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曹
洞
宗
青
年
会　

会
長

久
間
泰
弘

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

謹
ん
で
平
成
22（
2
0
1
0
）年
の
新
年
を
迎
え
、
皆
々
様
の

ご
多
幸
と
ご
健
勝
を
心
よ
り
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　

第
18
期
が
、「
い
の
ち
の
声
に
耳
を
澄
ま
す
」と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
掲
げ
ス
タ
ー
ト
し
て
半
年
余
り
が
経
過
し
ま
し
た
。
こ

の
間
、
前
期
よ
り
の
組
織
改
編
を
受
け
て
そ
の
歩
み
を
刻
ん
で

来
た
訳
で
す
が
、
新
し
い
体
制
の
中
で
改
善
す
べ
き
点
も
あ
り
、

出
向
者
一
同
、
現
在
も
よ
り
良
い
会
務
運
営
を
目
指
し
懸
命
に

努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
日
々
の
世
相
を
顧
み
る
に
、
多
く
の
尊
い
命
が
損
な

わ
れ
、
政
治
経
済
不
安
に
よ
る
社
会
情
勢
も
激
動
変
化
の
中
に

あ
り
、
自
然
災
害
は
日
本
国
内
に
限
ら
ず
地
球
規
模
で
頻
発
し

て
お
り
ま
す
。

　

確
か
に
私
た
ち
は
覚
束
無
い
立
場
で
毎
日
を
生
き
て
い
る
存

在
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
時
を
惜
し
み
、

自
ら
の
菩
提
心
の
発
露
に
よ
っ
て
、
混
迷
す
る
現
代
で
の
布
教

教
化
に
邁
進
す
る
強
い
意
志
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

　

私
た
ち
が
、
自
ら
求
め
、
世
間
か
ら
求
め
ら
れ
る
宗
教
的
自

己
の
確
立
は
、
天
童
如
浄
禅
師
の「
梅
は
早
春
を
開
く
」の
語
に

あ
る
よ
う
に
、
自
身
の
主
体
的
意
志
と
行
動
に
よ
っ
て
自
ら
が

開
か
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
日
常
世
界
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
達

成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
第
18
期
全
員
、〝
万
物
咸
新
〞
の
時
節
に
今
一
度
あ
ら

た
め
て
初
心
を
思
い
返
し
、
全
国
の
皆
様
と
と
も
に
〝
自
己
省

察
〞
と
〝
慈
悲
行
の
実
践
〞
に
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と
存
じ

ま
す
。

　

本
年
も
、
皆
様
方
に
は
、
昨
年
と
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

年頭にあたって
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今
こ
そ
伝
え
た
い
、

継
承
の
物
語

高
橋
伴
明
氏﹇
映
画『
禅 

Ｚ
Ｅ
Ｎ
』監
督
・
脚
本
﹈
に
聞
く

道
元
禅
師
は
刺
激
的
で
あ
る

◎
こ
の
映
画
に
関
わ
ら
れ
る
以
前
か
ら
、
監

督
に
は
尊
敬
す
る
宗
教
家
が
3
人
い
ら
っ
し

ゃ
っ
て
、
そ
の
一
人
が
道
元
禅
師
だ
っ
た
そ

う
で
す
ね
。

高
橋　

父
親
が
高
校
2
年
で
急
に
亡
く
な
っ

た
の
が
き
っ
か
け
で「
人
間
は
死
ん
だ
ら
ど

う
な
る
ん
だ
」と
い
う
こ
と
が
聞
き
た
く
な

り
、（
出
身
地
の
）
奈
良
の
菩
提
寺
が
主
催
す

る
仏
教
青
年
会
に
入
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、

若
僧
が
質
問
ば
っ
か
り
す
る
も
の
だ
か
ら
随

分
煙
た
が
ら
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
よ
。
そ

の
後
も
高
野
山
や
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
に
行

っ
た
り
、
曹
洞
宗
の
お
寺
に
も
行
き
ま
し
た
。

そ
し
て
色
々
文
献
を
調
べ
た
中
で
、
道
元
さ

ん
の
清
廉
で
一
徹
な
と
こ
ろ
、
日
蓮
さ
ん
や

親
鸞
さ
ん
み
た
い
な
波
乱
万
丈
が
表
向
き
は

全
然
見
え
て
こ
な
い
け
れ
ど
、
ひ
た
す
ら
ま

っ
す
ぐ
。
そ
こ
が
す
ご
く
印
象
に
残
っ
て
い

た
ん
で
す
ね
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
映
画
で
は
真
逆

の
こ
と
ば
っ
か
り
描
い
て
い
ま
し
た（
笑
）。

で
も
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
宗
教
家
の

視
点
か
犯
罪
者
の
視
点
か
、
ど
ち
ら
の
側
か

ら
描
く
か
だ
け
の
違
い
で
、
自
分
の
中
で
は

今
ま
で
と
別
の
映
画
を
作
っ
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、
徹
底
的
に
ワ
ル
を
描
い
た
と
し

て
、
何
で
そ
い
つ
が
ワ
ル
を
す
る
に
至
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
た
い
わ
け
で
、

そ
れ
が
今
回
は
、
僕
が
知
り
得
た
範
囲
で
の

道
元
さ
ん
に
、
僕
に
と
っ
て
の
宗
教
家
の
理

想
を
重
ね
た
部
分
は
あ
り
ま
す
ね
。
道
元
さ

ん
に「
こ
う
し
て
欲
し
い
」と
か「
こ
う
言
っ

て
欲
し
い
」と
か
。

◎
映
画
に
は
原
作（『
永
平
の
風 

道
元
の
生

涯
』 

大
谷
哲
夫
・
著
）
が
あ
り
ま
す
が
、
大

胆
な
換
骨
奪
胎
が
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
最

初
に
原
作
を
拝
見
さ
れ
て
、
や
は
り
変
え
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
わ
れ
ま
し
た

か
?

高
橋　
〝
映
画
屋
〞
は
原
作
通
り
に
や
ろ
う

昨年初頭に公開され、全国で50万人以上が劇場に足を運んだ映画『禅 ZEN』。道元
禅師のご生涯をベースにした物語が、全国に清冽な感動を届けました。今号では監
督・脚本を努められた高橋伴明氏に、この映画について伺いました。三菱銀行人質
事件を描いた『TATOO［刺青］あり』（1982）や連合赤軍事件を描いた『光の雨』
（2001）など、社会性の高い作品で人間への鋭い洞察を続ける監督が、今の時代に
道元禅師の物語で何を伝えたかったのでしょうか?
（写真提供:飯田裕子 聞き手:板倉）

高橋伴明 1949年、奈良県生まれ。映画
監督。『TATTOO［刺青］あり』（1982）
で」一般劇場用映画に進出後、脚本・
演出・プロデュースと幅広く活躍。

か
つ
て
、作
家
の
里
見
弴
氏
は
道
元
禅
師
の
小
説
を
書
こ
う
と
し
な

が
ら
、
結
果
的
に
随
筆
に
改
編
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
言
い
ま

す
。そ
れ
か
ら
半
世
紀
余
り
隔
て
、
昨
年
は
曹
洞
禅
へ
の
ナ
ラ
テ
ィ

ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
作
品
が
多
数
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

視
覚
言
語
で
の
安
易
な
伝
達
を
忌
避
す
る
宗
風
に
も
関
わ
ら
ず
、試

み
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
作
品
の
創
作
へ
の
挑
戦
を
探
り
ま
す
。

曹
洞
禅
を
物
語
に

〜
そ
の
創
作
へ
の
挑
戦
を
探
る
〜
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と
は
考
え
な
い
で
す
よ
。

　

僕
と
し
て
は
ま
ず
、
道
元
さ
ん
が
亡
く
な

っ
て
か
ら
そ
の
遺
志
・
心
を
誰
か
が
継
承
す

る
、
と
い
う
と
こ
ろ
を
描
き
た
か
っ
た
ん
で

す
。
そ
う
す
る
と
逆
に
始
め
は
、
ご
自
身
が

如
浄
禅
師
か
ら
法
を
受
け
継
い
だ
、
や
は
り

中
国
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
終
わ

り
と
始
め
を
決
ま
る
こ
と
で
、
あ
と
は
こ
の

間
を
ど
う
埋
め
て
い
く
か
。

◎
で
は
、
そ
の〝
継
承
〞
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

映
画
の
中
で
継
承
さ
れ
る
の
は
…

高
橋　
（
き
っ
ぱ
り
と
）
寂
円
さ
ん
。

◎
監
督
の
中
で
は
継
承
の
象
徴
は
寂
円
禅
師

な
ん
で
す
ね
。
懐
奘
禅
師
は
如
何
で
す
か
?

永
平
寺
の
二
世
は
懐
奘
禅
師
で
す
が
。

高
橋　

懐
奘
さ
ん
も
継
承
者
の
一
人
に
は
違

い
な
い
が
、
僕
に
は
少
し
学
者
っ
ぽ
く
映
っ

た
ん
で
す
ね
。
寂
円
さ
ん
に
は
、
達
磨
大
師

に
通
じ
る
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。
学
問
的
・

観
念
的
に
教
え
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
は

な
く
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
坐
り
続
け
る
実

践
者
と
し
て
寂
円
さ
ん
を
描
き
た
か
っ
た
の

で
す
。

◎
こ
の
映
画
に
限
ら
ず
、
監
督
に
と
っ
て
主
人

公
に
成
り
得
る
の
は
ど
ん
な
人
物
で
す
か
?

高
橋　

や
っ
ぱ
り
刺
激
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を

し
て
く
れ
る
人
物
で
す
よ
ね
。
実
際
の
動
き

で
あ
っ
た
り
心
の
動
き
で
あ
っ
た
り
ね
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
道
元
禅
師
は
極
め
て
刺

激
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
人
物
で
す
よ
。

あ
れ
だ
け
浮
い
た
噂
が
な
い
の
は
、
逆
に
刺

激
的
だ
っ
た
ん
で
す
よ
、
僕
に
と
っ
て
は

（
笑
）。
自
分
た
ち
に
で
き
な
い
こ
と
を
成
し

た
と
い
う
だ
け
で
刺
激
的
で
す
よ
。

　

わ
か
り
や
す
い
ド
ラ
マ
性
っ
て
い
う
の
は
、

周
り
の
人
間
が
や
れ
ば
い
い
。
そ
れ
に
対
し

て
道
元
禅
師
が
ど
う
対
処
す
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
十
分
ド
ラ
マ
と
し
て
成
立
す
る
と

思
い
ま
す
。

◎
そ
の
意
味
で
は
、
お
り
ん
と
執
権
・
北
条

時
頼
は
、
元
来
道
元
禅
師
の
周
辺
に
足
り
な

い〝
色
〞
と〝
権
力
〞
の
象
徴
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
二
つ
が
あ
る
と
一
気
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

に
な
り
ま
す
ね
。

高
橋　

お
り
ん
に
関
し
て
は
、
公
家
出
身
の

道
元
さ
ん
に
対
し
て
最
下
層
の
出
生
と
い
う

対
比
も
あ
り
ま
す
ね
。
過
去
を
背
負
っ
た
人

間
も
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
伝
え
た

か
っ
た
。
お
り
ん
も
道
元
さ
ん
の
継
承
者
の

一
人
で
す
。

　

時
頼
と
道
元
さ
ん
に
、
原
作
に
は
な
い
激

し
い
や
り
取
り
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
権
力
相

手
で
も
一
切
動
じ
な
い
、
道
元
さ
ん
の
姿
が

き
ち
っ
と
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

逆
に
お
り
ん
に
は
、
時
に
泣
い
た
り
気
色

ば
ん
だ
り
、
極
め
て
人
間
臭
く
接
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
は
や
っ
ぱ
り
権
力
者
と
は
異
な
り
、

毅
然
よ
り
も
優
し
さ
を
含
め
た
人
間
ら
し
さ

が
あ
っ
て
い
い
だ
ろ
う
、
と
思
い
ま
し
た
。

坐
禅
が
自
利
だ
け
で
は

意
味
が
な
い

◎「
こ
の
世
こ
そ
浄
土
で
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
冒
頭
で
語
ら
れ

ま
す
が
、
こ
れ
は
監
督
の
思
い
と
し
て
あ
る

の
で
す
か
?

高
橋　

も
の
す
ご
く
あ
り
ま
す
ね
。
死
ん
で

か
ら
よ
り
も
、
こ
の
世
が
あ
る
種
の
悦
び
の

世
界
で
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
う
で
な
い
と

宗
教
の
役
割
は
果
た
せ
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

◎
曹
洞
宗
へ
は「
坐
っ
て
い
る
だ
け
で
人
が

救
え
る
の
か
」と
い
う
疑
問
や
、
現
世
で「
救

わ
な
い
」典
型
の
よ
う
に
見
る
向
き
も
あ
り

ま
す
が
、
観
て
い
て
痛
快
だ
っ
た
の
は
、
映

画
の
中
で
道
元
禅
師
は
ド
ン
ド
ン「
救
っ
て
」

い
ま
す
よ
ね
、
目
に
見
え
る
形
で
。

高
橋　

私
は「
坐
禅
は
他
人
を
救
わ
な
い
」と

い
う
イ
メ
ー
ジ
は
違
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら「
坐
禅
を
し
て
奥
に
引
き
籠
る
」の
で

は
な
く
て
、
も
っ
と
大
衆
と
の
触
れ
合
い
を

見
せ
た
か
っ
た
ん
で
す
。
私
な
り
の
解
釈
で

す
が
、
坐
禅
っ
て
い
う
の
は
、
自
分
を
無
心

に
す
る
こ
と
で
、
や
っ
と
他
人
を
救
え
る
優

し
さ
、
他
を
思
う
心
を
養
う
た
め
に
坐
る
ん

だ
ろ
う
な
っ
て
思
う
ん
で
す
。
自
分
だ
け
悟

っ
た
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
だ
ろ
う
、
っ
て
思

っ
て
い
る
か
ら
。

◎
ち
な
み
に
坐
禅
の
ご
経
験
は
?

高
橋　

あ
り
ま
す
よ
。
曹
洞
宗
の
お
寺
で
も

経
験
し
て
い
ま
す
し
、
実
は
今
で
も
坐
禅
や

瞑
想
に
近
い
精
神
修
養
を
25
年
く
ら
い
続
け

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
あ
の
世
界
観
は
非
常
に

分
か
り
ま
す
。
曹
洞
宗
の
坐
禅
は
初
め
か
ら

〝
只
管
打
坐
〞
っ
て
一
番
難
し
い
こ
と
を
言

う
じ
ゃ
な
い
で
す
か（
笑
）。
坐
っ
て
い
る
と
、

自
分
の
中
の
妄
想
や
ダ
メ
さ
加
減
が
す
ご
く

良
く
分
か
り
ま
す
。
だ
か
ら「
あ
っ
、
こ
れ

を
滅
し
よ
う
」と
気
付
け
る
こ
と
っ
て
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

映
画
ゆ
え
の
演
出

◎
曹
洞
宗
侶
に
鑑
賞
後
の
感
想
は
聞
か
れ
ま

し
た
か
?

高
橋　

何
人
か
伺
い
ま
し
た
。
中
に
は「
坐

禅
中
に
こ
ん
な
こ
と（
法
界
定
印
で
は
な
く
、

内
在
す
る
仏
性
を
包
む
よ
う
な
印
相
）
は
し

な
い
」と
仰
る
方
も
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は

分
か
っ
て
ま
す
よ
、
こ
っ
ち
も（
笑
）。
あ
れ

は
坐
禅
し
な
が
ら
も
何
も
の
か
に
手
を
差
し

伸
べ
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
演
出
で
、
監

督
と
し
て
卑
怯
な
の
は
、
あ
れ
を
子
ど
も
に

さ
せ
た
こ
と（
笑
）。

　

そ
れ
か
ら
、
道
元
さ
ん
が
悟
り
を
開
く
シ

ー
ン
。
自
分
の
中
で
は〝
蓮
台
〞っ
て
い
う
く

ら
い
な
の
で
、
泥
の
中
か
ら
上
が
っ
て
い
っ

て
、
ど
こ
か
高
い
所
に
行
け
る
だ
ろ
う
っ
て

い
う
、
勝
手
で
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
い
イ
メ
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ー
ジ
で
す
ね
。
分
か
り
や
す
過
ぎ
る（
笑
）。

未
だ
に
悟
り
の
シ
ー
ン
は
何
と
も
い
え
な
い

で
す
ね
、
自
分
の
中
で
。

◎ 

不
可
視
な
も
の
を
映
像
に
す
る
の
は
大
変

難
し
い
と
思
い
ま
す
け
ど
、
私
も
あ
の
悟
り

の
シ
ー
ン
を
ご
覧
に
な
っ
た
参
禅
者
の
方
か

ら「
悟
り
を
開
く
と
あ
あ
な
る
の
で
す
か
っ

?!
」と
聞
か
れ
ま
し
た
が（
笑
）、
そ
う
い
う

意
味
で
は
オ
カ
ル
ト
的
な
ミ
ス
リ
ー
ド
に
な

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
ね
。

　

最
後
の
示
寂
の
シ
ー
ン
は
ど
う
で
す
か
?

史
実
の
京
都
で
は
な
く
、
永
平
寺
の
僧
堂
で

亡
く
な
ら
れ
て
い
ま
す
が
。

高
橋　

僕
は
、
坐
禅
を
し
た
ま
ま
亡
く
な
っ

て
欲
し
か
っ
た
の
で
す
。
実
は
、
制
作
中
も

あ
そ
こ
が
一
番
物
議
を
醸
し
ま
し
た
ね
。
原

た
ん
で
す
け
れ
ど
、
僕
と
し
て
は
若
い
人
た

ち
に
見
て
欲
し
か
っ
た
で
す
ね
。

　

僕
が
今
一
番
腹
立
っ
て
る
の
は
、
若
い
世

代
に「
お
前
ら〝
自
己
中
〞（
自
己
中
心
的
な
こ

と
）
を
履
き
違
え
る
な
よ
」と
い
う
こ
と
。

個
人
主
義
は
否
定
し
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
ら

の
は
個
人
主
義
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
こ
の
前

撮
っ
た
映
画
な
ん
か
は
登
場
人
物
が
全
員

〝
自
己
中
〞
人
間
。
で
も
映
画
へ
込
め
た
思

い
は
ど
れ
も
一
緒
で
す
。

　

こ
の
思
い
は
原
作
者
の
大
谷
さ
ん
も
同
じ

だ
と
思
う
け
れ
ど
、
今
の
日
本
に
は
宗
教
、

特
に
仏
教
が
な
い
と
ダ
メ
。
日
本
人
は
い
ろ

ん
な
大
切
な
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

具
体
的
に
言
う
と
、
助
け
合
い
や
相
手
を
思

い
や
る
心
で
す
。「
僕
は
こ
う
思
っ
て
い
た
の

に
、
今
の
若
い
や
つ
は
な
ん
で
こ
う
思
え
な

い
の
?
」っ
て
い
う
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
り

ま
す
。
今
の
時
代
に
こ
そ
利
行
、
四
摂
法
は

大
事
で
す
よ
。

　

世
界
平
和
は
理
想
だ
が
絵
空
事
だ
、
と
か

言
わ
れ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
で
も
い

い
。
そ
こ
に
向
か
お
う
と
す
る
思
い
と
行
い

が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

　

か
つ
て
の
日
本
人
は〝
当
た
り
前
〞の
こ
と

を
知
っ
て
い
ま
し
た
。
僕
た
ち
の
世
代
は
、
ま

だ「
弱
者
を
い
じ
め
ち
ゃ
い
け
な
い
」み
た
い
な

こ
と
が
普
段
の
生
活
の
中
で
当
た
り
前
に
あ

っ
た
ん
で
す
よ
。
我
々
は
貧
し
い
時
の
日
本

も
豊
か
に
な
っ
た
日
本
も
両
方
知
っ
て
い
ま

す
。
今
は
不
況
だ
け
ど
、
そ
れ
で
も
豊
か
な

日
本
の
成
り
立
ち
に
貢
献
し
た
っ
て
い
う
自

負
は
あ
り
ま
す
。
だ
け
ど
、
そ
の
豊
か
さ
と

代
わ
り
に
犠
牲
に
し
た
も
の
も
あ
る
ん
で
す
。 

　
「
な
ん
で
日
本
は
こ
ん
な
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た

作
者
の
大
谷（
哲
夫
）
さ
ん
か
ら
も
疑
義
を
頂

い
て
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
ま
し
た
が
、「
あ

の
最
後
の
シ
ー
ン
を
撮
れ
な
け
れ
ば
監
督
を

降
り
る
」と
突
っ
ぱ
ね
ま
し
た
。
大
谷
さ
ん
も

宗
学
の
大
家
で
す
か
ら
、
解
釈
と
し
て
譲
れ

な
い
部
分
は
結
構
あ
り
ま
し
た
よ
。
細
か
い

と
こ
ろ
は
も
う
忘
れ
ま
し
た
け
れ
ど（
笑
）。

◎
曹
洞
宗
と
し
て
こ
の
映
画
の
扱
い
が
難
し

い
の
は
ま
さ
に
そ
の
部
分
で
、
創
作
物
と
し

て
観
れ
ば
全
く
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
例
え

ば
こ
れ
を
布
教
の
一
助
と
し
て
使
う
よ
う
な

こ
と
が
あ
る
と
、
登
場
人
物
も
含
め
て
か
な

り
の
脚
色
が
あ
り
、
教
義
や
史
実
と
の
差
異

か
ら〝
取
り
扱
い
注
意
〞に
な
り
ま
す
ね
。

高
橋　

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
、
そ
れ
は

正
直「
知
っ
た
こ
っ
ち
ゃ
な
い
」
っ
て
思
っ

て
い
ま
す（
笑
）。
そ
う
い
う
目
的（
教
義
や

史
実
へ
の
忠
実
さ
や
無
謬
性
）
が
ウ
エ
イ
ト

と
し
て
あ
る
の
な
ら
、（
仕
事
と
し
て
）
引
き

受
け
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
道
元
禅
師
の
ス

テ
ー
タ
ス
を
貶
め
よ
う
と
は
思
っ
て
い
ま
せ

ん
よ
。
仏
教
も
多
少
勉
強
し
て
い
る
し
、
そ

も
そ
も
道
元
禅
師
へ
の
関
心
や
敬
意
が
あ
っ

た
わ
け
で
す
か
ら
。

若
い
世
代
に
こ
そ
、

道
元
さ
ん
を

伝
え
た
い

◎
で
は
鑑
賞
者
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
は
、
具
体

的
に
想
定
さ
れ
た
ん
で
す
か
?

高
橋　

予
想
と
し
て
は
曹
洞
宗
関
係
者
や
お

檀
家
さ
ん
、
そ
こ
そ
こ
年
配
の
人
だ
と
思
っ

ん
だ
?　

も
し
か
し
て
、
こ
ん
な
に
し
た
の

は
俺
た
ち
の
世
代
か
?
」っ
て
慙
愧
の
念
が
も

の
す
ご
く
あ
る
ん
で
す
。

　
〝
当
た
り
前
〞の
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ

て
き
て
い
る
現
代
で
、
そ
の〝
当
た
り
前
〞

を
知
ら
し
め
る
の
に
、
道
元
さ
ん
が
必
要
な

ん
で
す
。　

　
　
　
　
　

（　

）内
は
編
集
部
注

映画『禅 ZEN』
２００９年１月公開
監督・脚本◎高橋伴明 
原作◎大谷哲夫
『永平の風 道元の生涯』（文芸社刊）
製作◎道元禅師の映画を一緒につくる会
配給◎角川映画
現在、曹洞宗寺院向けに特別価格でDVD
が発売中。お申し込み、お問い合わせは
下記まで。
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-23-6
グローイン新宿御苑202
「道元禅師の映画を一緒につくる会」
電話 03-5368-8189
FAX 03-5368-8069
担当者 栗原研一

詳細は『般若』ウェブサイトにて！！ 全曹青 検索
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  I m p r e s s i o n

メ
リ
カ
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
に

あ
る
ト
リ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
。
一
般

に
は
60
年
余
り
も
閉
ざ
さ
れ
続
け

て
き
た
門（
G
A
T
E
）
が
開
か
れ
た
。
行
脚

を
続
け
て
き
た
僧
侶
達
が
、
世
界
最
初
の
核

実
験
の
爆
心
地
へ
と
進
む
.
.
.
。
マ
ッ
ト
・

テ
イ
ラ
ー
監
督
に
よ
る『
G
A
T
E
』と
い
う

映
画
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
シ
ー
ン
で
あ
る
。

 『
G
A
T
E
』に
は
、
広
島
に
原
爆
が
投
下
さ

れ
て
以
来
灯
さ
れ
続
け
て
き
た
残
り
火
を
、

ア
メ
リ
カ
本
土
の
核
実
験
場
の
地
へ
と
戻
さ

ん
と
す
る
僧
侶
達
の
行
脚
の
姿
が
ド
キ
ュ
メ

ン
ト
と
し
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
行
脚
は
、

決
し
て
反
戦
運
動
で
は
な
く
、
政
治
的
な
も

の
で
も
宗
教
的
な
も
の
で
も
な
い
。
た
だ
平

和
を
願
い
、
60
年
前
に
開
か
れ
た
核
兵
器
に

よ
る
破
滅
の
輪
を
閉
じ
せ
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
。

　

2
0
0
5
年
7
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

か
ら
ト
リ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
へ
向
け
て
の
、
25

日
間
2
5
0
0
k
m
に
も
及

ぶ
行
脚
。
そ
の
手
に
は
、
原

爆
の
残
り
火
が
灯
さ
れ
た
赤

い
ラ
ン
タ
ン
。
最
初
は
奇
異

な
目
で
見
て
い
た
現
地
の

人
々
も
、
行
脚
の
目
的
と
そ

こ
に
込
め
ら
れ
た
願
い
を
知

る
に
つ
れ
て
、
僧
侶
達
の
旅

に
協
力
し
、
行
く
先
々
で
心

通
わ
せ
て
い
く
。
現
地
の
新

聞
や
テ
レ
ビ
に
も
取
り
上
げ

ら
れ
、
支
援
の
輪
は
ま
す
ま

す
広
が
っ
て
い
っ
た
。

 「
炎
天
下
、
山
を
越
え
砂
漠

を
越
え
、
2
5
0
0
k
m
を

歩
き
続
け
た
か
ら
と
い
っ
て

ト
リ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
の
門
が

開
か
れ
る
と
い
う
保
証
は
な

い
。
門
が
開
か
れ
な
け
れ
ば
す
べ
て
が
徒
労

に
帰
す
。」僧
侶
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
冒

頭
に
紹
介
し
た
シ
ー
ン
は
予
め
用
意
さ
れ
て

い
た
も
の
で
は
な
い
。
破
滅
の
輪
を
閉
じ
さ

せ
る
こ
と
が
出
来
る
か
否
か
分
か
ら
な
い
中

で
、
自
ら
の
誓
願
の
も
と
で
の
無
言
の
行
い
、

ラ
ン
タ
ン
を
手
に
黙
々
と
歩
む
姿
が
人
々
の

心
を
打
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

監
督
談
に
よ
れ
ば
、
ト
リ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト

の
門
の
開
閉
は
、
大
統
領
命
に
よ
り
当
日
の

担
当
門
番
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
い
う（
国
と

し
て
の
決
断
は
国
際
関
係
上
不
可
能
で
あ
っ

た
ら
し
い
）。
こ
れ
ま
で
多
く
の
平
和
団
体
と

対
峙
し
て
き
た
門
番
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
、

逮
捕
の
段
取
り
を
進
め
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
事
の
経
緯
を
報
道
で
知
っ
た
う
え
で
、

手
も
上
げ
ず
、
声
も
上
げ
ず
進
ん
で
く
る
僧

侶
達
の
姿
を
見
て
、
閉
ざ
さ
れ
続
け
て
き
た

門
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
監
督
曰
く
、

単
な
る
反
対
運
動
で
あ
っ
た
な
ら
門
は
開
か

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
僧
侶
達
の
み
な
ら
ず
、

ス
タ
ッ
フ
ま
で
も
が
驚
い
た
奇
跡
の
瞬
間
で

あ
っ
た
。「
奇
跡
が『
G
A
T
E
』を
完
成
さ
せ

た
の
か
、『
G
A
T
E
』が
奇
跡
を
起
こ
し
た
の

か
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
」映
画
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
の
一
節
で
あ
る
。
ラ
ン
タ
ン
に
灯
さ
れ
た

原
爆
の
火
は
、
人
類
最
初
の
核
実
験
爆
心
地

の
前
で
、
寄
せ
ら
れ
た
千
羽
鶴
と
と
も
に
灰

燼
と
な
り
、
60
年
間
閉
じ
ら
れ
な
か
っ
た
核

に
よ
る
破
滅
の
輪
、
憎
し
み
の
輪
が
閉
じ
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

小
さ
な
一
歩
も
踏
み
出
さ
な
け
れ
ば
始
ま

ら
な
い
。
ゴ
ー
ル
が
見
え
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
行
脚
を
成
し
遂
げ
た
僧
侶
た
ち
か
ら
は
、

改
め
て
誓
願
と
日
々
の
行
の
大
切
さ
を
思
い

知
ら
さ
れ
た
。
平
和
を
希
求
す
る
思
い
は
多

く
の
方
に
共
感
し
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。

『
G
A
T
E
』を
通
じ
て
閉
じ
ら
れ
た
破
滅
の

輪
が
、
二
度
と
開
か
れ
な
い
よ
う
切
に
願
う

次
第
で
あ
る
。

映画『GATE』
２００８年７月公開
監督◎マット・テイラー
出演◎マーティン・シーン
日本語ナレーション◎松嶋菜々子
永平寺監院・大田大穣老師も出演されるこの映画は、全国の
お寺での上映を広く募集している（本編使用料5万円。機材の
貸し出しあり）。詳細はhttp://www.gate-movie.jp/へ
(c)2008 Global Nuclear Disarmament Fund

ア

平和と誓願の行脚～映画『GATE』の鑑賞に寄せて～
全曹青総合企画委員会副委員長  細川伸道
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私たちの「リアル」を物語にできるか～特集のあとがきと『太陽を曳く馬』書評に代えて～
全曹青広報委員長  板倉省吾

曹
青
で
広
報
委
員
会
に
携
わ
っ
て

5
年
に
な
る
が
、
実
は
、
そ
の
間

に
い
く
つ
か
の「
誘
い
」を
受
け
た
。

そ
れ
は「
ア
ニ
メ
や
ネ
ッ
ト
配
信
用
コ
ン
テ
ン

ツ
を
制
作
し
な
い
か
」と
い
う
も
の
だ
。

　

青
年
僧
と
し
て
の
教
化
手
段
の
志
向
と
、

こ
れ
ら
の
現
代
的
と
言
え
る
メ
デ
ィ
ア
と
の

相
乗
を
期
待
し
て
、
実
際
に
シ
ナ
リ
オ
制
作

ま
で
行
っ
た
例
も
あ
っ
た
が
、
財
政
面
等
実

現
へ
の
ハ
ー
ド
ル
は
非
常
に
高
く
、
成
果
と

し
て
結
実
し
な
か
っ
た
。
そ
の
間
に
私
が
最

も
苦
慮
し
た
の
は「
私
た
ち
が
メ
デ
ィ
ア
を
利

用
し
て
何
を
発
信
す
る
の
か
」、
そ
の「
発
信

の
質
」だ
っ
た
。

　

手
段
だ
け
を
変
え
て
、
そ
の
内
実
は
従
来

か
ら
の
教
説
を
記
号
的
に
な
ぞ
っ
た
り
コ
ピ

ー
し
た
も
の
で
は
意
味
が
な
い
。
現
代
に
お

い
て「
リ
ア
ル
」な
問
題
意
識
と
そ
の
糸
口
を

示
す
、
と
い
う
テ
ー
マ
選
定
の
難
度
も
然
る

こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
要
素
を
ナ
ラ
テ
ィ

ヴ
に
繋
ぎ
合
わ
せ
、
し
か
も
直
接
的
な
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
思
わ
れ
る「
宗
教
的
浮
動
層（
寺
檀

関
係
で
な
く
メ
デ
ィ
ア
を
介
す
る
、
若
者
を

中
心
と
し
た
教
化
対
象
）」の
関
心
を
惹
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
物
語
を
創
作
す

る
源
泉
が
、
果
た
し
て
我
々
に
あ
る
の
か
と
、

茫
洋
と
さ
せ
ら
れ
た
。
考
え
る
だ
け
で
宙
を

掴
む
思
い
に
駆
ら
れ
た
。

　

そ
の
意
味
で
は
昨
年
、
曹
洞
宗
が
話
材
と

な
っ
た
物
語
が
一
般
の
メ
デ
ィ
ア
に
乗
っ
て

発
信
さ
れ
る
好
例
に
い
く
つ
か
出
会
え
た
。

そ
れ
が
今
回
特
集
で
取
り
上
げ
た
映
画『
禅　

Z
E
N
』と『
G
A
T
E
』で
あ
り
、
ま
た
高
村

薫
氏
の
小
説『
太
陽
を
曳
く
馬
』の
単
行
本
化

だ
っ
た
。

　
『
太
陽
を
曳
く
馬
』の
子
細
な
内
容
に
触
れ

る
紙
幅
は
な
い
の
で
、
興
味
が
あ
れ
ば
ご
一

読
頂
く
ほ
か
な
い
が
、
花
形
の
ミ
ス
テ
リ
ー

作
家
だ
っ
た
氏
が「
小
説
の
中
で
人
を
殺
せ
な

く
な
っ
た（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
談
）」の
は
、
ご
自

身
も
被
災
し
た
1
9
9
5
年
1
月
の
阪
神
淡

路
大
震
災
の
体
験
か
ら
だ
そ
う
で
、
そ
の
後

10
年
間
、
曹
洞
宗
侶
･
福
澤
彰
之
と
そ
の
血

族
の
大
正
･
昭
和
･
平
成
に
わ
た
る
1
0
0

年
の
物
語
を
書
い
て
き
た
。
今
作
で
は
彰
之

の
実
子
が
犯
し
た
殺
人
事
件
と
、
都
心
の
肉

山
寺
院
が
運
営
し
彰
之
が
代
表
を
務
め
た
サ

ン
ガ
で
の
雲
水
の
轢
死
が
物
語
の
軸
に
な
っ

て
い
る
。
卓
抜
し
た
筆
致
や
取
材
力
は
言
う

に
及
ば
ず
だ
が
、
驚
愕
し
た
の
は
、
雲
水
の

死
の
背
景
に
、
サ
ン
ガ
内
に『
正
法
眼
蔵
』75

巻
本
と
12
巻
本
そ
れ
ぞ
れ
に
依
拠
し
た「
法

論
」が
あ
っ
た
こ
と
！　

確
か
に
近
年
の
宗
門

に
も
た
ら
さ
れ
た「
根
本
分
裂
」の
誘
因
子
と

も
い
え
る
命
題
の
一
つ
だ
が
、
ま
さ
か
そ
こ

か
ら
物
語
が
紡
げ
る
と
は
…
。
一
見
超
俗
的

に
み
え
る
サ
ン
ガ
で
あ
る
が
、
そ
の
全
体
性

の
解
れ
目
に
は
個
の
主
張
や
吐
露
、
人
間
的

な
営
為
と
交
感
が
渦
巻
く
。
そ
れ
を
彼
の
法

論
か
ら
導
き
出
す
手
腕
に
は
脱
帽
し
た
。
小

説
の
成
否
が「
サ
ン
ガ
の
描
写
が
リ
ア
ル
か
」

を
基
準
に
お
く
な
ら
ば
、
実
態
よ
り
も
よ
り

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
加
飾
が
、
サ
ン
ガ
の「
求
道
集

団
」と
し
て
の
本
懐
に
肉
迫
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
こ
れ
も
プ
ロ
ッ
ト
の
一
つ
で
し
か

な
い
。
最
も
重
要
な
の
は
、僧
俗
を
問
わ
ず
に
、

登
場
人
物
の
底
流
に
共
通
体
験
と
し
て
の「
オ

ウ
ム
真
理
教
」や「
9
.
1
1
」を
脈
々
と
湛
え

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
青
年
会
の
年

齢
層
に
と
っ
て
も「
極
め
て
リ
ア
ル
な
宗
教
体

験
」で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
は
何
故
信
じ
る
の

か
、
何
故
殺
め
る
の
か
。
聖
俗
と
は
何
か
。

あ
ら
ゆ
る「
問
い
」が
む
き
出
し
に
な
り
、
世

界
中
の
聖
性
が
相
対
の
地
平
へ
舞
い
落
ち
た
、

あ
の
時
…
。
そ
れ
は
正
に
、
仏
教
に
と
っ
て

は
焼
き
入
れ
の
よ
う
な
鍛
錬
・
補
強
の
時
期

だ
っ
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
懸
命
に
オ

ウ
ム
と
の
教
義
の「
仕
分
け
」を
す
る
過
程
で

は
、
寧
ろ
仏
教
自
体
の
持
つ
神
秘
性
や
反
社

会
的
な
側
面
に
も
目
を
向
け
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
し
か
し「
9
.
1
1
」に
至
っ
て
、
他

の
宗
教
に
な
い「
善
悪
」を
峻
別
し
な
い
特
徴

が
、
自
ら
へ
の
信
仰
へ
の
新
た
な
裏
づ
け
を

与
え
た
。
今
、
仏
教
に
隣
接
す
る
あ
ら
ゆ
る

物
語
・
話
材
は
、
あ
の
時
期
を
基
点
に
し
な

け
れ
ば「
リ
ア
ル
」を
発
露
し
な
い
。
そ
の
こ

と
を
再
確
認
さ
せ
ら
れ
た
。

　

物
語
に
は
時
系
列
に
よ
る
展
開
が
あ
る
が
、

我
々
宗
侶
の「
時
系
列
」は
、
発
心
･
修
行
･

菩
提
･
涅
槃
と
な
ろ
う
。
今
回
取
り
上
げ
た

作
品
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
創
作
へ
の
確
か
な

「
発
心
」が
あ
り
、
そ
し
て
展
開
と
し
て
の「
修

行
」は
定
や
三
昧
の
深
化
よ
り
も
実
存
的
な
群

像
劇
で
あ
り
、
人
間
的
な
言
葉
や
行
動
の
応

酬
が
あ
る
。
そ
の
先
の
菩
提
と
涅
槃
が
描
か

れ
な
い
の
が
、
出
家
者
で
な
い
作
家
た
ち
に

は
応
分
と
も
言
え
る
が
、
か
つ
て
は
輪
廻
や

因
果
が
担
っ
て
い
た
仏
教
の「
物
語
」と
し
て

の
強
度
や
関
心
が
、
極
め
て
現
世
的
な
領
域

へ
移
ろ
っ
て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。

　

舞
台
装
置
と
し
て
の「
現
世
・
今
生
」に
お

い
て
僧
侶
･
宗
教
者
が
、
宗
教
の
全
体
性
に

頼
る
こ
と
な
く
、
個
と
し
て（
孤
で
は
な
い
）

ど
の
よ
う
に
志
向
し
、
汚
泥
不
染
の
行
実
を

為
せ
る
の
か
。
発
心
と
修
行
に
ど
れ
だ
け
の

「
リ
ア
ル
」を
託
せ
る
の
か
。
現
代
に
求
め
ら

れ
る
我
々
の
物
語
は
こ
の
点
に
集
約
さ
れ
る

よ
う
に
思
う
。

全

  A f t e r w o r d

『太陽を曳く馬』
高村薫 著
発行元◎新潮社
２００９年７月発売　
価格◎上下巻ともに
１,８９０円
『晴子情歌』『新リア王』
（第４回親鸞賞受賞）に
続く３部作の完結編。

(c)2009 高村薫 新潮社

7



基幹事業委員会
11月1日より、委員研修を兼ねた電話相談窓口「観世ふぉん」

を開設しました。毎週日曜日、22時から24時まで相談を受

け付けています。 11月中の相談受理件数は3本でした。

全国で初めての開催となる四国管区の基礎研修が、12月2

～3日に愛媛県西条市内興雲寺様を会場として開催されまし

た。外部講師として、地域において生活困窮問題などの相談

を受けておられる佐賀県普恩寺住職金子謙三老師をお招き

しました。講義や傾聴ロールプレイ(擬似体験)等のプログラ

ムで1泊2日の日程で行いました。詳細は次号にてお伝えし

ます。

今年度内の各管区基礎研修会は以下の予定で開催されます。 

○2/22～23：北信越管区　○2月中：中国管区　○3/1～

2：関東管区・全曹青併催（於 曹洞宗檀信徒会館）　○3/30～

31：北海道管区

詳細は、全曹青HP『般若』にて随時更新しますので、ご覧く

ださい。

執行部
10月22、23日に第5回の執行部会と理事会・特別委員会

を開催し、電話相談員養成研修会の各管区開催など、また

特別委員会では災害対策について『素案』の見直し等を慎

重審議致しました。11月25、26日には第6回の執行部会

と理事会・特別委員会を開催し、臨時評議員会へ上程の活

動報告、中間監査等の確認を行いました（臨時評議員会の

詳細は『般若』に掲載しております）。また9月8日には大本

山永平寺、10月22日には大本山總持寺へ拝登しました。

＊

＊
＊

総合企画委員会
総合企画委員会では、平成22年度花まつりキャンペーン

に向けて準備してきました。アンケート調査で要望の多

かった値下げを敢行し、単価を100円に致します。また、

申し込みも10部単位とお求めやすくなりましたので、春

の諸行事にご活用いただけましたら幸いです。皆さまのお

申し込みを心よりお待ちしております。

＊

全日本仏教青年会
去る9月、第1回臨時理事会を開催(於 大本山永平寺)。

また、岡山県美作市にて水害復興支援活動、タイ仏青本部

落成式への参加。10月、韓国精進料理フェスティバルへ

の参加(全日仏青代表:志保見道一師)等、地域国境を越え

た活動を展開致しました。更に、各加盟団体様と共作の超

宗派カレンダーの制作も目下進行中です。

＊

広報委員会
基幹事業に関する情報をHP『般若』に特設ページにて配

信中です。また今月から『sousei on web』にて出向者に

よるリレーブログを連載します。お楽しみに。

＊

法式委員会
『出班焼香法』DVD頒布事業については、10月13・14

日に大乗寺開山忌に参列し、本伝供の撮影を行いました。

引き続き11月16日に日泰寺専門僧堂に拝登し、映像の撮

影を行う予定です。

『二師侍者公務帖』加筆再版事業については、初版関係諸師

の方々に資料提供の依頼を伺いました。年内に資料収集を

行う予定です。

＊

＊

 全 曹 青、発 信 せ よ 。

＊

□協賛:大本山永平寺 大本山總持寺　□主催:弁論大会実行委員会　□申込・問合先:大会事務局 水戸市成沢町1692東漸院内 TEL.029-229-7321 鈴木

弁士募集
第6回
全国青年僧侶弁論大会

 予　　選
日時｜平成22年1月28日(木)13時　会場｜永平寺東京別院
内容｜あなたの「青年僧侶として生きる信念」を10分以内でお話し下さい

 本　　選
日時｜平成22年3月11日(木)12時半～16時半　※入場無料
場所｜ノバホール TEL.029-852-5881
  　　茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばエクスプレス・つくば駅徒歩3分
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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」（2）
前号に続き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。今号は橋本真英理事、久我
泰文理事、嶋田英淳理事、武義道理事、伊藤和人理事の5名
です。

Interview

HOKKAIDOHOKU-SHIN-ETSU

　

ま
だ
ま
だ
手
探
り
の
状
態
で
分
か
ら
な

い
事
ば
か
り
で
す
が
、
一
歩
ず
つ
確
実
に

2
年
間
を
努
め
さ
せ
て
頂
こ
う
と
い
う
思

い
で
お
り
ま
す
。
全
曹
青
と
北
信
越
管
区

と
の
繋
が
り
が
よ
り
深
く
な
る
よ
う
な
お

手
伝
い
を
さ
せ
て
頂
く
事
が
大
切
で
あ
る

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

各
委
員
会
の
事
業
に
お
い
て
、
人
と
の

接
点
を
大
切
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
方
向

性
が
一
致
し
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
基

幹
事
業
で
あ
る
電
話
相
談
事
業
は
、
人
に

寄
り
添
い
な
が
ら
生
き
る
と
い
う
本
来
の

僧
侶
の
姿
の
一
つ
の
実
践
の
形
で
あ
る
と

感
じ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
お
寺
や
僧
侶
が
、

進
む
べ
き
方
向
性
の
一
つ
な
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
よ
り
多
く
の
方
が
、

知
識
を
学
び
・
研
修
を
体
験
し
・
実
践
し

て
い
け
る
環
境
を
整
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

北
信
越
管
区
理
事

久
我 

泰
文

SHIKOKU

　

今
期
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は「
い
の
ち
の
声

に
耳
を
澄
ま
す
」で
す
か
ら
、
地
元
の
声

に
も
耳
を
傾
け
て
い
く
こ
と
も
必
要
か

と
思
い
ま
す
。
四
国
管
区
大
会
は
小
さ

な
青
年
会
で
人
数
も
限
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
中
で
出
来
る
限
り
の
こ
と
を

続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

僧
侶
や
寺
族
と
い
う
枠
か
ら
も
っ
と
広

げ
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
次
の
管

区
大
会
で
は
精
進
料
理
に
も
取
り
組
も

う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

全
曹
青
の
事
業
に
つ
い
て
で
す
が
、
基

幹
事
業
な
ど
、
今
の
青
年
僧
に
と
っ
て
必

要
な
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
委
員
会

の
事
業
も
委
員
の
皆
さ
ま
の
熱
心
な
活
動

に
よ
っ
て
、
毎
会
議
ご
と
に
よ
り
良
い
方

向
に
進
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

管
区
理
事
に
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
経
験

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
感
謝
と
自
身
の
才
学

の
無
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

四
国
管
区
理
事

伊
藤 

和
人

　

全
曹
青
と
北
海
道
青
年
会
を
繋
ぐ
パ
イ

プ
役
と
し
て
、「
い
の
ち
の
声
に
耳
を
澄
ま

す
」ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
い
ま
青
年
僧
侶

と
し
て
何
を
な
す
べ
き
な
の
か
を
考
え
、

ま
た
地
方
会
員
の
声
を
中
央
へ
伝
え
て
い

け
る
よ
う
2
年
間
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
年
の
6
月
に
は
北
海
道
釧
路
市
で
北

海
道
管
区
大
会
が
行
わ
れ
る
予
定
で
す
の

で
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

北
海
道
管
区
理
事

橋
本 
真
英

CHU-GOKU

　

今
期
、
中
国
管
区
理
事
を
拝
命
致
し

ま
し
た
。
1
期
2
年
と
い
う
限
ら
れ
た

期
間
で
す
が
、
各
委
員
方
と
協
力
し
共

に
尽
力
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
期

の
基
幹
事
業
の「
い
の
ち
の
声
に
耳
を
澄

ま
す
」と
い
う
電
話
相
談
事
業
は
、
全
曹

青
及
び
各
青
年
会
員
と
一
般
の
方
の
距

離
を
近
づ
け
、
心
を
繋
げ
る
こ
と
の
出

来
る
可
能
性
を
持
っ
た
素
晴
ら
し
い
事

業
で
す
が
、
各
会
員
方
に
引
き
受
け
て

貰
う
こ
と
の
難
し
さ
も
ま
た
痛
感
し
て

お
り
ま
す
。
こ
の
事
業
が
、
己
の
資
質

を
も
高
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
理
解

を
求
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
中
国
管
区

大
会
が
、
昨
年
の
11
月
に
岡
山
を
会
場

に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
講
師
2
名
の
講

演
を
元
に
、
皆
で
審
議
し
、
活
発
に
意

見
の
交
換
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
お
り
ま
す（
次
頁
参
照
）。

　

東
海
管
区
理
事
に
就
任
し
、
任
期
の
4

分
の
3
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、

東
海
管
区
理
事

嶋
田 

英
淳

TOUKAI

私
自
身
こ
の
組
織
の
力
に
な
っ
て
い
る
の

か
疑
問
で
は
あ
り
ま
す
が
、 残
り
の
任
期

を
全
う
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

　

第
18
期
の
基
幹
事
業
に
つ
い
て
、
僧
侶

と
し
て
真
剣
に
関
わ
り
、
い
か
に
持
続
し

て
い
く
か
、
ま
た
中
途
半
端
で
終
わ
ら
せ

な
い
覚
悟
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。 

　

東
海
管
区
大
会
は
、昨
年
11
月
15
日（
日
）

浜
松
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
て
タ
レ
ン
ト
島

田
洋
七
氏
の『
あ
の
頃
に
還か

え

ろ
う
』と
題
し

て
講
演
会
を
行
い
ま
し
た（
次
頁
参
照
）。

中
国
管
区
理
事

武 

義
道

弁士募集
9
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去
る
11
月
10
日
、
岩
手
県
盛
岡
市

会
場
に
於
き
ま
し
て
、
平
成
21
年
度

第
34
回
曹
洞
宗
青
年
会
東
北
地
方
集

会･

岩
手
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
東
北
各
県
よ
り
187
名
の
青
年

会
諸
氏
が
集
ま
り
大
会
は
盛
況
の
も

と
行
わ
れ
ま
し
た
。『「
導
く
人
」と「
送

る
人
」』と
題
し
ま
し
た
、
岩
手
県
報
恩

寺
住
職
天
藤
全
孝
老
師
に
よ
る
基
調

講
演
や
、
一
般
講
演
と
し
て
兵
庫
県

海
久
寺
住
職
中
村
典
篤
老
師
に
は
永

平
寺
侍
局
の
経
験
を
通
し
て「
仏
に
出

会
う
〜
108
歳
の
禅
師
に
お
つ
か
え
し

て
〜
」と
い
う
講
演
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
岩
手
県
を
代
表
す
る
シ
ン

セ
サ
イ
ザ
ー
奏
者
で
あ
る「
姫
神
」に

よ
る
記
念
演
奏
会
も
行
わ
れ
300
名
以

上
の
一
般
参
加
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　

記
念
式
典
に
お
き
ま
し
て
は
、
決

議
文
の
採
択
の
後
、
絡
子
伝
達
に
お

い
て
次
回
開
催
県
で
あ
る
宮
城
県
へ

と
絡
子
が
引
き
継
が
れ
第
34
回
曹
洞

宗
青
年
会
東
北
地
方
集
会･

岩
手
大
会

は
成
功
裡
に
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

概
要
報
告

平栗 壽隆 
岩手県曹洞宗青年会
第17代会長

日時：平成21年11月10日
会場：岩手県盛岡市
　　　ホテルメトロポリタン盛岡
　　　NEW WING

11:00　常任幹事会
12:00　開場･受付
13:00　開会 基調講演
　　　　「岩手県報恩寺御住職
　　　　天藤全孝老師」
14:10　記念写真
14:40　記念式典
16:00　記念講演
　　　　「兵庫県海久寺御住職
　　　　中村典篤老師」
17:15　記念演奏「姫神」
18:45　懇親会

P R O G R A M ◎プログラム

講演に耳を傾ける会員諸氏

　

今
大
会
は
、「
求
道
〜
た
ま
し
い
と

の
出
会
い
〜
」を
テ
ー
マ
の
下
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

混
迷
の
世
の
中
で
、
私
達
青
年
僧

侶
に
出
来
る
こ
と
、
な
す
べ
き
実
践

は
無
限
に
有
り
ま
す
。

　

東
北
6
県
の
青
年
僧
侶
が
一
同
に

会
し
、
そ
の
た
ま
し
い
の
出
会
い
の

中
か
ら
、
活
動
の
本
源
と
な
る
発
心

の
原
点
を
見
つ
め
直
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
道
を
求
め
る
一
助
と
成
れ
ば
と
企

画
し
た
も
の
で
す
。

　

大
会
を
振
り
返
り
、
そ
の
成
否
は

主
管
青
年
会
と
し
て
判
断
は
出
来
ま

せ
ん
が
、
今
大
会
を
通
じ
参
加
者
皆

様
の
明
日
か
ら
の
歩
の
後
押
し
に

成
り
ま
し
た
な
ら
ば
幸
い
で
あ
り

ま
す
。

大
会
を
振
り
返
っ
て

「東北管区大会 」求道 ～たましいとの出会い～
東北管区大会：基調講演 天藤全孝老師 東海管区大会：会場風景 中国管区大会：大会第二日目講師 小池龍之介師

「東北・東海・中国管区大会」
レポート

Active Report  from  3 Regions
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去
る
11
月
15
・
16
日
、「
あ
の
頃
に

還
ろ
う
〜
豊
か
な
心
を
未
来
へ
〜
」

の
大
会
テ
ー
マ
の
も
と
、
静
岡
県
第

四
宗
務
所
青
年
会
主
管
に
よ
る
第

三
十
三
回
東
海
管
区
曹
洞
宗
青
年
会

大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
十
三
時
よ
り
椅
子
坐
禅
を
組

み
入
れ
た
開
会
法
要
が
行
わ
れ
、
続

い
て
タ
レ
ン
ト･

島
田
洋
七
氏
に
よ

る
基
調
講
演「
佐
賀
の
が
ば
い
ば
あ

ち
ゃ
ん
」が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
笑

い
あ
り
涙
あ
り
の
独
演
に
会
場
は
時

折
、
笑
い
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
富
岡
ヤ
ス
ヤ
氏
に
よ
る

エ
レ
ク
ト
ー
ン
ラ
イ
ブ
が
催
さ
れ
、

地
元
足
立
楽
器
の
全
面
協
力
も
あ
り
、

場
内
は「
音
楽
の
街･

浜
松
」一
色
と

な
る
盛
り
上
が
り
を
見
せ
ま
し
た
。

　

今
大
会
も
無
事
盛
況
の
内
に
幕
を

閉
じ
、
翌
日
は
別
会
場
に
て
東
海
各

曹
青
対
抗
に
よ
る「
カ
ー
ト
大
会
」が

行
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
曹
青
の
枠
を

越
え
懇
親
を
深
め
つ
つ
、
レ
ー
ス
の

終
焉
を
向
か
え
ま
し
た
。

概
要
報
告

舘 賢聖 
曹洞宗静岡県第四宗務所青年会
会長

日時：平成21年11月15日･16日
会場：グランドホテル浜松（静岡県
　　　浜松市）他

11/15
12:00　開場･受付
13:00（第一部）開会法要･式典
14:00（第二部）基調講演
　　　　講師　島田洋七 氏　
15:30（第三部）アトラクション
　　　　エレクトーンパフォーマンス
　　　　奏者　富岡ヤスヤ
16:00　閉会
18:00　懇親会

11/16
 交流会（カート大会）

P R O G R A M ◎プログラム

島田洋七氏による講演

　

平
成
18
年
に
当
青
年
会
発
足
30
周

年
の
記
念
大
会
を
終
え
た
ば
か
り
の

つ
も
り
で
い
ま
し
た
が
、
あ
っ
と
言

う
間
に
今
回
の
第
33
回
大
会
主
管
と

い
う
こ
と
で
、
当
青
年
会
と
い
た
し

ま
し
て
も
、
関
係
各
位
多
忙
な
中
で

の
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
支
援
に
、
感
謝
い

た
し
て
お
り
ま
す
。

　

東
海
に
限
ら
ず
各
管
区
に
お
け
る

大
会
開
催
は
、
そ
の
企
画
運
営
等
に

大
変
苦
心
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

「
喧
々
諤
々
」し
つ
つ
も
一
歩
半
歩
着

実
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
大
事
な
こ

と
で
あ
り
、
ま
た
青
年
会
の
良
さ
で

も
あ
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
曹
青
の
枠
を
越
え
、

お
互
い
に
刺
激
し
合
え
る
環
境
を
築

い
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

大
会
を
振
り
返
っ
て

「東海管区大会」あの頃に還ろう ～豊かな心を未来へ～

　

平
成
21
年
度
、
第
32
回
中
国
曹
洞
宗

青
年
会
岡
山
大
会
が
、
多
く
の
方
々
の
御

支
援
、
御
協
力
の
下
、
開
催
致
し
ま
し
た
。

　

大
会
第
1
日
目
14
時
に
開
会
式
、

15
時
よ
り
辛
坊
治
郎
氏
に
よ
る
、
発

想
の
転
換
と
犯
罪
者
の
氏
名
の
公
表

に
つ
い
て
の
話
を
交
え
た
講
演
を
し

て
頂
き
ま
し
た
。

　

講
演
終
了
後
は
、
中
曹
青
連
絡
協

議
会
と
懇
親
会
を
行
い
、
来
賓･

寺

院
の
方
々
と
親
睦
を
深
め
ま
し
た
。

　

大
会
第
2
日
目
は
、
9
時
よ
り
小

池
龍
之
介
氏
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

も
交
え
て
講
演
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　

小
池
氏
に
つ
い
て
は
、
今
年
6
月

に
定
例
研
修
会
と
し
て
岡
山
に
招
待

し
、3
泊
4
日
で
彼
の
主
宰
す
る「
イ

エ
デ
式
坐
禅
セ
ッ
シ
ョ
ン
」を
体
験

す
る
と
い
う
企
画
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
大
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
多

く
の
方
々
か
ら
大
会
賛
助
金
を
賜
り
、
岡

山
曹
青
一
同
大
変
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
皆
様
の
御
協
力
、
御
指

導
の
程
、
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

概
要
報
告

武 義道 
岡山県曹洞宗青年会
会長

日時：平成21年11月16･17日
会場：岡山プラザホテル

11/16
13:00　受付（ホテルにて）
14:00　開会式
15:00　講演（1時間半）
16:30　講演終了　引き続き
　　　　中曹青連絡協議会
18:00　懇親会

11/17
　7:00　朝食
　9:00　講演
　　　（前半45分 間10分間休憩、
　　　 後半45分 質疑応答20分）

P R O G R A M ◎プログラム

大会開会式 岡山曹青会長挨拶

　

今
回
、
中
国
曹
洞
宗
青
年
会
岡
山
大
会

が
、
講
師
に
辛
坊
治
郎
氏
と
小
池
龍
之
介

師
を
お
迎
え
し
て
2
日
間
に
亘
り
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
辛
坊
氏
は
テ
レ
ビ
の
印
象

通
り
の
方
で
、
時
折
会
場
の
笑
い
を
誘
い

な
が
ら
も
本
題
に
触
れ
て
い
く
話
術
は

さ
す
が
で
し
た
。
テ
レ
ビ
で
は
決
し
て
語

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
オ
フ
レ
コ
の
話
も

興
味
深
く
拝
聴
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

小
池
師
に
は
三
学（
戒･

定･

慧
）に
つ
い

て
講
演
し
て
頂
き
ま
し
た
が
、
演
台
を
ど

か
し
て
ス
テ
ー
ジ
に
結
跏
趺
坐
さ
れ
、
そ

の
独
特
の
話
し
方
に
よ
っ
て
他
に
無
い
雰

囲
気
を
作
り
出
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

会
員
皆
が
総
力
を
挙
げ
、
頭
を
悩
ま
し

た
1
年
間
で
し
た
が
、
無
事
大
会
が
終
了

し
た
今
と
な
れ
ば
苦
労
も
懐
か
し
く
、
ご

尽
力
頂
い
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

大
会
を
振
り
返
っ
て

 「中国管区大会」坊さんリテラシー～「情報を処理・発信する能力」を仏教的に探る～
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熊
本
県

曹
洞
宗
青
年
会
発　　足｜昭和55年
会　　長｜梅本実道
副 会 長｜藤岡弘龍
事務局長｜田中光顕
会　　計｜鳥羽瀬哲也
会　員　数｜37名

仮
設
の
法
堂
に
て
気
迫
の

こ
も
っ
た
法
戦
式
も
披
露

す
る
な
ど
、
と
て
も
内
容
の

濃
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
他
の
活
動
と
し
て
は
、

イ
ン
ド
仏
蹟
巡
拝
を
、
こ
の
10
年
ほ

ど
の
間
に
2
回
行
っ
て
い
ま
す
。

　

九
曹
青
の
事
業
に
も
積
極
的
に
参
加

し
て
お
り
、
毎
年
各
県
交
代
で
行
わ
れ

る
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
に
は
、
全
会
員

が
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
作
成
し
て
参
加
し
、

共
に
汗
を
流
し
て
交
流
を
深
め
て
い
ま
す
。

　

熊
本
県
曹
洞
宗

青
年
会
は
、
当
時

ま
だ
本
会
の
組
織

を
持
た
な
い
本
県

に
、
曹
洞
宗
青
年

会
九
州
大
会
開
催
の
依
頼
が
あ
り
、
天
草

郡
天
草
町
隣
峰
寺
、下
川
忠
厚
老
師（
当
時
）

が
責
任
者
と
な
り
東
奔
西
走
、
会
の
発
足

の
同
志
を
求
め
て
県
下
各
地
を
駆
け
巡
り
、

老
師
の
情
熱
に
大
勢
の
同
志
が
参
集
し
、

九
州
大
会
は
大
盛
況
の
内
に
終
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
が
起
点
と
な
り
、
本
青
年
会

の
正
式
発
足
の
気
運
が
一
気
に
高
ま
り
、

昭
和
55
年
、
ま
さ
に
そ
の
下
川
忠
厚
老
師

を
初
代
会
長
に
迎
え
て
本
会
は
発
足
し
ま

し
た
。
暗
中
模
索
の
中
ス
タ
ー
ト
し
た
本

会
も
除
々
に
組
織
化
さ
れ
て
ゆ
き
、
現
在
、

45
歳
ま
で
の
青
年
僧
で
運
営
・
活
動
し
て

い
ま
す
。

　

九
州
管
区
の
各
青
年
会
は
、「
九
州
は
一

つ
」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
九
州
曹
洞
宗
青

年
会
の
事
業
に
積
極
的
に
参
加
・
協
力
し

て
い
ま
す
。
平
成
15
年
に
は
、
そ
の
九
曹

青
の
第
11
期
会
長
に
本
青
年
会
よ
り
、
天

草
市
天
草
町
隣
峰
寺
、
葛
籠
貫
喜
昭
師
が

就
任
し
て
い
ま
す
。

　

全
曹
青
へ
の
出
向
も
、
あ
る
意
味
伝
統

と
し
て
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
平
成
11
年

に
は
本
青
年
会
よ
り
、
上
天
草
市
松
島
町

地
蔵
院
、
荒
木
正
昭
師
が
第
13
期
会
長
に

就
任
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
、
Ｉ
Ｔ
委

員
会
委
員
、
青
少
年
教
化
委
員
会
委
員
長
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会
委
員
、
広
報
委
員

会
委
員
と
、
現
在
に
至
る
ま
で
脈
々
と
全

曹
青
で
の
活
躍
が
続
い
て
い
ま
す
。

沿革

　

本
青
年
会
の
活

動
と
し
て
は
、
毎

年
開
催
さ
れ
る
夏

休
み
子
ど
も
禅
の

集
い
、
年
に
数
回

発
行
さ
れ
る
熊
曹
新
聞
、
年
末
の
カ
レ

ン
ダ
ー
作
成
事
業
等
が
主
な
も
の
と
し

て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
ハ
ン
セ
ン

病
国
立
療
養
施
設「
菊
池
恵
楓
園
」で
年

に
2
回
行
わ
れ
る
宗
務
所
主
催
の
法
要

に
も
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
特
に
、
熊
本
市
の
中
心
街

に
あ
る
鶴
屋
百
貨
店
の
依
頼
に
よ
っ
て
、

『
道
元
禅
師
の
教
え
と
永
平
寺
展
』に
も

参
加
し
ま
し
た
。
4
月
4
日
か
ら
12
日

ま
で
の
9
日
間
に
わ
た
っ
て
鶴
屋
百
貨

店
で
開
催
さ
れ
た
本
展
に
は
、
毎
日
10

名
程
度
の
会
員
の
参
加
要
請
が
あ
っ
た

た
め
、
一
人
に
つ
き
2
日
間
ず
つ
鶴
屋

百
貨
店
に
詰
め
ま
し
た
。
朝
の
坐
禅
指

導
に
始
ま
り
夕
方
の
晩
課
の
法
要
ま
で
、

み
っ
ち
り
組
ま
れ
た
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
の
下
、
全
会
員
が
一
生
懸
命
勤
め

る
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
最
終
日
に
は
、

現在の活動

インド旅行にて

夏休み子ども
禅の集いにて
坐禅の様子

平成21年夏休み子ども禅の集いにて
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S O
U S E I S  N E W S  S P O

T加盟団体ニュース・スポット

そうせいサポーターズより

　

熊
本
県
の
曹
洞

宗
に
は
第
一
宗
務

所
と
第
二
宗
務
所
、

ふ
た
つ
の
宗
務
所

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
に
青
年
会
が
存
在
し
ま
す
。
第
一
宗

務
所
の
そ
れ
が「
一
青
会（
い
っ
せ
い
か

い
）」で
、
第
二
宗
務
所
の
そ
れ
が「
天

声
会（
て
ん
し
ょ
う
か
い
）」で
す
。
ほ

ぼ
す
べ
て
の
熊
曹
青
会
員
が
、
ど
ち
ら

か
の
青
年
会
に
所
属
し
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、「
一
青
会
」は
、
熊
本
・

阿
蘇
・
八
代
・
人
吉
球
磨
・
小
川
・
山

鹿
地
域
等
の
会
員
で
成
り
立
ち
、「
天
声

会
」は
天
草
地
域
の
会
員
で
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。

　

各
会
と
も
、
ほ
ぼ
毎
月
研
修
を
し
て

熊曹青の
ココが
すばらしい

お
り
、
法
要
進
退
・
太
鼓
奏
法
・
声
明
・

法
話
等
の
研
修
、
梅
花
大
会
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加
、
研
修
旅
行
、

托
鉢
等
、
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
ま
か
い
事
か
ら
大
き
な
事
ま
で
、

お
互
い
の
会
で
研
鑚
し
た
事
を
熊
曹
青

に
持
ち
寄
り
、
い
ろ
ん
な
意
見
を
交
え

た
上
で
再
考
し
、
熊
曹
青
の
今
後
の
活

動
に
活
か
せ
る
点
が
、
最
大
の
長
所
で

す
。

　

や
は
り
、
熊
本

県
の
曹
洞
宗
寺
院

も
、
北
か
ら
南
、

東
か
ら
西
と
広
域

に
わ
た
り
存
在
す

る
た
め
、
青
年
会
員
が
集
ま
る
と
な
れ

熊曹青の
課題

　古希が近づき、そろそろ旅支度をと思い
ながらも、自分だけはまだまだという二律
背反の心情の今日この頃、人生とはまさし
く走馬燈の如くであり、時は人を待たずの
一語に尽きます。さて、青年宗侶に望むこ
とは、「仏教とはなんぞや？」という基本教
義を徹底的に勉学し、実社会に役立たせる
ことです。インド・チベット・中国・日本
･･･二千五百年の時を超えて今も尚輝き続
ける仏教の更なる発展と青年宗侶の活躍を
期待しております。

田中 清光
熊本県第二宗務所
所長

青年宗侶へ一言

九曹青ソフトボール大会にて

ば
中
心
地
で
あ
る
熊
本
市
に
な
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
が
、
特
に
交
通
手
段
の

未
発
達
な
天
草
地
域
の
会
員
・
人
吉
球

磨
方
面
の
会
員
に
お
い
て
は
、
ひ
と
つ

の
会
議
に
参
加
す
る
だ
け
で
も
か
な
り

の
時
間
を
要
し
ま
す
。
ま
た
、
災
害
時

の
急
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
に
お
い

て
俊
敏
さ
に
欠
け
る
と
い
う
課
題
が
あ

り
ま
す
。

　

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
二
つ

の
宗
務
所
に
二
つ
の
青
年
会
が
存
在
し
、

日
頃
か
ら
研
鑽
を
積
み
、
横
の
つ
な
が

り
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を
最
大
の

長
所
と
し
て
、
今
後
は
、
一
つ
の
県
の

青
年
会
と
し
て
の
結
束
を
更
に
図
り
、

衆
生
済
度
の
た
め
に
邁
進
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　熊本県曹洞宗青年会は、現代社会に密着
した行事を中心に活発に運営されています。
　その中でも、「夏休み子ども禅の集い」は、
各地区の寺院を会場にして毎年夏に一泊二
日で開催され、大勢の子ども達が参加して
有意義な時間を過ごしています。その他の
研修会や法要もしっかりやり、全曹青や九州
曹青とのつながりも深く広いものがあります。
　今後は更に、様々な社会の要望に応えら
れるような青年会独自の活動をご期待致し
ます。

荒木 正昭
第13期
全国曹洞宗青年会会長

社会の要望に応える活動を

　

熊
曹
青
は
、
今

か
ら
29
年
前
、
会

員
相
互
の
親
睦
と

研
鑽
を
図
る
た
め

に
結
成
さ
れ
ま
し

た
。
熊
本
県
内
は
第
一
・
第
二
宗
務
所

に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一

青
会
・
天
声
会
と
し
て
の
活
動

も
活
発
に
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
「
希
望
が
な
い
」と
言
わ
れ
る

今
の
時
代
に
あ
っ
て
、
自
ら
に
与

え
ら
れ
た
命
を
尊
び
、
人
と
人
と
の
つ

な
が
り
の
中
で
力
強
く
そ
の
生
を
全
う

し
て
い
く
こ
と
に
眼
を
向
け
、
そ
れ
を

お
伝
え
す
る
こ
と
が
、
今
、
私
た
ち
青

年
僧
侶
に
与
え
ら
れ
た
課
題
の
一
つ
と

考
え
ま
す
。

熊曹青
メンバーより

梅本 実道
熊本県曹洞宗青年会
会長
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 ●福岡県 
 15 龍國寺 様

 18 聖種寺 様

 102 能満寺 様

 103 天聖寺 様

  

●大分県  
 10 天徳寺 様

 24 海門寺 様

 35 長流寺 様

 76 福厳寺 様

 ●長崎県第１
 26 鏡円寺 様

 47 薬王寺 様

 51 祥雲寺 様

 88 慈光院 様

  

●佐賀県 
 77 宗善寺 様

 124 朝元寺 様

 164 太洋寺 様

 174 常安寺 様

  

●熊本県第１
 60 含蔵寺 様

  

●宮崎県 
 2 吉祥寺 様

 49 如法寺 様

 54 善栖寺 様

 64 円南寺 様

  

●長野県第１
 66 宝蔵院 様

 128 普携寺 様

 147 徳應院 様

 158 満泉寺 様

 213 盛隆寺 様

 224 玄照寺 様

 227 岩松院 様

 300 威徳院 様

 306 城光院 様

 323 正眼院 様

 370 日輪寺 様

 372 長昌寺 様

  

●長野県第２
 389 宗福寺 様

 400 長久寺 様

  

●福井県 
 69 龍門寺 様

 196 空印寺 様

 218 常福寺 様

  

●富山県  
 81 長朔寺 様

  

●新潟県第１ 
 373 常福寺 様

 411 普済寺 様

 475 天昌寺 様

 488 長福寺 様

 496 長楽寺 様

  

●新潟県第３
 514 長命寺 様

 521 松泉寺 様

 536 東福院 様

 563 龍光院 様

 646 名立寺 様

  

●新潟県第４
 19 林照寺 様

 69 永明寺 様

 105 高徳寺 様

 112 常安寺 様

 117 釈尊寺 様

 185 見国寺 様

 228 雲泉寺 様

 259 長楽寺 様

 738 不動寺 様

  

●福島県 
 9 宝積寺 様

 13 陽泉寺 様

 25 安洞院 様

 26 鎌秀院 様

 36 大正寺 様

 83 最禅寺 様

 85 松原寺 様

 98 常泉寺 様

 101 成林寺 様

 110 龍徳寺 様

 118 小原寺 様

 123 金剛院 様

 136 広修寺 様

 157 万持寺 様

 167 澄江寺 様

 174 龍穏院 様

 212 東林寺 様

 231 円通寺 様

 246 長徳寺 様

 274 龍門寺 様

 337 示現寺 様

 338 西光寺 様

 345 大用寺 様

 370 秀長寺 様

 374 常徳寺 様

 399 法界寺 様

 406 浄泉寺 様

 436 長福寺 様

  

●宮城県  
 1 昌伝庵 様

 18 東秀院 様

 35 龍雲院 様

 59 清水寺 様

 73 円満寺 様

 88 耕田寺 様

 94 秀麗齋 様

 177 珠光寺 様

 198 積雲寺 様

 203 洞雲院 様

 205 龍川寺 様

 252 福厳寺 様

 293 梅渓寺 様

 406 松岩寺 様

 420 玖光院 様

 427 双林寺 様

 432 耕田寺 様

 433 能持寺 様

  

●岩手県 
 1 報恩寺 様

 12 沼福寺 様

 13 長善寺 様

 17 清水寺 様

 21 恩流寺 様

 43 中興寺 様

 65 仁昌寺 様

 81 円城寺 様

 100 福蔵寺 様

 120 菅生院 様

 139 宝寿寺 様

 147 龍徳寺 様

 252 柳玄寺 様

 276 慈眼寺 様

 295 東海寺 様

 304 柳善院 様

 315 観音寺 様

  

●青森県 
 11 京徳寺 様

 22 恵林寺 様

 79 法光寺 様

 98 東光寺 様

 99 正法寺 様

 110 長昌寺 様

 166 高徳寺 様

 183 大乗寺 様

  

●山形県第１
 14 耕雲寺 様

 55 新龍寺 様

 91 昌林寺 様

 101 長泉寺 様

 104 長松院 様

 146 現福寺 様

 151 長谷寺 様

 194 龍護寺 様

  

●山形県第２
 285 泉髙院 様

 302 常光院 様

 328 龍澤寺 様

 329 髙国寺 様

 346 長福寺 様

  

●山形県第３
 438 西光寺 様

 596 永福寺 様

 611 妙楽院 様

 616 満福寺 様

 652 青陽院 様

 671 海禅寺 様

 718 長渕寺 様

 728 泉宝寺 様

 738 善應寺 様

  

●秋田県 
 10 歓喜寺 様

 19 闐信寺 様
 34 萬境寺 様

 93 正重寺 様

 136 長谷寺 様

 157 香積寺 様

 180 龍泉寺 様

 181 黄龍寺 様

 243 宝蔵寺 様

 246 福城寺 様

 279 宝昌寺 様

 287 正法院 様

 295 太平寺 様

 321 鏡得寺 様

秋田県曹洞宗青年会 様 

●北海道第１
 13 曹渓寺 様

 25 龍穏寺 様

 34 諦玄寺 様

 43 大円寺 様

 85 中央寺 様

 90 含笑寺 様

 94 曹源寺 様

 96 観音寺 様

 486 薬王寺 様

  

●北海道第２
 102 興禅寺 様

 181 永祥寺 様

 191 泰源寺 様

 338 大仙寺 様

  

●北海道第３
 151 大澤寺 様

 224 禅龍寺 様

 225 明光寺 様

 483 慈福寺 様

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
 18 大泉寺 様

 101 心月院 様

 105 鳳林寺 様

 108 永福寺 様

 171 髙岩寺 様

 180 正覚寺 様

 220 中央寺 様

 235 金光寺 様

 294 観栖寺 様

 317 龍雲寺 様

 334 竹林寺 様

 337 天澤院 様

 386 龍昌寺 様

  

●神奈川県第１
 245 極楽寺 様

 373 興禅院 様

  

●神奈川県第２
 5 天徳院 様

 75 徳善寺 様

 90 慈眼寺 様

 93 曹源寺 様

 151 正泉寺 様

  

●埼玉県第１
 16 慈眼寺 様

 59 長龍寺 様

 64 寿楽院 様

 67 宝国寺 様

 181 長光寺 様

 401 東竹院 様

 418 全久院 様

 441 金剛寺 様

  

●埼玉県第２
 254 見光寺 様

 331 曹源寺 様

 460 天正寺 様

 526 長福寺 様

  

●群馬県 
 20 竹芳寺 様

 115 無量院 様

 124 成孝院 様

 171 久昌寺 様

 194 善宗寺 様

 217 正泉寺 様

 292 光厳寺 様

 311 泉通寺 様

 333 大雲寺 様

 338 龍松寺 様

  

●栃木県 
 68 鶏足寺 様

 92 泉溪寺 様

 119 宗源寺 様

 129 明本寺 様

 131 高徳寺 様

 132 宗泉寺 様

 175 本光寺 様

 199 正覚寺 様

  

●茨城県 
 26 長福寺 様

 38 蒼龍寺 様

 60 圓通寺 様

 166 東光寺 様

 191 法光寺 様

 197 長龍寺 様

 209 本山寺 様 

 

●千葉県 
 5 東禅寺 様

 7 満蔵寺 様

 8 重俊院 様

 20 福寿院 様

 28 長福寺 様

 29 慶林寺 様

 70 昌福寺 様

 93 芳泰寺 様

 121 宝林寺 様

 194 中瀧寺 様

 198 太高寺 様

  

●山梨県 
 229 常幸院 様

 288 法雲寺 様

 558 安福寺 様

  

●静岡県第１
 45 常安寺 様

 126 一乗寺 様

 175 霊山寺 様

 201 重林寺 様

 421 盤脚院 様

 495 普門院 様

  

●静岡県第２
 268 昌徳院 様

 269 叢林寺 様

 300 東向寺 様

 325 海蔵寺 様

 331 大江院 様

 332 龍雲寺 様

 362 福泉寺 様

  

●静岡県第３
 608 養勝寺 様

 610 長源寺 様

 791 春林院 様

 833 安興寺 様

 871 永徳寺 様

 1194 円通寺 様

 1234 松久院 様

●静岡県第４
 1025 龍谷寺 様

 1129 隨縁寺 様

 1140 竹林寺 様

 1143 金剛寺 様

 1177 礼雲寺 様

  

●愛知県第１
 5 功徳院 様

 7 全香寺 様

 44 正福寺 様

 68 慈福寺 様

 91 法持寺 様

 96 全隆寺 様

 101 成福寺 様

 148 法泉寺 様

 166 東陽寺 様

 182 觀昌寺 様

 190 天桂寺 様

 262 圓昌寺 様

 313 長松寺 様

 628 霊岩寺 様

 629 神龍寺 様

 635 永澤寺 様

 1098 薬師寺 様

 1119 松月寺 様

 1256 大泉寺 様

  

●愛知県第２
 684 花井寺 様

 900 海蔵寺 様

 972 桂昌院 様

 997 真増寺 様

  

●愛知県第3
 428 寶珠院 様

 1105 仙翁寺 様

  

●岐阜県 
 36 薬王寺 様

 58 寿福寺 様

 102 桂昌寺 様

 139 長国寺 様

 154 瑞現寺 様

 167 正宗寺 様

  

●三重県第１
 24 一心院 様

 37 四天王寺 様

 77 新堂寺 様

 83 凉泉寺 様

 128 妙泉寺 様

 166 陽光寺 様

 188 廣泰寺 様

 298 慶蔵院 様

 364 観音寺 様

  

●三重県第２
 389 海岸寺 様

 391 永明寺 様

 393 光明寺 様

三重県第二曹洞宗青年会 様

  

●滋賀県 
 60 大雲寺 様

 128 幡岳寺 様

 186 三玄寺 様

  

●京都府 
 4 無学寺 様

 6 天寧寺 様

 26 岩屋寺 様

 34 神應寺 様

 73 春現寺 様

 75 智恵寺 様

 171 太虚寺 様

 238 洞楽寺 様

 354 蓮華寺 様

 389 万福寺 様

  

●大阪府 
 10 梅旧院 様

 26 天徳寺 様

 31 正泉寺 様

 61 大廣寺 様

 98 吉祥院 様

 109 法蔵寺 様

  

●兵庫県第１
 14 禅昌寺 様

 315 長松寺 様

 340 永春寺 様

 341 常厳寺 様

  

●兵庫県第２
 150 円成寺 様

 173 瑞雲寺 様

 188 興禅寺 様

 217 長福寺 様

  

●岡山県 
 2 海徳寺 様

 16 善福寺 様

 28 洞松寺 様

 128 楊柳寺 様

 181 宝樹寺 様

  

●広島県 
 22 光禅寺 様

 46 雙照院 様

 144 仲蔵寺 様

 150 無量寺 様

 185 明福寺 様

  

●山口県 
 25 弘済寺 様

 120 長徳寺 様

 158 泉福寺 様

 213 高林寺 様

  

●鳥取県 
 3 昌福寺 様

 82 吉祥院 様

 146 妙楽寺 様

 153 法蔵寺 様

 159 大祥寺 様

 162 梅翁寺 様

  

●島根県第１
 332 興源寺 様

  

●島根県第２
 6 善福寺 様

 42 常徳寺 様

 63 龍覚寺 様

 66 浄心寺 様

 77 本覚寺 様

 96 瑞龍院 様

 98 法船寺 様

 157 慶用寺 様

 195 總光寺 様

  

●愛媛県 
 18 陽春院 様

 79 成福寺 様

 96 安穏寺 様

 111 大通寺 様

賛助費浄納御芳名簿
平成21年
10
31

8
1 ～



生
と
死
が
手
を
結
ぶ
に
は

飯
島
○
以
前
拝
読
し
た
先
生
の
玉
稿

に「
生
と
死
が
手
を
結
ぶ
に
は
、
病
院

の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

（
大
切
な
人
を
亡
く
し
た
悲
嘆
の
ケ
ア

に
関
す
る
会
議
・
打
ち
合
わ
せ
）に
患

者
の
菩
提
寺
の
住
職
を
呼
ぶ
こ
と
か

ら
始
め
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思
い
ま

す
」と
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

よ
う
な
形
で
、
仏
教
者
が「
苦
の
現
場

の
ケ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
一
員
で
あ
る
」と

い
う
意
識
を
持
ち
、
菩
提
寺
と
檀
家

と
い
う
関
係
を
超
え
て
、
人
間
対
人

間
の
お
つ
き
あ
い
が
は
じ
ま
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
緩
和
ケ
ア
病
棟
で
働
い
て
い
た

と
き
に
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
、

「
菩
提
寺
の
ご
住
職
を
お
呼
び
し
て
話

を
し
て
い
た
だ
け
た
ら
」と
考
え
ま
し

た
が
、
実
現
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
実
現
で
き
た
ら
、
緩

和
ケ
ア
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の

現
場
に
於
い
て
、
医
療
サ
イ
ド
に
於

い
て
も
、
仏
教
サ
イ
ド
に
於
い
て
も

大
き
な
変
化
に
繋
が
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
が
、
普
門
院
診
療

所
様
に
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
話
し
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

田
中
○
患
者
が
入
院
し
た
ら
菩
提
寺
に

連
絡
を
し
て
、
将
来
葬
儀
を
担
当
す
る

こ
と
に
な
る
僧
侶
に
御
見
舞
に
来
て
も

ら
う
、
こ
れ
が
本
来
あ
る
べ
き
病
院
と

菩
提
寺
の
関
係
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
現
在
日
本
の
僧
侶
は
寺
院
に
引
き

こ
も
っ
て
い
て
、
そ
の
実
現
が
難
し
い

状
況
で
す
。
私
達
は
平
成
8
年
に
、
老

写真右：
普門院診療所内の
リハビリ施設

写真下：
通所介護事業所『中善坊』

ダイアローグ9“医信同源”の診療所（後編）
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。

人
保
健
施
設「
看
清
坊
」を
作
っ
た
と
き

に
、
ま
ず
老
健
に
来
て
貰
う
こ
と
か
ら

医
療
と
菩
提
寺
の
連
携
を
始
め
よ
う
と

考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
看
清
坊
の
落
成

式
に
宗
教
関
係
者
を
招
待
し
ま
し
た
。

そ
の
時
の
案
内
状
に「
檀
家
さ
ん
や
信

徒
さ
ん
が
入
所
さ
れ
た
時
に
は
、
本
人

あ
る
い
は
保
護
者
の
同
意
を
得
て
、
入

所
さ
れ
た
旨
を
連
絡
さ
せ
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す―

限
ら
れ
た
命
を
生
き

る
宗
教
的
な
支
え
を
、
貴
寺
社
教
会
等

で
の
み
な
ら
ず
、
老
健
施
設
看
清
坊
に

出
向
か
れ
て
行
っ
て
頂
け
ま
す
よ
う
御

願
い
申
し
あ
げ
ま
す
」と
書
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
入
所
面
接
時
に
書
面
で
菩

提
寺
と
、
そ
の
連
絡
の
可
否
を
聞
く

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。

D i a l o g 　 w i  t h 　 A M A N S

詳細は『般若』ウェブサイトにて！！ 全曹青 検索

普門院診療所
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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

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

D i a l o g 　 w i  t h 　 A M A N S

よ
う
に
し
ま
し
た
。
実
際
に
来
て
く

れ
た
宗
教
者
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
何
度
か
仏
教
僧
侶

が
来
ら
れ
て
、
看
清
坊
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で

紹
介
さ
れ
た
と
き
に
は
、
僧
侶
が
入

所
者
の
と
こ
ろ
に
訪
問
し
て
い
る
場

面
も
放
映
さ
れ
ま
し
た
。
日
曜
日
に

は
教
会
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
キ
リ

ス
ト
教
の
信
者
が
遠
方
か
ら
入
所
さ

れ
た
と
き
、
本
人
の
希
望
で
近
く
の

キ
リ
ス
ト
協
会
に
連
絡
し
て
牧
師
さ

ん
に
来
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。

　

現
在
も
入
所
面
接
時
に
は
同
じ
質

問
用
紙
を
用
い
て
菩
提
寺
へ
の
連
絡

の
可
否
を
聞
い
て
い
ま
す
が
、
菩
提

寺
へ
連
絡
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
現
在
長

期
間
活
動
を
停
止
し
た
状
態
の
益
子

町
仏
教
会
に
働
き
か
け
て
、
再
度
連

携
の
お
願
い
を
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
現
在
改
築
予
定
の

寺
の
建
物
が
完
成
し
た
落
成
式
が
そ

の
チ
ャ
ン
ス
と
考
え
て
い
ま
す
。

医
療
の
現
場
を
学
ぶ

飯
島
○
臓
器
移
植
法
案
改
正
に
つ
い

て
の
記
事
を
拝
読
し
た
中
で
は「
菩
提

寺
の
住
職
は
死
に
ゆ
く
苦
の
現
場
に

行
く
べ
き
で
す
。
積
極
的
に
倫
理
委

員
会
の 

委
員
に
も
な
っ
て
責
任
の
一

端
を
担
い
ま
し
ょ
う
」と
書
い
て
お
ら

れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
私
た
ち
仏
教

者
に
と
っ
て
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。
こ
れ
を
実
現
さ
せ
る

た
め
に
は
、
仏
教
者
と
し
て″
苦
し
み

の
現
場
〞に
つ
い
て
勉
強
す
る
こ
と
も

必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
が
、
地
域

の
仏
教
者（
お
寺
の
住
職
さ
ま
等
）を

対
象
と
し
た
勉
強
会
な
ど
を
開
催
し

て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

田
中
○
医
療
の
現
場
に
つ
い
て
僧
侶

は
勉
強
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
私
自
身
が
地
域
で
勉
強
会
を
開

く
こ
と
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
私
は

大
正
大
学
の
非
常
勤
講
師
と
し
て
、
平

成
3
年
か
ら
学
生
に
医
療
と
仏
教
の

講
義
を
し
て
い
ま
す
。

　

数
年
前
、
学
長
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
ケ
ア
・
ワ
ー
カ
ー
を
育
て
る
講
座

を
作
る
提
案
を
し
て
、
そ
の
実
現
の

方
向
に
動
き
か
け
た
の
で
す
が
未
だ

実
現
し
て
い 

ま
せ
ん
。
高
野
山
大
学

に
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
学
科
が

で
き
て
、
大
学
が
主
催
す
る「
21
世
紀

高
野
山
医
療
フ
ォ
ー
ラ
ム
」で
は
私
も

以
前
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
大
学
で
6
年

間
宗
教
と
哲
学
を
学
ん
で
神
父
の
資

格
を
得
た
後
に
、
2
年
間
医
療
に
関

し
て
学
ん
で
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
・

ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
取
得
し
ま
す
。
さ

ら
に
バ
チ
カ
ン
で
は
毎
年
世
界
中
か

ら
カ
ト
リ
ッ
ク
医
療
従
事
者
が
集
ま

っ
て
3
日
間
の
勉
強
会
を
開
い
て
い

ま
す
。
全
日
本
仏
教
会
の
推
薦
で
私

も
そ
こ
に
招
待
さ
れ
て
仏
教
の
立
場

を
発
表
し
ま
し
た
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
ケ
ア
・
ワ
ー
カ
ー
を
育
て
る
講
座

を
全
日
本
仏
教
会
で
つ
く
れ
た
ら
よ

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

写真上：西明寺山門（重文）

写真右下：西明寺境内にあ
る笑い閻魔（なぜ笑うかは
ホームページ参照）

写真左下：西明寺本堂内（厨
子は国重文）
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曹
洞
宗
の
袈
裟
に
学
ぶ

戦
国
期
か
ら
江
戸
中
期
の
掛
絡

��
愛
知
学
院
大
学
教
授　

川
口
高
風

比
城
主
信
俊
が
佐
久
間
信
盛
の
讒ざ
ん

言げ
ん

に

よ
り
織
田
信
長
の
命
で
大
坂
の
四
天
王

寺
に
お
い
て
切
腹
し
た
。
そ
の
子
の
小

金
丸
、
吉
安
丸
も
佐
久
間
の
手
勢
で
攻

め
ら
れ
落
命
し
た
。
そ
の
た
め
一
周
忌

法
要
の
時
、
当
時
の
洞
雲
院
住
職
で
あ

っ
た
二
世
久
山
昌
察
へ
寄
附
さ
れ
た
も

の
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　

大
掛
絡
は
緑
色
菊
及
び
花
柄
の
金
襴

で
あ
る
。
田
相
は
縦
四
十
八・五
セ
ン
チ
、

横
七
十
四
セ
ン
チ
で
、
竿さ
お

の
幅
は
内
外

側
と
も
に
十
二
セ
ン
チ
、
内
側
の
左
竿

に
環
が
つ
い
て
い
る
。
マ
ネ
キ
は
縦

二
十
四
セ
ン
チ
、
横
二
十
一・五
セ
ン
チ

の
長
方
形
で
、
竿
と
は
一
カ
所
だ
け
綴

っ
て
あ
る
。
裏
は
額
の
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
縁え
ん

の
幅
が
十
セ
ン
チ
、
額
の
部

分
は
小あ
ず
き豆
色
の
絹
で
あ
る
。

　
マ
ネ
キ
の
裏
書
に
は
、

　
　

附
与
嗣
法
小
師

　
　
　

新
命
魯
雄
長
老

　
　
　

前
永
平
覚
雄
書

　
　
　

宝
暦
七
季
丑
三
月
退
院
日

と
あ
り
、
宝
暦
七
年（
一
七
五
七
）三
月

に
八
世
覚
雄
海
満
よ
り
九
世
豪
選
魯
雄

へ
附
与
さ
れ
て
お
り
、
洞
雲
院
の
伝
衣

に
も
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
の
曹
洞
宗
の
大
掛
絡
と
比
べ
て

み
る
と
、
額
の
布
が
白
衣
で
あ
る
こ
と

や
マ
ネ
キ
の
飾
り
糸
が
折
れ
松
葉
で
あ

る
こ
と
以
外
は
よ
く
似
て
い
る
。
た
だ

し
、
当
時
の
搭
け
方
は
前
に
搭
け
た
か
、

横
に
搭
け
た
か
、
背
後
に
搭
け
た
か
は

不
詳
で
あ
る
。（
図
2
）

　

次
に
千
姫
の
所
用
し
て
い
た
五
条
袈

裟
が
あ
る
。
こ
れ
は
浄
土
宗
の
威い

儀ぎ

細ぼ
そ
、

大お
お
ご
じ
ょ
う

五
条
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
禅
宗
の

大
掛
絡
に
あ
た
る
。
千
姫
は
二
代
将
軍

秀
忠
と
浅
井
長
政
三
女
お
江ご
う
の
長
女
で
、

天
下
の
美
女
と
称
さ
れ
た
。
千
姫
の
遺

物
と
し
て
弘ぐ
ぎ
ょ
う
じ
経
寺（
茨
城
県
常
総
市
豊
岡

町
）に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
葵
あ
お
い

紋も
ん

が
つ

い
た
金
襴
で
あ
る
。
田で
ん

相そ
う

の
縦
は

三
十
四
セ
ン
チ
、
横
は
四
十
八
セ
ン
チ

で
、
縁
は
七
セ
ン
チ
、
竿
の
幅
は
内
外

と
も
九・五
セ
ン
チ
、
長
さ
は
約
一
一
二

18

セ
ン
チ
で
、
環
は
な
い
。
マ
ネ
キ
は
浄

土
宗
で「
威
儀
ど
め
」と
も
い
わ
れ
て
お

り
、
縦
十
四・八
セ
ン
チ
、
横
十
三
セ
ン

チ
で
あ
る
。
飾
り
糸
で
表
は

、
裏
は

と
な
っ
て
い
る
。
裏
は
額
が
あ
り
白

絹
と
な
っ
て
い
る
。（
図
3
）

　

千
姫
は
七
歳
で
豊
臣
秀
頼
に
嫁
し
、

大
坂
城
に
住
ん
で
い
た
が
、
落
城
に
際

し
て
辛
く
も
救
い
出
さ
れ
、
翌
年
に
桑

名
城
主
本
多
忠
政
の
嫡
男
忠
刻
に
再
嫁

し
、
忠
政
が
姫
路
城
主
と
な
る
の
に
従

っ
て
夫
と
と
も
に
姫
路
に
赴
い
た
。
し

か
し
、
長
男
は
早
世
し
、
夫
忠
刻
も
寛

永
三
年（
一
六
二
六
）に
亡
く
な
っ
た
た

め
江
戸
へ
戻
り
、
十
二
月
に
落
ら
く
し
ょ
く飾し
て

天
樹
院
と
号
し
た
。
そ
の
戒
師
を
勤
め

た
の
が
弘
経
寺
十
世
照
誉
了
覚
で
、
千

姫
は
弘
経
寺
を
菩
提
寺
と
定
め
、
本
堂
、

鐘
楼
、
中
門
な
ど
の
再
建
に
多
大
な
寄

進
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
大
五
条
は
、

落
飾
し
た
寛
永
三
年（
一
六
二
六
）十
二

月
以
後
、
亡
く
な
る
寛
文
六
年（
一
六
六

六
）迄
の
間
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

　

戦
国
期
か
ら
江
戸
中
期
に
か
け
て
の

掛か

絡ら

の
形
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
初
に
於お

大だ
い（

一
五
二
八
―
一
六
〇
二
）

の
方
が
寄
附
し
た
も
の
、
次
に
千せ
ん
ひ
め姫

（
一
五
九
七
―
一
六
六
六
）が
所
用
し
て

い
た
も
の
、
そ
の
次
に
徳
川
綱
吉

（
一
六
四
六
―
一
七
〇
九
）の
着
用
し
た

羽
織
を
仕
立
て
直
し
て
作
っ
た
掛
絡
を

み
て
み
よ
う
。

　

於
大
は
四
代
緒お

川が
わ

城
主
水
野
忠
政
の

二
女
で
、
岡
崎
城
主
松
平
広
忠
に
嫁
ぎ
、

徳
川
家
康
を
生
ん
だ
。
し
か
し
、
離
縁

さ
れ
て
阿あ

久ぐ

比い

城
主
久
松
俊
勝
に
再
嫁

し
た
戦
国
期
の
波
乱
な
生
涯
を
お
く
っ

た
人
で
あ
る
。
洞
雲
院（
愛
知
県
知
多
郡

阿
久
比
町
）
に
所
蔵
す
る
大お
お

掛が

絡ら

の
環

に
は「
天
正
六
寅
八
月
二
十
八
日　
俊
勝

御
奥
寄
附
」（
図
1
）と
墨
書
き
さ
れ
て
お

り
、
天
正
六
年（
一
五
七
八
）八
月

二
十
八
日
に
久
松
俊
勝
の
室
於
大
が
寄

附
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
寄
附
さ
れ
た
か
と
い
う

と
、
前
年
の
同
五
年
に
庶し
ょ

長ち
ょ
う

子し

の
阿
久

ろ
う
。

　

次
に
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
と
御み
だ
い
ど
こ
ろ

台
所

（
正せ
い
し
つ室

信の
ぶ
こ子

）か
ら
拝
領
し
た
大
掛
落
が

三
肩
あ
る
。
二
肩
は
綱
吉
の
羽
織
を
仕

立
て
直
し
て
作
っ
た
も
の
で
、
一
肩
は

御
台
所
が
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
と

も
に
元
禄
十
三
年（
一
七
〇
〇
）四
月

十
八
日
に
神
応
寺（
京
都
八
幡
市
八
幡
西

高
坊
）
十
九
世
廓か
く

翁お
う

鉤こ
う

然ね
ん
が
拝
領
し
て

い
る
。
廓
翁
は
神
応
寺
の
伽
藍
や
什
器

類
を
整
備
し
、
常
恒
会
地
の
寺
格
を
得

て
復
興
し
た
人
で
あ
る
。
そ
の
復
興
に

尽
力
し
た
の
が
右う

衛え

門も
ん
の

佐す
け
で
、
右
衛
門

佐
は
水み

な

せ
無
瀬
中
納
言
氏
信
の
女
で
あ
っ

た
。
初
め
常
磐
井
と
号
し
、
霊
元
天
皇

中
宮
新
上
西
門
院
鷹
司
房
子
の
侍
女
で

あ
っ
た
。
綱
吉
の
御
台
所
が
鷹
司
家
よ

り
迎
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
数
多
の
官

女
よ
り
才
知
あ
る
女
房
を
と
選
ば
れ
関

東
に
下
向
し
、
名
を
右
衛
門
佐
と
改
め

た
。
右
衛
門
佐
が
大
奥
に
あ
が
っ
た
背

景
に
は
、
城
中
の
御
台
所
と
鶴
姫
生
母

で
あ
る
側
室
お
伝
の
方
と
の
対
立
が
あ 



り
、
才
色
兼
備
で
知
ら
れ
た
右
衛
門
佐

が
、
御
台
所
付
き
と
し
て
都
か
ら
呼
び

寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
御
台
所
に
年

寄
り
と
し
て
近
侍
し
、
惣
女
中
頭
と
な

り
千
石
を
賜
っ
て
い
る
。

　

右
衛
門
佐
は
廓
翁
に
帰
依
し
て
い
た

た
め
、
神
応
寺
の
復
興
に
あ
た
り
、
右

衛
門
佐
が
御
台
所
を
通
じ
て
将
軍
へ
と

り
な
し
勧
化
に
協
力
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
た
め
廓
翁
は
彼
女
に
対
し
、

卒
後
に
石
塔
を
建
て
永
代
供
養
料
と
し

て
全
二
十
両
を
寺
納
し
謝
恩
の
意
を
表

し
て
い
る
。

　

綱
吉
の
羽
織
を
仕
立
て
直
し
た
掛
絡

の
一
肩
は
、
紅
地
の
唐
織
で
田
相
が
縦

四
十
セ
ン
チ
、
横
六
十
セ
ン
チ
、
竿
の

19

長
さ
は
外
側
が
一
三
一
セ
ン
チ
、
内
側

は
一
二
九・五
セ
ン
チ
、
幅
は
外
側
十
一

セ
ン
チ
、
内
側
十・五
セ
ン
チ
、
内
側
の

左
に
細
い
象
牙
の
環
が
つ
い
て
い
る
。

裏
は
全
体
が
白
布
で
、
マ
ネ
キ
の
飾
り

糸
の
図
柄
は
表
が

、
裏
は

で
あ
る
。

（
図
4
・
5
）

　

も
う
一
肩
は
赤
地
の
金
襴
で
、
田
相

が
縦
四
十
一
セ
ン
チ
、
横
五
十
七・八
セ

ン
チ
、
竿
の
長
さ
は
外
側
が
一
二
七・五

セ
ン
チ
、
内
側
は
一
二
六・
八
セ
ン
チ
、

幅
は
外
側
が
十
一・四
セ
ン
チ
、
内
側
は

十
一・三
セ
ン
チ
で
、
や
は
り
左
の
内
側

に
象
牙
の
環
が
つ
い
て
い
る
。
裏
は
や

は
り
全
体
が
白
布
で
、
マ
ネ
キ
の
飾
り

糸
は

で
あ
る
。（
図
6
・
7
）

図1　墨書きされた環

　

三
肩
目
は
御
台
所
よ
り
寄
進
さ
れ
た

も
の
で
、
黒
地
の
広
東
鍛
子
で
あ
る
が
、

田
相
は
破
損
し
て
い
る
た
め
、
条
相
が

確
か
で
な
い
。
裏
布
は
薄
茶
色
の
一
枚

布
で
、
裏
布
よ
り
測
っ
た
田
相
の
大
き

さ
は
縦
三
十
七
セ
ン
チ
、
横
六
十
二・六

セ
ン
チ
、
竿
の
幅
は
外
側
が
十・二
セ
ン

チ
、
内
側
が
四・八
セ
ン
チ
で
あ
る
。
初

め
は
環
が
つ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

現
在
は
な
い
。
マ
ネ
キ
の
飾
り
糸
は
、

表
が

、
裏
は

と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
、
戦
国
期
か
ら
江
戸
中
期
の
大

掛
絡
、
大
五
条
の
伝
承
と
形
態
を
な
が

め
て
き
た
が
、
曹
洞
宗
寺
院
に
所
蔵
す

る
於
大
の
寄
附
し
た
大
掛
絡
と
綱
吉
御

台
所
の
寄
進
し
た
大
掛
絡
は
と
も
に
田

相
、
竿
、
マ
ネ
キ
も
大
き
く
環
が
つ
い

て
い
る
。
し
か
し
、
於
大
の
掛
絡
は
裏

面
が
額
で
浄
土
宗
と
同
じ
で
あ
り
、
現

在
の
曹
洞
宗
の
掛
絡
と
も
同
じ
で
あ
る
。

御
台
所
の
掛
絡
は
裏
布
が
全
体
を
お
お

っ
て
い
る
た
め
、
臨
済
宗
の
掛
絡
と
同

じ
で
あ
る
。
マ
ネ
キ
の
飾
り
糸
は
、
於

大
の
掛
絡
が
一
カ
所
綴
っ
て
あ
る
の
み

で
あ
る
。
し
か
し
、
御
台
所
の
掛
絡
は

千
姫
の
大
五
条
の
よ
う
に

で
あ
り
浄

土
宗
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
浄

土
宗
、
臨
済
宗
、
曹
洞
宗
の
折
衷
し
た

掛
絡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
も
に
曹
洞
宗
寺
院
に
伝
承
さ
れ
歴

住
の
搭
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
現

在
の
曹
洞
宗
の
大
掛
絡
に
な
る
前
段
階

の
掛
絡
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。

図2　前から搭けた於大の掛絡図3　千姫の所用した大五条図4　神応寺蔵の掛絡（イ）

図5　（イ）のマネキ図6　神応寺蔵の掛絡（ロ）

図7　（ロ）の裏



め
ぐ
り

め
ぐ
り

寺

街

瑞
雲
萬
歳
山

大
寧
護
國
禅
寺
を

　
　
　
　
　

訪
ね
て

応
永
十
七（
一
四
一
〇
）年
、
大
内
家
の
支
族
鷲わ
し
の

頭う
ず

弘
忠
公
が
石せ
き

屋お
く

真し
ん

梁り
ょ
う

禅
師
を
開
山
に
迎
え
開
創
し
た
。
か
つ
て
は
六
百
数
十
ヶ
寺
に
及
ぶ
末
寺

を
有
す
る
僧
録
寺
と
し
て
栄
え
、
大
内
氏
断
絶
後
も
毛
利
氏
の
菩
提
寺
と

し
て
繁
栄
の
道
を
歩
む
。
し
か
し
明
治
以
降
、
藩
の
庇
護
は
断
た
れ
た
。

今
年
、開
創
六
百
年
を
迎
え
る
大
寧
寺
で
は
、記
念
行
事
に
向
け
て
の
様
々

な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

時
代
の
節
目
を
乗
り
越
え
、

六
百
年
の
歴
史
を
刻
む

時
代
と
共
に
栄
え
、

移
り
過
ぎ
た
六
百
年
の
歴
史

　

創
建
は
、
今
か
ら
六
百
年
前
の
応
永

十
七（
一
四
一
〇
）年
。
周す

防お
う

長
門（
現
、
山

口
県
）の
守
護
大
名
大
内
氏
の
支
族
、
鷲わ
し

頭の
う
ず

弘
忠
公
が
石せ
き

屋お
く

真し
ん

梁
り
ょ
う

禅
師
を
開
山
に

迎
え
、
開
創
し
た
。
そ
れ
か
ら
の
永
い
歴

史
の
中
、
い
く
つ
も
の
時
代
の
節
目
を
乗

り
越
え
て
き
た
僧
院
で
あ
る
。

　

石
屋
禅
師
が
南
北
朝
に
分
か
れ
た
皇
室

を
合
一
す
る
使
僧
と
し
て
尽
力
し
た
こ
と

を
礎
に
、
か
つ
て
は
全
国
六
百
数
十
ヵ
寺

に
及
ぶ
末
寺
を
有
す
る
僧
録
寺
と
し
て
栄

え
、
そ
の
壮
麗
美
観
は「
西
の
高
野
」と
称

さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
山
口

の
栄
華
を
極
め
た
大
内
氏
が
滅
び
る
と
共

取材にご協力をいただいた皆様。五十三世・岩田
啓靖老師を中央に、右が大寧寺寺務の大庭龍偲氏、
左が全曹青広報委員の伊藤暢道師

本堂  寛永17（1640）年の野火で焼け残った衆寮（僧の寄宿寮）を文政12（1829）年に移築したもの（県指定有形文化財）

山門の礎石
山門は、寛永17（1640）年の野火で焼失したのち、
延宝5（1677）年益田元尭公によって再建されたが明
治末期に倒壊、現在は礎石が残るのみ

取材・文：小林桂子　撮影：小倉直子

に
、
大
寧
寺
も
ま
た
焼
き
払
わ
れ
た
。
大

内
氏
三
十
一
代
当
主
大
内
義
隆
が
、
そ
の

家
臣
、
陶す
え

晴は
る

賢た
か

の
謀
反
に
よ
っ
て
菩
提
寺

で
あ
る
大
寧
寺
ま
で
逃
げ
延
び
、
こ
の
地

で
自
刃
し
た
の
は
天
文
二
十（
一
五
五
一
）

年（
大
寧
寺
の
変
）。
そ
の
後
、
陶
氏
を
破

っ
た
毛
利
元
就
に
よ
っ
て
お
寺
は
再
建
さ

れ
た
が
、
徳
川
幕
府
に
よ
る
宗
教
政
策
や

寛
永
十
七（
一
六
四
〇
）年
の
野
火
に
よ
る

再
度
の
焼
失
、
さ
ら
に
は
明
治
維
新
の
神

仏
分
離
政
策
な
ど
、
数
々
の
時
代
の
波
乱

を
乗
り
越
え
な
が
ら
も
、
明
治
以
降
は
藩

の
庇
護
を
失
い
、
繁
栄
は
終
焉
を
告
げ
た
。

　

今
年
、
開
創
六
百
年
を
迎
え
る
大
寧
寺

で
は
、
波
乱
の
時
代
の
中
で
失
わ
れ
た
山

門
を
は
じ
め
七
堂
伽
藍
の
再
建
や
墓
碑
の

整
備
な
ど
、
か
つ
て
の
姿
の
再
現
に
向
け

山号額と寺号額
本堂入口に掲げられた「山号額」と「寺号額」。

長門湯本

礼湯

恩湯

萩焼深川窯元
大寧寺

おとずれ川

美祢線

俵山▶

美祢▶

◀長門
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大内義隆主従の墓
本堂裏の山腹（遊仙窟）に祀られている。十三世・
異
い

雪
せ つ

禅師の計らいで、行水・白装束で法話を聴い
た時、追っ手は既に寺を囲んでいたという

た
取
り
組
み
が
懸
命
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

豊
川
稲
荷
も
勧
請
祭
祀
さ
れ

た
見
ど
こ
ろ
の
多
い
境
内

　

大
寧
寺
の
境
内
に
は
、
約
三
百
基
も
の

墓
碑
が
点
在
す
る
。
こ
の
地
で
命
を
絶
っ

た
大
内
義
隆
は
じ
め
家
臣
の
墓
の
他
、
毛

利
家
家
臣
の
分
骨
墓
、
上
杉
憲の
り

実ざ
ね

の
墓
も

あ
る
。
足
利
学
校
や
金
沢
文
庫
の
再
興
で

知
ら
れ
る
関
東
管
領
上
杉
憲
実
が
政
争
に

疲
れ
出
家
、
こ
の
地
に
辿
り
着
い
た
の
は

享
徳
元（
一
四
五
七
）年
。
四
世
・
竹ち
っ

居き
ょ

禅

師
の
弟
子
と
な
り
、
寛
正
七（
一
四
六
六
）

年
に
こ
の
寺
で
亡
く
な
っ
た
。
他
に
も
萩

藩
家
臣
や
そ
の
妻
の
墓
な
ど
が
多
数
あ
り
、

こ
れ
ら
の
調
査
・
研
究
は
現
在
も
続
け
ら

れ
て
い
る
。

　

歴
史
的
見
ど
こ
ろ
の
多
い
境
内
に
は
、

大
内
義
隆
が
自
ら
の
顔
を
映
し
て
最
後
を

悟
っ
た
と
云
わ
れ
る「
姿
見
の
池
」や
、
そ

の
時
か
ぶ
と
を
掛
け
た
と
さ
れ
る「
か
ぶ

と
掛
け
岩
」が
残
り
、
ま
た
本
堂
に
通
じ

る
第
一
の
橋「
盤ば
ん

石
じ
ゃ
く

橋き
ょ
う」は

山
口
県
三
奇
橋

の
一
つ
に
も
数
え
ら
れ
、
造
形
美
だ
け
で
な

く
建
築
史
上
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
大
寧
寺
を
語
る
上
で
も
う
一

つ
外
し
て
な
ら
な
い
の
が「
長
門
豊
川
稲

荷
」で
あ
る
。
幕
末
の
文
久
三（
一
八
六
三
）

年
、
朝
廷
と
の
対
立
か
ら
都
を
追
わ
れ
た

七
人
の
公く
ぎ
ょ
う卿

の
一
人
、
三
条
実さ
ね

美と
み

卿
を
保

護
し
た
の
が
四
十
五
世
・
簣き
う
ん
た
い
じ
ょ
う

運
泰
成
禅
師

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
明
治
維
新
後
の
兵

制
改
革
に
抵
抗
し
た「
長
州
諸
隊
の
乱
」を

擁
護
し
た
こ
と
か
ら
亡
命
し
、
豊
川
の

妙み
ょ
う
ご
ん
じ

厳
寺
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
簣

運
禅
師
が
、
当
時
の
神
仏
分
離
政
策
か
ら

豊
川
稲
荷
を
守
ろ
う
と
救
済
を
求
め
た
政

府
要
人
の
中
に
三
条
卿
と
多
く
の
長
州
人

が
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
お
蔭
で
危
機
を

救
わ
れ
、
そ
の
奇
縁
か
ら
大
寧
寺
に
分
霊

を
祀
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

秋
に
は
紅
葉
、
春
に
は
桜
が
咲
き
誇
る

境
内
に
は
訪
れ
る
人
が
絶
え
な
い
が
、
新

緑
の
六
月
も
ひ
と
際
美
し
い
景
色
が
楽
し

め
る
と
い
う
。

毛利家家臣の墓群
参道に通じる山手斜面に広がる墓碑群。郷土文化
研究会の調査で約300基の墓石が確認された

姿見の池
大内義隆公が自らの顔を映して最後を悟っ
たとされる池

かぶと掛け岩
池に顔を映す際、脱いだかぶとを掛けたと
される岩

盤石橋
本堂に通じる第一
の橋。自然石を組
み合わせた造りで
山口県三奇橋の一
つとされる。寛文
8（1688）年の架橋

十六羅漢
境内に配置された羅漢像。制作年は定かではないが延宝5（1677）年頃と
思われる

お手伝いをいただいた山口曹青の大庭俊
洞師（左）と大寧寺徒弟の山口周和師

薬師如来像（歴史資料館「虎
渓殿」内）

開山、石屋真梁禅師（「開山堂」
内）

長門豊川稲荷禅宮。右は参道の千本のぼり
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地
元
の
人
の
交
流
ス
ポ
ッ
ト

「
恩お

ん

湯と
う

」と「
礼れ

い

湯と
う

」

　

大
寧
寺
三
世
・
定
じ
ょ
う

庵あ
ん

禅
師
が
月
の
夜
、

寺
の
周
り
を
散
歩
し
て
い
る
と
石
の
上
で

坐
禅
を
組
む
老
人
と
出
会
う
。
こ
の
老
人

こ
そ
、
長
門
一
宮（
下
関
）の
住
吉
大
明
神

で
あ
り
、
老
人
は
そ
の
後
仏
道
を
修
め
た
。

定
庵
禅
師
か
ら
菩ぼ

薩さ
つ

戒か
い

を
受
け
た
法
恩
に

報
い
る
た
め
、「
山
の
奥
に
温
泉
を
出
し
て

お
き
ま
し
た
」と
告
げ
た
あ
と
、
竜
の
姿
と

な
っ
て
雲
の
上
に
か
き
消
き
え
た
。

　

こ
れ
が
湯
本
温
泉
開
湯
の
謂
わ
れ
と
さ

れ
て
い
る
が
、
二
つ
の
公
衆
浴
場「
恩
湯
」

と「
礼
湯
」は
、
今
で
は
地
元
の
人
の
コ
ミ

千代橋のたもとに建つ
「恩湯」。脇の坂道を登る
と「礼湯」へ。夜はネオン
がライトアップ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
賑
わ

っ
て
い
る
。
ま
た
、
浴
槽
内
に
は
大
明
神

の
像
が
祀
ら
れ
、
湯
に
つ
か
る
と
ご
利
益

が
あ
る
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。

　

開
湯
は
、
お
よ
そ
六
百
年
前
の
応
永

三
十
四（
一
四
二
七
）年
、
山
口
県
で
も
っ

と
も
古
い
温
泉
で
あ
る
。

明
暦
三（
一六
五
七
）年
創
業

萩
焼 

深
川
窯
の
始
ま
り

　

そ
の
歴
史
は
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
さ
か

の
ぼ
り
、
文
禄
・
慶
長
の
役
に
朝
鮮（
李
朝
）

陶
工
を
連
れ
帰
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
萩

で
は
、
毛
利
輝
元
が
松
本
村
に
藩
窯
を
創

設
し
、
李り
し
ゃ
っ
こ
う

勺
光
・
李
敬
兄
弟
が
焼
い
た
の

が
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
約
半
世
紀

後
の
明
暦
三（
一
六
五
七
）年
、
藩
の
許
し

を
得
て
深
川
三
ノ
瀬
の
地
に「
三
ノ
瀬
焼

物
所
」が
開
窯
さ
れ
た
。
三
ノ
瀬
焼
物
所

は
、
当
初
よ
り「
自
分
焼（
自
家
営
業
）」が

認
め
ら
れ
た
半
官
半
民
の
性
格
を
も
っ
て

お
り
、
松
本
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
松
本
の
御
用
窯
を「
松
本
窯
」と
呼

ぶ
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は「
深
川
窯
」と
呼

ば
れ
て
い
る
。
現
在
、
湯
本
三
ノ
瀬
に
は

五
戸
の
窯
元
が
あ
る
。

　

今
年
五
月
、
開
創
六
百
年
を
迎
え

る
大
寧
寺
で
は
、
五
月
九
日
〜
十
三

日
の
五
日
間
、
大
授
戒
会
の
行
事
が

開
催
さ
れ
る
。

　

戒
と
は
、「
人
間
と
し
て
守
る
べ
き

良
い
生
活
習
慣
」を
意
味
し
、
お
釈
迦

さ
ま
が
弟
子
た
ち
に
戒
法
を
授
け
た

儀
式
が
今
日
に
ま
で
伝
え
ら
れ
、
授

戒
会
の
大
切
な
修
行
の
場
と
さ
れ
た

5月
9～13日

開
創
六
百
年
記
念
報
恩
大
授じ

ゅ

戒か
い

会え

「
食じ

き

と
温ぬ

く

も
り
の
お
授じ

ゅ

戒か

い

」

も
の
で
あ
る
。
当
日
は
、
曹
洞
宗
大

本
山
總
持
寺
よ
り
戒か

い

師し

様
を
お
迎
え

し
て
執
り
行
わ
れ
る
。 

 

「
食
と
温
も
り
」と
題
す
る
今
回
の
授

戒
会
は
一
般
の
方
を
対
象
と
し
、
食

事
は
当
寺
が
心
を
込
め
て
提
供
す
る

精
進
料
理
を
、
夜
は
湯
本
温
泉
で
お

湯
の
恵
み
を
存
分
に
味
わ
っ
て
い
た

だ
く
。
檀
家
で
あ
る
な
し
、
宗
派
な

ど
は
一
切
問

わ
ず
男
女
ど

な
た
で
も
参

加
で
き
、
今
回
は
二
百
人
の
参
加
を

予
定
し
て
い
る
。

　

日
常
か
ら
離
れ
た
意
義
あ
る
時
間

に
身
を
置
く
こ
と
は
大
変
貴
重
で
、

功
徳
の
証
と
し
て
授
け
ら
れ
る「
お

血け
ち

脈み
ゃ
く

」を
受
け
る
喜
び
は
深
い
感
動

と
し
て
心
に
残
る
だ
ろ
う
。
費
用
は
、

四
泊
五
日（
食
事
・
宿
泊
込
み
）で
恩

金
五
万
円
だ
が
、
部
分
参
加
や
そ
の

他
の
ご
供
養
な
ど
も
受
け
ら
れ
る
の

で
、
詳
し
く
は
当
寺
ま
で
問
い
合
わ

せ
を
。

大寧護國禅寺：
TEL 0837-25-3469 ／ FAX 0837-25-3646

「礼湯」。こちらの方が「恩湯」よりもお
湯の温度がやや高い

浴槽内に祀られている
大明神

取材協力：萩焼深川本窯　十三代 田原陶兵衛

十三代 田原陶兵衛作

深川本窯の登り窯
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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。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会

　

第
十
九
期
会
長
選
考
に
つ
い
て
（
公
募
）

　

会
長
選
考
委
員
会
に
於
い
て
、
会
則
並
び
に
細
則
に
従
っ
て
下
記
の
事
項
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
第
十
九
期
会
長
に
立
候
補
す
る
者
は
、
左
記
の
要
綱
に
従
い
、
立
候
補
届
け

を
完
了
し
て
下
さ
い
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会　

第
十
九
期
会
長
選
考
委
員
会　

委
員
長　

伊
藤
和
人

全
国
曹
洞
宗
青
年
会　

第
十
九
期
会
長
選
考
委
員
会　

届
出
要
項

一
、
立
候
補
届
並
び
に
履
歴
書
の
提
出

二
、
立
候
補
者
の
曹
洞
宗
青
年
会
に
お
け
る
経
歴
書
の
提
出

三
、
推
薦
状　

①
管
区
曹
青
会
代
表
者

　
　
　
　
　
　

②
曹
青
会
代
表
者

四
、
立
候
補
に
当
た
っ
て
執
行
方
針
の
提
出

五
、
立
候
補
届
送
付
先

　
　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会　

第
十
九
期
会
長
選
考
委
員
会　

委
員
長　

伊
藤
和
人

　
　

〒
七
八
九 ‒ 

一
三
〇
一

　
　
　

高
知
県
高
岡
郡
中
土
佐
町
久
礼
六
一
八
三　

善
教
寺
内

　
　

電　

話　

〇
八
八
九 ‒ 

五
二 ‒ 

二
九
六
二

　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
八
八
九 ‒ 

五
二 ‒ 

二
九
五
六

六
、
立
候
補
届
け
出
期
限　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
五
日（
月
）必
着

七
、
立
候
補
届
け
出
方
法　
　

必
ず
郵
便
書
留
に
て
お
願
い
致
し
ま
す
。

八
、
選
考
委
員
会
構
成
員

　
　

選
考
委
員
長　
　
　

伊
藤　

和
人
（
四
国
管
区
理
事
）

　
　

選
考
副
委
員
長　
　

楢
山　

武
浩
（
東
北
管
区
理
事
）　　

久
我　

泰
文
（
北
信
越
管
区
理
事
）

　
　

選
考
委
員　
　
　
　

久
間　

泰
弘
（
第
十
八
期
会
長
）　　

橋
本　

真
英
（
北
海
道
管
区
理
事
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中　

秀
一
（
関
東
管
区
理
事
）　　

嶋
田　

英
淳
（
東
海
管
区
理
事
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉
山　

雄
峰
（
近
畿
管
区
理
事
）　　

武　
　

義
道
（
中
国
管
区
理
事
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瞿
曇　

浩
道
（
九
州
管
区
理
事
）

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
●

会
則

第
七
章　

執
行
部

第
三
十
五
条（
執
行
部
の
組
織
）

　

二 

、
執
行
部
は
、
会
長
一
名
、
副
会
長
三
名
、

各
委
員
会
委
員
長
一
名
、
事
務
局
長
一
名
、

事
務
局
員
若
干
名
、
会
計
一
名
を
も
っ
て

構
成
す
る
。

第
三
十
七
条（
執
行
部
の
選
任
）

　

一 

、
会
長
、
副
会
長
及
び
執
行
部
は
、
正
会

員
の
中
か
ら
総
会
で
選
任
す
る
。

　

二 

、
前
項
に
関
す
る
ほ
か
、
会
長
、
副
会
長

及
び
執
行
部
の
選
任
に
関
す
る
規
定
は
、

「
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
執
行
部
選
考
に
関

す
る
規
程
」に
従
っ
て
選
任
す
る
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
執
行
部
の
選
考
に
関
す
る
規
程

第
一
条（
目
的
）

　

 

本
会
の
会
長
及
び
副
会
長
の
選
考
は
、
公
平

及
び
中
立
を
旨
と
し
て
、
本
会
会
則
第
三
十

七
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
こ
の
規
程
に
よ
っ

て
行
う
。

第
二
条（
選
考
委
員
会
）

　

一 

、
本
会
は
、
会
長
候
補
者
及
び
副
会
長
候

補
者
の
選
考
を
行
う
た
め
、
選
考
委
員
会

を
組
織
す
る
。

　

二 

、
選
考
委
員
会
は
、
管
区
理
事
及
び
会
長

を
も
っ
て
構
成
す
る
。

　

三 

、
選
考
委
員
の
任
期
は
各
期
初
年
度
定
期

総
会
終
了
時
よ
り
会
長
候
補
者
及
び
副
会

長
候
補
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
と
す
る
。

　

四 

、
選
考
委
員
が
欠
け
た
場
合
は
、
当
該
管

区
か
ら
補
欠
選
任
す
る
。
そ
の
任
期
は
前

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

　

五 

、
選
考
委
員
会
の
委
員
は
、
そ
の
委
員
会

に
お
い
て
知
り
得
た
秘
密
を
保
持
す
る
権

利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。

第
三
条（
選
考
委
員
会
委
員
長
及
び
副
委
員
長
）

　

一 

、
選
考
委
員
会
に
委
員
長
一
名
及
び
副
委

員
長
若
干
名
を
置
く
。

　

二 

、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
委
員
の
互
選

に
よ
る
。

第
四
条（
選
考
委
員
会
の
職
務
）

　

一 

、
選
考
委
員
会
は
次
期
会
長
候
補
者
及
び

副
会
長
候
補
者
の
届
出
の
諸
手
続
を
定
め

る
。

　

二 

、
前
項
の
諸
手
続
は
、
当
該
年
度
の
二
月

一
日
ま
で
公
報
す
る
。

第
五
条（
選
考
委
員
会
の
招
集
）

　

一
、
選
考
委
員
会
は
委
員
長
が
招
集
す
る
。

　

二 

、
選
考
委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
三
分
の

二
以
上
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

三 

、
選
考
委
員
会
の
議
事
は
出
席
委
員
の
三

分
の
二
を
も
っ
て
決
す
る
。

第
六
条（
委
員
の
立
候
補
及
び
推
薦
の
禁
止
）

　

 

選
考
委
員
会
の
委
員
は
、
会
長
ま
た
は
副
会

長
の
候
補
者
若
し
く
は
そ
の
推
薦
人
と
な
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

第
七
条（
会
長
候
補
者
の
選
考
と
資
格
）

　

一 

、
会
長
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、

本
会
会
則
第
八
条
に
定
め
る
正
会
員
の
中

か
ら
就
任
年
度
四
月
一
日
に
満
三
十
九
歳

以
下
の
者
よ
り
選
考
す
る
。

　

二 

、
前
項
の
者
は
、
各
管
区
曹
洞
宗
青
年
会

代
表
者
及
び
所
属
青
年
会
代
表
者
の
推
薦

状
を
添
付
し
た
申
出
書
を
、
選
考
委
員
長

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

三 

、
選
考
委
員
会
は
、
前
項
の
候
補
者
の
中

か
ら
次
期
会
長
候
補
者
を
一
名
選
考
す
る
。

選
考
の
手
続
は
第
五
条
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
抜
粋
）

●
発
行
所　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会　

〒
１
０
５̶

８
５
４
４　

東
京
都
港
区
芝
２̶

５̶

２　

曹
洞
宗
宗
務
庁
内　

●
発
行
責
任
者　

久
間
泰
弘　

●
編
集
責
任
者　

板
倉
省
吾　

●
編
集
委
員　

釜
田
尚
紀
・
倉
島
隆
行
・
石
黒
英
龍
・
伊
藤
暢
道
・
岡
本
真
宰
・
城
市
泰
紀
・
紫
安
敬
道
・
大
室
英
暁
・
川
口
高
裕
・
藤
原
敦
・
古
山
健
一

●
本
誌
編
集
部
並
び
に
発
行
部
数
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先　

〒
６
９
９̶

０
１
０
８　

島
根
県
八
束
郡
東
出
雲
町
出
雲
郷
８
１
６　

宗
淵
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