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第
四
十
六
回
中
央
教
化
研
究
会
議
　
基
調
報
告

原
発
を
こ
う
考
え
る
〜
教
区
教
研
会
議
報
告

北
関
東
教
区
　
仁
部 

前
崇
　
　
東
北
教
区
　
安
芸 

栄
祥
　
　
中
部
教
区
　
清
水 

要
教

山
静
教
区
　
小
屋 

嘉
正
　
　
北
陸
教
区
　
浅
野 

修
章

司
会　

で
は
定
刻
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
ま
ず
基
調
報
告
と
い
た
し
ま
し
て
、
原
発
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
こ
の
一
年
間
で
教
区
の
教
研
会

議
を
開
催
い
た
だ
き
ま
し
た
。
実
は
一
つ
だ
け
、
こ
れ
か
ら
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
五
つ
の
教
区
の
代
表
の
方
に

そ
の
教
研
会
議
の
報
告
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
展
開
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
ご
報
告
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

お
手
元
に
「
原
発
を
こ
う
考
え
る
～
教
区
教
研
会
議
報
告
」
と
い
う
つ
づ
り
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
見
て
い
た
だ
き

な
が
ら
ご
報
告
を
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
北
関
東
教
区
・
東
北
教
区
・
中
部
教
区
・
山
静
教
区
・
北
陸
教
区
と
い
う
順
番

に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
開
催
さ
れ
た
日
時
の
順
番
で
並
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
本
宗
に
お
け
る
教
区
順
と

は
異
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
ご
了
承
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
ま
ず
北
関
東
教
区
の
代
表
、
仁
部
上
人
、
ご
報
告
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

仁
部　

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
北
関
東
教
区
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、
埼
玉
県
教
化
セ
ン
タ
ー
の
副
セ
ン
タ
ー
長
を
仰
せ
つ
か
っ
て
お

り
ま
す
、
仁
部
前
崇
が
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
北
関
東
教
区
と
申
し
ま
す
と
、
茨
城
・
栃
木
・
群
馬
、
そ
し
て
埼
玉
の
四
県
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
昨
年
度
、
十
月
九
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日
に
開
催
い
た
し
ま
し
た
教
区
の
教
化
研
究
会
議
当
番
管
区
と
い
う
こ
と
で
、
私
ど
も
の
方
で
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

報
告
の
前
に
、
一
昨
日
の
こ
と
で
す
が
、
埼
玉
は
安
全
な
場
所
と
自
負
し
て
お
っ
た
の
で
す
が
、
竜
巻
が
発
生
い
た
し
ま
し
て
、
各
方

面
、
宗
務
院
を
は
じ
め
、
管
区
に
ま
た
お
見
舞
い
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
て
、
昨
日
ま
で
確
認
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
管
区
寺
院
に
大

き
な
影
響
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
所
長
の
方
か
ら
も
「
く
れ
ぐ
れ
も
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
」

と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
御
礼
方
々
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
色
々
と
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
本
題
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
平
成
二
十
四
年
十
月
九
日
に
、
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
に
ご
ざ
い
ま
す
「
ラ
フ
レ
さ
い

た
ま
」
で
「
第
十
九
回
北
関
東
教
区
教
化
研
究
会
議
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
開
催
に
当
た
り
ま
し
て
、
現
宗
研
の
皆
様
か
ら
ご

指
導
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
中
で
、
初
め
て
「
宗
報
」
に
要
綱
を
記
載
し
て
、
教
区
・
管
区
外
の
方
か
ら
の
ご
参
加
も
募
集
す
る
と
い
う

ス
タ
イ
ル
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
基
調
講
演
の
講
師
と
し
て
、
福
島
原
発
の
二
十
キ
ロ
圏
内
に
位
置
す
る
富
岡
町
の
現
職
の
町
長
さ
ん
に
お
い

で
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
我
々
の
こ
の
業
界
に
お
き
ま
し
て
も
、
行
政
の
首
長
さ
ん
と
直
接
意
見
を
交
わ
す
と

い
う
機
会
が
あ
ま
り
得
ら
れ
な
い
中
で
の
貴
重
な
時
間
と
い
う
こ
と
で
、
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
教
区
外
の
ご
上
人
の
方

か
ら
も
参
加
を
い
た
だ
き
、
総
勢
四
十
六
名
の
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

富
岡
町
長
の
遠
藤
勝
也
様
と
申
し
ま
す
の
は
、
私
の
自
坊
が
ご
ざ
い
ま
す
町
と
姉
妹
都
市
を
提
携
し
て
お
り
ま
し
て
、
交
流
の
後
に
こ

の
震
災
に
遭
っ
て
、
大
変
ご
支
援
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
交
流
の
中
か
ら
お
い
で
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
町
長
の
お
話
と

い
う
こ
と
で
、
震
災
直
後
の
様
子
、
そ
し
て
町
に
戻
れ
な
い
現
況
、
住
民
の
様
子
、
こ
れ
か
ら
の
展
望
な
ど
を
ス
ラ
イ
ド
映
像
に
併
せ
て

ご
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
報
道
等
で
は
見
ら
れ
な
い
、
立
ち
入
り
の
で
き
な
い
地
域
の
映
像
等
も
拝
見
し
、
本
当
の
厳
し
さ
、

色
々
な
も
の
を
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

併
せ
ま
し
て
、
富
岡
町
に
ご
ざ
い
ま
す
本
宗
寺
院
、
妙
栄
寺
の
御
住
職
、
武
田
上
人
に
も
、
僧
侶
と
し
て
の
立
場
か
ら
『
現
在
の
布
教
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と
問
題
』
と
い
う
こ
と
で
、
基
調
報
告
も
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
レ
ジ
ュ
メ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
と
お
り
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
規
制
を
さ

れ
た
中
で
の
、
そ
の
場
所
に
戻
れ
な
い
、
帰
れ
な
い
、
再
出
発
で
き
な
い
と
い
う
葛
藤
と
い
う
の
を
、
我
々
も
遠
い
場
所
か
ら
改
め
て
確

認
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
講
演
の
後
に
、
分
散
会
。
こ
れ
は
、
現
宗
研
の
方
か
ら
も
あ
り
ま
し
た
、
原
発
の
現
場
の
教
化
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
問
題
提
起
と
い

う
こ
と
や
、
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
視
点
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
被
災
地
支
援
を
考
え
る
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
、
い

ろ
い
ろ
と
討
議
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

現
実
問
題
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
北
関
東
教
区
で
も
、
震
災
に
よ
っ
て
各
寺
院
が
倒
壊
し
た
り
、
灯
籠
や
山
門
が
壊
れ
た
り
と
い
う
被
害

が
あ
り
、
原
発
に
つ
い
て
は
放
射
線
量
が
高
く
な
っ
た
り
と
い
う
一
時
的
な
も
の
は
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
だ
、
も
う
半
年
か
一
年
の
中
に
、

そ
う
い
う
も
の
が
だ
い
ぶ
薄
れ
て
き
て
、
こ
の
当
日
は
現
場
の
報
告
・
写
真
な
ど
を
見
な
が
ら
遠
い
向
こ
う
の
話
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え

ま
し
た
が
、
ど
う
考
え
る
か
、
ど
う
し
よ
う
か
と
い
う
の
が
、
現
実
的
な
部
分
と
だ
い
ぶ
開
き
が
あ
る
と
い
う
の
を
感
じ
た
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
わ
が
埼
玉
県
管
区
で
は
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
宗
務
所
と
社
会
教
化
事
業
協
会
と
提
携
し
て
、
震
災
救
援
募
金
と

い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
も
う
二
十
何
年
継
続
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
災
害
の
被
害
に
遭
わ
れ
た
管
区
教
区
に
、
管
内
か
ら
集
め
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
募
金
を
お
送
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
震
災
遺
児
の
方
へ
と
い
う
こ
と
で
、
一
昨
年
か
ら
半
永
久
的
に
継
続

し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
募
金
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
大
規
模
災
害
の
緊
急
時
に
お
け
る
管
区
安
否
確
認
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
各
地
域
の
皆
様
の
ご
意
見
を

頂
戴
し
な
が
ら
、
今
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
か
な
か
教
区
的
に
難
し
い
場
所
で
の
難
し
い
テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の

で
、
ど
こ
ま
で
現
宗
研
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
、
目
指
す
と
こ
ろ
に
近
づ
け
た
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
我
々
の
中
で
も
う
一
度
き
ち
ん
と

確
認
を
し
て
、
立
ち
位
置
を
考
え
よ
う
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
答
え
に
な
っ
た
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

司
会　

仁
部
上
人
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
ま
し
て
、
東
北
教
区
の
安
芸
上
人
か
ら
ご
発
表
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

安
芸　

こ
ん
に
ち
は
。
昨
年
度
の
東
北
教
区
教
化
研
究
会
議
は
山
形
県
担
当
と
い
う
こ
と
で
、
教
研
運
営
委
員
と
し
て
今
日
は
発
表
せ
よ

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
私
が
急
遽
発
表
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
五
日
、
二
十
六
日
に
、
平
成
二
十
四
年
度
第
三
十
回
東
北
教
区
教
化
研
究
会
議
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
中

央
教
研
と
同
じ
く
、「
三
・
一
一
後
の
『
立
正
安
国
』
を
考
え
る
―
復
興
の
教
化
学
構
築
の
た
め
に
」
と
い
う
こ
と
で
、
ま
さ
し
く
現
宗

研
と
同
じ
テ
ー
マ
で
開
催
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

基
調
講
演
と
し
て
は
、「
原
子
力
文
明
再
考
」
と
い
う
こ
と
で
、
現
宗
研
の
三
原
所
長
様
に
ご
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

後
に
、
分
科
会
に
先
立
ち
ま
し
て
、
東
北
六
県
の
内
の
三
県
が
被
災
地
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
殊
に
原
発
事
故
の
被
災
を
さ
れ
た
福
島
県

の
教
師
の
方
に
現
況
を
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
寺
が
立
ち
入
り
禁
止
区
域
で
戻
れ
な
い
―
後
ほ
ど
福
島
の
瀬
戸
上
人

か
ら
も
ご
報
告
が
あ
る
と
思
い
ま
す
―
そ
れ
か
ら
、
檀
信
徒
の
所
在
、
避
難
場
所
が
ば
ら
ば
ら
で
布
教
活
動
が
大
変
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、

風
評
被
害
が
多
大
で
あ
る
。
観
光
地
や
農
林
水
産
物
な
ど
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
福
島
県
出
身
と
い
う
だ
け
で
拒
否
反
応
さ
れ
る
と
き
が

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ホ
テ
ル
の
予
約
を
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
避
難

先
の
小
学
校
で
子
供
が
い
じ
め
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
分
科
会
を
設
け
ま
し
て
、
Ａ
は
「
日
蓮
教
学
か
ら
見
た
フ
ク
シ
マ
原
発
を
ど
う
捉
え
る
か
」、
Ｂ
は
「
布
教
の
現
場
で
原
発
を

ど
う
伝
え
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
中
央
教
研
で
行
わ
れ
た
分
科
会
と
同
じ
テ
ー
マ
か
ら
、
二
つ
ピ
ッ

9



ク
ア
ッ
プ
し
た
内
容
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

四
十
四
名
の
参
加
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
い
つ
も
感
じ
て
お
り
ま
し
た
が
、
年
齢
層
の
高
い
先
輩
教
師
の
皆
さ
ん
が
意
見
を
出
さ
れ

る
と
若
い
青
年
僧
は
な
か
な
か
意
見
を
出
し
に
く
い
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
活
発
に
意
見
を
出
し

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
で
、
一
つ
の
テ
ー
マ
の
中
で
壮
年
僧
と
青
年
僧
に
テ
ー
ブ
ル
を
分
け
て
分
科
会
を
催
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

や
は
り
思
っ
た
と
お
り
、
い
ろ
ん
な
活
発
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
日
こ
こ
で
、
同
じ
テ
ー
マ
の
中
か
ら
、
壮
年
層
と
青
年
層
の
意
見
の
違
い
を
出
せ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
紙
面
の

都
合
も
あ
り
ま
し
て
、
今
回
は
青
年
・
壮
年
の
両
方
の
意
見
の
中
で
、
共
通
認
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
内
容
と
し
て
ご
理
解
を
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

Ａ
の
「
日
蓮
教
学
か
ら
見
た
フ
ク
シ
マ
原
発
を
ど
う
捉
え
る
か
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
分
科
会
の
報
告
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
ず
、「
立

正
安
国
論
は
私
た
ち
へ
の
問
い
か
け
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、「
非
常
に
テ
ー
マ
が

重
い
」
と
い
う
不
満
の
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
で
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、「
三
・
一
一
後
、
改
め
て
考
え
る
点
が
多
々
あ
っ
た
な
か
で
、『
い
の
ち

に
合
掌
、
環
境
・
平
和
・
い
の
ち
』
そ
の
ま
ま
の
問
題
・
課
題
で
あ
り
日
蓮
宗
と
す
れ
ば
反
原
発
で
あ
る
と
い
う
覚
悟
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
メ
デ
ィ
ア
論
で
は
、
電
力
を
使
用
す
る
現
代
、
原
発
な
く
し
て
生
活
が
成
り
立
つ
の
か
」
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。

　
「
教
学
の
面
に
お
い
て
は
立
正
安
国
論
を
世
間
に
知
ら
し
め
す
絶
好
の
機
会
で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
」、「
宗
門
教
師
も
日
蓮
大

聖
人
の
思
い
と
考
え
を
再
度
勉
強
し
直
す
べ
き
時
と
考
え
る
」、
さ
ら
に
「
震
災
に
あ
っ
て
も
救
わ
れ
た
命
、
残
さ
れ
た
命
を
前
向
き
に

考
え
、
僧
侶
と
し
て
被
災
者
に
物
心
両
面
の
サ
ポ
ー
ト
及
び
ケ
ア
に
努
め
る
事
が
重
要
で
あ
ろ
う
」、
ま
た
「
多
少
不
便
で
あ
っ
て
も
少

欲
知
足
の
教
え
に
基
づ
く
生
活
に
改
め
、
原
発
に
頼
ら
な
い
生
き
方
を
推
奨
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
が
、
Ａ
の
方
の
分
科
会
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で
話
し
合
わ
れ
た
壮
・
青
年
層
の
共
通
認
識
と
し
て
出
さ
れ
た
意
見
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

Ｂ
の
「
布
教
の
現
場
で
原
発
を
ど
う
伝
え
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
分
科
会
報
告
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、「
原
発
を
抱
え
る
地
域
で
は
原

発
に
多
様
に
関
わ
っ
て
い
る
人
間
関
係
上
、
原
発
を
題
材
に
し
た
布
教
を
展
開
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
一
般
論
に
と
ど
ま
る
話
し
か

で
き
な
い
状
況
で
あ
る
」。
ま
た
、「
布
教
現
場
で
は
原
発
に
つ
い
て
宗
門
と
し
て
何
を
捉
え
、
何
を
ど
の
よ
う
伝
え
る
の
か
に
つ
い
て
の

見
解
や
布
教
方
針
を
明
示
し
て
欲
し
い
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
教
区
、
管
区
、
寺
院
、
教
師
と
現
場
の
布
教
・
発
言
の
方
向
性
が
明
ら
か
に

な
り
、
宗
門
一
体
と
な
っ
て
布
教
展
開
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、「
原
発
を
抱
え
る
地
域
で

は
風
評
被
害
・
略
奪
被
害
が
あ
り
、
お
題
目
信
仰
だ
け
で
救
済
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
」
と
い
う
切
実
な
意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
。「
理

不
尽
な
問
題
に
対
し
て
は
『
法
華
経
の
教
え
』
や
『
お
題
目
の
力
』
を
信
仰
す
る
生
き
方
の
功
徳
を
説
く
布
教
が
必
要
で
あ
ろ
う
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
節
電
・
節
約
に
努
め
る
社
会
趨
勢
の
中
で
、
冷
暖
房
の
使
用
を
控
え
れ
ば
ケ
チ
と
言
わ
れ
、
自
動
車
で

檀
家
廻
り
を
す
れ
ば
贅
沢
と
言
わ
れ
、
個
々
の
寺
に
お
い
て
は
原
発
を
布
教
題
材
と
し
て
扱
い
に
く
い
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
と
め
的
な
意
見
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、「
こ
う
い
う
テ
ー
マ
で
意
見
交
換
し
た
こ
と
は
学
習
に
な
り
今
後
の
布
教
活
動
に
活

か
せ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　

反
省
点
と
い
た
し
ま
し
て
、
一
つ
は
、
テ
ー
マ
が
ち
ょ
っ
と
大
き
す
ぎ
て
意
見
が
集
約
し
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
点
が
あ
り
ま
す
。
テ

ー
マ
を
も
う
少
し
絞
っ
て
や
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
で
す
。
ま
た
も
う
一
つ
は
、
政
治
的
要
素
が
あ
る
の
で
、
非
常

に
難
し
い
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
分
科
会
の
座
長
さ
ん
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
い
ろ
ん
な
問
い
か
け
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
出
し
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、

こ
れ
ま
た
非
常
に
「
教
学
的
に
と
言
わ
れ
る
と
難
し
い
」
と
い
う
答
え
が
大
多
数
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、「
原
発
を
ど
う
布
教
の

現
場
で
伝
え
る
か
」
と
い
う
こ
と
の
中
で
も
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
と
お
り
、「
非
常
に
扱
い
に
く
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
非

常
に
多
か
っ
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
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以
上
、
報
告
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会　

安
芸
上
人
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
ま
し
て
、
中
部
教
区
教
化
研
究
会
議
の
報
告
を
、
清
水
上
人
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

清
水　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
中
部
教
区
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、
長
野
県
宗
務
所
教
研
運
営
委
員
清
水
要
教
が
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

第
三
十
六
回
中
部
教
区
教
化
研
究
会
議
は
、
長
野
県
担
当
で
、
諏
訪
市
Ｒ
Ａ
Ｋ
Ｏ
華
乃
井
ホ
テ
ル
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
講
師
は

現
宗
研
主
任
の
髙
佐
先
生
を
お
呼
び
い
た
し
、
テ
ー
マ
『
原
発
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
伝
え
る
か
』
と
い
う
講
題
で
、
お
話
を
お
聴
き
い
た

し
ま
し
た
。

　

も
う
一
方
の
講
師
を
お
呼
び
し
た
の
で
す
が
、
紙
面
の
都
合
上
そ
ち
ら
の
方
を
記
載
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
簡
単
に
ご
説
明
い
た
し

ま
す
。
講
師
の
先
生
は
、
長
野
県
飯
田
市
に
あ
り
ま
す
「
お
ひ
さ
ま
進
歩
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
太
陽
光
パ
ネ
ル
を
扱
っ
て
い
る
会
社
の

社
長
さ
ん
を
お
呼
び
い
た
し
ま
し
た
。
そ
ち
ら
の
方
は
元
々
、
い
わ
ゆ
る
原
発
推
進
の
考
え
の
方
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
方
は
、
地
球

温
暖
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
火
力
発
電
を
減
ら
し
て
、
温
暖
化
を
抑
え
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
は
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
原
子
力

発
電
の
も
た
ら
す
核
廃
棄
物
の
問
題
で
あ
り
ま
す
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
方
の
お
兄
さ
ん
が
「
こ
の
ま
ま
で
は
地
球
が
だ
め

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
言
わ
れ
た
と
き
に
、
で
は
、
わ
れ

わ
れ
に
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
太
陽
光
パ
ネ
ル
を
始
め
ら
れ
て
、
長
野
県
の
飯
田
市
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
ど
う
や
ら
日
光
の
効

率
が
良
く
て
、
太
陽
光
発
電
に
と
て
も
適
し
た
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
「
お
ひ
さ
ま
進
歩
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
会
社
は
、
地
元
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
と
い
う
こ
と
で
、
太
陽
光
発
電
を
飯
田
市
内
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で
つ
く
り
消
費
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
の
下
、
地
元
の
方
々
か
ら
フ
ァ
ン
ド
と
し
て
資
金
を
集
め
、
運
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
戻
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
原
発
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
伝
え
る
か
」
と
い
う
髙
佐
先
生
の
お
話
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
第
一

回
の
運
営
会
議
が
昨
年
六
月
ぐ
ら
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
当
時
は
、
マ
ス
コ
ミ
を
含
め
情
報
が
ほ
と
ん
ど
は
反
原
発
・
脱
原
発
と
い

う
こ
と
で
、
も
う
そ
う
い
っ
た
「
原
発
賛
成
」
と
い
う
意
見
が
ほ
と
ん
ど
聞
こ
え
て
こ
な
い
よ
う
な
状
態
で
、
何
気
な
く
テ
レ
ビ
や
情
報

を
見
て
お
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
反
原
発
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
印
象
と
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
不
足
も
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、

髙
佐
先
生
に
は
あ
え
て
原
発
を
肯
定
し
て
い
た
だ
く
よ
う
な
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
、
中
部
教
区
の
教
研
で
は
、
分
散
会
・
分
科
会
と
い
う
も
の
を
行
わ
ず
、
全
体
会
議
と
し
て
、
髙
佐
先
生
や
原
先
生
に
対
す

る
質
疑
応
答
と
い
う
形
で
行
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
、
質
問
の
①
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、「
今
回
の
講
義
が
宗
門
の
見
解
だ
と
す
る
と
や
や
反
脱
原
発
に
思
え
る
が
日

蓮
宗
僧
侶
と
し
て
の
統
一
の
見
解
は
必
要
か
？
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
今
回
、
講
義
の
内
容
が
あ
え
て
反
脱
原
発
と
い
う
よ
う
な
話

で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
こ
う
い
う
質
問
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。「
現
在
の
日
蓮
宗
は
穏
や
か
な
反
原
発
の
姿
勢
。
即
時

全
面
停
止
、
再
稼
動
絶
対
反
対
を
す
る
と
弊
害
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
」。「
研
究
会
議
を
通
し
て
宗
門
全
体
を
盛
り
上

げ
て
み
ん
な
で
議
論
を
し
た
い
。
そ
の
中
で
日
蓮
宗
の
見
解
を
出
す
」
と
。
今
回
の
提
案
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

②
と
い
た
し
ま
し
て
、
特
に
髙
佐
先
生
よ
り
資
料
を
大
変
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
て
、
経
済
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
と
か
、
例

え
ば
原
発
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
火
力
で
補
う
と
、
ど
の
ぐ
ら
い
の
費
用
が
か
か
る
か
で
す
と
か
、
健
康
に
関
す
る
も
の
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る

放
射
線
と
い
う
も
の
の
危
険
度
と
、
専
門
家
の
考
え
る
放
射
線
の
危
険
度
の
違
い
で
す
と
か
、
そ
う
い
っ
た
資
料
、
あ
る
い
は
『
Ｓ
Ａ
Ｐ

Ｉ
Ｏ
』
を
は
じ
め
と
す
る
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
提
示
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
う
い
っ
た
も
の
の
中
の
質
問
と
い
た
し
ま
し
て
、「
経
済
的
損
失
が
強
調
さ
れ
た
が
、
仏
教
者
と
し
て
の
立
場
で
命
の
問
題
を
論
ず
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る
場
合
、
長
寿
で
あ
れ
ば
幸
せ
か
と
い
う
の
は
ま
た
別
の
問
題
で
は
な
い
か
」
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

紙
面
の
関
係
上
載
せ
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、
皆
様
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
が
、
全
日
仏
の
宣
言
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。「
全
仏
の
言
う
命
だ
け

が
命
か
？　

全
仏
の
言
う
命
は
我
々
の
思
う
命
か
？　

あ
る
い
は
法
華
経
の
説
く
命
か
？　

日
蓮
聖
人
の
命
か
？　

命
の
質
が
問
え
る
の

は
豊
か
な
安
穏
な
社
会
に
い
る
が
故
の
贅
沢
な
部
分
が
相
当
あ
る
。
全
仏
が
問
題
に
し
て
い
る
命
の
レ
ベ
ル
が
低
い
と
我
々
は
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
経
済
は
も
の
す
ご
く
大
事
な
も
の
な
の
で
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
」、
そ
う
い
っ
た
答
え
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
付
け
足
し
で
あ
り
ま
す
が
、「
少
欲
知
足
だ
け
で
は
生
き
て
い
け
な
い
。
少
欲
知
足
が
日
蓮
宗
の
本
流
、
根
本
と
い
う
事
に
な

っ
た
ら
皆
さ
ん
ど
こ
ま
で
実
践
し
て
い
る
の
か
。
僧
侶
は
、
き
れ
い
ご
と
と
建
て
前
で
済
ま
せ
よ
う
と
す
る
人
種
だ
と
世
間
は
見
て
い

る
」。
そ
の
後
、
真
言
宗
の
方
の
意
見
で
す
と
か
、
空
海
の
「
大
欲
清
浄
」
と
い
う
言
い
方
だ
と
か
を
た
と
え
に
出
さ
れ
て
、
髙
佐
先
生

は
お
答
え
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

③
番
と
な
り
ま
す
。「
原
発
を
一
〇
〇
％
止
め
て
し
ま
う
の
は
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
面
で
も
懸
念
し
て
い
る
。
経
済
的
な
実
を
採
る
の

か
、
そ
れ
と
も
被
災
者
や
風
評
被
害
に
遭
う
農
家
の
方
達
の
心
境
を
採
る
の
か
？　

我
々
宗
教
者
が
一
般
の
方
々
に
話
を
す
る
時
に
ど
の

よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
？
」
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
髙
佐
先
生
は
そ
れ
に
対
し
ま
し
て
、「
個
人
的
な
意
見
で
す
が
、
福
島

で
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
々
を
賠
償
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
福
島
へ
は
当
分
戻
れ
な
い
と
思
う
。
あ
る
学
者
が
一
兆
円
か
け
て
除
染
す
る

な
ら
一
兆
円
を
被
災
者
に
配
れ
ば
よ
い
と
言
わ
れ
た
が
、
そ
れ
も
ひ
と
つ
の
手
で
、
集
団
移
転
を
考
え
、
そ
う
い
う
形
で
心
の
ケ
ア
を
し

な
が
ら
経
済
的
な
賠
償
は
東
電
や
政
府
が
直
接
し
て
い
く
よ
り
仕
方
が
な
い
。
ま
た
、
核
を
拡
散
さ
せ
な
い
為
に
避
難
区
域
の
使
い
道
と

し
て
処
理
施
設
を
作
る
こ
と
が
全
体
の
利
益
に
な
っ
て
い
く
。
他
の
場
所
で
は
受
け
入
れ
が
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

風
評
被
害
の
問
題
で
は
、
日
本
の
作
物
を
全
く
受
け
入
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
国
も
あ
り
ま
す
。
日
本
国
全
体
が
風
評
被
害
を
受
け

て
い
る
。
政
府
の
甘
い
数
値
設
定
や
感
情
論
に
流
さ
れ
ず
、
自
分
達
で
調
べ
ら
れ
る
こ
と
は
調
べ
て
、
そ
し
て
風
評
被
害
者
に
対
し
て
物

心
両
方
の
面
で
ケ
ア
を
し
、
支
援
運
動
や
呼
び
か
け
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
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今
回
の
こ
の
教
研
に
関
し
ま
し
て
は
、
髙
佐
先
生
に
大
変
ご
無
理
を
申
し
上
げ
て
、
あ
え
て
原
発
に
対
し
て
肯
定
的
な
意
見
を
述
べ
て

い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
報
告
を
終
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
失
礼
い
た
し
ま
す
。

司
会　

清
水
上
人
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
ま
し
て
、
山
静
教
区
の
代
表
で
小
屋
上
人
に
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。

小
屋　

ご
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
度
の
山
静
教
区
の
研
究
会
議
は
、
静
岡
県
西
部
が
担
当
い
た
し
ま
し
た
。
山
静
教
区
は
所
長
任
期
の
四
年
間
、
同
じ
テ
ー
マ
で
教

研
会
議
を
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
を
決
め
、
始
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。『
安
穏
な
る
社
会
づ
く
り
』
と
い
う
こ
と
で
、
昨
年
は
石
巻

の
法
音
寺
の
谷
川
上
人
を
お
招
き
い
た
し
ま
し
て
、
震
災
か
ら
の
い
ろ
ん
な
お
話
を
お
聞
き
し
、
僧
侶
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
を
テ
ー
マ
に
勉
強
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
年
、
静
岡
県
西
部
は
、
同
じ
『
安
穏
な
る
社
会
づ
く
り
』
と
い
う
こ
と
で
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
に
、
現
宗
研
の
三
原

所
長
、
そ
し
て
所
員
が
お
二
人
と
、
地
元
の
所
長
、
事
務
長
、
そ
れ
に
地
元
の
市
会
議
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
の
十
名
で
、
浜
岡
原
子

力
発
電
所
を
所
員
の
案
内
で
視
察
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
詳
し
く
は
「
宗
報
三
月
号
」
に
出
て
お
る
と
思
い
ま
す
。
あ
い
に
く
の

お
天
気
で
あ
り
ま
し
て
、
中
部
電
力
が
自
慢
を
し
て
い
る
二
千
億
円
を
掛
け
た
堤
防
は
近
く
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
一

応
説
明
を
聞
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

研
究
会
議
は
二
十
五
年
の
二
月
七
日
に
開
催
を
い
た
し
ま
し
た
。
現
宗
研
所
長
さ
ん
の
『
原
子
力
文
明
再
考
』
と
い
う
基
調
講
演
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
一
番
頭
に
残
っ
た
の
が
、「
石
橋
湛
山
先
生
の
小
日
本
主
義
を
参
考
に
現
代
社
会
を
見
つ
め
直
す
。
少
欲
知

足
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
度
考
え
て
み
る
べ
き
だ
」
と
い
う
よ
う
な
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
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分
散
会
は
三
つ
に
分
け
ま
し
て
、
日
蓮
教
学
か
ら
「
フ
ク
シ
マ
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
予
想
さ
れ
る
東
海
地
震
を
踏
ま
え
た
浜
岡
原

発
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
三
番
目
と
し
て
、
被
災
者
支
援
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
よ
う
な
テ
ー
マ
で
、
協
議
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
第
一
分
散
会
で
は
、
東
京
都
知
事
の
天
罰
発
言
に
つ
い
て
、「
一
理
あ
る
が
、
福
島
の
被
災
地
の
方
に
与
え
ら
れ
た
問
題
で
は
な
い

よ
」
と
い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
共
通
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
し
、「
と
も
に
苦
し
み
合
い
、
そ
の
苦
し
み
を
分
か
ち
合
う
よ
う
な
こ

と
を
し
て
い
こ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

第
二
分
散
会
は
、
宗
門
と
し
て
ま
だ
方
向
性
が
出
て
い
な
い
現
状
で
原
発
に
つ
い
て
の
是
非
を
出
す
の
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
。
宗
門
の

ほ
う
で
き
ち
ん
と
方
向
性
を
出
し
た
ら
、
そ
れ
に
乗
っ
て
い
き
た
い
。
た
だ
、
災
害
が
起
き
た
場
合
は
、
寺
が
ご
遺
体
の
安
置
所
に
な
る

の
は
当
然
だ
か
ら
、
そ
の
辺
も
覚
悟
を
す
る
な
り
、
片
付
け
る
な
り
、
準
備
を
行
う
べ
き
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

と
申
し
ま
す
の
は
、
静
岡
中
部
宗
務
所
が
、「
耐
震
工
事
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
各
寺
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
出
し
ま

し
た
。
耐
震
工
事
を
実
施
し
た
寺
院
は
、
全
体
の
二
十
四
％
、
ま
た
、
過
去
帳
、
檀
信
徒
名
簿
の
保
全
等
々
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
二

十
八
・
五
％
、
検
討
中
と
い
う
の
が
大
部
分
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
だ
ま
だ
震
災
・
防
災
に
対
し
て
の
考
え
方
が
行
き
渡
っ
て

い
な
い
。
ま
た
静
岡
県
と
山
梨
県
で
は
、
防
災
に
対
す
る
、
ま
た
震
災
に
対
す
る
考
え
方
も
温
度
差
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

最
後
に
、
第
三
分
散
会
。
こ
こ
で
は
、
静
岡
県
西
部
宗
務
所
管
内
は
浜
岡
原
子
力
発
電
所
の
三
十
キ
ロ
圏
内
に
大
部
分
の
寺
院
が
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
で
一
番
皆
さ
ん
心
配
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
三
原
所
長
が
見
え
て
、
直
接
お
話

を
聞
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
お
寺
さ
ん
に
電
話
を
掛
け
た
と
こ
ろ
、
大
部
分
の
方
が
原
発
に
関
係
す
る
仕
事
に
就
い
て
い
て
、「
ど
ん
な

と
こ
ろ
か
ら
話
が
漏
れ
る
か
分
か
ら
な
い
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
、
全
部
お
断
り
を
さ
れ
ま
し
た
。
一
ヶ
寺
も
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

け
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
原
発
を
即
時
停
止
と
い
う
の
は
地
元
で
は
本
当
に
難
し
い
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　

参
考
と
し
て
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
で
す
が
、
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
こ
れ
が
浜
岡
原
子
力
発
電
所
の
概
要
を
付
け
て
あ
り
ま
す
。
二
番

目
の
数
字
を
見
て
い
た
だ
け
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
俗
に
言
う
電
源
立
法
で
す
。
昭
和
五
十
年
か
ら
五
十
三
年
、
一
号
、
二
号
、
五
十
八
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年
か
ら
六
十
三
年
が
三
号
機
、
四
号
機
が
平
成
元
年
か
ら
十
年
、
五
号
機
が
平
成
十
二
年
か
ら
平
成
二
十
一
年
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
だ

け
の
お
金
が
小
さ
な
町
に
下
り
る
わ
け
で
す
。
ど
う
し
て
も
町
民
の
要
望
が
強
く
、
こ
こ
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

　

最
後
の
浜
岡
町
の
人
口
推
移
と
決
算
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
一
番
よ
く
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
昭
和
四
十
五
年
に
一
万
七
千
百
七
十

七
人
で
、
決
算
が
八
十
四
億
二
千
九
万
五
千
円
で
す
か
、
そ
れ
が
全
部
こ
の
原
発
が
動
き
ま
す
と
、
百
六
十
億
近
い
お
金
が
入
っ
て
く
る

わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
地
元
行
政
と
し
て
は
こ
れ
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
、
ど
う
し
て
も
強
く
言

え
な
い
。
原
発
即
時
停
止
と
い
う
の
は
言
え
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
教
師
と
い
う
も
の
は
、
こ
う
い
う
も
の
に
関
し
ま
し
て
檀
信
徒
協
議
会
を
通
じ
た
り
し
て
、
原
発
に
つ
い
て
今
後

も
協
議
を
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
檀
信
徒
青
年
会
も
そ
こ
に
巻
き
込
ん
で
、
一
緒
に
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
結
論
付
け

ま
し
た
。

　

雑
駁
で
す
が
、
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会　

小
屋
上
人
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

以
上
の
四
教
区
が
、
昨
年
度
、
原
発
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
た
だ
い
た
教
研
会
議
の
ご
報
告
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
ま
し
て
北
陸
教
区
の
浅
野
上
人
に
ご
報
告
を
い
た
だ
き
ま
す
が
、
北
陸
教
区
は
今
年
度
、
こ
れ
か
ら
十
一
月
の
六
日
、
七
日

の
日
程
で
教
研
会
議
を
持
っ
て
い
た
だ
き
、
基
調
講
演
に
は
現
宗
研
三
原
所
長
が
伺
い
ま
し
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
予
定
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
な
に
し
ろ
北
陸
教
区
、
こ
と
に
今
般
は
福
井
県
南
部
宗
務
所
が
年
番
の
ご
担
当
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
い

わ
ゆ
る
原
発
銀
座
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
の
代
表
的
な
地
区
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
教
区
の
方
が
教
研
会
議
を
持
た
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
の
ご
報
告
を
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
。
こ
れ
か
ら
教
研
会
議
を
持
っ
て
い
た
だ
く
の
で
、
そ
の
報
告
と
い
う
の
は
な
か
な
か
難

し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
北
陸
教
区
、
福
井
南
部
の
今
の
現
在
の
姿
勢
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
ご
報
告
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を
い
た
だ
い
た
上
で
中
央
教
研
へ
持
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
あ
え
て
無
理
に
お
願
い
を
し
て
、
ご
報
告
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

浅
野
上
人
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

浅
野　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
本
年
度
、
北
陸
教
区
教
化
研
究
会
議
の
当
番
管
区
、
福
井
県
南
部
宗
務
所
の
浅
野
修
章
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

先
ほ
ど
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
と
お
り
、
北
陸
教
区
で
は
ま
だ
、
原
発
を
テ
ー
マ
に
し
た
会
議
は
行
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
本
年
十

一
月
の
六
日
、
七
日
に
、
現
宗
研
所
長
の
三
原
先
生
を
講
師
に
お
迎
え
い
た
し
ま
し
て
、
話
し
合
い
を
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

北
陸
教
区
内
は
、
福
井
県
、
他
に
も
石
川
県
、
新
潟
県
に
も
原
発
が
立
地
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
各
地
域
ご
と
の
考
え
方
も
さ
ま
ざ
ま

に
あ
る
と
考
え
ま
し
て
、
福
井
県
南
部
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
福
井
県
南
部
の
現
状
を
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
い
た
上
で
、「
私
達
宗

教
者
が
原
発
立
地
地
域
に
お
い
て
出
来
る
こ
と
」
を
協
議
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
、
そ
の
と
き
に
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ

く
内
容
を
同
じ
よ
う
に
お
伝
え
す
る
形
に
な
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

福
島
原
発
の
事
故
以
来
、
反
原
発
の
動
き
も
高
ま
り
ま
し
て
、
福
井
県
の
若
狭
地
方
は
原
発
銀
座
と
言
わ
れ
る
所
で
、
今
現
在
も
日
本

で
唯
一
、
大
飯
原
発
が
稼
動
中
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
大
変
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
皆
様
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
現

在
、
福
井
県
内
で
も
、
敦
賀
発
電
所
二
基
、
も
ん
じ
ゅ
一
基
、
美
浜
発
電
所
三
基
、
大
飯
発
電
所
四
基
、
高
浜
発
電
所
四
基
、
計
十
四
基

の
原
発
が
集
中
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
ん
な
に
件
数
が
多
か
っ
た
と
い
う
の
も
、
阪
神
地
方
に
近
い
こ
と
、
ま
た
過
去
に
災
害
等
の
被
害

が
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
原
発
立
地
が
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

昨
年
、
大
飯
原
発
が
再
稼
動
さ
れ
ま
し
た
が
、
近
隣
住
民
は
や
は
り
不
安
な
気
持
ち
も
た
く
さ
ん
抱
え
て
お
り
ま
す
。
今
年
度
十
一
月

に
会
議
を
行
い
ま
す
福
井
県
小
浜
市
と
い
う
地
域
に
は
、
泊
（
と
ま
り
）
地
区
と
い
う
場
所
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
海
越
し
に
大
飯
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原
発
が
見
え
る
位
置
に
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
距
離
が
直
線
距
離
で
約
四
㎞
と
い
う
位
置
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
高
浜
原
発
に
向
か
う
に

し
て
も
、
車
で
約
二
十
分
、
大
飯
原
発
に
至
っ
て
も
同
じ
ぐ
ら
い
の
距
離
で
、
原
発
を
直
接
近
く
ま
で
見
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

よ
う
な
大
変
近
い
距
離
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

当
然
な
が
ら
風
評
被
害
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
過
去
に
聞
い
た
話
で
は
、
あ
る
女
性
が
他
の
地
域
の
男
性
と
結
婚
を
す
る
た
め
に
ご

両
親
に
挨
拶
に
行
き
ま
し
た
ら
、
結
婚
を
両
親
か
ら
反
対
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
か
ら
、「
放
射
能
の
被
害
を
浴
び
た
人
間
が
元
気
な
子

供
を
産
め
る
の
か
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
伝
え
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　

原
発
に
対
す
る
思
い
は
す
ご
く
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
福
井
県
若
狭
地
方
に
は
地
元
を
支
え
る
主
な
産
業
が
あ
り
ま
せ
ん
。

地
元
で
仕
事
を
し
な
が
ら
家
族
を
養
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
原
発
が
な
い
と
な
か
な
か
難
し
い
と
い
う
現
状
に
あ
り
ま
す
。
原
発
に
関
わ

る
下
請
け
業
者
・
民
宿
等
、
原
子
力
発
電
所
で
働
く
人
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
に
影
響
が
大
き
く
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　

確
認
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
今
現
在
、
原
発
関
係
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
は
、
福
井
県
若
狭
地
区
で
約
七
割
と
言
わ
れ
て

お
り
ま
す
。
福
井
県
若
狭
地
区
で
は
原
発
が
地
域
に
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
ま
し
て
、
稼
動
し
て
い
て
も
停
止
し
て
い
て
も
、
危
険
性
か

ら
は
開
放
さ
れ
な
い
と
い
う
大
変
不
安
な
気
持
ち
と
、
ま
た
仕
事
を
持
ち
な
が
ら
家
族
を
養
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
現
実
の
問
題

に
も
挟
ま
れ
ま
し
て
、
な
か
な
か
地
元
に
い
る
状
態
で
は
、
原
発
の
推
進
か
反
対
か
と
い
う
こ
と
は
、
決
め
ら
れ
な
い
と
い
う
現
状
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

十
一
月
に
行
わ
れ
ま
す
北
陸
教
区
教
化
研
究
会
議
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
の
福
井
県
若
狭
地
区
の
現
状
を
見
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
何

か
私
た
ち
に
出
来
る
こ
と
は
な
い
か
話
し
合
い
た
い
と
考
え
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
以
上
で
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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第46回中央教化研究会議

「原発をこう考える～教区教研会議報告」

原発をテーマに教研会議開催の教区代表

北関東教区 （仁部 前崇師）・・・１頁
東北教区 （安芸 栄祥師）・・・２頁
中部教区 （清水 要教師）・・・３頁
山静教区 （小屋 嘉正師）・・・４頁

北陸教区 （浅野 修章師）・・・７頁

平成２５年９月４日（水）

品川プリンスホテル
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原発をこう考える（仁部／安芸／清水／小屋／浅野）

基調報告 「原発をこう考える～北関東教区教化研究会議報告」 
埼玉県教化センター 副センター長 仁部前崇 
 

「第１９回北関東教区教化研究会議」 
Ｈ24.10.09 於：埼玉県さいたま市 「ラフレさいたま」 
 

＊ テーマ『原発問題について』被災地の現状からどう捉えるか 
＊ 基調講演 『東日本大震災及び原子力発電所の状況と今後について』  
     講師 福島県双葉郡富岡町 町長 遠藤勝也氏 

・ 福島第一原発の２０㌔圏内に位置する富岡町の震災直後の様子 町に戻れない現況  
住民の様子これからの展望などをスライド映像に併せて講演 

   
基調報告 『現在の布教活動と問題』       

福島県双葉郡富岡町 妙栄寺 住職 武田寿法上人 
・ 事故直後より今現在まで避難生活を強いられているなかでの 体験談や現状の取り組み、 

問題点等を報告 
各地に避難している檀信徒とのコミュニケーションの難しさ、行政からの仮設住宅での宗教活動の自

粛要請による法要場所・納骨場所の確保・除染の問題 
孤独を感じての自死、不安定な精神状態の高齢者が多いなか、足を運び傾聴活動をしている取り組み

の紹介  
＊ 分散会 

1. 原発の現場の教化とは 教化センターからの問題提起 
2. 布教の現場で原発をどう伝えるか リスクコミュニケーションの視点から 
3. 被災地支援を考える 
・ 危機管理や状況の共有化が出来ていない 
・ 僧侶がどのように原発問題に関わっていくべきか 
・ 全ての核は不要であり、平和利用はありえない 
・ 「少欲知足」を心がけ、現代に生きる全ての者が過剰な電力利用をやめるべき 
・ 事故を招いた原因を何度も検証すべきだ 
・ 原発の安全神話を鵜呑みにしていたことを反省すべき 
・ 原発の立地地域は今まで大きな恩恵を受けてきた。電力会社だけの責任では？ 
・ 被災に苦しむ人をどのように救済していくか考えることが何よりも重要 
・ 関西方面では無関心だった。他人事と感じてしまう人心を正していくことが重要 
・ 国家の政策にまで我々が論じる必要があるのか 
・ 被災した人をケアすることが僧侶としての使命である 
・ 宗門として新しい生き方を発信すべき 
・ 僧侶にしか出来ないことを考えるべき 
・ 日蓮宗独自の教義的見解で原発問題を捉える必要がある 
・ 避難所に赴いて傾聴活動する 
・ 「いのちの合掌」を再認識 
・ 宗門はもっと避難者に金を出すべきだ 
・ 福島原発が問題なのか、原発の存在そのものが問題なのか、議論すべきテーマとして焦点が絞りにく

い 日々のお寺の在り方から考える方が切り口としていいのではないか 
＊ その後の取り組み 
  埼玉管区 
    宗務所と社会教化事業協会との連携による震災救援募金（震災遺児）の継続 
    大規模災害緊急対策 緊急時における管区内安否確認システムの確立計画 
     
                                        以上 

1
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第３０回 平成２４年度 東北教区教化研究会議 報告

○日 時 平成２４年１０月２５日（木）～２６日（金） 山形県宗務所担当

○基調講演 講師 日蓮宗現代宗教研究所所長 三原正資 氏

演題 「原子力文明再考」

○分科会に先立ち福島県の教師に現況を報告して頂いた。

・寺が立ち入り禁止区域で戻れない。 ・檀信徒の所在、避難場所がばらばらで布教活動が大変

・風評被害が多大（観光地や農林水産物）。・福島（出身）というだけで拒否反応される。

・避難先の小学校で子供がいじめにあった。

○分科会 Ａ．「日蓮教学から見たフクシマ原発をどう捉えるか」

Ｂ．「布教の現場で原発をどう伝えるか」

をテーマに活発な意見交換を図りそれぞれ青年層（僧）と壮年層（僧）に分かれて討議。

Ａ．「日蓮教学から見たフクシマ原発をどう捉えるか」をテーマにした分科会報告

・３．１１後改めて考える点が多々あったなかで、「いのちに合掌、環境・平和・いのち」そのままの

問題・課題であり日蓮宗とすれば反原発であると言う覚悟がなければならない。

・メデイア論では、電力を使用する現代、原発なくして生活が成り立つのかと言う見解もある。

・日蓮宗教師として原発と社会・経済・生活等の問題や認識の統一したコンセンサスが必要。

・教学の面においては立正安国論を世間に知らしめす絶好の機会であると捉えるべきである。

・宗門教師も日蓮大聖人の思いと考えを再度勉学し直しするべき時と考える。

・震災にあっても救われた命、残された命という前向きに考え、僧侶として被災者に物心両面

のサポート及びケアに努める事が重要である。

・多少不便であっても小欲知足の教えに基づく生活に改め、原発に頼らない生き方を推奨する。

Ｂ．「布教の現場で原発をどう伝えるか」をテーマにした分科会報告

・原発を抱える地域では原発に多様に関わつている人間関係上、簡単に原発を題材にした

布教を展開するのは容易ではない。一般論にとどまる話しかできない状況である。

・布教現場では原発について宗門として何をどう捉え、何をどのように伝えるのかをテーマにした

見解や布教方針を明示して欲しい。それに基づいて教区、管区、寺院、教師と現場の布教や

発言の方向性が明らかになり宗門一体として布教展開できるのではないか。

・原発を抱える地域では風評被害・略奪被害があり、お題目信仰だけで救済するのは困難。

理不尽な問題に対しては「法華経の教え」や「お題目の力」を信仰する生き方の功徳を説く

布教が必要。

・節電・節約に努める社会趨勢の中で、冷暖房の使用を控えればケチと言われ、自動車で檀

家廻りをすれば贅沢と言われ、個々の寺においては原発を布教題材にするのは扱いにくい。

・こういうテーマで意見交換したことは学習になり今後の布教活動に活かせるのではないか。

2
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原発をこう考える（仁部／安芸／清水／小屋／浅野）

第３６回 日蓮宗中部教区 教化研究会議記録 

平成２４年１０月２６日開催   
会 場  諏訪市 RACO 華乃井ホテル 
講 師  日蓮宗 現代宗教研究所 主任 髙佐 宣長 師 
テーマ 『原発をどう捉え、どう伝えるか』 
質疑応答 
 
『髙佐宣長師への質問』 
◯ 全体会議（質疑応答） 
『原発をどう捉え、どう伝えるか』 
1，今回の講義が宗門の見解だとすると、やや反脱原発に思えるが日蓮宗僧侶として見解の統一は必要か？  
・現在の日蓮宗は穏やかな反原発の姿勢。即時全面停止、再稼働絶対反対をすると弊害が大きすぎるという立場を

とってる。研会議を通じて宗門全体で盛り上げてみんなで議論をしたい。その中で日蓮宗の見解を出して行きたい。  
 
2、経済的損失が強調されたが、仏教者としての立場で命の問題を論ずる場合、長寿であれば幸せかというのはま

た別の問題ではないか。 
・全仏の言う命だけが命か？全仏の言う命は我々の思う命か？あるいは法華経の説く命ですか？日蓮聖人の命で

すか？命の質が問えるのは豊かな安穏な社会でいるが故の贅沢な部分が相当ある。全仏が問題にしている命はレ

ベルが低いと我々は考えなくてはいけない。ただ経済はものすごく大事なものなので侮ってはいけない。 
・少欲知足だけでは生きてはいけない。 小欲知足が日蓮宗の本流、根本という事になったとしたら皆さんどこまで実

践しているか。僧侶は、きれいごとと建て前で済まそうとする人種だと世間は見ています。高野山真言宗の官長は少

欲知即は本宗の思想ではないと表明した。空海は大欲清浄という言い方をしている。参考にすべきと思う。 
 
3、原発を１００％止めてしまうのはこれからの生活の面でも懸念している。経済的な実を取るのか、それとも被災者

や風評被害に遭う農家の方達の心境を取るのか？我々宗教者が一般の方々に話をする時にどのようにすればよい

か？ 
・個人的な意見ですが、福島で被害に遭われた方々を賠償するよりしょうがない。福島へは当分戻れないと思う。あ

る学者が１兆円かけて除染するなら１兆円を被災者に配ればよいと言われたが、それもひとつの手で、集団移転を

考えたり、そういう形で心のケアをしながら経済的な賠償は東電や政府が直接支援していくより仕方がないと思う。ま

た、核を拡散させない為に避難区域の使い道として処理施設を作ることが全体の利益になっていく。他の場所では

受け入れが難しいと思います。 
風評被害の問題では、日本の作物を全く受け入れない国がたくさんある。日本国全体が風評被害を受けている。政

府の甘い数値設定や感情論に流されず、自分達で調べられることは調べてきちんとした分別をする。そして、風評

被害者に対し物心両面でケアし、支援運動や呼びかけをしていかなければならない。 

3
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第 37 回山静教区教化研究会議報告

担当 静岡西部宗務所

開催期日 平成 25 年 2 月 6 日

会 場 静岡県掛川市

テ ー マ 3.11 以後の『安穏なる社会づくり』

◎ 平成 24 年 11 月 26 日

現宗研 三原所長 研究員 2 名 担当管区所長 事務長 2 名

教化センター 2 名 地元市議 ボランティア会々長 計 10 名にて、

中部電力浜岡原子力発電所を発電所々員の案内にて視察

(詳細・・・宗報 3 月号 現宗研だより 参照)

◎ 基調講演

講師 日蓮宗現代宗教研究所 所長 三原正資 師

演題 『原子力文明再考』

原子力平和利用のスローガンもと、政治・学者・企業が押し進めて来たが

その原子力安全神話も、3.11 を境に崩れたと自覚すべきではないか。

しかし、現在、原子力問題は、政治、社会、教育全てに絡んだ問題である

現代社会は、経済が優先されているが、宗門人は、今一度、石橋湛山師の

小日本主義を参考に現代社会を見つめ直す必要があるのではないか。

◎ 分散会報告(協議事項)

① 日蓮教学から『フクシマ』をどうとらえるか

② 予想される東海地震を踏まえた浜岡原発どうとらえるか

③ 被災者支援の方法を考える

◎ 第 1 分散会

近い将来起きるであろう、東海地震に対し、特に静岡県は甚大な被害が予想

される、本堂・庫裡の耐震化に最大限努力する、避難場所に指定されると推

測される。福島原発事故を、日蓮教学的にどう考えるかは、東京都知事の天

罰発言について一理あるのではと言う声も出たが、人間が傲慢に成りすぎた

反省もある。しかし、福島の被災地の方に与えられた天罰はない、共に苦し

みを分かち合う心を求められている。

4
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原発をこう考える（仁部／安芸／清水／小屋／浅野）

◎ 第 2 分散会

宗門として、まだ方向性が出ていない現状で原発に付いての是非を出すのは

難しい、個人的には、誰も即時完全停止の方向に向かうのが望ましいと考えて

居る人が大半だが、原発で生計を立てている人も少なくない事も考えなくて

はいけない。寺が、避難所・ご遺体安置所になるのは当然だが、静岡中部宗

務所が実施した防災アンケートによると、耐震工事を実施した寺院は 24%
程で又過去帳、檀信徒名簿の保全等をしている寺院は 28.5%、その他は検

討中との回答であった。まだ、災害に対する準備は進んでいない状況が見受

けられる、又山梨県と静岡県では、震災特に津波を含むと温度差がある

震災があり、計画停電と同時に節電の意識も起きたが日にちが経つと忘れて

しまいがちになる、講演の中で少欲知足とあったが全ての物に感謝する心を

忘れてはいけない、僧侶は、それを伝える、義務と責任がある。

◎ 第 3 分散会

静岡県西部宗務所管内寺院は、中部電力浜岡原子力発電所より、30K 圏内

に多くの寺院が有る、震災・津波被害を考えると、完全停止と廃炉を望む声

が多い、しかし原発関連施設で生計を立てている方も多く、住職として声を

上げるのは難しい、今回の教化研究会議開催前に僧侶としての考えを聞きた

く浜岡町(現 御前崎市) の寺院住職に(他宗) 面会を依頼したが、全て、

檀信徒の中に関連施設に従事している為、拒否されてしまった。

地元での反対運動を見ても多くの参加者は、遠方の者が多く参加している

宗門は、言うまでもなく、山静教区間で被災地、被災者支援のネットワーク

を速やかに構築すべきで有る、又住職、檀信徒、寺族が常に被災者なりうる

事を前提に、防災とその後の互いの支援に付いて管内での研修の場を作り常

に防災意識を高める事が必要。

◎ 教化研究会議後の取り組み

① 檀信徒協議会等と、協力し話し合い、研修会を開催する。

② 早期に檀信徒青年会を各寺院で立ち上げ、寺院護持会と話し合える場を

作る。

5
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浜田原子力発電所の概要
参考資料

1号機
54万kw

着工年 昭和46年3月
運転開始 昭和51年3月
運転終了 平成21年1月

368本

2号機
84万kw
昭和49年3月
昭和53年11月
平成21年1月
560本

3号機 4号機 5号機
110万kw 113.7万kw 138万kw

平成π年2月 平成11年3月
昭和62年8月 平成5年9月 平成17年1月

764本 764本 872本

電源立地促進対策交付金(電源三法・・・電源立法)交付金配分

① 1・2号機(昭50年~昭53年) ② 3号機(昭58年~昭63年)
配分率% 配分金額 配分率% 配分金額

干円 千円
御前崎町 38.3 632.162 御前崎町 37，0 1，710，000 
相良町 38.3 631.634 相良町 34，4 1，590，000 
大東町 11.7 192.07 大東町 14，3 660，000 

11.7 192.07 
1，647，936 100，0 4，620，000 

浜岡町 1，647，936 浜岡町 100，0 4，620，000 
発電所からの距離・人口で配分

③ 4号機(平元年~平10年) ④ 5号機(平12年~平21年)
配分率% 配分金額 配分率% 配分金額

千円 千円
御前崎町 37，0 2，055，101 御前崎町 37，0 2，680，700 
相良町 34，4 1，910，649 相良町 34，4 2，492，300 
大東町 14，3 794，286 大東町 14，3 1，036，000 

100，0 5，554，322 100，0 7，245，000 
浜岡町 100，0 5，554，322 浜岡町 100，0 7，245，000 

浜岡町及び近隣町交付金額 浜岡町の人口推移と町決算額

1 号機- 5号機 配分割合と金額 年度 人口(人) 決算額(千円)
浜岡町 100 19，067，258 昭和45年 17，177 842，095 
御前崎町 37 6，624，583 50年 18，621 
相良町 37 6，624，583 55年 19，859 4，544，775 
大東町 14， 2，682，356 60年 22，155 6，935，233 
小笠町 2，682，356 平成2年 22，891 12，269，278 

7年 23，547 12，170，504 
12年 24，490 13，508，602 
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原発をこう考える（仁部／安芸／清水／小屋／浅野）

平成 25 年度第 46 回中央教化研究会議 
平成 25 年９月 

福井県南部宗務所 浅野修章 

第 30 回北陸教化研究会議 議題内容 
 
福島原発の事故以来、反原発の動きが高まり、福井県若狭地方も全国で一番

多く原発を抱える地域である事から注目されている。 
福井県若狭地方には現在、若狭湾、小浜湾に沿って敦賀発電所２基、もんじ

ゅ１基、美浜発電所３基、大飯発電所４基、高浜発電所４基、計１４基の原発

が集中しているが、若狭地方には、過去に大きな地震が少なく阪神地方に近い

ことから原発の立地建設が進められたと考えられる。 
 
昨年大飯原発が再稼働したが、近隣住民は不安な気持ちで生活されている方

も少なくはない。 
しかし、福井県若狭地方には地元を支える主な産業がなく、地元で仕事を持ち

生活していくには、原発がなければ成り立ちにくい現状にある。 
原発に関わる下請け業者や民宿など、原子力発電所で働く人だけでなく、ほと

んどの職場に多大な影響が出てくることは間違いない。 
 
福井県若狭地方では原発が地域に存在し、稼働していても稼働停止していて

も危険性から解放されない不安感と、仕事を持ち家族を養っていかなければな

らないという現実に挟まれ、簡単に原発推進、反対と決められない現状にある。 
このため福井県南部当番、教区教化研究会議では、本年１１月７日の分散会に

おいて、「私達宗教者が原発立地地域において出来ること」を協議したいと考え

ている次第です。 
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