
伝えあい育ちあうということ

井上晶子  Inoue Shoko

滋賀県出身。新潟県上越市在住。
国府教区高田組瑞泉寺坊守。（学）いずみ学園  いずみ幼稚園  
副園長として、親も子どもも保育者も共に育ち合う「まこと
の保育」を根幹とした幼児教育に携わっている。
国府教区仏教婦人会連盟では、「合唱団こぶしの森」の団員と
して、また 2018 年からは恵信尼様顕彰部会の「こぶしの会」
部長として、来たる2020年本願寺国府別院「親鸞聖人750回大
遠忌法要 及び 恵信尼公 750 回忌法要」を盛り上げようと、会
員と共に準備に取り組んでいる。
茶道や美術鑑賞を楽しむ一方、阪神ファンでお笑いを好むな
ど根は関西人。

上野廸音  Ueno Michinari

1987年上越市（高田）生まれ。地元の進学校を卒業後、横浜国
立大学で映画論を専攻。
同大学院在学中に高田世界館で自主制作映画を上映したことが
きっかけで、2014年から同館唯一の常駐スタッフとして勤務を
始める。現在は若き支配人。
日本最古の映画館の支配人として、映画の上映や、演劇、落語、
コンサートなどを次々企画し、人と人との交流の場、みんなが
輝ける場にしたいと日々奮闘している。　
そんな彼の姿や世界館の魅力に、全国から映画ファンだけでな
く有名な俳優や映画監督、ミュージシャンなども訪れる映画館
へと成長を続けている。　
日本酒を愛し、休日も映画館巡りをする無類の映画好き。一児
の父。

色
の
深
み
が
あ
っ
て
︑
ほ
ん
と
う
に
い

い
ん
で
す
︒

井
上　
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
︒
私
も

ぜ
ひ
観
た
い
で
す
︒

上
野　
ぜ
ひ
と
も
そ
の
機
会
に
は
お

越
し
下
さ
い
︒

井
上　
そ
れ
と
︑
も
う
ひ
と
つ
印
象
的

だ
っ
た
の
は
︑
映
画
が
始
ま
る
前
の
上
野

さ
ん
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
︒﹁
ま
も
な
く
上
映

を
開
始
い
た
し
ま
す
﹂
が
︑
少
し
だ
け
ハ

イ
ト
ー
ン
で
温
か
み
の
あ
る
声
で
︑
と
っ

て
も
素
敵
だ
っ
た
ん
で
す
︒
ホ
ッ
と
リ

ラ
ッ
ク
ス
し
ま
し
た
︒
そ
し
て
映
画
が
終

わ
っ
て
出
て
き
た
ら
︑
ま
た
上
野
さ
ん
が

気
さ
く
に
﹁
ど
う
で
し
た
か
？
﹂
と
声
を

か
け
て
く
だ
さ
っ
て
︑
そ
こ
で
ま
た
話

を
す
る
︒
す
る
と
︑
映
画
の
余
韻
が
二

倍
に
も
三
倍
に
も
膨
ら
む
︑
他
の
映
画

館
に
は
な
い
魅
力
で
す
ね
︒

上
野　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
あ

の
時
は
﹃
し
ゃ
ぼ
ん
玉
﹄
と
い
う
作
品

を
観
ら
れ
た
ん
で
し
た
よ
ね
︒

井
上　
そ
う
で
す
︒
市
原
悦
子
さ
ん
が

出
演
さ
れ
た
最
後
の
映
画
で
す
が
︑
あ

の
映
画
を
高
田
世
界
館
で
観
る
こ
と
が

で
き
て
よ
か
っ
た
︒
強
盗
や
ひ
っ
た
く

り
な
ど
を
く
り
返
し
て
︑
他
人
も
自
分

も
傷
つ
け
て
き
た
若
者
が
︑
市
原
悦
子

演
じ
る
婆
ち
ゃ
ん
や
村
の
人
と
出
会
っ

て
︑
自
分
を
取
り
戻
し

て
い
く
︒
そ
う
い
う
物

語
と
映
画
館
の
魅
力
が

マ
ッ
チ
し
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
︒
見
終
わ
っ
た
ら

ボ
ロ
ボ
ロ
涙
が
出
て
止
ま

ら
な
か
っ
た
ん
で
す
が
︑

他
の
お
客
さ
ん
も
み
ん
な

そ
う
で
︑﹁
よ
か
っ
た
ね
﹂っ

て
う
な
ず
き
あ
い
た
く
な

匂
い
な
ど
を
感
じ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

井
上　
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
︵
懐
か
し
い
︶

な
雰
囲
気
で
︑
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た

よ
う
で
し
た
︒

上
野　
今
︑日
本
で
は
三
十
五
ミ
リ
の

映
写
機
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
い
る

の
で
す
が
︑
世
界
館
で
は
﹁
百
年
続
い

た
フ
ィ
ル
ム
上
映
の
技
術
も
残
す
﹂
と

い
う
考
え
で
︑
機
会
あ
る
ご
と
に
フ
ィ

ル
ム
上
映
も
行
っ
て
い
ま
す
︒
古
い
映

写
機
だ
か
ら
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
は
手
間

が
か
か
り
ま
す
が
︑
フ
ィ
ル
ム
映
画
は

「
高
田
世
界
館
」
と
い
う
場
所

井
上　
先
日
︑
高
田
世
界
館
で
映
画
を

観
ま
し
た
︒
建
物
が
醸
し
出
す
魅
力
な

の
か
︑
歴
史
を
積
み
重
ね
る
中
で
込
め

ら
れ
て
き
た
人
の
思
い
な
の
か
︑
高
田

世
界
館
に
は
他
の
映
画
館
に
な
い
﹁
場

所
の
力
﹂
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ま
し

た
ね
︒

上
野　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
足

を
運
ん
で
い
た
だ
け
て
う
れ
し
い
で

す
︒
こ
の
建
物
は
建
築
当
時
の
ま
ま
現

在
に
至
っ
て
い
て
︑
本
物
な
ら
で
は
の

時
代
色
︑
居
心
地
の
良
さ
︑
空
気
感
︑

対×談

　
冬
に
な
る
と
、
す
べ
て
の
も
の
が
雪
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
豪
雪
の

地
、
新
潟
県
上
越
市
高
田
。

　
そ
こ
に
百
八
年
の
歴
史
を
誇
る
日
本
最
古
級
の
映
画
館
「
高
田

世
界
館
」
が
あ
り
ま
す
。

　
都
会
か
ら
帰
郷
し
、
そ
の
映
画
館
を
守
り
続
け
て
お
ら
れ
る
若

き
支
配
人
の
上
野
迪
音
さ
ん
。

　
そ
し
て
、
縁
あ
っ
て
上
越
市
に
嫁
ぎ
、
お
寺
の
坊
守
と
幼
稚
園
の

副
園
長
と
い
う
二
足
の
わ
ら
じ
を
履
き
な
が
ら
も
、
豪
雪
の
地
に

し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
生
活
を
し
て
お
ら
れ
る
井
上
晶
子
さ
ん
。

　
お
二
人
が
対
談
さ
れ
た
お
部
屋
に
は
春
が
訪
れ
た
よ
う
な
温
か

さ
が
広
が
り
ま
し
た
。
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ど
そ
れ
で
も
︑
と
に
か
く
が
む
し
ゃ
ら

に
前
に
進
む
し
か
な
い
と
い
う
気
持
ち

で
や
っ
て
き
ま
し
た
︒

井
上　
そ
し
て
︑
い
つ
し
か
こ
の
映
画

館
の
魅
力
が
大
き
く
広
が
っ
て
︑
全
国

か
ら
映
画
フ
ァ
ン
が
集
う
よ
う
に
な

り
︑
あ
な
た
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
い
と
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
仲
間
が
集
ま
っ
て
き
て

い
る
ん
で
す
ね
︒

上
野　
今
は
映
画
館
だ
け
じ
ゃ
な
く

て
︑
地
域
に
根
ざ
し
た
こ
と
を
や
っ
て

い
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
︒
地
域
の
人
々
と
つ
な
が
り
支
え
合

い
知
恵
を
出
し
合
っ
て
︑
高
田
の
ま
ち

の
文
化
を
守
り
育
て
て
い
く
こ
と
が
で

き
た
ら
と
思
い
ま
す
︒

井
上　
な
る
ほ
ど
︒
広
い
と
こ
ろ
か

ら
﹁
高
田
世
界
館
﹂
の
こ
と
も
﹁
文
化
﹂

の
こ
と
も
捉
え
よ
う
と
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
ん
で
す
ね
︒

上
野　
僕
自
身
︑
か
な
り
の
ひ
ね
く
れ

者
︑
自
己
否
定
感
も
強
く
て
︑
高
田
と

い
う
町
も
否
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
入
り

ま
し
た
︒
で
も
そ
れ
が
あ
っ
た
か
ら
︑

た
と
き
が
あ
り
ま
し
た
︒

井
上　
そ
う
な
ん
で
す
ね
︒
初
め
か
ら

古
い
も
の
を
守
っ
て
い
こ
う
と
か
︑
高

田
の
文
化
を
守
っ
て
い
こ
う
と
か
︑
そ

ん
な
ふ
う
に
思
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
ね
︒

大
切
な
も
の
を
奪
わ
せ
な
い

上
野　
最
初
は
映
画
が
好
き
で
映
画
の

勉
強
を
し
て
き
た
か
ら
︑
映
画
館
の
仕

事
を
し
た
い
っ
て
い
う
気
持
ち
で
高
田

に
帰
っ
て
き
ま
し
た
︒
い
ざ
始
め
て
み

る
と
︑
チ
ラ
シ
作
り
︑
ポ
ス
タ
ー
張
り

か
ら
上
映
︑
ト
イ
レ
掃
除
ま
で
何
で
も

一
人
で
や
る
日
々
が
続
き
︑
一
日
中
お

客
の
来
な
い
日
も
あ
り
ま
し
た
︒
け
れ

て
い
ま
す
︒

上
野　
僕
は
映
画
館
の
仕
事
が
な
か
っ

た
ら
︑
お
そ
ら
く
帰
っ
て
く
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
町
は
疲

弊
し
て
い
て
︑
若
い
人
が
住
む
に
は
つ

ら
い
場
所
だ
と
感
じ
て
い
た
時
期
が
あ

り
ま
し
た
か
ら
ね
︒

井
上　
あ
あ
︑
上
野
さ
ん
も
そ
ん
な
ふ

う
に
感
じ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
ね
︒
私

は
幼
児
教
育
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
が
︑

子
育
て
世
代
や
子
ど
も
の
人
数
も
だ
ん

だ
ん
減
っ
て
き
て
い
る
︑
そ
ん
な
現
実

を
目
の
当
た
り
に
し
て
同
じ
よ
う
な
こ

と
を
感
じ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
ん
で
す
︒

上
野　
雪
が
ネ
ッ
ク
な
の
か
な
︒
雪
が

た
く
さ
ん
積
も
っ
て
長
い
間
消
え
な
い

と
こ
ろ
に
は
住
み
た
く
な
い
と…

︒

井
上　
私
は
結
婚
し
て
か
ら
こ
こ
に
住

む
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
が
︑
当
時
の

雪
の
多
さ
に
と
に
か
く
驚
き
ま
し
た
︒

こ
こ
で
ず
っ
と
暮
ら
し
て
い
け
る
の
か

不
安
に
も
な
り
ま
し
た
︒
そ
ん
な
と
き

夫
が
︑﹁
だ
か
ら
こ
そ
春
が
き
た
と
き

の
喜
び
は
︑
ひ
と
し
お
な
ん
だ
︒
四
季

る
よ
う
な
︑
そ
ん
な
感
じ
で
し
た
︒

上
野　
﹃
し
ゃ
ぼ
ん
玉
﹄
は
︑
た
く
さ
ん

の
人
に
観
て
も
ら
い
ま
し
た
︒
高
田
世

界
館
で
は
︑
ヒ
ッ
ト
し
た
方
で
す
︒

井
上　
ど
ん
な
映
画
を
上
映
す
る
の
か

も
︑
上
野
さ
ん
が
選
ん
で
お
ら
れ
る
ん

で
す
ね
︒

上
野　
そ
う
で
す
ね
︒
映
画
は
単
な
る

娯
楽
で
は
な
い
︒
映
画
を
通
し
て
自
分

が
住
ん
で
い
る
世
界
と
は 
違
う
世
界

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
田
舎
に
住
ん

で
い
て
も
︑
い
ろ
ん
な
世
界
を
み
て
ほ

し
い
︒
そ
ん
な
願
い
を
持
っ
て
選
ん
で

い
ま
す
︒

春
が
く
る
よ
ろ
こ
び

井
上　
い
っ
た
ん
は
大
学
で
学
ぶ
た
め

に
都
会
に
出
ら
れ
た
上
野
さ
ん
が
︑
高

田
に
帰
っ
て
き
て
︑
高
田
世
界
館
の
お

仕
事
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
若
い
人
が

帰
っ
て
来
て
く
だ
さ
る
こ
と
は
︑
こ
こ

に
住
む
私
に
と
っ
て
は
と
て
も
う
れ
し

い
こ
と
で
す
︒
も
っ
と
も
っ
と
若
い
人

が
こ
の
町
に
住
ん
で
く
れ
た
ら
と
願
っ
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が
は
っ
き
り
し
て
い
る
︑
そ
れ
を
楽

し
め
ば
い
い
ん
だ
よ
﹂
と
私
に
話
し
て

く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
︒
子
ど

も
の
時
か
ら
ず
っ
と
こ
こ
で
育
っ
た
夫

は
︑
長
い
冬
︑
雪
国
の
生
活
の
中
で
こ

そ
育
ま
れ
て
い
く
も
の
︑
そ
う
い
う
も

の
の
中
に
こ
そ
大
切
な
も
の
が
あ
る
と

教
え
て
く
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
︒
私

自
身
︑
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な

る
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
け

ど…
…

︒

上
野　
僕
は
町
家
で
育
っ
た
の
で
す

が
︑
子
ど
も
の
頃
は
表
立
っ
て
﹁
こ
こ

に
住
ん
で
い
る
﹂
と
は
言
え
な
か
っ
た

ん
で
す
︒
町
家
っ
て
古
く
て
暗
い
じ
ゃ

な
い
で
す
か
︒
引
け
目
さ
え
感
じ
て
い

対×談
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上
野
　
こ
こ
の
近
く
に﹁
上
海
﹂と
い
う

食
堂
が
あ
り
ま
す
︒
建
物
は
と
に
か
く

古
く
て
︑
い
ろ
ん
な
人
が
自
分
の
家
の

よ
う
に
気
楽
に
訪
れ
て
い
る
︒
飾
ら
な

い
普
段
着
の
人
た
ち
や
︑
お
し
ゃ
れ
な

若
い
カ
ッ
プ
ル
︑
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら

孫
ま
で
一
家
揃
っ
て
の
お
客
な
ど
も
い

た
り
す
る
︒
僕
は
そ
こ
で
い
ろ
ん
な
お

客
さ
ん
を
み
る
の
が
好
き
な
ん
で
す
︒

多
世
代
が
共
に
過
ご
せ
る
場
所
と
い
う

の
か
︑
空
間
の
包
容
力
が
あ
る
ん
で
す
︒

誰
も
否
定
し
な
い
空
間
と
い
っ
て
も
よ

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
そ
う
い
う
も

の
を
地
元
で
残
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
︒

井
上
　
私
も
﹁
上
海
﹂
が
好
き
で
す
︒

亡
く
な
っ
た
義
父
も
ラ
ー
メ
ン
が
大
好

き
で
し
た
︒
今
も
家
族
で
時
々
訪
れ
て

は
︑
ど
こ
か
し
ら
ホ
ッ
と
す
る
何
十
年

も
変
わ
ら
な
い
味
と
雰
囲
気
を
楽
し
ん

で
い
ま
す
︒
そ
う
い
う
場
所
で
す
ね
︒

「
土
徳
」
の
あ
る
と
こ
ろ

上
野
　
僕
は
雁
木
通
り
や
雪
道
で
︑
人

今
は
ほ
ん
と
う
に
大
切
な
も
の
が
何
か

に
気
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
し
︑
大
切

な
も
の
を
誰
に
も
奪
わ
せ
な
い
と
い
う

気
持
ち
で
︑
高
田
の
﹁
ま
ち
の
文
化
﹂

を
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
︒

井
上
　﹁
大
切
な
も
の
を
誰
に
も
奪
わ

せ
な
い
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

で
し
ょ
う
︒

上
野
　
こ
の
あ
た
り
に
は
も
と
も
と

﹁
寄
っ
て
き
な
い
﹂
と
言
っ
て
︑人
を
家

に
招
き
入
れ
て
お
茶
を
飲
む
文
化
が

あ
っ
た
ん
で
す
︒で
も
そ
れ
は
︑時
代
の

変
化
と
と
も
に
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
︒

便
利
さ
や
効
率
の
よ
さ
︑物
の
豊
か
さ

が
優
先
さ
れ
る
社
会
に
変
わ
っ
て
く
る

中
で
︑﹁
寄
っ
て
き
な
い
﹂
と
言
え
る
余

裕
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
︒

井
上
　
そ
う
い
う
人
と
人
と
の
交
わ

り
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
と

大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
な

ん
で
す
ね
︒
た
と
え
ば
︑
高
田
の
朝
市

は
生
産
者
と
お
客
が
声
を
か
け
合
い
ふ

れ
あ
う
姿
が
今
も
続
い
て
い
ま
す
よ
ね
︒

う
に
大
切
に
感
じ
る
と
か
︑
そ
れ
は
古

く
か
ら
浄
土
真
宗
を
依
り
ど
こ
ろ
に
生

き
て
こ
ら
れ
た
人
が
多
い
か
ら
だ
と
︑

私
は
そ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
︒

上
野
　
ち
ょ
っ
と
違
う
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
︑
文
化
や
芸
術
に
触
れ
て
い
る

と
︑
宗
教
や
信
仰
に
近
づ
く
と
い
う
感

覚
は
僕
の
な
か
に
も
あ
り
ま
す
︒

井
上
　
上
野
さ
ん
に
は
︑
こ
れ
か
ら
も

た
く
さ
ん
の
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま

す
︒
私
に
と
っ
て
高
田
世
界
館
は
︑
こ

れ
か
ら
も
ず
っ
と
通
い
続
け
る
場
所
か

と
人
と
が
譲
り
合
っ
て
行
き
交
う
と
い

う
こ
と
も
︑
高
田
の
ま
ち
の
誇
れ
る
文

化
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

井
上
　
高
田
に
は
歴
史
や
風
土
に
育
ま

れ
た
豊
か
な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん

で
す
ね
︒
そ
し
て
そ
れ
に
加
え
て
親
鸞

聖
人
や
奥
さ
ま
の
恵
信
尼
さ
ま
と
の
ご

縁
が
深
い
土
地
柄
の
中
で
育
ま
れ
伝
え

ら
れ
て
き
た
﹁
土
徳
﹂
と
言
え
る
も
の

が
︑
こ
こ
高
田
に
は
あ
る
と
思
う
ん
で

す
︒
い
の
ち
を
み
つ
め
る
ま
な
ざ
し
の

優
し
さ
と
か
︑
ど
の
い
の
ち
も
同
じ
よ

な
と
思
い
ま
す
︒

上
野
　
先
日
︑あ
る
人
か
ら﹁
高
田
世
界

館
が
あ
る
か
ら
︑こ
こ
で
住
む
こ
と
に
し

た
﹂と
言
わ
れ
て
と
っ
て
も
う
れ
し
か
っ

た
ん
で
す
︒ほ
ん
と
う
に
伝
え
な
く
ち
ゃ

い
け
な
い
も
の
を
伝
え
て
い
く
た
め
に

は
︑僕
た
ち
の
世
代
が
が
ん
ば
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
︒

井
上
　
今
日
は
︑
上
野
さ
ん
の
飾
ら
な

い
お
話
と
熱
い
思
い
を
お
聞
き
で
き
て

よ
か
っ
た
で
す
︒
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
︒ ひさし

「城下町高田の町家と雁木」
街道や人通りが多い道沿いには、
間口が狭くて奥行きの長い「町家」
が並んでいます。
「雁木」は家の前に出た庇のこと
で、豪雪地の冬期の生活用道路
を確保するため、それぞれの町
家が民地を提供しあって造られて
います。総延長は１６㎞に及び日
本一です。
雪や雨の日に、誰もが安心して傘
をささずに歩けるだけでなく、お
店で買い物したり市が開かれた
り、バスを待ったり……行き交う
人たちの会話が聞こえる温かい
空間です。

人は何故「故郷」を懐かしく想う
のでしょうか。たとえ、そこが街で
あろうが田舎であろうが、その場
所自体にあまり関係はありませ
ん。つまり故郷とは「場所」では
なく、人生の中での「時」であり
「思い出」なのです。故郷を離れ
て、それぞれの生活を営む中で、
いつの間にか自分の身を飾ること
だけに夢中になり、地位や名誉や
財産といった、様々なアクセサリー
を身につけてきました。しかし、
人生の黄昏を目前に、そのアクセ
サリーも少しずつ輝きを失い、そ
こには生まれた時と同じ「裸のま
まの自分」しかいませんでした。
泣きたいときに泣き、笑いたいと
きに笑えた、ありのままの自分が
故郷には生きています。そして、
そこは、どんな時の私でも無条件
に深く包み込んでくれる慈愛の場
所でもあったのです。そんな素晴
らしい「いのちの世界」を生み出
してゆく力を、先人は「土徳」と呼
ばれたのかも知れません。

が
ん 

ぎ
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