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　今号の特集記事では、今期全曹青の
基幹事業について、その概要や計画など
をお知らせするとともに、久間全曹青会
長を交えた対談を企画しました。対談を
通じて、電話相談事業の意義や可能性
を明らかにしたいと思います。
　対談のお相手には、チャイルドライン
支援センター※常務理事の山本多賀子先
生をお願いしました。先生は、電話相談
も含めた相談の現場に長く立たれ、現在
は、相談活動の支援や相談員の養成に
も尽力されております。また、僧侶を対
象とした研修で講師を務められた経験も
お持ちです。先生には、一般の立場から
電話相談についてお話し頂きました。
　先号の会長所信表明で久間師が語ら
れた、「自己省察」「慈悲の実践」そして 
「その実践の適切さ」は、電話相談とど
のように関係してくるのでしょうか。
※チャイルドラインは、18歳までの子どもを対象と
する電話相談窓口。ヨーロッパが発祥地で、日本で
は36都道府県で65のチャイルドラインが活動してい
る。チャイルドライン支援センターは、チャイルド
ラインの支援普及を目的としている。

 2 特集◎いのちの声に耳を澄ます
  対談～電話相談の可能性を探る
  18期全曹青基幹事業のあらまし
  ・事業の概要
  ・電話相談員養成研修の内容（予定）

 7 全曹青、発信せよ。
  委員会、只今活動中
   「平成21年7月中国・九州北部豪雨」
  レポート in災害復興支援部
   平成21年度全国曹洞宗青年会委員会
  総会開催
   管区理事インタビュー
  「全曹青と管区の架け橋として」（1）

 12 加盟団体ニューススポット
  souseiパレット
  茨城県曹洞宗青年会

 14 賛助費浄納御芳名簿

 16 あまんずダイアローグ 8
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  春日山林泉寺を訪ねて
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久
間
●
私
は
、
以
前
、
山
本
先
生
か
ら
電
話
相
談
員
養
成
の
研

修
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
再
び
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
て
嬉

し
く
思
い
ま
す
。

　

そ
の
研
修
に
参
加
し
た
の
も
、
電
話
相
談
に
携
わ
り
た
い
と

思
っ
て
の
こ
と
で
す
が
、
そ
う
思
っ
た
こ
と
に
も
き
っ
か
け
が

あ
り
ま
し
た
。

特
集

電
話
相
談
の
可
能
性
を
探
る

チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
支
援
セ
ン
タ
ー
常
務
理
事 
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そ
の
こ
と
に
つ
い
て
お
伺
い
し
て
み
ま
し
た
。

　

日
野
原
先
生
は
、
私
の
話
を
一
通
り
聞
き
終
え
て
か
ら
、「
医

者
を
数
十
年
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
私
が
や
っ
て
き
た
こ
と
は
、

患
者
さ
ん
の
傍
に
い
て
、
そ
の
声
を
聴
く
こ
と
だ
け
で
し
た
」と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
こ
れ
か
ら
も
一
生
懸
命
聴
い

て
下
さ
い
」と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
私
が
お
尋
ね
し
た
こ
と
へ
の
直
接
的
な
答
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
言
葉
で
背
中
を
押
し
て
い
た
だ
い

た
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
電

話
相
談
の
研
修
を
受
け
て
み
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
自
分
自
身
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
一
つ
一
つ
教
示

を
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
ず
、
私
自
身
の
考
え
を
受

　

数
年
前
、
あ
る
方
か
ら
相
談
の
電
話
が
あ
り
ま
し
た
。
電
話

で
お
話
し
て
も
お
会
い
し
て
も
、
ず
っ
と
泣
き
っ
ぱ
な
し
で
と

り
つ
く
島
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
驚
き
ま
し
た
し
、
自
分
の

無
力
さ
を
突
き
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
、
あ
る
ご
縁
で
、
聖
路
加
国
際
病
院
の
日
野
原
重
明

先
生
と
お
会
い
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
思
い
切
っ
て

久間泰弘

い
の
ち
の
声
に

耳
を
澄
ま
す
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い
の
ち
の
声
に
耳
を
澄
ま
す

け
と
め
て
い
た
だ
き
、
私
自
身
に
考
え
さ
せ
、
私
自
身
に
気
づ

か
せ
て
い
た
だ
い
た
、
老
師
・
先
生
・
先
輩
後
輩
・
仲
間
に
導

か
れ
て
き
た
の
だ
な
、
と
強
く
思
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
経
験
か
ら
も
、
人
の
思
い
や
悩
み
を
ま
ず
受
け
入

れ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
本
●
人
に
関
わ
っ
て
支
え
る
仕
事
を
す
る
と
き
は
、
自
分
が

ど
ん
な
ふ
う
に
感
じ
た
り
考
え
た
り
す
る
傾
向
が
あ
る
の
か
よ

く
知
り
、
自
分
自
身
を
鍛
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
を
支

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

電
話
相
談
も
そ
う
で
す
が
、
毎
日
の
仕
事
の
な
か
で
も
、
い

ろ
い
ろ
な
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
自
分
の
受
け
入

れ
ら
れ
る
幅
を
で
き
る
だ
け
広
く
し
て
お
い
て
、
ど
ん
な
電
話

で
も
、
そ
れ
を
受
け
と
め
ら
れ
る
自
分
に
な
っ
て
い
く
。
ま
さ

に
、
久
間
さ
ん
た
ち
の
お
仕
事
の
基
本
と
同
じ
で
す
ね
。

　

そ
し
て
、
で
き
る
だ
け
相
手
の
方
が
伝
え
た
い
こ
と
や
話
し

た
い
こ
と
を
相
手
の
方
の
思
い
の
ま
ま
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
や
は
り
、
自
分
を
鍛
え
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
久
間
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
で
い
え
ば
、
そ
の

方
が
泣
い
て
い
て
、
こ
ち
ら
が
何
に
も
で
き
な
い
と
し
て
も
、

そ
の
方
に
と
っ
て
は
安
心
し
て
泣
け
る
相
手
と
時
間
が
必
要
な

の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
き
ち
ん
と
つ
き
あ
っ
て
支
え
て
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
教
え
て
あ
げ
た
り
指
示
し
な
く
て
も
、
自
分
自

身
の
力
で
立
ち
直
っ
て
い
く
。
人
は
そ
う
い
う
力
を
持
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

久
間
●
ま
ず
聴
く
こ
と
だ
と
言
う
と
、
否
、
僧
侶
と
い
う
の
は

接
得
す
る
も
の
だ
と
い
う
意
見
が
、
僧
侶
側
か
ら
も
少
な
か
ら

ず
出
て
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
本
来
僧
侶
は
、
ど
ん
な
方
の
苦
し
み
で
も
と
に
か

く
引
き
受
け
る
、
と
い
う
覚
悟
や
姿
勢
を
持
つ
こ
と
が
大
切
な

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

や
は
り
、
私
た
ち
は
、
相
手
を
許
し
て
、
自
分
を
許
し
て
、

自
分
を
啓ひ
ら

い
て
待
つ
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

山
本
●
自
分
の
信
仰
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
表
わ
す
の
か
に
も
関

係
す
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
仏
様
の
教
え
を
ど
う
伝
え
て
い
く
か
と
い
う
と

き
に
、
た
だ
お
説
教
す
る
だ
け
で
は
な
か
な
か
聞
い
て
も
ら
え

な
い
け
れ
ど
、
一
つ
一
つ
の
活
動
の
中
で
伝
わ
っ
て
い
く
の
で

し
ょ
う
ね
。
電
話
相
談
も
そ
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

久
間
●
電
話
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
中
で
、
仏
教

に
関
心
を
持
た
れ
て
、
そ
の
教
え
を
前
向
き
に
捉
え
て
い
た
だ

く
方
も
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
時
に
あ
ら
た
め
て
思
う
の
は
、
そ
の
方
が
求
め

て
い
る
事
柄
や
状
況
に
対
し
て
適
切
に
法
を
説
く
こ
と
が
大
切

な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
や
は
り
基
本
は
一
対
一
の
関
係
性

な
の
で
し
ょ
う
。

　

先
生
は
、
傾
聴
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え

で
し
ょ
う
か
。

山
本
●
傾
聴
と
は
、
相
手
が
言
わ
ん
と
す
る
き
も
ち
を
聴
く
と

い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。　

　
「
聴
く
」と
い
う
と
、
何
も
言
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
方
も

お
り
ま
す
が
、
相
手
の
話
し
た
い
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
う
こ

と
を
き
ち
ん
と
伝
え
る
こ
と
も
含
め
て
、「
聴
く
」と
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
聴

く
こ
と
が
き
ち
ん

と
で
き
る
人
は
、

き
ち
ん
と
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

聴
く
こ
と
と
話
す
こ
と
は
表
裏
一
体
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

久
間
●
今
、
ま
さ
に
そ
こ
が
私
た
ち
に
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　

ど
ん
な
に
良
い
情
報
を
発
信
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
や
要
請
に
適
っ
て
い
な
け
れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
私

た
ち
も
、
相
手
の
気
持
ち
を
ど
の
よ
う
に
く
み
取
っ
て
い
く
か
、

再
確
認
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

傾
聴
に
つ
い
て
で
す
が
、
人
は
本
当
に
苦
し
い
時
は
、
そ
の

胸
の
内
を
上
手
く
言
葉
に
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、

僧
侶
は
、ど
ん
な
方
の
苦
し
み
で
も
と
に
か
く
引
き
受
け
る
、

と
い
う
覚
悟
や
姿
勢
を
持
つ
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

聴
く
こ
と
と
話
す
こ
と
は
表
裏
一
体
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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そ
の
よ
う
な
と
き
、
先
生
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
れ
て
き
た

の
で
し
ょ
う
か
。

山
本
●
苦
し
み
の
渦
中
に
あ
る
時
は
、
無
理
し
て
言
葉
に
し
な

く
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
人
の
そ
の
時

の
気
持
ち
を
分
か
っ
て
あ
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
だ
と
思
う
ん
で

す
ね
。

久
間
●
今
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て

も
、
苦
悩
す
る
人
々
と
の
ま
ず
最
初
の
接
点
で
あ
り
姿
勢
だ
と

思
い
ま
す
。
苦
し
み
や
悲
し
み
か
ら
そ
の
人
が
立
ち
直
っ
て
い
く

傍
ら
で
、
同
じ
ス
ピ
ー
ド
で
歩
む
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
持
つ
こ
と

で
、
人
と
人
と
の
関
わ
り
が
始
ま
る
の
だ
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

山
本
●
日
本
だ
と
、
仏
教
の
お
坊
さ
ん
は
信
頼
感
が
あ
る
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
や
は
り
、
困
っ
た
時
な
ど
に
話
を
聴
い
て
も
ら

っ
た
り
見
守
っ
て
も
ら
い
た
い
相
手
だ
と
思
い
ま
す
。

　

宗
教
的
な
対
象
を
持
っ
て
い
る
方
は
、
仏
様
や
神
様
と
い
う

自
分
を
問
う
相
手
が
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
自
分
を
客
観
的
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
他
人
と
向
き

合
う
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
す
。

　

し
か
し
、
今
の
世
の
中
は
、
人
と
人
と
が
向
き
合
う
こ
と
が

し
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

人
と
き
ち
ん
と
向
き
合
っ
て
、
心
を
開
い
て
、
自
分
の
気
持

ち
を
伝
え
た
り
、
相
手
の
思
い
を
受
け
取
っ
た
り
と
い
う
こ
と

が
し
に
く
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
え
。

　

で
も
、
お
坊
さ
ん
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
お
仕
事
な
ん
で

し
ょ
う
ね
え
。

久
間
●
電
話
を
聴
き
な
が
ら
思
っ
た
の
は
、

本
当
に
様
々
な
状
況
の
方
が
い
る
の
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
時
間
的
・
物
理
的
・
金

銭
的
な
問
題
が
あ
っ
て
電
話
で
し
か
相
談
が
出
来
な
い
、
ま
た
、

精
神
的
・
体
力
的
に
問
題
が
あ
り
、
外
出
す
る
こ
と
自
体
に
困

難
を
伴
う
人
も
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
対
面
で
言
え
な
い

辛
い
こ
と
を
、
却
っ
て
言
わ
れ
た
り
も
し
ま
す
。

　

メ
デ
ィ
ア
情
報
と
し
て
世
間
に
出
て
く
る
苦
し
み
と
い
う
の

は
、
氷
山
の
一
角
で
し
か
な
く
て
、
こ
ち
ら
か
ら
直
接
的
に
働

き
か
け
る
現
場
を
持
っ
て
い
な
い
と
見
過
ご
す
こ
と
が
多
す
ぎ

る
と
思
い
ま
し
た
。

　

今
、
私
た
ち
が
見
つ
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
他

者
へ
の
洞
察
力
と
か
思
い
遣
り
と
言
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

先
生
は
チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
の
常
務
理
事
を
お
務
め
で
す
が
、

現
場
か
ら
見
て
、
現
代
の
親
の
姿
に
つ
い
て
、
何
か
お
気
づ
き

の
点
は
あ
り
ま
す
か
？

山
本
●
今
の
親
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
、
み
ん
な
が
生
き
に

く
い
世
の
中
に
な
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

　

け
れ
ど
、
自
分
も
た
い
へ
ん
だ
っ
た
し
、
そ
の
人
も
た
い
へ

ん
だ
っ
た
。
そ
れ
を
お
互
い
に
分
か
り
合
う
の
が
、
人
と
人
と

の
支
え
あ
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
だ
け
で
悩
ま
な
い
で
、
自
分
で
た
い
へ
ん
だ
な
と
思
っ

た
ら
、
他
の
人
の
手
を
借
り
れ
ば
い
い
ん
で
す
よ
ね
。

久
間
●
電
話
相
談
を
運
営
し
て
い
く
上
で
苦
労
さ
れ
て
い
る
点

は
何
で
し
ょ
う
。

山
本
●
や
は
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
難

し
い
で
す
ね
。

　

支
え
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
ど
う
や
れ
ば
、
継
続
す
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
再
生
産
し
て
い
た
だ
け
る
か
が
問
題
で
す
ね
。

久
間
●
私
自
身
も
、
電
話
相
談
を
始

め
る
に
当
た
っ
て
、
継
続
し
て
い
く

こ
と
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。
け
れ

ど
も
、
僧
侶
と
い
う
の
は
、
も
と
も

と
そ
う
い
う
立
場
の
人
間
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
賭
け
て
み
よ

う
と
い
う
思
い
が
あ
っ
て
、
始
め
て
み
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
前
、
先
生
の
研
修
の
中
で
、
電
話
相
談
を
契

機
と
し
て
、
宗
教
者
・
僧
侶
で
あ
れ
ば
、
実
践
の
場
で
、
次
な

る
救
済
段
階
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
可
能
で
は
な
い
か
と
お
っ
し

ゃ
っ
て
い
た
の
が
非
常
に
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

山
本
●
電
話
相
談
と
い
う
の
は
、
電
話
の
中
で
の
話
で
す
よ
ね
。

あ
る
意
味
、
匿
名
の
一
期
一
会
の
関
係
と
も
い
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
こ
を
き
っ
か
け
と
し
た
顔
の
見
え
る
相
手
の
支

援
だ
っ
た
ら
、
相
手
の
話
を
聞
く
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
相
手
が

実
際
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
具
体
的
な
問
題
解
決

に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
継
続
的
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き

る
ん
で
す
ね
。

　

僧
侶
と
い
う
方
々
は
、
地
域
の
中
で
、
人
を
助
け
る
役
割
を

仕
事
に
し
て
い
る
方
々
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
活
動
が
で
き
る

基
盤
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

久
間
●
僧
侶
や
寺
院
は
、
そ
の
地
域
の
様
々
な
基
点
に
成
り
得

る
存
在
で
す
。
電
話
相
談
窓
口
が
あ
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
苦
悩

の
声
に
触
れ
、
支
援
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
ま
す
ね
。
電
話
相

談
の
可
能
性
も
そ
の
辺
り
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

山
本
●
で
す
か
ら
、
檀
家
さ
ん
と
か
と
チ
ー
ム
を
作
っ
て
、
そ

う
い
う
こ
と
に
理
解
の
あ
る
人
を
育
て
て
い
く
こ
と
も
必
要
で

す
よ
ね
。

久
間
●
今
日
は
長
い
時
間
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（

文
中
敬
称
略
）

そ
の
人
の
そ
の
時
の
気
持
ち
を

分
か
っ
て
あ
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
だ
と
思
う
ん
で
す
。

電
話
相
談
窓
口
が
あ
れ
ば
、よ
り
多
く
の
苦
悩
の
声
に
触
れ
、

支
援
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
ま
す
ね
。
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Column 電話相談なのか？

　
話
相
談
と
聞
い
て
、
な
ぜ

電
話
相
談
な
の
？　

と
首

を
か
し
げ
る
方
も
多
い
で

し
ょ
う
。
私
も
そ
ん
な
疑
問
を
持
っ
た

一
人
で
し
た
。

今
ど
き
、「
電
話
」に
よ
る
相
談
と
い
う

の
は
古
い
の
で
は
？

相
手
の
顔
が
見
え
な
い
の
で
、
信
頼
関

係
が
築
け
な
い
の
で
は
？
？

沈
黙
が
続
い
た
ら
ど
う
し
よ
う
？
？
？

な
ど
、
数
々
の
疑
問
が
浮
か
ん
で
き
ま

し
た
。

と
こ
ろ
が
、
電
話
相
談
に
つ
い
て
勉
強

す
る
中
で
、
色
々
な
利
点
に
気
づ
い
た

の
で
す
。

い
く
つ
か
挙
げ
て
み
ま
す
。

● 

電
話
相
談
だ
と
、
相
談
す
る
た
め
に

移
動
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

 

対
面
の
相
談
だ
と
、
相
談
者
は
、
相

談
す
る
場
所
に
移
動
し
て
く
る
手
間

が
あ
り
ま
す
。

● 

電
話
相
談
は
、
匿
名
性
が
高
い
の
で
、

相
談
者
が
安
心
し
て
相
談
で
き
ま
す
。

● 

電
話
は
い
つ
で
も
気
軽
に
か
け
ら
れ

る
の
で
、
緊
急
の
時
で
も
相
談
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

● 

通
話
料
以
外
に
お
金
が
か
か
ら
な

い
、
と
い
っ
た
利
点
も
あ
り
ま
す
。

● 

最
近
は
携
帯
電
話
が
普
及
し
て
い
る

た
め
、
ど
ん
な
場
所
か
ら
で
も
つ
な

が
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

● 

こ
れ
は
私
が
一
番「
な
る
ほ
ど
〜
」と

思
っ
た
の
で
す
が
、
電
話
は
、
ほ
と

ん
ど
の
方
が
持
っ
て
い
る
、
た
い
へ

ん
身
近
な
道
具
で
す
。

「
手
軽
で
、
相
談
者
が
一
番
頼
れ
る
ツ

ー
ル
」と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

以
上
を
一
言
で
い
う
な
ら
、
電
話
相
談

は
、「
困
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
、
間
口

が
広
く
て
敷
居
が
低
い
」。
そ
ん
な
方

法
で
す
。

こ
れ
だ
け
挙
げ
る
と
、
電
話
相
談
が
い

か
に
優
れ
た
も
の
か
お
分
か
り
い
た
だ

け
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
こ
が
一
番
大
切
だ
と
思
う

の
で
す
が
、
相
手
が
見
え
な
い
電
話
相

談
で
も
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
は
出
来

ま
す
。
そ
れ
に
は
、
と
に
か
く
相
手
の

声
を
聴
く
こ
と
。
相
手
の
言
い
た
い
こ

と
を
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
で
す
。
顔

が
見
え
な
い
分
、
こ
の
点
は
と
て
も
重

要
に
な
り
ま
す
。

す
ぐ
に
話
を
ま
と
め
た
り
、
自
分
の
意

見
を
言
っ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
の
を

我
慢
し
て
、
一
生
懸
命「
聴
く
」の
で
す
。

こ
れ
は
、
私
に
と
っ
て
、
ふ
だ
ん
人
と

接
す
る
上
で
も
教
訓
に
な
り
ま
し
た
。

電

当該事業の中核です。
従来の電話相談の成果を参考に
しながらも、より青年僧らしい
資性を発揮できる独自の「電話相
談員養成プログラム」を作成し、
これに基づいた研修会を、出来
るだけ多くの地区で開催するこ
とを目指します。（6頁参照）

事業が社会と有機的に結び
つくことを目指します。
相談者の悩みに対して、より専
門的な助言ができるような、全
国各地の相談窓口や支援団体を
リストアップし、セーティーネ
ットを構築することを計画して
います。

当該事業には直接的な先例
がありません。
そこで、事業の執行機関である
基幹事業委員会が実際に「電話相
談窓口」を開設・運営をすること
で、独自に電話相談に関するノ
ウハウを集積し、事業全体に成
果を反映させます。（7頁参照）

第18期
全曹青基幹事業のあらまし

第18期全曹青は、基幹事業として「電話相談事業」に取り組みます。

い
の
ち
の
声
に
耳
を
澄
ま
す

　全曹青が「大衆教化の接点を求めて」と標榜し発足してから34年。
　その間、従来のお寺を支えてきた「寺檀制度」の要素である地縁や血縁、地域社会の繋がりは徐々に寸断
され、苦悩を抱える個人がより孤立を深めて、行き場所（生き場所）を見失いつつあります。
　第18期全曹青はそのような現代における大衆・世間との接点に「電話相談」を施設すること提案致します。
　今期のスローガンの実践として、受話口を通して聞こえるいのちの声に耳を澄まし、孤立を感じている人
をひとりでも減らして、より具体的な世間苦と向き合うことを目指して、多くの会員諸師に当該事業に参画
して頂けるように、新たに「基幹事業委員会」を設置し、その環境整備に取り組んで参ります。

「電話相談員」
養成研修の実施 社会資源の情報収集 基幹事業委員会による

電話相談窓口の開設
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Column 僧侶が行うのか？

電話相談員養成研修の内容（予定）

　全曹青の電話相談事業とは？
　～宗侶にできることを考えよう！～
　・講義： 社会の現状を学ぶ・

相談活動の現状を学ぶ
　・実習： 寺院や宗侶への相談について

話し合う

　「聴く」ということを体験しよう！
　・講義：傾聴法とは何か？
　・実習：傾聴ロールプレイ

　なぜ電話相談なのかを考えよう！
　・講義： 電話相談の特徴を学ぶ
　・実習： 電話相談の長所と短所を

話し合う

＊

＊

＊

　電話相談の特徴を学ぼう！
　・講義： 電話相談の流れを学ぶ

　「聴く力」を高めよう！
　・実習：傾聴ロールプレイ

　電話相談窓口の運営方法を学ぼう！
　・講義： 運営マニュアルを学ぶ・

危機管理を学ぶ
　・実習： 実際の電話相談に即した

ロールプレイ
　・用紙に記録しながらもしっかり聴く
　・言いがかりや苦情などトラブル対応

　相談員の心のケアについて考えよう！
　・ 「あの助言で良かったのかな、まず
かったかな」と、相談員がひとりで
抱え込まないために。

＊

＊

＊

＊

基礎研修（1泊2日） 発展研修（2泊3日）

日常で活きる傾聴法の取得を目指して
～基本理念・技能編～

傾聴の現場としての電話相談
～運営編～

に
応
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

● 

電
話
相
談
だ
か
ら
こ
そ
、
顔

の
見
え
る
人
だ
け
で
な
く
、

も
っ
と
多
く
の
人
々
に
寄
り

添
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

● 

私
た
ち
に
と
っ
て
は
、「
聴
く

力
、
共
感
す
る
力
」を
向
上

さ
せ
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

● 

さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
電

話
相
談
の
現
場
で
は
、
常
に

人
材
が
不
足
し
て
い
ま
す
。

世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
の
声

に
耳
を
傾
け
る
観
世
音
菩
薩
。

電
話
相
談
は
、
そ
ん
な
観
音
様

の
行
に
喩
え
ら
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
に
、
僧
侶
が
電
話
相

談
を
行
う
必
要
が
あ

る
の
か
？　

と
い
う

疑
問
が
わ
き
ま
し
た
。

世
の
中
に
、
電
話
相
談
事
業
を

行
っ
て
い
る
個
人
団
体
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。

日
々
忙
し
い
上
に
、
不
定
期
な

業
務
も
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
僧
侶
が
、
何
も
電
話
相
談

に
ま
で
手
を
出
さ
な
く
て
も
…

し
か
し
、
私
た
ち
の
生
き
方
と

先
に
挙
げ
た
電
話
相
談
の
メ
リ

ッ
ト
が
ぴ
っ
た
り
と
合
致
す
る

の
で
す
。

僧
侶
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

世
の
中
の
困
っ
て
い

る
人
々
の
声
に
耳
を

澄
ま
せ
、
共
感
し
、

苦
を
取
り
除
く
べ
く

尽
力
す
る
道
を
選
ん

だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
菩
薩
と
し
て
の

生
き
方
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
世
の

中
の
人
々
か
ら
は
、

僧
侶
は
人
々
に
寄
り

添
っ
て
支
え
る
存
在

と
思
わ
れ
て
い
ま

す
。

そ
こ
で
、
僧
侶
に
電

話
相
談
を
勧
め
る
理

由
を
挙
げ
る
と
、

● 

電
話
相
談
を
通
し

て
、
人
々
の
期
待

次
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基幹事業委員会よりお知らせ
　電話相談窓口を開設致します
11月1日より、基幹事業運営委員会による電話相談窓口を開設いたします（5頁参照）。本誌同封の
告知用ポスターを境内でご掲示下さいますようご協力をお願いします。
●開設時間：毎週日曜日　22時～24時　　●電話番号：080-1546-7464　080-1547-5646

　研修会開催希望団体を募集致します
5、6頁で紹介した内容による「電話相談員養成研修」は、受講要請を受ければ、管区単位に限らず、基幹
事業委員会が貴地に赴いて随時開催致します。開催を希望される団体の方は、下記までご連絡ください。
●連絡先：MAIL／zensou-shunei@wing.ocn.ne.jp（全曹青事務局：神谷）

　研修会を開催致します
基幹事業研修委員会主催の研修会を、下記の要領で開催いたします。受付・日程の詳細については、
後日全曹青ホームページ『般若』にて公開致します。奮ってご参加下さい。
●日程：3月1日（月）～3月2日（火）　　●場所：東京グランドホテル　5階研修道場

総合企画委員会
これまでに委員会を2回開催致しました。総会に併せて5月12日に開催した第1回委員会では、事業内容を確認
し、委員会内人事・各事業担当者を決定致しました。委員会総会に併せて7月1日に開催した第2回委員会では、「花
まつりキャンペーン」の改定案と新企画案について議論致しました。
通常の委員会活動は、主に全曹青web会議室「z.o.i.」で随時意見交換を致しております。また、各頒布事業について
は前期より継続して行っております。

広報委員会
第18期の始動より計3回会議を開きました。いずれも、今期からHP『般若』の運営が会務に加わったことを踏まえ、
誌面媒体である『そうせい』との有機的な連携・整合性を目指して、それぞれのコンテンツ内容について協議しまし
た。その結果、不特定且つ広範囲に公的な情報発信源を目的とした『般若』に加えて、今期の全曹青出向者の、より
パーソナルな情報の発信源を求める意見が多く上がり、それを踏まえて『sousei on web』の開設が決定されまし
た。現在、会長や各委員のコラム、紙幅の都合で割愛した『そうせい』の記事の補遺などを中心に更新しております。

法式委員会
第18期の活動を開始してから、2回の委員会を開催しまして、各委員の担当や、今後の活動計画の確認を行いました。
今期の2年間を掛けて行う予定の『洞上僧堂清規』現代的改訂事業は、7月28日に東京都港区・青松寺様を会長と
する永福会にご挨拶に伺いました。同会は『僧堂清規』著者の面山瑞方様を顕彰しておられますが、当事業に格段
のご理解を賜ることが出来ました。今後、清規研究の第一人者の尾崎正善先生に監修依頼に伺う予定です。
次に、『出班焼香法』DVD頒布事業の製作については、10月13・14日に大乗寺開山忌に参列し、本伝供の映像
資料収集を行う予定です。

全日本仏教青年会
この度、全国曹洞宗青年会第16期会長をおつとめされました宮寺守正師(現在、埼玉県佛教青年会所属)が、全日本
仏教青年会第17期理事長に御就任されました。それに伴い、去る7月29日、グランドプリンスホテル赤坂に於いて、
有志の発起のもと理事長就任祝賀会が執り行われました。多くの御来賓が御出席された中、宮寺守正新理事長の
所信表明の発表と新執行部の紹介が行われ、宗派を超えた青年僧侶の活動への尽力に決意を新たにされました。

 全 曹 青、発 信 せ よ 。

＊

＊

＊
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今
夏
は
、
お
盆
を
中
心
に
各
地
で
自

然
災
害
が
頻
発
し
ま
し
た
。
今
回
は
、

曹
青
会
が
組
織
的
に
災
害
復
興
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
関
わ
っ
た
山
口
県
の
被

災
地
の
様
子
と
、
山
口
県
曹
洞
宗
青

年
会
か
ら
の
活
動
報
告
を
お
届
け
す

る
と
と
も
に
、
今
期
よ
り
体
制
化
さ

れ
る
全
曹
青
の
災
害
復
興
支
援
部
の

総
括
レ
ポ
ー
ト
を
掲
載
し
ま
す
。

ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
私

た
ち
は
現
地
で
収
集
し
た
被
災
状
況

な
ど
か
ら
、「
防
府
市
・
佐
波
川
流
域

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
」を

通
じ
て
一
週
間
程
度
、
現
地
の
お
手

伝
い
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

発
生
直
後
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

主
に
民
家
に
入
り
、
床
下
・
床
上
・

庭
の
泥
の
撤
去
・
濡
れ
た
家
財
道
具

の
廃
棄
な
ど
を
手
伝
い
ま
し
た
。
1

軒
の
家
に
10
〜
20
名
程
度
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
入
り
、活
動
を
行
い
ま
す
。

　

衛
生
上
の
問
題
か
ら
、
長
袖
・
長

ズ
ボ
ン
・
長
靴
・
ゴ
ム
手
袋
な
ど
を

身
に
つ
け
て
い
る
の
で
、
中
に
は
熱

中
症
に
な
る
人
も
い
ま
し
た
。

　

そ
の
他
に
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や

セ
ン
タ
ー
の
運
営
の
補
助
と
し
て
、

医
療
班
を
送
迎
す
る
車
の
運
転
を
し

た
り
、
届
い
た
資
材
の
整
理
を
す
る

活
動
等
も
行
い
ま
し
た
。

　

被
災
さ
れ
た
方
々
は
、
近
隣
の
避

8

写真上：防府市右田地区での山口曹青の活動の様子
お
見
舞
い

〇
九
年
七
月
中
国
九
州
豪
雨
災
害
、
及
び
台
風
九
号
の
接
近
に
伴
う
大
雨
に

よ
る
各
地
の
災
害
。
ま
た
、
八
月
十
一
日
午
前
五
時
‒七
分
に
は
駿
河
湾
を

震
源
と
す
る
地
震
災
害
に
つ
い
て
、
罹
災
し
亡
く
な
ら
れ
た
皆
様
に
対
し

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
ご
遺
族
様
と
被
災
さ
れ
た

皆
様
に
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

全
国
曹
洞
宗
青
年
会

写真左：
被災直後に防府市
小野地区を襲った
濁流

写真下：
山口曹青副会長・池田亮一師ご自坊である
常安寺さま（周南市）の参道が崩壊。お寺に
直接被害はありませんでした。

 全 曹 青、発 信 せ よ 。

　

７
月
21
日
の
豪
雨
で
被
災
さ
れ
た

方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ

ま
す
。
ま
た
こ
の
災
害
復
興
に
様
々

な
形
で
ご
協
力
頂
き
ま
し
た
皆
様
に

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

過
去
に
台
風
に
よ
る
災
害
な
ど
は

あ
り
ま
し
た
が
、
豪
雨
に
よ
る
こ
の

よ
う
な
形
で
の
被
害
は
山
口
県
で
は

珍
し
い
も
の
で
す
。
被
災
さ
れ
た

方
々
も
、「
地
域
に
腰
を
落
ち
着
け
て

以
来
30
〜
40
年
に
な
る
が
、
こ
ん
な

こ
と
は
初
め
て
…
」と
眉
間
に
皺
を

寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　

防
府
市
・
佐
波
川
流
域
を
中
心
に

起
こ
っ
た
土
砂
崩
れ
、
山
口
市
を

中
心
と
し
た
広
範
囲
な
断
水
を
は
じ

め
、
県
内
各
地
域
で
床
上
浸
水
・
床

下
浸
水
な
ど
が
広
範
囲
に
わ
た
り
起

こ
り
ま
し
た
。

　

防
府
市
と
山
口
市
に
、
社
会
福
祉

協
議
会
を
中
心
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
レ
ポ
ー
ト

f
r
o
m　

山
口
曹
青

「平成21年7月
中国・九州北部豪雨」
レポート 　 災害復興支援部in



難
所
や
親
戚
の
家
に
寝
泊
ま
り
を
し

な
が
ら
、
片
付
け
に
通
い
ま
す
。
疲

れ
た
顔
を
し
な
が
ら
も
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
顔
を
あ
わ
す
度
に
頭
を
下

げ
、
お
礼
を
言
わ
れ
て
い
る
姿
が
心

に
残
り
ま
し
た
。

　

８
月
末
現
在
の
状
況
で
す
が
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
が
閉
所
さ

れ
、
地
元
社
会
福
祉
協
議
会
に
活
動

が
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
被
災
者
の
数
が
さ
ほ
ど
多

く
な
い
こ
と
か
ら
、
仮
設
住
宅
な
ど

は
建
設
せ
ず
、
市
営
住
宅
・
県
営
住

宅
へ
の
受
け
入
れ
、
ま
た
は
民
間
住

宅
入
居
の
費
用
補
助
を
す
る
事
が
決

定
し
、
入
居
場
所
も
ほ
ぼ
決
ま
っ
て

い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
完
全
復
旧
に
は
時
間
が

か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま

す
。
避
難
所
な
ど
も
ほ
ぼ
終
了
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
能
登
の
時
の
よ
う

●7月21日
・ 集中豪雨に見舞われた影響で、土石流や土砂
崩れが相次いで発生

・ 山口県が災害対策本部を設置し、自衛隊に災
害派遣の出動を要請

●同　22日
・災害救助法が山口市・防府市に適用される

●同　23日
・ 「防府市・佐波川流域災害ボランティアセン
ター」設置

・山口曹青からの現地報告①を『般若』にアップ
　  中心被災地の様子や曹洞宗寺院の被災状況
について

●同　24日
・山口曹青からの現地報告②を『般若』にアップ
　  ボランティアセンターについて

●同　25日
・全曹青で独自に情報収集し、『般若』にアップ
　  義援金、ボランティア募集、気象状況など

●同　26日
・山口曹青からの現地報告③を『般若』にアップ
　  本格的なボランティア活動に向けた初動報告
と山口県曹青の義捐金の受取り窓口について

●同　27日
・ 山口曹青からの現地報告④を『般若』にアップ
　  現地報告

●同　28日
・山口曹青からの現地報告⑤を『般若』にアップ
　  ボランティア活動初日の様子と現地報告

●同　29日
・山口曹青からの現地報告⑥を『般若』にアップ
　  ボランティア活動二日目の様子と現地報告、
県内宗門寺院の被災状況の報告

●同　30日
・山口曹青からの現地報告⑥を『般若』にアップ
　  ボランティア活動三日目の様子と現地報告

●同　31日
・山口曹青からの現地報告⑦を『般若』にアップ
　  ボランティア活動四日目の様子と現地報告、
義援金・救援物資の受け取り状況、防府市に
よる義援金受付開始・山口市のボランティア
センター設置について

・ ボランティア受付場所の変更の報告、お盆の
ボランティア活動の情報を『般若』にアップ

●8月1日
・山口曹青からの現地報告⑧を『般若』にアップ
　  ボランティア活動５日目の様子と現地報告、
現地活動の一時休止と義援金受付・タオル収
集（土砂撤去作業用）の継続について。

に
行
茶
活
動
を
行
う
場
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
被
災
し
た
地
域
の
お
寺
さ
ん

を
通
じ
て
、
慰
問
に
伺
う
な
ど
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。復
興
状
況
と
、

被
災
者
の
復
帰
状
況
に
よ
り
具
体
的

な
活
動
は
変
わ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う

が
、「
被
災
者
の
心
に
寄
り
添
う
」活

動
を
行
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

末
筆
な
が
ら
、
活
動
表
明
後
に

全
曹
青
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
関
係
者
・

S
V
A
の
担
当
者
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス

を
頂
け
た
こ
と
が
と
て
も
助
か
り
ま

し
た
。
ま
た
過
去
の
災
害
現
場
で
の

活
動
か
ら「
曹
洞
宗
青
年
会
」に
大
き

な
信
頼
が
あ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
と
の
連
絡
を
ス
ム
ー
ズ
に
取

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
の
場
を

借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
報
告　

山
口
県
曹
洞
宗
青
年
会
・

 

会
長　

大
野
泰
生
）

　

こ
の
夏
に
は
災
害
が
続
発
し
ま
し

た
。
今
回
は
山
口
県
曹
青
が
ま
と
ま

っ
た
復
旧
活
動
を
さ
れ
ま
し
た
の
で
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
他
に

も
個
人
等
で
様
々
に
活
動
さ
れ
て
い

る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
の
中
で
今
回
活
動
紹
介
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
活
動
を
他
に

奨
励
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
活

動
内
容
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
防

災
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

　

全
曹
青
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
は
自
分
の
想
い
だ
け
で
な
く
相
手

の
想
い
や
願
い
に
根
ざ
し
、
善
意
を

一
方
的
に
送
る
も
の
で
あ
っ
て
も
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
中
、
私
た
ち
の
関
わ
り
方
は
さ

ま
ざ
ま
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
回

の
山
口
県
曹
青
の
方
々
は
、
地
域
か

ら
地
域
の
為
に
地
域
と
と
も
に
復
興

へ
の
活
動
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に

お
い
て
は
、
”人
と
人
と
の
信
頼
や
つ

な
が
り
“な
ど
、全
曹
青
も
学
ぶ
こ
と

が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
救
援
活
動
が

終
わ
っ
て
も
復
興
に
は
様
々
な
か
か

わ
り
方
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
自
分

と
周
囲
を
見
れ
ば
身
の
回
り
課
題
は

あ
る
と
思
い
ま
す
。
普
段
の
地
域
の

つ
な
が
り
や
課
題
に
対
す
る
活
動
も

防
災
へ
と
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。

山口県豪雨災害の
発生からの流れ

※ 山口曹青から『般若』のボランティア情報へ
提供された情報を中心に構成しています。

サ
マ
リ
ー
・
レ
ポ
ー
ト

i
n 

災
害
復
興
支
援
部

写真左：
防府市台道・観
音寺さまの被災
状況。お寺に直
接被害はありま
せんでした。

写真右：
防府市・天神商店
街に設置されたボ
ランティア受付入
り口の張り紙

義援金の受付については、『般若』をご参照下さい。
9
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平
成
21
年
7
月
1
日（
水
）、
曹
洞

宗
檀
信
徒
会
館「
芙
蓉
の
間
」に
お
い

て
委
員
会
総
会
が
開
催
さ
れ
、
今
期

出
向
者
約
50
名
の
委
員
の
参
加
し
ま

し
た
。

　

宮
下
副
会
長
に
よ
る
開
会
の
辞
の

後
、
久
間
会
長
よ
り
今
期
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
で
あ
る「
い
の
ち
の
声
に
耳
を
澄

ま
す
」を
根
底
に
お
い
た
活
動
を
、
と

挨
拶
し
て
各
委
員
を
激
励
し
ま
し
た
。

　

次
に
、
会
長
よ
り
出
向
者
へ
の
委

嘱
状
授
与
が
行
わ
れ
、
各
自
と
も
決

意
の
表
情
で
受
け
ま
し
た
。

　

次
に
、
各
委
員
会
毎
に
分
か
れ
て

席
に
つ
き
、
そ
こ
に
執
行
部
が
交
互

に
加
わ
っ
て
、
今
期
の
会
務
に
つ
い

て
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
意
見
交

換
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
各
委
員
か

ら
も
執
行
部
に
忌
憚
の
な
い
意
見
が

寄
せ
ら
れ
、
執
行
部
も
真
摯
に
受
け

答
え
し
ま
し
た
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
の
講
評
と
し
て
久
間
会
長
よ
り
、

「
そ
れ
ぞ
れ
が
各
管
区
、
各
青
年
会

か
ら
の
推
薦
に
よ
る
出
向
者
で
あ
る

と
い
う
自
覚
を
持
ち
、
会
則
、
特
に

第
三
条（
会
の
目
的
）と
第
五
条（
会

の
事
業
）を
し
っ
か
り
と
理
解
し
た

う
え
で
会
務
を
執
行
し
て
ほ
し
い
」

と
述
べ
ま
し
た
。

　

総
会
の
最
後
に
は
、
総
合
教
育
研

究
所
代
表
・
石
橋
正
利
氏
に
よ
る
講

演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

翌
2
日
に
は
、
第
3
回
理
事
会
・

特
別
委
員
会
が
開
催
。
各
委
員
会
か

ら
事
業
報
告
、
事
業
予
定
等
が
報
告

さ
れ
ま
し
た
。
特
に
基
幹
事
業
委
員

会
へ
の
質
疑
に
多
く
の
時
間
が
割
か
れ
、

基
幹
事
業
委
員
会
に
よ
る
電
話
相
談

窓
口
の
開
設
を
、
満
場
一
致
を
も
っ
て

承
認
さ
れ
ま
し
た
。（
5
、7
頁
参
照
）

　

続
い
て
、災
害
対
策
に
関
す
る
特
別

委
員
会
が
開
催
さ
れ
、先
の
総
会
で
上

程
さ
れ
た『
災
害
救
援
体
制
の
素
案
』

の
検
討
と
、
そ
の
素
案
に
基
づ
い
た
災

害
復
興
支
援
部
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー

と
パ
ー
ト
ナ
ー
の
人
選
に
つ
い
て
協
議

さ
れ
ま
し
た
。（
１
４
６
号
5
頁
参
照
）

◎日程
平成21年7月1日
午後1時～午後2時45分　第3回執行部会
午後3時～午後5時　委員会総会　
午後5時～午後6時　各委員会・事務局会議　
　　於：曹洞宗檀信徒会館4F　芙蓉の間
午後6時30分～　懇親会　
　　於：曹洞宗檀信徒会館6F　パンセ

平成21年7月2日
午前9時～午後4時　第3回理事会・特別委員会

◎委員会総会次第
1、開会の辞：宮下副会長
2、あいさつ：久間会長
3、委嘱状授与
4、第18期全曹青運営方針について
 ：神谷事務局長
5、委員会会計業務について
 ：会計担当渡辺、監事
6、委員会ディスカッション
7、ディスカッション講評
8、講演「モチベーション管理について」　
 講師：総合教育研究所　代表　石橋正利氏
9、閉会の辞：河村副会長

平成21年度全国曹洞宗青年会委員会総会開催

詳細は『般若』ウェブサイトにて！！ 全曹青 検索
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管区理事インタビュー
「全曹青と管区の架け橋として」（1）
全曹青と管区の架け橋として活躍されている管区理事にイン
タビューを行いました。内容は、「管区理事に就任されたこと
について」、「全曹青の事業について」、「管区大会について」の
3点です。次号に渡っての掲載となり、今号は楢山武浩理事、
田中秀一理事、杉山雄峰理事、瞿曇浩道理事の4名です。

Interview

TOHOKUKANTO

KINKIKYUSYU

　

率
直
な
と
こ
ろ
、「
青
年
会
」＝「
卒

業
」か
な･･･

。
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、

こ
の
度
ご
推
挙
を
賜
り
こ
の
よ
う
に
全

曹
青
の
中
央
の
場
で
活
動
出
来
る
こ
と

に
但
々
感
謝
す
る
次
第
で
す
。
ど
う
ぞ

宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

全
曹
青
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
前
期

よ
り
全
曹
青
は
時
代
に
沿
っ
た
事
業
運

営
を
目
指
し
理
事
会
等
で
も
話
し
合
っ

て
参
り
ま
し
た
。
全
曹
青（
行
事
）
と

言
え
ば
、「
一
部
の
人
達
の
集
ま
り
」と

聞
く
こ
と
が
度
々
で
あ
っ
た
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
18
期
で
は
今
期
の
メ
イ
ン

事
業
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い「
電

話
相
談
事
業
」が
、
今
ま
で
以
上
に
全

曹
青
の
会
員
一
人
一
人
が
参
加
出
来
る

事
業
だ
と
確
信
致
し
ま
す
。

　

関
東
で
は
管
区
大
会
は
行
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
年
に
一
度「
関
東
連
絡
協
議

会
」（
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
が
主
で
す

が
）が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ

に
於
い
て
は
今
ま
で
同
様
、
各
曹
青
会

と
の
連
携
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
努
力
し

て
参
り
ま
す
。

関
東
管
区
理
事

田
中 

秀
一

　

歴
代
の
全
曹
青
の
諸
事
業
を
観
て
参

り
ま
し
た
が
、今
回
の
久
間
会
長
の「
い

の
ち
の
声
に
耳
を
澄
ま
す
」と
い
う
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
基
幹
事
業
で
の「
電

話
相
談
事
業
」と
い
う
も
の
は
今
の
私

た
ち
宗
侶
が
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
の

ひ
と
つ
で
あ
り
、
救
い
を
求
め
て
く
る

も
の
を
拒
ま
ず
共
に
歩
ん
で
い
く
、
と

い
う
視
点
は
今
ま
で
に
な
い
試
み
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
少
な
か
ら
ず
管
区
に

戻
り
各
県
曹
青
の
皆
様
に
そ
の
趣
旨
を

御
理
解
頂
く
力
添
え
が
少
し
で
も
で
き

れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
九
州
の
管
区
大
会
は
今
年
の
6

月
16
日
に
長
崎
県
晧
台
寺
様
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
坐
禅
、
総
会
、
講
演
会
と
有

意
義
な
一
日
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
講

演
会
で
は
ア
メ
リ
カ
の
禅
の
現
状
や
問

題
を
学
ば
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

九
州
管
区
理
事

瞿
曇 

浩
道

　

4
月
に
東
北
管
区
理
事
に
就
任
し
、

早
、
半
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す

が
、
ま
さ
に
、
今
の
心
境
は「
歳
月
、

人
を
待
た
ず
」と
い
う
気
持
ち
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
限
ら
れ
た
2
年
間
と
い
う

時
間
を
東
北
6
県
の
代
表
と
し
て
大
事

に
務
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
東
北
は
1
つ
」と
い
う
気
持
ち
を
も
っ

て
、
福
島
か
ら
出
て
お
ら
れ
る
久
間
全

曹
青
会
長
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
、

切
磋
琢
磨
し
、
与
え
ら
れ
た
任
を
務
め

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

理
事
会
に
3
回
出
席
し
、
管
区
理
事

と
し
て
の
責
任
の
重
み
を
感
じ
て
お
り

ま
す
。
第
18
期
全
曹
青
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に

「
い
の
ち
の
声
に
耳
を
澄
ま
す
」を
掲
げ
、

今
期
の
メ
イ
ン
事
業
で
あ
る
電
話
相
談

事
業
を
、
い
か
に
全
国
の
会
員
諸
師
方

に
理
解
を
得
て
、
共
に
実
践
し
て
い
く

か
が
問
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。「
高
下
在

心
」（
も
の
ご
と
が
な
る
か
否
か
は
心
が

け
次
第
）
を
胸
に
刻
み
鋭
意
実
践
し
て

参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

東
北
管
区
理
事

楢
山 
武
浩

　

近
畿
管
区
理
事
を
拝
命
し
て
早
や
半

期
一
年
が
過
ぎ
去
り
ま
し
た
。
右
も
左

も
判
ら
ぬ
ま
ま
、
ど
う
に
か
こ
こ
ま
で

勤
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
全
国
の

情
熱
と
志
を
も
っ
た
諸
師
方
と
ご
縁
を

い
た
だ
い
た
事
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

微
力
な
が
ら
残
り
の
半
期
も
精
一
杯
勤

め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

基
幹
事
業
で
あ
る「
電
話
相
談
事
業
」、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
制
の
整
備
な
ど
18
期

事
業
は
、
他
人
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄

に
成
り
行
く
現
代
社
会
に
お
い
て
、
人

と
人
と
の
架
け
橋
と
な
る
こ
と
と
確
信

し
て
お
り
ま
す
。

近
畿
管
区
理
事

杉
山 

雄
峰
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茨
城
県

曹
洞
宗
青
年
会

発　　足｜昭和33年
会　　長｜丹波謙雄
副 会 長｜齋藤龍雄
　　　　　関口善之
事務局長｜南　秀典
会　　計｜松浦史享
会　員　数｜46名
H　　P｜
http://ibasou.que.ne.jp/

写真右：第一回茨城緑蔭禅の集い
　　　　（昭和49年大統寺）
写真下：第三十五回茨城緑蔭禅の集い
　　　　（平成20年永井寺）

　

な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
国
内
に
留
ま
ら
ず
世
界
の
災
害

が
起
き
た
場
合
、有
志
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
必
要
あ
れ
ば
積
極
的
に
出
向
き
、

無
き
と
き
は
後
方
支
援
や
支
援
托
鉢
を

行
い
義
援
金
の
援
助
が
出
来
る
よ
う
準

備
し
て
い
ま
す
。

　

更
に
は
、各
法
要
で
檀
信
徒
様
に
分

か
り
や
す
く
解
説
を
行
う
為
の
法
要
解

説
研
修
並
び
に
、自
己
研
鑽
と
し
て
多

種
多
彩
な
模
擬
法
要
を
行
う
法
式
研
修
、

老
人
ホ
ー
ム
に
出
向
い
て
の
慰
問
法
話

会
、セ
ー
フ
テ
ィ
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
研
修
、

　

茨
城
県
曹
洞
宗

青
年
会
は
、
昭
和

33
年
に
秋
元
義
雄

老
師
を
会
長
と
し

発
足
、
平
成
19
年

に
は
創
立
50
周
年
を
迎
え
、
現
在
第
18
期

に
な
り
ま
す
。

　

当
会
は
、夏
期
に
行
う
坐
禅
会「
緑
蔭
禅

の
集
い
」を
軸
に
、行
脚
托
鉢
、僧
侶
と
し
て

の
自
己
の
研
鑽
と
社
会
奉
仕
に
会
の
発
足

当
時
よ
り
取
り
組
ん
で
参
り
ま
し
た
。
お

か
げ
さ
ま
で
、本
年
度
に
緑
蔭
禅
の
集
い
は

第
36
回
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

ま
た
行
脚
托
鉢
で
県
内
各
警
察
署
員
と

協
力
し
交
通
安
全
週
間
に
、
交
通
事
故
撲

滅
を
祈
念
し
、
交
通
事
故
現
場
に
て
供
養

を
行
い
、
尊
い
命
を
感
じ
て
い
た
だ
く
慰

霊
行
脚
を
春
秋
2
回
実
施
し
、
茨
城
県
内

の
縦
横
断
・
約
3
0
0
キ
ロ
の
行
脚
を
、

一
般
の
参
加
者
と
共
に
す
で
に
完
歩
。
以

降
も
県
内
各
地
を
行
脚
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
節
目
に
は
記
念
講
演
会
を
実
施

し
、
そ
の
他
老
人
ホ
ー
ム
等
慰
問
並
び
に
、

供
養
法
話
梅
花
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う

法
話
会
や
手
話
講
習
、
全
国
各
地
で
の
研

修
、
災
害
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行

い
ま
し
た
。

　

全
曹
青
に
対
し
て
は
、
発
足
以
前
よ
り
、

当
時
の
県
内
の
青
年
僧
侶
が
出
向
、
全
曹

青
の
発
足
に
協
力
し
、
多
年
に
わ
た
り
尽

力
さ
れ
、
そ
の
礎
の
も
と
今
日
に
至
っ
て

お
り
ま
す
。
こ
の
数
年
間
で
は
、
管
区
理

事
や
執
行
部
並
び
に
各
委
員
に
も
多
数
出

向
さ
せ
て
頂
き
良
い
経
験
を
積
ん
だ
こ
と

と
思
い
ま
す
。

　

今
後
も
機
会
が
あ
れ
ば
、
全
曹
青
等
の

出
向
や
行
事
に
ご
協
力
出
来
れ
ば
、
各
会

員
の
研
鑽
や
励
み
に
な
る
こ
と
と
思
い

ま
す
。

沿革

　

活
動
に
は
、「
緑

蔭
禅
の
集
い
」に

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

を
増
や
し
、
一
日

参
禅
会（
入
門
初

心
者
向
け
）
と
摂
心
会（
深
く
入
り
込

ん
だ
坐
禅
会
）
を
取
り
入
れ
、初
心
者

か
ら
深
い
参
禅
者
ま
で
と
広
い
範
囲
で

老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
坐
禅
に
勤
し
ん

で
頂
き
、更
に
出
張
坐
禅
会
を
取
入
れ

迎
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
青
年
僧
侶
が

出
向
い
て
指
導
を
行
う
坐
禅
会
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
は
、

　

・
 

交
通
安
全
週
間
に
、一
般
参
加
を

含
め
た
交
通
安
全
ワ
ン
デ
イ
ウ
ォ

ー
ク
慰
霊
行
脚

　

・

歳
末
助
け
合
い
托
鉢
や
支
援
托
鉢

　

・
 

僧
侶
と
し
て
檀
信
徒
様
方
や
広
く

一
般
に
仏
教
の
心
を
広
め
る
為
の

研
鑽
を
行
う
布
教
研
修

　

・
 

法
要
の
中
の
梅
花
や
入
門
講
習
を

行
う
詠
讃
歌
研
修

　

・
 

A
E
D
講
習
会

　

・
 

会
員
の
基
礎
体
力
作
り
や
県
内
寺

院
様
へ
の
法
要
派
遣

現在の活動
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慰霊行脚（交通事故現場にての供養）

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
修
、障
害
者
体
験

な
ど
も
検
討
中
で
あ
り
ま
す
。

　

茨
城
曹
青
は
、

諸
先
輩
方
の
築
き

上
げ
た
歴
史
を
振

り
返
り
恥
じ
る
こ

と
な
く
、
若
い
力

で
今
の
青
年
僧
侶
が
何
を
行
う
べ
き
か
、

全
国
の
各
青
年
会
の
活
動
を
参
考
に

し
て
、
積
極
的
か
つ
多
彩
な
活
動
と
個

性
を
生
か
し
会
員
一
人
一
人
の
意
見

を
持
ち
寄
り
、
日
々
議
論
を
重
ね
て
い

ま
す
。

　

数
年
前
ま
で
は
、
会
員
数
が
少
な
く
、

ま
た
寺
院
事
情
に
よ
り
活
動
に
参
加
で

き
る
メ
ン
バ
ー
が
限
ら
れ
て
い
て
、
運

営
や
役
職
に
負
担
が
あ
っ
た
か
に
思
え

ま
す
が
、
互
い
に
切
磋
琢
磨
出
来
た
と

思
い
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
各
僧
堂
よ
り
送
行
し
て

き
た
若
い
世
代
が
増
え
、
新
し
い
息
吹

と
芽
生
え
を
実
感
し
、
更
な
る
団
結
力

と
絶
大
な
力
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

情
報
面
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

活
用
し
な
が
ら
、
広
く
意
見
を
求
め
時

代
背
景
に
合
わ
せ
柔
軟
に
対
応
出
来
る

環
境
を
準
備
中
で
す
。

　

世
代
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
僧
侶

と
し
て
本
質
を
見
失
わ
ず
、
和
を
も
っ

て
尊
し
と
為
す
心
を
忘
れ
ず
、「
布
施
、

愛
語
、
利
行
、
同
事
」の
教
え
を
護
持
し

な
が
ら
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
で
、
失
敗

を
恐
れ
ず
に
、
邁
進
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

純粋な僧侶の
集まり、これが
茨城県曹洞宗
青年会

そう
せいサポーターズより

　茨曹青は、実に行動力のある青年僧です。
　法要法式は勿論のこと、社会に出て、
交通事故撲滅、慰霊行脚やセンターなど
での坐禅会を積極的に行い、創立50周年
事業に差定帖編纂とDVDを作成完成させ
ました。
　今後も何時も僧の姿で、人々に見える
茨曹青で有ってほしいと思います。

　茨城県曹洞宗青年会は、若い力で柔軟
に活動を行っている会であります。
　一昨年に創立五十周年を記念して様々
な事業に取り組みました。その中の一つ
に「行持指南」の発刊があります。これは、
会員の法式・進退作法の研修を目的とし
まして、会員が勉強しながらそれぞれの
配役につき、各種の法要の研修に取り組
んだ記録であります。DVDによる映像の
記録と冊子による法要差定帖、そして「得
度式」はそのままお使いいただける経本仕
立となっております。まだ若干の残部が
あるようですのでご紹介申し上げます。

小嶋 弘道
茨城県
曹洞宗青年会前会長

伊藤 清悦
曹洞宗
茨城県宗務所長

『茨城県行事指南』

写真上：「茨城県行持指南」に同梱
されているDVD及びCD教材

写真右：「茨城県行持指南」に同梱
されている「晋山編」「喪儀編」「諸行
持編」「得度式」

 「行持指南」の冊子につきましては、先輩諸老師が発行されま
した「差定帖」を手本にさせていただき、新たにいくつかの法
要を掲載し「晋山編」「喪儀編」「諸行持編」と三冊に編纂致しま
した。また、「得度式」をお式にご使用していただけるような
形式で作製しました。「行持指南」のＤＶＤは、会員が法要の
各配役に取り組んで撮影を行いました。県内で行われました
実際の法要も一部使用させていただいておりますが、基本的
に会員の法式進退作法の研修を主眼としての記録映像であり、
撮影や編集も会員の手によるものであります。至らぬところ
多々あるかとは存じますが、冊子と合わせまして何かのお役
に立つことがありましたら幸いです。

 申し込みは下記まで 
（1部10,000円 [冊子3冊、教典1冊、DVD5枚CD1枚]）

メール
tanba-ken@fa2.so-net.ne.jp
09052027786@docomo.ne.jp

HPアドレス
http://ibasou.que.ne.jp/　
HPからも申し込めます。

〒３１７―００５５
茨城県日立市宮田町３５８４―４ 本山寺　丹波謙雄
ＴＥＬ　０２９４―２１―８２０３



14

 178 慶雲寺 様
 187 仙房寺 様
  
●山口県 
 1 禅昌寺 様
 99 龍豊寺 様
 109 大楽寺 様
 138 善福寺 様
 142 弥勒寺 様
 146 龍心寺 様
 223 東光寺 様
  
●鳥取県 
 1 興雲寺 様
 26 天徳寺 様
 28 森福寺 様
 48 譲伝寺 様
 58 正寿寺 様
 97 国分寺 様
 114 安楽寺 様
 122 桂養寺 様
 134 精明寺 様
 143 瑞応寺 様
 156 福厳院 様
 159 大祥寺 様
 163 雲光寺 様
 182 東光寺 様
 185 源泉寺 様
  
●島根県第１
 209 円通寺 様
 295 妙義寺 様
  
●島根県第２
 5 地福寺 様
 19 常福寺 様
 32 宗淵寺 様
 43 福正寺 様
 58 洞光寺 様
 63 龍覚寺 様
 119 常光寺 様
 146 観知寺 様
 159 源入寺 様
 180 万善寺 様
 203 玉雲寺 様
  
●高知県 
 13 願成寺 様
 17 元亨院 様
  
●愛媛県 
 86 東光寺 様
 91 安楽寺 様
 92 顕手院 様
 146 興雲寺 様
 164 城慶寺 様
 175 野間寺 様
  
●福岡県 
 20 宝林寺 様
 28 桂木寺 様
 45 長谷寺 様
 77 太養院 様
 158 報恩寺 様
  
●大分県  
 14 薬王寺 様
 35 長流寺 様

 ●長崎県第１
 19 晴雲寺 様
 43 東光寺 様
 46 洞禅寺 様
 78 宝泉寺 様
  
●佐賀県 
 14 高伝寺 様
 51 盛林寺 様
 249 正藏寺 様
  
●熊本県第２
 79 向陽寺 様
  
●宮崎県 
 6 祐国寺 様
  
●鹿児島県
 20 直指庵 様
  
●長野県第１
 43 洞仙寺 様
 110 常光寺 様
 121 浄光庵 様
 147 徳応院 様
 176 常慶院 様
 243 広徳寺 様
 279 大徳寺 様
 305 梅渓院 様
 335 陽泰寺 様
 354 来福寺 様
  
●長野県第２
 386 西福寺 様
 406 広沢寺 様
 418 真光寺 様
 419 宗徳寺 様
 428 大澤寺 様
 442 観音寺 様
 489 祥雲寺 様
 493 吉祥寺 様
 594 地蔵院 様
  
●福井県 
 27 龍澤寺 様
 47 瑞祥寺 様
 82 禅興寺 様
 100 永厳寺 様
 107 養徳庵 様
 165 長泉寺 様
 276 地蔵院 様
 291 福聚寺 様
 294 養命院 様
 305 向福寺 様
  
●石川県 
 123 延命寺 様
  
●富山県  
 11 真国寺 様
 32 全龍寺 様
 83 永久寺 様
 111 光禅寺 様
 146 明禅寺 様
 149 薬王寺 様
  
●新潟県第１ 
 312 万福寺 様

 343 慈眼寺 様
 363 定明寺 様
 364 永明寺 様
 368 正通寺 様
 382 光照寺 様
 384 庄川寺 様
 397 善昌寺 様
 416 龍源寺 様
 421 満光寺 様
 436 光善寺 様
 462 正眼寺 様
 477 龍泉院 様
 485 長安寺 様
 496 長楽寺 様
  
●新潟県第２
 716 東光寺 様
  
●新潟県第３
 541 善福寺 様
 553 安住寺 様
 637 洞泉寺 様
 646 名立寺 様
  
●新潟県第４
 23 観音寺 様
 33 洞泉寺 様
 36 吉祥寺 様
 38 興泉寺 様
 53 英林寺 様
 112 常安寺 様
 183 瑞泉寺 様
 196 香伝寺 様
 204 養泉寺 様
 222 正続寺 様
 255 龍皐院 様
 295 普済寺 様
 296 関泉寺 様
 733 光明寺 様
  
●福島県 
 3 陽林寺 様
 7 清水寺 様
 9 宝積寺 様
 10 佛母寺 様
 25 安洞院 様
 35 長秀院 様
 49 大泉寺 様
 66 金秀寺 様
 72 泉秀寺 様
 75 細谷寺 様
 101 成林寺 様
 106 興隆寺 様
 107 岳林寺 様
 110 龍徳寺 様
 111 普光寺 様
 112 耕雲寺 様
 113 円照寺 様
 123 金剛院 様
 131 天性寺 様
 146 保福寺 様
 153 長壽院 様
 155 善通寺 様
 162 昌建寺 様
 175 天沢寺 様
 204 龍光寺 様
 240 耕林寺 様
 258 龍昌寺 様

 263 慶徳寺 様
 265 法輪寺 様
 274 龍門寺 様
 275 性源寺 様
 278 浄円寺 様
 298 長谷寺 様
 318 安穏寺 様
 324 松泉寺 様
 339 龍源寺 様
 399 法界寺 様
 435 徳昌寺 様
 462 松前寺 様
 481 大有寺 様
  
●宮城県  
 16 林香院 様
 43 玉川寺 様
 69 見松寺 様
 192 大祥寺 様
 202 皆傳寺 様
 212 祥雲寺 様
 271 願成寺 様
 277 長音寺 様
 281 光明寺 様
 292 永巖寺 様
 296 龍洞院 様
 384 大雄寺 様
 390 西光寺 様
 392 金秀寺 様
 414 虎渓寺 様
 432 耕田寺 様
 443 泉昌寺 様
 461 洞松院 様
  
●岩手県 
 3 東顕寺 様
 13 長善寺 様
 19 宮澤寺 様
 25 宝積寺 様
 52 福蔵寺 様
 75 宗青寺 様
 104 広徳寺 様
 120 管生院 様
 142 安養寺 様
 185 長泉寺 様
 187 高建寺 様
 199 保寿寺 様
 226 長林寺 様
 233 玉泉寺 様
 242 大慈寺 様
 247 正福寺 様
 256 曹源寺 様
 270 海蔵寺 様
 273 宝珠院 様
 288 長福寺 様
 289 宝積寺 様
 294 三光寺 様
 304 柳善院 様
  
●青森県 
 11 京徳寺 様
 15 梅林寺 様
 17 普門院 様
 39 正法院 様
 66 大慈寺 様
 78 海安寺 様
 79 法光寺 様
 98 東光寺 様

 100 澄月寺 様
 176 海昌寺 様
 185 観音寺 様
 188 興雲寺 様
  
●山形県第１
 8 常林寺 様
 55 新龍寺 様
 66 法体寺 様
 93 性源寺 様
 103 祥光院 様
 127 満福寺 様
 201 東照寺 様
 227 多福院 様
 236 興源院 様
  
●山形県第２
 267 慈眼院 様
 295 永松寺 様
 417 繁應院 様
  
●山形県第３
 433 祐性院 様
 449 宝積寺 様
 457 永伝寺 様
 466 禅龍寺 様
 468 宗伝寺 様
 491 宝円寺 様
 502 楞厳院 様
 510 西光寺 様
 595 荒川寺 様
 623 歓喜寺 様
 630 宝泉寺 様
 663 正徳寺 様
 718 長渕寺 様
 728 泉宝寺 様
 742 龍澤寺 様
  
●秋田県 
 75 泉流寺 様
 79 東林寺 様
 116 龍安寺 様
 128 耕伝寺 様
 152 善龍寺 様
 162 祥雲寺 様
 166 久昌寺 様
 174 満福寺 様
 181 黄龍寺 様
 185 永蔵寺 様
 188 圓能寺 様
 192 善福寺 様

 199 蔵傳寺 様
 207 大川寺 様
 211 永泉寺 様
 215 見秀寺 様
 235 龍巖寺 様
 237 龍泉寺 様
 260 松庵寺 様
 261 見性寺 様
 308 実相寺 様
 312 長興寺 様
 313 立昌寺 様
 323 恩徳寺 様
 336 圓通寺 様
  
●北海道第１
 8 明林寺 様
 18 高聖寺 様
 25 龍穏寺 様
 29 法幢寺 様
 37 法徳寺 様
 43 大円寺 様
 65 法輪寺 様
 78 正林寺 様
 94 曹源寺 様
 96 観音寺 様
 318 正信寺 様
 371 高正寺 様
 468 養福寺 様
  
●北海道第２
 129 妙心寺 様
 166 東照寺 様
 454 大禅寺 様
  
●北海道第３
 203 西来寺 様
 204 開法寺 様
 207 龍雲寺 様
 263 報国寺 様
 267 天恵寺 様
 293 正法寺 様
 308 寿徳寺 様
 

賛助費払込票通信欄より

問：会則49条を読み、賛助金を賛助会費と訂正されたし。答：『Sousei』郵送時に添付しております「払込取扱票」の記載内容につ
いてのご高見と拝察致します。「払込取扱票」の記載内容は旧期からの
ものを踏襲しておりますが、現行の会務・会則との不整合性も散見さ
れます。このことは、すでに今期執行部の俎上にも検討事案として上
がっており、記載内容の改正を鋭意検討しておりますが、今年度添付
分の印刷につきましては、年度当初ですでに一括印刷をしております。
現在検討中の改正記載案は来年度添付分より反映させるものとし、今
年度中は従来通りの記載内容のものを添付させて頂くことをご了解下
さい。今後、「賛助金」「賛助会費」などの文言につきましては、会則中
にございます「賛助費」の文言に統一させて頂く予定です。ご高見、誠にありがとうございました。

全国曹洞宗青年会の
活動は皆様の賛助費に
支えられております。
この度もご協力頂き誠に
有難うございました。
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 ●東京都
 1 青松寺 様
 6 光宝寺 様
 18 大泉寺 様
 79 保善寺 様
 88 全龍寺 様
 90 梅岩寺 様
 107 天桂寺 様
 166 慈照院 様
 177 清巖寺 様
 239 宗保院 様
 258 東光寺 様
 302 桂福寺 様
 312 光明寺 様
 389 立川寺 様
 406 全昌院 様
  
●神奈川県第１
 264 慶林寺 様
 272 珠泉院 様
 285 泉秋寺 様
 312 保福寺 様
 329 寿昌寺 様
  
●神奈川県第２
 13 禅林寺 様
 16 正観寺 様
 27 東林寺 様
 83 正翁寺 様
 92 良長院 様
 131 乗福寺 様
  
●埼玉県第１
 16 慈眼寺 様
 34 楞厳寺 様
 59 長龍寺 様
 68 保福寺 様
 93 光秀寺 様
 116 梅田寺 様
 154 長松寺 様
 166 全龍寺 様
 181 長光寺 様
 190 廣徳院 様
 404 満讃寺 様
 436 陽雲寺 様
  
●埼玉県第２
 206 栄林寺 様
 213 泉福寺 様
 238 松林寺 様
 270 正覚寺 様
 356 重輪寺 様
 496 長福寺 様
  
●群馬県 
 90 萬松寺 様
 139 嶽林寺 様
 194 善宗寺 様
 281 永隣寺 様
 285 桃林寺 様
 333 大雲寺 様
  
●栃木県 
 2 桂林寺 様
 22 竜蟠寺 様
 43 東光寺 様
 46 龍昌寺 様
 51 豊栖院 様

 66 芳全寺 様
 67 海潮寺 様
 81 昌泉寺 様
 85 長谷寺 様
 93 乾徳寺 様
 94 天性寺 様
 106 実相院 様
 119 宗源寺 様
 125 長興寺 様
 131 高徳寺 様
 161 東陽院 様
 178 万福寺 様
  
●茨城県 
 6 蒼泉寺 様
 32 龍泰院 様
 41 大雄院 様
 49 東漸寺 様
 57 常安寺 様
 172 大聖院 様
 182 龍心寺 様
  
●千葉県 
 3 宝成寺 様
 8 重俊院 様
 24 仁守寺 様
 28 長福寺 様
 29 慶林寺 様
 56 永興寺 様
 95 寶應寺 様
 96 長寿院 様
 155 東漸寺 様
 164 長久寺 様
 185 勢國寺 様
 272 永泉寺 様
 315 雲竜寺 様
 357 永福寺 様
  
●山梨県 
 115 海潮院 様
 133 少林寺 様
 281 長生寺 様
 360 大城寺 様
 392 慈照寺 様
 539 清光寺 様
  
●静岡県第１
 9 然正院 様
 59 天徳院 様
 77 龍泉院 様
 126 一乗寺 様
 131 見性寺 様
 152 宝持院 様
 202 先照寺 様
 208 延命寺 様
 388 林叟院 様
 510 龍雲寺 様
 577 長久寺 様
  
●静岡県第２
 275 法林寺 様
 318 花岳院 様
 324 慈眼院 様
 360 大安寺 様
 362 福泉寺 様
  
●静岡県第３
 584 長興寺 様

 608 養勝寺 様
 678 宗心寺 様
 831 正林寺 様
 957 大円寺 様
 988 福王寺 様
 989 観音寺 様
 1225 光明寺 様
 1311 宝太寺 様
  
●愛知県第１
 18 大運寺 様
 25 禅芳寺 様
 39 宋吉寺 様
 75 松音寺 様
 82 成福寺 様
 85 東高寺 様
 91 法持寺 様
 111 龍興寺 様
 112 太平寺 様
 125 清閑寺 様
 138 長翁寺 様
 165 慈眼寺 様
 207 万渓寺 様
 275 泉徳寺 様
 293 康勝寺 様
 297 清涼寺 様
 313 長松寺 様
 342 常楽寺 様
 358 玉泉寺 様
 606 向陽寺 様
 635 永澤寺 様
 677 祐源寺 様
 824 東昌寺 様
 1163 秋葉寺 様
 1241 観音寺 様
  
●愛知県第２
 686 歓喜寺 様
 827 西福寺 様
 841 育清院 様
 852 光福寺 様

 899 般若寺 様
  
●愛知県第3
 411 福田寺 様
 438 吉祥寺 様
 456 宝珠寺 様
  
●岐阜県 
 15 東林寺 様
 35 瑠璃光寺 様
 36 薬王寺 様
 83 善応寺 様
 99 霊泉寺 様
 116 永泉寺 様
 119 仏徳寺 様
 127 増福寺 様
 148 円頂寺 様
 153 宗久寺 様
 190 長久寺 様
 236 全超寺 様
 239 慈眼寺 様
 240 林陽寺 様
  
●三重県第１
 4 東陽寺 様
 6 常在院 様
 24 一心院 様
 31 永源寺 様
 37 四天王寺 様
 40 宝泉寺 様
 48 種徳軒 様
 114 海禅寺 様
 165 陽珠院 様
 181 観音寺 様
 188 廣泰寺 様
 203 等観寺 様
 213 正泉寺 様
 269 大蓮寺 様
 285 玉泉寺 様
 298 慶蔵院 様
 304 常福寺 様

 351 雲祥寺 様
 364 観音寺 様
  
●三重県第２
 377 海禅寺 様
 408 東正寺 様
  
●滋賀県 
 60 大雲寺 様
 160 長谷院 様
 201 林慶寺 様
  
●京都府 
 4 無学寺 様
 44 東禅院 様
 44 東禅院内 
  宮澤 稔承 様
 67 苗秀寺 様
 70 護国寺 様
 73 春現寺 様
 149 仏名寺 様
 161 禅福寺 様
 237 長川寺 様
 367 福昌寺 様
 378 徳昌寺 様
 382 龍雲寺 様
 389 万福寺 様
 412 完龍寺 様
  
●大阪府 
 18 大倫寺 様
 26 天徳寺 様
 56 南昌寺 様
 98 吉祥院 様
 100 南詢寺 様
 107 実相院 様
  
●奈良県 
 26 蔵心寺 様
 68 景徳寺 様
 

●兵庫県第１
 22 大宝寺 様
 37 正林寺 様
 315 長松寺 様
 325 清久寺 様
 328 善福寺 様
 338 勝龍寺 様
 369 大龍寺 様
  
●兵庫県第２
 115 慈眼寺 様
 125 吉祥寺 様
 173 瑞雲寺 様
 223 龍蔵寺 様
 225 大雲寺 様
 227 洞仙寺 様
  
●岡山県 
 1 円通寺 様
 4 威徳寺 様
 41 吉祥寺 様
 59 観泉寺 様
 86 源樹寺 様
 87 桂巖寺 様
 127 慈眼寺 様
 128 楊柳寺 様
 177 幻住寺 様
  
●広島県 
 3 養徳院 様
 8 聖光寺 様
 17 存光寺 様
 46 雙照院 様
 64 見性寺 様
 76 長福寺 様
 86 西金寺 様
 106 信光寺 様
 112 法雲寺 様
 115 医光寺 様
 118 長善寺 様
 146 福善寺 様

賛助費浄納御芳名簿

賛助費払込票通信欄より

問：会則49条を読み、賛助金を賛助会費と訂正されたし。答：『Sousei』郵送時に添付しております「払込取扱票」の記載内容につ
いてのご高見と拝察致します。「払込取扱票」の記載内容は旧期からの
ものを踏襲しておりますが、現行の会務・会則との不整合性も散見さ
れます。このことは、すでに今期執行部の俎上にも検討事案として上
がっており、記載内容の改正を鋭意検討しておりますが、今年度添付
分の印刷につきましては、年度当初ですでに一括印刷をしております。
現在検討中の改正記載案は来年度添付分より反映させるものとし、今
年度中は従来通りの記載内容のものを添付させて頂くことをご了解下
さい。今後、「賛助金」「賛助会費」などの文言につきましては、会則中
にございます「賛助費」の文言に統一させて頂く予定です。ご高見、誠にありがとうございました。

平成21年
7
31

5
1 ～



16

な
ぜ
仏
教
と
医
療
な
の
か

飯
島
○
先
生
が
医
師
を
志
さ
れ
た
理
由

に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
く
思
い
ま
す
。

田
中
○
私
は
子
供
の
頃
か
ら
、
将
来
は
、

生
ま
れ
育
っ
た
西
明
寺
の
住
職
に
な
ろ

う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
大
学
入
試
の
願
書
の
締

切
直
前
に
、
父（
先
代
住
職
）
が
突
然

「
医
学
部
へ
行
け
」と
慈
恵
医
大
の
願

書
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
私
は
慈
恵

医
大
を
受
験
し
入
学
し
ま
し
た
が
、
当

時
は
、
な
ぜ
父
が
そ
ん
な
こ
と
を
言

い
出
し
た
の
か
理
解
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

卒
業
後
、
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
病

院
の
内
科
医
師
と
し
て
入
院
と
外
来

の
診
療
を
行
っ
た
の
で
す
が
、
担
当

し
た
患
者
の
大
部
分
が
進
行
癌
で
し

た
。
自
分
の
責
任
で
患
者
が
死
ん
で

ゆ
く
状
況
で
す
か
ら
必
死
に
勉
強
し

ま
し
た
。
し
か
し
進
行
癌
の
治
療
に

は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、「
自

分
が
死
ぬ
」と
い
う
、
他
の
動
物
に

は
無
い
人
間
独
自
の
苦
し
み
に
対
し

て
、
有
効
な
医
学
的
治
療
は
無
い
の

で
す
。

　

こ
の
苦
し
み
の
ケ
ア
こ
そ
が
仏
教
だ

っ
た
の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
老
人
と

病
人
と
死
人
を
観
て
出
家
し
ま
し
た
。

し
か
し
現
代
、
老
病
死
の
苦
は
医
療
施

設
に
隔
離
さ
れ
、
僧
侶
は
寺
に
引
き
籠

も
っ
て
苦
の
現
場
を
観
て
い
ま
せ
ん
。

父
が「
医
学
部
へ
行
け
」と
言
っ
た
理
由

が
解
り
ま
し
た
。

「
非
科
学
」と
医
療

飯
島
○
私
は
、
西
洋
医
学
は
科
学
か
ら

宗
教
を
切
り
離
す
形
で
進
歩
を
遂
げ
て

き
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
、

医
療
を
必
要
と
す
る
人
間
の「
身
体
・

臓
器
」の
み
に
意
識
が
行
き
過
ぎ
て
、

「
生
活（
社
会
的
活
動
・
情
動
的
活
動
・

実
存
的（
霊
的
）
活
動
）」を
も
切
り
離

し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

田
中
○
宗
教
を
切
り
離
し
た
の
は
西

洋
で
は
な
く
近
代
日
本
の
医
療
で
し

ょ
う
。
イ
タ
リ
ア
や
ア
メ
リ
カ
の
法

律
で
は
病
院
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・

ケ
ア
専
門
家
の
配
置
義
務
が
あ
り
、

そ
の
担
当
者
の
ほ
と
ん
ど
が
宗
教
者

で
す
。

　

実
験
と
観
測
で
反
証
可
能
な
こ
と
だ

け
扱
う
科
学
と
し
て
の
現
代
医
学
が
始

ま
っ
て
未
だ
百
数
十
年
。
日
本
人
も
多

く
貢
献
し
て
作
っ
て
き
た
医
学
で
す
。

昔
は
西
洋
医
学
や
東
洋
医
学
が
あ
り
ま

し
た
が
、
現
在
で
は
歴
史
的
な
言
葉
で

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
代
医
学
は
科
学
で
す
か
ら
、
人
体

実
験
を
根
拠
に
し
て
い
ま
す
。「
そ
の
人

体
実
験
を
し
て
良
い
か
ど
う
か
」と
い

う
こ
と
は
科
学
の
範
囲
を
超
え
て
い
ま

す
。
従
っ
て
実
験
計
画
書
を
審
査
す
る

倫
理
委
員
会
で
は「
非
科
学
」が
重
要
に

な
り
ま
す
。
西
洋
で
は
医
学
研
究
の
倫

理
委
員
会
に
宗
教
者
の
委
員
は
当
た
り

前
で
す
が
、
日
本
で
は
私
以
外
は
稀
で

し
ょ
う
。

ダイアローグ8“医信同源”の診療所（前編）
　僧衣を纏い病院に行くと、患者さんやご家族、そしてスタッフ
からの、「お坊さんがここに来るのはまだ早いという視線」を感じ
ることがある。「お坊さんが登場するのは、死んだ後だろう」それ
が日本人が常識的に考えていることではないかと思う。しかし、
欧米の病院には霊的ケアを担当するパストラルケアワーカーが常
駐し、一般病棟のみならず、救急の現場にも姿を現し、患者さん
やご家族に寄り添い、霊的安寧のためにケアを提供すると聞く。
そのような医療のあり方こそ本来の姿であり、わが国の医療は「非

科学」を切り離して発展を遂げた、世界的に見ても特異なあり方
であるという。
　今回は、医師であり僧侶である田中雅博師に「医療と宗教」に焦
点をあててお話を伺った。
　今回は、インタビュアーであるあまんずが、日頃の激務による
体調不良に見舞われたため、前編は「メールにての往復書簡」とい
うスタイルでお届けすることをご承知いただきたい。

栃木県西明寺（真言宗豊山派）住職・
医療法人普門院診療所医師

田
た

 中
な か

 雅
ま さ

 博
ひ ろ

1946年、栃木県生まれ。1970年東京
慈恵医科大学卒業。1974年国立がん
センター研究所研究員、同病院内科
医師を併任。1975年国立がんセンタ
ー内分泌治療研究室長。1990年に大
正大学院博士課程満期退学。同年に
西明寺境内に普門院診療所を開く。
大正大学非常勤講師。

飯
い い

 島
じ ま

 惠
け い

 道
ど う

長野県松本生まれ。尼寺育ち。看
護師としての経験を生かし、医療
と宗教の領域を横断する“あまんず
（amans＝ama〈尼〉＋ ns〈ナース、
看護師〉）” として活動中。
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7
．
配
偶
者
に
説
明
し
て
ほ
し
い

　
8
． 

子
供
に
説
明
し
て
ほ
し
い

（
そ
の
方
の
氏
名
）

　
9
．
そ
の
他

　
平
成　
年　
月　
日　
本
人
署
名

　

ま
た
、
こ
の
質
問
は「
守
秘
に
関
す

る
権
利
」の
保
障
に
も
役
立
っ
て
い
ま

す
。
日
本
の
他
の
病
院
で
は
、
本
人

の
同
意
無
し
に
家
族
に
先
ず
進
行
癌

の
説
明
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
守
秘

義
務
違
反
も
未
だ
に
あ
る
よ
う
で
す
。

　

私
達
の
診
療
所
で
は「
病
気
の
科
学

的
な
診
断
と
治
療
を
説
明
し
た
上
で
、

本
人
の
自
己
決
定
を
尊
重
し
た
医
療

を
行
い
ま
す
」と
い
う
こ
と
を
基
本
方

針
に
し
て
い
ま
す
。「
科
学
的
な
医
学

と
本
人
の
宗
教
を
尊
重
し
た
医
療
」と

い
う
当
た
り
前
の
こ
と
が
普
門
院
診

療
所
の
特
徴
な
の
で
す
。

普門院診療所の正面玄関

し
、
〜
中
略
〜
、
患
者
は
、
他
人
の
生

命
の
保
護
に
必
要
と
さ
れ
な
い
限
り
、

そ
の
明
確
な
要
求
に
基
づ
い
て
情
報
を

知
ら
さ
れ
な
い
権
利
を
有
す
る
。」と
あ

り
ま
す
。
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

実
存
的
苦
痛
を
伴
う
情
報
を
本
人
に
知

ら
せ
て
良
い
か
ど
う
か
、
あ
ら
か
じ
め

聞
い
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
達

の
診
療
所
で
は
入
院
時
や
検
査
の
前
な

ど
に
、
次
の
よ
う
な
質
問
用
紙
を
用
い

て
本
人
の
希
望
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

説
明
と
同
意（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
）

に
関
す
る
最
初
の
質
問

も
し
貴
方
の
病
気
が
進
行
し
た
癌
だ

と
診
断
さ
れ
た
場
合
、
癌
で
あ
る
こ

と
を
貴
方
本
人
に
話
し
て
よ
ろ
し
い

で
す
か
？　

そ
れ
と
も
本
人
に
は
話

さ
ず
に
誰
か
別
の
方
に
説
明
を
聞
い

て
い
た
だ
き
ま
す
か
？

　
1
．
私
本
人
に
話
し
て
ほ
し
い

　
2
． 

私
本
人
は
癌
の
病
名
を
知
り

た
く
な
い

　
3
．
そ
の
他

「
1
．私
本
人
に
話
し
て
ほ
し
い
」と
答
え

た
方
に
質
問
し
ま
す
。
家
族
の
方
に
も

病
気
の
説
明
を 

し
て
い
い
で
す
か
？

　
4
．
配
偶
者
に
話
し
て
も
い
い

　
5
． 

子
供
に
話
し
て
も
い
い

（
そ
の
方
の
氏
名
）

　
6
．
そ
の
他

「
2
．私
本
人
は
癌
の
病
名
を
知
り
た

く
な
い
」と
答
え
た
方
に
質
問
し
ま
す
。

ど
な
た
に
病
気
の 

説
明
を
し
て
ほ
し

い
で
す
か
？

　

西
明
寺
と

　

医
療
法
人
普
門
院
診
療
所

　
西
明
寺
は
獨
鈷
山
普
門
院
西
明
寺

と
称
し
、
真
言
宗
豊
山
派
に
属
す
る
。

天
平
年
間
に
行
基
菩
薩
を
開
山
、
紀

有
麻
呂
を
開
基
に
創
建
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ
、
延
暦
元
年
に
は
一
山
12
坊

を
数
え
た
。
楼
門
、
三
重
塔
、
本
堂

内
厨
子
が
国
指
定
の
重
要
文
化
財
。

坂
東
巡
礼
第
20
番
、
下
野
第
13
番
の

札
所
。

　
西
有
寺
境
内
に
建
つ
医
療
法
人
普

　
「
非
科
学
」の
領
域
は
、
間
違
っ
て
い

る
か
ど
う
か
と
は
異
な
る
次
元
で
あ
り
、

歴
史
的
な
長
い
時
間
を
か
け
て
良
い
も

の
が
残
っ
て
選
ば
れ「
古
典
」と
な
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
多
く
の
古
典
に
共
通

す
る
こ
と
の
一
つ
に「
自
己
の
命
を
超

え
た
価
値
」と
い
う
理
想
が
あ
り
ま
す
。

も
し
自
己
の
命
よ
り
も
大
事
な
も
の
が

あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
、
そ
の
人

の「
宗
教
」と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

科
学
的
で
信
教
を
尊
重
し
た
医
療
を

飯
島
○
普
門
院
診
療
所
は
、
仏
教
を
宗

教
的
背
景
と
し
た
病
院
と
い
う
こ
と
で
、

宗
教
的
背
景
を
持
た
な
い
病
院（
診
療

所
）
と
の
診
療
内
容
・
看
護
内
容
等
に

お
い
て
、「
違
い
」と
い
う
も
の
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
？

田
中
○「
違
い
」と
い
う
も
の
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
私
達
の
診
療
所
で
は
な
く
、

他
の
日
本
中
の
多
く
の
医
療
機
関
の
方

に「
世
界
医
師
会
リ
ス
ボ
ン
宣
言
」か
ら

の
逸
脱
が
あ
る
の
で
す
。
患
者
の
権
利

に
関
す
る「
世
界
医
師
会
リ
ス
ボ
ン
宣

言
」で「
患
者
は
、
患
者
自
身
が
選
ん
だ

宗
教
の
聖
職
者
に
よ
る
支
援
を
含
め
て
、

宗
教
的
お
よ
び
倫
理
的
慰
安
を
受
け
る

権
利
を
有
し
、
ま
た
こ
れ
を
辞
退
す
る

権
利
も
有
す
る
。」と
宣
言
し
て
い
ま
す

が
、
日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
病
院
で
宗
教

者
の
支
援
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た「
患
者
は
、
い
か
な
る
医
療
上
の

記
録
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ

て
い
る
自
己
の
情
報
を
得
る
権
利
を
有

門
院
診
療
所
は
入
院
19
床
、
診
療
科

と
し
て
内
科
・
麻
酔
科
・
泌
尿
器
科
・

整
形
外
科
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

科
を
有
し
、
緩
和
ケ
ア
も
実
施
す
る
。

ま
た
、
介
護
老
人
保
健
施
設『
看
清

坊
』、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
事
業
所（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）『
能

羅
坊
』、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所『
金

蓮
坊
』、通
所
介
護
事
業
所『
中
善
坊
』

を
運
営
し
て
い
る
。

〒
3
2
1
ー
4
2
1
7

栃
木
県
芳
賀
郡
益
子
町
益
子4469

http://fum
on.jp/index.htm
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曹
洞
宗
の
袈
裟
に
学
ぶ

上
杉
謙
信
の
五
条
衣

��
愛
知
学
院
大
学
教
授　

川
口
高
風

杉
神
社（
米
沢
市
丸
の
内
）の
稽け
い

照し
ょ
う

殿で
ん

に

は
、
謙
信
が
搭
け
て
い
た
五
条
衣
を
所

蔵
し
て
い
る
。
そ
れ
は
掛
絡
と
横
に
搭

け
る
守
持
衣
の
二
種
が
あ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
当
時
の
五
条
衣
を
な
が
め
て
み

た
い
。

　

掛
絡
は『
上
杉
家
伝
来
衣
裳
』（
昭
和

四
十
四
年
四
月　

講
談
社
）に「
茶
紺
繻し
ゅ

子す

袈
裟
」（
図
1
）と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

田
相
の
大
き
さ
は
縦
三
十
一
セ
ン
チ
、

横
五
十
六
セ
ン
チ
で
、
裏
布
は
な
い
。

田
相
は
茶
繻
子
で
、
縦
と
横
の
葉よ
う

は
紺

繻
子
で
あ
る
。
た
だ
し
、
田
相
は
朽
損

し
て
い
る
た
め
存
在
し
な
い
部
分
も
あ

る
。
竿さ
お

は
一
二
四
セ
ン
チ
で
、
黒
地
の

裏
布
が
あ
る
。
外
側
の
幅
は
十
二
セ
ン

チ
、内
側
の
左
が
六
セ
ン
チ
、右
が
五・五

セ
ン
チ
で
外
側
よ
り
細
い
。
な
お
、
左

側
に
は
白
い
環
が
つ
い
て
い
る
。

　

マ
ネ
キ
は
縦
が
二
十
二・
五
セ
ン
チ
、

横
は
十
三
セ
ン
チ
で
、
上
部
が
竿
に
縫

い
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
竿
と
重
な
っ
た

部
分
の
中
央
の
一
ヶ
所
も
縫
い
つ
け
ら

れ
て
い
る
。

　
横
に
搭
け
る
守
持
衣
は
六
種
が
あ
る
。

　

①
萠よ
も

黄ぎ

大
牡ぼ

丹た
ん

文あ
や

金
襴
袈
裟
は
縦

二
十
一・五
セ
ン
チ
、
横
五
十
四
セ
ン
チ

で
、
紐
の
長
さ
は
一
三
四
セ
ン
チ
で
あ
る
。

田
相
と
そ
れ
以
外
も
萠
黄
繻
子
地
に
大

牡
丹
文
様
を
金
襴
で
描
き
出
し
て
お
り
、

裏
は
黄
地
平ひ
ら

絹ぎ
ぬ

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
②
濃
茶
平
絹
萠
黄
銀
入
黄
緞
袈
裟（
図

2
）は
縦
十
六
セ
ン
チ
、
横
五
十
二
セ
ン

チ
で
あ
る
。
田
相
は
上
質
の
濃
茶
平
絹

で
、
葉
、
縁
、
紐
は
萠
黄
銀
入
黄
緞
が

用
い
ら
れ
て
お
り
、
裏
は
金
茶
色
平
絹

で
あ
る
。

　

③
薄
黄
雲
文
黄
牡
丹
文
緞ど
ん

子す

袈
裟
は

縦
十
六・五
セ
ン
チ
、
横
五
十
三
セ
ン
チ

で
あ
る
。
田
相
は
薄
黄
雲
文
緞
子
で
、葉
、

縁
、
紐
は
黄
牡
丹
文
緞
子
で
あ
る
。

　

④
薄
茶
濃
萠
黄
金
襴
袈
裟
は
縦

十
六・五
セ
ン
チ
、
横
五
十
三
セ
ン
チ
で

あ
る
。
田
相
は
薄
茶
金
襴
で
、
葉
、
縁

は
濃
萠
黄
金
襴
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

黄
色
平
絹
が
紐
の
乳ち
ち

と
し
て
二
ヶ
所
に

18

つ
い
て
お
り
、
も
と
は
裏
布
が
な
か
っ

た
が
、
田
相
が
ひ
ど
く
傷
ん
で
い
た
と

こ
ろ
か
ら
、
昭
和
三
十
九
年
の
修
理
の

時
に
裏
が
帖
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

⑤
黒
繻
子
萠
黄
金
入
黄
緞
袈
裟（
図

3
）は
縦
十
七・五
セ
ン
チ
、
横
四
十・五

セ
ン
チ
で
あ
る
。
田
相
は
黒
繻
子
で
葉
、

縁
、
紐
は
萠
黄
金
入
黄
萠
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
裏
は
赤
銀
入
黄
緞
で
あ
る
。

　

⑥
茶
花
文
緞
子
袈
裟
は
縦
十
七
セ
ン

チ
、
横
は
約
五
十
七
セ
ン
チ
で
あ
る
。

こ
れ
は
笈お
い

か
ら
出
さ
れ
た
時
、
一
握
り

の
朽
損
し
た
裂き
れ

の
塊
か
た
ま
り

で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
を
水
伸の
ば

し
で
整
理
し
て
み
る
と
袈
裟

で
あ
っ
た
。
田
相
も
そ
れ
以
外
も
緞
子

が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
詳
し
い
形
態

は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

　

六
種
の
守
持
衣
は
現
在
、
奈
良
の
寺

院
で
使
用
さ
れ
て
い
る
南
都
袈
裟（
加け

行ぎ
ょ
う

袈
裟
と
も
い
う
）と
同
じ
く
幅
の
狭
い

も
の
で
あ
る
。
南
都
袈
裟
は
偏
袒
右
肩

に
搭
け
て
い
る
が
、
謙
信
の
守
持
衣
は

偏
袒
右
肩
に
搭
け
る
に
は
短
い
。
そ
の

図3　黒繻子萠黄金入黄緞袈裟

■ 

遺
品
の
五
条
衣

　

上
杉
謙
信（
一
五
三
〇 

│
七
八
）は
、

神
仏
に
対
す
る
熱
烈
な
信
仰
に
生
き
た

戦
国
武
将
の
一
人
で
あ
る
。
幼
時
に
は

生
家
長
尾
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
林
泉
寺

（
上
越
市
中
門
前
）六
世
の
天
室
光
育
に

預
け
ら
れ
、
禅
を
修
め
た
。
長
ず
る
に

及
ん
で
七
世
益
翁
宗
謙
の
会
下
に
参
禅

し
禅
の
極
意
を
悟
っ
た
。
さ
ら
に
嵯
峨・

大
覚
寺
の
義
俊
や
高
野
山
無
量
光
院
の

清
胤
よ
り
深
く
真
言
密
教
の
奥
義
も
究

め
て
い
る
。

　

謙
信
の
遺
品
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
上図1　茶紺繻子袈裟

図2　濃茶平絹萠黄銀入黄緞袈裟



た
め
江
戸
期
の
守
持
衣
の
よ
う
に
左
肩

か
ら
紐
で
つ
り
、
右
側
の
胸
部
を
お
お

う
搭
け
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
べ
て

五
条
衣
で
あ
り
、
紐
が
四
ヶ
所
に
つ
い

て
い
る
。
し
か
も
縦
、
横
と
も
に
狭
い

た
め
、
江
戸
期
の
守
持
衣
と
は
異
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。

■ 

肖
像
画
に
み
る
五
条
衣

　

謙
信
の
五
条
衣
を
肖
像
画
か
ら
考
え

て
み
よ
う
。
謙
信
の
肖
像
画
は
多
く
の

種
類
が
あ
る
が
、
大
き
く
三
つ
に
分
類

さ
れ
る
。

　

第
一
は
軍
陣
に
お
い
て
甲
冑
に
身
を

固
め
て
几き

に
座
っ
た
姿
で
あ
る
。
こ
れ

は
戦
国
期
の
武
将
を
強
調
し
た
も
の
で
、

他
の
武
将
も
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
み
ら
れ

る
。

　

次
に
法
体
の
武
将
像
で
あ
る
。
頭
巾

に
法
衣
姿
で
掛
絡
を
搭
け
て
お
り
、
数

珠
、
軍
配
、
扇
、
小
刀
を
手
に
、
ま
た

は
腰
に
し
て
い
る
。
太
刀
を
左
側
に
置

き
、
や
や
左
向
き
に
座
し
た
姿
で
あ
る
。

こ
の
像
は
①
大
阪
城
天
守
閣（
図
4
）、

②
奈
良
市
根
井
浄
氏（
図
5
）、
③
上
越

市
林
泉
寺（
図
6
）、
④
上
杉
神
社（
図

7
）な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
①
②

③
の
掛
絡
は
大
掛
絡
で
、
竿
は
細
く
、

内
側
の
左
の
竿
に
環
が
つ
い
て
い
る
。

　

④
は
謙
信
四
十
九
歳
の
寿
像
で
、
亡

く
な
る
一
ヶ
月
前
の
天
正
六
年（
一
五

　
七
八
）七
月
に
、
側
近
の
蔵
田
五
郎
左

衛
門
に
命
じ
て
京
都
よ
り
画
工
を
招
い

て
描
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
肖
像

画
は
謙
信
の
遺
言
に
よ
り
師
と
仰
い
だ

高
野
山
無
量
光
院
の
清
胤
へ
贈
ら
れ
た

が
、
明
治
二
十
一
年
の
火
災
で
焼
失
し

た
。
寿
像
と
同
じ
系
統
の
も
の
と
し
て

の
本
画
像
は
、
上
杉
鷹
山
の
学
友
で
米

沢
藩
の
儒
者
で
あ
っ
た
神
保
蘭
室
が
献

上
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
上
越
市

の
林
泉
寺
に
は
、
同
じ
画
像
に
明
治

三
十
一
年
五
月
に
柿
崎
家
保
が「
不
識

公
画
像
記
」の
賛
を
記
し
た
肖
像
画
を

所
蔵
し
て
い
る
。
①
②
③
と
の
掛
絡
を

比
べ
る
と
竿
は
太
い
。
木
版
刷
の
謙
信
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像
も
存
在
す
る
が
、
上
部
に
は
自
賛
が

あ
り
、
肖
像
は
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
。

①
の
肖
像
に
軍
配
を
加
え
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

次
に
同
じ
法
体
像
で
あ
る
が
、
真
言

宗
の
祖
師
像
の
肖
像
形
式
に
基
づ
い
た

も
の
で
あ
る
。⑤
常
安
寺（
長
岡
市
谷
内
）

（
図
8
）に
所
蔵
し
て
お
り
、
謙
信
が
剃

髪
し
た
頭
で
左
手
に
数
珠
、
右
手
に
扇

を
持
っ
た
真
言
宗
の
僧
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
謙
信
の
前
に
は
刀
を
銚ち
ょ
う

子し

や

盃さ
か
ず
き

を
捧
げ
持
つ
二
人
の
武
士
が
控
え
て

い
る
。
袈
裟
は
掛
絡
で
な
く
横
に
搭
け

た
五
条
衣
で
あ
る
。

　

で
は
、
肖
像
画
に
あ
る
五
条
衣
は
遺

品
と
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
竿
の
細

い
掛
絡
の
肖
像
画
①
②
③
よ
り
太
い
④

の
肖
像
画
の
掛
絡
が
稽
照
殿
に
所
蔵
す

る
掛
絡
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
肖
像

画
の
掛
絡
は
黄
色
で
あ
る
た
め
彩
色
が

異
な
る
。

　

次
に
⑤
の
肖
像
画
の
袈
裟
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
横
五
条
で
あ
ろ
う
。

腰
よ
り
下
部
を
お
お
っ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
縦
、
横
の
長
さ
は
遺
品
の
守
持
衣

よ
り
も
大
き
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
た
め
肖
像
画
と
遺
品
は
合
致
し
な
い

の
で
あ
る
。

　

以
上
、
謙
信
の
遺
品
の
五
条
衣
に
つ

い
て
肖
像
画
を
通
し
て
考
え
て
み
た
が
、

遺
品
の
守
持
衣
は
江
戸
期
の
守
持
衣
よ

り
小
さ
い
。
そ
の
た
め
確
か
な
搭
け
方

は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
守
持
衣
こ
そ
本
来
の
五
条
の
守
持
衣

か
も
し
れ
な
い
。

図7　上杉神社蔵画像図8　長岡市常安寺蔵画像

図6　上越市林泉寺蔵画像

図4　大阪城天守閣蔵画像図5　奈良市根井浄氏蔵画像



め
ぐ
り

め
ぐ
り

寺

街
春
日
山
林
泉
寺
を

　
　
　
　
　

訪
ね
て

長
尾
景
虎（
後
の
上
杉
謙
信
）の
祖
父
能よ
し

景か
げ

が
亡
父
重し
げ

景か
げ

の
菩
提
を
弔
う
た

め
、
越
後
国
高
田（
現
、
上
越
市
）に
建
立
し
た
の
が
こ
の
お
寺
の
始
ま
り

で
あ
る
。
そ
の
後
、
景
虎
が
上
杉
家
を
相
続
し
、
上
杉
家
の
菩
提
寺
と
な

る
が
、
二
度
に
わ
た
る
国
替
え
で
藩
は
越
後
か
ら
会
津
、
米
沢
へ
と
移
り
、

こ
れ
に
伴
っ
て
林
泉
寺
も
ま
た
移
転
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
天
地
人
」の
人
気
に
沸
く
上
杉
景
勝
の
名
家
臣
、
直
江
兼
続
夫
妻
の
墓
所

も
、
こ
こ
林
泉
寺
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

上
杉
家
の
菩
提
寺

お話をお伺いした林泉寺・第五十五世 菊池伸之ご
住職（右）とご協力をいただいた照陽寺の伊藤良久
ご住職（左）

山門
明治35年（1902年）、旧侍組竹俣
（たけのまた）家の門を移したもの
で上杉鷹山公もくぐられたという

ご本尊
本堂の釈迦三尊仏。釈迦如来
を中尊として、右に普賢菩薩、
左に文殊菩薩

取材・文：小林桂子　撮影：川瀬 洋

米沢

南米沢

伝国の杜

林泉寺

上杉家廟所
西米沢

山
形
新
幹
線

奥
羽
本
線

米
沢
線

福
島
▼

▲
山
形
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管
領
上
杉
家
を
相
続
し
た
折
、
そ
の
氏
神

で
あ
っ
た
春
日
大
明
神
を
勧
請
し
た
こ
と

に
よ
る
。
こ
う
し
て
、
林
泉
寺
は
長
尾
家

か
ら
上
杉
家
の
菩
提
寺
と
な
り
、
二
代
目

景
勝
の
代
に
は
秀
吉
か
ら
会
津
百
二
十
万

石
を
賜
り
、
移
封
と
な
っ
た（
慶
長
三
年

〈
一
五
九
八
年
〉）。
し
か
し
、
そ
の
わ
ず
か

三
年
後
、
関
ヶ
原
の
合
戦
の
あ
と
家
康
に

よ
っ
て
米
沢
三
十
万
石
に
減
封
さ
れ
、
菩

提
寺
で
あ
る
林
泉
寺
も
ま
た
、
米
沢
へ
と

移
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
寒
村
の

米
沢
の
地
に
一
二
〇
万
石
の
藩
主
が
移
る

と
な
る
と
、
ま
ず
優
先
さ
れ
る
の
は
家
臣

の
住
ま
い
や
生
活
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

こ
の
地
に
菩
提
寺
が
建
立
さ
れ
た
元
和
三

年（
一
六
一
七
年
）ま
で
、
実
に
十
七
年
近

く
も
の
歳
月
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
享
保
十
七
年（
一
七
三
二
年
）

の
火
災
に
よ
っ
て
伽
藍
は
焼
失
し
、
現
在

の
建
物
は
元
文
五
年（
一
七
四
〇
年
）、
八

代
藩
主
宗
房
の
代
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

景
虎
が
上
杉
家
を
相
続
し
、

藩
の
菩
提
寺
に

　

林
泉
寺
は
、
明
応
五
年（
一
四
九
六
年
）

越
後
国
高
田（
現
、
上
越
市
）の
蜂
が
峰
に

建
立
さ
れ
た
の
が
起
こ
り
で
あ
る
。
長
尾

景
虎（
後
の
上
杉
謙
信
）の
祖
父
能よ
し

景か
げ

が
、

亡
父
重し
げ

景か
げ

の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
開
基
建

立
し
た
お
寺
で
、
寺
号
の「
林
泉
寺
」は
重

景
の
法
名
か
ら
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
山

号
の「
春
日
山
」は
、
景
虎（
謙
信
）が
関
東

綾あ
や

御ご

前ぜ
ん

と
兼
続
が
支
え
た

菩
提
寺
建
立
と
町
づ
く
り

　

米
沢
の
地
に
菩
提
寺
が
建
立
さ
れ
る
ま
で

の
約
十
七
年
間
、
林
泉
寺
は
ど
こ
に
預
け
ら

れ
て
い
た
の
か
。
確
か
な
資
料
は
残
さ
れ
て

い
な
い
が
、
実
は
福
島
県
に「
林
泉
寺
前
」と

い
う
古
い
地
名
が
今
も
あ
り
、
菩
提
寺
再
建

ま
で
の
期
間
、
こ
の
地
に
置
か
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
る
。
こ
の
間
、

一
刻
も
早
い
建
立
に
尽
力
し
た
の
が
綾あ
や

御ご

前ぜ
ん

（
仙
桃
院
、
謙
信
の
姉
で
景
勝
の
母
）で
あ
っ

た
。
私
財
ま
で
も
投
げ
打
っ
た
、
そ
の
懸
命

な
る
功
績
を
讃
え
て
、
綾
御
前
に
は
中
ち
ゅ
う

興こ
う

開か
い

基き

の
称
号
が
贈
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
米
沢
の
町
づ
く
り
に
敏
腕
を
振
る

っ
た
の
が
景
勝
の
家
臣
、
直
江
兼
続
で
あ
る
。

才
略
に
た
け
た
兼
続
は
、
城
下
町
の
整
備
や

荒
地
の
開
拓
、
治
水
事
業
の
ほ
か
、
産
業
の

開
発
や
学
問
の
興
隆
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
面
で

米
沢
開
拓
の
大
恩
人
と
さ
れ
て
い
る
。「
義
」と

「
愛
」を
重
ん
じ
た
兼
続
が
、
兜
の
前
立
て
に

愛
の
字
を
掲
げ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の「
愛
」と
は「
慈
悲
」を
意
味
す
る

も
の
で
、
深
い
慈
し
み
の
心
の
表
れ
と
さ
れ

て
い
る
。

　

直
江
家
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
徳
昌
寺
は
、

兼
続
の
死
後
家
系
が
絶
え
た
こ
と
か
ら
廃
絶

と
な
り
、
兼
続
夫
妻
の
墓
は
林
泉
寺
に
移
さ

れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る
そ

の
お
墓
は
ひ
と
際
立
派
で
、
こ
の
こ
と
か
ら

も
兼
続
が
藩
に
と
っ
て
い
か
な
る
重
臣
で
あ

っ
た
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

実
は
、
こ
こ
林
泉
寺
に
は
奥
方
や
子
女
、

縁
者
の
墓
が
多
く
、
藩
主
の
墓
は「
上
杉
家

廟
所
」に
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
緯
に

も
、
長
い
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
城
下
の
お

寺
が
歩
ん
で
き
た
時
代
の
重
み
が
偲
ば
れ
る
。

 

（
関
連
記
事
、
裏
表
紙
に
続
く
）

山号額
本堂入口に飾られている「春
日山」の額。龍の彫り物が見事

お手伝いをいただいた松林寺
の杉沼俊徹師（右）と瑞雲院の
中川大悟師（左）

本堂
大河ドラマ「天地人」の人
気から、多くの参拝客が
訪れる林泉寺本堂

本堂奥の間
越後時代の上杉謙信
の書が拓本として飾
られている

直江兼続夫妻の位牌
兼続の法名は達三全智居士。右にはお船
（せん）の方が祀られている

毘沙門天
謙信（当時、長尾景虎）が7歳で林泉寺
に預けられとき、そこで初めて出会っ
たとされる毘沙門天

林泉寺庭園
本堂裏に造られた庭。西方の斜平山を借景した
雄大な造りで、米沢三名園の一つとされる
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歴
代
米
沢
藩
主
を
祀
る

上
杉
家
廟
所

　

上
杉
家
の
米
沢
移
封
に
伴
い
、
上
杉
謙
信

の
遺
骸
は
米
沢
城
本
丸
の
御み

堂ど
う

に
移
さ
れ
、

真
言
宗
寺
院
二
十
一
か
寺
に
よ
っ
て
守
護
さ

れ
た
。
現
在
の
場
所
は
、
城
に
も
し
も
の
こ

と
が
あ
っ
た
場
合
に
備
え
、
謙
信
の
遺
骸
の

避
難
所
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
二

代
目
景
勝
の
死
後（
元
和
九
年〈
一
六
二
三

年
〉）、
上
杉
家
の
廟
所
と
な
っ
た
。
以
降
、

上
杉
十
二
代
藩
主
ま
で
が
こ
こ
に
埋
葬
さ
れ

て
い
る
。

　

明
治
政
府
の「
廃
城
令
」に
よ
っ
て
米
沢
城

が
解
体
さ
れ
、
御
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
謙

信
の
遺
骸
は
明
治
九
年（
一
八
七
六
年
）こ
ち

ら
に
移
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
十
一
か
寺
の
頭

で
あ
っ
た
法
音
寺
も
御
廟
所
前
に
移
り
、
藩

主
の
位
牌
な
ど
を
お
護
り
し
て
い
る
。

　

廟
所
は
、
上
杉
謙
信
を
正
面
中
央
に
、
向

直江兼続夫妻の墓
向かって左が兼続、右がお船（せん）の方の墓。大きさはまったく同じで、
お船の方は当時の賢夫人と称され、3千石の領地が与えられたという

仙洞院（綾御前）の墓
上杉謙信の姉で景勝の実母。菩提寺建立
に大変尽力されたことから中興開基（ちゅ
うこうかいき）の称号が与えられた

媛姫（はるひめ）の墓
四代上杉綱勝の正室。廟所の中でもひと
際大きいこの墓は、わずか19歳で亡く
なった媛姫への綱勝の想いからか

お豊の方の墓
十代上杉鷹山の側室。正室幸姫が32歳
で逝去したあと、正室に代わる賢夫人と
して藩の改革に貢献した

万年堂
米沢地方独特の墓石で、考案者は直江兼
続。洪水や戦の際に川の水をせき止めた
り敵の弾避けにと考えられた

「
お
鷹
ぽ
っ
ぽ
」に
代
表
さ
れ
る
笹
野
一

刀
彫
は
、
こ
の
地
に
千
数
百
年
続
く
伝

統
玩
具
。
十
代
藩
主
上
杉
鷹
山
が
農
家

の
副
業
と
し
て
指
導
奨
励
し
た
こ
と
か

ら
盛
ん
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
最

近
で
は
見
か
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ

た
が
、
こ
こ
林
泉
寺
の
境
内
に
は
実
演

販
売
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

境内の
楽しい
スポット

米
沢
の
伝
統
玩
具

笹
野
一
刀
彫

〈右〉二代目上杉景勝の廟屋。入母屋造りの
立派な佇まい
〈左〉十代目上杉治憲（鷹山）の廟屋。九代目
から土葬となり、簡素な宝形造りに

上杉謙信の廟所。一段奥に廟屋がある

「龍」と「毘」の幟が翻る
上杉家廟所。正面奥が
上杉謙信の墓

法音寺の本堂に納め
られている歴代藩主
のお位牌

か
っ
て
左
に
偶
数
、
右
に
奇
数
の
歴
代
藩
主

が
並
ぶ
形
で
祀
ら
れ
、
二
代
か
ら
八
代
ま
で

は
火
葬
に
よ
る
埋
葬
で
廟
屋
は
入
母
屋
造
り
、

九
代
か
ら
十
二
代
ま
で
は
土
葬
に
よ
る
埋
葬

で
宝
形
造
り
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
謙
信

の
遺
骸
は
漆
を
塗
り
、
甲
冑
を
着
せ
て
埋
葬

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
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 神戸新聞記者を経て独立後、イラクやソマリア、スーダンなどの紛争地やケニア、カンボジアなど経済貧困地を、国内では野宿者、元日本兵、
高齢者介護の現場などを取材。主著に『証言沖縄戦の日本兵』（岩波書店）。URL www.kunimorifoto.net/

プロフィール
國森康弘（Kunimori Yasuhiro）　

（上）スーダン中部ヌバ山地に暮らす少数
民族ヌバ。20余年続いた南北内戦に巻き
込まれ、今なお進行中のダルフール紛争に
も一部のヌバが参加。学校や病院は破壊さ
れ、電気や水道、ガス設備は一切ない。
（左）国内唯一の地上戦となった沖縄戦で
は、本土出身の日本兵が６万６千人、それ
をはるかに上回る15万人規模の沖縄住民
が亡くなった。写真は生き延びた元日本兵。

地
球
の
表
面
を
占
め
る
水
の
割
合
は
七
割
。

人
間
の
体
内
で
も
そ
の
比
率
は
同
じ
。

七

：

三
の
均
衡
を
保
ち
な
が
ら
、
生
き
て
い
る
。

で
も
、
地
域
や
時
期
、
時
代
に
よ
っ
て
は

水
が
全
く
足
ら
な
く
な
る
。

ア
フ
リ
カ
・
ス
ー
ダ
ン
の

二
十
歳
そ
こ
そ
こ
の
母
親
の
つ
ま
先
。

彼
女
ら
が
住
む
山
地
で
は
、

夏
に
な
る
と
水
が
枯
れ
る
。

家
事
や
育
児
、
畑
仕
事
と
同
時
に
、

水
探
し
の
役
割
ま
で
を
母
が
負
う
。

一
方
、
男
は
畑
仕
事
ぐ
ら
い
だ
。

若
い
母
親
た
ち
は
、

ひ
ょ
う
た
ん
の
よ
う
な
大
き
な
容
器
を
頭
に
乗
せ
、

井
戸
を
求
め
て
二
晩
、

裸
足
で
岩
山
を
歩
き
通
す
こ
と
も
あ
る
。

沖
縄
戦
中
、
日
本
兵
や
住
民
は

米
軍
の
圧
倒
的
な
火
力
の
前
に
な
す
術
も
な
く
、

食
糧
や
飲
料
水
を
手
に
入
れ
る
の
は
至
難
の
業
だ
っ
た
。

よ
う
や
く
見
つ
け
た
井
戸
に
群
が
る
と
、

米
艦
船
か
ら
一
斉
に
艦
砲
射
撃
を
受
け
た
。

七

：

三
を
保
つ
の
は
命
が
け
だ
。

（
写
真
と
文　

國
森
康
弘
・
フ
ォ
ト
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）
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全国曹洞宗青年会ホームページ「般若」

イラスト：広瀬知哲　http://www.we2ya.jp

全国の曹青会活動をつなぐ情報サイトです。どうぞ御利用下さい！
特設ページ「SouSei on web」（パスワード制）は、誌上の補足情報や
特別コンテンツが満載です。
＊パスワード「1890」を入力して下さい。

伝国の杜〈米沢市上杉博物館〉
「米沢 愛と義のまち 天地人博2009」

　

米
沢
城
址
を
中
心
と
す
る
置お
き

賜た
ま

地
区

に
、
平
成
十
三
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た「
伝

国
の
杜
」。
こ
の
博
物
館
に
は
上

杉
ゆ
か
り
の
文
化
財
や
直
江
兼

続
関
連
の
収
蔵
品
が
多
数
納
め

ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
四
日

〜
平
成
二
十
二
年
一
月
十
一
日
ま
で
の
期

間
、「
米
沢 

愛
と
義
の
ま
ち 

天
地
人
博

2
0
0
9
」が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
大
河

ド
ラ
マ「
天
地
人
」で
使
用
し
た
衣
装
や

小
道
具
な
ど
も
展
示
。
妻
夫
木
聡
が
着

用
し
た
も
の
と
同
型
の「
愛
の
兜
」と「
甲

冑
」も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
他
に「
天
地

人
シ
ア
タ
ー
」も
新
た
に
オ
ー
プ
ン
。
国

内
最
大
級
の
上
杉
家
・
直
江
兼
続
関
連

の
収
蔵
品
や
ゆ
か
り
の
品
々
と
併
せ
、

テ
ー
マ
を
決
め
て
期
間
公
開
し
て
い
る
。

■開場時間　午前9時～午後5時（入場は午後4時半まで）　■入場料　一般 700円／学生 500円／小・中学生 300円
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