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現
場
に
お
け
る
仏
教
保
育
―
子
ど
も
た
ち
の
幸
せ
を
願
っ
て
―

　
　
　
　
　
　

鶴
見
大
学
短
期
大
学
部
附
属
三
松
幼
稚
園
・
園
長　
　

山
崎
　
和
子

　
　

一
、
は
じ
め
に

三
松
幼
稚
園
の
正
式
名
称
は
、
学
校
法
人
総
持
学
園
鶴
見
大
学
短
期
大
学
部
附
属
三
松
幼
稚
園
で
す
。
つ
ま
り
三
松
幼
稚
園
は
短
期
大

学
部
の
附
属
と
い
う
訳
で
す
。
短
期
大
学
部
に
は
、
保
育
科
、
歯
科
衛
生
科
、
専
攻
科
が
あ
り
ま
す
。（
表
１
）
保
育
科
は
皆
様
ご
存
知

の
よ
う
に
、
幼
稚
園
、
保
育
園
等
の
先
生
を
養
成
す
る
学
校
で
す
。
言
う
な
れ
ば
、
養
成
校
附
属
の
幼
稚
園
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
横

浜
市
内
は
じ
め
神
奈
川
県
内
、
い
や
全
国
の
幼
稚
園
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
役
割
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

三
松
幼
稚
園
で
は
、
質
の
高
い
保
育
を
目
指
し
、
職
員
と
話
し
合
い
、
学
び
高
め
合
い
な
が
ら

保
育
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
保
育
科
の
先
生
方
は
、
新
し
い
情
報
を
沢
山
お
持
ち
で
す
の

で
、専
門
性
を
高
め
る
為
の
園
内
研
修
を
し
て
い
た
だ
き
、連
携
を
密
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

結
果
、
三
松
幼
稚
園
に
は
、
市
内
外
の
幼
稚
園
を
は
じ
め
、
他
の
養
成
校
、
行
政
ま
で
も
、
見
学

に
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
総
持
学
園
の
名
の
通
り
、
母
体
は
總
持
寺
で
す
の
で
、
總
持
寺
と
の
つ
な
が
り
が
保
育

の
中
で
も
沢
山
あ
り
ま
す
。

年
度
始
め
は
、花
ま
つ
り
（
４
月
８
日
）
と
決
ま
っ
て
お
り
、入
園
式
に
は
、入
園
記
念
品
と
し
て
、

お
数
珠
を
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
大
祖
堂
に
は
、
学
期
に
一
度
お
参
り
（
２
学
期
は
、
写
真
の

入園式
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よ
う
に
お
じ
い
ち
ゃ
ま
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ま
と
一
緒
に
）
を
し
て
い
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
三
松
の

子
ど
も
達
は
手
を
合
わ
せ
て
お
焼
香
す
る
の
が
と
て
も
上
手
で
す
。

さ
ら
に
曹
洞
宗
の
象
徴
と
も
な
っ
て
い
る
坐
禅
は
、
年
長
に
な
る
と
月
１
回
、
年
11
回
体
験
し
、

静
の
時
間
・
集
中
す
る
時
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
坐
禅
に
加
え
て
、
み
霊
ま
つ
り
、
お
餅
つ
き
に
は
、

お
坊
さ
ん
と
の
ふ
れ
合
い
も
あ
り
、
多
様
な
人
と
の
か
か
わ
り
が
大
切
な
幼
児
期
に
他
の
幼
稚
園
で

は
絶
対
に
あ
り
得
な
い
、
三
松
幼
稚
園
な
ら
で
は
の
経
験
を
数
多
く
し
て
お
り
ま
す
。

總
持
寺
の
境
内
は
自
然
が
い
っ
ぱ
い
で
子
ど
も
が
あ
そ
ぶ
の
に
相
応
し
い
環
境
で
あ
る
た
め
、
よ

く
ご
近
所
の
保
育
園
の
小
さ
な
お
友
だ
ち
が
毎
日
沢
山
み
え
て
い
ま
す
。
三
松
幼
稚
園
も
、
今
年
入

園
し
た
ば
か
り
の
３
年
保
育
の
春
の
遠
足
は
、
總
持
寺
と
の
つ
な
が
り
や
素
晴
ら
し
い
環
境
を
保
護

者
様
に
も
体
験
し
て
頂
け
る
よ
う
に
、
總
持
寺
に
決
定
し
ま
し
た
。
幼
稚
園
ホ
ー
ル
に
集
合
し
、
第

二
園
庭
を
通
っ
て
總
持
寺
へ
、
ま
ず
は
大
祖
堂
で
お
参
り
、
記
念
撮
影
、
境
内
で
親
子
で
あ
そ
び
、

楽
し
い
一
日
を
過
ご
し
て
参
り
ま
し
た
。

大祖堂 ( おじいちゃん・おばあちゃんと本山参拝 )

坐　禅

お餅つき

み霊まつり
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総
持
学
園　

建
学
の
精
神

　
　

大
だ
い
が
く覚

円えん
じ
ょ
う

成
　
報
ほ
う
お
ん
ぎ
ょ
う
じ

恩
行
持

こ
れ
は
、
三
松
幼
稚
園
初
代
園
長
の
中
根
環
堂
先
生
が
お
考
え
に
な
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

現
代
訳

・
感
謝
を
忘
れ
ず　
　

真ひ
と人
と
な
る

・
感
謝
の
こ
こ
ろ
育
ん
で　
　

い
の
ち
輝
く
人
と
な
る

総
持
学
園
は
、
幼
稚
園
か
ら
中
学
・
高
校
・
大
学
ま
で
一
貫
し
て
、『
円
満
な
人
格
の
形
成
と
人
類
社
会
に
対
す
る
感
謝
・
報
恩
の
実

践
を
心
の
指
針
と
し
て
い
ま
す
』

幼
稚
園
で
は
そ
れ
を
、『
心
豊
か
な
人
』
と
解
釈
し
保
育
し
て
い
ま
す
。

　
　

二
、
仏
教
保
育
三
綱
領

幼
児
期
は
人
生
の
土
台
作
り
、
一
生
も
の
の
始
ま
り　

で
す
。

そ
こ
で
、『
保
育
三
綱
領
』
を
基
に
、
日
々
の
保
育
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。
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・
慈じし
ん心

不ふせ
つ殺

（
生
命
尊
重
の
保
育
を
行
お
う
）　

　
　
　
　
　
　
　

→　

明
る
く

・
仏
ぶ
つ
ど
う道

成じょ
う
じ
ゅ

就
（
正
し
き
を
見
て
絶
え
ず
進
む
保
育
を
行
お
う
）

　
　
　
　
　
　
　

→　

正
し
く

・
正
し
ょ
う
ぎ
ょ
う業
精しょ
う
じ
ん
進
（
良
き
社
会
人
を
つ
く
る
保
育
を
行
お
う
）　

　
　
　
　
　
　
　

→　

仲
よ
く

　
　

三
、
仏
教
保
育
１
年
の
ね
ら
い

４
月　

・
合
掌
聞
法 （
入
園
、
進
級
を
喜
び
、
園
生
活
に
し
た
し
も
う
。）

５
月　

・
持
戒
和
合 （
決
ま
り
を
守
り
、
集
団
生
活
を
た
の
し
も
う
。）

６
月　

・
生
命
尊
重
（
生
き
物
を
大
切
に
し
よ
う
。）

７
月　

・
布
施
奉
仕
（
だ
れ
に
も
親
切
に
し
よ
う
。）

８
月　

・
自
利
自
他
（
で
き
る
こ
と
は
進
ん
で
し
よ
う
。）

９
月　

・
報
恩
感
謝
（
社
会
や
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
よ
う
。）

10
月　

・
同
事
協
力
（
お
互
い
に
助
け
合
お
う
。）

11
月　

・
精
進
努
力
（
最
後
ま
で
や
り
と
げ
よ
う
。）

12
月　

・
忍
辱
持
久
（
教
え
を
知
り
、
み
ん
な
で
努
め
励
も
う
。）

保育三綱領

※学年ごとにこれをさらに具体化
　したねらいを設定しています
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１
月　

・
和
顔
愛
語
（
寒
さ
に
負
け
ず
、
仲
良
く
遊
ぼ
う
。）

２
月　

・
禅
定
静
寂
（
よ
く
考
え
、
落
ち
着
い
た
暮
ら
し
を
し
よ
う
。）

３
月　

・
智
慧
希
望
（
希
望
を
持
ち
、
楽
し
く
暮
ら
そ
う
。）

　
　

四
、三
松
幼
稚
園
が
特
に
大
切
に
し
て
い
る
目
標

『
心
豊
か
な
人
』
を
育
む
た
め
に
、
三
松
幼
稚
園
で
は
日
々
の
保
育
の
中
で
、
以
下
を
共
通
の
目
標
と

し
て
い
ま
す
。

◇
報
恩
感
謝
（
感
謝
の
で
き
る
子
）

お
釈
迦
さ
ま
、
お
地
蔵
さ
ま
が
い
つ
も
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
機
会
あ
る
ご
と
に
伝
え
て
い
ま

す
。
ま
た
、
お
弁
当
の
時
に
、
感
謝
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

・
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

・
目
の
前
に
あ
る
食
べ
物
が
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
の
手
に
よ
り
作
ら
れ
た
の
か　

等
を
伝
え
て
い
ま
す

・
食
べ
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と

お弁当 お地蔵さま
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◇
生
命
尊
重
（
命
を
大
切
に
す
る
子
）

生  

き 

物 　

→　

小
さ
な
生
き
物
を
育
て
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
も
命
が
あ
る
こ
と

お
誕
生
会　

→　

い
の
ち
は
自
分
１
人
の
も
の
で
は
な
い

多
く
の
人
や
ご
先
祖
さ
ま
に
支
え
ら
れ
て
今
の
自
分
が
あ
る
こ
と

機
会
が
あ
る
ご
と
に
ど
の
命
も
か
け
が
え
の
な
い
命
で
あ
る
こ
と

を
伝
え
て
い
ま
す

絵　
　

本　

→　

い
の
ち
の
ま
つ
り
を
読
む

 　

お誕生会

生き物（蚕のお世話）

絵本
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◇
お
友
だ
ち
！
お
先
に
ど
う
ぞ

〈
創
立
90
周
年
（
平
成
26
年
）
幼
稚
園
教
育
目
標
〉

幼
児
期
は
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
自
己
中
心
性
か
ら
周
り
に
い
る
自
分
以
外
の
他
者
と
ぶ
つ
か
り
合
い
な
が
ら
相
手
の
気
持

ち
に
気
づ
き
自
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
律
性
（
セ
ル
フ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
が
芽
生
え
る
時
期
で
す
。

そ
う
い
う
時
だ
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
の
傍
ら
に
い
る
大
人
た
ち
が
率
先
し
て
「
お
先
に
ど
う
ぞ
」
と
い
う
言
葉
を
日
常
生
活
の
中
で
意

識
し
て
使
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
と
考
え
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
幼
い
な
が
ら
も
相
手
を
お
も
い
や
る
と
い
う
優
し
い
心
が
そ
だ

ち
ま
す
。

 

◇
自
分
で
考
え
行
動
す
る
子

「
子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
っ
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
社
会
に
な
っ
て
い
る
か
は
、
極
め
て
不
透
明
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
社
会
、

世
の
中
で
も
生
き
て
い
け
る
子
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
と
考
え
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
あ
そ
び
の
中
で
人
生
に
必
要
な
知
恵
を
身

に
つ
け
て
い
き
ま
す
。
主
体
的
に
あ
そ
ぶ
中
で
対
話
し
、
深
い
学
び
を
し
て
い
ま
す
。

年長になると…　一人ずつしか降りら
れない遊具であそんでいる時、誰かが
「お先にどうぞ!!」と言ったのを担任
が褒めると、次々に「どうぞ」「どう
ぞ」という声が、まるでコントのよう
になったとのことです。普段から大人
が“お先にどうぞ”という言葉を使って
いると、自然と子どもたちにも譲り合
う姿が見られるようになるということ
です。
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五
、三
仏
忌

三
仏
忌
を
、
絵
話
や
紙
芝
居
、
ビ
デ
オ
等
の
教
材
を
用
い
て
、
分
か
り
や
す
く
丁
寧
に
伝
え
て
い
ま
す
。

・
お
釈
迦
様
の
お
誕
生
（
花
祭
り
）    

４
月
８
日

・
お
釈
迦
様
の
お
悟
り
（
成
道
会
）　

12
月
８
日　
　

・
お
釈
迦
様
の
最
期  　
（
涅
槃
会
）　

２
月
15
日　

年
長
に
な
る
と
、
ち
ぎ
り
絵
で
三
仏
忌
を
表
現
し
、
そ
れ
を
身
近
な
と
こ
ろ
に
、
子
ど
も
の
目
の
高
さ
に
合
わ
せ
て
設
置
し
、
親
し
む

機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
年
長
に
な
る
と
、2

月
の
発
表
会
に
は
、
お
悟
り
の
劇
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

花祭り

成道会

涅槃会
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六
、
保
育
の
中
の
礼
拝

１
学
期　

６
回

２
学
期　

５
回

３
学
期　

６
回

始
業
式
（
花
祭
り
）

始
業
式

始
業
式

入
園
式

七
五
三

道
元
禅
師
様
降
誕
会

こ
ど
も
の
日

太
祖
様
降
誕
会

涅
槃
会

プ
－
ル
開
き

成
道
会

ひ
な
祭
り

七
夕
ま
つ
り

終
業
式

卒
園
式

終
業
式

修
了
式

　
　

　

 

　

 

 

卒
園
式
で
は
、「
皆
さ
ん
は
お
釈
迦
様
の
子
ど
も
と
し
て
元
気
で
仲
良
く
過
ご
せ
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
は
、
い
つ
も
、
い
つ
ま
で
も
、

皆
さ
ん
を
応
援
し
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
下
さ
い
ね
。」
と
伝
え
て
い
ま
す
。

（年間　計 12 回）

卒園式

プール開き

花祭り
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七
、
ま
と
め
に
か
え
て

　
　
仏
教
保
育
　
＝
　
日
本
人
の
心
そ
の
も
の

仏
教
保
育
と
い
う
と
、
何
か
特
別
な
も
の
と
構
え
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
日
本
人
な
ら
誰
も
が
ご
く
自
然
に
持
っ
て
い
る
心
で
は
な

い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

仏
教
保
育
は
、
人
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
こ
と
、
大
切
な
こ
と
、
を
分
か
り
や
す
く
子
ど
も
に
も
伝
わ
る
よ
う
組
み
立
て

ら
れ
て
い
る
「
す
ぐ
れ
も
の
」
と
今
さ
ら
な
が
ら
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、

　

・　

食
べ
る
時　

→　

日
本
人
な
ら
誰
で
も
自
然
に
手
を
合
わ
せ
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う

　

・　

仏
さ
ま　

→　

御
仏
壇
が
あ
る
家
で
は
、
珍
し
い
も
の
や
頂
戴
し
た
品
は
、
ま
ず
お
供
え
し
て
か
ら

い
た
だ
く
、
御
仏
壇
の
な
い
家
で
も
、
お
盆
や
お
彼
岸
に
は
お
墓
参
り
を
し
、
ご
先
祖
様
に
感
謝
す
る

こ
の
よ
う
に
意
識
し
な
く
と
も
、
仏
教
保
育
は
、
日
常
の
中
に
、
習
慣
、
文
化
と
し
て
、
根
づ
い
て
い
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

　　　　　　　　　　　　　　　―日本文学専攻―博士課程（前期・後期）
　　　　　　　　―文学研究科――英米文学専攻―博士課程（前期・後期）
鶴見大学大学院―　　　　　　　―文化財学専攻―博士課程（前期・後期）
　　　　　　　　―歯学研究科――歯学専攻――博士課程

　　　　　　　　　　　　　　　―日本文学科

鶴　見　大　学

　―文学部――――英語英米文学科
　　　　　　　

―
　　　　　　　―文化財学科

　　　　　　　　　　　　　　　―ドキュメンテーション学科
　　　　　　　　―歯学部――――歯学科

　　　　　　　　　　　　　　―保育科
　　　　　　　　　　　　　　―歯科衛生科
鶴見大学短期大学部―――　　　　　　　―保育専攻　　　　　　　　　　　　―――専攻科―

―福祉専攻鶴見大学附属中学校
鶴見大学短期大学部附属三松幼稚園
大学機關　・図書館
　　　　　・保健センター
　　　　　・歯学部附属病院
　　　　　・女子学生寮
　　　　　・仏教文化研究所
　　　　　・国際交流センター
　　　　　・先制医療研究センター

表１　総持学園の構成


