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「妙
好
人

・
浅
原
才
市
の
地
」
を
訪
ね
て

弘
教
寺
住
職
　
中
山
英
昭

１０
月
末
、
二
泊
三
日
の
仏
壮

・
仏
婦
の
合
同
研
修
旅

行
で
、
島
根
県
を
訪
ね
ま
し
た
。
旅
の
様
子
は
、
同
号

で
他
の
方
が
担
当
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
方
に
譲
る

こ
と
に
し
て
、
石
見
地
方
の
妙
好
人
に
つ
い
て
浅
原
才

市
さ
ん
を
中
心
に
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

島
根
県
は
東
西
に
細
長
い
形
を
し
て
い
ま
す
。
大
別

し
ま
す
と
、
東
半
分
が

「出
雲
」
、
西
半
分
が

「
石
見
」

に
分
け
ら
れ
ま
す
。

行

っ
て
み
て
分
か

っ
た
こ
と
は
、
出
雲
地
方
に
は
、

高
速
道
路
も
す
で
に
整
備
さ
れ
、

「出
雲
大
社
」
、
県

都
の

「松
江
」
セ
観
光
居
点
が
あ
り
、
近
隣
に
は

「
玉

造
温
泉
」
、

「皆
生
温
泉
」
等
の
温
泉
地
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
観
光

。
商
業
が
発
展
し
て
い
て
、
中
心
と
な

っ
て

い
る
こ
と
で
し
た
。

一
方
、
石
見
地
方
は
、
近
年
世
界
遺
産
と
な

っ
た

「
石
見
銀
山
」
が
あ
り
、
発
展
は
こ
れ
か
ら
と
思

い
ま

す
。
昔
な
が
ら
の
家
並
み
や
漁
村

の
風
景
を
多
く
見
ま

す
と
、
む
し
ろ
ホ
ツ
と
し
た
も
の
を
感
じ
ま
す
ご

旅
の
初
日
に
、
永
年
訪
ね
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
ま

し
た
大
田
市
温
泉
津
町
の
安
楽
寺
様
に
参
拝
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
¨
安
楽
寺
様
は
妙
好
人
と
し
て
知
ら
れ

る
浅
原
才
市
さ
ん
ゆ
か
り
の
寺
で
す
こ

妙
好
人
才
市
さ
ん
は
、
温
泉
津
町
浜
田
で
、
１
８
５

０
年

（嘉
永
３
年
）
父
要
四
郎
、
母
ス
ギ
の
間
に
生
ま
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二
七
０
（七
四
）
０
五
七
三

れ
ま
し
た
ｃ
若
い
時
は
舟
大
工
と
し
て
、
五
十
代
か
ら

は
、
下
駄
職
人
と
し
て
、

「聞
法
」
の
こ
と
を
除
け
ば
、

ご
く
普
通
の
生
涯
を
送
ら
れ
た
方
で
す
．ヽ

４５
歳
の
時
に
父
親
が
往
生
し
ま
す
と
、

「父
の
遺
言

・

南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
後
に
な

っ
て
、
詩
に
書

い
て
あ
り

ま
す
よ
う
に
、
こ
の
頃
か
ら

一
層
聴
間
に
励
ま
れ
た
よ

う
で
す
。

才
市
さ
ん
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
逸
話
が
残
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
安
楽
寺
の
前
坊
守
様
か
ら
お
聞
き
し
た
話
で

す
が
、
前
坊
守
の
義
母
様
が
幼
少
の
時
に
、
法
座
に
才

市
さ
ん
が
参
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
ご
講
師
の
話
さ
れ
る
最
前
列
の
席
に
座
ら
れ
、

法
説
の
感
極
ま
る
と
、
す

っ
と
立
ち
上
が
り
、
念
仏
を

称
え
ら
れ
た
そ
う
で
す
ｃ
義
母
様
は
毎
回
そ
の
日
何
度

立
ち
上
が
ら
れ
る
か
を
楽
し
み
に
法
座
に
参
ら
れ
た
と

の
一
）レ
、

ま
た
、
才
市
さ
ん
は
、
安
楽
寺
の
本
堂
に
お
参
り
す

る
と
、
ご
本
尊
阿
弥
陀
様
、
親
鸞
聖
人
、
蓮
如
上
人
、

七
高
僧
と
順
に
手
を
合
わ
せ
、
語
り
か
け
る
よ
う
に
味

わ
い
を
述
べ
な
が
ら
、
お
念
仏
の
み
教
え
に
出
逢
え
た

喜
び
を
表
わ
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

６。
歳
半
ば
位
か
ら
は
、

「
日
あ
い
」
と
い
う
信
仰
の

味
わ
い
を
詩
に
し
て
、

ノ
ー

‐―、
に

‐
・
ま
と
め
る
よ
う
に

な

っ
た
よ
う
で
す
こ
当
初
は
、
削
り
屑
や
下
駄
の
端
切

れ
に
書
き
と

っ
て
い
ま
し
た
が
、
周
囲
の
す
す
め
も
あ
っ

て
、
ノ
ー
ト
に
清
書
す
る
よ
う
に
な
り
、
約
７０
冊
１
万

首
に
も
及
ぶ
詩
を
８３
年
の
生
涯
で
書
き
残
し
て
い
ま
す
、）

有
名
な
お
話
を
も
う

一
つ
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

と
、

７０
歳
の
時
に
画
家
若
林
春
暁
と
い
う
方
に
自
画
像

を
依
頼
し
ま
す
。
出
来
上
が

っ
た
肖
像
画
を
見
て
、
再

度
お
願
い
を
し
て
、
頭
の
前
の
と
こ
ろ
に

「私
の
本
当

の
姿
」
と
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
２
本
の
角
を
描

か
せ
て
い
ま
す
。

（現
在
安
楽
寺
様
本
堂
左
の
間
に
飾

ら
れ
て
い
ま
す
）

学
問
を
学
ん
だ
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
普
通
の
下
駄

職
人
で
あ
る
才
市
さ
ん
の
信
仰
詩
に
出
会

い
宗
教
哲
学

者
の
鈴
木
大
拙
先
生
は
、
驚
嘆
さ
れ

「詩
人
で
も
あ
り
、

文
人
で
も
あ
り
、
実
質
的
大
哲
学
者
」
と
絶
賛
さ
れ
て
い

ま
す
。

石
見
地
方
は
、
才
市
さ
ん
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
浄

土
真
宗
の
み
教
え
に
出
遇
い
、
念
仏
の
歓
び
と
と
も
に

生
き
ら
れ
た
方

々
を
た
く
さ
ん
輩
出
し
て
い
ま
す
。
初

め
に
、
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
島
根
県
で
も
出
雲
地
方

と
は
違
う
生
活
変
化
の
少
な
い
地
域
な
れ
ば

こ
そ
、
人

に
優
し
く
、
宗
教
的
に
信
仰
の
厚
い
精
神
的
風
土

（土

徳
）
が
温
存
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
宿

で

一
ヶ
月
前
か
ら
働
く
関
東
出
身
の
若
い
仲
居
さ
ん
が

「
こ
ち
ら
に
来
て
、
皆
さ
ん
が
と
て
も
親
切
な
の
で
助

か
り
ま
す
。
」
と
話
し
て
く
れ
た
こ
と
が
、
今
も
耳
の
底

に
残
っ
て
い
ま
す
。

「
あ
さ
ネ
ｔ

や

あ
さ
ネ
ｔ

や

お
や

に
こ
こ
ろ

と
ら

ホ
て
か
ら

は

ぶ

つ
と
さ

い
ち

は

ひ
と

つ
の
も

の
」

（才
市
さ
ん
の
詩
よ
り
）

才
市
の
肖
像
画

（浅
原
才
市
翁
顕
“
会
一価
上
り
）
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親
膏
聖
人
と
報
恩
講

親
鷲
聖
人
は
､
1
1
7
3
年
　
(
承
安
3
年
)
　
に
､

日
野
有
範
の
子
と
し
て
誕
生
し
ま
す
｡
9
歳
の
時
に

は
ん
ね
ん

青
蓮
院
の
慈
円
の
も
と
で
'
出
家
得
度
し
､
範
宴
と

名
の
り
ま
し
た
｡
2
9
歳
ま
で
の
2
0
年
間
比
叡
山
で
修

行
の
道
を
歩
み
ま
す
｡
比
叡
山
で
の
時
代
'
聖
人
が

ど
ん
な
修
行
僧
で
あ
っ
た
か
長
い
間
不
明
で
し
た
｡

近
代
恵
心
尼
文
書
が
世
に
出
た
こ
と
に
よ
り
､
修

行
す
る
僧
侶
を
世
話
す
る
　
｢
堂
僧
｣
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
｡
2
9
歳
の
時
に
､
比
叡
山
を

下
り
､
法
然
上
人
に
弟
子
入
り
し
､
念
仏
の
み
教
え

あ

に
出
遇
い
'
以
後
他
力
念
仏
の
道
を
生
涯
か
け
て
歩

ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
0

1
2
0
7
年
　
(
承
元
元
年
)
　
法
然
上
人
と
そ
の
門

弟
は
､
承
元
の
法
難
に
よ
っ
て
､
上
人
は
土
佐
の
地

へ
流
罪
､
聖
人
は
越
後
の
国
府
　
(
上
越
市
)
　
に
流
罪

と
な
り
ま
す
｡

4
年
後
赦
免
を
受
け
ま
す
が
､
翌
年
法
然
上
人
も

ひ
た
ち

往
生
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
､
未
開
の
地
関
東
常
陸
へ

と
移
り
住
み
ま
す
｡
聖
人
は
5
2
歳
の
折
に
は
'
笠
間

の
地
に
て
､
｢
教
行
信
証
｣
と
い
う
浄
土
真
宗
の
教

え
の
大
切
な
聖
典
を
書
き
上
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
｡
6
0
歳
で
京
都
の
地
に
帰
ら
れ
る
ま
で
の
期
間
は
､

他
力
念
仏
の
み
教
え
を
ま
と
め
､
ま
た
伝
道
す
る
充

実
し
た
時
代
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
｡
帰
洛
さ
れ
て
か

あ
ら
わ

ら
聖
人
は
､
次
々
と
書
物
を
著
し
ま
す
｡
身
近
に
親

し
ん
で
勤
め
て
お
り
ま
す
　
｢
和
讃
｣
等
も
晩
年
に
著

さ
れ
た
も
の
で
す
｡

親
鷲
聖
人
の
歴

史
年
表
を
追
っ
て

い
き
ま
す
と
'
8
8

歳
.
の
年
齢
ま
で
､

執
筆
と
書
写
の
明

け
暮
れ
の
日
々
で

す
｡
師
の
法
然
上

人
と
多
く
の
門
弟
が
弾
圧
さ
れ
､
念
仏
禁
止
と
な
っ

た
こ
と
へ
の
憤
り
と
悲
し
み
に
よ
っ
て
'
他
力
念
仏

の
正
当
性
を
示
し
残
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
｡

1
2
6
2
年
　
(
弘
長
2
年
)
　
末
娘
の
覚
悟
尼
様
他

数
名
の
門
弟
の
見
守
る
中
､
9
0
歳
の
往
生
で
し
た
｡

報
恩
講
の
法
要
は
今
の
時
期
､
全
国
の
真
宗
寺
院

で
お
勤
め
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
､
念
仏
の
み
教
え
を

私
達
に
示
し
伝
え
て
下
さ
い
ま
し
た
､
親
鷲
聖
人
へ

の
報
恩
感
謝
の
思
い
か
ら
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
､

浄
土
真
宗
で
の
一
番
大
切
な
法
要
と
い
っ
て
も
よ
い

か
と
思
い
ま
す
｡
ご
本
山
で
は
､
新
暦
の
命
日
を
ご

満
座
法
要
と
し
て
､
1
月
9
日
か
ら
1
月
1
 
6
日
ま
で

の
8
日
間
に
わ
た
っ
て
'
ご
正
忌
報
恩
講
と
し
て
勤

め
ら
れ
ま
す
｡
(
旧
暦
で
は
1
 
1
月
2
8
日
が
命
日
で
す
)

一
般
寺
院
や
門
信
徒
の
自
宅
で
も
ご
本
山
で
の
法

要
を
前
に
各
地
域
で
勤
め
ら
れ
ま
す
｡
そ
う
し
た
法

と
り
こ
し

要
は
　
｢
お
取
越
｣
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
｡

｢
報
恩
講
｣
の
名
の
由
来
と
し
て
は
､
聖
人
の
3
3
回

忌
に
あ
た
っ
て
'
本
願
寺
第
3
代
の
覚
如
上
人
が

｢
報
恩
講
私
記
｣
を
著
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
よ
う
で

す
｡

か
っ
て
､
終
戦
後
の
時
代
ま
で
､
先
輩
方
の
話
を

う
か
が

伺
い
ま
す
と
､
小
規
模
の
寺
院
で
あ
っ
て
も
3
日
間

位
は
お
勤
め
し
て
い
た
よ
う
で
す
｡
弘
教
寺
で
も
戦

後
し
ば
ら
く
ま
で
は
'
3
日
間
勤
め
て
い
ま
し
た
｡

不
便
な
時
代
で
す
か
ら
､
遠
方
の
門
信
徒
の
方
や
､

お
手
伝
い
す
る
方
や
､
住
職
方
は
泊
り
込
み
で
､
法

要
に
参
拝
､
出
勤
し
て
い
た
そ
う
で
す
｡
今
考
え
ま

す
と
大
変
な
よ
う
で
す
が
'
当
時
の
皆
さ
ん
は
聖
人

に
対
す
る
報
恩
の
志
も
強
く
､
も
っ
と
ゆ
っ
た
り
と

し
た
思
い
で
お
勤
め
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
'

思
い
ま
す
｡

弘
教
寺
に
お
き
ま
し
て
は
､
1
2
月
の
第
一
土
曜
日
'

日
曜
日
の
2
日
間
を
報
恩
講
法
要
の
日
取
り
と
し
て

定
め
て
い
ま
す
｡
こ
こ
し
ば
ら
く
は
､
初
日
の
午
後

た
い
や

よ
り
お
逮
夜
法
要
を
お
勤
め
L
t
壮
年
会
､
婦
人
会

の
合
同
報
恩
講
と
し
て
い
ま
す
｡
多
く
の
方
々
に
気

楽
に
参
拝
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
､
バ
ザ
ー

や
イ
ベ
ン
ト
的
な
も
の
を
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
｡

二
日
目
は
､

き
､
ご
法
話
､

と
き

お
斎
の
精
進
料
理
を
取
っ
て
い
た
だ

ご
満
座
法
要
で
終
了
い
た
し
ま
す
｡

F
i
一
一
　
年
に
1
度
の
大
切
な
法

要
で
す
｡
ま
た
一
番
華
や

か
な
法
要
で
す
の
で
､
門

信
徒
の
皆
様
是
非
ご
参
拝

下
さ
い
｡
　
　
　
(
住
職
)

◆
本
文
中
､
　
｢
聖
人
｣
と

表
記
し
て
い
る
箇
所
は
'

｢
親
鷲
聖
人
｣
を
表
し
ま
す
｡
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1
 
0
月
2
8
日
早
朝
の
出
発
､
台
風
の
影
響
が

心
配
さ
れ
ま
し
た
が
3
日
間
は
好
天
に
恵
ま

れ
た
旅
行
に
な
り
ま
し
た
｡

最
初
は
浅
原
才
市
ゆ
か
り
の
寺
･
安
楽
寺

の
参
拝
で
す
｡
念
仏
信
仰
の
極
地
に
ま
で
達

し
た
妙
好
人
･
才
市
さ
ん
の
生
い
立
ち
や
､
･

人
と
な
り
を
前
坊
守
様
よ
り
お
話
い
た
だ
き

ま
し
た
｡

｢
才
市
や
何
が
お
も
し
ろ
い
　
迷
い
の
浮
世

が
お
も
し
ろ
い
　
法
を
よ
ろ
こ
ぶ
種
と
な
る

な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
の
花
ざ
か
り
｣
　
南
無
阿
弥

陀
仏
の
世
界
を
感
じ
た
ひ
と
と
き
で
し
た
｡

ひ

の

み

さ

き

2
日
目
は
日
御
碕
'
出
雲
大
社
､
松
江
城

な
ど
を
観
光
し
ま
し
た
｡
燈
台
と
城
の
階
段

の
昇
り
降
り
は
､
目
に
響
く
景
色
と
と
も
に

足
に
も
響
い
た
こ
と
で
し
た
｡
そ
の
日
の
宿
､

出
雲
の
神
々
に
別

れ
を
告
げ
て
一
路
は
　
l

喪
と
そ
び
え
立
つ
松

江
城
に
'
眼
下
に
は

城
下
町
が
立
ち
並
ぶ
｡

現
代
の
松
江
市
の
礎

に
尽
力
さ
れ
た
堀
尾

吉
晴
翁
像
は
､
城
と

民
を
見
守
っ
て
い
る

｢
玉
泉
の
湯
｣
で
は

心
も
足
も
す
っ
か
り

癒
や
さ
れ
､
美
味
し

い
本
場
の
味
を
満
足

い
た
し
ま
し
た
C

初
め
て
参
加
し
た

弘
教
寺
仏
壮
･
仏
婦

合
同
研
修
旅
行
で
し

た
が
楽
し
い
思
い
出

と
な
り
ま
し
た
｡

ご
準
備
頂
い
た
方
々

に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
｡
　
(
加
藤
の
)

眼
差
し
の
様
で
す
｡
内
堀
に
遊
覧
船
が
巡
り
､

そ
ぞ
ろ
歩
く
道
に
は
老
松
と
武
家
屋
敷
が
色
濃

く
情
緒
あ
る
ス
ポ
ッ
ト
で
す
｡

日
本
文
化
を
愛
し
世
界
に
知
ら
し
め
た
小
泉

八
雲
｡
記
念
館
で
は
愛
用
品
資
料
等
が
展
示
さ

れ
て
い
ま
し
た
｡
松
江
で
暮
ら
し
た
そ
の
間
に

日
本
の
伝
説
や
怪
談
話
な
ど
の
多
く
の
作
品
を

残
さ
れ
て
い
ま
す
｡

玉
造
温
泉
で
は
美
肌
に
な
る
湯
に
入
り
'
宴

会
も
は
つ
ら
つ
と
踊
り
に
歌
に
興
じ
親
睦
を
深

め
る
o
　
宴
会
後
宿
の
ロ
ビ
ー
で
の
本
場
の
安
木

節
､
ど
じ
ょ
う
す
く
い
等
は
満
席
の
観
衆
を
魅

了
さ
せ
ま
し
た
｡

翌
朝
は
5
万
坪
の
敷
地
を
も
つ
足
立
美
術
館
､

名
園
と
名
画
は
圧
巻
で
し
た
｡
境
港
で
昼
食
'

鮮
魚
を
各
自
で
購
入
し
ま
し
た
｡
水
木
し
げ
るき

ロ
ー
ド
で
は
妖
怪
の
モ
チ
ー
フ
が
点
在
し
､
着

ぐ
る包

み
の
妖
怪
と
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真
が
微
笑
ま
し

い
光
景
で
し
た
｡

3
日
間
晴
天
に
恵
ま
れ
無
事
に
帰
宅
出
来
た

こ
と
に
感
謝
し
ま
す
｡
　
　
　
　
(
小
林
か
)

第
7
回
東
日
本
　
(
第
一
連
区
)

仏
教
壮
年
会
大
会
に
参
加
し
て

1
 
0
月
5
日
　
(
土
)
　
～
6
日
　
(
冒
)
　
に
築
地
本
願
寺

本
堂
に
て
同
大
会
が
開
催
さ
れ
､
当
寺
か
ら
は
1
 
0
名

参
加
致
し
ま
し
た
｡
2
日
間
に
亘
る
開
催
で
し
た
が
､

私
達
は
初
日
5
日
の
大
会
の
み
の
参
加
と
し
ま
し
た
｡

開
会
式
は
午
後
2
時
に
始
ま
り
､
　
｢
讃
仏
偶
｣
の

勤
行
｡
仏
壮
連
盟
綱
領
の
唱
和
｡
役
員
の
挨
拶
｡
本

願
寺
派
仏
壮
連
盟
理
事
長
の
祝
辞
の
後
､
参
加
者
全

員
で
　
｢
仏
教
壮
年
の
歌
｣
を
斉
唱
し
ま
し
た
｡

記
念
法
話
は
　
｢
み
教
え
に
生
き
る
｣
　
と
題
し
て
本

願
寺
派
勧
学
寮
頭
の
徳
永
一
道
師
が
行
い
ま
し
た
｡

師
は
京
都
女
子
大
学
で
3
3
年
間
の
教
鞭
を
執
っ
て

お
ら
れ
た
そ
う
で
す
｡
質
疑
応
答
の
後
､
各
教
区
に

お
け
る
仏
壮
活
動
報
告
が
あ
り
初
日
の
大
会
は
閉
会

と

な

り

ま

し

た

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

(

貝

塚

し

ゅ

)

【
補
足
】
　
｢
連
区
の
説
明
｣
　
国
内
の
教
務
所
(
教
区
)
　
を
五
区

分
し
､
北
海
道
･
東
北
･
東
京
･
長
野
･
国
府
･
新
潟
の
6

教
務
所
(
教
区
)
　
が
第
一
連
区
に
展
す
る

石
渡
紀
子
さ
ん
初
の
女
性
優
勝

第
1
8
回
弘
教
寺
ゴ
ル
フ
会
秋
の
コ
ン
ペ
が
1
0
月
2
2
日

に
小
幡
郷
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
で
開
催
さ
れ
'
初
め
て
女
性

が
優
勝
し
ま
し
た
｡
大
会
は
総
勢
2
 
5
名
が
参
加
し
男

女
を
問
わ
ず
技
を
競
い
あ
う
中
で

石
渡
紀
子
さ
ん
が
ネ
ッ
ト
7
0
の

好
成
績
で
優
勝
し
､
優
勝
杯
を
手

に
し
ま
し
た
｡
ど
な
た
に
も
優
勝

の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
ま
す
｡
皆

様
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す

｡

　

　

　

　

　

　

(

貝

塚

き

)
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◆行事予定◆ (平成25年12月　～平成26年　3月)

教区･群馬組の行事予定弘教寺の行事予定

牡･仏婦合同報恩講･コンサート

弘教寺報恩講

教区仏教壮年会理事会婦人会忘年会

壮年会例会(第ら回)忘年会

婦人会例会

子どもの集い

本山御正忌報恩講

婦人会新年会

寺役員新年会

組ビハ←ラ(若宮苑浬繋会)子どもの集い

壮年会例会(第6回)

教区仏社結成記念日研修22-23日婦人会例会

教区仏婦一日研修会

9日　妻教区仏社理事会

18～24日

群馬県弘教寺URL. http ://www.糾kyouji.or.jp
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｢
五
感
で
遊
ぶ
L
 
I
子
ど
も
達
へ
の
廉
い
-

自
分
の
手
で
作
っ
た
も
の
で
遊
ぶ
､
自
分
の
手
で
作
っ

た
も
の
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
､
子
ど
も
達
が
五
感

を
使
っ
て
体
験
す
る
こ
と
で
す
｡
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界

が
身
近
な
今
こ
そ
､
見
る
･
開
く
･
喚
ぐ
･
味
わ
う
･

触
る
こ
と
-
五
感
を
フ
ル
活
用
し
て
体
験
す
る
こ
と
が

子
ど
も
達
の
成
長
に
大
切
な
こ
と
で
す
｡

鉛
筆
削
り
つ
こ
や
竹
と
ん
ぼ
で
小
刀
を
使
い
､
防
災

コ
ン
ロ
で
火
や
鉄
を
使
い
､
ど
ろ
だ
ん
ご
で
梶
を
体
感

し
､
凧
揚
げ
で
糸
を
結
び
風
を
感
じ
る
｡
自
分
で
苗
植

え
し
た
野
菜
の
サ
ラ
ダ
作
り
'
柏
餅
･
お
だ
ん
ご
ス
ー

プ
･
あ
ん
餅
･
五
平
餅
は
､
こ
ね
た
り
丸
め
た
り
し
て

作
っ
て
食
べ
る
｡
住
職
の
ご
法
話
を
聴
き
､
紙
芝
居
で

昔
語
り
に
聞
き
入
り
'
ス
タ
ッ
フ
と
異
世
代
間
交
流
を

楽
し
む
｡
こ
の
様
に
今
年
度
の
集
い
も
楽
し
め
た
か
と

思
い
ま
す
｡
8
月
は
4
7
名
､
他
の
月
は
1
 
7
名
の
参
加
で

し
た
o
　
子
ど
も
達
の
ほ
じ
け
る
笑
顔
を
も
っ
と
増
や
し

た
い
と
思
い
ま
す
｡
ス
タ
ッ
フ
の
方
も
楽
し
く
張
り
切
っ

て
お
手
伝
い
下
さ
っ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
か
ら
も
土
曜
日

【
今
後
の
子
ど
も
の
集
い
予
定

･
1
 
2
月
7
日
　
フ
イ
オ
ー
レ
･
カ
ル
テ
ッ
ト
コ
ン
サ
ー
ト

･
1
 
2
月
2
3
日
　
凧
･
お
餅
つ
き

･
2
月
8
日
　
竹
と
ん
ぼ
･
五
平
餅

◆
出
合
い
◆
私
の
履
歴
橋
本
勝
(
釈
蒙
照
)

E
]
国
･
讃
岐
の
山
村
農
家
の
四
男
　
(
8
人
兄
弟
)
　
で

昭
和
1
 
3
年
に
誕
生
し
､
高
卒
の
昭
和
3
 
2
年
に
明
電
舎
に

集
団
就
職
し
上
京
｡
仕
事
は
発
電
設
備
の
シ
ス
テ
ム
設

計
助
手
で
品
川
工
場
か
ら
始
ま
る
｡
昭
和
4
5
年
に
静
岡

沼
津
工
場
へ
､
平
成
元
年
に
は
群
馬
太
田
工
場
に
転
勤

す
る
｡
平
成
1
 
4
年
に
太
田
で
家
庭
を
顧
み
る
余
裕
も
な

く
'
仕
事
で
明
け
暮
れ
た
4
5
年
間
の
勤
務
を
終
え
る
｡

両
親
の
往
生
が
機
縁
で
築
地
本
願
寺
の
紹
介
で
平
成

8
年
に
弘
教
寺
と
の
　
｢
ご
縁
｣
を
い
た
だ
く
｡
平
成
9

年
に
発
足
の
壮
年
会
に
参
加
を
す
る
が
､
私
自
身
は
仏

教
に
全
く
疎
遠
で
し
た
｡
そ
の
た
め
図
書
館
に
足
を
度

々
運
ぶ
日
々
｡
仏
教
の
経
典
は
　
｢
如
是
我
聞
｣
　
で
始
ま

り
ま
す
｡
｢
ご
聴
聞
｣
　
の
大
切
さ
を
知
ら
さ
れ
､
研
修

会
に
は
積
極
的
に
参
加
を
さ
せ
て
も
ら
い
､
｢
気
づ
か

さ
れ
て
変
わ
る
こ
と
｣
の
大
切
さ
を
教
え
ら
れ
た
｡

仕
事
の
関
係
で
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
身
に
付
き
､
寺
報

作
り
に
平
成
1
 
7
年
の
創
刊
号
か
ら
お
手
伝
い
｡
寺
報
の

継
続
を
本
願
寺
で
の
門
徒
推
進
員
教
修
で
誓
う
｡
子
ど

も
の
集
い
に
は
孫
が
幼
児
か
ら
参
加
｡
子
供
目
線
で
の

遊
び
に
童
心
に
還
り
心
が
癒
や
さ
れ
年
6
回
を
楽
し
む
｡

妻
の
往
生
後
､
娘
家
族
と
の
同
居
が
始
ま
り
､
寺
の

行
事
･
旅
行
､
夜
学
の
同
期
と
の
旅
行
が
で
き
､
地
域

の
行
事
に
も
呼
び
出
さ
れ
る
｡
好
き
な
事
で
楽
し
め
る

あ
り
が
た
い
生
活
は
､
仏
様

の
加
護
に
よ
る
も
の
と
感
謝

を
す
る
毎
日
で
す
｡
今
ま
で

通
り
自
分
の
出
来
る
お
手
伝

い
を
続
け
た
い
と
思
っ
て
お

り

ま

す

｡

　

　

　

　

合

掌

二
つ
の
言
葉
で
喧
嘩
し
て
､
一
つ
の
言
葉
で
仲
直
り
｣
､

山
崎
龍
明
先
生
の
ご
本
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
｡
言
葉

を
出
さ
な
い
と
何
も
伝
わ
り
ま
せ
ん
｡
皆
さ
ん
の
ご
協

力
で
寺
だ
よ
り
も
2
6
号
を
発
行
す
る
運
び
と
な
り
ま
し

た
o
編
集
会
議
は
先
ず
項
目
を
選
び
執
筆
者
を
決
め
ま

す
が
､
出
来
る
だ
け
多
く
の
人
に
参
加
を
頂
く
よ
う
に

し
て
い
ま
す
｡
編
集
部
で
欲
し
い
の
は
'
｢
読
者
の
声
｣

で
す
｡
ご
住
職
が
お
盆
や
お
彼
岸
に
門
徒
宅
を
回
ら
れ

た
り
'
法
事
で
お
寺
に
来
ら
れ
た
り
し
た
際
'
お
気
軽

に
皆
様
の
声
を
お
寄
せ
下
さ
い
｡
　
　
　
(
玉
田
た
)


