
今
あ
る
人
生
は
ま
さ
に
「
爪
上
の
土
」。

だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
的
成
長
に
全
力
を

浄
土
宗
西
迎
院
副
住
職
／

尼
僧
ア
イ
ド
ル 

光
誉
祐
華
（
元
愛
＄
菩
薩
）

「倭（やまと）は国のまほろば」。今回はい
つもの東京ではなく、古代の英雄ヤマトタケ
ルノミコトが“まほろば”（＝素晴らしい場
所の意）と形容した大和国、現在の奈良県に
足を運びました。訪ねたのは、同県吉野郡に
ある浄土宗の寺院・西迎院です。開基６００
年の歴史を有する同寺の副住職を務める中村
祐華さんにお会いしました。
中村さんは日常的な僧侶としてのお勤めの
傍ら、この7月9日まで「愛＄菩薩」、それ以
降は「光誉祐華」の名で、尼僧アイドルとし
ての活動に取り組んでいます。女性僧侶のア
イドル活動と聞いて眉をひそめる向きもある
かもしれませんが、中村さんは若者が集まる
ライブハウスなどで、音楽に載せてお経を称
えたり、仏教の教えを歌詞に込めたオリジナ
ル曲を歌ったりするなどし、若者と仏教の出
会いのきっかけをつくろうとしています。
現代的な感性を備える僧侶の目に、モラル

や道徳、そして仏法が失われつつある現代社
会はどう映っているのか、さまざまなことを
お聞きしました。読者の皆様が自らの足元を
見つめ、考えるきっかけになれば幸いです。

〈
畠
〉山

門
前
に
、
松
尾
芭
蕉
が
述
べ

た
と
さ
れ
る
俳
諧
の
心
得
が
貼
り

出
し
て
あ
り
、
目
に
留
ま
り
ま
し

た
。「
格
に
入
り
て
格
を
出
る
　
格

に
入
ら
ざ
れ
ば
邪
路
に
入
る
　
格

に
入
り
て
格
を
出
れ
ば
　
自
在
な

り
」。

〈
中
村
〉

住
職
を
務
め
る
父
が
書
い
た
も

の
で
す
。

〈
畠
〉俳

諧
に
限
ら
ず
、
何
事
に
も
通

用
す
る
格
言
だ
と
思
い
ま
す
。
本

日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
お
時
間

を
割
い
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

〈
中
村
〉

こ
ち
ら
こ
そ
、
遠
路
お
越
し
い

た
だ
き
、恐
縮
で
す
。

〈
畠
〉

早
速
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
世
界

三
大
宗
教
に
数
え
ら
れ
る
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
ほ

か
に
は
、
ど
の
宗
教
が
あ
た
る
の

で
し
ょ
う
。ユ
ダ
ヤ
教
、
ヒ
ン
ズ
ー

教
、仏
教
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
。

〈
中
村
〉

信
者
の
数
で
言
え
ば
ヒ
ン
ズ
ー

教
で
す
。

〈
畠
〉

仏
教
は
入
ら
な
い
ん
で
す
ね
。

で
は
、
世
界
人
口
比
で
仏
教
徒
の

比
率
は
ど
の
く
ら
い
な
ん
で
し
ょ

う
。

〈
中
村
〉

六
％
く
ら
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

〈
畠
〉想

像
よ
り
少
な
い
で
す
ね
。

〈
中
村
〉

で
も
、
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
イ

コ
ー
ル
真
実
と
は
限
り
ま
せ
ん
。少

な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、仏
教
に

は
真
実
・
真
理
が
あ
り
ま
す
。

〈
畠
〉石

川
県
は
浄
土
真
宗
が
多
く
、

私
も
門
徒
の
一
人
な
の
で
す
が
、

「
浄
土
宗
」
と
「
浄
土
真
宗
」
の
違
い

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

〈
中
村
〉

浄
土
宗
は
平
安
末
期
の
一
一
七

五（
承
安
五
）年
に
、宗
祖
で
あ
る
法

然
上
人
が
京
都
の
東
山
吉
水
で
念

仏
の
教
え
を
広
め
、始
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
お
弟
子
が
親
鸞
聖
人
で
、ご
自

身
に
は
独
立
し
て
宗
派
を
立
て
る

意
思
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、そ
の
没
後
に
親
鸞
聖
人
の

お
弟
子
さ
ん
た
ち
に
よ
っ
て
浄
土

真
宗
が
開
か
れ
ま
し
た
。

〈
畠
〉南

無
阿
弥
陀
仏
と
六
字
名
号
を

称
え
る
お
念
仏
は
共
通
し
て
い
る

ん
で
す
よ
ね
？

〈
中
村
〉

は
い
。
浄
土
三
部
経
と
呼
ば
れ

る
仏
説
無
量
寿
経
、
仏
説
観
無
量

寿
経
、
仏
説
阿
弥
陀
経
を
経
典
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
同

じ
で
す
。

た
だ
、
こ
の
お
念
仏
の
捉
え
方

に
、両
宗
派
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

〈
畠
〉

ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

〈
中
村
〉

浄
土
真
宗
で
は
衆
生
は
も
と
も

と
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
て
い
る
と

い
う
考
え
方
か
ら
、
念
仏
に
は「
報

恩
謝
徳
」
の
意
味
合
い
が
あ
り
ま

す
。

一
方
、
浄
土
宗
の
念
仏
に
は
、

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
道
に
落
ち

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
日
々

の
行
い
に
対
す
る
懺
悔
と
阿
弥

陀
さ
ま
に
救
い
を
求
め
る
願
い

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

〈
畠
〉

な
る
ほ
ど
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と

称
え
て
も
、意
味
合
い
が
違
う
と
。

理
解
で
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、

中
村
さ
ん
が
実
家
で
も
あ
る
西

迎
院
の
副
住
職
と
な
ら
れ
た

き
っ
か
け
は
。

〈
中
村
〉

私
は
三
人
き
ょ
う
だ
い
の
末
っ

子
で
、
長
男
で
あ
る
兄
が
僧
籍
を

持
ち
、
い
ず
れ
父
の
跡
を
継
ぐ
予

定
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
兄
は
ゴ

ル
フ
の
レ
ッ
ス
ン
プ
ロ
の
資
格

を
取
っ
て
、
九
年
ほ
ど
前
に
タ
イ

に
移
住
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一

方
、
姉
は
滋
賀
県
の
信
楽
町
で
陶

芸
家
を
し
て
い
ま
す
。

〈
畠
〉

す
る
と
、
消
去
法
で
や
む
な

く
？

〈
中
村
〉

い
え
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
私
が
僧
侶
の
資
格
を

取
っ
た
の
は
、
跡
継
ぎ
の
た
め
で

は
な
い
ん
で
す
。
私
は
大
阪
に
あ

る
仏
教
系
の
女
子
高
で
学
び
、
週

一
回
の
宗
教
の
授
業
が
大
好
き

で
し
た
。
そ
し
て
、
高
三
の
時
に

父
方
の
祖
父
が
亡
く
な
り
ま
し

た
。祖

父
の
容
体
が
ど
ん
ど
ん
悪
く

な
っ
て
い
く
中
で
迫
っ
て
き
た

別
れ
の
悲
し
み
と
自
分
は
何
も

で
き
な
い
無
力
感
で
私
が
落
ち

込
ん
で
い
た
時
に
、
父
が「
最
期
、

人
を
看
取
る
時
は
臨
終
行
儀
に

則
っ
て
送
る
の
が
一
番
い
い
ん

や
」と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

祖
父
が
亡
く
な
る
前
、
そ
し
て

息
を
引
き
取
っ
た
後
も
、
父
は
涙

一
つ
見
せ
ず
に
祖
父
を
仏
様
の

元
へ
送
り
出
す
こ
と
に
徹
底
し

て
い
ま
し
た
。
私
は
悩
み
が
深
い

ほ
う
で
し
た
の
で
、
父
の
そ
ん
な

姿
を
見
て
、
家
族
と
の
死
別
と
い

う
一
番
辛
い
こ
と
を
乗
り
越
え

さ
せ
て
も
ら
え
る
仏
教
を
学
び

信
じ
れ
ば
、
今
後
の
人
生
の
中
で

遭
遇
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
や

苦
し
み
の
解
決
の
道
筋
が
見
つ

か
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
進
学
先

に
浄
土
宗
系
の
佛
教
大
学
を
選

び
、
そ
こ
で
仏
教
の
勉
強
を
し
ま

し
た
。

〈
畠
〉

で
は
、
大
学
在
学
中
に
僧
侶
に

な
ろ
う
と
。

〈
中
村
〉

寺
は
い
ず
れ
兄
が
継
ぐ
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
私
は
必

ず
し
も
お
坊
さ
ん
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
私
自
身
が
仏
教
を
多

く
の
人
に
伝
え
て
い
け
た
ら
と

強
く
願
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
僧

侶
の
道
に
進
む
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

〈
畠
〉

尼
僧
ア
イ
ド
ル
の
活
動
は
い
つ

か
ら
始
め
た
の
で
す
か
。

〈
中
村
〉

二
十
五
歳
の
時
か
ら
で
す
。
大

学
を
卒
業
し
て
す
ぐ
に
実
家
に

戻
り
、
父
の
手
伝
い
を
始
め
ま
し

た
。
そ
こ
で
驚
い
た
の
が
、
あ
ま

り
に
も
若
い
人
が
お
参
り
に
来

な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

お
彼
岸
な
ど
の
年
中
行
事
で
も
、

若
く
て
五
〇
代
く
ら
い
。
各
ご
家

庭
の
法
事
を
勤
め
て
も
、
お
子
さ

ん
が
都
市
部
に
就
職
し
忙
し
く

て
家
に
帰
る
時
間
が
取
れ
な
い

と
か
、
お
孫
さ
ん
が
い
て
も
塾
や

習
い
事
優
先
で
法
事
に
出
な
い

と
い
う
現
状
で
し
た
。

若
い
人
と
直
接
話
せ
る
唯
一
の

ご
縁
の
場
が
法
事
だ
っ
た
の
が
、

そ
れ
さ
え
も
危
う
く
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
、
ど
う

や
っ
た
ら
若
い
人
に
ア
プ
ロ
ー

チ
し
て
い
け
る
か
考
え
ま
し
た
。

お
寺
で
イ
ベ
ン
ト
を
開
い
て
も
、

普
段
か
ら
来
て
な
い
人
が
い
き

な
り
来
る
と
も
思
え
な
い
。
じ
ゃ

あ
、
自
分
が
若
い
人
の
い
る
と
こ

ろ
に
出
向
い
て
、
何
か
や
っ
て
み

た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
思
っ
て
、
自
分
に
で
き
る

こ
と
は
何
か
考
え
た
時
に
、
私
に

は
中
高
生
の
頃
に
歌
手
に
な
り

た
い
と
い
う
夢
が
あ
っ
て
、
ボ
イ

ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
て
き

た
か
ら
、
ア
イ
ド
ル
歌
手
的
な
も

の
が
い
い
だ
ろ
う
と
。そ
れ
で
、
お

経
を
曲
に
合
わ
せ
て
お
称
え
し
た

り
と
か
、Ｍ
Ｃ
で
逃
げ
ず
に
直
球

の
法
話
を
し
た
り
、
歌
詞
に
仏
教

の
意
味
合
い
を
込
め
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
曲
を
歌
う
と
い
う
こ
と
を
始
め

ま
し
た
。

〈
畠
〉

ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
な
ど
で
出
演
さ

れ
る
そ
う
で
す
ね
。

〈
中
村
〉

ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
に
は
、
好
き
な

バ
ン
ド
目
当
て
に
さ
ま
ざ
ま
な
若

者
が
訪
れ
ま
す
。け
れ
ど
、
例
え
ば

お
袈
裟
を
着
た
僧
侶
の
格
好
そ
の

ま
ま
で
ス
テ
ー
ジ
に
立
っ
て
も
、

宗
教
ア
レ
ル
ギ
ー
の
時
代
で
す
か

ら
、来
場
者
が
身
構
え
て
し
ま
う
。

〈
畠
〉

だ
か
ら
、
愛
＄
菩
薩
と
い
う

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
名
と
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
衣
裳
に
し
た
の
で
す
ね
。

〈
中
村
〉

普
通
に
し
て
い
た
ら
見
て
さ
え

も
ら
え
な
い
可
能
性
も
あ
り
ま
す

か
ら
、
ま
ず
は
興
味
を
持
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
に
イ
ン
パ
ク
ト
重
視

で
。ア

イ
ド
ル
は
、
私
の
中
で
は
明

る
く
楽
し
く
、
会
っ
た
だ
け
で
気

持
ち
が
晴
れ
や
か
に
な
る
存
在
で

す
。一
方
、「
菩
薩
」は
大
乗
仏
教
で

は「
修
行
す
る
者
は
皆
、
菩
薩
で
あ

る
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す

の
で
、
修
行
中
の
身
で
あ
る
自
分

自
身
を
菩
薩
に
置
き
換
え
、
ア
イ

ド
ル
＋
菩
薩
で
、「
愛
＄
菩
薩
」
と

名
乗
り
ま
し
た
。
衣
裳
も
来
場
者

に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
、

菩
薩
様
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
し
つ

つ
華
や
か
な
雰
囲
気
に
し
ま
し
た
。

〈
畠
〉

七
月
九
日
の
ワ
ン
マ
ン
ラ
イ
ブ

を
境
に
、
名
前
を
「
光
誉
祐
華
」
に

変
え
る
と
か
。

〈
中
村
〉

今
年
で
活
動
十
年
目
を
迎
え
、

自
然
な
気
持
ち
の
な
り
ゆ
き
で
改

名
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
新
し

い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
名
は
、
師
匠
で

あ
る
私
の
父
が
付
け
て
く
れ
た
戒

名
の
一
部
を
取
っ
た
も
の
で
す
。

〈
畠
〉

少
し
落
ち
着
い
た
感
じ
へ
の
路

線
変
更
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
か
。現
実
の
ア
イ
ド
ル
歌
手
も
、

歌
の
タ
イ
プ
や
雰
囲
気
を
徐
々
に

変
え
て
い
き
ま
す
か
ら
ね
。

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
高
校
生
の

時
に
宗
教
の
授
業
で
そ
の
奥
の
深

さ
に
刺
激
を
受
け
、
仏
教
の
道
に

入
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
う
か

が
い
ま
し
た
。具
体
的
に
は
、
ど
の

よ
う
な
点
に
惹
か
れ
た
の
で
し
ょ

う
。

〈
中
村
〉

ち
ょ
っ
と
記
憶
に
曖
昧
な
と
こ

ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
お
釈
迦
様

の
「
四
門
出
遊
」
に
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
世
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み

が
満
ち
て
い
て
、
た
と
え
地
位
、
名

誉
、
財
産
を
求
め
得
ら
れ
て
も
幸

せ
は
な
い
ん
だ
よ
。

清
ら
か
な
世
界
を
求
め
、
自
分

を
清
め
て
い
く
生
き
方
こ
そ
が
本

当
の
幸
せ
に
到
る
道
な
ん
だ
よ
、

と
い
う
仏
教
の
考
え
方
に
接
し
、

は
っ
と
し
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

〈
畠
〉十代

と
い
う
若
い
年
齢
の
う
ち

に
仏
教
に
目
覚
め
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、す
ご
い
で
す
ね
。

〈
中
村
〉

そ
れ
こ
そ
有
り
難
い
こ
と
で
、

仏
縁
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

〈
畠
〉私も

二
十
代
後
半
の
時
に
、
経

営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
勉
強
に

行
っ
た
先
で
、
家
系
図
を
書
か
さ

れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。十
代
前
ま

で
。そ
の
中
の
ど
こ
か
で“

縁”

が

な
か
っ
た
ら
、
今
の
自
分
は
い
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ご
先
祖
と
い

う
の
は
大
事
な
ん
で
す
、
大
事
な

ん
で
す
と
や
か
ま
し
く
言
わ
れ

ま
し
た
。

そ
れ
で
、
弊
社
で
は
新
卒
で
も

中
途
で
も
、
入
社
後
の
新
入
社
員

に
は
必
ず
「
親
子
の
絆
」
と
い
う
題

で
作
文
を
書
い
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。両

親
へ
の
想
い
、
身
に
つ
け
て

い
る
道
徳
、
親
か
ら
ど
ん
な
教
育

を
受
け
て
い
た
か
な
ど
、
い
ろ
ん

な
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

〈
中
村
〉

な
る
ほ
ど
。

〈
畠
〉先ほ

ど
、
法
事
に
子
ど
も
の
姿

が
な
い
と
中
村
さ
ん
が
指
摘
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
今
の
子
ど
も
は

そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
、
ま
ず
勉
強

と
言
わ
れ
る
。

一
方
、
私
た
ち
の
世
代
の
子
ど

も
の
頃
は
、
親
か
ら「
人
に
迷
惑
を

か
け
る
な
」「
虫
や
生
き
物
を
殺
す

な
」「
人
の
物
を
盗
る
な
」
と
よ
く

言
わ
れ
た
も
の
で
す
。

〈
中
村
〉

と
り
わ
け
「
生
き
物
を
殺
す
な
」

は
大
事
で
す
ね
。実
は
昨
年
の
秋
、

近
所
の
中
学
校
か
ら
命
に
つ
い
て

の
講
演
を
し
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ

ま
し
て
、
そ
こ
で
こ
ん
な
話
を
し

ま
し
た
。

私
は
お
寺
で
育
っ
た
も
の
の
、

勉
強
や
宗
教
に
つ
い
て
厳
し
く
言

わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
け
れ

ど
、
住
職
か
ら
た
っ
た
一
つ
、
昔
か

ら
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

「
無
駄
な
殺
生
は
し
て
は
い
か
ん

よ
」
と
。夏
場
に
な
っ
た
ら
、
田
舎

で
は
蟻
が
家
の
中
に
行
列
を
つ

く
っ
た
り
す
る
け
ど
、
そ
ん
な
時

に
掃
除
機
で
吸
っ
た
り
、
殺
虫
剤

を
振
っ
た
り
し
た
ら
絶
対
あ
か
ん
。

人
間
か
ら
作
り
出
せ
る
命
は
何

一
つ
な
い
し
、
蟻
が
家
の
中
に

入
っ
て
き
て
お
る
な
ら
、
扉
の
外

に
飴
玉
を
一
個
で
も
置
い
て
お
け

ば
、
そ
ち
ら
に
自
然
と
寄
っ
て
い

く
。
そ
う
や
っ
て
逃
が
し
て
や
る

こ
と
が
大
事
な
ん
や
と
、
父
か
ら

教
わ
っ
た
と
い
う
内
容
で
す
。

〈
畠
〉いい

話
で
す
ね
。

〈
中
村
〉

と
こ
ろ
が
、
講
演
後
に
生
徒
た

ち
か
ら
提
出
し
て
も
ら
っ
た
感
想

文
で
一
番
多
か
っ
た
の
が
、「
虫
を

殺
し
て
は
い
け
な
い
と
は
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
記
述
で
し

た
。
こ
の
こ
と
を
先
生
か
ら
聞
い

た
時
に
、
私
は
な
ん
て
恐
ろ
し
い

世
の
中
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
驚

き
ま
し
た
。

〈
畠
〉

「
知
ら
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に

問
題
が
潜
ん
で
い
ま
す
ね
。

〈
中
村
〉

そ
う
で
す
。
悪
い
と
知
っ
て

や
っ
て
し
ま
う
の
と
、
悪
い
と
知

ら
ず
に
や
り
続
け
る
の
で
は
、
罪

の
重
さ
が
違
う
と
お
釈
迦
様
も

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
、
悪
い
と
知

れ
ば
こ
そ
、
自
制
す
る
気
持
ち
が

生
ま
れ
て
来
る
と
思
い
ま
す
。

〈
畠
〉

「
ご
め
ん
ね
」と
思
う
か
、「
当
た

り
前
や
」と
思
う
か
は
、
天
と
地
ほ

ど
の
差
が
あ
る
と
私
も
思
い
ま
す
。

〈
中
村
〉

ま
た
、
食
べ
物
を「
食
材
」と
形

容
す
る
世
相
も
気
に
な
り
ま
す
。

人
が
口
に
す
る
の
は
す
べ
て
動

物
や
植
物
な
ど
の
命
あ
る
も
の

で
す
。
そ
れ
を
食
の“

材
料”

と
言

い
切
っ
て
し
ま
う
。
世
の
中
の
流

れ
と
仏
教
の
思
想
が
随
分
か
け
離

れ
て
き
て
い
る
な
と
肌
で
感
じ
て

い
ま
す
。

〈
畠
〉確か

に
、
命
を
い
た
だ
く
有
り

難
み
が
こ
も
っ
て
い
な
い
表
現

で
す
ね
。

〈
中
村
〉

自
然
か
ら
の
恩
恵
に
対
す
る
感

謝
や
、
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念

が
幼
い
頃
か
ら
教
え
ら
れ
て
い

な
い
。
核
家
族
化
な
ど
理
由
は
あ

り
ま
す
が
、
家
庭
内
で
の
道
徳
の

意
識
も
す
ご
く
低
く
な
っ
て
い

る
と
感
じ
ま
す
。

〈
畠
〉

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
家
庭
が

そ
う
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な

い
。
将
棋
の
藤
井
聡
太
四
段
が
六

月
二
日
に
二
十
連
勝
を
果
た
し

た
際
、
勝
利
後
の
報
道
陣
か
ら
の

質
問
に
「
僥
倖
（
ぎ
ょ
う
こ
う
）
と

し
か
言
い
よ
う
が
な
い
」
と
語
っ

て
い
ま
し
た
。

〈
中
村
〉

言
っ
て
ま
し
た
ね
。

〈
畠
〉

「
僥
倖
」
と
い
う
言
葉
を
私
は

知
ら
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、

テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
終
わ
っ

た
後
、
す
ぐ
に
辞
書
で
調
べ
ま
し

た
。「
偶
然
に
得
る
幸
運
」
と
い
う

意
味
で
、
そ
ん
な
難
し
い
言
葉
を

十
四
歳
の
中
学
生
が
謙
虚
に
使

え
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
家
庭

内
で
の
教
育
が
関
係
し
て
い
る

と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

〈
中
村
〉

き
ち
ん
と
道
徳
を
教
え
ら
れ
る

家
庭
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
は

思
い
ま
す
が
、
そ
う
で
な
い
家
庭

で
育
ち
大
人
に
な
っ
て
い
く
人

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
尼

僧
ア
イ
ド
ル
と
し
て
の
活
動
が
、

仏
法
や
道
徳
へ
の
気
づ
き
の

き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

〈
畠
〉

と
こ
ろ
で
、
作
品
に
仏
教
の
強

い
影
響
を
指
摘
さ
れ
る
作
家
と

し
て
宮
沢
賢
治
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
彼
の
場
合
は
法
華
経

信
者
で
す
が
、
人
か
ら
「
人
間
は

何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
く
る
の

か
」と
尋
ね
ら
れ
た
と
こ
ろ
、「
そ

れ
を
考
え
る
た
め
に
生
ま
れ
て

き
て
い
る
」と
答
え
て
い
ま
す
。

対
し
て
、
中
村
さ
ん
は
あ
る
記

事
で
、「
人
は
ど
う
生
ま
れ
て
き

た
か
」で
は
な
く
て
、「
こ
れ
か
ら
、

ど
う
生
き
る
か
が
大
事
」
と
述
べ

て
お
り
、私
も
共
感
し
ま
し
た
。

〈
中
村
〉

お
釈
迦
様
は
、「
爪
上
の
土
」と

い
う
お
喩
（
た
と
）
え
を
さ
れ
て

い
ま
す
。
大
地
の
土
を
手
の
ひ
ら

の
上
に
載
せ
て
お
弟
子
様
に

お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
世
の
中
に

は
大
地
の
土
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
な

種
類
の
生
命
が
あ
る
。
し
か
し
、

地
獄
道
・
餓
鬼
道
・
畜
生
道
・

人
間
道
・
修
羅
道
・
天
道
の
六

道
の
中
で
、
人
間
道
に
生
ま
れ
て

来
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
手
の
ひ
ら

の
土
の
よ
う
に
わ
ず
か
で
少
な

い
も
の
な
ん
だ
と
。

さ
ら
に
、
お
釈
迦
様
は
そ
の
土

の
一
部
を
親
指
の
爪
の
上
に
移

し
て
、
こ
ん
な
に
人
間
が
い
て
も

仏
縁
を
も
っ
て
救
わ
れ
る
の
は
、

爪
の
上
に
載
る
ほ
ど
ご
く
ご
く

わ
ず
か
で
あ
る
。
人
間
は
当
た
り

前
に
人
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る

と
思
い
込
ん
で
い
る
が
、
人
間
道

に
い
る
今
の
う
ち
に
し
っ
か
り

と
修
行
し
て
救
わ
れ
な
い
と
、
残

念
な
が
ら
悪
道
に
生
ま
れ
変

わ
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
ぼ
や

ぼ
や
し
て
は
い
け
な
い
よ
、
と
説

か
れ
て
い
ま
す
。

私
は
、
仏
教
徒
と
し
て
は
生
死

解
脱
の
た
め
に
今
の
命
が
あ
る

と
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
他
方
、

い
ろ
ん
な
社
会
と
の
関
わ
り
と

い
う
意
味
で
は
、
人
間
的
な
成
長

を
し
て
い
く
こ
と
も
、
一
つ
の
大

き
な
目
的
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

「
生
ま
れ
を
問
う
こ
と
な
か
れ
、

行
い
を
問
え
」。お
釈
迦
様
は
、
そ

の
人
の
生
き
方
こ
そ
が
、
そ
の
人

の
価
値
を
作
っ
て
い
く
ん
だ
と
、

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

〈
畠
〉

私
な
り
に
言
い
換
え
る
と
、
限

ら
れ
た
時
間
の
貴
重
な
人
生
を

ど
う
生
き
る
か
。
環
境
や
条
件
、

他
人
の
せ
い
に
せ
ず
、
自
分
自
身

と
向
き
合
っ
て
精
進
し
ろ
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

経
営
者
や
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー

の
胸
に
も
迫
る
言
葉
だ
と
思
い

ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

〈
中
村
〉

こ
ち
ら
こ
そ
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

仏
教
へ
の
関
心
は

高
校
時
代
に

父
の
姿
に
見
た

仏
の
道
の
奥
深
さ

念
仏
の
捉
え
方
に

宗
派
の
違
い

ア
イ
ド
ル
＋
菩
薩
で

イ
ン
パ
ク
ト
重
視

第26回

中
村 

祐
華 

氏

そ
う
じ
ょ
う

つ
ち

浄土宗西迎院副住職／尼僧アイドル 光誉祐華（元愛＄菩薩）中村 祐華氏 

なかむら・ゆうか。1982（昭和57）年奈良県吉野郡生まれ。佛教大学仏教学科浄土学専攻卒業後、僧侶として実家の
西迎院に入る。2007（平成19）年から“愛＄菩薩”を名乗り、「若者が仏様とご縁を結ぶ架け橋になれるよう」、お経
をトラック（曲）に合わせて称え、MCは法話、仏教的意味合いを込めたオリジナル曲で法事（ライブ）活動をしてい
る。今年7月からは、父親である住職が付けてくれた戒名である“光誉祐華”に改名し、活動を続けている。アルバム
CDは『菩薩Revolution』、『菩薩Calling』の 2枚を発表。改名後にシングル『光』を発表。

〈
畠
〉山

門
前
に
、
松
尾
芭
蕉
が
述
べ

た
と
さ
れ
る
俳
諧
の
心
得
が
貼
り

出
し
て
あ
り
、
目
に
留
ま
り
ま
し

た
。「
格
に
入
り
て
格
を
出
る
　
格

に
入
ら
ざ
れ
ば
邪
路
に
入
る
　
格

に
入
り
て
格
を
出
れ
ば
　
自
在
な

り
」。

〈
中
村
〉

住
職
を
務
め
る
父
が
書
い
た
も

の
で
す
。

〈
畠
〉俳

諧
に
限
ら
ず
、
何
事
に
も
通

用
す
る
格
言
だ
と
思
い
ま
す
。
本

日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
お
時
間

を
割
い
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

〈
中
村
〉

こ
ち
ら
こ
そ
、
遠
路
お
越
し
い

た
だ
き
、恐
縮
で
す
。

〈
畠
〉

早
速
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
世
界

三
大
宗
教
に
数
え
ら
れ
る
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
ほ

か
に
は
、
ど
の
宗
教
が
あ
た
る
の

で
し
ょ
う
。ユ
ダ
ヤ
教
、
ヒ
ン
ズ
ー

教
、仏
教
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
。

〈
中
村
〉

信
者
の
数
で
言
え
ば
ヒ
ン
ズ
ー

教
で
す
。

〈
畠
〉

仏
教
は
入
ら
な
い
ん
で
す
ね
。

で
は
、
世
界
人
口
比
で
仏
教
徒
の

比
率
は
ど
の
く
ら
い
な
ん
で
し
ょ

う
。

〈
中
村
〉

六
％
く
ら
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

〈
畠
〉想

像
よ
り
少
な
い
で
す
ね
。

〈
中
村
〉

で
も
、
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
イ

コ
ー
ル
真
実
と
は
限
り
ま
せ
ん
。少

な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、仏
教
に

は
真
実
・
真
理
が
あ
り
ま
す
。

〈
畠
〉石

川
県
は
浄
土
真
宗
が
多
く
、

私
も
門
徒
の
一
人
な
の
で
す
が
、

「
浄
土
宗
」
と
「
浄
土
真
宗
」
の
違
い

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

〈
中
村
〉

浄
土
宗
は
平
安
末
期
の
一
一
七

五（
承
安
五
）年
に
、宗
祖
で
あ
る
法

然
上
人
が
京
都
の
東
山
吉
水
で
念

仏
の
教
え
を
広
め
、始
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
お
弟
子
が
親
鸞
聖
人
で
、ご
自

身
に
は
独
立
し
て
宗
派
を
立
て
る

意
思
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、そ
の
没
後
に
親
鸞
聖
人
の

お
弟
子
さ
ん
た
ち
に
よ
っ
て
浄
土

真
宗
が
開
か
れ
ま
し
た
。

〈
畠
〉南

無
阿
弥
陀
仏
と
六
字
名
号
を

称
え
る
お
念
仏
は
共
通
し
て
い
る

ん
で
す
よ
ね
？

〈
中
村
〉

は
い
。
浄
土
三
部
経
と
呼
ば
れ

る
仏
説
無
量
寿
経
、
仏
説
観
無
量

寿
経
、
仏
説
阿
弥
陀
経
を
経
典
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
同

じ
で
す
。

た
だ
、
こ
の
お
念
仏
の
捉
え
方

に
、両
宗
派
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

〈
畠
〉

ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

〈
中
村
〉

浄
土
真
宗
で
は
衆
生
は
も
と
も

と
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
て
い
る
と

い
う
考
え
方
か
ら
、
念
仏
に
は「
報

恩
謝
徳
」
の
意
味
合
い
が
あ
り
ま

す
。

一
方
、
浄
土
宗
の
念
仏
に
は
、

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
道
に
落
ち

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
日
々

の
行
い
に
対
す
る
懺
悔
と
阿
弥

陀
さ
ま
に
救
い
を
求
め
る
願
い

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

〈
畠
〉

な
る
ほ
ど
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と

称
え
て
も
、意
味
合
い
が
違
う
と
。

理
解
で
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、

中
村
さ
ん
が
実
家
で
も
あ
る
西

迎
院
の
副
住
職
と
な
ら
れ
た

き
っ
か
け
は
。

〈
中
村
〉

私
は
三
人
き
ょ
う
だ
い
の
末
っ

子
で
、
長
男
で
あ
る
兄
が
僧
籍
を

持
ち
、
い
ず
れ
父
の
跡
を
継
ぐ
予

定
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
兄
は
ゴ

ル
フ
の
レ
ッ
ス
ン
プ
ロ
の
資
格

を
取
っ
て
、
九
年
ほ
ど
前
に
タ
イ

に
移
住
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一

方
、
姉
は
滋
賀
県
の
信
楽
町
で
陶

芸
家
を
し
て
い
ま
す
。

〈
畠
〉

す
る
と
、
消
去
法
で
や
む
な

く
？

〈
中
村
〉

い
え
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
私
が
僧
侶
の
資
格
を

取
っ
た
の
は
、
跡
継
ぎ
の
た
め
で

は
な
い
ん
で
す
。
私
は
大
阪
に
あ

る
仏
教
系
の
女
子
高
で
学
び
、
週

一
回
の
宗
教
の
授
業
が
大
好
き

で
し
た
。
そ
し
て
、
高
三
の
時
に

父
方
の
祖
父
が
亡
く
な
り
ま
し

た
。祖

父
の
容
体
が
ど
ん
ど
ん
悪
く

な
っ
て
い
く
中
で
迫
っ
て
き
た

別
れ
の
悲
し
み
と
自
分
は
何
も

で
き
な
い
無
力
感
で
私
が
落
ち

込
ん
で
い
た
時
に
、
父
が「
最
期
、

人
を
看
取
る
時
は
臨
終
行
儀
に

則
っ
て
送
る
の
が
一
番
い
い
ん

や
」と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

祖
父
が
亡
く
な
る
前
、
そ
し
て

息
を
引
き
取
っ
た
後
も
、
父
は
涙

一
つ
見
せ
ず
に
祖
父
を
仏
様
の

元
へ
送
り
出
す
こ
と
に
徹
底
し

て
い
ま
し
た
。
私
は
悩
み
が
深
い

ほ
う
で
し
た
の
で
、
父
の
そ
ん
な

姿
を
見
て
、
家
族
と
の
死
別
と
い

う
一
番
辛
い
こ
と
を
乗
り
越
え

さ
せ
て
も
ら
え
る
仏
教
を
学
び

信
じ
れ
ば
、
今
後
の
人
生
の
中
で

遭
遇
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
や

苦
し
み
の
解
決
の
道
筋
が
見
つ

か
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
進
学
先

に
浄
土
宗
系
の
佛
教
大
学
を
選

び
、
そ
こ
で
仏
教
の
勉
強
を
し
ま

し
た
。

〈
畠
〉

で
は
、
大
学
在
学
中
に
僧
侶
に

な
ろ
う
と
。

〈
中
村
〉

寺
は
い
ず
れ
兄
が
継
ぐ
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
私
は
必

ず
し
も
お
坊
さ
ん
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
私
自
身
が
仏
教
を
多

く
の
人
に
伝
え
て
い
け
た
ら
と

強
く
願
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
僧

侶
の
道
に
進
む
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

〈
畠
〉

尼
僧
ア
イ
ド
ル
の
活
動
は
い
つ

か
ら
始
め
た
の
で
す
か
。

〈
中
村
〉

二
十
五
歳
の
時
か
ら
で
す
。
大

学
を
卒
業
し
て
す
ぐ
に
実
家
に

戻
り
、
父
の
手
伝
い
を
始
め
ま
し

た
。
そ
こ
で
驚
い
た
の
が
、
あ
ま

り
に
も
若
い
人
が
お
参
り
に
来

な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

お
彼
岸
な
ど
の
年
中
行
事
で
も
、

若
く
て
五
〇
代
く
ら
い
。
各
ご
家

庭
の
法
事
を
勤
め
て
も
、
お
子
さ

ん
が
都
市
部
に
就
職
し
忙
し
く

て
家
に
帰
る
時
間
が
取
れ
な
い

と
か
、
お
孫
さ
ん
が
い
て
も
塾
や

習
い
事
優
先
で
法
事
に
出
な
い

と
い
う
現
状
で
し
た
。

若
い
人
と
直
接
話
せ
る
唯
一
の

ご
縁
の
場
が
法
事
だ
っ
た
の
が
、

そ
れ
さ
え
も
危
う
く
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
、
ど
う

や
っ
た
ら
若
い
人
に
ア
プ
ロ
ー

チ
し
て
い
け
る
か
考
え
ま
し
た
。

お
寺
で
イ
ベ
ン
ト
を
開
い
て
も
、

普
段
か
ら
来
て
な
い
人
が
い
き

な
り
来
る
と
も
思
え
な
い
。
じ
ゃ

あ
、
自
分
が
若
い
人
の
い
る
と
こ

ろ
に
出
向
い
て
、
何
か
や
っ
て
み

た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
思
っ
て
、
自
分
に
で
き
る

こ
と
は
何
か
考
え
た
時
に
、
私
に

は
中
高
生
の
頃
に
歌
手
に
な
り

た
い
と
い
う
夢
が
あ
っ
て
、
ボ
イ

ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
て
き

た
か
ら
、
ア
イ
ド
ル
歌
手
的
な
も

の
が
い
い
だ
ろ
う
と
。そ
れ
で
、
お

経
を
曲
に
合
わ
せ
て
お
称
え
し
た

り
と
か
、Ｍ
Ｃ
で
逃
げ
ず
に
直
球

の
法
話
を
し
た
り
、
歌
詞
に
仏
教

の
意
味
合
い
を
込
め
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
曲
を
歌
う
と
い
う
こ
と
を
始
め

ま
し
た
。

〈
畠
〉

ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
な
ど
で
出
演
さ

れ
る
そ
う
で
す
ね
。

〈
中
村
〉

ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
に
は
、
好
き
な

バ
ン
ド
目
当
て
に
さ
ま
ざ
ま
な
若

者
が
訪
れ
ま
す
。け
れ
ど
、
例
え
ば

お
袈
裟
を
着
た
僧
侶
の
格
好
そ
の

ま
ま
で
ス
テ
ー
ジ
に
立
っ
て
も
、

宗
教
ア
レ
ル
ギ
ー
の
時
代
で
す
か

ら
、来
場
者
が
身
構
え
て
し
ま
う
。

〈
畠
〉

だ
か
ら
、
愛
＄
菩
薩
と
い
う

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
名
と
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
衣
裳
に
し
た
の
で
す
ね
。

〈
中
村
〉

普
通
に
し
て
い
た
ら
見
て
さ
え

も
ら
え
な
い
可
能
性
も
あ
り
ま
す

か
ら
、
ま
ず
は
興
味
を
持
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
に
イ
ン
パ
ク
ト
重
視

で
。ア

イ
ド
ル
は
、
私
の
中
で
は
明

る
く
楽
し
く
、
会
っ
た
だ
け
で
気

持
ち
が
晴
れ
や
か
に
な
る
存
在
で

す
。一
方
、「
菩
薩
」は
大
乗
仏
教
で

は「
修
行
す
る
者
は
皆
、
菩
薩
で
あ

る
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す

の
で
、
修
行
中
の
身
で
あ
る
自
分

自
身
を
菩
薩
に
置
き
換
え
、
ア
イ

ド
ル
＋
菩
薩
で
、「
愛
＄
菩
薩
」
と

名
乗
り
ま
し
た
。
衣
裳
も
来
場
者

に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
、

菩
薩
様
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
し
つ

つ
華
や
か
な
雰
囲
気
に
し
ま
し
た
。

〈
畠
〉

七
月
九
日
の
ワ
ン
マ
ン
ラ
イ
ブ

を
境
に
、
名
前
を
「
光
誉
祐
華
」
に

変
え
る
と
か
。

〈
中
村
〉

今
年
で
活
動
十
年
目
を
迎
え
、

自
然
な
気
持
ち
の
な
り
ゆ
き
で
改

名
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
新
し

い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
名
は
、
師
匠
で

あ
る
私
の
父
が
付
け
て
く
れ
た
戒

名
の
一
部
を
取
っ
た
も
の
で
す
。

〈
畠
〉

少
し
落
ち
着
い
た
感
じ
へ
の
路

線
変
更
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
か
。現
実
の
ア
イ
ド
ル
歌
手
も
、

歌
の
タ
イ
プ
や
雰
囲
気
を
徐
々
に

変
え
て
い
き
ま
す
か
ら
ね
。

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
高
校
生
の

時
に
宗
教
の
授
業
で
そ
の
奥
の
深

さ
に
刺
激
を
受
け
、
仏
教
の
道
に

入
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
う
か

が
い
ま
し
た
。具
体
的
に
は
、
ど
の

よ
う
な
点
に
惹
か
れ
た
の
で
し
ょ

う
。

〈
中
村
〉

ち
ょ
っ
と
記
憶
に
曖
昧
な
と
こ

ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
お
釈
迦
様

の
「
四
門
出
遊
」
に
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
世
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み

が
満
ち
て
い
て
、
た
と
え
地
位
、
名

誉
、
財
産
を
求
め
得
ら
れ
て
も
幸

せ
は
な
い
ん
だ
よ
。

清
ら
か
な
世
界
を
求
め
、
自
分

を
清
め
て
い
く
生
き
方
こ
そ
が
本

当
の
幸
せ
に
到
る
道
な
ん
だ
よ
、

と
い
う
仏
教
の
考
え
方
に
接
し
、

は
っ
と
し
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

〈
畠
〉十代

と
い
う
若
い
年
齢
の
う
ち

に
仏
教
に
目
覚
め
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、す
ご
い
で
す
ね
。

〈
中
村
〉

そ
れ
こ
そ
有
り
難
い
こ
と
で
、

仏
縁
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

〈
畠
〉私も

二
十
代
後
半
の
時
に
、
経

営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
勉
強
に

行
っ
た
先
で
、
家
系
図
を
書
か
さ

れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。十
代
前
ま

で
。そ
の
中
の
ど
こ
か
で“

縁”

が

な
か
っ
た
ら
、
今
の
自
分
は
い
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ご
先
祖
と
い

う
の
は
大
事
な
ん
で
す
、
大
事
な

ん
で
す
と
や
か
ま
し
く
言
わ
れ

ま
し
た
。

そ
れ
で
、
弊
社
で
は
新
卒
で
も

中
途
で
も
、
入
社
後
の
新
入
社
員

に
は
必
ず
「
親
子
の
絆
」
と
い
う
題

で
作
文
を
書
い
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。両

親
へ
の
想
い
、
身
に
つ
け
て

い
る
道
徳
、
親
か
ら
ど
ん
な
教
育

を
受
け
て
い
た
か
な
ど
、
い
ろ
ん

な
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

〈
中
村
〉

な
る
ほ
ど
。

〈
畠
〉先ほ

ど
、
法
事
に
子
ど
も
の
姿

が
な
い
と
中
村
さ
ん
が
指
摘
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
今
の
子
ど
も
は

そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
、
ま
ず
勉
強

と
言
わ
れ
る
。

一
方
、
私
た
ち
の
世
代
の
子
ど

も
の
頃
は
、
親
か
ら「
人
に
迷
惑
を

か
け
る
な
」「
虫
や
生
き
物
を
殺
す

な
」「
人
の
物
を
盗
る
な
」
と
よ
く

言
わ
れ
た
も
の
で
す
。

〈
中
村
〉

と
り
わ
け
「
生
き
物
を
殺
す
な
」

は
大
事
で
す
ね
。実
は
昨
年
の
秋
、

近
所
の
中
学
校
か
ら
命
に
つ
い
て

の
講
演
を
し
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ

ま
し
て
、
そ
こ
で
こ
ん
な
話
を
し

ま
し
た
。

私
は
お
寺
で
育
っ
た
も
の
の
、

勉
強
や
宗
教
に
つ
い
て
厳
し
く
言

わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
け
れ

ど
、
住
職
か
ら
た
っ
た
一
つ
、
昔
か

ら
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

「
無
駄
な
殺
生
は
し
て
は
い
か
ん

よ
」
と
。夏
場
に
な
っ
た
ら
、
田
舎

で
は
蟻
が
家
の
中
に
行
列
を
つ

く
っ
た
り
す
る
け
ど
、
そ
ん
な
時

に
掃
除
機
で
吸
っ
た
り
、
殺
虫
剤

を
振
っ
た
り
し
た
ら
絶
対
あ
か
ん
。

人
間
か
ら
作
り
出
せ
る
命
は
何

一
つ
な
い
し
、
蟻
が
家
の
中
に

入
っ
て
き
て
お
る
な
ら
、
扉
の
外

に
飴
玉
を
一
個
で
も
置
い
て
お
け

ば
、
そ
ち
ら
に
自
然
と
寄
っ
て
い

く
。
そ
う
や
っ
て
逃
が
し
て
や
る

こ
と
が
大
事
な
ん
や
と
、
父
か
ら

教
わ
っ
た
と
い
う
内
容
で
す
。

〈
畠
〉いい

話
で
す
ね
。

〈
中
村
〉

と
こ
ろ
が
、
講
演
後
に
生
徒
た

ち
か
ら
提
出
し
て
も
ら
っ
た
感
想

文
で
一
番
多
か
っ
た
の
が
、「
虫
を

殺
し
て
は
い
け
な
い
と
は
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
記
述
で
し

た
。
こ
の
こ
と
を
先
生
か
ら
聞
い

た
時
に
、
私
は
な
ん
て
恐
ろ
し
い

世
の
中
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
驚

き
ま
し
た
。

〈
畠
〉

「
知
ら
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に

問
題
が
潜
ん
で
い
ま
す
ね
。

〈
中
村
〉

そ
う
で
す
。
悪
い
と
知
っ
て

や
っ
て
し
ま
う
の
と
、
悪
い
と
知

ら
ず
に
や
り
続
け
る
の
で
は
、
罪

の
重
さ
が
違
う
と
お
釈
迦
様
も

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
、
悪
い
と
知

れ
ば
こ
そ
、
自
制
す
る
気
持
ち
が

生
ま
れ
て
来
る
と
思
い
ま
す
。

〈
畠
〉

「
ご
め
ん
ね
」と
思
う
か
、「
当
た

り
前
や
」と
思
う
か
は
、
天
と
地
ほ

ど
の
差
が
あ
る
と
私
も
思
い
ま
す
。

〈
中
村
〉

ま
た
、
食
べ
物
を「
食
材
」と
形

容
す
る
世
相
も
気
に
な
り
ま
す
。

人
が
口
に
す
る
の
は
す
べ
て
動

物
や
植
物
な
ど
の
命
あ
る
も
の

で
す
。
そ
れ
を
食
の“

材
料”

と
言

い
切
っ
て
し
ま
う
。
世
の
中
の
流

れ
と
仏
教
の
思
想
が
随
分
か
け
離

れ
て
き
て
い
る
な
と
肌
で
感
じ
て

い
ま
す
。

〈
畠
〉確か

に
、
命
を
い
た
だ
く
有
り

難
み
が
こ
も
っ
て
い
な
い
表
現

で
す
ね
。

〈
中
村
〉

自
然
か
ら
の
恩
恵
に
対
す
る
感

謝
や
、
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念

が
幼
い
頃
か
ら
教
え
ら
れ
て
い

な
い
。
核
家
族
化
な
ど
理
由
は
あ

り
ま
す
が
、
家
庭
内
で
の
道
徳
の

意
識
も
す
ご
く
低
く
な
っ
て
い

る
と
感
じ
ま
す
。

〈
畠
〉

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
家
庭
が

そ
う
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な

い
。
将
棋
の
藤
井
聡
太
四
段
が
六

月
二
日
に
二
十
連
勝
を
果
た
し

た
際
、
勝
利
後
の
報
道
陣
か
ら
の

質
問
に
「
僥
倖
（
ぎ
ょ
う
こ
う
）
と

し
か
言
い
よ
う
が
な
い
」
と
語
っ

て
い
ま
し
た
。

〈
中
村
〉

言
っ
て
ま
し
た
ね
。

〈
畠
〉

「
僥
倖
」
と
い
う
言
葉
を
私
は

知
ら
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、

テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
終
わ
っ

た
後
、
す
ぐ
に
辞
書
で
調
べ
ま
し

た
。「
偶
然
に
得
る
幸
運
」
と
い
う

意
味
で
、
そ
ん
な
難
し
い
言
葉
を

十
四
歳
の
中
学
生
が
謙
虚
に
使

え
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
家
庭

内
で
の
教
育
が
関
係
し
て
い
る

と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

〈
中
村
〉

き
ち
ん
と
道
徳
を
教
え
ら
れ
る

家
庭
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
は

思
い
ま
す
が
、
そ
う
で
な
い
家
庭

で
育
ち
大
人
に
な
っ
て
い
く
人

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
尼

僧
ア
イ
ド
ル
と
し
て
の
活
動
が
、

仏
法
や
道
徳
へ
の
気
づ
き
の

き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

〈
畠
〉

と
こ
ろ
で
、
作
品
に
仏
教
の
強

い
影
響
を
指
摘
さ
れ
る
作
家
と

し
て
宮
沢
賢
治
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
彼
の
場
合
は
法
華
経

信
者
で
す
が
、
人
か
ら
「
人
間
は

何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
く
る
の

か
」と
尋
ね
ら
れ
た
と
こ
ろ
、「
そ

れ
を
考
え
る
た
め
に
生
ま
れ
て

き
て
い
る
」と
答
え
て
い
ま
す
。

対
し
て
、
中
村
さ
ん
は
あ
る
記

事
で
、「
人
は
ど
う
生
ま
れ
て
き

た
か
」で
は
な
く
て
、「
こ
れ
か
ら
、

ど
う
生
き
る
か
が
大
事
」
と
述
べ

て
お
り
、私
も
共
感
し
ま
し
た
。

〈
中
村
〉

お
釈
迦
様
は
、「
爪
上
の
土
」と

い
う
お
喩
（
た
と
）
え
を
さ
れ
て

い
ま
す
。
大
地
の
土
を
手
の
ひ
ら

の
上
に
載
せ
て
お
弟
子
様
に

お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
世
の
中
に

は
大
地
の
土
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
な

種
類
の
生
命
が
あ
る
。
し
か
し
、

地
獄
道
・
餓
鬼
道
・
畜
生
道
・

人
間
道
・
修
羅
道
・
天
道
の
六

道
の
中
で
、
人
間
道
に
生
ま
れ
て

来
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
手
の
ひ
ら

の
土
の
よ
う
に
わ
ず
か
で
少
な

い
も
の
な
ん
だ
と
。

さ
ら
に
、
お
釈
迦
様
は
そ
の
土

の
一
部
を
親
指
の
爪
の
上
に
移

し
て
、
こ
ん
な
に
人
間
が
い
て
も

仏
縁
を
も
っ
て
救
わ
れ
る
の
は
、

爪
の
上
に
載
る
ほ
ど
ご
く
ご
く

わ
ず
か
で
あ
る
。
人
間
は
当
た
り

前
に
人
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る

と
思
い
込
ん
で
い
る
が
、
人
間
道

に
い
る
今
の
う
ち
に
し
っ
か
り

と
修
行
し
て
救
わ
れ
な
い
と
、
残

念
な
が
ら
悪
道
に
生
ま
れ
変

わ
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
ぼ
や

ぼ
や
し
て
は
い
け
な
い
よ
、
と
説

か
れ
て
い
ま
す
。

私
は
、
仏
教
徒
と
し
て
は
生
死

解
脱
の
た
め
に
今
の
命
が
あ
る

と
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
他
方
、

い
ろ
ん
な
社
会
と
の
関
わ
り
と

い
う
意
味
で
は
、
人
間
的
な
成
長

を
し
て
い
く
こ
と
も
、
一
つ
の
大

き
な
目
的
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

「
生
ま
れ
を
問
う
こ
と
な
か
れ
、

行
い
を
問
え
」。お
釈
迦
様
は
、
そ

の
人
の
生
き
方
こ
そ
が
、
そ
の
人

の
価
値
を
作
っ
て
い
く
ん
だ
と
、

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

〈
畠
〉

私
な
り
に
言
い
換
え
る
と
、
限

ら
れ
た
時
間
の
貴
重
な
人
生
を

ど
う
生
き
る
か
。
環
境
や
条
件
、

他
人
の
せ
い
に
せ
ず
、
自
分
自
身

と
向
き
合
っ
て
精
進
し
ろ
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

経
営
者
や
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー

の
胸
に
も
迫
る
言
葉
だ
と
思
い

ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

〈
中
村
〉

こ
ち
ら
こ
そ
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

問
わ
れ
る
の
は

生
き
方
と
行
い

殺
生
へ
の
鈍
感
さ

に
強
い
危
惧

2017年6月8日　奈良県吉野郡西迎院にて

畠
経
営
グ
ル
ー
プ
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