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京都東山鹿ケ谷の法然院は、江
戸時代初期に創建された古刹。
閑静な境内では、アート展をは
じめ、市民活動の場として、開
放されています。
その法然院貫主の梶田真章さん
に、僧侶としての原点、そし
て今の社会におけるお寺の役割
についてお聞きしました。

法
然
院 

貫
主　

梶
田 

真
章
さ
ん

1956年生まれ。80年大阪外国語大学ドイツ語科
卒業後、84年法然院第31代貫主に就任。85年境
内の環境を生かし「法然院森の教室」を開始した
ことを皮切りに、アーティストの発表の場やシンポジ
ウムの会場として寺を開放し、現代における寺院の
可能性を追求。寺を預かる僧侶として、そして一
市民として、個性を発揮できる活動を通じて社会
的役割を果たそうと努めている。現在、きょう
とNPOセンター副理事長、京都市景観まちづく
りセンター評議員、京都芸術センター運営委員。
著作に「ありのまま」（リトルモア, 上記写真も）など

弥
陀
の
は
か
ら
い
に
導
か
れ
、

「
あ
る
が
ま
ま
」
に

願
い
に
寄
り
添
う
。

祖
父
と
父
の
中
道
を
行
く

　

よ
く
、「
昔
、
お
寺
の
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
が
い
や
だ
っ
た
」
と

僧
侶
仲
間
か
ら
聞
き
ま
す
。
け
れ
ど
、
私
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
お
坊

さ
ん
と
い
う
も
の
に
肯
定
的
な
印
象
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

先
々
代
の
法
然
院
の
貫
主
が
祖
父
で
先
代
が
父
。
二
人
は
僧
侶
と

し
て
は
対
照
的
で
し
た
ね
。
祖
父
は
小
僧
か
ら
の
た
た
き
上
げ
で
、

い
わ
ゆ
る
昔
な
が
ら
お
坊
さ
ん
。
父
は
結
婚
し
た
の
が
た
ま
た
ま
法

撮影：鈴木理策
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う
の
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
い
と
こ
ろ
を
受
け
継
い
で
い
け
ば
い

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

父
が
59
歳
の
若
さ
で
往
生
し
て
、
27
歳
の
私
が
思
い
も
か
け
ず
貫

主
と
な
っ
た
。
け
れ
ど
、
20
、
30
代
は
、
周
り
の
人
、
環
境
に
育
て

て
い
た
だ
く
時
代
。
い
く
ら
自
分
が
い
き
が
っ
て
も
自
分
の
器
以
上

の
も
の
は
出
な
い
。
私
が
こ
の
年
齢
で
貫
主
に
な
っ
た
の
も
、
す
べ

て
は
阿
弥
陀
様
の
は
か
ら
い
で
あ
る
と
、
あ
る
種
の
開
き
直
り
の
感

覚
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

願
い
に
寄
り
添
う
こ
と

　

法
然
院
は
、
先
進
的
な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
寺
に
願
い
を
寄
せ

る
方
々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
に
、寺
を
預
か
る
が
真
摯
に
対
応
す
る
、

寄
り
添
う
こ
と
が
大
切
だ
と
の
考
え
が
、
今
の
法
然
院
の
姿
な
の
で

す
。

　

京
都
に
は
、
歴
史
の
古
い
寺
院
が
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
歴
史
と

は
建
物
と
そ
こ
に
集
う
人
々
の
息
吹
が
、
連
綿
と
織
り
な
す
も
の
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
ア
ー
ト
展
な
ど
に
開
放
し
て
、
柱
に

傷
が
つ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
法
然
院
の
歴
史
。
願
い
に

Top Interview

然
院
の
一
人
娘
だ
っ
た
母
で
、
30
近
く
に
な
っ
て
か
ら
衣
を
着
た
人

間
。
京
都
大
学
を
卒
業
し
た
哲
学
者
で
、
も
ち
ろ
ん
仏
教
に
造
詣
が

深
か
っ
た
の
で
す
が
、
伝
統
的
な
僧
侶
で
あ
る
祖
父
か
ら
す
る
と
、

学
者
を
し
な
が
ら
片
手
間
で
僧
侶
を
し
て
い
る
と
映
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
、
幼
い
頃
に
は
、
父
と
祖
父
の
間
に
あ
る
種
の
緊
張
感
み

た
い
な
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　

祖
父
が
往
生
し
て
私
が
法
然
院
に
入
っ
た
の
は
、
大
学
に
入
学
し

て
す
ぐ
。
遅
刻
の
常
習
だ
っ
た
高
校
時
代
か
ら
一
変
、
早
朝
か
ら
お

勤
め
を
す
る
僧
堂
生
活
に
入
っ
た
わ
け
で
す
。
先
に
も
言
っ
た
よ
う

に
、
僧
侶
に
な
る
こ
と
は
私
に
と
っ
て
既
定
路
線
で
し
た
か
ら
、
特

に
違
和
感
も
覚
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

お
経
を
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
か
ら
、
檀
家
さ
ん
宅
へ
お

伺
い
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
来
は
住
職
が
す
べ
き
仕
事
だ
と

い
う
、
父
へ
の
多
少
の
反
発
も
あ
り
ま
し
た
が
、
む
し
ろ
人
と
の
関

わ
り
が
好
き
で
あ
っ
た
私
に
と
っ
て
、
僧
侶
に
も
と
ら
れ
る
も
の
は

何
か
、
深
く
考
え
る
よ
い
契
機
に
な
り
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
祖
父
も
父
も
尊
敬
し
て
い
ま
す
。
祖
父
は
、
教
団
と
い

う
組
織
に
向
く
の
で
な
く
、
檀
家
さ
ん
と
の
関
係
を
大
切
に
し
て
い

く
た
め
に
単
立
寺
院
と
し
た
。
父
は
、
開
か
れ
た
共
同
体
と
し
て
の

寺
を
築
く
、
と
い
う
考
え
を
示
し
て
く
れ
た
。
ど
ち
ら
が
よ
い
と
い

寄
り
添
っ
た
結
果
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

應
典
院
の
活
動
、秋
田
さ
ん
の
よ
う
な
行
動
力
に
は
敬
服
し
ま
す
。

自
ら
の
主
張
を
は
っ
き
り
と
示
し
、
新
し
い
扉
を
開
く
。
世
の
中
に

は
、
多
く
の
人
が
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
縁
起
」
に
生
き
て

い
る
。
だ
か
ら
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
ね
。

　

全
国
７
万
を
超
え
る
寺
が
、
應
典
院
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
難
し

い
。
長
い
慣
習
の
中
で
の
考
え
を
捨
て
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
容
易

で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。
け
れ
ど
、
寺
に
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

か
、
何
を
願
っ
て
い
る
の
か
に
し
っ
か
り
と
応
え
て
い
け
ば
、
自
ず

と
道
は
開
け
る
は
ず
だ
と
考
え
ま
す
。
私
は
私
な
り
の
坊
主
で
い
い

と
思
っ
て
い
る
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
僧
侶
が
そ
れ
ぞ
れ
で
い
い
の
で
す
。

願
い
に
寄
り
添
う
の
な
ら
ば
。

　

法
然
院
に
は
多
く
の
若
者
も
来
ら
れ
ま
す
が
、
今
の
若
い
人
の
状

況
に
は
厳
し
い
も
の
を
感
じ
ま
す
ね
。
私
は
、
僧
侶
に
な
る
こ
と
を

選
ん
だ
わ
け
で
な
く
、
寺
に
生
ま
れ
自
然
と
そ
う
な
っ
た
。
け
れ
ど

多
く
の
人
は
、自
分
で
や
る
べ
き
こ
と
を
見
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
。

　
ニ
ー
ト
や
フ
リ
ー
タ
ー
が
社
会
問
題
化
す
る
中
で
、よ
く
仕
事
の
「
や

り
が
い
」
や
、
仕
事
を
選
び
取
る
こ
と
が
論
点
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

け
れ
ど
、
自
分
自
身
が
や
り
た
い
こ
と
が
何
か
と
、
始
め
か
ら
わ
か
っ

て
い
る
と
い
う
幸
せ
な
人
は
ご
く
一
部
な
わ
け
で
し
ょ
う
。

　

ま
ず
は
何
か
を
や
っ
て
み
る
、
経
験
し
て
み
る
こ
と
が
大
切
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
や
り
た
い
仕
事
と
い
う
も
の
は
多
く
の
経

験
の
中
か
ら
、
自
ず
と
見
え
て
く
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
ま
り

に
社
会
が
性
急
に
答
え
を
求
め
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

法
然
院
は
檀
家
寺
で
あ
り
、市
民
活
動
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。人
々

が
集
ま
り
、
自
由
な
立
場
で
出
会
え
る
場
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
こ

の
お
寺
の
役
割
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
集
う
人
の
願
い
に
、

法
然
院
を
預
か
る
者
と
し
て
、
私
な
り
に
こ
れ
か
ら
も
応
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

▲インタビューの1コマ
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新年度　秋田光彦住職・山口洋典主幹対談

應典院の時代をつなぐ
インターローカリティ

應
典
院
は
来
年
10
周
年
を
迎

え
る
に
あ
た
っ
て
今
年
度
よ

り
主
幹
を
交
代
、
前
主
幹
の

秋
田
光
彦
さ
ん
は
住
職
に
、

そ
し
て
新
主
幹
に
山
口
洋
典

さ
ん
が
着
任
し
ま
し
た
。

山
口
さ
ん
は
5
月
2
日
、
新

緑
の
美
し
い
京
都
・
鹿
ケ
谷

の
名
刹
、
法
然
院
で
、
仏
の

教
え
に
帰
依
す
る
得
度
式
を

終
え
、
正
式
に
僧
侶
の
仲
間

入
り
を
し
ま
し
た
。
30
歳
と

若
い
主
幹
を
迎
え
た
應
典
院

が
今
後
ど
の
よ
う
な
変
貌
を

遂
げ
る
の
か
、
新
旧
主
幹
に

お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

75
年
静
岡
県
生
ま
れ
。
98
年
入
学
の
立
命

館
大
学
大
学
院
理
工
学
研
究
科
で
は
都

市
計
画
を
、
02
年
入
学
の
大
阪
大
学
大
学

院
人
間
科
学
研
究
科
で
は
社
会
心
理
学

を
研
究
し
博
士
の
学
位
を
取
得
。
00
年
よ

り
6
年
勤
め
た
財
団
法
人
大
学
コ
ン
ソ

ー
シ
ア
ム
京
都
で
は
研
究
主
幹
と
し
て

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成

な
ど
に
取
り
組
む
。
04
年
よ
り
、
上
町
台

地
か
ら
ま
ち
を
考
え
る
会
の
事
務
局
長
。

　
【
好
き
な
食
べ
物
】
カ
レ
ー

　
【
子
ど
も
の
頃
の
夢
】
学
校
の
先
生

　
【
得
意
技
】
こ
と
ば
遊
び
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　

  

場
を
和
ま
せ
る
こ
と
。

新主幹「山口洋典（やまぐちひろのり）」の横顔

  

▼
第
1
章

應
典
院
の
場
と
事
業

○
自
由
区
で
あ
る
應
典
院

秋
田
：
應
典
院
の
歴
史
っ
て
、
一
言
で
い
う

と
「
場
所
」
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
9
年
間

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
何
か
に
専
門
化
し
た

り
、
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
な
い
で
、
ど
う
特
性

を
つ
く
っ
て
い
け
る
か
。
芸
術
と
か
市
民
活

動
を
超
え
た
そ
の
先
に
あ
る
概
念
、
よ
く
言

う
メ
タ
概
念
と
し
て
、
最
近
の
こ
と
で
す
け

ど
、
お
寺
で
あ
り
、
仏
教
が
見
え
て
き
た
よ

う
に
思
い
ま
す
ね
。

山
口
：
関
わ
っ
て
き
た
職
場
で
あ
る
「
大
学

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
」
や
今
も
常
務
理
事

を
務
め
る
「
き
ょ
う
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
」

は
、
基
本
的
に
間
接
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

組
織
で
し
た
。
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
似
て

い
る
部
分
は
あ
り
ま
す
が
、
絶
対
的
に
違
う

の
は
寺
院
で
あ
り
、
仏
教
を
礎
に
し
て
直
接

的
な
活
動
を
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
應
典
院

は
自
ら
の
立
場
を
語
る
際
、
あ
る
時
は
應
典

院
寺
町
倶
楽
部
で
、
ま
た
あ
る
時
は
宗
教
法

人
應
典
院
で
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
都
度
都

度
で
聞
き
手
に
納
得
い
た
だ
き
や
す
い
形
で

説
明
さ
れ
ま
す
。
ま
た
場
所
と
し
て
の
活
用

方
法
が
、
拠
点
と
し
て
使
用
し
て
い
た
だ
い

た
方
々
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
も
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
應
典
院

の
魅
力
と
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
空
間
で
あ

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

秋
田
：
仏
の
世
界
も
不
可
思
議
で
、
よ
く
わ

か
ら
な
い
か
ら
（
笑
）。
拠
点
と
し
て
使
用

し
て
い
た
だ
く
方
々
に
対
し
て
、
受
け
皿
そ

の
も
の
も
色
を
変
え
な
が
ら
、
そ
の
都
度
、

参
加
者
の
体
温
に 

な
じ
ん
で
い
く
よ
う
な

場
が
い
い
な
と
思
っ
て
い
た
。
個
々
に
は
自

由
だ
け
ど
、
そ
れ
を
さ
ら
に
包
み
こ
む
大
き

な
約
束
に
守
ら
れ
て
い
る
感
じ
か
な
。

○
ユ
ニ
ッ
ト
で
と
ら
え
る

秋
田
：
最
近
の
應
典
院
の
活
動
に
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
シ
ネ
マ
※
１
が
あ
り
ま
す
。
映
画
を

公
共
財
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
社
会
や

こ
と
ば
の
コ
ラ
ム

                              

【
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
シ
ネ
マ
】
地
域
に
お
け
る
豊
か
な
映
画
環
境
の
実
現
を
目
指
す
た
め
、「
公
共
上
映
」
の
機
会
を
通
常
の
映
画
館
以
外

が
設
け
る
こ
と
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
シ
ネ
マ
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
シ
ネ
マ
憲
章
」
で
は
、
官
民
が
一
体
と
な
っ
た
新
し
い
上
映
形
態
と
さ
れ
、
應
典
院

も
こ
れ
に
賛
同
す
る
。
昨
年
6
月
よ
り
新
作
映
画
の
プ
レ
ミ
ア
試
写
や
デ
ジ
タ
ル
上
映
と
講
演
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
組
み
合
わ
せ
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
・
シ
ネ
マ
・

シ
リ
ー
ズ
」
を
3
回
実
施
。
6
月
に
は
連
続
し
て
第
4
回
（
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
般
若
心
経
）、第
5
回
（
石
井
聰
亙
監
督
初
期
作
品
集
）
を
上
映
。
詳
し
く
は
Ｐ
16
へ
。
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                              【
僧
侶
A
・
僧
侶
B
】
ア
メ
リ
カ
の
環
境
問
題
シ
ン
ク
タ
ン
ク
「
ワ
ー
ル
ド
ウ
ォ
ッ
チ
研
究
所
」
の
創
設
者
で
あ
る
レ
ス
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ

ン
氏
の
「
プ
ラ
ン
B
」
に
な
ぞ
ら
え
た
発
言
。
問
題
解
決
に
は
通
常
の
あ
り
方
(A)
で
は
な
い
代
替
案
(B)
が
大
切
と
さ
れ
る
、
と
い
う
捉
え
方
。
こ
こ
で
は
僧
侶
A
を

法
務
に
携
わ
る
一
般
的
な
僧
侶
、
僧
侶
B
を
法
務
に
た
ず
さ
わ
ら
な
い
可
能
性
が
高
い
が
三
宝
を
敬
っ
て
い
る
れ
っ
き
と
し
た
僧
侶
（
浄
土
宗
で
言
え
ば
宗
徒
）
を

指
し
て
い
る
。

歴
史
、
地
域
を
見
つ
め
直
す
視
点
を
養
う
試

み
で
す
。
主
幹
、
新
し
い
事
業
の
構
想
は
？

山
口
：
「
社
会
的
ひ
き
こ
も
り
」
に
挑
戦
し

た
い
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に
も
ユ
ニ
ッ
ト
思

考
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
の
應

典
院
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
個
人
を
単
位
に

し
て
い
た
事
業
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る

ん
で
す
。
ユ
ニ
ッ
ト
と
い
う
は
一
定
の
集
団

を
一
括
り
に
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。「
社

会
的
ひ
き
こ
も
り
」
に
挑
戦
し
た
い
の
は
、

通
常
引
き
こ
も
っ
て
い
る
個
人
を
対
象
に
何

ら
か
の
対
策
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
む
し
ろ
そ
の
人
を
取
り
巻
く
家
族
や
仲

間
と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
を
捉
え
る
べ
き
だ
と
考

え
た
た
め
で
す
。
方
法
と
し
て
は
中
・
長
期

的
に
関
わ
れ
た
り
、
短
期
で
も
何
日
か
連
続

で
来
て
こ
そ
完
結
す
る
企
画
な
ど
が
い
い
で

す
ね
。
こ
う
し
た
考
え
は
コ
モ
ン
ズ
・
フ
ェ

ス
タ
の
復
活
の
仕
方
に
関
わ
っ
て
く
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

秋
田
：
ユ
ニ
ッ
ト
な
ら
し
め
る
際
の
編
集
能

力
と
か
、
調
合
能
力
と
か
他
の
能
力
が
必
要

に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。
再
建
以
来
、
演
劇
の

應
典
院
を
ひ
と
つ
の
看
板
と
し
て
き
た
ん
で

す
が
、「
演
劇
の
た
め
の
演
劇
」
に
終
始
し

が
ち
な
の
が
課
題
で
も
あ
っ
た
ん
だ
よ
ね
。

應
典
院
は
場
所
で
あ
っ
て
、
施
設
で
は
な
い
。

場
所
と
し
て
脱
劇
場
化
と
い
う
の
か
、
も
う

一
つ
の
劇
場
と
し
て
脱
皮
す
る
た
め
に
ど
う

す
れ
ば
い
い
の
か
、
ず
っ
と
考
え
て
い
ま
す
。

山
口
：
新
主
幹
が
着
任
し
た
か
ら
と
い
っ
て

演
劇
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
を
発
想
す
る
必

要
は
な
く
、
む
し
ろ
演
劇
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ

と
し
て
何
を
織
り
交
ぜ
ら
れ
る
の
か
ど
う

か
、
で
す
。
ま
ず
、
や
る
べ
き
な
の
は
應
典

院
を
使
っ
て
く
だ
さ
っ
た
劇
団
の
皆
さ
ん
に

こ
う
し
た
話
を
問
い
か
け
て
み
る
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？

秋
田
：
対
話
と
協
働
と
い
わ
れ
る
時
代
の
中
、

演
劇
は
沢
山
の
も
の
を
表
象
化
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
演
劇
の
た
だ
中
に
い
る
若
い
人

た
ち
の
な
か
に
演
劇
を
回
路
と
し
な
が
ら
何

を
気
づ
き
、
発
見
し
て
い
く
の
か
。
生
き
甲

斐
で
も
家
族
で
も
就
職
で
も
い
い
の
だ
け
ど
、

と
に
か
く
演
劇
を
演
劇
の
箱
に
閉
じ
こ
め
て

し
ま
う
の
は
も
っ
た
い
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

  

▼
第
2
章

二
人
の
出
会
い
と
立
ち
位
置

○
出
会
い
、
な
れ
そ
め

秋
田
：
山
口
さ
ん
と
出
会
い
の
き
っ
か
け
は

01
年
に
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
で
イ
ン

タ
ー
ン
の
相
談
を
し
た
時
で
す
ね
。
翌
02
年

9
月
に
寺
子
屋
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
一
緒
に
仕
事

を
し
た
。
当
時
26
歳
の
若
者
だ
っ
た
ん
で
す

が
、
年
齢
を
感
じ
さ
せ
な
い
構
想
力
と
い
う

か
、
世
界
を
見
つ
め
る
視
線
を
感
じ
た
の
が

強
烈
な
印
象
で
し
た
。
震
災
チ
ル
ド
レ
ン
特

有
の
も
の
か
も
し
れ
ん
け
ど
。
で
、
二
人
の

仲
が
決
定
的
に
な
っ
た
の
が
（
笑
）、
上
町

台
地
か
ら
ま
ち
を
考
え
る
会
で
代
表
と
事
務

局
長
の
コ
ン
ビ
で
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
。
山
口
さ
ん
の
繊
細
な
人
格
に
ふ
れ

て
き
ま
し
た
。

山
口
：
僕
は
秋
田
さ
ん
の
お
話
を
始
め
て
伺

っ
た
の
が
近
畿
労
働
金
庫
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
99
年
頃
。
伝
わ
る
か
ど
う
か
知
ら
ん
が
と

に
か
く
伝
え
る
、
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
話
さ

れ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。
目
線
が
低

く
、
孤
高
な
人
だ
と
思
い
ま
し
た
よ
。
パ
ネ

リ
ス
ト
と
し
て
呼
ば
れ
た
以
上
は
し
ゃ
べ
ら

ね
ば
、
と
語
る
様
が
、
應
典
院
の
存
在
を
強

く
植
え
付
け
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
悪
い
意

味
で
は
な
く
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
自
信

を
持
た
ね
ば
、
と
い
う
弱
さ
が
伝
わ
っ
て
く

る
ん
で
す
。
俺
は
強
い
、
で
き
る
ん
だ
、
と

い
う
自
信
が
漂
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ど

う
し
た
ら
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
る
か
、
今

こ
う
な
っ
て
ほ
し
い
の
に
、
と
い
う
願
い
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

○
僧
侶
A
と
B
、
そ
し
て
得
度
計
画

秋
田
：
そ
ん
な
出
会
い
か
ら
５
年
に
し
て
、

昨
日
得
度
さ
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

山
口
：
法
然
院
で
の
得
度
式
の
後
、
ラ
ジ
オ

に
出
演
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
そ
の

と
き
梶
田
真
章
貫
主
に
も
お
伝
え
し
た
の

で
す
が
、
僧
侶
は
ひ
と
括
り
に
で
き
な
い
し
、

僧
侶
を
Ａ
と
Ｂ
※
２
に
分
け
る
な
ら
、
僧
侶
B
を

こ
と
ば
の
コ
ラ
ム

山
口
：
住
職
が
前
に
出
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

い
い
と
思
い
ま
す
よ
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と

ア
ク
タ
ー
と
い
う
部
分
で
。
映
画
の
世
界
で

言
え
ば
「
ラ
イ
ン
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
」
と
し

て
の
全
体
の
統
括
を
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
。▲得度式の様子
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【
規
範
理
論
】
社
会
学
者
の
大
澤
真
幸
氏
が
『
身
体
の
比
較
社
会
学
I
・
II
』（
勁
草
書
房
・
90
年
）
で
展
開
し
て
い
る
理
論
。
通
常
、

情
報
伝
達
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
を
、
何
か
と
何
か
が
通
じ
合
う
、
合
わ
な
い
雰
囲
気
が
生
ま
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
迫

る
。
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
解
説
と
し
て
、
杉
万
俊
夫
編
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
・
06
年
）
や
楽
学
舎
（
編
）

『
看
護
の
た
め
の
人
間
科
学
を
求
め
て
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
01
年
）
な
ど
が
参
考
に
な
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
く
。

徹
底
し
て
追
求
し
た
い
で
す
ね
。

秋
田
：
そ
の
僧
侶
Ｂ
と
い
う
立
場
を
私
は「
市

民
僧
」
と
呼
ん
で
き
た
。
生
き
方
と
し
て
の

僧
侶
で
あ
っ
て
、
僧
侶
と
い
う
職
業
で
は
な

い
。
僧
侶
は
稼
業
で
は
な
く
て
、
ひ
と
つ
の

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
ん
だ
と
思
う
。
仕
事
を

も
っ
た
ま
ま
、
も
っ
と
得
度
す
る
人
が
い
て

い
い
。
１
億
２
千
万
、
総
得
度
運
動
と
か
。

山
口
：
得
度
計
画
で
す
ね
（
笑
）。

秋
田
：
さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
僧
侶

Ｂ
は
僧
侶
Ａ
を
反
転
さ
せ
る
。
い
わ
ゆ
る
プ

ロ
の
僧
侶
Ａ
の
世
界
の
方
が
生
業
の
た
め
に

俗
化
し
た
り
、
密
室
化
し
て
い
る
面
が
著
し

い
わ
け
ね
。
そ
こ
に
僧
侶
Ｂ
が
登
場
す
る
こ

と
で
、
い
っ
た
い
僧
侶
っ
て
何
を
す
る
人
な

の
か
、
そ
こ
が
反
転
し
て
、
相
対
化
さ
れ
る
。

信
に
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
お

釈
迦
さ
ん
以
来
の
本
義
が
問
わ
れ
る
わ
け
で

す
。
だ
か
ら
、
山
口
さ
ん
の
生
き
方
は
、
日

本
中
の
僧
侶
Ａ
を
目
覚
め
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
て
ほ
し
い
（
笑
）。

山
口
：
自
分
と
は
到
底
違
う
と
思
っ
て
い
る

人
が
い
き
な
り
出
て
き
て
、
あ
な
た
の
仲
間

だ
、
と
言
っ
て
み
る
。
相
手
は
困
る
で
し
ょ

う
ね
。
た
だ
、
そ
う
い
う
場
面
を
意
図
的
に

仕
掛
け
て
い
っ
た
ら
い
い
、
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

秋
田
：
市
民
僧
っ
て
、
別
に
社
会
を
変
え
る

と
か
、
そ
ん
な
勇
ま
し
い
活
躍
だ
け
を
期
待

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
一
人
の

人
間
と
し
て
、
学
生
で
も
職
業
人
で
も
家
庭

人
で
も
い
い
ん
で
す
が
、
そ
の
生
き
方
の
基

盤
に
仏
教
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
お
経
が

読
め
る
と
か
、
儀
式
を
勤
め
る
と
い
う
サ
イ

ド
と
は
反
対
側
か
ら
、
僧
侶
の
役
割
を
尋
ね

て
い
く
の
ね
。
そ
れ
を
最
初
の
山
口
さ
ん
の

口
説
き
で
言
っ
た
ん
だ
け
ど
、
す
ん
な
り
違

和
感
な
く
受
け
取
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
う
れ

し
か
っ
た
。

山
口
：
違
和
感
は
な
い
で
す
よ
。
皆
さ
ん
と

一
緒
に
、
ま
た
應
典
院
で
同
じ
と
き
を
過
ご

し
て
心
地
よ
い
し
、
違
わ
な
い
「
和
」
に
浸

っ
て
い
る
と
思
っ
て
ま
す
。

秋
田
：
そ
れ
は
仏
教
と
か
浄
土
教
と
い
う
よ

う
な
教
え
の
理
解
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
よ

ね
。

山
口
：
浄
土
宗
や
仏
教
は
ま
だ
見
え
な
い
で

す
よ
ね
。
僕
に
見
え
る
の
は
目
の
前
に
い
る

僧
と
し
て
の
住
職
で
あ
り
、
お
寺
と
し
て
の

應
典
院
で
す
。
た
だ
、
そ
う
し
た
存
在
と
和

に
な
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
背
後
に
あ
る
教

え
に
違
和
感
は
持
ち
得
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？

秋
田
：
こ
れ
ま
で
仏
教
に
は
絶
対
的
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
が
あ
っ
て
、
組
織
的
に
は
教
団
ト
ッ
プ

か
ら
末
寺
へ
、
教
学
的
に
は
権
威
か
ら
一
教

師
へ
と
、
卸
さ
れ
て
い
く
構
造
が
あ
っ
た
。

そ
れ
を
、
逆
流
さ
せ
る
と
い
う
か
、
ミ
ッ
シ

ョ
ン
を
河
口
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
教
団
と

か
教
学
へ
、
逆
に
川
上
へ
展
開
さ
せ
る
、
ひ

と
つ
の
お
寺
の
実
験
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

む
ろ
ん
、
正
し
い
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

で
も
、
正
し
く
な
い
か
ら
や
ら
な
い
と
い

う
な
ら
、
仏
教
の
下
請
け
構
造
は
変
わ
ら

な
い
。

○
仏
教
徒
と
し
て
の
第
二
次
性
徴

山
口
：
人
間
の
成
長
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み

る
と
、
お
そ
ら
く
秋
田
さ
ん
が
寺
を
飛
び
出

し
た
の
は
第
二
次
性
徴
、
反
抗
期
で
す
よ
。

第
二
次
性
徴
の
部
分
で
は
お
寺
と
共
に
育

ち
、
お
経
も
あ
げ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
恐
ら
く
僕
は
今
が
第
一
次
性
徴
で

す
か
ら
、
や
が
て
第
二
次
性
徴
で
反
抗
期
を

迎
え
る
ん
で
す
よ
、
き
っ
と
。
な
の
で
、
反

抗
期
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を

前
提
に
す
る
と
、
第
二
次
性
徴
の
時
期
を
ど

う
迎
え
る
か
は
、
こ
れ
か
ら
の
仲
間
に
よ
る

の
で
は
な
い
し
ょ
う
か
？
先
ほ
ど
問
わ
れ
た

違
和
感
と
い
う
の
は
、
今
後
成
長
し
て
い
っ

た
と
し
て
、
以
前
と
は
違
う
人
や
環
境
と
和

み
は
じ
め
て
、
そ
ち
ら
が
心
地
よ
く
な
っ
た

と
き
に
元
の
環
境
と
の
あ
い
だ
で
お
互
い
に

嫌
な
雰
囲
気
、
つ
ま
り
違
和
感
が
生
ま
れ
て

く
る
…
。
博
士
論
文
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ

て
大
阪
大
学
で
学
ん
で
き
た
「
規
範
理
論
」

※
３
に
沿
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
今
の
話
は
そ

ん
な
風
に
説
明
で
き
そ
う
で
す
。

秋
田
：
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
ね
。
違
和
感
を
表

明
す
る
っ
て
大
切
で
す
ね
。
例
え
ば
「
な
ぜ

仏
教
で
は
い
の
ち
あ
る
も
の
を
殺
し
て
は
な

ら
な
い
の
で
す
か
」
と
い
う
よ
う
な
問
い
は
、

も
の
す
ご
く
創
造
的
な
違
和
感
だ
よ
ね
。

山
口
：
ル
ー
ル
が
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と
に
は

何
ら
か
の
文
脈
が
あ
る
ん
で
す
。
あ
る
ル

ー
ル
が
ル
ー
ル
だ
と
わ
か
ら
な
い
状
態
が
違

和
感
で
す
よ
。
僕
に
市
民
僧
と
し
て
ど
う

振
舞
う
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
市
民
僧

は
市
民
で
あ
り
僧
侶
で
あ
る
と
し
ま
す
。
そ

う
す
る
と
、
こ
こ
は
市
民
の
立
場
で
と
し
て

い
い
の
か
、
徹
底
し
て
僧
侶
な
の
か
、
と
い

っ
た
二
面
性
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本

来
、
市
民
僧
と
言
う
な
ら
、
市
民
僧
と
い
う

振
舞
い
方
を
す
べ
き
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う

意
味
で
僕
は
ま
だ
僧
侶
の
ル
ー
ル
を
知
り
ま

せ
ん
。
な
の
で
、
ま
ず
は
市
民
と
僧
侶
の
両

方
の
ル
ー
ル
を
知
っ
て
か
ら
、
そ
れ
ら
が
合

わ
さ
っ
た
市
民
僧
の
姿
を
追
求
し
て
い
き
ま

す
。
作
法
を
知
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
な
ぜ

そ
う
な
の
か
の
意
味
を
解
釈
し
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

秋
田
：
腑
に
落
ち
な
い
こ
と
を
問
う
て
も
ら

え
る
よ
う
な
場
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
と
ば
の
コ
ラ
ム
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○
社
会
参
加
仏
教

秋
田
：
今
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ
ィ
ズ
ム
※
4

と
い
う
世
界
の
潮
流
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
は

キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
と
較
べ
る
と
社

会
的
に
晩
熟
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
。
個
人
の

内
面
の
開
発
だ
け
や
っ
て
い
て
、
社
会
と
の

交
流
が
何
も
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
と
。
日

本
で
は
、
既
成
仏
教
に
お
い
て
は
社
会
参
加

の
あ
り
方
と
い
う
の
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
。

ア
ー
ユ
ス
と
か
ビ
ハ
ー
ラ
21
の
よ
う
な
Ｎ
Ｐ
Ｏ

は
個
人
の
お
坊
さ
ん
が
超
宗
派
の
組
織
を
再

編
す
る
こ
と
で
、
社
会
参
加
仏
教
の
モ
デ
ル

を
作
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は

地
域
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
寺
院
が
ど

う
や
っ
て
自
立
し
て
い
く
の
か
。
寺
と
い
う

拠
点
、
僧
侶
と
い
う
人
格
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

仏
教
が
ど
う
社
会
参
加
、
地
域
参
加
で
き
る

の
か
、
そ
こ
は
大
き
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

山
口
：
そ
の
話
で
重
な
っ
た
の
は
、
自
治
体

と
行
政
と
の
対
比
で
す
。
行
政
は
地
域
の
自

治
が
機
能
す
る
よ
う
に
調
整
役
を
担
う
存
在

で
、
自
治
を
実
現
す
る
に
は
そ
の
地
域
に
ま

つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
主
体
が
関
わ
ら
な
い
と
い

け
な
い
は
ず
。
市
民
は
自
ら
も
生
活
す
る
場

所
の
自
治
を
自
治
体
と
呼
ば
れ
る
機
関
だ
け

に
委
ね
て
は
な
ら
な
い
。
70
年
代
後
半
か
ら

地
域
で
は
行
政
へ
の
市
民
参
加
の
潮
流
が
見

ら
れ
ま
す
が
、
同
じ
文
脈
が
仏
教
の
社
会
参

加
と
い
う
概
念
に
重
な
り
ま
す
。
基
本
的
に

は
お
寺
も
自
治
体
で
あ
っ
て
、
檀
家
さ
ん
に

支
え
ら
れ
て
い
る
一
つ
の
共
同
体
で
す
。 

も

ち
ろ
ん
、
地
域
に
お
い
て
自
治
体
と
住
民
と

の
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
行

政
と
住
民
と
い
う
対
立
軸
に
置
く
の
で
な

く
、
行
政
は
ど
う
い
う
機
能
を
、
町
は
ど
う

い
う
魅
力
を
、
転
じ
て
自
分
は
ど
う
い
う
住

ま
い
方
、
暮
ら
し
方
を
す
る
の
か
共
に
考
え

て
い
く
べ
き
で
す
。
こ
の
枠
組
み
を
重
ね
て

み
る
と
、
決
し
て
寺
院
と
い
う
単
体
に
、
ま

た
仏
教
と
い
う
大
き
な
存
在
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
死
生
観
を
ゆ
だ
ね
る
だ
け
で
は
な
く
、
関

わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仏
教

が
社
会
参
加
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
受
け

入
れ
る
側
で
あ
る
社
会
の
態
勢
も
必
要
な
わ

け
で
す
。
相
互
の
や
り
と
り
が
な
か
っ
た
ら
、

そ
れ
は
社
会
へ
の
介
入
で
あ
っ
て
参
加
と
は

言
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

秋
田
：
今
ま
で
の
先
祖
仏
教
は
、
先
祖
を
介

在
し
た
寺
と
檀
家
の
関
係
だ
っ
た
。
し
か
し
、

社
会
参
加
仏
教
に
お
い
て
、
そ
の
中
心
軸
と

は
何
に
な
る
の
か
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
か

な
あ
か
ん
ね
。

    

▼
第
3
章　

　

こ
れ
か
ら
の
應
典
院
、
抱
負

○
應
典
院
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ

秋
田
：
今
後
は
、
大
学
と
の
連
携
が
増
え
ま

す
ね
。
大
阪
大
学
の
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
の
開

催
も
あ
る
し
、
山
口
さ
ん
も
僕
も
大
学
で
教

鞭
を
と
っ
て
い
る
。
色
々
な
大
学
を
回
路
に
し

な
が
ら
、
應
典
院
の
活
動
が
拡
が
っ
て
い
く
。

ま
た
そ
れ
以
上
に
、
研
究
と
し
て
の
層
を
ど

の
よ
う
に
厚
く
し
て
い
く
の
か
と
い
う
ス
テ

ー
ジ
に
取
り
掛
か
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。
地
学
連
携
と
か
よ
く
耳

に
し
ま
す
が
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
ど
う
い
う

モ
デ
ル
な
の
か
、
日
本
の
地
域
の
新
し
い
知

の
基
盤
づ
く
り
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

山
口
：
僕
が
果
た
す
べ
き
最
大
の
役
割
は
應

典
院
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
※
5
を
い
か

に
出
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
。
應
典
院
は

現
場
で
共
に
呼
吸
し
て
そ
の
存
在
が
わ
か
る

場
所
で
す
。
こ
う
し
た
あ
る
ロ
ー
カ
ル
な
性

質
が
、
別
の
ロ
ー
カ
ル
な
場
所
と
通
じ
合
う

可
能
性
を
ど
う
高
め
て
い
く
か
。
例
え
ば
行

政
と
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
か
も
し
れ

ま
せ
ん
し
、
地
域
を
越
え
て
大
学
や
企
業
と

の
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
も
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
法
然
院
で
得
度
式
が
で
き
た
よ

う
に
別
の
お
寺
と
の
共
鳴
す
る
関
係
や
、
時

代
を
超
え
て
應
典
院
の
実
践
が
ど
こ
か
に
貢

献
で
き
る
と
い
う
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
風
と
な
っ
て
去
る

者
も
あ
れ
ば
、
土
と
な
っ
て
遺
る
も
の
も
あ

る
。
そ
の
両
方
で
風
土
が
で
き
る
。

秋
田
：
な
る
ほ
ど
ね
。
應
典
院
の
今
ま
で
は

風
の
10
年
間
で
、
こ
れ
か
ら
は
土
の
10
年
間

と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
か
も
ね
。

山
口
：
僧
侶
A
が
市
民
と
過
ご
し
て
き
た
10

年
に
対
し
て
、
僧
侶
B
が
入
っ
て
い
く
10
年
で

も
あ
り
ま
す
。
僧
侶
Ｂ
に
市
民
僧
と
い
う
こ

と
ば
を
重
ね
る
な
ら
、
こ
れ
も
イ
ン
タ
ー
な
、

中
間
的
な
感
じ
で
す
よ
ね
。
市
民
と
僧
侶
の
間

を
取
り
持
つ
役
割
は
非
常
に
大
き
い
と
思
う
。

秋
田
：
大
学
と
の
連
携
に
関
し
て
今
後
の
抱

負
を
聞
か
せ
て
く
れ
ま
す
か
。

山
口
：
大
学
は
社
会
で
技
術
が
伝
承
さ
れ
て

い
く
際
に
そ
の
水
準
を
認
め
る
存
在
と
し
て

イ
タ
リ
ア
・
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
る
と
、
應
典
院
が
應
典
院

で
あ
る
こ
と
を
社
会
で
認
め
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
多
彩
な
大
学
と
の
関
わ
り
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。
同
時
に
、
お
寺
を
通
し
て
大

                             　
【
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ
ィ
ズ
ム（En

g
ag
ed
 B
u
d
d
h
ism

：
社
会
参
加
仏
教
）】仏
教
徒
や
仏
教
団
体
に
よ
る
多
様
な
社
会
活
動
、環
境
問
題
、

政
治
活
動
な
ど
へ
の
参
加
、
つ
ま
り
仏
教
の
積
極
的
な
対
社
会
的
姿
勢
を
指
摘
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
用
語
。
西
洋
で
、
現
世
に
無
関
心
な
宗
教
と
し
て
の
仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
、
そ
れ
と
は
矛
盾
す
る
現
象
と
し
て
の
現
代
仏
教
徒
・
団
体
の
社
会
的
活
動
へ
の
参
加
、
と
い
っ
た
新
た
な
傾
向
を
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
と
ば
の
コ
ラ
ム

                             　
【
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
】
あ
る
現
場
の
実
践
が
導
い
た
発
見
な
ど
が
、別
の
現
場
の
実
践
に
も
役
立
つ
知
恵
と
な
っ
て
伝
播
し
て
い
く
性
質
。

一
言
で
言
う
な
ら
ば
「
互
換
性
」
と
も
。
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
は
じ
め
と
し
た
、
実
践
的
研
究
を
取
り
扱
う
理
論
の
な
か
で
重
要
視
さ
れ
る
観
点
。
自
然
科
学
領
域

の
研
究
と
は
流
儀
が
異
な
る
人
間
科
学
の
研
究
に
お
い
て
は
、
研
究
者
が
現
場
の
当
事
者
と
と
も
に
紡
ぎ
出
す
物
語
に
伝
播
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
Ｐ
24
へ
。

こ
と
ば
の
コ
ラ
ム
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学
の
専
門
知
が
生
ま
れ
る
よ
う
、
共
鳴
す
る

関
係
を
構
築
し
た
い
で
す
。

秋
田
：
大
学
と
の
連
携
を
、
単
な
る
應
典
院
の

ブ
ラ
ン
ド
の
ひ
と
つ
に
終
わ
ら
せ
な
い
よ
う
、

重
心
を
据
え
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

○
地
域
で
「
い
の
ち
」
を
包
み
な
お
す

山
口
：
先
ほ
ど
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て
話
し
ま

し
た
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
40
※
6
と
名
付
け
た

発
想
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
ユ
ニ
ッ
ト
の
平

均
年
齢
が
40
に
な
る
よ
う
に
意
識
す
る
。
簡

単
に
言
え
ば
、
そ
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
い
く
つ
も

の
特
徴
が
見
ら
れ
る
よ
う
、
多
様
な
参
加
者

を
集
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
。

秋
田
：
中
で
も
少
子
高
齢
化
だ
か
ら
、
い
ろ

ん
な
世
代
を
つ
な
ぐ
と
い
う
こ
と
？

山
口
：
ま
ず
は
世
代
間
交
流
で
す
が
、
男
女

と
い
う
性
別
、
ま
た
ア
ジ
ア
と
い
う
国
や
地

域
に
も
関
心
を
置
い
て
い
き
た
い
ん
で
す
。

應
典
院
は
こ
れ
ま
で
テ
ー
マ
を
大
切
に
し
て

き
ま
し
た
が
、
そ
の
テ
ー
マ
に
向
き
合
う

人
々
の
く
く
り
方
に
制
約
条
件
を
置
い
て
も

お
も
し
ろ
い
な
、
と
。

秋
田
：
制
約
条
件
で
い
う
と
、
こ
れ
か
ら
應

典
院
は
も
っ
と
外
へ
出
て
も
い
い
か
も
し
れ

な
い
ね
。

山
口
：
そ
れ
が
今
年
1
月
の
東
京
・
青
松
寺

で
の
報
告
で
す
よ
ね
。「
應
典
院
の
東
京
進
出
」

と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
し
た
し
（
笑
）。

秋
田
：
私
の
最
大
の
目
標
で
あ
る
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ホ
ス
ピ
ス
も
、
い
わ
ば
應
典
院
10
年
か

ら
生
ま
れ
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
な
る
で
し
ょ

う
ね
。
専
門
の
施
設
と
か
人
材
と
か
い
う
枠

内
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
地
域
に
生
死

を
取
り
戻
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
全
体
に
開

き
、そ
し
て
紡
い
で
い
く
の
か
。
ま
ち
の
中
で
、

若
い
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
高
齢
の
末
期
者

が
普
通
に
交
流
で
き
る
よ
う
な
、
そ
れ
も
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
40
の
ひ
と
つ
か
も
。
ホ
ス
ピ
ス
は

大
蓮
寺
が
中
心
の
事
業
で
す
が
、
や
は
り
應

典
院
10
年
間
の
活
動
が
底
辺
に
あ
る
こ
と
は
、

と
て
も
た
い
せ
つ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

山
口
：
つ
ま
り
生
と
死
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ

リ
テ
ィ
で
す
ね
。
と
も
に
構
想
し
て
き
ま
し

ょ
う
。

秋
田
：
今
日
は
あ
り
が
と
う
。
こ
れ
か
ら
に

期
待
し
て
い
ま
す
。

                             　
【
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
40
】
文
中
「
震
災
チ
ル
ド
レ
ン
」
が
秋
田
の
着
想
で
あ
る
よ
う
に
、対
談
の
な
か
で
山
口
の
着
想
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
。

「
平
均
年
齢
を
40
に
す
れ
ば
少
子
高
齢
化
を
嘆
く
必
要
は
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
確
か
に
人
口
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
は
60
代
が
ふ
く
ら
ん
で
い
る
。
し
か
し
お
年
寄
り
が
増
え
る
と
言
っ
て
も
子
ど

も
が
ま
っ
た
く
い
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
２
０
０
７
年
問
題
で
前
期
高
齢
者
が
増
え
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
傍
に
若
い
人
を
寄
せ
て
い
く
と
何
と
な
く
バ
ラ
ン
ス
は
取
れ
る
は
ず
。

仮
に
60
代
の
人
が
50
人
、
20
代
を
50
人
足
し
て
割
る
と
平
均
年
齢
が
概
ね
40
代
に
な
る
。
70
代
の
人
が
い
れ
ば
10
代
に
入
っ
て
も
ら
え
ば
い
い
。
40
代
が
多
け
れ
ば
幼
児
や
後
期
高
齢
者
が
入
っ
て
も
同
じ

こ
と
。
あ
る
集
団
の
平
均
年
齢
を
40
程
度
に
保
と
う
と
い
う
こ
と
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
す
れ
ば
、
決
し
て
少
子
高
齢
化
社
会
を
嘆
く
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
風
に
思
う
ん
で
す
。
要
は
、
工
夫

次
第
で
は
な
い
か
、
と
。」（
以
上
、
対
談
よ
り
）

こ
と
ば
の
コ
ラ
ム

宗教人類学者の上田紀行氏が塾長の青松寺の

名物講座。「これまでの仏教の枠にとらわれず、

時代に沿ったテーマを設定し、斬新なゲスト

と共に仏教の役割、可能性を探求しよう」と

2003 年からスタート。應典院は「日本でい

ちばん若者が集まるお寺～今なぜ仏教なのか、

お寺なのか～」と題し、住職、スタッフとと

もに当時ブレーンとして山口主幹も應典院の

実践を報告、住職と汐見稔幸・東京大学大学

院教授による対談も行われた。

2006.1.28「仏教ルネッサンス塾」

於：青松寺（東京都港区）

シャシンとコラム

正式な僧侶の仲間入りをするための通過儀礼

が得度式。京都の名刹・法然院の貫主・梶田

真章師と主幹は、「きょうとNPOセンター」

で理事を務める仲間というご縁もあった。本

尊前の須弥壇（直壇）上には、二十五菩薩を

象徴する二十五の生花が散華され、ゆきとど

いた美意識にあふれた本堂にて秋田住職が誡

師を、梶田貫主が証明師をつとめ、スタッフ

や小僧インターンなど、多くの関係者も看守

るなか執り行われた。　

2006.5.2「山口洋典得度式」

於：法然院（京都市左京区）

シャシンとコラム

應典院 2階の気づきの広場にて。緑が目にま

ぶしい生玉の杜を借景に対談は終始なごやか

な雰囲気で行われた。「昔の自分に似ている」

20年前の住職と 20年後の主幹の対談。二人

のなれそめを話す段は、まるで恋が成就した

年齢差のあるカップルのようだった。見詰め

合う二人、住職が「震災チルドレン」と言えば、

主幹が「プロジェクト 40」と、それぞれのこ

とば遊びを記録の役割を担ったスタッフも楽

しむ。文字化できなかった奥深い話も多数。

2006.5.3「新旧主幹対談」

於：應典院（大阪市天王寺区）

シャシンとコラム
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應典院、真夏の演劇の祭典「space × drama2006」を彩る 6劇団が出揃いました。いずれも結成 5年以内のフレッシュな顔ぶれ。
さて、どのようなお祭りを仕掛けてくれるでしょうか？ここでは、各劇団の横顔をご紹介させていただきます。

劇想 空飛ぶ猫
「夜光虫」

2004 年 11 月結成。テーマは教
えません。あるけど教えません。
そもそも二百字程度で書けてし
まうテーマなら、芝居にする必
要がないですよね。私たちには
何もない。きっとあなたも同じ。
何もないあなたが、何もない私
たちから、もし何かを感じたの
なら、それがあなたと私たちだ
けの、とろけるような甘いテー
マになるでしょう。

公演期間　8/8〜 8/9

---------- ご挨拶 ----------

『劇想 空飛ぶ猫』です。さて、空猫が
お贈りします演目は『夜光虫』と
なっております。高級ソープと寂れ
た温泉街を舞台に、娼婦・芸人・乞食・
教師・学生・主婦がそれぞれに漂
流をしましてセカイに取り残され
ていくのです。山奥にぽつんと足
湯がある。殺し屋みたいな女とホ
ームレスの男がいる。いや、いた。
今は確かにいないんだから。それ
だけが確かだ。日常に忙殺される、
その前に。ぜひご来場ください。

France_pan
「咆哮マーチ～雨と飴～」

2003 年、作・演出の伊藤拓を中
心に、演劇に興味も感心も無か
った人々を集めて結成。シュー
ルな会話を軸に、真面目と不真
面目の中間地点を探り、揺らぐ
身体、悲しき喜劇性、肩が脱臼、
今日は休日、不甲斐ない人生、
ペンペケペンペンと現代的 / 変
則的に作品は展開される。美術
家や音楽家とのコラボレーショ
ンも積極的に行い、現代におけ
る演劇的可能性を追求。本公演
以外にも横公演・裸公演と独自
の公演スタイルを持つ。

公演期間　8/1〜 8/2

---------- ご挨拶 ----------

宇宙と演劇をこよなく愛する皆
様こんにちは。フランスパンの
作・演出の伊藤です。今回は久
しぶりにマーチングバンドしま
す。タッタカタンと超絶技巧
で、あははあははと超越です。
くだらない事をくだらない人と
真顔でやってみせます。さいご
舐めても振ってもいいですが、
吠えずに終わったら、ごめんな
さい。

劇団 kuskus
「ロマンチッカーズ☆」

2003 年 1 月、森ノ宮プラネット
ホールにて旗揚げ。専門学校時
代の講師であった植田と、生徒
の塩崎・小玉が卒業後、結成。
小玉 (k)・植田 (u)・塩崎 (s) の頭
文字を取り「kuskus」と命名。
本公演は年 1~3 回のペースで活
動中。ちょっぴり切なくって、
おバカなエンターテイメントハ
ートフルストーリー「エンタメ
セツナチックコメディ」と題し、
「子どもが大人になっても憶えて
いる。そんなワンシーン」をモ
ットーに創作を続けている。

公演期間　7/18〜7/19

---------- ご挨拶 ----------

皆様初めまして。最近劇団員が
一人増えて、メガネ率 75% に
なった劇団 kuskus です。space
× drama2006 の台風のメガネ
になるべく、劇団員、一同、い
つもより、メガネを多くかけて
頑張っています。今回は第 6 回
目の公演になります。気になる
メガネ率は劇場でお確かめ下さ
い。

東京ガール
「もけもけの気持ち」

2004 年、大阪芸術大学の同期
により結成。同年、「アリに行
進」で旗揚げ公演をする。去年
までは、大学内での活動だった
が、外でもやってみたいとメン
バーの意見が過半数を超えたた
め、今年からは学外での活動に
挑戦。決まったスタイルを持た
ず、どうしようもないテーマを、
いかにも凄そうにみえるよう努
力するが、中途半端で終わる為、
7割強の観客にわからないと言
われている。

公演期間　7/4〜 5

---------- ご挨拶 ----------

どうも、東京ガールです。我々
は、演劇を中心に活動している
団体です。演劇は大変です。が
んばって活動をしているのです
が、学生の為か、いろいろ足り
ない部分があることを痛感しま
す。毎日が驚きと発見の連続で
す。これからも、足りない部分
を補いながら、演劇活動をがん
ばってみようと思います。よろ
しく、お願いします。

協働プロデュース公演※

隕石少年トースター

「王様の犬とその側近と宮廷人」

2004 年旗揚げ。同 7月、旗揚げ
公演インディペンデントシアタ
ープロデュース♯ 5「極」参加
作品「そうだ、廃墟へ行こう」
では観客投票によって、9 団体
中第 2位で再演権を獲得。2005
年 12 月には 10 日間のプレロン
グランに挑戦。隕石少年トース
ターのお贈りする作品は、ドキ
ドキワクワクして最後にほっこ
りした気持ちになれるピクニッ
クのような喜劇「ピクニック・
コメディー」。初めて演劇を観る
方々も楽しめる分かりやすい作
品創りを目指している。

公演期間　6/29〜 7/2

---------- ご挨拶 ----------

初めまして。隕石少年トースタ
ーの脚本と演出をやっている山
内直哉と申します。絶対話につ
いてこられるコメディーを目指
しています。普段、映画は観る
けど演劇は ... という方々も、是
非一度お越し下さい。隕石少年
トースターでは、映画館のよう
に好きな座席をお選びいただけ
ます。そして約 1時間半、楽し
い時間を過ごしていただけるこ
とをお約束いたします。

特別招致公演

特攻舞台 Baku- 団
「机上・キラー・魔人・スイッチ」

2001 年に旗揚げ。今を生きる若
者の「生きる欲求 =リピドー」
を「エンターテインメント」演
劇のノリで綴り、自らの作品を
「リビドーテインメント」と称す。
また「劇作」から滲み出る、少
年の葛藤、焦燥感から来る青臭
さから「童貞テインメント」と
も評される。関西を拠点に演劇
祭や福祉イベントに参加し、年
3~4 回の公演を続け、10 代 ~20
代を中心に注目を集めている。

公演期間　8/26〜8/30

---------- ご挨拶 ----------

「人を殺してみよう」そんな興味
から、僕たちは集められた。架空
の人間について、思いつく限りの
殺し方を机上で語り合う。これは、
殺人をシミュレートする高度なリ
ラクゼーションだ。「死ぬべき人
間とはどんなものか」やがて、机
上論はある一人の最悪な人間『死
に値する人間』を皆の頭の中に
生み出し…。「特攻舞台Baku-団」
がホラー感覚たっぷりに生と死を
真剣に本気で机上で語ります。

※協働プロデュースとは、シアトリカル應典院・劇団による協働事業で、毎年の space × drama の参加劇団から 1劇団選ばれ、翌年に実施されるものです。
　隕石少年トースターは、2005 年度参加の中から優秀劇団として選ばれました。
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■　

應
典
院
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
シ
ネ
マ
・
シ
リ
ー
ズ
第
３
弾　

■

「
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
」

プ
レ
ミ
ア
上
映
会
が
問
う
た
こ
と

　映画は総合芸術であると同時に、多
彩な技能と関心を有する人々によって
成立する表現手段である。だからこ
そ、應典院では新たな上映形態『コミ
ュニティシネマ』を事業の柱に据える
べく、2005年より、コミュニティ・
シネマ・シリーズを展開してきた。
　その第3弾として行われた『ザ・コー
ポレーション』もその例外ではない。
吐山継彦氏（言葉工房）によってイベ
ントのルポルタージュ（現場報告）と
してまとめていただいた内容を中心
に、各方面からいただいたコメントを
ご紹介させていただく。映画が、そし
てこの映画会が問いかけたことは何だ
ったのかを振り返ることにしよう。

主催：應典院寺町倶楽部
共催：同志社大学大学院総合政策科学研究科
協力：アップリンク ・シネ・ヌーヴォ ・ ｅｄｇｅ実行委員会
後援：社会福祉法人大阪ボランティア協会
　　　特定非営利活動法人大阪 NPO センター
　　　特定非営利活動法人きょうと NPO センター
　　　特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

【
映
画
「
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
概
要
】

　

最
近
日
本
で
も
話
題
に
な
っ
た
、
企
業
買
収
の
際
に
問
わ
れ
る
「
株
式
会
社
は
誰
の

も
の
か
？
」
と
い
う
議
論
、
法
令
を
破
り
連
続
す
る
企
業
の
不
祥
事
の
「
原
因
」、
そ

し
て
郵
便
事
業
の
「
民
営
化
の
是
非
」
と
い
っ
た
問
題
の
答
え
を
導
い
て
く
れ
る
の
が
、

こ
の
映
画
『
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
』
で
す
。

　

本
作
は
、
カ
ナ
ダ
の
マ
ー
ク
・
ア
ク
バ
ー
、
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
ア
ボ
ッ
ト
の
共
同
監

督
に
よ
り
、
ジ
ョ
エ
ル
・
ベ
イ
カ
ン
の
『
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
：
わ
た
し
た
ち
の

社
会
は
「
企
業
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
』（
早
川
書
房
）
を
原
作
と
し
て
製
作
さ
れ
た

長
篇
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
す
。

　

本
作
は
、
２
０
０
４
年
サ
ン
ダ
ン
ス
映
画
祭
で
上
映
さ
れ
観
客
賞
を
受
賞
し
た
の
を

始
め
、
２
０
０
５
年
カ
ナ
ダ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
の
最
優
秀
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
含
め

全
世
界
の
映
画
祭
で
25
個
の
賞
を
受
賞
、
そ
の
う
ち
10
個
が
観
客
賞
を
受
賞
し
て
い
ま

す
。
ま
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
ロ
ン
グ
ラ
ン
上
映
さ
れ
た
の
を
始
め
、
世
界
各
国
で
草
の

根
的
に
上
映
さ
れ
、
多
く
の
観
客
の
支
持
を
集
め
て
き
ま
し
た
。
東
京
で
は
す
で
に
昨

年
12
月
よ
り
異
例
の
ロ
ン
グ
ラ
ン
上
映
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

株
式
会
社
の
誕
生
か
ら
、
政
治
シ
ス
テ
ム
を
超
え
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
る
企
業

の
正
体
を
描
き
、現
在
の
企
業
を
一
人
の
人
格
と
し
て
精
神
分
析
を
行
う
と
完
璧
な
「
サ

イ
コ
パ
ス
（
人
格
障
害
）」
で
あ
る
と
い
う
診
断
結
果
の
も
と
、
す
べ
て
は
利
益
の
た

め
に
働
く
機
関
と
し
て
の
企
業
の
、
様
々
な
症
例
を
分
析
し
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
企
業
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
す
べ
て
の
企
業
人
、
市
民
に
必
見
の
作
品

で
す
。

〔
以
上　

２
０
０
６
年
１
月
11
日
の
本
事
業
の
企
画
書
よ
り
〕 

【
開
催
の
趣
旨
】

　

企
業
の
不
祥
事
が
相
次
ぐ
日
本
社
会
に
お
い
て
、
今
ほ
ど
「
企
業
倫
理
」
や
「
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
」
が
根
底
か
ら
問
わ
れ
る
時
代
は
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｃ
Ｓ
Ｒ 

（
企
業
の
社

会
的
責
任
）
と
い
う
言
葉
が
巷
間
を
賑
わ
せ
る
よ
う
に
、
い
ま
や
「
収
益
」
だ
け
で
な

く
、「
環
境
」
や
「
社
会
」
的
側
面
も
、
経
営
の
全
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
、

21
世
紀
の
企
業
競
争
力
の
源
泉
と
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
企
業
経
営
に
と
っ
て
企
業
サ
イ
ド
か
ら
の
変
革
だ
け
で

な
く
、
そ
の
最
大
の
顧
客
で
あ
り
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
あ
る
市
民
サ
イ
ド
か
ら
の
変
革
が

求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
も
あ
り
ま
す
。

　
「
資
本
主
義
社
会
サ
バ
イ
バ
ル
シ
ネ
マ
」
と
銘
打
っ
た
映
画
『
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
』

は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
を
超
え
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
企
業
の
正
体
を
数
多
く
の
貴
重
な

証
言
に
よ
っ
て
描
い
て
い
ま
す
が
、
同
時
に
、
企
業
に
完
全
に
支
配
さ
れ
た
私
た
ち
が
、

い
ま
こ
の
巨
大
な
存
在
と
い
か
に
向
き
合
う
べ
き
か
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る

勇
気
あ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
す
。

　

企
業
を
変
え
る
こ
と
は
、
社
会
を
変
え
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
企
業
だ

け
が
負
う
責
任
で
は
な
く
、
私
た
ち
市
民
一
人
一
人
の
応
答
と
参
加
の
責
任
で
あ
り
、

両
者
の
協
働
関
係
に
よ
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
根
幹
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
も
の
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
同
時
に
、
い
ま
日
本
の
新
し
い
経
営
シ

ス
テ
ム
と
し
て
誕
生
し
つ
つ
あ
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
や
社
会
起
業
の
透
視
図

と
し
て
も
、
こ
の
映
画
か
ら
学
ぶ
も
の
は
少
な
く
な
い
と
い
え
ま
す
。

　

一
方
的
な
「
企
業
糾
弾
」
と
い
う
壁
を
超
え
、
企
業
の
変
革
を
通
し
て
、
私
た
ち
市

民
に
何
が
で
き
る
の
か
、
こ
の
映
画
が
新
し
い
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え

る
貴
重
な
契
機
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
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「
然
り
」
と
、ひ
と
り
の
市
民
が
言
っ
た　
　
　
　
　
吐
山　

継
彦
（
言
葉
工
房
・
代
表
）

益
の
た
め
に
嘘
を
続
け
る
」、「
罪
の
意
識
が
な
い
」、「
社
会
規

範
や
法
に
従
え
な
い
」
と
断
罪
す
る
。

　

ぼ
く
な
ど
は
ま
ず
、
こ
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
精

神
病
質
者
（
サ
イ
コ
パ
ス
）
に
対
す
る
差
別
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
に

ち
ょ
っ
と
引
い
て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
映
画
の
な
か
に
出
て

く
る
醜
い
多
国
籍
企
業
に
つ
い
て
弁
護
す
る
つ
も
り
は
さ
ら
さ

ら
な
い
が
、
も
し
世
界
の
企
業
全
体
が
精
神
病
質
だ
と
強
弁
す

る
な
ら
、「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
常
識
的
に
考
え

る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
？

　

因
み
に
、
ぼ
く
の
電
子
辞
書
に
入
っ
て
い
る
ブ
リ
タ
ニ
カ

国
際
大
百
科
事
典
に
よ
る
と
、
精
神
病
質
と
は
、「
精
神
病

で
は
な
い
が
、
正
常
と
の
中
間
状
態
を
い
う
。
あ
る
い
は
人
格

の
正
常
か
ら
の
変
異
、
逸
脱
を
い
う
。
疾
病
に
よ
る
人
格
変
化

は
含
ま
れ
な
い
。（
中
略
）
い
ず
れ
に
せ
よ
、
精
神
病
質
な
る

も
の
の
概
念
の
乱
用
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。

最
後
の
一
文
な
ど
は
こ
の
映
画
の
た
め
に
あ
る
よ
う
な
も
の

だ
。

　

実
は
ぼ
く
は
、
映
画
が
終
盤
に
近
づ
い
た
と
き
あ
る
危
惧
を

抱
い
て
い
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
こ
れ
が
終
わ
っ
た
と
き
に

観
客
か
ら
万
雷
の
拍
手
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
…
と
。

　
「
も
し
そ
う
だ
っ
た
ら
、
自
分
は
ど
う
い
う
態
度
を
と
れ
ば

い
い
の
だ
ろ
う
」

　

で
も
拍
手
は
起
こ
ら
ず
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
司
会
者
の
「
よ
く

で
き
た
映
画
だ
と
思
っ
た
人
は
？
」
と
挙
手
を
求
め
る
質
問
に

対
し
て
、
数
は
半
々
に
割
れ
、
観
客
は
淡
々
と
自
分
の
思
い
通
り

の
意
思
表
示
を
し
て
い
た
。
60
年
代
後
半
な
ら
、
き
っ
と
み
ん
な

「
異
議
な
し
！
」と
叫
び
、拍
手
が
巻
き
起
こ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

…
…
と
、
瑣
末
事
に
対
し
て
悪
態
を
つ
き
な
が
ら
、
本
筋
で
は

こ
の
映
画
が
提
起
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
大
い
に
関
心
も
あ
り
、

「
異
議
な
し
！
」の
部
分
も
あ
っ
た
こ
と
を
表
明
し
て
お
き
た
い
。

　

国
家
の
枠
を
越
え
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
巨
大
化
す
る
企
業
（
株
式

会
社
）が〝
悪
〞を
為
す
と
き
、市
民
は
そ
れ
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
映
画
に
描
か
れ
て
い
る
ナ
イ
キ
や

ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
、
Ｇ
Ａ
Ｐ
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
ダ
ッ
チ
・
シ
ェ
ル
と
い
っ
た

企
業
の
悪
行
は
確
か
に
許
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を

い
か
に
告
発
し
、改
善
・
改
革
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
け
る
の
か
？

　

映
画
の
結
論
は
、
非
常
に
単
純
で
力
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

ア
ク
シ
ョ
ン
！

　

つ
ま
り
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
行
動
す
る
以
外
に
な
い
、
と
。

こ
の
こ
と
は
後
の
「
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」
の
中
で
パ
ネ
リ
ス
ト
の

田
村
太
郎
氏
も
言
っ
て
お
ら
れ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を

言
わ
れ
る
と
、「
困
っ
ち
ゃ
う
な
あ
…
」
と
思
う
市
民
も
多
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
ナ
イ
キ
の
生
産
委
託
工
場
が
法
定

賃
金
よ
り
も
低
い
金
額
で
労
働
者
を
働
か
せ
て
い
た
ば
か
り
で

は
な
く
、
長
時
間
の
残
業
を
強
い
、
暴
力
ま
で
振
る
っ
て
い
た
、

と
知
っ
て
も
、
日
本
市
民
で
あ
る
ぼ
く
ら
は
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
さ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
り
ゃ
あ
も
ち
ろ
ん
、
ナ
イ
キ

の
日
本
支
社
（
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
…
）
に
デ
モ
を
か
け
た
り
、

悪
行
を
あ
ば
く
ビ
ラ
を
支
店
前
で
ま
く
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
ナ
イ
キ
だ
け
で
な
く
、
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
が
お

気
に
入
り
の
ブ
ラ
ン
ド
「
Ｇ
Ａ
Ｐ
」
で
も
問
題
は
持
ち
上
が
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
い
や
い
や
、
問
題
の
あ
る
企
業
は
他
に
も

ご
ま
ん
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
行
動
を
起

こ
す
こ
と
は
物
理
的
に
も
不
可
能
な
相
談
だ
ろ
う
。

　
「
チ
チ
チ
チ
（
宍
戸
錠
風
に
）、
で
も
ア
ン
タ
た
ち
に
は
、
ど
の

企
業
に
対
し
て
も
も
の
す
ご
く
影
響
力
を
行
使
で
き
る
た
っ
た

ひ
と
つ
の
行
動
様
式
が
あ
る
ん
だ
ぜ
」

　

　

３
月
10
日
（
金
）
に
行
わ
れ
た
「
企
業
と
市
民
に
よ
る
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
可
能
か
」
と
題
す
る
、
映
画

「
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
プ
レ
ミ
ア
上
映
会
＋
１
時
間

程
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
。
カ
ナ

ダ
の
フ
ィ
ル
ム
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
こ
の
映
画
は
か
な
り
の
前
評

判
で
、
應
典
院
の
ホ
ー
ル
を
一
杯
に
し
た
百
人
を
超
え
る
観
客

は
、
ほ
と
ん
ど
が
映
画
を
目
当
て
に
来
て
い
た
人
た
ち
の
よ
う

だ
っ
た
。

　

最
近
で
は
珍
し
い
二
時
間
半
ほ
ど
の
長
編
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
で
あ
る
。
宣
伝
チ
ラ
シ
に
よ
る
と
、「
ま
ず
、
企
業
を
一

人
の
人
格
と
し
て
『
精
神
分
析
』
す
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
映
画

は
始
ま
り
ま
す
。
さ
て
、
そ
の
診
断
結
果
は
…
…
」
と
あ
り
、

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
「
資
本
主
義
サ
バ
イ
バ
ル
・
シ
ネ

マ
」
と
銘
打
た
れ
て
い
る
。

　

診
断
結
果
は
、「
サ
イ
コ
パ
ス
（
精
神
病
質
・
人
格
障
害
）」
と
い

う
も
の
で
、
企
業
は
「
他
人
へ
の
思
い
や
り
が
な
い
」、「
人
間

関
係
を
維
持
で
き
な
い
」、「
他
人
へ
の
配
慮
に
無
関
心
」、「
利

□
應
典
院
□
イ
ベ
ン
ト
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ　

●
１
●
「
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
プ
レ
ミ
ア
上
映
会　
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ボ
イ
コ
ッ
ト
！

　

つ
ま
り
、
悪
さ
を
し
た
企
業
の
商
品
を
買
わ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
市
民
が
巨
大
企
業
に
対
し
て
で
き
る
も
っ
と
も
効
果
的
な

行
動
は
「
不
買
」
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
企
業
の
利
益
は
商

品
や
サ
ー
ビ
ス
を
売
っ
て
儲
け
る
こ
と
で
し
か
産
ま
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
不
買
は
、
企
業
の
生
命
線
を
断
ち
切
る
こ
と
に
な

る
か
ら
、
不
買
者
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
企
業
に
対
す
る

影
響
力
は
強
ま
る
。

　

市
民
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
重
要
だ

と
思
わ
れ
る
の
は
「
消
費
者
」
と
し
て
の
立
場
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
消
費
者
こ
そ
が
企
業
の
将
来
の
命
運
を
握
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
映
画
の
な
か
で
、
企
業
の
利
益
追
求
や
儲
け

主
義
が
批
判
的
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
企
業
と
い
う

の
は
そ
の
よ
う
な
営
利
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
企
業

に
対
し
て
「
市
民
」
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
過
度
に
倫
理
や
正

義
を
か
ざ
す
よ
り
、「
消
費
者
」
と
し
て
の
バ
イ
イ
ン
グ
パ
ワ
ー

（
購
買
力
）
を
徹
底
的
に
活
用
し
て
、
企
業
に
市
民
的
な
価
値

を
強
要
す
る
ほ
う
が
得
策
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
「
企
業
と
市
民
に
よ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は

可
能
か
」
と
の
問
い
に
対
し
て
答
え
る
な
ら
、「
然
り
」
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
企
業
も
市
民
も
少
し
ず
つ
、
良
き
方
向
へ
と
絶

え
ず
進
化
（
深
化
）
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、多
国
籍
企
業
の
良
質
の
部
分
は
、Ｂ
Ｏ
Ｐ
（B

ottom
 

of the P
yram

id

＝
経
済
の
最
底
辺
層
）
を
、
福
祉
や
社
会
保
障
の

現
場
と
し
て
で
は
な
く
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
と
ら
え
、
最
貧
困

層
の
人
び
と
を
消
費
者
（
顧
客
）
に
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

社
会
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

（『
ネ
ク
ス
ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
』
Ｃ
．
Ｋ
．
プ
ラ
ハ
ラ
ー
ド
著
、
英
治
出
版
）

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
た
地

球
市
民
た
ち
は
、
自
ら
の
セ
ク
タ
ー
（
市
民
セ
ク
タ
ー
、
非
営
利
セ

ク
タ
ー
、
第
三
セ
ク
タ
ー
、
つ
ま
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
／
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
を
絶
え
ず
拡
充

さ
せ
つ
つ
あ
る
し
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
も

着
実
に
実
現
し
つ
つ
あ
る
。

　

だ
か
ら
、
悲
観
的
に
な
る
の
は
止
め
よ
う
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト

自
体
、
應
典
院
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
シ
ネ
マ
シ
リ
ー
ズ
の
第
３
回

目
で
あ
る
と
同
時
に
、
同
志
社
大
学
大
学
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
コ
ー
ス
新
設
の
記
念
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、

こ
ん
な
形
で
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
協
働
す
る
の
も
、
市
民
セ

ク
タ
ー
の
進
化（
深
化
）以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
融
合
か
ら
ど
ん
な
マ
ジ
ッ
ク
が
産
ま
れ
る
か
、
ぼ
く
は
大

変
楽
し
み
に
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
（
は
や
ま
・
つ
ぐ
ひ
こ
）

「ザ・コーポレーション」プレミア上映会
　各方面からのコメント（敬称略）

産 産

民 学

近年、企業評価にCSRの観点が導入
され、CSRへの取組みが広い意味での
企業利益や企業価値の向上につながる
として、持続可能な企業経営の重要な
ポイントになりつつある。企業と市
民の協働を考えるときに重要なこと
は、企業のマネジメント層が社会的
課題や地域との関係に対してどのよ
うに関われるのか、企業の持つ資源
をどのように活用できるのかという
ことを自問することであろう。また、
地域社会において、企業だけでなく、
市民や行政も含め、あるべき将来の
姿（ビジョン）が共有化されれば、各々
の資源を活用しつつ役割分担と協働
ができるのではないかと思う。

（沢田裕美子・株式会社大林組）

この映画は企業人に対して、企業
の社会的責任は何かということを
突きつけている。権力と結びつく
とどのような結果になるか。また、
広告についても考えさせられる。視
聴率のみで効果計算されるやり方
が今のテレビ番組をもたらしてい
る。企業人といえども地域社会に
おいては一市民であり、自らの評
価軸を持っている筈である。ひと
りひとりが企業人としては理念に
基づいた仕事をなし、地域におい
ては成熟した市民として行動して
こそ、豊かな社会につながってい
くのであろう。
（前西繁成・松下電器産業株式会社）

「ザ・コーポレーション」は、鉄道、

放送、水道などの社会的共通資本を

「株式会社」にばかり委ねて良いか

を問い掛ける。「官から民へ」の「民」

は「民間企業」の意味だけではない。

「仕事」が官から企業に下げ渡され

てしまうだけなら、私たちには「取

り戻す」キモチが欠けている。「放

送」を市民の手に取り戻そうと呼

びかけたい私には、FOX 事例は良

い反面教材。見たい映画の上映を

自分達でやっちゃうこの映画会も、

取り戻そうとする人たちの仕事だ

ったと思う。ご苦労さま、ありが

とうございました。

（松浦さと子・龍谷大学）

グローバル企業のトップですら自
由ではない。企業の論理が人間の
倫理と、かくも食い違っているこ
とに気付いても、苦しげな弁明を
するだけだ。問題はシステムなの
だが、システムは理屈で動いてい
るので、理屈を替えればシステム
も変わる可能性がある。ただし、
企業人の意識変革だけでは不十分
だ、ということをこの映画は示し
ている。消費者の位置から遡って、
企業の論理の核心であるマーケッ
トを変えていくのが確実なのだ、
と。
（直田春夫・特定非営利活動法人

NPO政策研究所）

イ
ベ
ン
ト
デ
ー
タ
●
「
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
プ
レ
ミ
ア
上
映
会　

2006.3.10

（
金
）・
雨　

18:00

〜21:45　

119
名
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○
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
・
巧
妙
な
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

　

物
事
や
出
来
事
に
は
タ
イ
ミ
ン
グ
が
重
要
で
す
。
今
回
の
企
画
は
、
耐
震

強
度
偽
装
問
題
、
ラ
イ
ブ
ド
ア
シ
ョ
ッ
ク
、
国
会
で
の
偽
メ
ー
ル
質
問
な
ど
、

ま
さ
に
絶
好
の
機
会
で
の
上
映
会
と
な
り
ま
し
た
。
加
え
て
、
大
阪
で
は
シ

ネ
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
に
て
3
月
25
日
か
ら
上
映
さ
れ
る
も
の
の
、
東
京
で
は
12
月

10
日
に
公
開
と
時
差
が
あ
り
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
中
央
と
地
方
と
い

う
構
造
が
文
化
的
側
面
で
も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
、
と
い
う
上
映
へ
の

衝
動
も
、
企
画
立
案
の
推
進
力
と
な
り
ま
し
た
。
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
2

時
間
半
の
映
画
の
後
、
1
時
間
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
ご
参
加
い
た
だ
く
枠
組

み
と
な
り
ま
し
た
が
、
当
日
、
21
時
45
分
の
閉
会
あ
い
さ
つ
ま
で
、
ほ
ぼ
全
員
、

約
120
人
の
方
に
お
残
り
い
た
だ
い
た
こ
と
に
、
企
業
を
含
ん
だ
市
民
社
会
創

造
に
向
け
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
壇
上
に
て
実
感

し
た
次
第
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
大
阪
で
の
公
開
が
3
月
末
と
決
ま
っ
た
の
を
知
り
、
プ
レ
ミ
ア

上
映
を
企
画
し
始
め
た
の
が
12
月
の
末
で
し
た
。
社
会
的
起
業
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
盛
り
上
が
り
と
い
う
機
運
に
重
ね
つ
つ
、
単
純
な
体
制
批
判

で
は
な
く
、
企
業
の
倫
理
や
良
心
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
と

い
う
の
が
上
映
の
狙
い
で
し
た
。
さ
ら
に
は
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
登
壇
者
の
人
選

を
工
夫
す
れ
ば
、
新
年
度
よ
り
應
典
院
の
主
幹
が
交
代
す
る
と
い
う
お
披
露
目

の
機
会
と
も
な
る
し
、
と
、
い
く
つ
も
の
「
こ
れ
は
い
け
る
！
」
と
い
う
直
感

が
そ
れ
ぞ
れ
に
確
信
を
導
き
だ
し
、
開
催
に
至
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
洒
落
で

記
し
た
社
長
割
引
に
は
6
名
の
方
が
申
し
出
ら
れ
た
の
で
す
が
、
今
後
の
催
し

を
考
え
る
上
で
、
新
た
な
仕
掛
け
も
習
得
で
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

○
自
利
を
利
他
に
利
他
を
自
利
に

　

映
画
を
見
て
、
米
国
で
パ
イ
ン
と
ギ
ル
モ
ア
と
い
う
2
人
の
経
営
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
が
著
し
た
『
経
験
経
済
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ

し
ま
し
た
。
地
球
環
境
問
題
が
深
刻
化
し
大
量
生
産
と
消
費
を
繰
り
返
す
近

代
工
業
社
会
の
終
焉
を
迎
え
た
今
、
企
業
が
利
益
を
追
求
し
続
け
て
行
く
に

は
顧
客
に
印
象
の
深
さ
を
遺
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
提
案
し
た
書

物
で
す
。
例
え
ば
、（
私
も
よ
く
利
用
す
る
）
あ
る
コ
ー
ヒ
ー
店
の
グ
ロ
ー
バ

ル
な
店
舗
展
開
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
最
早
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
こ
と

よ
り
も
、
そ
の
チ
ェ
ー
ン
の
店
で
あ
れ
ば
ど
の
国
の
ど
ん
な
店
舗
で
も
同
じ

よ
う
な
雰
囲
気
に
浸
る
こ
と
が
で
き
る
満
足
度
こ
そ
が
顧
客
に
と
っ
て
の
価

値
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
論
理
で
す
。
よ
っ
て
、
今
、
企
業
に
は
顧
客
に

満
足
感
を
演
出
す
る
た
め
に
マ
ス
・
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
（
大
衆
向
け
特
注
対
応
）

に
取
り
組
む
こ
と
が
薦
め
ら
れ
て
い
る
、
と
説
明
し
ま
す
。

　

日
本
で
は
堺
屋
太
一
さ
ん
が
『
知
価
革
命
』
な
る
書
物
を
１
９
８
０
年
代

に
著
し
て
い
ま
す
が
、
企
業
の
倫
理
が
こ
れ
ほ
ど
問
わ
れ
る
今
こ
そ
、
知
性

を
も
と
に
し
た
経
営
価
値
の
革
命
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
、
自
利
利
他
を
説

く
仏
教
の
役
割
が
見
い
だ
さ
れ
ま
す
。
近
江
商
人
の
「
三
方
よ
し
（
売
り
手

よ
し
・
買
い
手
よ
し
・
世
間
よ
し
）」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
市
民
も
行
政

も
交
え
て
、
共
に
社
会
の
営
み
の
な
か
に
存
在
し
、
よ
い
社
会
を
創
造
す
る

担
い
手
で
も
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
上
で
、「
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
手
引
き
）」
と

し
て
位
置
づ
け
る
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
ド
リ
ル
（
問
題
集
）」
と
し
て
、

こ
の
企
画
、
映
画
、
そ
し
て
寺
院
や
仏
教
が
活
用
さ
れ
れ
ば
、
う
れ
し
く
思

い
ま
す
。

○
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
寺
院
映
画
へ
の
道

　

本
映
画
は
、「
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
り
「
ザ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
」

で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
意
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
形
態
と
し
て
の
「
会
社
」

で
は
な
く
、
企
業
と
い
う
存
在
に
ま
つ
わ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
を
取
り
扱
っ
た

こ
と
は
注
目
に
値
し
ま
す
。
こ
の
文
脈
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、
上
田
紀
行
さ
ん

が
「
が
ん
ば
れ
仏
教
」
と
著
し
て
い
る
と
お
り
「
日
本
仏
教
」
を
取
り
扱
っ

た
映
画
も
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
の
際
に
は
「
ザ
・
お
寺
」
で
も
、

あ
る
い
は
英
文
法
に
忠
実
に
「
ジ
・
お
寺
」
や
「
ザ
・
寺
院
」
と
す
る
の
で

も
な
く
、「
ザ
・
仏
教
（The B

uddhism

）」
と
し
て
、
総
体
と
し
て
の
存
在

に
着
目
さ
れ
る
べ
き
と
な
る
。
無
論
、
こ
の
妄
想
に
近
い
構
想
が
現
実
の
も

の
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
映
画
に
は
格
別
な
思
い
を
抱
く
秋
田
光
彦
住
職
の

動
向
が
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
ま
す
。

　

最
後
に
、
当
日
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
立
場
か
ら
、
現
在
の
應
典
院
主

幹
の
立
場
に
戻
っ
て
、
２
０
０
６
年
6
月
に
相
次
い
で
開
催
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
シ
ネ
マ
・
シ
リ
ー
ズ
の
第
4
弾
、
第
5
弾
を
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
稿
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
シ
ネ
マ
・

シ
リ
ー
ズ
の
第
4
弾
は
ま
さ
に
仏
教
を
取
り
扱
っ
た
映
画
『
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

の
般
若
心
経
』
の
上
映
と
、
上
述
し
た
上
田
紀
行
さ
ん
を
お
招
き
し
た
講
演

会
を
実
施
し
ま
す
。
第
5
弾
は
秋
田
住
職
が
秋
田
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
あ
っ

た
30
年
前
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、
映
画
に
ま
つ
わ
る
制
度
・
文
化
、
教
育
、

人
材
育
成
等
々
に
つ
い
て
深
め
る
ミ
ニ
映
画
祭
で
す
。
ま
た
、
次
号
サ
リ
ュ

49
号
は
、
特
集
と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
シ
ネ
マ
」
を
取
り
上
げ
る
予
定
で

す
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

併
催
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
か
ら
見
た

映
画
「
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
プ
レ
ミ
ア
上
映
会

○
学
仏
協
働
の
第
一
歩

　

今
回
の
事
業
は
同
志
社
大
学
大
学
院
と
の
共
催
で
し
た
。
な
ぜ
仏
教
寺
院

が
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
大
学
と
、
と
疑
問
を
抱
い
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
開
催
の
背
景
に
は
２
０
０
６
年
度
、
同
研
究
科
（
研
究
科
長
は

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
登
壇
い
た
だ
い
た
新
川
達
郎
教
授
）
に
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
ソ

ー
シ
ャ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
コ
ー
ス
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

の
コ
ー
ス
で
養
成
す
る
と
い
う
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ド
ク
タ
ー
（
社
会
の
お
医

者
さ
ん
）」
と
い
う
こ
こ
ろ
ざ
し
に
共
感
、
共
鳴
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
既

に
、
寺
院
に
籍
を
置
く
者
（
山
口
）
が
、「
臨
床
ま
ち
づ
く
り
学
」
や
「
地
域
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
と
い
う
講
義
を
担
当
し
て
い
ま
す
が
、
今
後
、
同
研
究

科
と
学
術
協
定
を
締
結
し
、
現
場
主
義
の
教
育
研
究
の
主
体
と
し
て
協
働
的

実
践
に
取
り
組
む
予
定
で
も
あ
り
ま
す
。

　

既
に
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
内
容
も
含
め
た
、
本
事
業
の
意
味
・
意
義
に
つ

い
て
は
、
本
事
業
の
後
援
団
体
の
一
つ
で
あ
る
、
関
西
国
際
交
流
団
体
協
議

会
の
『
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
に
て
、
應
典
院
の
立
場
で
ま
と
め
ら
れ
て
い

ま
す
※
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
当
日
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
立
場
に

戻
っ
て
、
こ
の
『
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
』
と
い
う
映
画
が
問
い
か
け
た

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
順
番
が
前
後
す
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
と
り
わ
け
、
共
催
、
協
力
団
体
各
位
に
は
周
知
等
で
、
ま
た
当

日
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
み
な
さ
ん
に
円
滑
な
進
行
へ
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い

た
こ
と
に
お
礼
を
申
し
上
げ
、
稿
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

※
山
口
洋
典
・
秋
田
光
彦　

２
０
０
６　

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
：
映
画
「
ザ・コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
」

に
学
ぶ
市
民
社
会
の
応
答
責
任　

Ｎ
Ｐ
Ｏ 

ジ
ャ
ー
ナ
ル
（
13
）pp.52-53

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー　

山
口　

洋
典
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連
載　

應
典
院
解
題　

１　
　
﹇
今
回
の
理
論
的
観
点
：
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
﹈

應
典
院
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー

　
山
口 

洋
典
（
應
典
院
主
幹
）

 

１
．
実
験
的
で
は
な
く
実
践
的
な
現
場
へ
の
問
い
：

　
　
　
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
の
流
儀

　
あ
る
物
事
、
出
来
事
に
関
わ
る
際
に
は
、
そ
の
主
体
が
掲
げ
る
「
問
い
」

が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
学
者
の
研
究
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
明
日

着
て
い
く
服
、
昼
ご
飯
の
種
類
、
家
具
の
模
様
替
え
、
そ
う
し
た
日
常
生

活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
自
ら
が
関
わ
る
も
の
、
こ
と
、

人
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ん
で
い
く
か
、
想
定
さ
れ
う
る
選
択
肢
に

思
い
を
馳
せ
、
結
果
と
し
て
あ
る
方
法
が
採
ら
れ
る
。
通
常
、
い
く
つ
か

の
行
為
を
重
ね
ら
れ
た
末
に
導
か
れ
た
あ
る
結
果
は
、
社
会
か
ら
の
刺
激

に
個
人
が
反
応
し
続
け
た
と
い
う
連
鎖
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
刺
激

に
向
き
合
う
こ
と
に
主
体
性
が
あ
る
、
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。

　
「
問
い
」
に
は
「
投
げ
か
け
る
」
い
う
こ
と
ば
が
あ
て
ら
れ
る
よ
う
に
、

明
確
な
対
象
が
想
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
自
問
、
と
い
う
の
は
自
ら
に
投

げ
か
け
ら
れ
た
問
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
問
い
が
社
会
を
対
象

に
し
た
場
合
、
問
い
を
投
げ
か
け
る
方
法
に
は
既
に
い
く
つ
か
の
流
儀
が

存
在
す
る
。
そ
の
流
儀
こ
そ
が
理
論
（Theory

）
と
呼
ば
れ
、
学
問
の
世

界
、つ
ま
り
学
界
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
学
問
の
世
界
で
は「
王

道
を
行
く
理
論
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
お
茶
や
お
花
な

ど
も
含
め
た
「
道
」
を
極
め
る
こ
と
と
同
様
に
、
伝
統
的
に
妥
当
と
さ
れ

て
き
た
こ
と
が
、
物
事
や
出
来
事
を
説
明
す
る
作
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
そ
れ
ら
の
作
法
を
習
得
し
た
上
で
現
場
に
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
と

さ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
の
理
論
は
、
研
究
者
が
当
事

者
の
い
る
現
場
に
問
い
を
投
げ
か
け
る
際
、
研
究
者
と
そ
の
研
究
の
対
象

と
の
あ
い
だ
に
一
線
を
画
さ
な
い
こ
と
を
流
儀
と
す
る
。
渥
美（
２
０
０
１
）

が
示
し
て
い
る
と
お
り
に
、「
研
究
は
価
値
中
立
的
で
は
あ
り
え
ず
、
研
究

の
成
果
と
し
て
〝
真
な
る
知
〞
が
時
代
を
超
え
て
蓄
積
さ
れ
た
り
は
し
な

い
と
い
う
立
場
を
採
る
」（p.15

）
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
研
究
者
が
問
い
を

投
げ
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
事
者
の
行
為
を
何
ら
か
の
形
で
左
右
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
研
究
者
と
当
事
者
の
あ
い
だ
に
一
線
を
画

す
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
研
究
室
で
の
実
験

で
は
な
く
社
会
で
の
実
践
を
対
象
と
す
る
研
究
は
、
限
定
さ
れ
た
時
期
に
、

限
定
さ
れ
た
場
所
で
、
限
定
さ
れ
た
人
々
と
と
も
に
行
わ
れ
る
「
ロ
ー
カ

ル
な
協
働
的
実
践
」（
実
践
家
と
の
局
所
的
な
共
同
研
究
）
と
な
る
。

　
無
論
、こ
う
し
た
研
究
ス
タ
イ
ル
自
体
に
「
そ
れ
が
研
究
に
な
る
の
か
？
」

と
い
う
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
の
問
い
に
対
し
て

は
「
な
る
か
な
ら
な
い
か
、
で
は
な
く
、
す
る
か
し
な
い
か
？
の
問
題
で

は
な
い
か
」
と
、
新
た
に
問
い
を
返
す
こ
と
に
し
よ
う
。
冒
頭
に
挙
げ
た
、

日
常
の
衣
食
住
に
ま
つ
わ
る
問
い
の
例
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
日
常
の

現
場
で
は
必
ず
し
も
、
問
い
に
対
し
て
明
快
に
明
解
な
唯
一
の
答
え
が
見

つ
か
ら
な
い
と
き
も
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
生
滅
流
転
す
る
現
場
で

相
互
作
用
を
引
き
起
こ
し
な
が
ら
当
事
者
に
向
き
合
う
学
問
的
な
知
識
「
グ

ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
来
年
度
10
年
周
年
を

迎
え
る
應
典
院
と
い
う
実
践
の
現
場
に
問
い
を
投
げ
か
け
、「
問
答
」
な
ら

ぬ
「
問
問
」
の
連
鎖
の
な
か
か
ら
、
よ
い
実
践
を
紐
解
く
手
が
か
り
を
見

い
だ
し
て
い
き
た
い
。

 

２
．
現
場
の
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
：

　
　
　
限
定
さ
れ
た
時
間
、
空
間
、
仲
間
の
性
質
へ
の
着
目

　
米
国
の
心
理
学
者
、
ケ
ネ
ス
・
Ｊ
・
ガ
ー
ゲ
ン
は
「
多
文
化
の
声
に
よ
り

十
分
に
耳
を
傾
け
る
た
め
に
、
自
ら
の
伝
統
の
何
を
堅
持
し
、
自
文
化
へ
の

こ
だ
わ
り
を
い
か
に
緩
和
す
る
か
」
が
、
研
究
の
質
を
左
右
す
る
と
述
べ
て

い
る
（Gergen

・
１
９
９
４
）。
通
常
「
何
か
を
科
学
す
る
」
と
い
う
表
現

に
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
自
然
科
学
の
流
儀
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
既
往
研
究

の
成
果
と
さ
れ
る
何
ら
か
の
法
則
に
つ
い
て
、
論
理
を
前
提
に
あ
る
仮
説
を

立
証
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
妥
当
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
場
の
当
事
者
と
と

も
に
、
よ
り
よ
い
未
来
を
構
想
し
設
計
し
て
い
く
た
め
に
は
、
社
会
の
有
り

様
を
ま
ず
受
け
止
め
て
、
そ
れ
を
実
践
家
と
と
も
に
評
価
し
て
い
く
「
ロ
ー

カ
ル
な
協
働
的
実
践
」
こ
そ
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
い
さ
さ
か
急
ぎ
足
で
あ

る
が
、
詳
細
な
説
明
は
他
の
書
物
を
参
照
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
（
例
え
ば
、

杉
万・ 

２
０
０
１
：
２
０
０
６
、
渥
美・２
０
０
１
）、
以
上
の
こ
と
を
、
ガ
ー

ゲ
ン
は「
論
理
実
証
主
義
」に
対
す
る「
社
会
構
成
主
義
」を
理
論
的
背
景（
メ

タ
理
論
）
と
し
、
本
稿
で
は
現
場
に
「
生
成
力
」
あ
る
理
論
が
紡
ぎ
出
さ
れ

る
こ
と
を
妥
当
と
す
る「
人
間
科
学
」の
立
場
を
採
っ
て
い
る
、と
表
現
す
る
。
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実
際
、
研
究
者
と
当
事
者
と
が
現
場
で
向
き
合
っ
て
い
る
場
面
を
目
の

前
に
想
像
い
た
だ
く
と
、
そ
の
現
場
の
研
究
で
は
、
と
同
時
に
研
究
の
現

場
で
は
、
主
体
が
対
象
に
向
き
合
う
諸
条
件
は
あ
ま
り
に
多
様
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
実
践
を
重
ね
て
よ
い
ア
イ
デ
ア
を
紡
ぎ
出
し
、
そ
れ
ら
の
成

果
を
広
範
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
、よ
り
よ
い
地
域
、社
会
を
創
造
す
る
、

と
ま
と
め
て
み
る
と
、そ
う
し
た
営
み
を
成
立
さ
せ
る「
ア
イ
デ
ア
」や「
人

脈
」
は
現
場
ご
と
に
差
異
が
出
て
当
然
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
ス
は
心
理
学
の
中
で
も
、
人
間
と
環
境
の
関
係
を
取
り
扱
っ
た
「
場
の

理
論
」
で
知
ら
れ
る
、
社
会
に
お
け
る
集
団
の
振
る
舞
い
方
に
着
目
し
た

ク
ル
ト・レ
ヴ
ィ
ン
（Lew

in

・１
９
５
１
）
が
祖
と
さ
れ
、「
社
会
心
理
学
」

と
い
う
流
儀
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
社
会
に
主
要
な
関
心

が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
は
「
心
理
社
会
学
」
と
言
っ

た
ほ
う
が
掴
み
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
先
行
す
る
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、

大
づ
か
み
に
心
理
実
験
で
傾
向
を
見
る
マ
ク
ロ
生
理
学
に
対
し
て
、
細
や

か
に
現
場
に
没
入
し
て
当
事
者
と
研
究
者
が
合
作
と
し
て
よ
い
成
果
を
導

き
出
す
ミ
ク
ロ
社
会
学
（
杉
万
・ 

２
０
０
６
、 p.14
）
の
う
ち
、
後
者
の
立

場
を
採
る
。

　
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
と
は
ま
さ
に
、
あ
る
グ
ル
ー
プ
（
集
団
）

が
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
（
力
動
的
）
に
変
化
す
る
変
化
し
て
い
く
集
合
体
の

動
態
（
こ
れ
を
、「
集
合
流
」
と
呼
ぶ
）
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
し
か

し
、
い
く
ら
現
場
で
「
多
文
化
の
声
」
に
耳
を
傾
け
、
そ
の
場
に
あ
る
世

界
に
目
を
向
け
て
い
く
と
し
て
も
、
自
然
科
学
の
知
見
で
見
い
だ
さ
れ
た

物
理
的
制
約
（
例
え
ば
、
應
典
院
は
宇
宙
に
飛
ん
で
い
か
な
い
し
、
秋
田

住
職
は
時
速
100
キ
ロ
で
走
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
を
当
然
受
け
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
渥
美
（
２
０
０
３
）
が
、
生
命
現
象

や
社
会
現
象
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
「
物
語
科
学
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
さ
ら
に
研
究
対
象
の
あ
る
べ
き
姿
を
構
想
し
、
実
践
に
結
び
つ
け
て

い
く
と
い
う
「
設
計
科
学
」
を
志
向
す
る
体
系
で
あ
る
と
著
し
て
い
る
こ

と
も
参
考
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
注
意
す
べ
き
は
、
実
践
的
研

究
が
現
場
に
没
入
し
て
多
様
な
声
を
集
め
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
ら
を
匿

名
性
の
高
い
語
り（
非
人
称
的
言
説
）に
仕
上
げ
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
（
普
遍
的
）
と
は
言
え
な
く
て
も
、
ロ
ー
カ
ル
（
局
所
的
）

な
知
識
を
探
求
し
て
、
前
述
の
と
お
り
に
、
当
事
者
と
研
究
者
が
浸
っ
て

い
る
雰
囲
気
が
ど
ん
な
性
質
で
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
き
た
の

か
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
い
く
の
か
、
今
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、

徹
底
し
て
、
限
定
さ
れ
た
時
間
、
空
間
、
仲
間
の
性
質
、
す
な
わ
ち
ロ
ー

カ
リ
テ
ィ
ー
に
向
き
合
い
、
記
述
し
、
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
。

 

３
．
應
典
院
の
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
：

　
　
　
現
場
の
魅
力
を
紡
ぎ
出
す

　
で
は
、應
典
院
に
は
ど
ん
な
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
の
か
。
と
り
わ
け
、

「
ひ
と
が
、
集
ま
る
」「
い
の
ち
、
弾
け
る
」「
呼
吸
す
る
、
お
寺
」
と
い
う
、

應
典
院
が
用
い
続
け
て
い
る3

つ
の
こ
と
ば
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
こ
れ

ら
の
こ
と
ば
は
、
既
に
多
く
の
方
に
と
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
は
じ
め
、
企
画
書
や
報
告
書
、
ま
た
チ
ラ
シ
や
会
報
、
さ
ら

に
は
そ
れ
ら
が
送
付
さ
れ
る
際
の
封
筒
、
ひ
い
て
は
新
聞
や
テ
レ
ビ
等
の

報
道
で
も
な
じ
み
の
あ
る
こ
と
ば
で
は
な
い
か
と
思
う
。
應
典
院
は
時
に

寺
院
が
地
域
社
会
に
、
時
に
寺
町
倶
楽
部
と
い
う
会
員
組
織
が
会
員
を
対

象
に
、
と
そ
の
活
動
の
枠
組
み
で
あ
る
か
ら
一
概
に
整
理
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
が
、
概
ね
こ
の3

つ
の
こ
と
ば
が
應
典
院
の
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
、

つ
ま
り
現
場
の
魅
力
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
「
ひ
と
が
、
集
ま
る
」
と
は
、
人
を
集
め
る
引
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
伝
え
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
ド
ロ
レ
ス
・
ハ
イ
デ
ン
と
い
う
米
国
の
建
築

学
者
は
、
多
民
族
・
多
文
化
社
会
で
あ
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
ま
ち
を

取
材
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
の
風
景
か
ら
地
域
へ
の
愛
着
を
抱

く
こ
と
を
「
場
所
の
力
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
。
應
典
院
は
、

先
般
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
の
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集
「
お
寺
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
時
代
」
で

も
、
ま
た
東
京
の
青
松
寺
で
應
典
院
を
紹
介
し
た
と
き
に
も
、
重
ね
て
「
日

本
で
一
番
若
者
が
集
ま
る
寺
」
と
謳
わ
れ
て
い
る
と
お
り
に
、
再
建1

年

目
の
夏
に
行
っ
た
演
劇
祭
を
契
機
に
し
て
年
間
約3

万
人
の
若
者
が
集
ま

り
、
さ
ら
に
１
９
９
８
年
に
開
始
し
た
コ
モ
ン
ズ
フ
ェ
ス
タ
を
は
じ
め
と

し
た
表
現
者
の
真
摯
な
姿
勢
が
、
應
典
院
と
い
う
空
間
で
流
れ
る
時
間
の

魅
力
と
も
言
え
る「
場
所
の
力
」を
今
日
ま
で
生
み
出
し
続
け
て
い
る
。
ち
ょ

う
ど
「
あ
い
つ
が
鍵
だ
」
と
、
人
が
も
の
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
反
転
と
し
て
、
主
体
の
対
象
へ
の
行
為
を
支
え
る
道
具
と
し
て
機

能
し
て
い
る
、
建
物
と
し
て
の
應
典
院
に
人
格
が
重
な
る
。

　
「
い
の
ち
、
弾
け
る
」
と
は
、
生
と
死
が
分
断
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
は
な

ら
な
い
、
と
す
る
死
生
観
へ
の
関
心
を
か
き
立
て
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
鷲
田

（
２
０
０
１
）
は
、関
心
と
は
ラ
テ
ン
語
で
「
あ
い
だ
に
い
る
こ
と
（inter-

est

）」
を
意
味
し
、
そ
う
し
て
誰
か
と
誰
か
、
誰
か
と
何
か
の
あ
い
だ
に
い

る
場
所
が
「
交
感
」
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
、
よ
く
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と

言
わ
れ
る
自
発
的
な
行
為
の
原
理
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
通
常
、

檀
家
が
い
て
成
り
立
つ
の
が
寺
院
で
あ
り
、
法
事
、
葬
式
な
ど
を
し
て
得

た
浄
財
を
運
営
に
充
て
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
な
い
應
典
院
は
、

場
所
を
開
い
て
、
そ
こ
に
集
ま
る
人
た
ち
を
現
代
的
に
救
済
し
て
い
く
あ

り
方
を
模
索
し
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
前
述
し
た
若
者
に
加
え
て
、
應

典
院
を
当
初
訪
れ
た
の
は
中
高
年
の
方
が
多
く
、
秋
田
住
職
主
催
に
よ
る

月
２
回
の
ト
ー
ク
サ
ロ
ン
に
来
ら
れ
た
方
々
の
知
恵
と
行
動
力
、
つ
ま
り

現
世
を
生
き
る
人
た
ち
の
関
心
の
「
交
感
」
が
、
そ
の
後
の
應
典
院
の
應

典
院
た
る
歴
史
や
文
化
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、「
現
代
版
の
お
布

施
の
か
た
ち
」
と
な
っ
て
、
應
典
院
と
い
う
場
所
に
お
け
る
活
動
の
主
体

と
対
象
、
そ
し
て
そ
の
成
果
を
多
様
な
も
の
に
し
て
き
た
。

　
「
呼
吸
す
る
、
お
寺
」
と
は
、
地
域
資
源
と
し
て
の
寺
院
が
本
来
果
た
す

べ
き
役
割
を
模
索
す
る
姿
勢
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
章
で
述
べ
た

「
物
理
的
制
約
」
の
こ
と
に
立
ち
返
っ
て
み
れ
ば
、
建
物
が
呼
吸
す
る
は
ず

が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、こ
の
こ
と
ば
を
隠
喩
（
メ
タ
フ
ァ
ー
）

表
現
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
が
、そ
の
際
に
は
、菅
野
（
２
０
０
３
）
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が
詳
説
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
の
作
用
の
う
ち
、「
共
同
性
を
承
認
し
あ
い
、
お

互
い
が
住
む
こ
と
の
で
き
る
共
同
世
界
を
作
り
出
す
、
と
い
う
作
用
」
と

い
う
点
が
参
考
に
な
る
。1996

年
に
ま
と
め
ら
れ
た
應
典
院
の
「
コ
ン

セ
プ
ト
ブ
ッ
ク
」
に
は
、
お
よ
そ
「
寺
」
に
は
な
じ
み
の
な
い
こ
と
ば
が

網
羅
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
旧
来
の
寺
院
が
果
た
し
て
き
た
役
割
」

と
い
う
説
明
が
加
わ
れ
ば
合
点
が
い
く
、
そ
ん
な
糊
代
が
丁
寧
に
つ
け
ら

れ
て
い
た
よ
う
に
受
け
留
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
え
て
「
呼
吸
す
る
、

お
寺
」
と
い
う
隠
喩
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
應
典
院
が
社
会
的

に
果
た
す
べ
き
ル
ー
ル
や
、
分
業
の
あ
り
方
、
ま
た
活
動
を
支
え
る
道
具

と
し
て
の
性
質
な
ど
、
す
べ
て
を
包
括
し
て
、
よ
い
成
果
を
導
き
出
し
て

い
く
拠
点
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
宣
言
し
た
の
だ
。

 

４
．
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
か
ら
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
へ
：

　
　
　
應
典
院
か
ら
の
発
信

　
日
本
で
一
番
変
わ
っ
た
寺
と
言
え
な
く
も
な
い
「
應
典
院
」、
そ
れ
は
350
年

ほ
ど
続
く
寺
院
を
、
１
９
９
７
年
に
再
建
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
墓
場
」「
葬

式
」「
丸
儲
け
」
と
い
っ
た
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
破
ろ
う
と
決
意
し

た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
言
え
な
く
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
な

い
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
既
に
９
年
の
実
践
を
経
て
、
應
典
院
も
進
化
す
る
と
同
時
に
、

他
の
寺
院
、
他
の
施
設
、
他
の
主
体
も
進
化
を
重
ね
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
は
、
意
図
が
あ
る
か
な
い
か
は
別
に
し
て
、
何
ら
か

の
相
互
作
用
が
あ
っ
た
と
捉
え
る
の
が
素
直
な
感
覚
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
実
践
と
研
究
と
が
架
橋
さ
れ

る
上
で
、も
っ
と
も
重
要
と
言
え
る
観
点
が
「
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
」

だ
。
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
と
は
、
生
々
し
い
記
録
を
少
々
抽
象
化

し
て
、
他
の
場
所
・
時
代
に
伝
播
さ
せ
て
い
く
た
め
の
素
材
と
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
実
践
の
意
義
を
整
理
す
る
上
で
、
抽
象
さ
と
曖
昧
さ
が
時

に
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
両
者
は
全
く
異
な
る
。
曖
昧
に
あ
る
事
象

を
記
録
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
曖
昧
に
し
て
問
題
と
お
ぼ
し
き
事
態
を
放

置
し
て
お
く
こ
と
な
ど
、
当
事
者
と
実
践
家
が
と
も
に
現
場
で
（
研
究
と

い
う
名
の
）
実
践
に
取
り
組
む
上
で
、
次
の
一
手
を
探
る
運
命
「
協
働
」

体
で
あ
る
以
上
は
、
双
方
の
信
頼
を
揺
る
が
せ
、
次
の
一
手
の
展
開
可
能

性
と
も
言
え
る
「
最
近
接
発
達
領
域
」（Engeström

・
１
９
８
７
）
を

狭
め
る
た
め
で
あ
る
。

　
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
で
は
、
お
互
い
に
そ
れ
ま
で
は
気
づ
く

こ
と
の
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
を
「
二
次
モ
ー
ド
」
に
至
る
、
と

表
現
し
、
そ
の
気
づ
か
ざ
る
前
提
の
な
か
で
活
動
し
て
い
た
と
き
を
「
一

次
モ
ー
ド
」
と
呼
ぶ
。「
一
次
モ
ー
ド
」
は
「
二
次
モ
ー
ド
」
に
な
っ
て
は

じ
め
て
、「
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
気
づ
く
段
階

で
あ
り
、
日
常
会
話
で
は
「
腑
に
落
ち
た
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
ら
わ
さ

れ
た
瞬
間
が
、「
一
次
モ
ー
ド
」
か
ら
「
二
次
モ
ー
ド
」
に
変
わ
っ
た
と
き

で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
と
は
、
こ
の
「
一
次
モ
ー
ド
」
と

「
二
次
モ
ー
ド
」
の
顕
在
化
を
、
ロ
ー
カ
ル
な
現
場
ど
う
し
の
あ
い
だ
で
相

互
に
し
あ
う
と
い
う
こ
と
と
も
言
え
、
決
し
て
時
を
越
え
、
未
来
永
劫
有

効
な
知
識
と
し
て
伝
統
を
重
ね
て
い
く
言
説
の
交
換
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
と
気
づ
い
て
、
自
ら
が

身
を
置
く
環
境
を
よ
り
よ
い
雰
囲
気
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
決
し
て

そ
れ
は
離
れ
た
場
所
と
場
所
の
あ
い
だ
の
み
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

仲
間
と
仲
間
の
あ
い
だ
、
例
え
ば
ス
タ
ッ
フ
と
ス
タ
ッ
フ
の
あ
い
だ
、

イ
ン
ナ
ー
ロ
ー
カ
ル
で
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　
今
回
、
こ
の
よ
う
に
記
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
新
主
幹
に
着
任
と

い
う
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
こ
の
機
会
に
際
し
て
、
主
幹
が
浸
っ
て
き
た
研

究
モ
ー
ド
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
伝
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
同
時

に
、
研
究
モ
ー
ド
か
ら
新
た
に
應
典
院
と
い
う
雰
囲
気
に
浸
る
と
ど
の
よ

う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
向
き
合
い
た
か
っ
た
た
め
で

あ
る
。
そ
う
し
た
問
い
に
対
応
す
べ
く
、
サ
リ
ュ
の
一
画
に
名
付
け
た
名

前
は
應
典
院
「
解
題
」
で
あ
り
、
今
後
も
應
典
院
を
紐
解
く
研
究
者
た
ち

の
数
珠
繋
ぎ
の
皮
切
り
役
に
な
れ
た
と
し
た
ら
幸
甚
で
あ
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
通
常
「
縁
結
び
」
と
言
え
ば
、
男
女
の
恋
愛
を
指
す
と
思
わ
れ

る
が
、
仏
教
用
語
で
は
「
け
ち
え
ん
」
と
発
音
し
、
仏
門
に
入
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
のAN

DO

さ
ん
が2005

年3

月
の「
大
阪・

ア
ー
ト
・
カ
レ
イ
ド
ス
コ
ー
プ　

O
SAKA05

展
」
に
て
着
想
し
た
よ
う

に
、應
典
院
（outenin

）
を
ロ
ー
マ
字
標
記
す
れ
ば
「out

とin

（
内
と
外
）

の
あ
い
だ
にen

（
円
・
縁
）」
が
あ
る
と
い
う
、
こ
と
ば
遊
び
を
愉
し
め

る
雰
囲
気
に
す
っ
か
り
浸
り
つ
つ
執
筆
し
た
、
筆
者
に
よ
る
寺
院
と
大
学
、

仏
教
と
研
究
と
の
縁
結
び
の
証
で
あ
り
決
意
表
明
で
あ
る
。

【
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献
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ダ
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光
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「
ひ
と
」
と
「
場
」
の
交
差
点
…
…

應
典
院
に
つ
き

呼
吸
す
る
お
寺
・
應
典
院
の
、
1
月
〜
4
月
の
活
動
記
録
で
す
。

関
連
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
な
ど
も
併
せ
て
報
告
し
ま
す
。

應典院につき

８
日
・
生
駒
市
人
権
協
議
会
の
講
演
を

住
職
が
述
べ
る
。
應
典
院
の
青
少
年

活
動
に
つ
い
て
。

10
日
・
應
典
院
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
シ
ネ
マ

第
３
弾「
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
」、

満
場
の
119
名
参
加
。

11
日
・
大
阪
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
の
社
会

起
業
家
フ
ェ
ス
を
應
典
院
で
。
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
住
職
が
参
加
。

14
日
・
石
井
聰
亙
の
実
行
委
員
会
３
回

目
。
新
た
に
橋
本
鏡
子
さ
ん
が
メ
ン

バ
ー
に
参
加
。

15
日
・
演
劇
祭
の
参
加
劇
団
と
の
初
顔

合
わ
せ
。

16
日
・
日
経
新
聞
の
住
職
取
材
。

19
日
・
ケ
ア
す
る
人
の
ケ
ア
の
セ
ミ
ナ
ー

で
、住
職
が
分
科
会
と
全
体
会
に
出
講
。

21
日
・
大
蓮
寺
帰
敬
式
。
新
主
幹
の
山

口
も
満
行
。

22
日
・
春
彼
岸
法
要
。
山
口
、
日
高
が

奉
仕
。
本
堂
ホ
ー
ル
で
は
、
大
阪
府

の
Ｃ
Ｂ
ア
ワ
ー
ド
の
授
賞
式
挨
拶
を

池
野
が
行
う
。

27
日
・
上
町
台
地
マ
イ
ル
ド
Ｈ
Ｏ
Ｐ
Ｅ

ゾ
ー
ン
協
議
会
の
参
加
団
体
32
が
参

集
、
全
体
の
方
向
性
を
確
認
す
る
。

住
職
が
参
加
。夜
は
死
生
塾
3
回
目
。

4
月
か
ら
の
「
ブ
ッ
ダ
カ
フ
ェ
」
の

構
想
を
小
僧
イ
ン
タ
ー
ン
・
日
高
が

発
表
。
学
術
的
な
側
面
か
ら
の
質
疑

で
血
祭
り
感
が
残
る
。

30
日
・
山
口
の
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

京
都
退
職
記
念
講
演
会
に
住
職
参

加
。
終
了
後
の
小
宴
で
挨
拶
を
述
べ

る
。
新
た
な
出
発
に
期
待
。

―

４　

月―

1
日
・
二
代
目
主
幹
山
口
洋
典
が
着
任
、

と
同
時
に
應
典
院
ブ
ロ
グ
開
始

2
日
・
第
10
回
な
に
わ
人
形
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
。
本
堂
ホ
ー
ル
で
は
ア
ニ
メ
「
頭
山
」

等
上
映
。フ
ァ
ン
の
み
な
ら
ず
若
者
多
数
。、

3
日
・
住
職
と
主
幹
の
年
頭
所
感
が
述
べ

ら
れ
る
。「
慈
悲
と
共
生
の
社
会
化
」「
利

他
的
人
間
の
育
成
」
を
目
指
す

4
日・昨
日
か
ら
超
博
さ
ん「
歌
う
キ
ネ
マ
」

公
演
。
ス
タ
ッ
フ
を
ご
招
待
い
た
だ
く
。

5
日
・
上
町
台
地
か
ら
ま
ち
を
考
え
る
会

理
事
会
。
夜
は
花
見
を
兼
ね
て
小
宴
。

６
日
・
事
務
所
内
の
大
改
造
開
始
。
高
津

宮
に
住
職
と
主
幹
が
挨
拶
。

10
日
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
シ
ネ
マ
に
つ
い

て
住
職
よ
り
解
説
。
公
共
上
映
の
可
能

性
を
確
認
。

11
日
・space

×dram
a2006

制
作
者

会
議
。
周
知
計
画
の
議
論
で
i
Ｐ
o
ｄ

を
住
職
・
主
幹
が
提
供
す
る
と
宣
言
。

12
日・小
僧
イ
ン
タ
ー
ン
日
高
主
催「
ブ

ッ
ダ
カ
フ
ェ
」
開
催
、
テ
ー
マ
は
「
お

金
儲
け
は
『
悪
』
か
？
」

18
日
・
本
堂
に
新
ス
ピ
ー
カ
ー
到
来

20
日
・
第
58
回
い
の
ち
と
出
会
う
会
。
ゲ

ス
ト
は
街
頭
紙
芝
居
師
・
古
山
千
賀
子

さ
ん
。
昭
和
初
期
制
作
の
手
描
き
紙
芝

居
が
披
露
さ
れ
る
。

21
日
・
ア
ー
ツ
と
仕
事
研
究
会
ス
タ
ー
ト
。

１
回
目
の
ゲ
ス
ト
は
Ｃ
Ｅ
Ｌ
の
弘
本
由

里
さ
ん
。

22
日
・
共
催
事
業
「
お
寺
de
サ
イ
エ
ン
ス

カ
フ
ェ
」
開
催
。
テ
ー
マ
は
「
宇
宙
航

空
材
料
か
ら
骨
疾
患
診
断
・
治
療
へ
：

自
由
な
発
想
と
役
に
立
つ
研
究
」。
ゲ

ス
ト
は
馬
越
佑
吉
さ
ん
。
阪
大
副
学
長

な
が
ら
、
あ
え
て
「
さ
ん
」
づ
け
で
呼

ぶ
こ
と
が
ル
ー
ル
と
さ
れ
た
、
気
軽
な

対
話
の
場
。
10
月
に
第
二
弾
を
予
定
。

24
日
・
小
僧
イ
ン
タ
ー
ン
２
号
蔵
田
翔
君

が
挨
拶
。
ま
だ
17
歳
の
初
々
し
い
青
年
。

真
夏
の
高
校
演
劇
の
祭
典
「
Ｈ
Ｐ
Ｆ
」

（「
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
・
プ
レ
イ
・
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」）
の
実
行
委
員
会

25
日
・
JR
福
知
山
線
脱
線
事
故
か
ら
1
年
、

追
悼
法
要
。

26
日
・
6
月
の
石
井
聰
亙
監
督
CC
上
映
会

の
プ
レ
企
画
が
コ
コ
ル
ー
ム
で
。
ス
タ

ッ
フ
3
人
参
加
。

27
日
・「
石
井
聰
亙
初
期
作
品DVD-

BO
X 

1
」
特
典
映
像
と
し
て
収
録
さ

れ
る
秋
田
住
職
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
収
録

28
日
・
住
職
・
主
幹
が
午
後
に
大
阪
府
と
大

阪
市
に
挨
拶
回
り
。
現
代
美
術
セ
ン
タ
ー

に
も
訪
問
。
夜
は
大
蓮
寺
に
て「
死
生
塾
」

開
催
。
住
職
が
問
題
提
起
。
中
世
か
ら
現

代
ま
で
の
、
日
本
仏
教
の
変
遷
と
、
現
代

の
仏
教
が
抱
え
る
課
題
と
可
能
性
に
つ
い

て
語
る
。
衣
装
と
空
間
の
演
出
が
鍵
と
な

っ
て
き
た
こ
と
で
、
一
同
納
得
。

30
日
・
上
町
台
地
か
ら
ま
ち
を
考
え
る
会

理
事
会
。
今
年
度
の
事
業
方
針
等
を
確

認
。
秋
に
空
堀
で
「
ま
ち
の
学
校
」。

―

1　

月―

５
日
・
新
年
互
礼
会
。
グ
ル
ー
プ
全
員

が
大
蓮
寺
本
堂
に
て
新
年
の
ご
回
向
。

19
日
・
京
都
造
形
芸
術
大
学
の
舞
台
芸

術
学
科
で
、
應
典
院
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
劇
場
の
活
動
を
住
職
が
講
演
。

24
日
・
昨
年
の
カ
レ
イ
ド
ス
コ
ー
プ
の
報

告
書
作
成
の
た
め
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
取

材
。夜
は
寺
町
倶
楽
部
の
運
営
委
員
会
。

再
度
新
年
度
の
方
針
を
述
べ
る
。

25
日
・
小
僧
イ
ン
タ
ー
ン
の
日
高
主
宰

の
「
若
者
に
よ
る
仏
教
講
座
」。
参

加
は
３
名
だ
っ
た
が
、
な
か
な
か
実

の
あ
る
議
論
が
。

27
日
・
住
職
、
池
野
、
大
塚
、
田
中
と

ブ
レ
ー
ン
と
し
て
西
島
宏
さ
ん
、
山

口
洋
典
さ
ん
６
名
で
東
京
へ
。
夜
は

品
川
の
お
す
し
屋
さ
ん
で
パ
ー
テ
ィ
ー
。

28
日
・
東
京
・
青
松
寺
「
仏
教
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
塾
」
に
て
、
應
典
院
の
全
貌
を

紹
介
、
ゲ
ス
ト
は
東
大
大
学
院
の

汐
見
稔
幸
さ
ん
。満
場
の
200
名
の
聴
講
。

30
日
・
ス
タ
ッ
フ
会
議
で
、
新
年
度
よ

り
新
主
幹
に
山
口
洋
典
さ
ん
の
新
人

事
が
発
表
。
午
後
は
住
職
が
都
市
協

会
の
取
材
で
、
阪
大
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
・
セ
ン
タ
ー
渥
美

公
秀
助
教
授
と
対
談
。
夜
は
大
蓮
寺

で
第
一
回
死
生
塾
。
学
び
の
ネ
タ
の

ア
イ
デ
ア
出
し
会
議
。

―

2　

月―

１
日
・
石
井
聰
亙
初
期
作
品
上
映
実
行

委
員
会
２
回
目
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
初
期
の

傑
作
「
シ
ャ
ッ
フ
ル
」
を
鑑
賞
。

６
日
・
カ
レ
イ
ド
ス
コ
ー
プ
で
協
働
し

た
、
ア
ー
ト
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
の
反

省
会
。

７
日
・
上
町
台
地
マ
イ
ル
ド
Ｈ
Ｏ
Ｐ
Ｅ

ゾ
ー
ン
事
業
た
め
の
懇
談
会
に
住
職

が
出
席
。
大
阪
市
住
宅
局
の
方
々
と

今
後
の
組
織
運
営
の
あ
り
方
に
向
け

て
意
見
交
換
。

12
日
・
大
阪
高
齢
者
生
活
協
同
組
合
に
よ

る
文
化
祭
開
催
。
應
典
院
協
力
事
業
。

13
日
・
真
宗
大
谷
派
堺
組
の
講
演
、
應

典
院
の
活
動
を
住
職
が
述
べ
る
。

15
日
・
映
画
「
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
」

の
試
写
会
に
住
職
と
大
塚
が
参
加
。

16
日
・
い
の
ち
と
出
会
う
会
。

25
日
・
大
久
保
英
治
さ
ん
の
作
品
展
を
、

住
職
と
池
野
が
見
学
。
岡
山
県
、
奈

義
か
ら
津
山
を
走
破
。

27
日
・
死
生
塾
第
二
回
。
住
職
・
小
僧

イ
ン
タ
ー
ン
が
参
加
す
る
勉
強
会
。

「
エ
ン
ゼ
ル
メ
イ
ク
と
グ
ル
ー
プ
・

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
」
と
題
し
て
山
口

が
問
題
提
起
。
実
は
、
一
週
間
後
の

講
演
の
予
行
演
習
。
大
阪
市
大
の
山

口
悦
子
医
師
な
ど
が
論
理
的
に
「
つ

っ
こ
み
」
知
的
な
議
論
に
浸
る
。

―

3　

月―

１
日
・
な
に
わ
人
形
芝
居
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
の
準
備
会
。
三
千
仏
堂
で
主
な

参
加
団
体
が
集
ま
っ
て
、
気
炎
を
上

げ
る
。
住
職
が
参
加
。

２
日
・
同
じ
く
人
形
芝
居
の
下
寺
町
の

運
営
委
員
会
を
開
催
。
全
寺
院
の
住

職
ら
が
集
ま
っ
て
実
施
の
最
終
確

認
。
事
務
局
担
当
の
住
職
が
進
行
。

３
日
・
企
業
メ
セ
ナ
協
議
会
の
セ
ミ
ナ

ー
に
住
職
と
大
塚
が
参
加
。

5
日
・「
関
西
エ
ン
ゼ
ル
メ
イ
ク
研
究

会
」
に
参
加
。
第
二
回
死
生
塾
で
の

内
容
か
ら
の
進
化
に
住
職
感
嘆
。
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　　メール info@outenin.com

いのちと出会う会
第59回　5月18日（木）
「生きるとは夢を持って歩き続けること」
　話題提供者：奥塚明さん

●
第60回　6月15日（木）
「再びいのち生かされて」
　話題提供者：南吉一さん

（「在宅ホスピスあおぞら」主宰・医師）
●

第61回　7月20日（木）
「野宿から立ち直って」
　話題提供者：よがふくさん

（NPO法人BMG社会福祉サービス監事）

※いずれも第３木曜日18:30～21:00まで
参加費1,000円

應典院コミュニティシネマVOL.4
「ダライ・ラマの般若心経」

仏教最高の経典のひとつ「般若心経」の心を、世
界で最も著名な仏教者・ダライ・ラマ14世がカメ
ラに向かって分かりやすく解き、インド国内の仏
教的生活を送るチベットの人々を訪ね歩く秀逸な
ドキュメンタリー映画「ダライ・ラマの般若心経」
上映。上映後は文化人類学者・上田紀行さんがグ
ローバル仏教の未来を語るトークショーがありま
す。詳しくは同封のチラシをご覧ください。

○日時：6月 3日（土）13:00開会
  13:30～ 14:40　映画「ダライ・ラマの般若心経」上映
  15:00～ 16:30　上田紀行さんのトーク
＊終了後、ゲストを囲んでワンコイン交流会がありま
す（500円）。

○参加費：1,800 円（一般）
　　　　　1,500 円（会員・学生）
＊参加予約はメール、FAXで受け付けます。定員100
名になり次第、締め切ります。申込予約多数の場合に
は当日入場をお断りすることがあります。

應典院コミュニティシネマVOL.5
「シネマロックデイズ & ナイツ IN 應典院

～石井聰亙・監督生活30年の閃光～」
ロック、スピード、バイオレンス…1976年、
若者たちの熱烈な支持によってデビュー
した石井監督。当時、大量宣伝・大量消
費型の大作映画がもてはやされる中、小
さくても作家性に富み、独自の製作や上
映を目指したスタイルは、現在のインデ
ィーズ・シネマの原点といっても過言で
はないでしょう。19歳にして独自の映画
システムを創り上げ、8ミリから35ミリ、
デジタルへとそのスタイルを自在に進化
させてきた、その監督生活30年を記念し
て、初期作品群のデジタル版完全上映が
実現。いま映画を目指す若者たちへ、そ
して、映画を愛するすべての人へ、この
上映会を贈ります。

○日時　6月 23 日（金）～ 25 日（日）
上映プログラム
◎23日「ishii SOGO〈爆裂〉ナイト！」
 Aプログラム19：00～ 22：30
◎ 24日「完全制覇！石井聰亙、監督30年の全貌」
 Bプログラム13：00～ 15：50
 Cプログラム16：30～ 18：10
 Dプログラム19：30～ 22：40
◎ 25日「映画、そして至高の物語」
 Eプログラム13：30～ 16：30
○料金 Aプログラム3,500円（パーティ参加費含）
　　　　 Bプログラム2,000円（学生1,800円）
　　　 　C～Eプログラム1,800円（学生1,500円）
  ※詳細は應典院寺町倶楽部まで。

今年も開催！「space×drama2006」
 
６月29日～８月30日の２ヶ月間、若手６劇団（本誌ｐ14・
15参照）による演劇公演が應典院を熱くします。昨年から
さらなる進化を遂げようとするS×Dの情報は、space×
drama2006 公式WEBサイトにアクセスしてください。

http://sd2006.net
（5月下旬オープン予定）

10年を目前に、新年度應典院にもたらされた多くの変化のうち3つご紹介。
その１．毎日の應典院内部の動きとスタッフのつぶやき

を綴るブログが立ち上がったこと。
その２．スタッフルームが機能的で美しくなったこと。
その３．ことば遊びの楽しみにスタッフ一同？目覚め始

めたこと。
　新主幹の登場から1ヶ月を迎える5月の應典院。薫風の
ように心地よい清新な風が吹いています。（大塚）

日々、應典院に集う演劇の仲間たちと語り合うと、つく
づく、應典院が持つ「場」としての求心力を実感します。

演劇に関わる若者たちにとって、この應典院は劇場を超え
て、ある種、研鑽と実践の場であると、ある劇団の主宰は
いいます。自ら創意工夫をもって、應典院という「場」と
対峙する必要がある。だから、自分たちは、ここで演劇を
するのだと…。今年も應典院舞台芸術祭「space×drama」
の季節がまもなくやってきます。若者たちの創意工夫と魂
の鼓動が、凄まじい熱気となって、真夏の應典院を灼熱の
太陽の如くつつむことでしょう。（城田）

はじめての共同作業、ということばに違和感を抱き、
大阪日日新聞のコラムでそのことに触れたことがあ

ります。共同というのは、同じもの、ことが集められた、
ということを指すためです。應典院の主幹に着任してスタッフ
たちと行っているのは共同作業ならぬ協働仕事で、ちょっ
と違うもの、こと、ひとのつながりをうまくつけようと、
それぞれ日々ことばを重ね、キーボードを叩き、身体を動
かしています。これから定期的に鮮度の高い情報を載せて、
皆さまのお手元にお届けしていこうとの決意を抱きつつ編
集人に着任させていただいたこの「サリュ」、その発送にあっ
ては共同作業のたまものであったりするのです。（山口）

＜次号 49号は…＞

　　2006 年 8月発行予定

【特集】：コミュニティシネマ

寺院が映画に取り組む意
義は何か？映画と演劇の
違いは何か？映画を支え
る製作・配給・上映とい
った社会システムを再構
築していくための次の一
手は？應典院と映画にま
つわる関係を、「ダライ・
ラマの般若心経（劇場版）」
と石井聰亙初期作品上映
会から明らかにします。
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Top Interview

弥
陀
の
は
か
ら
い
に
導
か
れ
、

「
あ
る
が
ま
ま
」
に

願
い
に
寄
り
添
う
。

 対
談
：
【
新
年
度
を
迎
え
て
】

應
典
院
の
時
代
を
つ
な
ぐ

イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ 

space

×dram
a2006

参
加
劇
団
横
顔
紹
介

應
典
院
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
シ
ネ
マ
・
シ
リ
ー
ズ

第
３
弾

「
ザ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
」

プ
レ
ミ
ア
上
映
会
が
問
う
た
こ
と

應
典
院
解
題

應
典
院
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ

「
ひ
と
」
と
「
場
」
の
交
差
点

應
典
院
に
つ
き

弟子たちよ、おまえたちは、おのおの、
自らを灯火［ともしび」］とし、
自らをよりどころとせよ、
他を頼りとしてはならない。
この法を灯火とし、よりどころとせよ、
他の教えをよりどころとしてはならない。

仏教聖典「ブッダ・最後の教え」より

414162430
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