
自
主
性
を
尊
重
し
、
時
に
叱
る
。

そ
れ
が「
海
辺
の
つ
ど
い
」の
ル
ー
ル

　

私
は
約
50
年
前
か
ら
毎
年
、
夏
休
み

に
お
寺
で
子
ど
も
向
け
の
修
養
道
場

「
海
辺
の
つ
ど
い
」
を
開
い
て
い
ま
す
。

対
象
は
小
学
４
年
生
か
ら
中
学
３
年
生

ま
で
。
２
泊
３
日
で
、
お
寺
で
集
団
生

活
を
し
ま
す
。
当
初
は
50
人
を
超
え
る

受
講
者
が
集
ま
り
ま
し
た
が
、
少
子
化

が
進
ん
だ
今
は
毎
年
25
人
ほ
ど
で
す
。

  

一
般
的
な
子
ど
も
会
活
動
な
ど
で
は
、

歩
く
ス
ピ
ー
ド
か
ら
話
し
方
ま
で
、
低

学
年
の
子
ど
も
に
合
わ
せ
て
行
動
す
る

で
し
ょ
う
。
で
も
、
そ
れ
を
中
学
生
が

喜
ぶ
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

「
海
辺
の
つ
ど
い
」
で
は
中
３
を
中
心

に
し
た
ペ
ー
ス
で
行
動
し
ま
す
。
一
番

下
の
小
４
の
子
に

は
「
中
３
に
合
わ

せ
て
が
ん
ば
れ
」

と
言
い
ま
す
。「
一

緒
に
伸
び
よ
う
と

思
っ
た
ら
つ
い
て

こ
い
」
と
。
お
も

し
ろ
い
も
の
で
、

そ
う
す
る
と
小
学
生
は
も
の
す
ご
く
が

ん
ば
り
ま
す
。
上
に
伸
び
よ
う
と
す
る

の
で
す
。
そ
れ
が
子
ど
も
の
良
さ
で
す
。

　

お
寺
で
す
か
ら
修
行
も
し
ま
す
。
１

時
間
〜
１
時
間
半
、
畳
の
上
に
正
座
し

て
お
経
を
唱
え
ま
す
。
修
了
後
に
ア
ン

ケ
ー
ト
を
取
る
と
、「
つ
ら
か
っ
た
こ

と
」
に
全
員
が
「
修
行
」
と
書
き
ま
す
。

で
も
、
中
学
生
く
ら
い
に
な
る
と
「
た

め
に
な
っ
た
こ
と
」
に
も
「
修
行
」
と

書
く
子
が
い
ま
す
。
つ
ら
い
け
れ
ど
自

分
の
た
め
に
な
る
、
そ
う
思
え
る
の
も

子
ど
も
の
素
晴
ら
し
い
感
性
で
す
。

　

よ
く
「
今
ど
き
の
子
は
」
な
ど
と
言

い
ま
す
が
、
今
も
昔
も
子
ど
も
の
た
く

ま
し
さ
や
好
奇
心
は
同
じ
。
変
わ
っ
て

し
ま
っ
た
の
は
周
り
の
大
人
の
対
応
で

す
。
親
は
腫
れ
物
を
扱
う
よ
う
に
子
ど

も
に
接
し
、
顔
色
を
う
か
が
い
ま
す
。

学
校
で
も
先
生
は
子
ど
も
を
叱
り
ま
せ

ん
。
教
育
現
場
で
教
育
が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、

子
ど
も
が
弱
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

で
も
、
お
寺
で
は
教
育
が
で
き
ま
す
。

中
学
を
卒
業
し
た
子
ど
も
た
ち
は
翌
年

か
ら
は
Ｏ
Ｂ
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
し
、

受
講
生
を
指
導
し
て
く
れ
ま
す
。
活
動

内
容
を
考
え
た
り
、
全
体
に
指
示
を
出

し
た
り
。
後
輩
を
叱
る
の
も
彼
ら
の
役

目
で
す
。
受
講
生
も
Ｏ
Ｂ
も
共
に
学
び
、

成
長
し
て
い
き
ま
す
。

　

す
べ
て
は
子
ど
も
の
た
め
。
今
の
時

代
だ
か
ら
こ
そ
大
事
な
活
動
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
海
辺
の
つ
ど
い
」
を
は
じ
め

と
し
た
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
活
動
が

評
価
さ
れ
、
今
年
、
第
42
回
正
力
松
太

郎
賞
の
本
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
現
在

は
日
蓮
宗
青
少
年
教
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

会
長
も
務
め
て
い
ま
す
。
日
蓮
宗
の
お

寺
は
全
国
に
約
５
２
０
０
あ
り
ま
す
が
、

子
ど
も
を
対
象
と
し
て
活
動
し
て
い
る

お
寺
は
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

現
在
を
支
え
て
い
る
の
は
過
去
の
子

ど
も
た
ち
、
そ
し
て
未
来
を
支
え
る
の

は
現
在
の
子
ど
も
た
ち
で
す
。
そ
の
子

ど
も
た
ち
に
お
寺
と
の
縁
や
信
仰
心
が

な
け
れ
ば
、
未
来
は
な
い
と
考
え
ま
す
。

未
来
作
り
は
今
。
お
寺
を
子
ど
も
が
集

ま
る
場
所
に
し
た
い
、
子
ど
も
に
気
持

ち
を
向
け
る
お
寺
が
も
っ
と
増
え
れ
ば

―
―
そ
ん
な
思
い
で
活
動
し
て
い
ま
す
。
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子
ど
も
が
集
え
る
お
寺
で

情
操
教
育
を
行
う
こ
と
が
大
切

日蓮宗永昌寺住職

田端義宏さん

上／毎年７月末に行われる「海辺
のつどい」。修行のほか、海水浴な
どの楽しい時間も。
下／青森県鯵ヶ沢町にある永昌
寺。本堂には日本一大きい木彫り
の鬼子母神像が祀られる。

たばた・ぎこう 1940年生まれ、青森県出身。立正大学宗学科卒業、同大大学院修了。1978年より
永昌寺住職。日蓮宗伝道部長、青森県教員委員などを歴任。現在は日蓮宗常任布教師、日蓮宗
青少年教化ネットワーク会長などを務める。1969年から毎年、寺内で夏期修養道場「海辺のつど
い」を開催。仏教精神に基づく青少幼年教化の功績が認められ、第42回正力松太郎賞本賞受賞。

お
寺
を
教
育
の
場
と
し
て

子
ど
も
を
た
く
ま
し
く
育
て
た
い
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