


2

巻
頭
特
集

　

平
成
12
年
秋
頃
か
ら
、
一
部
公
益
法
人
の
不

適
切
な
運
営
が
社
会
問
題
と
な
っ
た
こ
と
を
契

機
に
、
公
益
法
人
制
度
の
見
直
し
論
議
が
始
ま

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
18
年
に『
公
益
法

人
制
度
改
革
関
連
3
法
案
』が
閣
議
決
定
、
第

1
6
4
回
通
常
国
会
に
お
い
て
法
案
が
可
決
さ

れ
、
平
成
20
年
よ
り
施
行
さ
れ
る
に
至
り
ま
し

た
。
そ
の
主
な
内
容
は
、「
法
人
格
取
得
と
公
益

認
定
の
切
り
離
し
」、「
準
則
主
義（
登
記
）に
よ

る
非
営
利
法
人
の
登
記
で
の
設
立
」、「
主
務
官

庁
制
廃
止
と
民
間
有
識
者
か
ら
な
る
合
議
制
機

関
に
よ
る
公
益
認
定（
認
定
を
受
け
る
と
、
税

制
優
遇
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
）」、「
公

益
認
定
の
実
定
化
」、「
中
間
法
人
の
統
合
」、「
既

存
の
公
益
法
人
の
移
行
・
解
散
等
」と
い
っ
た

も
の
で
す
。
今
回
の『
公
益
法
人
制
度
改
革
関

連
3
法
案
』は
、
公
益
法
人
の
う
ち
、
社
団
法
人
、

財
団
法
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
宗
教

法
人
や
、
学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
な
ど
は

対
象
外
と
な
り
ま
し
た
が
、
仏
教
界
に
お
い
て

は
、
宗
教
法
人
の
公
益
性
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
や
勉
強
会
が
数
多
く
開
催
さ
れ
る
な
ど
、

教
団
や
寺
院
が
今
後
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い

く
べ
き
か
、
論
議
が
巻
き
起
こ
り
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
公
益
法
人
制
度
改
革
と
は
？

世
音
に

耳
を
澄
ま
す
。

も
っ
と
社
会
と
つ
な
が
る

│
お
寺
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
❶

　

今
、
お
寺
の
今
後
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。『
公
益
法
人
制
度
改
革
』の
一
連
の
流

れ
の
中
で
、
公
益
法
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
宗
教
法
人
に
も
、
今
後
そ
の
メ
ス
が
入
る

こ
と
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
、
戒
名
や
布
施
の
現
状
に
つ
い
て
批
判
的

に
取
り
上
げ
た
書
籍
が
書
店
に
並
び
、〝
直
葬
〞と
呼
ば
れ
る
僧
侶
が
介
在
し
な
い
葬
儀
の
方

法
が
広
が
り
を
見
せ
て
も
い
ま
す
。

　
「
今
後
、
寺
院
は
一
体
ど
う
あ
る
べ
き
か
？
」「
こ
れ
ま
で
、
葬
儀
を
通
し
て
社
会
と
つ
な

が
っ
て
き
た
は
ず
の
寺
院
は
、
今
後
、
社
会
と
ど
う
や
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
く
べ
き
か
？
」

私
た
ち
の
悩
み
は
深
ま
る
ば
か
り
で
す
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
ヒ
ン
ト
を
探
る
べ
く
、
今
号
と
次
号
の
2
号
に
わ
た
り
、〝
も
っ
と
社
会
と

つ
な
が
る
た
め
〞に
様
々
な
取
り
組
み
に
乗
り
出
し
て
い
る
寺
院
を
訪
ね
ま
す
。



3

　

地
域
社
会
と
も
っ
と
つ
な
が
る
た
め
に
、
私

た
ち
僧
侶
は
何
を
な
す
べ
き
か
。
今
回
の
特
集

で
は
、
そ
の
ヒ
ン
ト
を
探
る
べ
く
、
檀
信
徒
の

み
な
ら
ず
地
域
の
人
々
の
声
、「
世
音
」に
耳
を

澄
ま
し
、
そ
れ
を
、
そ
も
そ
も〝
縁
を
結
ぶ
場
〞

で
あ
っ
た
寺
院
に
お
い
て
育
て
、
積
極
的
に
形

に
し
て
い
る
寺
院
を
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
し
ま
す
。

活
動
に
至
る
き
っ
か
け
や
経
緯
。
成
果
、
そ
し

て
今
後
の
課
題
。
何
よ
り
住
職
を
は
じ
め
、
関

与
し
て
い
る
方
々
の
思
い
を
お
伝
え
す
る
こ
と

が
、
お
寺
が
、
も
っ
と
社
会
と
つ
な
が
る
契
機

と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

「
寺
院
の
公
益
性
」に
関
す
る
主
な
論
点

　

そ
れ
ら
の
論
議
を
通
し
て
、
以
下
の
よ
う
な

論
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

①
宗
教
本
来
の
活
動
に
は
公
益
性
が
あ
る
か

　

宗
教
は
、
社
会
全
体
に
精
神
の
安
定
を
も
た
ら

し
、
ま
た
、
人
間
の
道
徳
・
倫
理
の
根
幹
を
提
供

し
て
い
る
た
め
、
そ
も
そ
も
公
益
性
が
あ
る
と
、

主
に
宗
教
学
の
分
野
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
公
益
的
な
社
会
活
動
に
取
り
組
む
べ
き
か　

　

宗
教
法
人
は
、
社
会
と
無
縁
で
は
な
い
の
だ

か
ら
、
社
会
と
関
わ
る
必
要
が
あ
る
の
は
当
然

で
あ
り
、
ま
た
、
宗
教
者
個
人
が
、
日
頃
か
ら
、

人
々
の
悩
み
や
社
会
苦
に
鋭
敏
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
、
従
来
の
寺
院
の
活
動
を
超
え
た
領
域
に
、

活
動
の
範
囲
が
伸
び
て
い
く
の
は
自
然
で
あ
る

と
の
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
宗
派

本
来
の
教
義
や
、
宗
教
法
人
の
本
来
の
活
動
目

的
で
あ
る「
宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行

事
を
行
い
、及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
こ
と
」

（
宗
教
法
人
法
第
二
条
）を
歪
め
て
ま
で
、
認
知

さ
れ
や
す
い
公
益
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
は
、

本
末
転
倒
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
り
ま
す
。

（『
中
外
日
報
』平
成
20
年
3
月
4
日
社
説
）

③ 

現
状
で
は
、
多
く
の
寺
院
の
活
動
は

　
「
共
益
」に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

　

檀
信
徒
ら
特
定
の
人
た
ち
を
対
象
に
活
動
し

て
い
る
寺
の
現
状
を
挙
げ
、「
特
定
多
数
の
人
々

に
対
す
る
利
益
＝
共
益
」に
と
ど
ま
っ
て
い
る

と
の
指
摘
が
あ
り
ま
す
。

何
故
、
今
、
寺
院
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
の
か
？

　

戒
名
問
題
、
直
葬
の
広
が
り
、
そ
し
て
公
益

性
の
問
題
。
こ
う
し
た
、
寺
院
の
あ
り
方
を
根

底
か
ら
問
う
よ
う
な
流
れ
は
、
一
体
何
故
生
ま

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
『
中
外
日
報
』（
平

成
20
年
3
月
4
日
社
説
）は
、そ
の
背
景
を
、「
宗

教
の『
公
益
性
』が
真
っ
向
か
ら
問
わ
れ
る
の
は
、

そ
れ
だ
け
宗
教
の
社
会
的
基
盤
が
弱
ま
っ
て
い

る
証
拠
だ
ろ
う
か
」と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
今
、
各
々
の
寺
院
の
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
地
地
域
に
お
け
る
基
盤
や
つ
な
が
り
が

弱
ま
っ
て
い
る
か
否
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

そ
し
て
、
も

し
弱
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
地
域
社
会

と
つ
な
が
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？

も
っ
と
社
会
と
つ
な
が
る
た
め
に

世
音
に

耳
を
澄
ま
す
。『太宰百年を送るキャンドルナイト』で灯される、NPO法人燭光の再生ロウソク
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旧
金
木
町
の
中
心
部
、
太
宰
治
の
生
家
で
あ
る
斜
陽
館
か

ら
徒
歩
1
分
に
位
置
す
る
雲
祥
寺
。
太
宰
が
幼
い
頃
、
子
守

で
あ
っ
た
タ
ケ
に
連
れ
ら
れ
、
よ
く
眺
め
た
と
言
わ
れ
る
地

獄
極
楽
の
御
絵
掛
地
・
十
王
曼
荼
羅
が
あ
る
こ
と
で
有
名
な

こ
の
お
寺
の
境
内
の
一
角
に
、「
N
P
O
法
人
燭
光
」の
工
場
が

あ
る
。

　

使
用
済
み
ロ
ウ
ソ
ク
を
原
料
に
、
再
生
ロ
ウ
ソ
ク
を
製
造

し
販
売
、
ま
た
、「
人
権
・
平
和
・
環
境
」に
取
り
組
む
団
体
に

再
生
キ
ャ
ン
ド
ル
を
寄
付
す
る
活
動
を
行
う
こ
の
法
人
が
設

立
さ
れ
た
き
っ
か
け
は
、
理
事
長
で
あ
る
一
戸
彰
晃
師（
雲
祥

寺
住
職
）の
、
あ
る
気
づ
き
だ
っ
た
。「
お
寺
で
よ
く
使
わ
れ
る

ロ
ウ
ソ
ク
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
使
い
切
ら
れ
ず
に
ゴ
ミ
と

し
て
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ロ
ウ
ソ
ク
の
原
料
は
石
油

資
源
で
あ
る
パ
ラ
フ
ィ
ン
で
あ
り
、
環
境
汚
染
の
原
因
と
も

な
る
。
何
と
か
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」

　

そ
こ
で
、
再
生
ロ

ウ
ソ
ク
を
製
造
す
る

機
械
を
、
懇
意
に
し

て
い
た
外
崎
鉄
工
所

さ
ん
と
共
同
開
発
す

る
こ
と
に
し
た
が
、

そ
の
開
発
は
苦
労
の

連
続
だ
っ
た
と
い
う
。

　
「
そ
も
そ
も
、
ロ
ウ
ソ
ク
の
製
造
方
法
が
わ
か
ら
な
い
。
再

生
ロ
ウ
ソ
ク
を
手
掛
け
る
企
業
は
日
本
に
は
な
く
、
本
当
に

試
行
錯
誤
の
連
続
で
し
た
…
。
た
ま
た
ま
、
私
ど
も
の
趣
旨

に
賛
同
す
る
あ
る
ロ
ウ
ソ
ク
工
場
の
社
長
さ
ん
の
協
力
で
、
工

場
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
う
や
く
道
が
開
け
ま
し
た
」。

足
掛
け
4
年
間
か
け
て
や
っ
と
完
成
に
こ
ぎ
つ
け
た
製
造
機

を
前
に
、
一
戸
師
は
そ
の
苦
労
を
語
っ
て
く
れ
た
。

　

一
戸
師
は
、
こ
の
活
動
を
始
め
る
前
か
ら
、「
狭
山
事
件
を
考

え
る
青
森
県
住
民
の
会
」な
ど
の
人
権
擁
護
活
動
や
様
々
な
住

民
運
動
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
師
に
と
っ
て
、

曹
洞
宗
の
ス
ロ
ー
ガ
ン「
人
権
・
平
和
・
環
境
」は
そ
の
活
動
の

大
き
な
指
針
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ロ
ウ
ソ
ク
の
再
生
は
、
そ

の
中
の「
環
境
」問
題
を
解
決
す
る
も
の
と
し
て
取
り
組
ん
で

き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
活
動
は
新
た
な
広
が
り
を
見
せ
る
。

　

師
は
以
前
か
ら
、
日
本
の
N
P
O
立
ち
上
げ
の
契
機
と
な

っ
た「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」に
強
い
関
心
が
あ
り
、
ま
た
、
そ

の
追
悼
イ
ベ
ン
ト
で
灯
さ
れ
る
キ
ャ
ン
ド
ル
の
や
わ
ら
か
な

光
を
見
て
、
何
か
協
力
で
き
な
い
も
の
か
、
助
け
合
え
る
仕

組
み
は
作
れ
な
い
も
の
か
と
考
え
て
い
た
。
そ
ん
な
中
、
関

西
の
協
力
者
の
働
き
か
け
に
よ
り
、「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」の

追
悼
イ
ベ
ン
ト
に
、
使
用
済
み
ロ
ウ
ソ
ク
を
使
っ
て
作
っ
た

キ
ャ
ン
ド
ル
を
1
0
0
0
個
送
り
届
け
た
の
だ
。

　
「
捨
て
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
ロ
ウ
ソ
ク
が
、
沢
山
の
人
の
心

を
温
め
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。
ま
た
、
被
災
地
で
は
ロ

ウ
ソ
ク
が
明
り
や
暖
房
と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

か
ら
は
国
内
だ
け
で
は
な
く
、
ロ
ウ
ソ
ク
を
必
要
と
し
て
い

る
世
界
中
の
ひ
と
た
ち
に
届
け
た
い
。
再
生
ロ
ウ
ソ
ク
を
通

し
て
、
人
権
・
平
和
・
環
境
全
て
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
、
今

後
さ
ら
に
活
動
を
広
げ
て
い
き
た
い
ん
で
す
」と
師
は
夢
を
語

る
。

　

そ
の
夢
の
元
と
な
る
使
用
済
み
ロ
ウ
ソ
ク
は
、
新
聞
、
テ

レ
ビ
な
ど
で
の
紹
介
を
通
じ
て
N
P
O
法
人
燭
光
の
活
動
に

共
鳴
し
た
寺
院
な
ど
か
ら
届
け
ら
れ
る
。
そ
れ
を
、
主
に
梅

花
講
に
所
属
す
る
お
檀
家
さ
ん
た
ち
が
、
手
作
業
で
煤す
す

な
ど

を
取
り
除
く
。
そ
の
後
、
製
造
機
の
溶
解
釜
で
熱
し
て
溶
か
し
、

芯
を
中
心
に
通
し
た
型
に
流
し
込
む
。
私
も
、
実
際
に
製
造

を
体
験
し
て
み
た
が
、
分
単
位
で
手
順
が
細
か
く
決
め
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
手
順
を
少
し
で
も
間
違
う
と
、
ヒ
ビ
が
入
っ

て
し
ま
い
、
売
り
物
に
な
ら
な
い
と
い
う
。「
再
生
ロ
ウ
ソ
ク
だ

か
ら
、
と
言
い
訳
は
し
た
く
な
い
。
完
成
度
の
高
い
も
の
を

送
り
届
け
た
い
」と
師
の
表
情
が
引
き
締
ま
る
。
約
30
分
で
ロ

ウ
ソ
ク
が
固
ま
り
、
レ
バ
ー
を
回
す
と
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た

ピ
カ
ピ
カ
の
ロ
ウ
ソ
ク
が
機
械
か
ら
せ
り
あ
が
っ
て
く
る
の

だ
が
、
そ
の
瞬
間
は
鳥
肌
も
の
だ
。
再
生
ロ
ウ
ソ
ク
の
サ
イ

ズ
は
30
号
、
4
本
入
り
ケ
ー
ス
1
ダ
ー
ス（
計
48
本
）を

八
千
四
百
円
で
販
売
し
て
い
る
。

　
「
使
用
済
み
ロ
ウ
ソ
ク
は
、
お
陰
さ
ま
で
沢
山
集
ま
る
の
で

す
が
、
再
生
ロ
ウ
ソ
ク
が
思
っ
た
よ
り
売
れ
な
い
の
が
悩
み

で
す
ね（
笑
）」

　

法
人
収
入
の
内
訳
は
、

会
費
収
入
と
再
生
ロ
ウ
ソ

ク
の
販
売
益
、
そ
し
て
寄

付
金
と
の
こ
と
だ
が
、
再

生
ロ
ウ
ソ
ク
の
販
売
が
伸

び
悩
ん
で
お
り
、
原
料
費

や
法
人
税
を
支
払
う
と
収

支
は
ト
ン
ト
ン
だ
と
い
う
。

聞
け
ば
、
青
森
県
内
の

N
P
O
法
人
の
大
半
が
安

定
し
た
収
益
が
な
く
、
休

眠
状
態
の
法
人
も
多
い
と

い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

使用済みロウソクが生まれ変わる瞬間

使用済みロウソクを再生し、
「人権・平和・環境」に取り組む

NPO法人 燭光◎青森県・雲祥寺

雲祥寺住職 一戸彰晃師

使用済みロウソクを磨くお檀家さんたち

世
音
に
耳
を
澄
ま
す
。

$"4&

�



5

　
「
N
P
O
法
人
二
塚
よ
り
ど
こ
ろ
」は
、
富
山
県
高
岡
市
の
曹

洞
宗
歓
盛
寺
の
境
内
に
あ
る
福
祉
施
設
。
地
域
の
か
け
こ
み

寺
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
施
設
の
代
表
を
務
め
て
い
る
仙
田

智
治
師
は
、
歓
盛
寺
住
職
の
傍
ら
、
二
塚
よ
り
ど
こ
ろ
の
副

理
事
長
と
し
て
日
夜
、
檀
務
と
福
祉
事
業
に
励
ん
で
お
ら
れ

る
。
仙
田
師
は
、
大
き
な
福
祉
施
設
で
の
勤
務
経
験
が
あ
り
、

そ
の
経
験
か
ら
、
よ
り
自
宅
に
近
い
環
境
や
関
係
性
を
重
視

し
た
ケ
ア
が
で
き
な
い
か
、
利
用
者
や
ご
家
族
の
選
択
肢
を

少
し
で
も
広
げ
ら
れ
な
い
か
、
ま
た
お
寺
で
あ
る
こ
と
を
活

か
し
た
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
、
一
念
発
起
し
て
平
成
18

年
12
月
に「
二
塚
よ
り
ど
こ
ろ
」を
設
立
し
た
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
、「
N
P
O
法
人
二
塚
よ
り
ど
こ
ろ
」の
活
動

概
要
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。
N
P
O
法
人
で
あ
れ
ば
活
動

内
容
も
明
確
に
な
り
、
間
口
が
広
が
る
の
で
は
と
考
え
ら
れ

た
仙
田
師
は
、
仏
教
と
福
祉
は
相
反
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

あ
え
て「
二
塚
よ
り
ど
こ
ろ
」を
宗
教
法
人
と
併
設
し
た
。
ま

た
、
大
き
な
施
設
で
は
細
や
か
で
柔
軟
な
対
応
が
行
い
に
く
い

場
合
が
多
い
こ
と
と
、
家
庭
的
に
し
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

介
護
施
設
の
規
模
と
し
て
は
少
な
い
定
員
と
し
た（
デ
ィ
サ
ー

ビ
ス
は
10
名
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
は
6
名
）。
さ
ら
に
、
介
護

保
険
事
業
以
外
に
も
、
障
が
い
の
あ
る
方
や
、
自
主
事
業
と
し

て
緊
急
の
方
や
補
導
委
託
の
受
け
入
れ
も
行
っ
て
い
る
。

　

当
初
は
法
律
の
縦
割
り
が
原
因
で
、
高
齢
者
は
高
齢
者
同

士
、
子
ど
も
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
同
士
で
し
か
受
入
れ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。
し
か
し
仙
田
師
は
、
赤
ち

ゃ
ん
か
ら
お
年
寄
り
、
障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
受

け
入
れ
、
ふ
れ
あ
い
、
互
い
に
支
え
、
活
か
し
合
い
、
交
流

す
る
場
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
高
齢
者
と
、
障

が
い
を
持
っ
た
子
供
た
ち
を
同
時
に
受
け
入
れ
る
、
富
山
型

N
P
O
法
人
格
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
信
頼
感
を
得
、
ま
た

活
動
が
市
民
権
を
得
ら
れ
る
と
い
う
点
で
メ
リ
ッ
ト
は
多
い

と
の
こ
と
。
ま
た
、
当
初
は
一
戸
師
と
外
崎
氏
の
、
二
人
で

始
ま
っ
た
こ
の
活
動
だ
が
、
今
や
理
事

10
名
や
、
梅
花
講
員
な
ど
の
多
く
の
檀

信
徒
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
活

動
の
輪
が
広
が
っ
た
そ
の
背
景
と
し
て
、

以
前
、「
金
木
病
院
の
救
急
体
制
を
維
持

す
る
会
」の
活
動
に
参
加
し
、
そ
こ
で
地

域
の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
が

大
き
な
要
因
で
は
な
い
か
と
師
は
自
己

分
析
す
る
。
ま
た
、梅
花
講
に
声
を
掛
け
、

そ
の
横
の
つ
な
が
り
で
参
加
者
が
増
え

て
い
っ
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
と
い
う
。

　
「
師
の
活
動
の
原
動
力
は
何
か
？ 

」と

問
う
た
と
こ
ろ
、「
常
々
、
仏
教
と
は
ど

う
い
う
も
の
な
の
か
、
仏
教
者
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
は
何

か
、
真
剣
に
考
え
て
い
る
こ
と
で
す
」と
い
う
答
え
が
返
っ
て

き
た
。

　
「
仏
教
は
そ
も
そ
も
、〝
公
益
〞を
も
た
ら
す
も
の
。
苦
し
み
、

悩
む
人
が
い
る
な
ら
ば
、
祈
る
だ
け
や
、
心
の
問
題
だ
け
に

帰
結
さ
せ
ず
、
実
際
に
行
動
す
べ
き
な
の
で
す
」

　

師
は
ま
た
、
寺
院
や
僧
侶
が
社
会
活
動
に
参
加
す
る
こ
と

を
、
地
域
社
会
が
期
待
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
現
場
に
お

い
て
肌
で
感
じ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、「
飛
び
込
む
こ
と
で
、

そ
れ
が
自
己
変
革
に
つ
な
が
り
、
そ
の
後
、
社
会
参
加
、
社

会
変
革
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
飛
び
込
む
こ
と
は
、
仏

教
者
の
自
己
実
現
に
つ
な
が
り
ま
す
」と
、
自
身
の
経
験
を
踏

ま
え
、
私
た
ち
青
年
僧
侶
に
は
、
尻
込
み
を
せ
ず
、
ま
た
、
言

い
訳
を
せ
ず
、
思
い
切
っ
て
社
会
の
只
中
に
飛
び
込
ん
で
い

く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
師
は
最
後
に
、
飛
び
込
む
際
の

心
構
え
を
教
え
て
く
れ
た
。

　
「〝
衣
〞と
い
う
バ
リ
ア
ー
を
脱
ぎ
、
本
音
で
、
生
身
の
人
間

同
士
互
い
に
交
流
す
る
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
批

判
も
あ
れ
ば
、
期
待
も
率
直
に
打
ち
明
け
て
く
れ
、
そ
こ
に

信
頼
が
生
ま
れ
、
力
強
い
活
動
の
輪
が
広
が
っ
て
い
く
は
ず

で
す
」

 

（
取
材
・
文 

長
岡
俊
成 〈
広
報
委
員
会
委
託
委
員
〉）

阪神・淡路大震災追悼イベントで灯されるキャンドル

老若男女が集う富山型ディサービス

住所◎〒037-0202
青森県五所川原市金木町朝日山433
電話番号◎0173-53-2074
Fax番号◎0173-52-3090
E-mailアドレス◎oldpine@jomon.ne.jp
ホームページURL◎
http://www.jomon.ne.jp/̃oldpine/shokko/
法人形態◎特定非営利活動（NPO）法人
理事長◎一戸彰晃
設立年月日◎2009年1月（認証）
主な活動内容◎
①使用済みロウソクの回収
②再生ロウソクの製造と販売
③「人権・平和・環境」問題に取り組む団体へ
の再生ロウソクの提供
年会費◎1,000円（正会員、賛助会員とも）
会員数◎約50名（うち、理事は11名）

NPO法人 燭光

$"4&

�
高齢者と

子供たちが集う寺
NPO法人 二塚よりどころ◎富山県・歓盛寺
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住所◎
〒933-0816　富山県高岡市二塚1316
電話番号◎0766-63-1212
Fax番号◎0766-63-7272
E-mailアドレス◎
yoridokoro2005@yahoo.co.jp
ホームページ◎
http://www.29po.com/business/print.
php?b＝321
法人形態◎特定非営利活動（NPO）法人
代表者◎仙田智治師
設立年月日◎平成18年12月
主な活動内容◎富山型ディサービス（通所介
護）、ショートステイ（短期入所）、障がいのある
方や緊急の方、補導委託の受入れ
入所者数◎ディサービス（定員10名）、ショート
ステイ（定員6名）

デ
ィ
サ
ー
ビ
ス（
共
生
型
）を
採
用
し
た
。
こ
の
共
生
型
が
、
老

若
男
女
の
相
互
作
用
を
生
ん
で
い
る
と
の
こ
と
。
実
際
に
、
高

齢
者
が
子
供
た
ち
を
あ
や
し
た
り
、
子
供
た
ち
が
高
齢
者
と

遊
ぶ
こ
と
で
主
体
的
な
役
割
が
で
き
、
家
族
の
よ
う
な
絆
で

結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。「
N
P
O
法
人
二
塚
よ
り
ど
こ
ろ
」の

目
指
す
も
の
は
、
老
い
る
こ
と
、
育
つ
こ
と
、
で
き
な
く
な

る
こ
と
、
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
楽
し
み
と
喜
び
、
苦

し
み
と
悲
し
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
必
要
な
と
き
、
必
要

な
だ
け
寄
り
添
う
こ
と
。
職
員
と
利
用
者
と
い
っ
た
隔
て
が

な
く
、
地
域
の
中
に
あ
る
大
き
な
家
族
を
目
指
し
て
、
み
ん

な
で
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
だ
と
仙
田
師
は
言
う
。

　

次
に
、
お
寺
が
果
た
す
べ
き
社
会
貢
献
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

「
特
別
な
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
く
、
一
般
の
人
々
と
同
じ
目

線
で
今
の
困
り
ご
と
に
向
き
合
っ
て
い
く
べ
き
で
す
。
私
の

場
合
は
、
そ
れ
を
広
く
す
る
た
め
に
色
々
な
制
度
を
活
用
し

て
き
ま
し
た
。
社
会
に
認
知
さ
れ
る
活
動
を
持
つ
べ
き
か
と

思
い
ま
す
が
、
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
僧
侶
と
し
て
目
の
前

の
求
め
、
苦
し
み
に
応
じ
て
い
く
菩
薩
行
を
行
っ
て
い
く
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
仏
道
が
根
底
に
あ
る
べ
き
で
、
公
益
性

を
世
が
求
め
て
い
る
か
ら
何
か
す
る
の
で
は
な
く
、
自
発
的

に
行
動
を
起
こ
し
、
そ
れ
が
仏
道
に
か
な
う
か
ど
う
か
を
考

え
、
ま
た
そ
れ
を
続
け
て
い
け
る
か
が
大
事
で
す
。
そ
う
す

れ
ば
、
自
然
と
社
会
貢
献
に
繋
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
」と
、

仙
田
師
は
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
て
語
っ
て
く
れ
た
。

　

次
に「
N
P
O
法
人
二
塚
よ
り
ど
こ
ろ
」の
運
営
の
仕
方
に

つ
い
て
尋
ね
た
。「
ま
ず
運
営
の
前
提
と
し
て
、
お
寺
に
は
檀
家

制
度
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
方
が
そ
れ
以
上
の

こ
と
を
し
よ
う
と
し
な
い
し
、
ま
わ
り
も
同
じ
考
え
で
す
の

で
、
簡
単
に
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
私
は
ま
わ

り
の
理
解
を
得
る
た
め
に
趣
意
書
を
作
成
し
、
ど
う
し
て
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
し
よ
う
と
考
え
た
の
か
を
明
確
に
し
ま
し

た
。
当
然
お
金
も
必
要
で
す
。
N
P
O
法
人
だ
か
ら
と
い
っ

て
大
き
な
減
免
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
介
護
保
険

制
度
を
使
う
こ
と
で
あ
る
程
度
は
安
定
的
な
活
動
は
で
き
ま

す
が
、
僧
侶
と
し
て
は
そ
れ
が
メ
イ
ン
で
は
な
く
、
障
が
い

の
あ
る
方
で
す
と
か
、
通
常
受
け
入
れ
が
困
難
な
方
の
受
け

入
れ
場
所
に
な
れ
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
自
主
事
業
と
し

て
受
け
入
れ
る
と
資
金
運
営
面
で
は
厳
し
く
な
り
、
そ
れ
な

り
の
覚
悟
が
必
要
で
す
。
資
金
は
銀
行
以
外
に
も
私
募
債
を

ま
わ
り
の
お
寺
さ
ん
や
一
般
の
方
か
ら
募
り
ま
し
た
」。
仙
田

師
は
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
苦
労
を
語
っ
て
く
れ
た
。

　
「
今
後
の
寺
院
の
あ
る
べ
き
姿
は
？
」と
い
う
問
い
に
は
、
き

っ
ぱ
り
と「
お
寺
の
あ
り
か
た
は
今
も
昔
も
変
わ
り
ま
せ
ん
」

と
答
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、「
お
寺
は
い
つ
の
時
代
も
人
々
の
苦

し
み
に
応
え
て
き
ま
し
た
。
今
後
も
、
人
々
の
ニ
ー
ズ
に
応

え
る
た
め
に
ど
う
す
る
か
探
る
べ
き
で
す
。
私
た
ち
は
こ
の

こ
と
を〝
も
が
く
力
〞と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の〝
も
が
く
力
〞そ

の
も
の
が
お
寺
の
あ
る
べ
き
姿
で
す
。
お
寺
で
活
動
す
る
住

職
や
寺
族
が
お
寺
で
あ
り
、
活
動
す
る
人
た
ち
が
も
が
い
て
、

ま
わ
り
の
人
の
期
待
に
応
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
」

　

最
後
に
宗
侶
が
日
頃
か
ら
実
践
す
べ
き
こ
と
を
尋
ね
た
と

こ
ろ「
ど
の
よ
う
な
人
と
で
も
、
他
人
だ
け
ど
身
内
の
よ
う
な

関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
理
想
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
他

人
行
儀
も
大
事
で
す
が
、
も
っ
と
積
極
的
に
他
人
と
深
く
関
わ

る
べ
き
で
す
。
多
少
馴
れ
馴
れ
し
い
と
思
わ
れ
て
も
い
い
と
思

い
ま
す
し
、
僧
侶
と
し
て
の
立
場
を
逆
に
し
っ
か
り
活
用
し
て

意
図
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
」と
、

若
い
宗
侶
た
ち
に
期
待
を
込
め
て
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

 

（
取
材
・
文 

川
口
高
裕 〈
広
報
委
員
会
委
託
委
員
〉）

歓盛寺住職 仙田智治師

歓盛寺の境内にある「二塚よりどころ」

明るい家庭のような施設内

NPO法人 二塚よりどころ

世
音
に

耳
を
澄
ま
す
。
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残
暑
厳
し
い
京
都
に
於
い
て
、
平
成
22

年
9
月
7
日（
火
）〜
8
日（
水
）の
日
程
で
、

第
2
回
電
話
相
談
員
養
成
発
展
研
修
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
は
、
久
間
会

長
、
基
幹
事
業
委
員
を
含
め
50
名
余
り
で
、

近
畿
地
区
の
み
な
ら
ず
全
国
各
地
か
ら
参

加
者
が
集
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
一
様

に
真
剣
な
眼
差
し
で
、
京
都
の
暑
さ
に
負

け
ぬ
、熱
い
思
い
で
参
加
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

外
部
講
師
に
は
、
自
殺
対
策
に
取
り
組

む
僧
侶
の
会
副
代
表
の
東
京
都
正
山
寺
住

職
前
田
宥
全
師
を
東
京
会
場
の
研
修
会
に

続
き
お
願
い
し
た
ほ
か
、
埼
玉
県
越
谷
市

医
療
法
人
秀
峰
会
心
療
内
科
病
院
楽
山
に

臨
床
心
理
士
と
し
て
勤
務
さ
れ
、
公
的
機

関
や
民
間
団
体
に
お
い
て
電
話
相
談
員
も

さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
大
塚
明
子
先
生
を

お
招
き
し
て
貴
重
な
講
義
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
回
の
研
修
会
開
催
に
際
し
ま

◆1日目（8時間）
10:00　受付
10:45～11:15　開講式
【発展研修①】 （3.0時間）
11:20～12:20 傾聴・電話相談の特徴の復習
＜昼食＞
13:00～15:00 傾聴ロールプレイ（シナリオ自作）
【発展研修②】 （2.0時間）
15:15～15:45 記録用紙の記入法
15:45～17:15 記録用紙ロールプレイ
【発展研修③】 （2.0時間）
17:30～18:30 自死について考える①
 講師：前田宥全師（東京都正山寺住職）
＜夕食＞
19:15～20:15 自死について考える②
【発展研修④】 （1.0時間）
20:30～21:30 社会資源の利用法
21:30～21:45 事務連絡
◆2日目（6.5時間）
【発展研修⑤】 （2.5時間）
 8:00～ 9:00 トラブルを避けるために
 9:15～10:45 対応が難しい事例の実習
【発展研修⑥】 （1.5時間）
11:00～12:30 専門家に学ぶメンタルケア
＜昼食＞
【発展研修⑦】 （2.5時間）
13:15～14:45 電話相談窓口の開設と運営の方法
15:00～16:00 全体のふりかえり
16:00～16:30 閉講式・解散

第2回電話相談員養成 発展研修会

 全 曹 青、発 信 せ よ 。

し
て
は
、
全
曹
青
の
事
業
に
ご
理
解
を
い

た
だ
き
、
京
都
基
礎
研
修
会
で
も
会
場
を

提
供
し
て
い
た
だ
い
た
無
学
寺
様
、
研
修

会
場
を
快
く
無
償
で
ご
提
供
し
て
い
た
だ

い
た
京
都
公
益
社
様
、
ま
た
運
営
全
般
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
京
都
曹
洞
宗
青

年
会
様
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　

研
修
会
を
通
し
て
多
く
の
質
問
や
意
見

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ

て
有
意
義
な
研
修
会
だ
っ
た
と
察
し
ま
し

た
。
修
了
証
を
受
け
取
っ
た
多
く
の
参
加

者
が
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
全
曹
青
電
話

相
談
事
業
へ
の
参
加
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
や
立
場
に
お
い
て
研
修
で
得
た
こ
と
を

活
か
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。

発展研修会日程（京都会場）

開催レポート

会場となった㈱公益社 北ブライトホール（京都府）

講師の大塚明子先生

携帯電話を使ったロールプレイ

満場の参加者

最期に、久間会長から参加者に修了書が授与された
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電話相談員養成 基礎研修 補講

!CTIVE�2EPORT��FROM��基幹事業委員会

参加者の声

第1回基礎研修会補講
　本研修会は、8月30日（月）から31日（火）にかけて、
曹洞宗檀信徒会館5階微笑庵に於いて開催されました。
　受講者は3名で、基幹事業委員3名が講師役を務めま
した。
　標準的な基礎研修プログラムには、外部講師が担当
する時間枠がありますが、今回は基幹事業委員が代わ
りに講義をしました。
　少人数での研修会でしたが、受講者と基幹事業委員
の距離が近く、対話的で濃密な研修会となったように
思います。
　屋内での研修会
であったとはいえ、
酷暑の中、参加者
諸師の疲労も大き
かったことと思い
ます。お疲れ様で
した。

第2回基礎研修会補講
　本研修会は、9月6日（月）に、京都の無学寺様を会場
に開催されました。参加された京都曹青会員の2名は、
共に翌日からの第2回発展研修会に参加する予定だっ
たことからでしょうか、ロールプレイへの取り組みも
さることながら、テキストへの書き込みも多く、研修
への積極姿勢が目立ちました。
　講師は、秋吉基幹事業委員長と森田副委員長が務め
ました。講義の途中やロールプレイの合間に、質疑応
答や意見交換を頻繁に行なうことができたため、最後
のコマに用意してあったふりかえりの時間は割愛いた
しました。
　13時から19時頃まで、ほとんど休憩無しの研修会で
したが、発展研修につなげるには十分だったのではな
いかと思います。

開催レポート

　対応が難しい事例
の実習で、相づちや
言葉の一言で相談者
の態度、話し方がこ
こまで変わるとは
思っていなかった。

　この研修のおかげ
で、電話だけでなく、
あらゆる相談に対し
て、寛容になったよ
うな気がします。

「できない」「わ
からない」も答
えの一つという
のは安心する。

　人を助けるというこ
とは大事です。しかし、
甘えのあることを言わ
れたら、どうしても、
「ここは違う」と言って
しまいそうになります。

　相談に接する際の心の
持ち方は勿論ですが、自
分自身のメンタルケアに
ついても気づかされるこ
ともあり、日常を送る上
でのヒントになったよう
にも思っています。

　「傾聴」実践にあたり
電話相談ではなく地域
の施設を訪問したり、
独居されている高齢の
方を訪問したり、とい
う活動もありうるのか
なと考えています。

　布教師や梅花な
どといったものの
ような資格になれ
ばと思います。

　千葉県宗務所が
されているように、
各宗務所で電話相
談を設置するのが
望ましいと思う。
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総合企画委員会
＊

 全 曹 青、発 信 せ よ 。

▲完成した『二師侍者公務帖』を手にする
桑山委員長

▲塗り絵ハガキ大本山總持寺奉納の際
に、佐武殿司老師(中央)および大衆の方
と、松岡総合企画委員長(左から2人目)

執行部
＊平成22年7月26日に曹洞宗檀信徒会館に於いて、第3回理事会・特別委員会を開催し、会計・会務、会則規程
の検討や災害対策に関する協議をしました。また同日に第19期会長選考委員会も開催されました。
平成22年9月13日には第3回執行部会、翌14日には第4回理事会・特別委員会、並行して第19期会長選考委員会を、
曹洞宗檀信徒会館にて開催し、委員会等の活動報告や頒布事業等についての協議、11月の臨時評議員会に向けて
諸事の確認検討を行いました。

広報委員会
＊今期の懸案だったホームページ『般
若』のリニューアルについては、事
務局ICTとも連携しながら作業を続
けていましたが、6月17日によう
やく一般公開の運びとなりました。
今回リニューアルに至った理由は、
システムを取り扱う上での運用の
円滑化を図ったものです。

【従来のホームページ運用の問題点】
○ ページの作成等に一定の専門知
識が必要だったこと。
○ ファイル修正にセキュリティが
あり、制作者が限定されるため、
特定の制作者（担当）への作業負
担が大きかった。
○ 期を跨いだ運用で、ファイル数
の階層が過重となり、結果的に
デザインの変更やカテゴリーを
増やすなど、ホームページに当
該期の独自性を反映させること
ができなかった。
以上の問題点を解決すべく、今回
は『WordPress』というCMS（コン
テンツ・マネジメント・システム）
を採用したことで、より独自的で迅
速な情報発信が可能となりました。

法式委員会
＊『洞上僧堂清規』現代的改訂
事業については、入力編集
作業が終了し現代風の読み
方や新字体に統一するなど
の細部校正段階に入ってい
ます。また、『出班焼香法』
DVD頒布事業についても、
すべての映像資料の収録が
完了し、今後は各委員の確
認を経ながら最終的な校正
を済ませ年内配布を目標に
行う予定です。『二師侍者公
務帖』加筆再版事業について
は、8月に完成しこれから頒
布方法等の打ち合わせを行
います。

「花まつりキャンペーン」に
て、多くの方々から寄せられ
た塗り絵ハガキは、9月末日
に大本山永平寺様、大本山
總持寺様に奉納いたしまし
た。記念品につきましては、
9月の理事会に於いて管区理
事諸師により厳正なる抽選
が行われ、来年度も多くの
方にご参加いただきたいと
いう思いを込めて、色鉛筆
のセットを百名の方にお贈り
いたしました。両大本山様
をはじめ、頒布にご協力頂
きました全国の御寺院様に
は厚く御礼申し上げます。
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平成22年度　全国曹洞宗青年会
臨時評議員会並びに臨時総会のご案内

標記の件につきまして、以下の通りに開催致します。

In
for

m
a
tio

n

　
【臨時評議員会】
●日　時／平成22年11月22日（月･友引）　13：00より
●場　所／曹洞宗檀信徒会館　5階　研修道場
●議　事／各委員会等活動経過報告、会計中間報告、第19期全国曹洞宗青年会会長選考について等
●研修会／『防災とボランティアを考える学習会』

度重なる被災ボランティア活動を展開された山口曹青の会長･大野泰生師による報告発表と、東京災害
ボランティアネットワークの方を講師としたワークショップを通じて、防災ボランティアから日常の福祉
課題を考えていただく研修会とする。

【臨時総会】
●日　時／平成22年11月22日（月･友引）　臨時評議員会引き続き
●場　所／曹洞宗檀信徒会館　5階　研修道場
●議　事／第19期全国曹洞宗青年会会長選考について等

※出席のお申し込みにつきましては、各青年会の評議員様宛てに所定の用紙を送付致しております。（〆切済み）

全日仏青
「TERRAへ祈る」
　全日本仏教青年会では、今17期の集大成とし
て「TERRAへ祈る」と題し全国大会を開催致し
ます。今回は「子どもが子どもを支援する国際協
力」を合言葉に活動する団体「フリー・ザ・チルド
レン・ジャパン」をパートナーとし、広く子どもた
ちに慈悲と世界平和を訴えるイベントとしたい
と考えております。
　詳細は「般若」のリンクからホームページをご
覧ください。

●日程／平成23年3月3日（木）
●会場／恵比寿ガーデンホール

訃
報

　

佐
賀
県
唐
津
市･

長
得
寺
御
住
職
の
長
井
福
雄
老

師
が
、
8
月
28
日
に
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。
世
寿
69
歳
。

長
井
老
師
は
全
曹
青
第
2
期
か
ら
ご
出
向
さ
れ
、
第

4
期
に
は
副
会
長
を
お
務
め
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
ご

老
師
の
在
世
時
の
回
顧
を
含
め
た
追
悼
文
に
つ
き
ま

し
て
は
、
次
号
掲
載
す
る
予
定
で
す
。
こ
こ
に
ご
遷

化
を
悼
み
、
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
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山
口
県

曹
洞
宗
青
年
会

年
連
続
7
月
に
豪
雨
に
み
ま
わ
れ
、
大

き
な
被
害
が
で
ま
し
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
活
動
に
参
加
し
た

他
、
義
援
金
活
動
な
ど
も
行
い
ま
し
た
。

　

会
員
や
徒
弟
・
寺
族
に
は
、
月
例
研

修
・
徒
弟
研
修（
研
修
旅
行
や
托
鉢
な

ど
）・
寺
庭
婦
人
セ
ミ
ナ
ー
等
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
ま
た
年
3
〜
4
回
の
か

わ
ら
版
発
行
・
H
P
の
運
営
も
行
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
他
、
全
国
青
少
年
教
化
協
議
会

の
墨
蹟
展
の
協
力
な
ど
、
関
係
団
体
へ

の
協
力
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

70
年
前
に
は
仏

教
青
年
会
と
し
て

活
発
な
活
動
が
あ

っ
た
こ
と
が
分
か

っ
て
い
ま
す
。
現

在
の
名
称
が
つ
い
た
の
は
昭
和
51
年
の

こ
と
で
す
。

「
僧
侶
と
し
て
社
会
に
何
が
で
き
る

か
」を
各
時
代
に
知
恵
を
絞
り
、
社
会

の
実
情
に
あ
わ
せ
て
柔
軟
に
発
想
し
、

新
し
い
活
動
を
創
造
し
取
り
組
み
続
け

て
い
る
と
こ
ろ
に
山
口
曹
青
の
特
徴
が

あ
り
ま
す
。

　

昭
和
51
年
以
降
の
活
動
で
は
、
緑
陰

禅
の
集
い
、
曹
青
授
戒
会
、
心
の
大
学

講
座
な
ど
、
檀
信
徒
・
一
般
を
対
象
に

定
期
的
に
開
催
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

近
年
は
特
に
心
の
大
学
講
座
に
力
を

入
れ
て
お
り
劇「
徹
通
義
介
禅
師
様
の

ご
生
涯
」の
自
主
上
演
・「
大
般
若
法
要

と
和
太
鼓
演
奏
会
」な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
は
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
難
民
救
済
活
動
、
タ
イ
山
岳

少
数
民
族
教
育
支
援
活
動
、
ミ
ャ
ン
マ

ー
難
民
に
冬
物
衣
類
を
贈
る
運
動
、
災

害
時（
阪
神
大
震
災
な
ど
）の
緊
急
支
援

活
動
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
S
V
A
の

故
・
有
馬
実
成
師
の
出
身
県
で
も
あ
り
、

そ
の
活
動
に
深
く
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

現
在
も
S
V
A
や
山
口
県
の
N
P
O
法

人
シ
ャ
ン
テ
ィ
山
口
と
共
同
し
な
が
ら

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

全
曹
青
へ
は
、
第
10
期
会
長
と
し
て

吉
川
俊
雄
老
師
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

近
年
で
は
I
T
委
員
会
、
青
少
年
教
化

委
員
会
、
広
報
委
員
会
な
ど
へ
出
向
し

て
い
ま
す
。
出
向
者
の
お
か
げ
で
、
災

害
対
応
や
I
T
導
入
な
ど
助
か
っ
た
面

沿革

　

行
事
は
、
月
に

2
〜
3
回
程
度
行

っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
力
を
入

れ
て
い
る
の
は
11

月
11
・
12
日
に
山
口
市
で
行
う「
第
33

回
中
国
曹
洞
宗
青
年
会
山
口
大
会
・
心

の
大
学
講
座
」で
す
。
青
年
僧
侶
だ
け

で
な
く
、
檀
信
徒
や
一
般
に
公
開
す
る

講
座
も
設
け
て
い
ま
す
。

　

年
間
で
は
、
一
般
の
方
を
対
象
に
し

た
行
事
は
、
緑
蔭
禅
の
集
い
・
戒
弟
の

集
い
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
緑
蔭
禅
は
昔
、

2
泊
3
日
で
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
参

加
者
の
希
望
か
ら
こ
こ
数
年
は
日
帰
り

で
開
催
し
て
い
ま
す
。
戒
弟
の
集
い
は
、

曹
青
授
戒
の
参
加
者
を
対
象
に
毎
年
日

帰
り
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、
平
成
8
年

よ
り
タ
イ
山
岳
少
数
民
族
教
育
支
援
活

動
を
継
続
し
て
い
ま
す
。
募
金
や
ク
ラ

フ
ト
販
売
な
ど
の
日
常
の
活
動
の
他
、

毎
年
一
度
は
子
ど
も
た
ち
の
顔
を
見
に

現
地
に
赴
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
緊
急
の
災
害
復
旧
活
動
な
ど
に

も
参
加
し
て
い
ま
す
。
山
口
県
で
は
2

現在の活動

設　立｜昭和51年8月発足
会　長｜大野泰生
副会長｜池田亮一・清成良知
理　事｜15名（各教区より）
事務局長｜清木隆法
執行部｜矢野善隆・森江裕孝
　　　　清木玄栄・渡辺永聖
　　　　角　光全・野坂正道
　　　　田村光雄・村上邦明
　　　　藤村光昭・小室公寛
　　　　末武正憲・大庭俊洞
　　　　南　健司
会員数｜60名（平成22年10月1日）

も
多
々
あ
り
ま
す
。

　

今
後
も
全
曹
青
・
各
曹
青
会
と
の
連

絡
・
協
議
を
大
事
に
し
、
活
動
を
行
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

〈右上〉第33回中曹青山口大会のチラシ（H22.11）
〈右下〉平成20年5月 劇「徹通義介禅師のご生涯」を上演。
〈左上〉平成22年3月 タイ山岳少数民族教育支援、学生寮視察。
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そう
せいサポーターズ

よ

り

　

山
口
曹
青
の
素

晴
ら
し
い
と
こ
ろ

は
幅
広
い
活
動
が

行
え
る
こ
と
、
そ

し
て
会
員
の
参
加

が
多
い
こ
と
、
県
の
御
寺
院
様
、
O
B

の
皆
さ
ん
の
理
解
・
協
力
が
大
き
い
こ

と
で
す
。

　

先
に
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
昨
年

本
年
は
豪
雨
に
よ
っ
て
防
府
、
山
口
、

山
陽
小
野
田
に
災
害
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

現
地
を
調
査
し
被
災
さ
れ
た
方
々
を

目
の
当
た
り
に
し
た
時
、
お
盆
前
と
い

う
動
き
に
く
い
時
期
で
あ
り
な
が
ら
も
、

「
放
っ
て
お
け
な
い
」と
す
ぐ
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
入
る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
。

活
動
は
会
員
だ
け
で
な
く
、
O
B
会
員

も
大
勢
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

義
援
金
活
動
も
平
行
し
て
行
い
ま
し

た
が
、
県
内
の
御
寺
院
様
の
多
く
が
夏

の
施
食
会
な
ど
集
ま
り
の
際
に
檀
信
徒

の
皆
さ
ん
に
呼
び
か
け
て
浄
財
を
募
っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
入
っ
た

と
き
の
こ
と
が
よ
く
話
題
に
な
り
、

「
災
害
は
無
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い

が
、
も
し
何
か
あ
っ
た
ら
す
ぐ
に
手
伝

い
に
行
こ
う
…
」

と
多
く
の
会
員
が

異
口
同
音
に
話
し

を
し
て
い
ま
す
。

　

緊
急
の
活
動
で

し
た
の
で
取
り
組

ん
で
い
る
と
き
に

は
様
々
な
心
配
が

山口曹青の
ココが
すばらしい！

あ
り
ま
し
た
が
、
会
員
や
O
B
の
皆
さ

ん
の
協
力
で
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
終
わ
っ
て
み
た
と
き
改
め
て
、

会
員
の
意
識
の
高
さ
、
そ
し
て
県
内
の

ご
寺
院
の
皆
さ
ん
の
心
の
広
さ
・
温
か

さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
先
般
の
事
例
で
す
が
、
こ
う

い
っ
た
緊
急
支
援
の
み
に
関
わ
ら
ず
、

普
段
の
行
事
や
活
動
に
お
い
て
も
同
様

で
す
。

　

現
在
取
り
組
ん

で
い
る
、
ま
た
こ

れ
か
ら
も
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
の

は
連
絡
体
制
の
強

化
で
す
。
中
で
も
次
の
二
つ
を
課
題
に

し
て
い
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、
会
員
同
士
・
協
力
団
体

と
の
連
絡
で
す
。
会
務
を
行
っ
て
思
う

の
で
す
が
、
連
絡
と
い
う
の
は
本
当
に

難
し
い
も
の
で
す
。
連
絡
が
少
な
す
ぎ

る
と
様
子
が
分
か
ら
な
い
し
、
連
絡
が

多
す
ぎ
る
と
煩
わ
し
く
な
る
。
ほ
ど
よ

い
連
絡
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
は
困
難

で
す
。

　

日
常
的
に
は
執
行
部・理
事
へ
は
メ
ー

リ
ン
グ
リ
ス
ト
を
利
用
し
て
行
っ
て
い

ま
す
が
、
役
の
な
い
会
員
へ
は
郵
送
で

案
内
を
送
っ
て
い
ま
す
。
通
常
は
こ
れ

で
十
分
な
の
で
す
が
、
い
ざ
緊
急
事
態

と
な
る
と
こ
れ
で
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
。

　

活
発
な
活
動
が
行
わ
れ
て
い
て
も
、

そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
た
め
に
参
加
で

き
な
か
っ
た
経
験
を
も
つ
会
員
は
少
な

　我が県に於いても曹青の皆様を抜きにして教化活動を語
ることができません。曹青の皆さんに足を向けて寝られない
というと言い過ぎかもしれませんが、本当にそんな思いでお
ります。是非これからももっともっと動いて欲しいですね。
手を動かし、足を運んでください。これから钁湯蘆炭の厳し
い局面があろうとも、1にも2にも3にも動いて清風を起こ
してください。これからの活躍を一層期待しています。

曹洞宗山口県宗務所所長

吉川俊雄 老師

「ともに菩薩行の実践を」
　永年に亘り当会に対し、青年会としてのボランティア活動
に協働して頂き、有難うございます。
今後ともさらに、会員各位が菩薩行の実践をしているという
「自覚」を持ち、宗教活動の精神的「柱」にされ、社会と共に歩
む寺院活動をされることを願っています。貴会、また会員各
位のますますの活動向上を祈念します。 合掌
　
■シャンティ山口の活動については、ホームページをご覧ください。

山口曹青の
ココが課題だ

　

2
年
続
け
て
の
災
害
に

多
く
の
方
々
か
ら
物
心
両

面
で
ご
協
力
を
頂
き
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
場
に
入
る
時
に
は
不

安
も
あ
り
ま
し
た
が
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
て
い
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
か
ら「
曹
洞
宗
が
ま
た
来
て
く
れ

た
」と
歓
迎
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
各
地
で
活
動
し
て
い

る
姿
が
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

　

今
期
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
入
る
か
ど
う
か
は
各

曹
青
会
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
決
断
の
難
し
い
と
き

も
あ
る
で
し
ょ
う
が「
苦
し
ん
で
い
る
人
の
為
に
動

く
」曹
青
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

災
害
復
興
支
援
に
つ
い
て

山口県曹洞宗青年会会長

大野泰生

NPO法人シャンティ山口
代表理事

角 直彦

く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

二
つ
目
は
ノ
ウ
ハ
ウ
の
伝
達
で
す
。

行
事
を
計
画
立
案
す
る
方
法
、
準
備

を
行
う
手
順
や
注
意
点
な
ど
は
、
そ

の
役
を
受
け
た
一
部
の
人
に
し
か
伝

わ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た

ノ
ウ
ハ
ウ
は
曹
青
活
動
の
み
な
ら
ず
、

寺
務
で
必
ず
役
に
立
つ
も
の
で
す
。

そ
れ
を
伝
え
て
い
く
方
法
を
見
つ
け

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
事
、
ま
た

ど
う
や
っ
た
ら
そ
れ
が
で
き
る
の
か
、

こ
れ
は
知
っ
て
い
る
の
と
知
ら
な
い

の
と
で
は
天
地
の
隔
た
り
が
あ
り
ま

す
。
皆
の
糧
と
な
る
よ
う
取
り
組
ん

で
行
こ
う
と
思
い
ま
す
。

平成22年7月 
山陽小野田市にて
水害復興支援活動。
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●福岡県
 77 太養院 様
 151 大円寺 様
 158 報恩寺 様
 
●大分県
 43 竺源寺 様
 134 長安寺 様
 146 香林寺 様
 
●長崎県第１
 26 鏡円寺 様
 78 宝泉寺 様
 88 慈光院 様
 
●佐賀県
 150 元光寺 様
 
●熊本県第１
 29 妙音寺 様
 60 含蔵寺 様
 64 玉祥寺 様
 
●宮崎県
 35 法泉寺 様
 38 観音寺 様
 44 浄土寺 様
 
●長野県第１
 38 耕雲庵 様
 162 大聖寺 様
 227 岩松院 様
 242 如法寺 様
 300 威徳院 様
 306 城光院 様
 340 自性院 様
 370 日輪寺 様
 
●長野県第２
 420 金松寺 様
 429 天正寺 様
 441 雲龍寺 様

 465 明光寺 様
 493 吉祥寺 様
 565 阿弥陀寺 様
 
●福井県
 137 芳春寺 様
 218 常福寺 様
 269 御誕生寺 様
 305 向福寺 様
 
●石川県
 1 天徳院 様
 132 定光院 様
 
●富山県
 83 永久寺 様
 187 親川寺 様
 
●新潟県第１
 363 定明寺 様
 380 妙雲寺 様
 384 庄川寺 様
 400 東福寺 様
 415 龍昌庵 様
 439 林興庵 様
 477 龍泉院 様
 487 宝泉寺 様
 496 長楽寺 様
 503 龍源寺 様
 
●新潟県第３
 530 花栄寺 様
 541 善福寺 様
 552 広済寺 様
 557 普広寺 様
 
●新潟県第４
 36 吉祥寺 様
 69 永明寺 様
 105 高徳寺 様
 112 常安寺 様
 117 釋尊寺 様

 178 清流寺 様
 185 見国寺 様
 211 溪岩寺 様
 283 耕太寺 様
 295 普済寺 様
 733 光明寺 様
 738 不動寺 様
 811 法雲寺 様
 817 日照寺 様
 
●福島県
 9 宝積寺 様
 14 円通寺 様
 19 常円寺 様
 24 盛林寺 様
 49 大泉寺 様
 94 松蔵寺 様
 101 成林寺 様
 110 龍徳寺 様
 113 円照寺 様
 133 永禄寺 様
 139 徳成寺 様
 168 清光寺 様
 174 龍穏院 様
 226 常隆寺 様
 240 耕林寺 様
 246 長徳寺 様
 274 龍門寺 様
 339 龍源寺 様
 373 泰雲寺 様
 446 天宗寺 様
 449 松庵寺 様
 471 大泉寺 様
 
●宮城県
 83 向泉寺 様
 113 繁昌院 様
 237 円通院 様
 281 光明寺 様
 282 耕徳院 様
 293 梅溪寺 様
 327 観音寺 様

 352 安永寺 様
 432 耕田寺 様
 
●岩手県
 14 正傳寺 様
 21 恩流寺 様
 25 宝積寺 様
 53 廣全寺 様
 65 仁昌寺 様
 75 宗青寺 様
 113 興国寺 様
 120 菅生院 様
 123 宝城寺 様
 147 龍徳寺 様
 170 長慶寺 様
 195 安養寺 様
 226 長林寺 様
 288 長福寺 様
 295 東海寺 様
 304 柳善院 様
 
●青森県
 6 正光寺 様
 27 蘭庭院 様
 28 宝泉院 様
 30 永泉寺 様
 84 凉雲院 様
 100 澄月寺 様
 115 心月寺 様
 122 法林寺 様
 138 安楽寺 様
 185 観音寺 様
 
●山形県第１
 36 久昌寺 様
 58 慶松寺 様
 103 祥光院 様
 142 陽春院 様
 165 長松院 様
 
●山形県第２
 332 常安寺 様

 346 長福寺 様
 401 長慶寺 様
 408 普済寺 様
 
●山形県第３
 433 祐性院 様
 502 楞厳院 様
 510 西光寺 様
 623 歓喜寺 様
 732 總光寺 様
 
●秋田県
 4 寶袋院 様
 5 嶺梅院 様
 18 乗福寺 様
 26 洞泉寺 様
 33 龍門寺 様
 34 萬境寺 様
 85 宝円寺 様
 116 龍安寺 様
 128 耕伝寺 様
 157 香積寺 様
 174 満福寺 様
 181 黄龍寺 様
 196 春光寺 様
 207 大川寺 様

 209 満友寺 様
 306 洞雲寺 様
 317 本宮寺 様
 321 鏡得寺 様
 353 安養寺 様
 
●北海道第１
 25 龍穏寺 様
 29 法幢寺 様
 249 浄国寺 様
 456 大昌寺 様
 493 東禅寺 様
 
●北海道第２
 131 法光寺 様
 171 開原寺 様
 181 永祥寺 様
 252 清水寺 様
 347 大乘寺 様
 359 東明寺 様
 379 法音寺 様
 
●北海道第３
 141 正法寺 様
 203 西来寺 様
 207 龍雲寺 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。

賛助費払込票通信欄より

問：『sousei』150号の「お坊さん婚活心得」の記事中、「社会システムは淘汰されていくものであり、社会にとって
『必要なもの』が残っていく」という部分が、「社会的弱者に対する配慮を欠いた発言」のように受け取れます。記事
については、全曹青で承認済みのものと思いますので、それが全曹青の統一見解ということになるかと思いますが、
会員の皆さんはそのようにお考えなのでしょうか？

答：編集上の落ち度（18頁参照）で執筆者が特定されないまま掲載されたことによって、読者の方に当該記事が「全
曹青の統一見解」との読解の余地を与えたことは、誠に不徳の致す所です。当該記事は「全曹青に内包する各論の
一つ」であることは確かですが、全曹青会員の見解を集約したものではございません。全曹青と致しましては「会
員個別の各論を全曹青の媒体にて発信することを認許した」とご理解頂きたく存じます。また、当該記事の一部表
現が「社会的弱者へ配慮を欠く」とのご高見ですが、当会並びに編集部（広報委員会）は「必要なものが残る」ことと
「社会性の多少や強弱」がイコールとは認識しておりません。当該記事では、ある種の「社会的適合」への正否共に
示唆した文意であり、いわゆる「社会的弱者」が即ち「不必要なもの」とは断じていないと考えます。広報委員会では、
今期の編集方針の一つに「リアルボイスの発信」と掲げております。不特定多数の意向を反映した「統一見解」もさ
ることながら、会員の個別の各論を積極的にかつ網羅的に掲載することで、誌面の性格を特徴づけようと努めて
おります。今後は言質や表現をより明確にし、「統一見解」なのか「各論のリアルボイス」なのか、読者のみなさま
が判然とご読解頂けるよう、また偏向的な論旨に終始することないよう、最善を尽くして参ります。誠に貴重な
ご高見、ありがとうございました。
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 ●東京都
 17 龍澤寺 様
 30 豪徳寺 様
 79 保善寺 様
 87 観音庵 様
 89 浄牧院 様
 90 梅岩寺 様
 100 長延寺 様
 119 泉龍寺 様
 171 髙岩寺 様
 235 金光寺 様
 258 東光寺 様
 264 宗印寺 様
 374 善福寺 様
 
●神奈川県第２
 1 本覚寺 様
 2 西有寺 様
 44 東泉寺 様
 80 福泉寺 様
 81 貞昌院 様
 93 曹源寺 様
 126 常泉寺 様
 131 乗福寺 様
 151 正泉寺 様
 383 観音寺 様
 
●埼玉県第１
 16 慈眼寺 様
 37 妙厳寺 様
 64 寿楽院 様
 92 浄山寺 様
 93 光秀寺 様
 138 心鏡院 様
 187 清法寺 様
 394 香林寺 様
 416 昌福寺 様
 417 源勝院 様
 
●埼玉県第２
 248 長泉寺 様
 260 長光寺 様
 331 曹源寺 様
 334 安楽寺 様
 567 観音寺 様
 
●群馬県
 115 無量院 様
 142 建明寺 様
 194 善宗寺 様
 231 泉福寺 様

●栃木県
 46 龍昌寺 様
 51 豊栖院 様
 94 天性寺 様
 124 瑞雲院 様
 161 東陽院 様
 166 正慶寺 様
 
●茨城県
 41 大雄院 様
 49 東漸寺 様
 50 鏡徳寺 様
 92 宝積寺 様
 182 龍心寺 様
 
●千葉県
 7 満蔵寺 様
 8 重俊院 様
 24 仁守寺 様
 28 長福寺 様
 29 慶林寺 様
 45 大洞院 様
 93 芳泰寺 様
 95 寶應寺 様
 155 東漸寺 様
 162 長昌寺 様
 198 太高寺 様
 300 智蔵寺 様
 
●山梨県
 94 文殊院 様
 212 慈観寺 様
 539 清光寺 様
 
●静岡県第１
 6 瑞龍寺 様
 45 常安寺 様
 77 龍泉院 様
 202 先照寺 様
 459 洞雲寺 様
 511 慶福寺 様
 528 盤石寺 様
 
●静岡県第２
 325 海蔵寺 様
 332 龍雲寺 様
 362 福泉寺 様
 368 曹洞院 様
 
●静岡県第３
 699 極楽寺 様

 958 興徳寺 様
 1311 宝太寺 様
 
●静岡県第４
 1017 龍泉寺 様
 1065 高林寺 様
 1095 天林寺 様
 1106 大厳寺 様
 1112 大安寺 様
 1140 竹林寺 様
 1149 廣福寺 様
 1177 礼雲寺 様
 
●愛知県第１
 5 功徳院 様
 15 大光院 様
 18 大運寺 様
 25 禅芳寺 様
 36 円通寺 様
 58 聚福院 様
 91 法持寺 様
 94 法正寺 様
 101 成福寺 様
 104 宗福寺 様
 108 香積院 様
 120 宝珠院 様
 131 天年寺 様
 158 秀伝寺 様
 166 東陽寺 様
 200 日光寺 様
 261 薬師寺 様
 267 陶昌院 様
 309 常宿寺 様
 313 長松寺 様
 342 常楽寺 様
 343 雲居寺 様
 635 永澤寺 様
 1191 智光院 様
 1241 観音寺 様
 1266 地蔵院 様
 
●愛知県第２
 853 長傳寺 様
 972 桂昌院 様
 
●愛知県第３
 384 慈眼寺 様
 411 福田寺 様
 428 寶珠院 様
 467 全忠寺 様
 512 清凉寺 様

 517 東光寺 様
 
●岐阜県
 33 昌運寺 様
 80 龍泰寺 様
 99 霊泉寺 様
 102 桂昌寺 様
 110 薬師寺 様
 148 円頂寺 様
 157 玉泉寺 様
 162 清楽寺 様
 165 自法寺 様
 188 洞泉寺 様
 189 久昌寺 様
 194 慈眼寺 様
 200 法幢寺 様
 240 林陽寺 様
 
●三重県第１
 24 一心院 様
 37 四天王寺 様
 40 宝泉寺 様
 83 凉泉寺 様
 114 海禅寺 様
 181 観音寺 様
 188 広泰寺 様
 203 等観寺 様
 206 西方寺 様
 240 安心寺 様
 269 大蓮寺 様
 275 龍祥寺 様
 285 玉泉寺 様
 
●三重県第２
 371 光明寺 様
 389 海岸寺 様
 392 大義院 様
 402 阿弥陀寺 様
 
●滋賀県
 74 總寧寺 様
 184 興聖寺 様
 201 林慶寺 様
 
●京都府
 45 正法寺 様
 46 栄春寺 様
 73 春現寺 様
 161 禅福寺 様
 306 智源寺 様
 334 海蔵寺 様

 355 龍献寺 様
 367 福昌寺 様
 389 万福寺 様
 
●大阪府
 9 洞岩寺 様
 10 梅旧院 様
 31 正泉寺 様
 56 南昌寺 様
 61 大廣寺 様
 78 桂林寺 様
 
●奈良県
 68 景徳寺 様
 
●兵庫県第１
 287 向榮寺 様
 439 誕生寺 様
 
●兵庫県第２
 115 慈眼寺 様
 117 法円寺 様
 134 谷松寺 様
 150 圓成寺 様
 157 普門寺 様
 221 永源寺 様
 224 善勝寺 様
 276 新宮寺 様
 
●岡山県
 4 威徳寺 様
 5 景福寺 様
 125 大椿寺 様
 127 慈眼寺 様
 131 済渡寺 様
 178 成興寺 様
 
●広島県
 1 国泰寺 様
 8 聖光寺 様
 22 光禅寺 様
 46 雙照院 様
 131 善昌寺 様
 152 雲龍寺 様
 161 浄久寺 様
 164 妙楽寺 様
 181 東明寺 様
 187 仙房寺 様
 
●山口県
 120 長徳寺 様

 158 泉福寺 様
 212 功山寺 様
 213 高林寺 様
 217 普賢寺東堂 様
 
●鳥取県
 1 興雲寺 様
 16 瑞泉寺 様
 26 天徳寺 様
 30 長通寺 様
 97 国分寺 様
 146 妙楽寺 様
 155 龍泉寺 様
 159 大祥寺 様
 163 雲光寺 様
 185 源泉寺 様
 
●島根県第１
 268 龍雲寺 様
 304 自徳庵 様
 
●島根県第２
 2 永昌寺 様
 5 地福寺 様
 6 善福寺 様
 8 祐福寺 様
 32 宗淵寺 様
 54 雲松寺 様
 63 龍覚寺 様
 121 法海寺 様
 134 極楽寺 様
 139 十楽寺 様
 141 本願寺 様
 159 源入寺 様
 169 長安寺 様
 195 總光寺 様
 203 玉雲寺 様
 
●徳島県
 17 江音寺 様
 
●高知県
 5 永源寺 様
 
●愛媛県
 18 陽春院 様
 34 本光寺 様
 35 宝蔵寺 様
 79 成福寺 様
 146 興雲寺 様
 

賛助費浄納御芳名簿 平成22年
9
10

6
1 ～

「本気宣言」この混沌とした世の中に必要なのは、心の鏡と宣言致します。
       お佛壇は心の鏡と宣言致します。当社は「世界にひとつだけの、お佛壇」䜘お届け致します。

　　                                      信州いい䜊まあたご寺町雁木通䜐　株式会社　明石佛壇店　代表取締役社長　明石　洋一

䝢䜼䝿䜿䝷䜶䝷
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山の麓にある、
縁生の家（後編）

飯
島
▼
以
前
、
こ
こ
で
利
用
者
さ
ん
を

看
取
っ
た
時
の
お
話
を
伺
っ
て
良
い
で

す
か
？

北
澤
▼
亡
く
な
っ
た
時
は
72
歳
で
、
男

性
で
し
た
。
そ
の
人
は
前
か
ら「
こ
こ
で

楽
し
く
暮
ら
し
て
い
き
た
い
」と
い
う
希

望
が
強
く
て
、
家
族
の
み
な
さ
ん
に
も

了
解
を
も
ら
っ
て
、
こ
こ
で
看
取
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
話
に
な
り
ま
し

た
。

　

そ
の
時
に
取
り
決
め
た
の
は
、
嘱
託

医
の
往
診
体
制
で
救
急
車
を
呼
ば
な
い

こ
と
。
少
し
苦
し
そ
う
な
ら
嘱
託
医
に

往
診
し
て
も
ら
っ
て
、
指
示
を
も
ら
っ

て
あ
と
は
私
た
ち
が
看
る
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
部
屋
は
、
本
人
さ
ん
の
思
い

出
が
深
い
写
真
を
置
い
て
そ
の
人
の
好

み
の
通
り
に
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

亡
く
な
る
2
ヶ
月
前
に
、
利
用
者
さ

ん
の
た
め
の
鱒
掴
み
の
イ
ベ
ン
ト
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
ビ
ニ
ー
ル
の
プ
ー
ル

に
鱒
を
放
っ
て
、
素
手
で
掴
ん
で
も
ら

っ
て
、
そ
れ
を
僕
ら
が
焼
い
て
お
昼
の

お
か
ず
に
し
て
も
ら
う
イ
ベ
ン
ト
な
ん

で
す
が
、
た
ま
た
ま
彼
は
そ
の
日
が
調

子
良
く
っ
て
、
車
い
す
で
イ
ベ
ン
ト
を

や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
見
に
来
て
、

ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て
鱒
を
触
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
後
容
態
の
悪
化
で
外
出
が
出

来
な
く
な
っ
て
も
、
こ
と
あ
る
ご
と
に

「
あ
の
時
の
鱒
、
良
か
っ
た
ね
」っ
て
楽

し
そ
う
に
話
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

や
が
て
彼
は
亡
く
な
っ
た
ん
だ
け
れ

D i a l o g 　 w i  t h 　 A M A N S

ダイアローグ11

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。

設
で
の
看
取
り

施

ど
、
ち
ょ
う
ど
そ

の
日
は
寮
で
文
化

祭
の
イ
ベ
ン
ト
が

あ
る
日
で
し
た
。

さ
す
が
に
人
一
人

亡
く
な
っ
て
い
る

し
、
開
催
を
躊
躇

っ
て
い
た
ん
で
す
。

で
も
、
家
族
の
方

が「
や
っ
て
よ
」っ

て
。「
故
人
は
お

祭
り
が
好
き
だ
っ
た
。
祭
り
を
や
り
な

が
ら
死
ぬ
な
ん
て
最
高
じ
ゃ
な
い
か
」

っ
て
仰
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら

予
定
通
り
イ
ベ
ン
ト
を
さ
せ
て
頂
い
て
、

寮
内
に
安
置
さ
れ
た
彼
の
遺
体
は
、
イ

ベ
ン
ト
の
最
中
に
出
棺
し
ま
し
た
。

　

一
番
良
か
っ
た
の
は
、
利
用
者
の
み

な
さ
ん
が
そ
こ
で
、
日
常
と
死
が
隣
り

合
わ
せ
に
あ
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
で
す
。

彼
が
亡
く
な
っ
て
葬
儀
さ
れ
る
過
程
を

見
て
、
み
ん
な
が
仲
間
の
一
人
が
人
生

を
閉
じ
た
こ
と
に
納
得
し
た
ん
で
す
。

飯
島
▼
そ
れ
ま
で
は
病
院
で
亡
く
な
る

ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
ん
で
す
ね
？　

急

変
す
る
と
搬
入
さ
れ
て
。

北
澤
▼
そ
う
で
す
ね
。
玄
関
先
で
お
別

れ
し
て
そ
の
ま
ま
葬
儀
場
へ
行
く
と
い

う
感
じ
で
し
た
ね
。
し
か
し
、
生
が
あ

っ
て
死
が
あ
る
と
い
う
の
か
、
日
常
の

生
の
一
方
で
は
死
に
向
か
っ
て
い
る
人

が
い
る
。
そ
の
過
程
を
見
て
い
る
こ
と

は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
。「
自
分

も
あ
あ
い
う
風
に
な
る
ん
だ
な
」っ
て

い
う
こ
と
が
ま
ず
分
か
り
ま
す
。

北
澤
▼
で
も
、
こ
こ（
悠
生
寮
）で
人
生

の
幕
を
閉
じ
た
い
っ
て
方
に
対
し
て
は
、

ど
う
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
れ
ば
い
い
ん

だ
ろ
う
っ
て
い
う
の
が
、
ま
だ
分
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
職
員
さ
ん
の
意
識
も
含

め
て
、も
う
少
し
様
子
を
見
な
い
と
、「
一

定
の
質
」を
伴
っ
た
対
応
に
は
つ
な
が
ら

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

飯
島
▼
生
活
の
場
所
に
死
が
あ
る
の
が
、

や
っ
ぱ
り
職
員
さ
ん
に
は
ち
ょ
っ
と
違

和
感
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

北
澤
▼
あ
り
ま
し
た
。
私
が
以
前
、
利

が
い
を
持
っ
て
迎
え
る

老
後
の
難
し
さ

障
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用
者
さ
ん
に「
最
期
は
ど
こ
で
死
に
た

い
で
す
か
？
」っ
て
い
う
意
向
調
査
を

し
よ
う
と
し
た
ら
、
結
構
反
発
が
あ
り

ま
し
た
。「
そ
ん
な
こ
と
を
聞
く
の
は

失
礼
だ
」「
そ
ん
な
こ
と
を
聞
く
と
パ

ニ
ッ
ク
に
な
る
人
が
い
る
」っ
て
。
で
も
、

私
は「
利
用
者
さ
ん
に
も
答
え
る
義
務

や
権
利
が
あ
る
の
に
、
な
ぜ
死
を
聞
い

ち
ゃ
い
け
な
い
の
？
」っ
て
思
う
ん
で
す
。

飯
島
▼「
ご
本
人
の
意
思
を
尊
重
し
ま

し
ょ
う
」と
は
言
っ
て
い
る
も
の
の
、
職

員
さ
ん
に
と
っ
て
は
大
変
な
こ
と
で
す

も
の
ね
。
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
に
忙
し
く

っ
て
、
自
分
の
時
間
が
犠
牲
に
な
る
の

を
望
ま
な
い
。
だ
か
ら
万
が
一
に
は
慌

て
て
、
と
に
か
く「
救
急
車
！
」と
か「
病

院
！
」っ
て
。
施
設
の
現
場
か
ら
す
る

と
、
専
門
を
分
け
て
役
割
分
担
し
た
方

が
、
職
員
が
過
重
負
担
か
ら
解
放
さ
れ

て
良
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
。

北
澤
▼
病
院
以
外
の
選
択
肢
と
し
て
は
、

高
齢
者
施
設
と
介
護
療
養
型
医
療
施
設

が
あ
り
ま
す
。
以
前
は
、
介
護
が
必
要

に
な
っ
て
き
た
利
用
者
さ
ん
に
は
、
言

葉
巧
み
に
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
移

っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
介
護
療
養

型
医
療
施
設
は
、
介
護
の
面
で
は
十
分

に
ケ
ア
し
て
く
れ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
以

外
は「
今
日
は
ど
う
？
」っ
て
世
間
話
を

す
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
ベ
ッ
ド
に

寝
て
い
て
、
24
時
間
の
全
人
的
な
ケ
ア

が
あ
る
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
そ
し

て
高
齢
者
施
設
。
実
は
こ
こ
は
す
ご
く

敷
居
が
高
く
て
、
知
的
障
が
い
者
は
入

居
で
き
る
可
能
性
が
低
い
ん
で
す
。

3
0
0
0
人
く
ら
い
待
機
者
が
い
る
中

で
、
少
な
く
と
も
施
設
に
い
る
人
た
ち

は
生
活
の
保
障
は
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

在
宅
に
比
べ
て
緊
急
度
が
低
い
ん
で
す
。

利
用
者
さ
ん
が
色
ん
な
ケ
ー
ス
の
メ
リ

ッ
ト
･
デ
メ
リ
ッ
ト
を
踏
ま
え
て
、
タ

ー
ミ
ナ
ル
を
自
己
選
択
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
良
い
ん
で
す
が
。

飯
島
▼
こ
う
や
っ
て
障
が
い
者
施
設
の

お
話
を
聞
い
て
も
、
何
と
な
く
思
い
を

馳
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り

看
護
師
の
時
代
に
在
宅
ケ
ア
を
や
っ
て

い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
病
棟
の
看

護
し
か
知
ら
な
か
っ
た
ら
、
多
分
生
活

の
部
分
ま
で
目
が
い
か
な
か
っ
た
と
思

う
ん
で
す
よ
。「
あ
と
は
行
政
や
福
祉
の

世
界
だ
よ
ね
」っ
て
言
っ
て
見
な
い
。
在

宅
の
場
合
は
そ
れ
は
出
来
ま
せ
ん
か
ら
。

　

そ
の
点
で
、
こ
こ
は
本
当
に「
頭
の
中

に
区
別
が
な
い
」と
い
う
か
、
そ
の
も
の

を
そ
の
も
の
と
し
て
見
て
対
応
し
て
、

「
受
け
容
れ
ら
れ
る
」っ
て
雰
囲
気
が
あ

り
ま
す
ね
。

　

こ
ち
ら
に
お
邪
魔
す
る
ま
で
、
私
は

障
が
い
者
の
施
設
に
全
く
関
わ
り
が
な

か
っ
た
の
で
、「
生
老
病
死
」の
中
に「
障

が
い
者
の
死
」っ
て
い
う
部
分
が
す
っ
ぽ

抜
け
て
い
ま
し
た
。

北
澤
▼「
領
域
と
し
て
マ
イ
ナ
ー
」で
す

か
ら
。
7
5
0
万
人
と
言
わ
れ
る
高
齢

者
群
の
中
で
、
知
的
障
が
い
の
み
な
さ

ん
は
45
〜
60
万
人
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

で
も
、
い
く
ら
少
な
い
と
言
っ
て
も
人

生
の
価
値
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
等
し
い
は

ず
で
す
。

飯
島
▼
社
会
か
ら
の
周
辺
化
、
マ
イ
ナ

ー
と
い
う
点
で
は
、
尼
僧
も
似
た
境
遇

の
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
大
勢
が
マ
イ
ナ
ー
に
気
付
か
な

い
こ
と
を
責
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
実
家
の
尼
寺
や
尼
僧
堂
に
い
る

間
は「
自
分
が
マ
イ
ナ
ー
」っ
て
気
付
か

な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
送
行
し
て

か
ら
僧
形
で
東
京
に
行
っ
た
ん
で
す
よ
。

そ
う
し
た
ら
高
田
馬
場
駅
で
全
然
見
ず

知
ら
ず
の
人
に
、
物
珍
し
げ
に「
良
い
頭

の
形
し
て
い
る
な
」っ
て
頭
撫
で
ら
れ
て
。

ま
だ
20
代
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、「
何

な
ん
だ
、
こ
れ
は
」っ
て
。「
自
分
は
2

年
間
も
尼
僧
堂
に
い
た
ん
だ
」「
お
坊
さ

ん
な
ん
だ
」っ
て
プ
ラ
イ
ド
が
あ
っ
た
と

思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
が
頭
を
撫

で
ら
れ
て「
社
会
に
出
た
ら
、
尼
僧
の
扱

い
は
こ
ん
な
も
の
か
」っ
て
思
い
ま
し
た
。

尼
僧
の
中
に
も
先

入
観
と
い
う
か

「
前
に
出
て
は
い

け
な
い
」と
い
う

不
文
律
が
あ
り
ま

す
。
で
も
マ
イ
ナ

ー
だ
か
ら
こ
そ
、

積
極
的
に
発
信
し

て
社
会
的
認
知
度

を
獲
得
し
て
い
く

努
力
が
必
要
で
す

よ
ね
。

北
き た

澤
ざ わ

克
か つ

巳
み

60歳。インタビュー当時（2010年2月）
は『穂高悠生寮』施設長。
障がい者のみなさんとの関わりをラ
イフワークにしたいため、定年後は
施設からより地域に近い場所で、関
わりを持ち始めました。若いみなさ
んと汗と感謝の日々です。

取材中、入居者とのふれあう
あまんず。『穂高悠生寮』の受
容的な雰囲気に心洗われるひ
と時。

社
会
福
祉
法
人
り
ん
ど
う
信
濃
会

穂
高
悠
生
寮

長
野
県
立
の
知
的
障
が
い
者
総
合
援
護

施
設『
西
駒
郷
』の
保
護
者
ら
が
中
心
と

な
っ
て
、比
較
的
高
齢
な
知
的
障
が
い
者

の
居
住
施
設
と
し
て
設
置
さ
れ
た
県
下

6
か
所
の
悠
生
寮
の
う
ち
の
一
つ
。
昭
和

58
年
に
開
設
さ
れ
た
。
定
員
は
男
性
25

名
、
女
性
25
名
の
計
50
名
。

〒
3
9
9
―

8
3
0
5

長
野
県
南
安
曇
郡
穂
高
町
牧
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こ
の
地
域
の
現
状
に
つ
い
て
、
島
根
県
第
一
宗
務
所
長

の
門
脇
利
法
老
師
に
お
聞
き
し
た
。

　
「
宗
務
所
管
内
の
西
部
46
ヶ
寺
の
う
ち
14
ヶ
寺
が
兼
務
寺

院
。
1
ヶ
寺
あ
た
り
の
檀
家
数
が
1
0
0
軒
に
満
た
な
い

お
寺
が
ほ
と
ん
ど
で
、
中
に
は
檀
家
0
軒
と
い
う
お
寺
も

あ
る
。
兼
務
寺
や
無
住
寺
が
増
え
る
理
由
の
大
半
は〝
経
済

的
な
困
窮
〞か
ら
跡
取
り
が
い
な
い
た
め
。
お
寺
だ
け
で
食

べ
て
い
く
の
は
非
常
に
難
し
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で

子
弟
や
青
年
僧
に『
寺
を
継
ぎ
、
守
っ
て
ほ
し
い
』と
は
強

要
し
難
い
こ
と
で
あ
る
」。

閣
府
刊
行
の『
平
成
17
年
版　

国
民
生
活
白
書
』に

よ
る
と
、「
女
性
は
結
婚
相
手
に
対
し
て
経
済
力
を

重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
」と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
事

実
な
ら
、
こ
こ
で
は「
僧
侶（
比
丘
・
男
僧
）の
結
婚
」に
は
不

都
合
な
条
件
ば
か
り
、
と
暗
澹
と
さ
せ
ら
れ
る
。

　

所
長
老
師
は「
だ
か
ら
と
言
っ
て
引
い
て
ほ
し
く
は
な
い
。

確
か
に
こ
の
地
域
に
は
若
者
が
少
な
い
が
、
だ
か
ら
若
者
の

存
在
価
値
が
高
い
。
そ
の
中
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を

通
じ
、
地
域
の
人
た
ち
と
関
係
を
積
極
的
に
持
つ
こ
と
で
世

間
の
僧
侶
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
変
化
し
、好
感
・

好
意
の
方
向
に
変
わ
っ
て
く
る
と
思
う
。（
宗
門
僧
侶
と
し

て
結
婚
す
る
事
が
必
ず
し
も
ベ
ス
ト
と
は
思
わ
な
い
が
）自

ら
の
活
動
に
よ
り
良
縁
が
引
き
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
を
祈
っ
て

い
る
」と
も
仰
っ
た
。
確
か
に
、
管
内
東
部
に
は「
専
業
」の

方
ば
か
り
の
教
区
が
あ
る
。
経
済
的
な
基
盤
は
西
部
と
大
差

な
い
が
、
頻
繁
に
法
要
に
呼
び
合
う
な
ど
互
助
に
努
め
た
り
、

托
鉢
を
し
て
生
計
を
養
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
。

　

今
回
の
投
稿
で「
結
婚
」に
つ
い
て
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ

た
。
経
済
的
理
由
を
含
め
た
諸
々
の
言
い
訳
を
作
り「
結
婚

で
き
な
い
理
由
」を
作
っ
て
い
た
気
が
し
た
。
し
か
し
、
ま

だ
ま
だ
迷
走
は
続
き
そ
う
で
あ
る
。

づ
け
ば
同
安
居
の
ほ
と
ん
ど
が
結
婚
を
し
、
披
露

宴
に
呼
ば
れ
る
こ
と
も
め
っ
き
り
減
っ
て
き
た
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
や
っ
て
い
る
弟
に
も
先
を
越
さ
れ
、
焦

り
は
な
い
に
し
ろ
、
毎
日
の
よ
う
に
周
り
か
ら「
結
婚
」に

つ
い
て
促
さ
れ
る
。

　

私
は
僧
侶
で
あ
り
な
が
ら
保
育
園
の
園
長
と
し
て
勤
め

る
、
い
わ
ゆ
る「
兼
業
僧
侶
」で
あ
る
。
在
家
の
方
で
あ
れ
ば

自
分
が「
一
生
一
緒
に
い
た
い
」と
思
う
相
手
と
結
婚
と
い
う

の
が
理
想
で
あ
ろ
う
。
私
の
場
合
、「
自
分
に
と
っ
て
ベ
ス

ト
な
相
手
？
」「
僧
侶
と
し
て
ベ
ス
ト
な
相
手
？
」

「
保
育
園
を
経
営
す
る
に
当
た
っ
て
ベ
ス
ト
な
相

手
？
」ど
れ
を
選
べ
ば
い
い
の
か
随
分
悩
ん
だ
過

去
が
あ
る
。
実
際
に
交
際
相
手
の
ご
両
親
に「
僧

侶
だ
か
ら
」と
い
う
理
由
で
交
際
自
体
を
反
対
さ

れ
た
こ
と
も
あ
る
。
仮
に
右
記
3
つ
を
す
べ
て

満
た
し
た
自
分
に
と
っ
て
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
な
相

手
が
い
た
と
し
て
も
、
相
手
が
婿
養
子
を
望
ま

な
け
れ
ば
い
け
な
い
場
合
は
困
難
と
な
る
。
地

元
の
島
根
県
益
田
市
は
、
人
口
5
万
人
に
も
満

た
な
い
小
さ
な
町
だ
。
市
内
の
誰
か
と
交
際
す

れ
ば「
ど
こ
の
子
か
」が
す
ぐ
に
噂
に
な
り
、
相

手
に
も
ス
ト
レ
ス
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
牧

歌
的
な
町
に
あ
り
が
ち
な「
退
屈
し
の
ぎ
」な
の

だ
ろ
う
。
そ
の
せ
い
だ
ろ
う
か
、
周
り
は
市
外
か
ら
結
婚

相
手
を
迎
え
入
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。

在
、
石
見
曹
洞
宗
青
年
会
で
実
際
に
活
動
に
参
加

し
て
い
る
人
数
は
10
名
を
切
っ
て
い
る
。
宗
務
所

管
内
西
部
の
曹
青
会
員
で
も「
専
業
」の
方
は
1
名
し
か
い

な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
副
業
で
生
活
し
て
い
る
状
況
だ
。
隣

り
町
に
は
新
聞
配
達
を
し
な
が
ら
糊
口
を
凌
ぐ
青
年
僧
も

お
ら
れ
る
。

　

僧
侶
の
一
人
暮
ら
し
な
ら
と
も
か
く
、
結
婚
し
て
円
満

な
家
庭
生
活
を
営
む
た
め
に
は
、
と
て
も『
祇
園
正
儀
』の

よ
う
に
は
い
か
な
い
。
家
計
を
養
う
あ
る
程
度
の
収
入
も

必
要
だ
ろ
う
。
お
寺
の
場
合
、
そ
れ
を
檀
務
に
よ
っ
て
賄

う
こ
と
が
真
っ
先
に
想
起
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
住
ん
で
い

る
と
、「
お
寺
で
食
べ
る
」そ
の
こ
と
自
体
に
不
安
を
感
じ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

全
国
の
曹
洞
宗
寺
院
の
平
均
年
収
は
5
6
5
万
円
と
い

わ
れ
る（『
平
成
17
年　
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
報
告
書
』よ

り
）。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
の『
平
成
18
年　

国
民
生
活
基

礎
調
査
』に
よ
る
と
、
一
般
家
庭
の
世
帯
別
の
平
均
所
得
金

額
は
5
6
3
万
8
千
円
。
デ
ー
タ
だ
け
見
る
と
、「
坊
主
丸

儲
け
」と
揶
揄
さ
れ
る
実
態
は
な
く
、
一
般
と
比
べ
て
も
年

収
に
大
差
は
な
い
、
と
も
感
じ
る
。

　

し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
デ
ー
タ
は「
全
国
平
均
」で

あ
る
。
実
は
前
述
の
5
6
5
万
円
と
い
う
数
字
に
は「
註
釈
」

が
あ
っ
て
、
調
査
標
本
と
な
っ
た
寺
院
の
う
ち
、
約
半
分

は
年
収
3
0
0
万
円
に
満
た
な
い
の
だ
。

�

�

訂正●150号掲載の当該記事は、全曹青広報委員の岡本真宰（長野県第一宗務所青年会）の執筆によるものです。
執筆者名の明記が漏れていましたことをお詫びし、訂正させて頂きます。 全国曹洞宗青年会広報委員会

気現

内

お坊さんの「生活力」
全曹青広報委員　城市泰紀（石見曹洞宗青年会）
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●厚志　今、長男は英語塾に通っています。

●久美子　幼稚園の時に英語の先生がいらっしゃって、それ

がきっかけで「英語をやりたい！」と意志を示したので。

●厚志　理由はそれだけじゃないよね（笑）。

●久美子　そうですね。私も大学が英文科でしたので、英語

をやっていても損はないと思いますし、本人がやりたいこと

をやらせてあげたいな、と思います。

■村上　まだお子さんも小さいですが、次代への展望はござ

いますか？

●厚志　基本的には長男に跡を継いで欲しいと思います。

●久美子　今の段階では（性格的に）跡継ぎなら長男が一番向

いていると思いますね。そのために生まれてきたのかなって

思うくらい（笑）。今年のお盆には、念願の棚経デビューも果

たしました。

■村上　お檀家さんも喜ばれたでしょうね。

●厚志　そうですね（笑）。

■村上　今後、お子さんたちの学業や進路に具体的なお考え

はおありですか？

●厚志　公私立を問わず、本人たちがやりたい環境で勉強を

して、色んな可能性を試してくれればとは思います。

■村上　生涯教育費は子ども一人当たり1000万円程度掛か

ると言われます。大学の学費だけでも、平均すると500万

円強になります。ちょっとおもしろい話をさせて頂きますと、

お母さんがよくお子さんに「勉強しなさい」って仰りますね。

実は、この言葉にはかなりの覚悟がいるのです。というのも、

8歳のお子さんに朝昼晩に1回ずつ「勉強しなさい」と、仮に

大学に入学する18歳まで10年間言い続けると、1年は365

日ですので、例えば貯金箱に1回言う毎に500円ずつ貯めて

いくと、全部で3652日分、「2日」という端数は閏年が2回

ありますので…。

●久美子　細かいですね（笑）。

■村上　すいません、ここは笑って頂くところなのですが

（笑）、500円×3回×3652日＝547万8000円貯まります。

これがお子さん一人を大学に出す一般的な勘定になりますね。

●久美子　そこまで具体的な金額は想定していませんでした

が、生活費をやり繰りして、必要な時に使えるように学資保

険を貯めています。それにお稽古ごとなどが加わってくると、

正直なところ家計的にはいっぱいいっぱいです。でも子ども

たちにやりたいことがあるなら、そのサポートをしてあげた

いと思います。

●厚志　結婚して家族ができたことで保障についても色々と

検討しました。でも一般の保険会社には財務体質やコンプラ

イアンスへの一抹の不安もありますし、公的年金制度の今後

も不安ですね。

■村上　宗教法人を含む公益法人には、基本的には厚生年金

が適用されます（『厚生年金保険法』第6条や『健康保険法』第

3条に記載の「適用事業所」を参照）。国民年金は、もし「万が

一（死亡）」があった場合は、月単位だと10万円も保障され

ないんですね。厚生年金だと、だいたい15万円程度になり

ます。また、先日も某銀行のペイオフが話題になりましたが、

万が一保険会社が倒産すると、『生命保険契約者保護機構』か

ら、破綻時点の補償対象契約の責任準備金等の90％までが

契約者に補償されます。みなさん色々な夢、「ライフデザイ

ン」をお持ちになります。それには時系列的に「マネーデザイ

ン」も必要になってきますし、その過程では、どうしてもリ

スクが発生するんですね。ご病気だとか、最悪の場合は「万

が一」のことが起こった時に、じゃあそれから先の夢は全部

諦めなければいけないとしたら、それは寂しい話です。ご家

族の夢を途切れさせないための保険活用、とお考え頂ければ

と思います。（文中、敬称略）

CASE  #3 岐阜県土岐市･清安寺様

大久保厚志師（住職 全曹青総合企画委員）
久美子さん（妻）　雄弘くん（長男 7歳）
早也佳ちゃん（長女 5歳）　陽平くん（次男 3歳）

お寺暮らしの
ライフデザイン

❸
■聞き手
村
むら

上
かみ

　滋
しげる

住友生命保険相互会社 中部ブロック チーフFP
(1級ファイナンシャル･プランニング技能士【CFP認定者】)
中部5県（愛知･岐阜･三重･静岡･長野）の専任FPとして、ライフプラン

ニング、相続･事業承継、社会保険（公的年金等）、法人個人の税務

対応等の講演、講習、セミナーやその個別相談を行なっています。
〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 住友生命千種ニュータワービル5F

TEL（052）936‒1510
山内構成
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函館

札幌

松前

江差

め
ぐ
り

め
ぐ
り

寺

街

松
前
藩
ゆ
か
り
の

古
刹
を
訪
ね
て

日
本
最
北
の
城
下
町
に
残
る

取材・文：小林桂子　撮影：小倉直子

若
狭（
福
井
県
）か
ら
渡
っ
た

二
人
の
僧
侶
が
伝
道

　

松
前
家
の
祖
は
、
若
狭（
福
井
県
）の
武

田
家
の
血
を
引
く
武
田
信
広
に
始
ま
る
。

そ
の
信
広
の
縁
者
と
言
わ
れ
る
若
狭
の
僧
、

伝
心
随
芳
和
尚
が
文
明
元
年（
一
四
六
九

年
）、
奥
尻
島
に
草
庵
を
結
ん
だ
の
が
北

海
道
内
で
の
曹
洞
宗
の
起
こ
り
と
さ
れ
る
。函館▶◀江差

松前城

松前城バス停

法源寺
龍雲寺

法幢寺

役場

松前藩屋敷
松前家
墓所

228

　

こ
の
草
庵
が
法
源
寺
の
開
創
で
も
あ
り
、

奥
尻
島
か
ら
上
ノ
国
を
経
て
大
館
へ
と
移

り
、
延
徳
二
年（
一
四
九
〇
年
）、
松
前
の

地
に
築
か
れ
た
。

　

道
内
に
曹
洞
宗
を
開
い
た
も
う
一
人
の

僧
が
、
同
じ
く
若
狭
神
通
寺
の
天
室
宗
源

和
尚
で
あ
る
。
文
明
二
年（
一
四
七
〇
年
）、

松
前
大
館
に
法
幢
寺
を
建
立
す
る
が
、
戦

禍
に
よ
っ
て
焼
失
。
天
文
十
五
年（
一
五
四

六
年
）、
現
在
の
地
に
再
建
さ
れ
た
。

　

江
戸
時
代
に
は
法
源
・
法
幢
両
寺
に
末

寺
が
開
か
れ
、
法
幢
寺
は
触
頭
に
任
ぜ
ら

れ
る
な
ど
、
藩
と
係
わ
り
の
深
い
寺
と
し

て
、
と
も
に
繁
栄
を
極
め
た
。

　

法
幢
寺
は
焼
失
後
、
蠣
崎
家
三
代
義
広

と
四
代
季
広
の
二
代
に
わ
た
る
尽
力
に
よ

っ
て
再
建
、
松
前
藩
の
成
立
に
と
い
も
な

い
、
松
前
藩
主
の
菩
提
寺
と
な
っ
た
。
境

内
裏
手
に
は
歴
代
藩
主
と
そ
の
室
や
子
を

祀
る「
松
前
藩
主
松
前
家
墓
所
」も
あ
り
、

五
十
五
基
の
墓
碑
が
ひ
っ
そ
り
と
並
ぶ
。

　

一
方
、
法
源
寺
は
初
代
武
田
信
広
と
二

代
蠣
崎
光
広
の
菩
提
寺
で
あ
り
、
い
ず
れ

の
寺
も
藩
と
ゆ
か
り
の
深
い
古
刹
と
し
て

永
い
歴
史
を
歩
み
続
け
る
。

1法幢寺山門　戦禍を免れ、天保9
年（1833年）当時のままの姿を留め
る。左右に四天王を配した四天王門
2向かって右側の四天王
3手入れの行き届いた法幢寺の境
内。本堂は箱館戦争での焼失後に再
建された

取材にご協力をいただいた法幢寺三十一世
木村清韶住職（右）と副住職の木村清憲師

■1

■2

■3

日
本
最
北
の
城
下
町
、
松
前
町
。

そ
の
繁
栄
は
、「
松
前
の
春
は
江
戸
に
も
な
い
」と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、

や
が
て
幕
末
の
動
乱
期
、

新
政
府
側
に
つ
い
た
松
前
藩
は
旧
幕
府
軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
落
城
、

町
の
三
分
の
二
を
焼
失
し
た
。

そ
し
て
、
城
下
の
寺
も
ま
た
焼
き
払
わ
れ
た
。

し
か
し
、
寺
町
に
い
ま
も
残
る
藩
と
ゆ
か
り
の
深
い
古
刹
は
、

史
跡
・
文
化
財
と
し
て
も
貴
重
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

北
海
道
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寺
男
の
機
転
で

焼
け
ず
に
残
っ
た
最
古
の
寺

　

も
う
一
ヵ
寺
、
松
前
の
古
刹
の
中
で
も

創
建（
改
築
）当
時
の
姿
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

に
留
め
て
い
る
の
が
龍
雲
院
で
あ
る
。

　

公
家
か
ら
輿
入
れ
さ
れ
た
、
七
代
公
広

の
正
室
桂
子
夫
人
が
、
長
男
の
栄
達
を
祈

っ
て
建
立
し
た
も
の
で
、
山
号
・
寺
号
は

桂
子
夫
人
と
長
男
の
戒
名
に
由
来
し
て
い

る
。
建
立
は
寛
永
二
年（
一
六
二
五
年
）。

本
堂
と
庫
裏
は
天
保
十
三
年（
一
八
四
二

年
）に
建
て
替
え
ら
れ
た
が
、
戦
禍
を
唯
一

免
れ
た
こ
の
寺
は
、
松
前
に
残
る
寺
院
の

中
で
も
最
も
古
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

箱
館
戦
争（
戊
辰
戦
争
）で
多
く
の
寺
が

焼
き
払
わ
れ
た
中
、
こ
の
寺
だ
け
が
焼
け

ず
に
残
っ
た
の
は
、
寺
男
の
機
転
に
よ
っ

て
難
を
逃
れ
た
か
ら
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。

4法源寺山門　江戸時代中期のものと思われる四脚門で、道内最古の山門
と言われる（国指定文化財）
5法源氏山門から本堂へと続く境内の参道
6「双竜の滝」が流れる法幢寺の庭園。松前城への導水路を兼ねて造られた
7惣門越しに眺める龍雲院の境内。松前で唯一戦禍を免れた最古の寺
8龍雲院本堂の彫刻　戦禍を免れた本堂に残る欄間彫刻（本堂を含む五棟の
伽藍が国重要文化財指定）

11松前家御霊屋　戦禍を免れた貴重
な仏堂。堂内には歴代藩主の位牌が
祀られている（法幢寺）
12松前藩主松前家墓所　19代にわた
る歴代藩主とその室、子などを祀る
55基の墓碑が静かに並ぶ
13松前家墓所へと続く参道。竹林が
茂る趣のある風景

9緻密な彫刻が残る龍雲院惣門の扉（国重要文化財指定）
10龍雲院の鐘楼（国重要文化財指定）

「
無
高
の
藩
」で
あ
り
な
が
ら

繁
栄
を
誇
っ
た
往
時
を
偲
ぶ

　

日
本
最
北
の
藩
で
あ
る
松
前
藩
。
米
が

取
れ
な
か
っ
た
た
め
に「
無
高
の
藩
」と
呼

ば
れ
た
が
、
蝦
夷
地
の
産
物
を
一
手
に
掌

握
し
、「
松
前
の
春
は
江
戸
に
も
な
い
」と
言

わ
れ
る
ほ
ど
の
繁
栄
を
遂
げ
た
。
北
前
船

の
交
易
に
よ
っ
て
上
方
文
化
も
浸
透
し
、

幕
府
か
ら
は
北
方
警
備
の
任
を
賜
る
ま
で

に
至
っ
た
が
、
幕
末
動
乱
期
の
度
重
な
る

戦
禍
に
よ
っ
て
町
は
焼
失
。
多
く
の
寺
も

ま
た
、
藩
士
に
よ
っ
て
焼
き
払
わ
れ
て
し

ま
っ
た
。
現
在
の
伽
藍
は
、
そ
の
後
再
建

さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
焼
失
を

■4■5

■7■8 ■6

■10 ■9

■11

■12

■13
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日
本
最
北
の
藩
、
松
前
藩
。
そ
の

居
城
で
あ
っ
た
松
前
城
は
、
天
守
閣

を
誇
る
城
と
し
て
は
日
本
で
最
後
に

建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
安
政
元

年（
一
八
五
四
年
）、
十
七
世
松
前
崇

広
に
よ
っ
て
築
城
さ
れ
、
北
方
警
備

の
必
要
を
幕
府
に
命
じ
ら
れ
て
の
備

え
で
あ
っ
た
。
設
計
は
兵
学
者
の
市

川
一
学
。

　

し
か
し
、こ
の
城
は
箱
館
戦
争（
戊

辰
戦
争
）で
、
新
撰
組
副
長
の
土
方

歳
三
率
い
る
旧
幕
府
軍
の
攻
撃
に
よ

っ
て
あ
っ
け
な
く
落
城
し
た
。
そ
の

時
の
砲
弾
の
あ
と
が
い
ま
も
石
垣
に

残
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
明
治
四
年（
一
八
七
一

天
守
閣
を
誇
る
日
本
最
後
の
城

松
前
城

 「
松
前
の
春
は
江
戸
に
も
な
い
」と

言
わ
れ
る
ほ
ど
の
繁
栄
を
謳
歌
し
た

松
前
城
下
。
幕
末
に
は
三
万
人
も
の

人
が
暮
ら
し
た
と
い
う
城
下
町
の
賑

わ
い
を
再
現
し
た
テ
ー
マ
パ
ー
ク
が

「
松
前
藩
屋
敷
」だ
。

　

こ
こ
に
再
現
さ
れ
た
建
物
は
十
四

棟
。
蝦
夷
地
に
出
入
り
す
る
あ
ら
ゆ

る
物
や
人
か
ら
税
を
徴
収
し
た
と
い

う
海
の
関
所「
沖
の
口
奉
行
所
」や
、

北
前
船
の
交
易
で
財
を
築
い
た「
商

家
」、
藩
士
の
屋
敷
を
再
現
し
た「
武

家
屋
敷
」な
ど
な
ど
、
ま
る
で
江
戸

時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
か
の

よ
う
な
リ
ア
ル
な
世
界
が
体
感
で
き

る
。

　

武
家
屋
敷
な
ど
は
、
靴
を
脱
い
で

屋
敷
内
ま
で
も
見
学
す
る
こ
と
が
で

き
、
当
時
の
暮
ら
し
が
垣
間
見
え
て

楽
し
め
る
。ま
た
、「
廻
船
問
屋
土
蔵
」

に
は
実
際
の
北
前
船
を
十
分
の
一
に

縮
小
し
た
レ
プ
リ
カ
も
展
示
さ
れ
て

い
る
。

城
下
の
繁
栄
を
再
現
し
た
テ
ー
マ
パ
ー
ク

松
前
藩
屋
敷

歴史と文化が薫る城下町

年
）の
廃
藩
置
県
の
施
行
に
よ
っ
て

城
は
明
治
政
府
の
も
の
と
な
り
、
天

守
と
本
丸
施
設
以
外
の
建
物
は
取

り
壊
さ
れ
た
。
昭
和
十
六
年（
一
九

四
一
年
）、
天
守
と
本
丸
御
門
、
本

丸
御
門
東
塀
が
当
時
の
国
宝
に
指

定
さ
れ
た
が
、
昭
和
二
十
四
年（
一

九
四
九
年
）松
前
町
役
場
か
ら
の
出

火
が
飛
び
火
し
、
天
守
と
本
丸
御
門

東
塀
は
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。

　

再
建
さ
れ
た
天
守
は
、
現
在
松
前

城
資
料
館
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
本
丸
御
門
は
重
要
文
化
財
、

本
丸
表
御
殿
玄
関
は
北
海
道
有
形

文
化
財
指
定
。

免
れ
た
山
門
の
造
形
美
や
装
飾
の
見
事
な

技
に
歴
史
の
重
み
が
う
か
が
え
る
。

　

繁
栄
の
中
心
は
、
そ
の
後
函
館
や
札
幌

へ
と
移
っ
て
い
く
が
、
史
跡
・
文
化
財
が

い
ま
も
残
る
城
下
の
風
情
や
、
参
道
の
大

樹
一
本
に
さ
え
、
往
時
を
偲
ぶ
歴
史
の
息

吹
が
感
じ
ら
れ
る
。
春
の
桜
は
有
名
だ
が
、

秋
の
景
色
も
な
か
な
か
に
美
し
い
。

14松前家御霊屋内の天井に
描かれた花鳥画（法幢寺）
15法源寺経堂の欄間に施さ
れた竜の彫刻

■ 開館時間：9時～17時（4月上旬～11月上旬）
■ 入館料：大人 350円・小人 230円

重要文化財指定の本丸
御門（手前）と鉄筋コン
クリート造で再建され
た天守閣

本丸表御殿玄関（道有形文
化財指定）の欄間彫刻

北前船の交易で莫大
な財を築いた実在の
商家「近江屋」を再現

「廻船問屋土蔵」に展
示された北前船のレ
プリカ

道内では松前にしか
ない白花タンポポ

■ 開館時間：9時～17時（4月～12月）
■ 入館料：大人 350円・小人 230円

■14

■15
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寺
男
の
機
転
で

焼
け
ず
に
残
っ
た
最
古
の
寺

　

も
う
一
ヵ
寺
、
松
前
の
古
刹
の
中
で
も

創
建（
改
築
）当
時
の
姿
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

に
留
め
て
い
る
の
が
龍
雲
院
で
あ
る
。

　

公
家
か
ら
輿
入
れ
さ
れ
た
、
七
代
公
広

の
正
室
桂
子
夫
人
が
、
長
男
の
栄
達
を
祈

っ
て
建
立
し
た
も
の
で
、
山
号
・
寺
号
は

桂
子
夫
人
と
長
男
の
戒
名
に
由
来
し
て
い

る
。
建
立
は
寛
永
二
年（
一
六
二
五
年
）。

本
堂
と
庫
裏
は
天
保
十
三
年（
一
八
四
二

年
）に
建
て
替
え
ら
れ
た
が
、
戦
禍
を
唯
一

免
れ
た
こ
の
寺
は
、
松
前
に
残
る
寺
院
の

中
で
も
最
も
古
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

箱
館
戦
争（
戊
辰
戦
争
）で
多
く
の
寺
が

焼
き
払
わ
れ
た
中
、
こ
の
寺
だ
け
が
焼
け

ず
に
残
っ
た
の
は
、
寺
男
の
機
転
に
よ
っ

て
難
を
逃
れ
た
か
ら
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。

4法源寺山門　江戸時代中期のものと思われる四脚門で、道内最古の山門
と言われる（国指定文化財）
5法源氏山門から本堂へと続く境内の参道
6「双竜の滝」が流れる法幢寺の庭園。松前城への導水路を兼ねて造られた
7惣門越しに眺める龍雲院の境内。松前で唯一戦禍を免れた最古の寺
8龍雲院本堂の彫刻　戦禍を免れた本堂に残る欄間彫刻（本堂を含む五棟の
伽藍が国重要文化財指定）

11松前家御霊屋　戦禍を免れた貴重
な仏堂。堂内には歴代藩主の位牌が
祀られている（法幢寺）
12松前藩主松前家墓所　19代にわた
る歴代藩主とその室、子などを祀る
55基の墓碑が静かに並ぶ
13松前家墓所へと続く参道。竹林が
茂る趣のある風景

9緻密な彫刻が残る龍雲院惣門の扉（国重要文化財指定）
10龍雲院の鐘楼（国重要文化財指定）

「
無
高
の
藩
」で
あ
り
な
が
ら

繁
栄
を
誇
っ
た
往
時
を
偲
ぶ

　

日
本
最
北
の
藩
で
あ
る
松
前
藩
。
米
が

取
れ
な
か
っ
た
た
め
に「
無
高
の
藩
」と
呼

ば
れ
た
が
、
蝦
夷
地
の
産
物
を
一
手
に
掌

握
し
、「
松
前
の
春
は
江
戸
に
も
な
い
」と
言

わ
れ
る
ほ
ど
の
繁
栄
を
遂
げ
た
。
北
前
船

の
交
易
に
よ
っ
て
上
方
文
化
も
浸
透
し
、

幕
府
か
ら
は
北
方
警
備
の
任
を
賜
る
ま
で

に
至
っ
た
が
、
幕
末
動
乱
期
の
度
重
な
る

戦
禍
に
よ
っ
て
町
は
焼
失
。
多
く
の
寺
も

ま
た
、
藩
士
に
よ
っ
て
焼
き
払
わ
れ
て
し

ま
っ
た
。
現
在
の
伽
藍
は
、
そ
の
後
再
建

さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
焼
失
を
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日
本
最
北
の
藩
、
松
前
藩
。
そ
の

居
城
で
あ
っ
た
松
前
城
は
、
天
守
閣

を
誇
る
城
と
し
て
は
日
本
で
最
後
に

建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
安
政
元

年（
一
八
五
四
年
）、
十
七
世
松
前
崇

広
に
よ
っ
て
築
城
さ
れ
、
北
方
警
備

の
必
要
を
幕
府
に
命
じ
ら
れ
て
の
備

え
で
あ
っ
た
。
設
計
は
兵
学
者
の
市

川
一
学
。

　

し
か
し
、こ
の
城
は
箱
館
戦
争（
戊

辰
戦
争
）で
、
新
撰
組
副
長
の
土
方

歳
三
率
い
る
旧
幕
府
軍
の
攻
撃
に
よ

っ
て
あ
っ
け
な
く
落
城
し
た
。
そ
の

時
の
砲
弾
の
あ
と
が
い
ま
も
石
垣
に

残
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
明
治
四
年（
一
八
七
一

天
守
閣
を
誇
る
日
本
最
後
の
城

松
前
城

 「
松
前
の
春
は
江
戸
に
も
な
い
」と

言
わ
れ
る
ほ
ど
の
繁
栄
を
謳
歌
し
た

松
前
城
下
。
幕
末
に
は
三
万
人
も
の

人
が
暮
ら
し
た
と
い
う
城
下
町
の
賑

わ
い
を
再
現
し
た
テ
ー
マ
パ
ー
ク
が

「
松
前
藩
屋
敷
」だ
。

　

こ
こ
に
再
現
さ
れ
た
建
物
は
十
四

棟
。
蝦
夷
地
に
出
入
り
す
る
あ
ら
ゆ

る
物
や
人
か
ら
税
を
徴
収
し
た
と
い

う
海
の
関
所「
沖
の
口
奉
行
所
」や
、

北
前
船
の
交
易
で
財
を
築
い
た「
商

家
」、
藩
士
の
屋
敷
を
再
現
し
た「
武

家
屋
敷
」な
ど
な
ど
、
ま
る
で
江
戸

時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
か
の

よ
う
な
リ
ア
ル
な
世
界
が
体
感
で
き

る
。

　

武
家
屋
敷
な
ど
は
、
靴
を
脱
い
で

屋
敷
内
ま
で
も
見
学
す
る
こ
と
が
で

き
、
当
時
の
暮
ら
し
が
垣
間
見
え
て

楽
し
め
る
。ま
た
、「
廻
船
問
屋
土
蔵
」

に
は
実
際
の
北
前
船
を
十
分
の
一
に

縮
小
し
た
レ
プ
リ
カ
も
展
示
さ
れ
て

い
る
。

城
下
の
繁
栄
を
再
現
し
た
テ
ー
マ
パ
ー
ク

松
前
藩
屋
敷

歴史と文化が薫る城下町

年
）の
廃
藩
置
県
の
施
行
に
よ
っ
て

城
は
明
治
政
府
の
も
の
と
な
り
、
天

守
と
本
丸
施
設
以
外
の
建
物
は
取

り
壊
さ
れ
た
。
昭
和
十
六
年（
一
九

四
一
年
）、
天
守
と
本
丸
御
門
、
本

丸
御
門
東
塀
が
当
時
の
国
宝
に
指

定
さ
れ
た
が
、
昭
和
二
十
四
年（
一

九
四
九
年
）松
前
町
役
場
か
ら
の
出

火
が
飛
び
火
し
、
天
守
と
本
丸
御
門

東
塀
は
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。

　

再
建
さ
れ
た
天
守
は
、
現
在
松
前

城
資
料
館
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
本
丸
御
門
は
重
要
文
化
財
、

本
丸
表
御
殿
玄
関
は
北
海
道
有
形

文
化
財
指
定
。

免
れ
た
山
門
の
造
形
美
や
装
飾
の
見
事
な

技
に
歴
史
の
重
み
が
う
か
が
え
る
。

　

繁
栄
の
中
心
は
、
そ
の
後
函
館
や
札
幌

へ
と
移
っ
て
い
く
が
、
史
跡
・
文
化
財
が

い
ま
も
残
る
城
下
の
風
情
や
、
参
道
の
大

樹
一
本
に
さ
え
、
往
時
を
偲
ぶ
歴
史
の
息

吹
が
感
じ
ら
れ
る
。
春
の
桜
は
有
名
だ
が
、

秋
の
景
色
も
な
か
な
か
に
美
し
い
。

14松前家御霊屋内の天井に
描かれた花鳥画（法幢寺）
15法源寺経堂の欄間に施さ
れた竜の彫刻

■ 開館時間：9時～17時（4月上旬～11月上旬）
■ 入館料：大人 350円・小人 230円

重要文化財指定の本丸
御門（手前）と鉄筋コン
クリート造で再建され
た天守閣

本丸表御殿玄関（道有形文
化財指定）の欄間彫刻

北前船の交易で莫大
な財を築いた実在の
商家「近江屋」を再現

「廻船問屋土蔵」に展
示された北前船のレ
プリカ

道内では松前にしか
ない白花タンポポ

■ 開館時間：9時～17時（4月～12月）
■ 入館料：大人 350円・小人 230円

■14

■15
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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。

全曹青　般若 検 索

�

今すぐ

にアクセス！
http://www.sousei.gr.jp/sanga/

全曹青では、日頃からご支援いただいている全国の曹洞宗御寺
院専用の無料ホームページ『SanGa』を制作いたしました。この
『SanGa』を使えば、お寺の基本情報・地図・年間行事・歴史由来・
告知などを掲載したホームページを簡単に作ることができます。
是非この機会にお寺のホームページをお作り
いただき、山門行事の広報にお役立てください。

全国曹洞宗青年会の　　　　で
寺院ホームページを作りませんか？

無料

お寺のホー
ム

ページは欲
しいけ

ど、自分で作
るの

は大変そう
…。

でも、業者に委託して作れば高額な経費がかかるし…。


