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今
年
も
真
夏
の
甲
子
園
球
場
に
サ
イ
レ
ン
の
音
が
響
き
渡
り
、選
手
や
監
督
、

そ
し
て
ス
タ
ン
ド
の
大
観
衆
も
一
斉
に
立
ち
上
が
り
黙
祷
し
ま
し
た
。
幼
い
こ
ろ

か
ら
ず
っ
と
見
て
き
た
光
景
で
す
。
昭
和
十
六
年
、理
由
を
明
か
さ
れ
ぬ
ま
ま
、

学
生
生
徒
の
ス
ポ
ー
ツ
の
全
国
大
会
を
禁
止
す
る
と
い
う
通
達
が
出
さ
れ
、そ
の

後
は
戦
況
の
悪
化
と
と
も
に
多
く
の
野
球
選
手
が
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
聞
い
て
い
ま
す
。
今
年
は
戦
後
七
〇
年
の
年
、
少
し
ず
つ
失
わ
れ
て
い
く
記
憶

を
、次
に
つ
な
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
時
が
き
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

檀
信
徒
会
館
・
文
由
閣
が
竣
工
し
て
か
ら
早
三
カ
月
、す
で
に
多
く
の
方
に

東
長
寺
の
新
し
い
供
養
の
形
、結
の
会
に
ご
入
会
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ま
に

ご
理
解
い
た
だ
け
る
か
ど
う
か
、多
少
の
不
安
を
感
じ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、今

や
っ
と
胸
を
な
で
下
ろ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

文
由
閣
の
完
成
披
露
の
際
に
は
、ご
尽
力
い
た
だ
い
た
設
計・
建
築
業
者
の
皆

さ
ま
、仏
具
・
内
外
装
を
製
作
い
た
だ
き
ま
し
た
職
人
の
皆
さ
ま
を
お
招
き
し
、

完
成
の
日
ま
で
出
会
う
こ
と
の
な
か
っ
た
方
々
が
一
堂
に
会
し
ま
し
た
。
互
い
に

喜
び
を
分
か
ち
合
い
つ
つ
、完
成
ま
で
の
多
難
の
時
期
を
振
り
返
り
、各
関
係
者

の
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
お
言
葉
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

　

技
を
極
め
た
方
々
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
金
言
の
数
々
に
は
ひ
た
す
ら
感
銘
を

受
け
、季
節
も
相
ま
っ
た
そ
の
熱
い
夜
の
こ
と
は
生
涯
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
私

の
新
た
な
出
発
点
と
し
て
強
く
心
に
刻
ま
れ
ま
し
た
。

住
職
挨
拶 

記
憶
の
種
が
芽
吹
く
と
き
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こ
の
度
、文
由
閣
建
立
な
ら
び
に
結
の
会
を
発
足
し
た
こ
と
が
、私
に
と
っ
て

僧
侶
と
し
て
の
原
点
と
な
り
ま
し
た
。
東
長
寺
で
は
こ
の
新
た
な
門
出
を
記
念

し
、﹁
回え

こ
う向

─
つ
な
が
る
縁
起
﹂
展
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
東
長
寺
が
文
由

閣
建
立
な
ら
び
に
結
の
会
発
足
に
込
め
ま
し
た
想
い
、さ
ら
に
は
今
後
の
東
長
寺

の
活
動
の
一
端
、そ
の
所
信
表
明
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
か
と
存
じ
ま
す
。

　

本
展
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ト
ー
ク
を
お
願
い
し
た
現
代
美
術
家
の
蔡さ

い
こ
っ
き
ょ
う

國
強
氏
と
の

付
き
合
い
は
長
く
、初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
母
に
連
れ
ら
れ
て
彼
の
作
品
制
作
を

手
伝
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
た
と
き
の
こ
と
、私
が
ま
だ
一
〇
歳
の
こ
ろ
で
し

た
。
中
国
大
陸
の
奥
地
、荒
涼
と
し
た
広
大
な
砂
漠
と
凍
え
る
ほ
ど
の
寒
さ
は
、私

の
心
象
風
景
の
ひ
と
つ
と
言
え
ま
す
。
か
の
地
で﹃
万
里
の
長
城
を
一
万
メ
ー
ト
ル

延
長
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹄に
参
加
し
、作
品
に
使
用
さ
れ
る
火
薬
の
火
種
を
地
面

に
植
え
て
い
く
と
い
う
お
手
伝
い
を
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
今
思
え
ば
、あ
の
体

験
で
何
か
の
種
を
植
え
ら
れ
て
い
た
の
は
私
の
方
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
お
り
ま

す
。
蔡
國
強
氏
は
火
薬
を
用
い
た
作
品
制
作
で
世
界
的
に
高
い
評
価
を
得
て
い
ま

す
が
、た
だ
美
し
い
作
品
を
つ
く
る
こ
と
に
終
始
せ
ず
、つ
ね
に
作
品
を
介
し
て
世

界
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
提
起
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
自
身
も
東
長
寺

を
通
し
て
人
々
が
社
会
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
け
る
よ
う
、活
動
を
し
て
ま
い
り
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、幼
い
な
が
ら
に
植
え
ら
れ
た
あ
の
記
憶
の
種
が
、い
ま
少
し

ず
つ
芽
を
出
し
て
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
も
な
く
秋
の
お
彼
岸
と
な
り
ま
す
。
文
由
閣
の
紅
葉
も
今
よ
り
色
づ
き
始

め
、寒
さ
が
増
す
に
つ
れ
見
ご
ろ
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
山
内
一
同
、皆
さ
ま
の

御
参
詣
を
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

 

合
掌

東
長
寺
住
職    

瀧
澤
遥
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開
眼
法
要
と
は
、仏
像
、仏
画
や
位
牌
、仏
壇
、墓
な
ど
を
新
た
に
設
置
す
る
際
に
行
う
法
要
で
、

魂
入
れ
、点て
ん
げ
ん眼

な
ど
と
も
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
仏
像
を
つ
く
る
際
、最
後
に
眼
を
描
く
こ
と
が
儀

式
化
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、現
在
は
、す
で
に
眼
も
描
か
れ
完
成
し
た
仏
像
な
ど
に
魂
を
入
れ
る
と

い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

文
由
閣
で
は
、慈じ

が
く
ど
う

嶽
堂
阿
弥
陀

如
来
像
と
、龍

り
ゅ
う
じ
ゅ
ど
う

樹
堂
地
蔵
菩
薩
像

の
ふ
た
つ
の
開
眼
法
要
を
執
り
行

い
ま
し
た
。
導
師
は
、
東
長
寺
前

住
職
・
現
真
光
寺
住
職
で
あ
る
岡

本
和
幸
老
師
。お
唱
え
す
る
経
は
、

﹁
如
来
十
号
﹂。こ
れ
を
も
っ
て
、両

仏
像
に
魂
が
入
り
、真
に
文
由
閣

の
完
成
を
迎
え
ま
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日 

文
由
閣
初
日

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日
に
文
由
閣
は
竣
工
を
迎
え
ま
し
た
。
す
べ
て
の
行
持
に
先
立
ち
、同
日
執
り
行
わ
れ
た
の
が
、開
眼
法
要
と
先
住
忌
で
す
。

開か

い

げ

ん

ほ

う

よ

う

眼
法
要



文
由
閣
竣
工
の
六
月
八
日
は
先

代
住
職
、
東
長
三
十
三
世
重
興

慈
嶽
和
夫
大
和
尚
の
命
日
で
も

あ
り
ま
す
。
開
眼
法
要
に
引
き
続

き
、先
住
忌
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

　

慈
嶽
和
夫
大
和
尚
が
現
在
の

本
院
を
竣
工
さ
せ
た
の
が
平
成
元

年
。
住
職
就
任
と
同
時
に
新
堂

建
立
の
機
会
に
恵
ま
れ
、新
時
代

の
幕
が
開
け
ま
し
た
。
四
半
世
紀

の
時
を
超
え
、東
長
寺
は
奇
し
く

も
歴
史
の
足
跡
を
辿
る
か
の
よ
う

に
、同
じ
機
会
を
授
か
り
ま
し
た
。

遺
弟
で
あ
る
慈
舟
遥
風
和
尚
が

住
職
に
就
任
す
る
と
と
も
に
、文

由
閣
が
誕
生
し
た
の
で
す
。
六
月

八
日
、こ
の
日
は
未
来
の
東
長
寺

の
始
ま
り
の
日
で
あ
り
、ま
た
先

代
の
想
い
が
継
が
れ
た
運
命
的
な

日
に
な
り
ま
し
た
。

　

導
師
は
、開
眼
法
要
と
同
じ
く
、

岡
本
和
幸
老
師
。

文
由
閣
と
地
蔵
袈
裟

文
由
閣
竣
工
に
際
し
、新
し
い
御
袈
裟
を
製
作
い
た
し
ま
し

た
。
意
匠
様
式
は
龍
樹
堂
地
蔵
菩
薩
に
ち
な
ん
だ﹁
地
蔵

袈
裟
﹂を
採
用
し
ま
し
た
。
濃
い
色
の
縁
と
そ
の
内
布
の
接

ぎ
で
構
成
さ
れ
た
模
様
で
、お
地
蔵
様
が
よ
く
継
ぎ
接
ぎ

の
衣
を
ま
と
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
そ
う

で
す
。
縁
は
織
り
唐
草
の
絹
地
、
内
布
は
三さ

ん
ぼ
ん
ろ

本
絽
。
三
本

絽
と
は
、横
糸
三
本
お
き
に
縦
糸
を
交
差
さ
せ
て
織
る
こ
と

で
、横
方
向
に
透
き
目
を
つ
く
る
織
り
方
で
す
。
龍
樹
堂
に

ち
な
み
龍
の
絵
柄
が
入
り
ま
し
た
。
ま
た
龍
樹
菩
薩
は
大

乗
仏
教
の
祖
、空く

う

を
説
い
た
方
で
す
。
そ
れ
に
ち
な
み
雲
や

空そ
ら

も
描
か
れ
、そ
の
世
界
観
が
表
現
さ
れ
ま
し
た
。

　

製
作
は
、京
都
の
法
衣
仏
具
製
作
店﹁
株
式
会
社
松
本

屋
﹂の
手
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
の
度
は
皆
さ
ま
よ
り
こ
の

御
袈
裟
を
新
調
賜
り
、開
眼
法
要
の
際
に
山
内
僧
侶
が
ま

と
い
ま
し
た
。
皆
さ
ま
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

先せ

ん

じ

ゅ

う

き

住
忌
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に
、﹁
結
の
会
﹂の
募
集
も
始
ま
り
、法
要
や
納
骨
式
も
す
で

に
執
り
行
う
な
ど
文
由
閣
は
動
き
始
め
て
い
ま
す
。

　

文
由
閣
は
檀
家
の
皆
さ
ま
、縁
の
会
の
皆
さ
ま
の
お
力
添

え
で
建
立
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
協
力
い
た
だ
き
ま

し
た
皆
さ
ま
に
は
、あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ご
法
要
や
お
参
り
に
お
越
し
の
際
に
は
、ぜ
ひ
お
立
ち
寄

り
い
た
だ
き
、現
代
技
術
を
使
っ
た
建
築
と
伝
統
工
芸
に
彩

ら
れ
た
仏
具
を
ご
覧
い
た
だ
け
た
ら
と
存
じ
ま
す
。
皆
さ
ま

の
お
越
し
を
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

 

東
長
寺
檀
信
徒
会
館﹁
文
由
閣
﹂館
長　

手
島
涼
仁

　

酷
暑
の
中
、文
由
閣
を
取
り
囲
む
木
々
に
水
や
り
を
し
て

い
る
夕
刻
、車
の
排
気
ガ
ス
に
も
負
け
ず
咲
い
て
い
る
花
々
を

見
て
い
る
と
、心
が
軽
く
な
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

劣
悪
な
環
境
の
下
で
は
、想
定
し
て
い
た
ほ
ど
に
は
元
気
で
は

な
い
様
子
。こ
れ
か
ら
一
年
、冬
の
間
は
枯
れ
て
い
る
状
態
に
な

り
ま
す
が
、春
先
か
ら
梅
雨
時
に
新
芽
が
出
て
、夏
に
ま
た
き

れ
い
な
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
願
っ
て
い
ま
す
。

　

文
由
閣
が
竣
工
し
て
か
ら
も
う
す
ぐ
三
カ
月
が
経
と
う

と
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
、こ
れ
か
ら
何
十
年
も
運
営
し
て
い

く
準
備
段
階
に
あ
り
、﹁
あ
れ
が
足
り
な
い
﹂﹁
こ
こ
を
こ
う
し

た
い
﹂な
ど
、日
々
確
認
を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
同
時

文
由
閣
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
始
動

文
由
閣
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
報
告

東
長
寺
で
は
、こ
れ
か
ら
日
本
の
文
化
の
源
泉
で
あ
る
伝
統
技
術
や
地
方
の
環

境
、人
材
に
対
し
て
、広
く
協
働
活
動
と
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
現
在
進
行

中
の
も
の
や
こ
れ
か
ら
始
動
す
る
も
の
、ま
た
こ
ん
な
こ
と
を
行
っ
て
み
た
い
な
ど
、

行
う
地
域
や
場
所
、協
働
す
る
人
、そ
し
て
そ
の
内
容
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、

今
後﹃
萬
亀
﹄誌
上
に
て
、ご
報
告
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
今
回
は
地
方
寺
院
の

樹
林
葬
墓
苑
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
、震
災
復
興
の
一
助
と
し
て
の
宮
城
県
気
仙
沼

で
の
活
動
報
告
で
す
。

気
仙
沼
震
災
復
興
報
告
会

清
凉
院
副
住
職 

三
浦
賢
道
師
と
、シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会︵
S
V
A
︶気
仙
沼

事
務
所
職
員
の
笠
原
一
城
が
、東
日
本
大
震
災
以
降
の
当
地
で
行
っ
た
活
動
の
報
告
、今

後
の
活
動﹁
あ
つ
ま
れ
、浜
わ
ら
す
！
﹂を
ご
紹
介
し
ま
す
。
震
災
の
記
憶
を
風
化
さ
せ
ず
、

そ
し
て
未
来
へ
羽
ば
た
く
子
ど
も
た
ち
に
思
い
を
馳
せ
る
た
め
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●   

日
程
：
9
月
23
日［
水
・
祝
］

●   

時
間
：
11
時
45
分
、12
時
45
分
、13
時
45
分
、14
時
45
分
の
4
回
実
施 

＊
各
回
30
分
程
度

●   

場
所
：
文
由
閣
三
階 

講
堂

●   

お
申
し
込
み
不
要



真
光
寺
樹
林
葬
墓
苑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

真
光
寺
は
、千
葉
県
袖
ケ
浦
市
に
あ
る
曹
洞
宗
寺
院
。
東
長
寺
前
住
職
の
岡
本
和
幸

師
が
住
職
を
務
め
て
い
ま
す
。
真
光
寺
は
平
成
十
八
年
か
ら
真
光
寺
縁
の
会
墓
苑
と
し

て﹁
樹
木
葬
﹂を
行
っ
て
お
り
、現
在
約
一
、五
〇
〇
名
の
方
と
永
代
供
養
の
お
約
束
を
し

て
い
ま
す
。
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、そ
の
樹
木
葬
墓
苑
の
一
角
を
東
長
寺
専
用
の
埋

葬
地
と
し
、遺
骨
を
分
骨
し
て
文
由
閣
内
納
骨
堂
と
こ
の
樹
林
葬
墓
苑
に
埋
葬
を
行
う

﹁
両
墓
制
﹂と
い
う
葬
送
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
現
在
、埋
葬
予
定
地
を
岡
本
住
職
は
じ

め
真
光
寺
の
職
員
が
整
備
中
で
す
。

あ
つ
ま
れ
、浜
わ
ら
す
！

二
〇
一
一
年
三
月
、現
代
に
生
き
る
私
た

ち
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
経
験
を
し
ま
し

た
。
東
長
寺
で
は
、東
日
本
大
震
災
の
二

カ
月
後
よ
り
避
難
所
と
な
っ
て
い
る
宮

城
県
気
仙
沼
市
本
吉
町
の
清
凉
院︵
三

浦
光
雄
住
職
︶に
通
い
な
が
ら
、被
災
者
の

方
々
と
と
も
に
復
興
の
お
手
伝
い
を
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
四
年
半
、

現
地
で
の
復
興
活
動
は
ま
だ
ま
だ
続
い

て
お
り
ま
す
が
、
東
長
寺
が
本
年
よ
り

関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
活
動

を
ご
紹
介
し
ま
す
。
そ
れ
が﹁
あ
つ
ま
れ
、浜
わ
ら
す
！
﹂で
す
。
震
災
で
猛
威
を
振
る
っ

た
自
然
の
恵
み
を
も
う
一
度
見
直
す
活
動
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
自
然
体
験
活
動
を

通
じ
て
地
域
の﹁
自
然
・
人・
暮
ら
し
﹂に
関
わ
り
、﹁
生
き
る
力
﹂を
身
に
付
け
て
い
く
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
現
在
は
地
元
の
子
ど
も
た
ち
が
中
心
で
す
が
、東
長
寺
は
東
京
の
子

ど
も
た
ち
と
の
交
流
も
視
野
に
入
れ
、活
動
を
支
援
し
て
い
く
予
定
で
す
。

筏用の竹を運び出す

みんなで作った筏で海を走る本吉の子どもたち
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 ﹃
回え

こ

う向

│
つ
な
が
る
縁
起
﹄
展
開
幕

七
月
十
一
日︵
土
︶、﹁
結
の
会
﹂
発
足
と﹁
文
由
閣
﹂の

建
立
を
記
念
し
た
展
覧
会﹁
回
向

│
つ
な
が
る
縁

起
﹂
展
が
開
幕
し
ま
し
た
。
仏
教
用
語﹁
回
向
﹂に
焦

点
を
あ
て
、東
長
寺
が
新
た
に
提
案
す
る
、次
代
の
寺

院
の
あ
り
よ
う
を
ご
紹
介
す
る
も
の
で
す
。
主
会
場

は
、東
長
寺
本
院
の
向
か
い
に
位
置
す
る﹁
東
長
寺
文

化
局
Pピ
ー
ス
リ
ー

3
﹂。
開
幕
記
念
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
は
、
参
加

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
イ
ン
ゴ・
ギ
ュ
ン
タ
ー
氏
ら
が
集
い
、多

く
の
来
場
者
と
と
も
に
開
幕
を
お
祝
い
し
ま
し
た
。

　

翌
七
月
十
二
日︵
日
︶は
、横
浜
美
術
館
で
大
規
模

な
個
展
を
開
催
中
の
蔡さ

い
こ
っ
き
ょ
う

國
強
氏
を
迎
え
ト
ー
ク
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
。P
3
代
表 

芹
沢
高
志
、東
長
寺
住
職 

瀧

澤
遥
風
と﹁
記
憶
の
継
承
﹂を
テ
ー
マ
に
語
り
合
い
ま
し

た
。
二
十
数
年
前
、東
長
寺
は
、ま
だ
実
績
の
少
な
い
若

手
作
家
だ
っ
た
蔡
氏
と
、地
下
講
堂︵
現・
羅
漢
堂
︶に
あ
っ
た﹁
文
化
局
P
3
﹂を
拠

点
に
、展
覧
会﹃
原
初
火
球
﹄、中
国
で
の﹃
万
里
の
長
城
を
一
万
メ
ー
ト
ル
延
長
す

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹄な
ど
、数
々
の
先
駆
的
な
活
動
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

当
時
の
活
動
が
、現
在
の
自
分
の
原
点
に
な
っ
た
と
語
る
蔡
氏
に
対
し
、住
職
瀧
澤

は
、幼
少
期
に
触
れ
た
蔡
氏
の
芸
術
活
動
が
原
体
験
と
な
っ
て
、東
長
寺
が
次
代
の

文
化
づ
く
り
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く﹁
結
の
会
﹂や﹁
文
由
閣
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂の

構
想
が
育
ま
れ
た
と
語
り
ま
す
。
先
人
の
記
憶
が
継
承
さ
れ
、新
た
な
文
化
が
芽

生
え
る
。
展
覧
会
の
タ
イ
ト
ル﹁
回
向
﹂を
ま
さ
に
体
感
す
る
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
展
は
、︽
継
ぐ
︾︽
結
う
︾︽
紡
ぐ
︾︽
響
く
︾︽
繫
ぐ
︾︽
続
く
︾の
六
つ
の
観
点
か

ら﹁
回
向
﹂を
捉
え
、三
カ
月
に
わ
た
り
五
感
で
味
わ
う
多
彩
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

展
開
し
て
い
ま
す
。P
3
会
場
で
は
、︽
継
ぐ
︾︽
結
う
︾︽
続
く
︾を
展
覧
会
と
し

て
開
催
し
、東
長
寺
を
会
場
と
す
る︽
紡
ぐ
︾︽
響
く
︾︽
繋
ぐ
︾で
は
、ト
ー
ク
、音

楽
イ
ベ
ン
ト
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
す
。

曹
洞
宗 

萬
亀
山 

東
長
寺 

﹁
結
の
会
﹂
発
足
並
び
に﹁
文
由
閣
﹂
建
立
記
念

インゴ・ギュンター氏 トークイベントの様子。左が蔡國強氏。



［第三巻 紡ぐ］

トークイベント「記憶の物語」
定員：各回50名（要予約／先着順）

● 9月18日［金］18:30開場／19:00開演
「人間はどこからきたのか」
ゲスト：高梨直紘
（天文学普及プロジェクト「天プラ」代表・東京大学 特任准教授）

ナビゲート：芹沢高志

● 10月2日［金］18:30開場／19:00開演
「知恵の記録」
ゲスト：石川直樹（写真家）│ナビゲート：芹沢高志

［第四巻 響く］

音楽イベント「響く心、響く声」
定員：各回100名（要予約／先着順）

● 9月27日［日］15:00開場／17:00開演
evala（音楽家・サウンドアーティスト）

● 10月9日［金］18:30開場／19:00開演
演目「月蓮雫～スタソーマ物語より～」
ウロツテノヤ子（バリガムラン）＋津村禮次郎（観世流能楽師）

＋安福光雄（太鼓）

［第五巻 繫ぐ］

ワークショップ「過去と未来を繋ぐ術」
● 10月3日［土］14:00 –17:00
「土地の記憶」
講師：杉浦貴美子（ライター・写真家）
定員：15名（要予約／先着順）

［文由閣ガイドツアー］
● 9月26日［土］16:00より
ガイド：手島涼仁（文由閣館長）
定員：10名（先着順）

［開催概要］
会期：2015年 7月11日［土］─ 10月12日［月・祝］
開館日：毎週月・金・土・日　
特別開館：7/14［火］─7/16［木］、9/22［火］─9/24［木］
休館日：毎週火・水・木、8/14［金］─ 8/17［月］
会場：東長寺文化局P3
時間：11 :00 –17:00
＊金曜日および夜イベント開催時は19:00までオープン

料金：無料 ＊一部有料イベント有
イベント予約・お問い合わせ：東長寺文化局P3
tel: 03 -3353-6866　http://p3 .org/echo/

［イベントのご案内］

 ［
第
一
巻  

継
ぐ
］

︽Seeing B
eyond the B

uddha

︵
佛
陀
の
向
こ
う
に
観
る
︶︾─
1

イ
ン
ゴ・
ギ
ュ
ン
タ
ー︵
美
術
家
︶

仏
教
で
は
教
え
を﹁
経
﹂と
言
い
、そ
れ
は
糸
を
通
じ
て
教
え

を
過
去
か
ら
未
来
へ
と
、時
代
を
経
て
伝
え
て
い
く
も
の
と
し

て
表
さ
れ
ま
す
。
あ
ま
ね
く
光
を
集
め
て
か
り
そ
め
の
姿
を

現
す
佛
陀
像
。
五
、五
一
三
本
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
が
展
示
空
間

に
光
を
運
び
、お
釈
迦
様
の
教
え
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
展

覧
会
終
了
後
は
文
由
閣
一
階
に
設
置
さ
れ
ま
す
。

 ［
第
二
巻  

結
う
］

壁
面
展
示﹁
回
向
の
加
速
装
置
﹂─
2

こ
れ
か
ら
の
東
長
寺
の
思
想
と
諸
活
動
を
、壁
面
全
体
に
構

成
し
た
文
章
や
写
真
な
ど
で
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
文
由
閣

の
設
計
思
想
、結
の
会
と
文
化・
地
域
支
援
活
動
、東
長
寺

と
日
本
各
地
の
伝
統
工
芸
や
寺
院
と
の
つ
な
が
り
を
表
現

し
た
マ
ッ
プ
な
ど
、東
長
寺
が
提
案
す
る
次
代
の
寺
院
の
あ

り
よ
う
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

︽
回
向
／E

C
H

O

︾─
3

山
城
大
督︵
美
術
家
・
映
像
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
︶

三
台
の
モ
ニ
タ
ー
に
現
れ
て
は
消
え
る
、い
く
つ
も
の
光
景
。

時
間
や
地
域
を
越
え
た
繫
が
り
が
循
環
し
続
け
る
こ
と
で

次
代
が
創
造
さ
れ
る
、東
長
寺
が
提
唱
す
る﹁
回
向
﹂の
ひ

と
つ
の
あ
り
よ
う
を
表
現
し
た
映
像
作
品
で
す
。

﹃
文
由
閣
模
型
﹄─
4

大
橋
重
臣︵
別
府
竹
細
工
伝
統
工
芸
士
︶＋
池
将
也︵
竹
工
芸
家
︶

竹
細
工
の
伝
統
技
法﹁
縄
目
編
み
﹂、﹁
菊
底
編
み
﹂、﹁
網
代

編
み
﹂を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
生
ま
れ
た
文
由
閣
模
型
で
す
。

﹁
パ
ッ
シ
ブ
ハ
ウ
ス
﹂と
し
て
計
画
さ
れ
た
文
由
閣
の
よ
う
に
、自

然
を
活
か
す
人
の
知
恵
が
随
所
に
生
か
さ
れ
た
作
品
で
す
。

﹃
東
長
寺
本
院
模
型
﹄─
5

松
野
勉︵
建
築
家
︶＋
水
谷
勉︵
建
築
家
︶

繊
細
か
つ
力
強
い
手
漉
き
の
楮

こ
う
ぞ
和
紙
を
素
材
に
制
作
さ
れ
た

東
長
寺
本
院
の
模
型
で
す
。
伝
統
工
芸
に
現
代
的
解
釈
を

加
え
制
作
さ
れ
た
本
作
品
は
、﹁
伝
統
と
は
革
新
の
連
続
で

あ
る
﹂と
い
う
、東
長
寺
の
基
本
姿
勢
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

 ［
第
六
巻  

続
く
］

 ︽
念
願
の
木
︾─
6  

オ
ノ・
ヨ
ー
コ︵
美
術
家
︶

世
界
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る︽
念
願
の
木
︾で
は
、札
に
願
い

事
を
書
い
て
枝
に
吊
る
し
ま
す
。
こ
の
札
は
展
覧
会
終
了

後
、ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
恒

久
設
置
さ
れ
た
オ
ノ・
ヨ
ー

コ
作
品
︽
イ
マ
ジ
ン
ピ
ー

ス・
タ
ワ
ー
︾
に
送
ら
れ
、

光
の
束
と
な
っ
て
成
層
圏

に
照
射
さ
れ
ま
す
。

1

2

3

4
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山
内
行
持
／
イ
ベ
ン
ト
お
よ
び
教
室
の
ご
案
内︵
平
成
二
十
七
年
十
月
│
十
二
月
︶

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

0
1
2
0
│
3
3
5
│
8
5
0
は

昨
年
末
に
て
停
止
い
た
し
ま
し
た
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

秋
の
例
大
祭 

千
手
観
音
・
十
六
羅
漢
供
養

﹁
千
手
観
音
﹂は
千
本
の
手
の
そ
れ
ぞ
れ
の
掌
に
一
眼
を
も
ち
、﹁
千
手
千
眼
観
音
﹂と
も
呼
ば

れ
て
お
り
ま
す
。
千
の
慈
手
と
慈
眼
は
、生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
を
漏
ら
さ
ず
救
済
し

よ
う
と
す
る
観
音
さ
ま
の
慈
悲
と
、力
の
広
大
さ
を
表
し
て
い
ま
す
。﹁
羅
漢
﹂は
悟
り
を
得
た

最
高
位
の
仏
弟
子
に
付
け
ら
れ
た
尊
称
で
、特
に
優
れ
た
16
人
の
弟
子
を
十
六
羅
漢
と
い
い

ま
す
。
仏
の
教
え
が
絶
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
常
に
守
護
し
、こ
の
世
に
住
し
て
迷
い
苦
し
ん
で

い
る
人
々
を
救
っ
て
悟
り
の
境
地
に
導
い
て
下
さ
い
ま
す
。
私
た
ち
を
常
に
見
守
っ
て
下
さ
る
観

音
さ
ま
と
羅
漢
さ
ま
を
讃
え
、報
恩
感
謝
の
法
要
を
厳
修
い
た
し
ま
す
。
縁
の
会
会
員
の
み
な

ら
ず
、檀
信
徒
の
皆
さ
ま
も
ご
参
列
く
だ
さ
い
。
弔
い
上
げ
な
ら
び
に
多
宝
塔
へ
の
納
骨
法
要

﹁
多
宝
塔
諷
経
﹂は
、午
後
1
時
半
よ
り
執
り
行
い
ま
す
。
該
当
す
る
ご
家
族
の
方
は
で
き
る

限
り
ご
参
列
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
な
お
、ご
遺
骨
は
、当
山
に
て
あ
ら
か

じ
め
納
骨
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。10
月
25
日［
日
］ま
で
に
電
話
、F
A
X
も
し
く
は
ハ
ガ
キ

に
て
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

● 

11
月
1
日［
日
］

 

午
後
1
時
半
よ
り

● 

供
養
参
加
費︵
お
布
施
︶ 

 

五
千
円
程
度

 

︵
当
日
、受
付
に
て
お
納
め
く
だ
さ
い
︶

● 

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

 

東
長
寺
寺
務
局
：

 

0
3
│

3
3
4
1
│

9
7
4
6

 

︵
午
前
9
時
│

午
後
7
時
︶

［
山
内
行
持
の
ご
案
内
］

年
末
年
始
の
法
事
の
お
申
し
込
み

年
内
の
法
事
は
、12
月
23
日［
水・
祝
］ま
で
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
翌
年
は
、1
月
9
日［
土
］

か
ら
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
と
も
に
3
カ
月
前
か
ら
ご
予
約
い
た
だ
け
ま
す
。

納
骨
堂
の
清
掃
に
つ
い
て

羅
漢
堂
、千
手
堂
に
つ
き
ま
し
て
は
例
年
通
り
、位
牌
壇
の
清
掃
を
左
記
の
日
程
で
行
い
ま

す
。
清
掃
中
は
お
堂
へ
の
お
参
り
は
で
き
ま
せ
ん
。
清
掃
日
時
を
ご
確
認
の
上
、お
参
り
く

だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

千
手
堂 

12
月
3
日［
木
］・
4
日［
金
］─
羅
漢
堂 

12
月
9
日［
水
］・
10
日［
木
］

大
掃
除

● 

12
月
21
日［
月
］午
後
1
時
よ
り

山
内
の
大
掃
除
を
、皆
さ
ま
と
ご
一
緒
に
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
年
間
行
事
案
内
に
て
19
日

と
ご
案
内
し
て
お
り
ま
し
た
が
、都
合
に
よ
り
、右
記
の
日
程
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
都

合
の
つ
く
方
は
、ぜ
ひ
、ご
参
加
く
だ
さ
い
。

懺
悔
会
・
お
も
ち
つ
き

● 
12
月
28
日［
月
］午
前
9
時
半
よ
り

懺
悔
会
は
、1
年
間
の
行
い
を
懺
悔
し
、心
身
と
も
に
清
浄
に
し
て
来
た
る
1
年
間
の
た
め
の

災
障
消
除
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。
佛
の
名
を
唱
え
な
が
ら
何
度
も
礼
拝
し
、自
分
自
身
を
見
つ

め
る
こ
と
が
主
眼
の
法
要
で
す
。
引
き
続
き
、お
餅
つ
き
を
い
た
し
ま
す
。
山
内
す
べ
て
の
お
堂
の

お
供
え
餅
を
つ
く
り
ま
す
。
皆
さ
ま
に
も
、つ
き
た
て
の
お
餅
を
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
。

時
程 

内
容 
場
所

13
時
30
分 

多
宝
塔
諷
経 

山
門
・
多
宝
塔
前

14
時  

受
付
開
始　

 

総
受
付

14
時
30
分 

千
手
観
音
・
十
六
羅
漢
供
養　

 

本
堂

15
時
30
分 

公
演 

出
演
：
宝
井
琴
調︵
講
談
師
︶ 

本
堂

16
時
30
分 

お
し
の
ぎ︵
軽
食
︶ 

食
堂

17
時  

仏
教
文
化
講
座 

羅
漢
堂

18
時
30
分  

萬
灯
供
養　

 

本
堂
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仏
教
文
化
講
座

元
旦
を
除
く
毎
月
1
日
は
、羅
漢
堂
に
て
左
記
の

要
領
に
て
仏
教
文
化
講
座
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

檀
信
徒
の
み
な
ら
ず
、広
く
一
般
の
方
に
も
参
加

し
て
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ご

来
山
く
だ
さ
い
。
な
お
、参
加
費
は
無
料
で
す
。

● 

毎
月
1
日   

 

開
場
：
午
後
4
時
半
／

開
講
：
午
後
5
時

● 

10
月
1
日［
木
］﹁
法
衣・
袈
裟
に
つ
い
て
﹂ 

 

薮
下
敏
也［
株
式
会
社
松
本
屋
］

● 

11
月
1
日［
日
］﹁
真
光
寺
に
お
け
る
樹
林
葬
﹂

 

椎
野
靖
浩［
真
光
寺
縁
の
会
事
務
局
］

● 

12
月
1
日［
火
］﹁
清
涼
院
に
お
け
る
樹
林
葬
﹂

 

三
浦
賢
道［
清
凉
院
副
住
職
］

坐
禅
会

● 

毎
週
土
曜
日 

︵
12
月
は
お
休
み
し
ま
す
︶

● 

時
　
間
：
午
後
6
時
│
午
後
7
時
半

● 

服　

装
：
坐
禅
を
行
い
や
す
い
服
装

写
経
会

● 

毎
月
第
2・
第
4
木
曜
日︵
12
月
は
お
休
み
し
ま
す
︶

● 

時
　
間
：
午
後
2
時
│
午
後
3
時︵
文
由
閣
の

晩
課
に
参
加
で
き
る
よ
う
30
分
開
始
を
早
く
し
ま
し
た
︶

● 

持　

物
：
小
筆
が
あ
れ
ば
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

● 

納
経
式
は
12
月
17
日［
木
］午
後
1
時
よ
り

 
執
り
行
い
ま
す
。

お
経
の
唱
和
と
経
典
講
読
の
会

今
期
は﹁
修
証
義
﹂を
学
び
ま
し
ょ
う
。
実
生
活
に

照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、仏
教
徒
と
し
て
の
生
き

方
を
摸
索
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

● 

毎
月
第
3
金
曜
日

● 

時
　
間
：
午
前
11
時
半
│
午
後
1
時

● 

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

● 

会　

場
：
東
長
寺
本
堂

折
り
紙
教
室

● 

講
師
：
湯
浅
信
江
先
生［
お
茶
の
水 

お
り
が
み
会
館
］

● 

毎
月
第
3
木
曜
日

● 

時
　
間
：
午
後
2
時
よ
り

● 

受
講
料
：
三
、〇
〇
〇
円［
材
料
費
・
お
茶
代
込
み
］

● 

会　

場
：
カ
フ
ェ﹁
き
あ
ん
﹂

水
彩
画
同
好
会

● 

9
月
10
日［
木
］・
28
日［
月
］

 

10
月
8
日［
木
］・
26
日［
月
］

 

11
月
12
日［
木
］・
23
日［
月
・
祝
］

 

12
月
10
日［
木
］

● 

時
　
間
：
午
後
2
時
よ
り

● 

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

● 

会　

場
：
カ
フ
ェ﹁
き
あ
ん
﹂

碁
縁
の
会［
囲
碁
の
会
］

● 

9
月
10
日［
木
］・
24
日［
木
］

 

10
月
8
日［
木
］・
22
日［
木
］

 

11
月
12
日［
木
］・
26
日［
木
］

 

12
月
3
日［
木
］・
10
日［
木
］

● 

時
　
間
：
午
後
1
時
よ
り

● 

会　

場
：
カ
フ
ェ﹁
き
あ
ん
﹂

● 

連
絡
先
：

 

0
4
2
│

5
6
3
│

0
6
3
4［
担
当 

貝
］

 

0
3
│

3
6
4
7
│

4
7
7
9［
担
当 

河
村
］

そ
ば
打
ち
同
好
会

● 

9
月
28
日［
月
］・
10
月
26
日［
月
］

 
11
月
16
日［
月
］・
12
月
14
日［
月
］

● 

時
　
間
：
午
前
10
時
よ
り

● 

参
加
費
：
一
、五
〇
〇
円

● 

会　

場
：
東
長
寺
一
階  

食
堂

● 

連
絡
先
：

 

0
4
2
│

5
5
7
│

4
6
3
2［
担
当 

横
山
］

 

0
4
2
│

9
4
2
│

3
9
3
0［
担
当 

舟
木
］

観
世
流
謡
曲
教
室
の
ご
案
内

● 

講
師
：
中
島
志
津
夫
先
生［
観
世
流
能
楽
師
］

● 

9
月
10
日［
木
］・
17
日［
木
］

 

10
月
15
日［
木
］・
22
日［
木
］

 

11
月
12
日［
木
］・
19
日［
木
］

 

12
月
3
日［
木
］・
10
日［
木
］

● 

時
　
間
：
午
後
1
時
半
よ
り

● 

受
講
料
：
六
、〇
〇
〇
円［
月
ご
と
］

● 

会　

場
：
東
長
寺
一
階  

書
院
二
の
間

う
た
ご
え
茶
房 ＂
ゆ
り
か
ご
＂

● 

9
月
7
日［
月
］・
10
月
5
日［
月
］

 

11
月
2
日［
月
］・
12
月
7
日［
月
］

● 

時
　
間
：
午
後
2
時
よ
り

● 

参
加
費
：
五
〇
〇
円
［
ワ
ン
ド
リ
ン
ク
付
］

● 

会　

場
：
カ
フ
ェ﹁
き
あ
ん
﹂

仏
教
讃
歌
を
歌
う
会

● 

指
導
：
高
部
さ
ち
先
生
［
藤
原
歌
劇
団
準
団
員・

ボ
イ
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
］

● 

毎
月
第
3
金
曜
日

● 

時
　
間
：
午
後
2
時
│
午
後
4
時

● 

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

● 

会　

場
：
東
長
寺
本
堂

［
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内
］

［
各
種
教
室
の
ご
案
内
］

募
金
活
動
・

秋
彼
岸
会
チ
ャ
リ
ティ
ー
バ
ザ
ー

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
手
づ
く
り
の
作
品

を
中
心
に
取
り
揃
え
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ま
か
ら

頂
い
た
着
物
や
帯
、浴
衣
、毛
糸
、生
地
な
ど
を
利

用
し
て
、い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
つ
く
っ
て
み
ま
し
た
。

お
手
に
取
っ
て
、長
く
使
っ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
ら

幸
せ
で
す
。
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
の
上
、ご
協
力
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

● 

9
月
20
日［
日
］│
23
日［
水
・
祝
］

 

午
前
10
時
│
午
後
4
時

［
ご
報
告
］



秋期彼岸会法要

本年度の秋期彼岸会法要は、下記の通り厳修いたします。
万障お繰り合わせの上、御参詣ならびに御焼香くださいますよう御案内申し上げます。

記

曹洞宗 萬亀山 東長寺
160-0004東京都新宿区四谷4 -34
（代　表） 03-3341-9746
（縁の会） 03-3353-6874

（文由閣・結の会） 03-5315-4015
http://www.tochoji.jp
（リニューアルオープンしました）

9月23日［水・祝］ 10:30 第1座 檀家・縁の会・結の会

 11:30 第2座 檀家のみ

 12:30 第3座 檀家・縁の会・結の会

 13:30 第4座 檀家・縁の会・結の会

 14:30 第5座 檀家・縁の会・結の会

お塔婆のお申し込み
もうすぐ秋彼岸です。秋彼岸の合同法要の際には、1週間前までに、手紙、電話、
FAX等にてお申し込みください。お申し込みの際には、お亡くなりになった方の俗名
と、お申し込みになる方（志主）のお名前をお知らせください。
●お申し込み・お問い合わせ（午前9時 ─午後5時）：東長寺寺務局

〒160 -0004 新宿区四谷4 -34│TEL: 03-3341-9746／FAX: 03-3341-2150

『萬亀』アンケートをホームページで実施中
お答えいただいた方の中から【50名様】に、東長寺特製手ぬぐいをプレゼントさせ
ていただきます。充実した誌面づくりのために、ご協力よろしくお願いいたします。
アンケート  ホームページアドレス > http://www.tochoji.jp/banki

※ 本年より第5座まで
 となりました。
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