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特集 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②
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巻
頭
特
集世

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
❷

寺
院
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
中
、〝
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
紹
介
し
て
き
た
本
特
集
。

今
回
は
、
里
山
再
生
に
取
り
組
む
寺
院
と
、〝
N
P
O
的
寺
院
〞の
先
駆
け
で
あ
る
寺
院
を
訪
ね
ま
す
。

ま
た
、
本
特
集
の
総
括
と
し
て
、
担
当
者
が
、
取
材
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
を
語
り
合
い
ま
す
。

　

山
間
の
集
落
で
あ
る
袖
ヶ
浦
市
川
原
井
の
小
高
い
丘
の
上

に
位
置
す
る「
曹
洞
宗
瓦
谷
山
真
光
寺
」。
こ
の
お
寺
は
、
樹

木
葬
や
生
前
授
戒
会
な
ど
の
取
り
組
み
で
も
知
ら
れ
て
い
る

が
、
週
末
や
祝
日
と
も
な
る
と
、
親
子
の
元
気
な
声
が
響
き

渡
る
。
里
山
再
生
活
動
に
取
り
組
む「
上
総
自
然
学
校
」で
あ

る
。「
米
づ
く
り
体
験
」や「
里
山
散
策（
自
然
観
察
会
）」、「
森

林
整
備
」な
ど
の
活
動
を
通
し
て
、
真
光
寺
近
く
に
あ
る
里

山
・
谷
津
田
の
再
生
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
活
動

に
は
、
個
人
単
位
で
参
加
す
る
ケ
ー
ス
と
、
企
業
や
団
体
単

位
で
参
加
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
檀
信
徒
以
外
に
も
広
く
門

戸
を
開
い
て
い
る
。

　

ア
ウ
ト
ド
ア
雑
誌
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
知
名
度
を

高
め
て
い
る
こ
の「
上
総
自
然
学
校
」だ
が
、
そ
の
活
動
の
き

っ
か
け
は
ほ
ん
の
さ
さ
い
な
こ
と
だ
っ
た
と
、
真
光
寺
住
職

で
あ
り
、
ま
た
上
総
自
然
学
校
の
代
表
で
あ
る
岡
本
和
幸
住

職
は
い
う
。

「
こ
の
寺
の
住
職
を
引
き
受
け
た
15
年
ほ
ど
前
、
お
檀
家
さ

里山再生を通し
人と自然のつながりを再構築

上総自然学校◎千葉県・真光寺
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「
真
光
寺
の
奥
に
あ
る
谷
津
田
は
、
か
つ
て
豊
か
な
里
山
で

あ
り
、
オ
オ
タ
カ
が
住
む
な
ど
、
貴
重
な
生
態
系
が
残
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
」。
そ
こ
で
、
半
ば
勢
い
で

水
田
を
一
枚
借
り
、
開
墾
し
始
め
る
。
当
時
、
青
少
年
教
化

員
を
務
め
て
い
た
師
は
、
こ
の
豊
か
な
自
然
を
利
用
し
て
、

青
少
年
を
対
象
と
し
た
活
動
を
何
か
で
き
な
い
か
と
考
え
、

市
原
、
富
津
の
寺
院
と
共
同
で
、「
上
総
自
然
学
校
」を
ス
タ

ー
ト
す
る
。
し
か
し
、
檀
務
の
合
間
に
そ
の
活
動
を
手
掛
け

る
の
は
困
難
を
極
め
た
た
め
、
ス
タ
ッ
フ
を「
１
名
」雇
用
し
、

少
し
ず
つ
活
動
の
幅
を
広
げ
て
い
っ
た
。

「
も
ち
ろ
ん
、
ス
タ
ッ
フ
を
雇
用
す
る
た
め
に
は
、
収
入
が

必
要
で
す
。
自
然
学
校
参
加
者
か
ら
は
一
人
2
千
円
の
参
加

費
を
集
め
、
そ
の
人
件
費
に
充
て
て
い
ま
す
。
人
を
集
め
る

た
め
に
は
参
加
費
を
低
く
設
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の

で
、
収
入
は
厳
し
い
の
が
実
情
で
す
。
し
か
し
寺
院
が
出
費

を
し
て
も
や
り
た
い
と
思
え
る
か
ら
何
と
か
や
っ
て
い
ま
す
」。

ま
た
、「
お
寺
が
や
る
こ
と
だ
っ
た
ら
」と
い
う
安
心
感
が
、

多
く
の
人
を
引
き
付
け
る
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

で
は
、
地
域
の
人
々
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
を
尋
ね
る
と
、
師
の
表
情
は
険
し
く
な
っ
た
。

「
当
初
は
、
外
か
ら
人
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に
反
対
の
人
も

少
な
く
な
か
っ
た
。
で
す
が
、
観
光
バ
ス
で
自
然
学
校
の
参

加
者
が
詰
め
か
け
て
は
じ
め
て
、
自
然
と
い
う
宝
が
地
元
に

あ
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
も
ら
え
、
少
し
ず
つ
自
分
た
ち
が
暮

ら
す
地
域
が
綺
麗
に
な
っ
て
よ
か
っ
た
と
、
感
謝
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
」。
ま
た
、
農
業
を
通
し
て
、

地
域
の
中
で
の
仲
間
も
増
え
て
来
て
い
る
と
い
う
。

「
活
動
の
善
悪
を
訴
え
ず
に
、
地
道
に
人
の
輪
を
広
げ
な
が

ら
実
績
を
積
み
重
ね
て
い
く
の
が
大
事
か
な
と
思
っ
て
い
ま

す
」と
、
表
情
を
引
き
締
め
る
。

　

多
く
の
自
然
保
護
団
体
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
格
を
取
得
し
つ
つ

あ
る
今
、「
上
総
自
然
学
校
」は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
格
を
取
得
し
て

い
な
い
。
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
、「
法
人
格
と
は
人
格
の
よ

う
な
も
の
で
、
お
寺
は
す
で
に
宗
教
法
人
と
い
う
人
格
を
持

っ
て
い
ま
す
。
新
た
に
法
人
格
を
取
る
必
要
を
感
じ
て
い
ま

せ
ん
。
上
総
自
然
学
校
は
、
任
意
団
体
と
い
う
扱
い
で
補
助

金
や
助
成
金
も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
自
然
学
校
は

私
に
と
っ
て
の
宗
教
活
動
な
の
で
す
。
仏
教
の
基
本
理
念
か

ら
す
れ
ば
、
山
川
草
木
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の

は
平
等
。
道
元
禅
師
は〝
山
の
景
色
、
谷
の
響
き
、
そ
れ
は

我
が
釈
迦
牟
尼
の
声
と
姿
だ
〞と
も
仰
っ
て
い
ま
す
。
要
す

る
に
、
自
然
が
縁
起
し
て
完
成
し
て
い
る
姿
そ
の
も
の
が
お

釈
迦
様
の
教
え
な
の
だ
と
い
う
捉
え
方
を
な
さ
っ
た
の
で
す

里山再生を通し
人と自然のつながりを再構築

上総自然学校◎千葉県・真光寺
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真光寺住職
岡本和幸師

草取り

収穫

田植え

ん
は
少
な
い
し
、
境
内
も
建
物
も
荒
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ん

と
か
し
な
く
て
は
と
整
備
に
取
り
掛
か
り
、
当
時
預
か
っ
て

い
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ク
リ
ス
君
に
こ
の
辺
り
一
帯
を
覆

っ
て
い
た
竹
藪
を
切
っ
て
も
ら
い
始
め
た
の
が
、
実
は
上
総

自
然
学
校
の
始
ま
り
で
す
」。
そ
し
て
そ
の
活
動
は
、
樹
木

葬
を
始
め
よ
う
と
、
大
学
の
研
究
者
や
学
生
に
真
光
寺
一
帯

を
植
生
調
査
し
て
も
ら
っ
た
事
で
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
る
。
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大
阪
市
天
王
寺
区
に
は
、
南
北
1
キ
ロ
以
上
に
わ
た
り
約

30
の
浄
土
系
寺
院
が
伽
藍
を
並
べ
る
下
寺
町
が
あ
る
。
こ
の

寺
町
に
お
い
て
、
本
堂
が
円
形
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
っ
ぱ

な
し
と
い
う
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
寺
院
が
存
在
す
る
。
浄

土
宗
大
蓮
寺
の
塔
頭
・
應
典
院
で
あ
る
。

　

應
典
院
は
、
檀
家
制
度
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
せ
ず「
葬
式
を

し
な
い
お
寺
」と
し
て
社
会
に
開
か
れ
て
お
り
、
地
域
の
文

化
拠
点
と
な
っ
て
い
る
寺
院
で
あ
る
。
本
堂
は
劇
場
と
し
て

使
え
る
よ
う
音
響
・
照
明
施
設
を
持
っ
た
円
形
の
ホ
ー
ル
で

あ
り
、
個
性
の
異
な
る
2
つ
の
研
修
室
も
備
え
て
い
る
。
ま

た
、
本
堂
前
の
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
は
オ
ー
プ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー

と
し
て
美
術
展
や
交
流
会
に
活
用
さ
れ
る
。
来
訪
者
は
年
間

3
万
人
に
の
ぼ
り
、
演
劇
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
1
0
0

以
上
の
催
し
が
行
わ
れ
る
。

　

應
典
院
代
表
の
秋
田
光
彦
師
は
、
1
9
5
5
年
に
大
阪
市

で
生
ま
れ
、
明
治
大
学
文
学
部
演
劇
学
科
を
卒
業
後
は
映
画

製
作
の
道
を
歩
ん
で
い
た
。
や
が
て
、
事
業
に
失
敗
、
生
家

で
あ
る
寺
院
に
戻
る
が
、
日
本
仏
教
の
シ
ス
テ
ム
に
阻
ま
れ

る
こ
と
が
多
く
、
当
初
は
戸
惑
い
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
う
。

30
代
の
終
わ
り
頃
に
世
界
の
教
育
を
学
ぶ
た
め
、
国
際
協
力

団
体
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ジ
ア
の
仏
教
国
を
巡
り
、

そ
こ
で
タ
イ
の
開
発
僧
と
呼
ば
れ
、
僧
侶
達
が
自
ら
社
会
開

か
ら
、
教
理
と
も
合
致
し
ま
す
。
真
光
寺
に
と
っ
て
自
然
保

護
活
動
は
宗
教
活
動
。
だ
か
ら
、
あ
え
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
格
を

取
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
か
わ
り
真
光
寺
が
全
面
的
に
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
後
自
然
学
校
が
発
展

し
寺
か
ら
出
て
独
立
採
算
に
す
る
な
ら
、
当
然
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

格
の
取
得
は
必
要
で
し
ょ
う
ね
。
企
業
と
組
む
際
や
、
助
成

金
を
受
け
る
際
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
で
あ
っ
た
方
が
都
合
が
良
い

で
し
ょ
う
し
ね
」

　

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

と
こ
ろ
、「
私
自
身
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
に
つ
い

て
興
味
を
持
ち
、
仏
教
徒
と
し
て
ど
う
生
き
る
か
常
に
考
え

る
こ
と
が
肝
心
な
の
だ
と
思
い
ま
す
」そ
し
て
ま
ず
坐
禅
会
か

ら
始
め
て
欲
し
い
、
と
師
は
言
う
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
ア
ド

バ
イ
ス
。「
地
元
の
同
級
生
な
ど
の
友
達
を
集
め
、
何
か
お
寺

で
で
き
な
い
か
な
と
、
思
い
切
っ
て
聞
い
て
み
た
ら
ど
う
で

し
ょ
う
？　

き
っ
と
本
音
を
語
っ
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。
中

に
は
教
育
関
係
者
や
、
地
域
の
祭
り
や
文
化
財
保
存
の
関
係

者
、
障
が
い
者
の
支
援
や
、
自
殺
防
止
の
活
動
な
ど
の
社
会

貢
献
活
動
に
携
わ
っ
て
い
る
人
も
い
る
は
ず
で
す
。
そ
う
し

た
人
と
の
出
会
い
の
中
で
、
自
分
が
関
心
の
あ
る
分
野
で
の

ご
縁
が
あ
っ
た
ら
、
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
」

　

が
む
し
ゃ
ら
に
実
践
し
、
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
自
然
と

公
益
的
な
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
初
め

か
ら
公
益
性
を
云
々
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
に
飛
び
込
み
、

自
ら
学
び
、
行
動
し
て
、
縁
を
広
げ
て
い
っ
て
欲
し
い
。
師

は
そ
う
結
ん
だ
。

（
取
材
・
文　
長
岡
俊
成〈
広
報
委
員
会
委
託
委
員
〉）

住所◎
〒299-0201　千葉県袖ケ浦市川原井634
電話番号◎0438-75-7365
Fax番号◎0438-75-7630
ホームページURL◎
http://www.shinko-ji.jp/satoyama/index.html
法人形態◎宗教法人
代表者◎岡本和幸師
設立年月日◎平成17年4月
主な活動内容◎
農業（米づくり）体験、里山散策（自然観察会）、
森林整備
スタッフ数◎3名
参加者数◎ 
10～40人/1回（収穫祭には約80名参加） 
年40～50回

上総自然学校

檀家のいない
お葬式をしないお寺
應典院寺町倶楽部◎大阪府・浄土宗應典院

発
、
地
域
開
発
を
行
う
姿
に
出
会
う
。
日
本
で
は
見
ら
れ
な

い
僧
侶
達
に
出
会
い
、
衝
撃
を
受
け
た
と
い
う
。

　

帰
国
し
た
頃
、
世
は
バ
ブ
ル
で
都
市
寺
院
が
地
上
げ
の
対

象
に
な
る
な
ど
、
寺
院
の
存
在
意
義
を
問
わ
れ
る
時
代
と
な

っ
て
い
た
。
師
は
檀
信
徒
の
み
の
共
益
だ
け
で
は
存
続
で
き

な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
、
1
9
9
5
年
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
起
き
、

オ
ウ
ム
真
理
教
が
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
こ
の
2
つ
の

出
来
事
が
師
に
と
っ
て
転
機
と
な
っ
た
。
師
は
震
災
で
被
災

し
た
人
々
の
た
め
に
支
援
活
動
を
行
う
が
、
そ
こ
で
被
災
者

に「
あ
な
た
に
は
、
ひ
と
り
の
僧
侶
と
し
て
何
が
で
き
る
の

か
？
」と
問
わ
れ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
僧
侶
と
は
何
か
、
寺

院
と
は
何
を
す
る
場
所
な
の
か
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

ま
た
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
問
題
で
、
戦
後
の
社
会
に
お
い
て

寺町で異彩を放つ円形の應典院
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住所◎
〒543-0076　大阪府大阪市天王寺区下寺町
1-1-27　應典院内
電話番号◎06-6771-7641
Fax番号◎06-6770-3147
E-mailアドレス◎info@outenin.com
ホームページ◎http://www.outenin.com
法人形態◎ 宗教法人應典院、 

非営利組織「應典院寺町倶楽部」
代表者◎秋田光彦師
設立年月日◎平成9年4月
主な活動内容◎ 
演劇、美術展。ワークショップ、講演会
スタッフ数◎5名
来訪者数◎年約3万人

僧
侶
は
何
を
し
て
き
た
の
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

　

や
が
て
、
師
は「
應
典
院
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
立
ち
上
げ
、

應
典
院
の
再
建
計
画
を
始
動
さ
せ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
関
わ
っ
た
4
人
は
、
師
以
外
す
べ
て
在
家
の
方
で
あ
っ
た
。

定
期
的
に
檀
信
徒
へ
の
説
明
会
を
行
い
、
試
行
錯
誤
の
末
に

應
典
院
は
再
建
さ
れ
た
。

　

應
典
院
は
、
日
本
初
の
寺
院
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
と
し
て
、
宗
教
法
人
と
し
て
の
應
典
院
と
、
各
種
の
事

業
を
担
当
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の「
應
典
院
寺
町
倶
楽
部
」が
協
働
し

て
い
る
。「
應
典
院
寺
町
倶
楽
部
」は
、
柔
軟
な
組
織
体
で
あ

り
た
い
が
た
め
に
、
あ
え
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
格
は
取
得
し
て
い

な
い
と
い
う
。

「
寺
の
原
点
と
し
て
、
学
び
、
癒
し
、
楽
し
み
の
3
つ
の
役

割
を
今
日
的
に
再
生
し
よ
う
と
し
た
」と
語
る
師
。
應
典
院

は
こ
の
3
つ
の
機
能
を
持
ち
、
社
会
に
開
か
れ
た
寺
院
と
し

て
活
動
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

師
の
説
く「
社
会
に
開
く
」と
は
、
単
な
る
場
所
の
開
放
を

言
う
の
で
は
な
い
。「
寺
は
人
と
人
が
出
会
う
場
で
あ
り
、
異

な
る
他
者
と
出
会
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
な
る
こ
と
が
必
要
で

は
」と
語
る
。
当
初
は
新
興
宗
教
や
自
己
開
発
セ
ミ
ナ
ー
の

方
ま
で
来
山
さ
れ
、
困
惑
し
た
と
い
う
が
、「
檀
信
徒
と
い
う

保
証
さ
れ
た
関
係
が
な
く
な
る
か
ら
、
一
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
分
リ
ス
ク
を
伴
う
が
、
す
ば
ら
し
い
出

会
い
が
あ
っ
て
、
お
寺
の
潜
在
的
な
魅
力
が
発
揮
さ
れ
ま
し

た
」と
い
う
。

　

應
典
院
で
は
、
演
劇
の
劇
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
な
ぜ
演
劇
な
の
か
、
と
問
う
て
み
た
。

「
演
劇
活
動
は
若
者
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、

身
体
と
言
葉
を
使
っ
て
、
人
間
関
係
を
や
り
直
す
場
で
す
。

應
典
院
で
は
演
劇
の
稽
古
場
も
毎
日
提
供
し
て
い
る
の
で
、

毎
晩
、
フ
リ
ー
タ
ー
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
ほ
と
ん
ど

が
非
正
規
雇
用
で
す
か
ら
、
働
く
こ
と
や
将
来
へ
の
不
安
を

持
っ
て
い
ま
す
。
晴
れ
の
舞
台
に
至
る
長
い
プ
ロ
セ
ス
に
か

か
わ
っ
て
い
く
中
で
、
若
者
た
ち
の
生
き
づ
ら
さ
や
生
き
難

さ
に
も
出
会
っ
て
き
ま
し
た
。
演
劇
の
う
ま
い
下
手
を
問
う

の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
磁
場
と
な
っ
て
、
学
校
に
も
会
社
に

も
な
い
人
間
関
係
を
創
り
上
げ
て
い
く
。
演
劇
は
、
若
者
た

ち
に
生
き
方
を
問
い
直
す
貴
重
な
機
会
と
な
っ
て
い
る
、
と

思
い
ま
す
」

　

次
に
寺
院
の
公
益
性
に
つ
い
て
聞
い
た
。

「
今
、『
新
し
い
公
共
』は
政
策
の
中
心
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
結
構
な
こ
と
で
す
が
、
寺
院
は
、
行
政
や
民
間
の
セ

ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
か
ら
も
な
お
こ
ぼ
れ
お
ち
る
人
々
の
救
済

に
当
た
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。
末
期
患
者
や
自
死
遺
族
、
ホ

ー
ム
レ
ス
支
援
な
ど
、
若
い
僧
侶
た
ち
の
意
欲
的
な
活
動
に

期
待
し
て
い
ま
す
」

　

ま
た
、
師
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
寺
院
は
違
う
、
と
い
う
。

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
問
題
解
決
が
目
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
手

段
や
効
率
が
問
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
寺
院
は
、
そ
の
問
題

の
奥
に
潜
ん
で
い
る
個
人
の
心
の
部
分
に
ど
う
向
き
合
っ
て

い
く
か
が
重
要
で
あ
っ
て
、
人
間
性
の
根
源
と
の
対
話
が
本

当
の
役
割
で
す
。
華
々
し
い
海
外
活
動
も
結
構
だ
が
、
ま
ず

寺
院
は
自
ら
が
立
つ
地
域
に
こ
そ
目
を
向
け
て
、
関
わ
っ
て

い
っ
て
ほ
し
い
」

　

最
後
に
若
い
宗
侶
に
対
し
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
た
。

「
ま
ず
、
自
分
と
は
異
な
る
多
様
な
人
と
出
会
う
こ
と
で
す
。

若
い
間
は
、
僧
侶
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
ず
一
人
の
人
間
と

し
て
公
益
活
動
に
か
か
わ
っ
て
ほ
し
い
。
そ
こ
で
、
失
敗
し

た
り
、
苦
悩
し
た
り
す
る
経
験
が
大
事
で
あ
っ
て
、
宗
派
や

寺
の
看
板
に
隠
れ
て
い
て
は
見
え
に
く
い
も
の
で
す
」

「
ま
た
現
場
で
は
必
ず
教
義
と
の
葛
藤
や
矛
盾
が
起
こ
り
ま

す
。
檀
信
徒
対
象
で
は
な
い
の
で
、
教
義
と
い
う
カ
ー
ド
が

容
易
に
使
え
な
い
。
そ
の
時
こ
そ
、
自
分
自
身
の
僧
侶
と
し

て
の
自
明
性
が
問
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
外
か
ら
問
わ
れ
て

こ
そ
、
成
長
で
き
る
の
で
す
。
問
わ
れ
な
が
ら
、
ま
た
自
分

自
身
に
問
い
な
が
ら
、
教
え
と
の
対
話
を
積
み
重
ね
て
い
く

し
か
な
い
と
思
い
ま
す
」

　

流
れ
を
変
え
て
い
く
の
は
若
い
宗
侶
た
ち
し
か
い
な
い
。

師
は
、
力
強
く
期
待
を
述
べ
ら
れ
た
。

（
取
材
・
文　
川
口
高
裕〈
広
報
委
員
会
委
託
委
員
〉）

應典院寺町倶楽部

世
音
に
耳
を
澄
ま
す
。

應典院代表秋田光彦師

コンクリート打ちっぱなしのモダンな外観

演劇（エンゼルメイク・看取りの場面） 寺小屋トーク
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世
音
に
耳
を
澄
ま
す
。

長
岡　

今
回
の
取
材
で
は
、
個
性
の
異
な
る
4

ヶ
寺
を
訪
ね
ま
し
た
。
始
め
に
、
4
つ
の
ケ
ー
ス

で
の
共
通
点
や
相
違
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
私
の
印
象
に
残
っ
た

こ
と
で
す
が
、
ど
の
住
職
も
熱
く
語
ら
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み
に
対
す
る
情
熱
が
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。

川
口　

私
も
同
様
に
ど
な
た
か
ら
も
強
い
熱
意
を
感

じ
ま
し
た
。
や
は
り
、
こ
れ
が
一
番
の
原
動
力
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

長
岡　

寺
族
の
協
力
も
不
可
欠
で
す
。
檀
信
徒
や
共
鳴

し
て
く
れ
る
方
と
の
強
い
連
帯
感
、
寺
院
を
支
え
て
く
だ

さ
る
方
は
貴
重
な
人
的
資
産
で
す
。
普
段
か
ら
信
頼
関
係

を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。

川
口　

そ
し
て
、
活
動
を
始
め
る
き
っ
か
け
は
、
意
外
に

も
単
純
な
こ
と
や
、
誰
し
も
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ

う
に
感
じ
ま
し
た
。

長
岡　

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
実
際
に
行
動
に
移
す
と
な
れ

ば
粘
り
強
く
、
忍
耐
強
く
や
っ
て
い
く
覚
悟
が
必
要
で
す
し
、

長
年
に
わ
た
る
地
道
な
努
力
あ
っ
て
こ
そ
活
動
が
可
能
に
な
る

と
思
い
ま
す
。

川
口　

ま
た
、
ど
の
ケ
ー
ス
で
も
集
ま
り
易
さ
や
安
心
感
な
ど

寺
院
で
あ
る
利
点
を
活
か
し
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
こ
と
を

さ
れ
て
い
ま
す
。『
二
塚
よ
り
ど
こ
ろ
』は
、
共
働
き
や
高
齢
化
が
進

む
地
域
で
、
お
年
寄
り
か
ら
子
供
ま
で
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ

う
な
社
会
を
作
る
た
め
に
活
動
を
始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

長
岡　

他
の
寺
院
が
地
元
の
協
力
を
得
て
活
動
を
始
め
た
の
に
対
し
、

『
上
総
自
然
学
校
』は
地
元
の
協
力
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
広
域
か
ら
志
や
目
的
を
共
に
す
る
人
を
集
め
、
活
動
を
展

開
し
て
い
か
れ
ま
し
た
。
外
部
の
目
で
、
地
元
の
様
々
な
価
値
に
気
づ

い
て
も
ら
い
、
外
か
ら
地
元
の
人
を
巻
き
込
ん
で
い
ま
す
。

川
口　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
格
の
取
得
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
が
、
社
会
に
認
知
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
、
積
極
的
に
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
格
を
取
得
す
る
ケ
ー
ス
と
、
公
益
は
寺
院
の
あ
り
方
と
し
て
当

然
の
こ
と
と
す
る
考
え
や
、
活
動
の
幅
を
広
げ
る
た
め
に
も
法
に
縛
ら
れ

取材を終えて─担当者誌上クロストーク

より良き「
縁の場」で

あるため
に

長岡俊成　川口高裕
全曹青広報委員（委託）

た
く
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
格
を
取
得
す
る
必
要
は
な
い
と

考
え
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
。

長
岡　

次
に
、
公
益
法
人
で
あ
る
寺
院
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
で
す
。

実
際
に
、
活
動
の
内
容
に
よ
っ
て
は
地
方
で
あ
っ
て
も
都
心
部
か
ら
人

が
集
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
更
に
活
動
の
幅
が
広
が
っ
て
い
き

ま
す
。
こ
れ
は
希
望
の
あ
る
こ
と
で
す
。

川
口　

こ
れ
は『
應
典
院
寺
町
倶
楽
部
』の
秋
田
師
の
お
言
葉
で
す
が
、

昔
の
寺
院
は
地
域
の
公
益
の
拠
点
で
し
た
が
、
そ
れ
が
今
で
は
国
や

自
治
体
が
担
っ
て
い
ま
す
。
昔
の
よ
う
に
、〝
地
域
の
よ
り
ど
こ
ろ
〞

と
な
っ
て
、
誰
も
が
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
寺
院
作
り
を
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

長
岡　

最
後
に
、
宗
門
寺
院
や
宗
侶
が
実
践
す
べ
き
こ
と
に
つ
い

て
で
す
。
ど
の
師
も
、
お
寺
と
い
う
枠
を
飛
び
出
し
て
一
人
の
人

間
と
し
て
社
会
に
飛
び
込
む
こ
と
が
必
要
だ
と
説
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、「
ま
だ
ま
だ
僧
侶
は
期
待
さ
れ
て
い
る
」と
い
う
言

葉
は
大
き
い
で
す
ね
。
期
待
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
最
後
の
チ

ャ
ン
ス
だ
と
思
っ
て
そ
れ
に
応
え
て
い
く
べ
き
で
す
。
私
た
ち

僧
侶
に
対
し
て
信
頼
を
寄
せ
て
く
だ
さ
る
方
が
お
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
き
、
僧
侶
と
し
て
自
信
を
持
っ
て
行

動
し
て
い
き
た
い
で
す
。

川
口　

お
檀
家
さ
ん
た
ち
だ
け
で
な
く
、
地
域
へ
広
く
情

報
発
信
で
き
る
よ
う
に
な
る
べ
き
で
す
ね
。
そ
し
て
、
ま

ず
は
持
続
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
坐
禅
会
の
よ
う

な
身
近
な
こ
と
、
私
た
ち
曹
洞
宗
宗
侶
が
取
り
組
む
べ
き

こ
と
か
ら
始
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
、
と
伺
い

ま
し
た
。

長
岡　
『
燭
光
』の
一
戸
師
の
お
言
葉
が
印
象
に
残
っ
た

の
で
す
が
、
僧
侶
の
衣
の
ベ
ー
ル
を
脱
い
で
、
人
々

の
苦
悩
に
寄
り
添
い
、
仏
教
者
と
し
て
何
が
で
き
る

か
、
何
を
す
べ
き
か
を
真
剣
に
考
え
る
こ
と
か
ら
、

活
動
は
始
ま
る
の
で
す
ね
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
小

さ
な
こ
と
で
も
、
ま
ず
は
活
動
を
始
め
る
こ
と
で
、

縁
が
築
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
縁
が
縁
を
呼
び
、
活

動
の
幅
が
広
が
り
、
活
動
が
深
ま
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

長岡俊成

川口高裕
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11
月
22
日（
月
）13
時
よ
り
、
曹
洞
宗
檀
信
徒
会

館
5
階
研
修
道
場
に
於
い
て
、
平
成
22
年
度
全
国

曹
洞
宗
青
年
会
臨
時
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

臨
時
評
議
員
会
は
、
開
会
の
辞
の
後
、
三
帰
礼

文
唱
和
、
端
座
に
続
き
、
久
間
会
長
に
よ
る
挨
拶
、

議
長
団
の
選
出
が
行
わ
れ
、
議
事
進
行
の
結
果
、

左
記
の
議
案
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
1
号
議
案　

各
委
員
会
等
活
動
経
過
報
告

　

第
2
号
議
案　

会
計
中
間
報
告

　

第
3
号
議
案　

特
別
委
員
会
活
動
経
過
報
告

　

第
4
号
議
案　

 

全
日
本
仏
教
青
年
会 

活
動
経
過
報
告

　

第
5
号
議
案　

 

第
19
期
全
国
曹
洞
宗
青
年
会 

会
長
選
考
に
つ
い
て

　

続
い
て
14
時
30
分
よ
り
、
災
害
対
策
の
研
修
会

と
し
て
、
山
口
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
長
の
大
野
泰

生
師
、
東
京
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

事
務
局
次
長
の
福
田
伸
章
氏
を
講
師
に『
災
害
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
考
え
る
学
習
会
』を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
16
時
よ
り
臨
時
総
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
開
会
の
辞
の
後
、
議
長
団
の
選
出
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

第
1
号
議
案　

 

第
19
期
全
国
曹
洞
宗
青
年
会 

会
長
選
考
承
認
に
つ
い
て

　

議
事
進
行
の
結
果
、
静
岡
県
第
一
宗
務
所
青
年

会　

松
岡
広
也
師
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

長
井
福
雄
老
師
は
佐
賀
県
佐
賀
市
の
中

心
、
宗
龍
寺
の
四
男
と
し
て
生
を
享
け
ら

れ
誠
実
温
厚
な
人
柄
に
加
え
大
変
読
書
家

で
あ
ら
れ
ま
し
た
。
厚
い
信
頼
の
も
と
永

平
寺
で
の
修
行
を
了
え
切
望
さ
れ
て
、
昭

和
46
年
佐
賀
県
第
一
宗
務
所
十
六
教
区
唐

津
市
長
徳
寺
に
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
、

以
来
今
日
に
至
る
ま
で
長
徳
寺
を
護
り
、

檀
信
徒
の
方
々
を
導
い
て
来
ら
れ
ま
し
た
。

高
い
見
識
と
旺
盛
な
活
動
に
よ
っ
て
老
朽

化
し
た
伽
藍
を
一
新
し
、
寺
門
の
興
隆
は

も
と
よ
り
檀
信
徒
の
教
化
に
め
ざ
ま
し
く

勤
め
ら
れ
、
更
に
布
教
師
と
し
て
何
時
も

向
上
心
を
失
わ
ず
勉
学
に
励
み
、
常
に
時

宜
え
お
得
た
お
説
法
を
数
多
く
遺
さ
れ
ま

し
た
。
高
い
教
養
と
勇
気
あ
る
決
断
力
を

持
っ
て
九
州
曹
洞
宗
青
年
会
を
立
ち
上
げ
、

自
ら
初
代
会
長
と
し
て
ご
活
躍
さ
れ
、
ま

た
時
至
り
、
九
州
祖
門
有
道
会
を
創
立
し

会
長
と
し
て
重

責
を
担
わ
れ
、

組
織
教
化
に
尽

力
な
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
一
方

で
は
十
年
程
前

よ
り
、
先
日
ご

還
化
さ
れ
た
佐

賀
県
伊
万
里
市 

広
厳
寺
住
職
大

故
・
長
井
福
雄
老
師
を

全
曹
青
第
4
期
副
会
長

宅
弘
海
老
師
の
呼
び
か
け
に
応
じ『
世
界

遺
産
巡
り
』シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
旅
に
始
ま

り
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
東
南
ア
ジ
ア
各
国

と
仏
教
徒
の
信
仰
、
文
化
及
び
風
習
等
々

学
び
各
地
佛
跡
巡
拝
。
奥
様
も
ご
一
緒
さ

れ
楽
し
ま
れ
ま
し
た
。
海
外
で
の
優
雅
な

旅
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
老
師
は
多
く
の
趣
味
を
お
持
ち
で

し
た
。
な
か
で
も
囲
碁
が
大
変
お
好
き
で
、

時
間
が
あ
れ
ば
碁
を
打
っ
て
お
ら
れ
た
よ

う
で
す
。

　

最
期
は
そ
の
大
好
き
な
囲
碁
を（
長
徳

寺
様
の
）総
代
と
囲
み
、
打
ち
始
め
て
間

も
な
く
碁
盤
に
も
た
れ
な
が
ら
処
然
と
し

て
静
か
に
ご
還
化
な
さ
れ
ま
し
た
。
ま
さ

に
禅
僧
ら
し
い
往
生
で
し
た
。
寂
し
く
悲

し
い
き
わ
み
で
し
た
が
四
十
年
も
の
長
い

間
ご
厚
情
賜
り
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
今
後

成
す
べ
き
多
く
の
事
を
心
中
に
懐
い
て
居

ら
れ
た
事
と
思
い
ま
す
。
惜
し
ま
れ
て
な

り
ま
せ
ん
。

　

在
り
し
日
の
お
姿
、
数
々
の
お
話
を
思

い
起
こ
し
万
感
胸
に
迫
る
思
い
切
な
る
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　

老
師
の
大
寂
定
中
安
穏
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。

合
掌

　
　
　
　
　
　

佐
賀
県　

妙
音
寺

向　

隆
光
九
拝

偲
ん
で

平成22年度 臨時評議員会・総会

 全 曹 青
、発 信 せ

よ 。

開催レポ
ート

第19期会長（予定者） 
松岡広也師

防災ボランティアを考える学習会 臨時総会の様子
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執行部
昨年の10月26日、韓国ソウル市・曹渓寺に於いて、
日韓国交樹立45周年を記念し「新しい絆を築こう　曹
洞宗訪韓　仏教交流集会2010」（主催 曹洞宗 全国宗
務所長会　大韓仏教曹渓宗韓国仏教文化事業団　韓国
観光公社）が開催されました。当日は全国の宗務所から
宗侶・寺族・檀信徒約600人の参加を仰ぎ、2回に分
けて大雄殿（本堂）での日韓両国の僧侶による慶讃法要
が執り行われました。
その後ホテルで日韓仏教徒交流レセプションが開か
れ、歌手の井上祐見氏による記念歌『新しい絆をつく
ろう』の発表、また韓流スターのチ・ジニ氏からの歓迎
の挨拶、また梅花流詠讃歌の奉詠もあり、多くの参加
者を喜ばせました。全曹青もこの事業に協賛し、久間
会長他12名が参加し、記念法要の準備・法要の一切・
法要解説等を担当しました。

法式委員会
『二師侍者心得』再刊、『DIGIそうせい～出班焼香法』制
作の両事業に目途が付き、残る面山瑞方編『洞上僧堂
清規行法鈔』刊行も、文面のデータ打ち込みが終わり、
校正作業と並行で、文面を読みやすくするための整形
を行っています。残りの期間、事業成就を目指して精
進します。お楽しみに。

久間会長以下、全曹青からの参加者

日本・韓国両国の僧侶が共に法要を 日本側導師は全国宗務所長会長

基幹事業委員会
現在、毎週日曜日に開設されております『観世ふぉん』
電話相談窓口を16人の相談員体制で運営しているほ
か、事業総括として、各研修会に於いて会員の皆様か
ら寄せられた意見を集約する作業、研修内容の再検討
作業、社会資源資料集の作成作業を行なっています。

広報委員会
昨年末に、旧『般若』にございましたイラストダウンロー
ドのコーナーを再設し、利用可能になりました。また
現在、かつて全曹青の広報委託委員として『sousei』
の表紙やイラストを担当頂いた広瀬知哲師（株式会社
zigen代表）に新たなイラストを発注し、年度内に追加
アップ致します。

全日仏青
　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します。テーマは、
「世界を知ろう、未来を変えよう！」です。日本と世界の子
供との架け橋です。

　　　会　期 平成23年3月3日（木）18時～
　　　会　場 恵比寿ガーデンホール
　　　参加費 無料
　　　Ｈ　Ｐ http://terra-inoru.com
　　　主　催 TERRAへ祈る実行委員会
　　　後　援 カナダ大使館
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「東北管区大会」

東北管区大会：記念講演 水谷修先生 東海管区大会：会場全景 中国管区大会：桂歌丸師匠

「東北・東海・中国管区大会」
レポート

Active Report  from  3 Regions

　

平
成
22
年
11
月
10
日（
水
）、
仙
台
市

サ
ン
プ
ラ
ザ
に
於
い
て
、
第
35
回
曹
洞

宗
青
年
会
東
北
地
方
集
会 

宮
城
大
会

併
催
宮
城
県
曹
洞
宗
青
年
会
創
立
40

周
年
記
念
大
会
を「
わ
れ
は 

ほ
と
け
に 

な
ら
ず
と
も
」の
テ
ー
マ
で
開
催
い
た

し
ま
し
た
。

　

当
日
は
11
時
よ
り
、
東
北
地
協
常
任

幹
事
会
、
13
時
よ
り
記
念
式
典
、
15
時

よ
り
記
念
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

記
念
講
演
に
は
、
現
代
に
於
け
る

様
々
な
問
題
の
中
で
も
急
務
と
言
わ

れ
て
い
る
、
犯
罪
の
低
年
齢
化
、
薬
物
、

い
じ
め
、
引
き
こ
も
り
等
、
青
少
年
を

蝕
む
問
題
に
つ
い
て
、
ま
さ
に
菩
薩
行

の
如
き
活
動
を
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ

る『
夜
回
り
先
生
』と
し
て
有
名
な
水
谷

修
先
生
を
講
師
に
お
迎
え
し
、「
あ
し
た
、

笑
顔
に
な
あ
れ
…　

夜
回
り
先
生
か

ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」と
題
し
て
自
ら
経

験
さ
れ
て
き
た
事
例
を
交
え
な
が
ら
、

非
常
に
熱
の
入
っ
た
ご
講
演
を
頂
き

ま
し
た
。
ま
た
、
青
少
年
の
心
を
癒
せ

る
場
と
し
て
の
寺
院
の
開
放
に
つ
い

て
等
、
今
後
の
青
年
会
活
動
の
み
な
ら

ず
、
僧
侶
と
し
て
の
生
き
方
の
指
針
と

な
る
お
言
葉
も
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

　

宗
門
よ
り
は
、
来
賓
を
含
め
た
参
加

者
は
約
1
5
0
名
を
、
記
念
講
演
に
は

一
般
開
放
と
し
て
千
名
を
越
え
る
来

場
が
あ
り
ま
し
た
。

 

宮
城
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
長　

門
脇  

昌
文

概
要
報
告

記念式典

　

仙
台
市
に
て
開
催
さ
れ
た
第
35
回
東

北
地
方
集
会
は
、
県
内
外
よ
り
千
名
を

越
え
る
参
加
を
頂
き
、
無
事
円
成
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
集
会
は「
東
北
は
一
つ
」を
合
言

葉
に
、
東
北
6
県
が
輪
番
制
に
て
毎
年

開
催
し
て
お
り
ま
す
が
、
昨
年
か
ら
大

会
運
営
に
関
わ
り
、
私
自
身
感
じ
た
こ

と
は
、
大
会
に
携
わ
っ
た「
人
と
人
と

の
絆
」が
会
を
重
ね
る
ご
と
に
深
ま
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私

達
は
こ
れ
か
ら
先
も「
一
期
一
会
」を
大

事
に
し
、「
絆
」を
深
め
て
参
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

大
会
を
振
り
返
っ
て

　 楢山 武浩
東北地区曹洞宗青年会
連絡協議会会長

大会
会長
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「東海管区大会」

「中国管区大会」
　

第
33
回
中
国
曹
洞
宗
青
年
会
山
口

大
会
を
11
月
11
〜
12
日
に
山
口
市
湯

田
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

初
日
は
保
健
会
館
に
7
5
0
名
が

集
い
、
開
会
式
・
山
口
曹
青
の
タ
イ

山
岳
少
数
民
族
教
育
支
援
活
動
の
報

告
・
チ
ャ
リ
テ
ィ
寄
席
を
行
い
ま
し

た
。

　

春
雨
さ
ん
や
雷
太
さ
ん
、
三
遊
亭

遊
雀
さ
ん
、
江
戸
屋
ま
ね
き
猫
さ
ん
、

そ
し
て
真
打
の
桂
歌
丸
師
匠
の
話
芸

に
、
会
場
は
笑
顔
で
あ
ふ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

2
日
目
は
ホ
テ
ル
に
て
青
年
僧
80

名
で
開
催
し
ま
し
た
。
總
持
寺
後
堂

盛
田
正
孝
老
師
か
ら
は「
教
学
は
教

化
に
よ
っ
て
現
実
化
す
る
」と
題
し

ご
講
義
頂
き
ま
し
た
。

　

優
し
い
中
に
も
厳
し
さ
を
込
め
た

語
り
口
調
で
、
僧
侶
で
あ
る
こ
と
の

自
覚
・
そ
し
て
心
構
え
を
お
話
し
頂

き
ま
し
た
。

　

全
曹
青
基
幹
事
業
委
員
長
秋
吉
龍

成
師
か
ら
は
、
電
話
相
談
に
つ
い
て

研
修
頂
き
ま
し
た
。

　

事
例
を
基
に
班
毎
で
話
し
合
い
意

見
交
換
す
る
こ
と
で
、
傾
聴
の
大
切

さ
と
心
構
え
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

　

上
求
菩
提
・
下
化
衆
生
に
つ
い
て

認
識
を
深
め
る
事
の
で
き
た
有
意
義

な
研
修
で
あ
り
ま
し
た
。

 

山
口
県
曹
洞
宗
青
年
会
副
会
長　

清
成
良
知

概
要
報
告

大
会
を
振
り
返
っ
て講義の様子（講師：總持寺後堂 森田正孝老師）

　

一
般
公
開
講
座
は
檀
信
徒
大
会
と
併

催
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
多
か
っ
た

の
で
す
が
、
今
回
は
青
年
会
単
独
で
の

企
画
運
営
だ
っ
た
の
で
、
来
場
者
の
参

加
見
込
み
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

こ
で
参
加
希
望
者
が
多
か
っ
た
場
合
・

少
な
か
っ
た
場
合
の
両
方
に
対
応
す
る

方
法
を
、
時
間
を
か
け
て
話
し
合
い
ま

し
た
。
県
内
の
御
寺
院
様
に
取
り
ま
と

め
て
頂
き
、
チ
ケ
ッ
ト
を
配
布
す
る
な

ど
し
た
結
果
、
8
0
0
名
の
会
場
に
約

7
5
0
名
の
方
々
に
参
加
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
大
会
運
営
に
つ
い

て
良
い
勉
強
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　 大野 泰生
山口県曹洞宗青年会
会長

大会
会長

　

第
34
回
東
海
管
区

　

曹
洞
宗
青
年
会
大
会  

大
会
テ
ー
マ

 

「
和
合
僧
〜
つ
な
が
る
喜
び
〜
」

　

平
成
22
年
11
月
15
日（
月
）
愛
知
県

豊
橋
市
ホ
テ
ル
ア
ソ
シ
ア
に
て
、
16

時
よ
り
開
会
。
東
海
管
区
曹
洞
宗
青

年
会
会
長
・
前
田
福
之
師
に
ご
挨
拶

を
頂
き
、
引
続
き
全
国
曹
洞
宗
青
年

会
会
長
・
久
間
泰
弘
師
よ
り
ご
祝
辞

を
賜
り
ま
し
た
。
大
会
記
念
公
演
と

し
て
、
講
談
師
・
旭
堂
南
鱗
師
に
よ

る『
道
元
禅
師
御
一
代
記
』を
拝
聴
い

た
し
ま
し
た
。
参
加
人
数
東
海
管
区

曹
洞
宗
青
年
会
会
員
1
3
4
名
。

　

18
時
30
分
よ
り
懇
親
会
。
当
青
年

会
会
長
・
佐
藤
善
章
よ
り
挨
拶
申
し

上
げ
、
引
続
き
愛
知
県
第
二
宗
務
所

所
長
・
伊
藤
章
寛
老
師
よ
り
ご
祝
辞

を
賜
り
ま
し
た
。
参
加
人
数
東
海
管

区
曹
洞
宗
青
年
会
会
員
1
2
4
名
。

　

平
成
22
年
11
月
16
日（
火
）
愛
知
県

豊
川
市
エ
ー
ス
ボ
ー
ル
豊
川
に
て
、

ボ
ー
リ
ン
グ
大
会
を
10
時
よ
り
開
催

い
た
し
ま
し
た
。
参
加
人
数
東
海
管

区
曹
洞
宗
青
年
会
会
員
74
名
。

（
団
体
優
勝
）

曹
洞
宗
静
岡
県
第
一
宗
務
所
青
年
会

（
個
人
優
勝
）

静
岡
第
三
同
志
会　

植
松
公
彦
兄

　

大
変
多
く
の
会
員
諸
師
に
ご
参
加
頂

き
、
無
事
円
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

大
会
事
務
局　

小
原
良
淳

概
要
報
告

ボーリング大会

　

今
大
会
の
開
催
の
約
1
年
半
前
に

大
会
事
務
局
を
立
ち
上
げ
、
開
催
日

が
近
づ
く
に
つ
れ
、
よ
り
多
く
の
議

論
、
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　

大
会
を
必
ず
成
功
さ
せ
よ
う
と
い

う
会
員
一
人
ひ
と
り
の
思
い
が
一
つ

に
な
り
、
支
え
合
う
こ
と
の
大
切
さ
、

共
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
喜
び

を
強
く
感
じ
た
大
会
で
あ
っ
た
様
に

感
じ
ま
す
。

　

今
回
得
た
経
験
は
、
当
青
年
会
が

同
じ
く
主
催
す
る
第
37
回
東
海
管
区

曹
洞
宗
青
年
会
大
会
の
開
催
に
間
違

い
な
く
役
立
つ
事
で
し
ょ
う
。 　 岡田 宗雄

愛知県東三河曹洞宗
青年会

大会実行
委員長

大
会
を
振
り
返
っ
て



12

ぱれっと

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

曹
洞
宗

長
野
県
第
一

青
年
会

依
頼
し
、
拝
聴
す
る
法
話
研
修
会
を
行

っ
た
。
拝
聴
後
、
そ
の
法
話
の
内
容
や

布
教
の
在
り
方
に
つ
い
て
会
員
同
士
が

忌
憚
無
く
意
見
交
換
を
し
た
。

　
　
　

坐
禅
研
究
委
員
会

毎
年
2
月
に
一
日
摂
心
会
を
企
画
し
て

い
る
。
全
国
的
に
も
珍
し
い
と
思
う
が
、

臨
済
宗
建
長
寺
派
管
長
吉
田
正
道
老
師

を
拝
請
し
、
坐
禅
の
後
に
建
長
寺
御
開

山
蘭
渓
道
隆
禅
師
の「
坐
禅
論
」の
提
唱

が
行
わ
れ
て
い
る
。
老
師
を
お
招
き
し
、

今
年
で
す
で
に
5
回
目
の
接
心
と
な
る
。

　

曹
洞
宗
長
野
県

第
一
青
年
会
は
、

昭
和
44
年
に
初
代

会
長
新
津
大
隆
老

師
を
中
心
に
発
足

し
た
。
平
成
21
年

に
創
立
40
周
年
を
迎
え
た
長
い
歴
史
の

あ
る
会
で
あ
る
。「
歳
末
助
け
合
い
托

鉢
」な
ど
の
活
動
は
発
足
当
時
か
ら
今

も
続
い
て
い
る
。
当
初
は
長
野
市
か
ら

上
田
市
ま
で
約
40
㎞
の
道
の
り
を
、
途

中
屋
代
の
満
照
寺
様
で
1
泊
し
、
2
日

間
か
け
て
托
鉢
し
て
い
た
そ
う
だ
。
昭

和
46
年
に
は
、
当
時
宗
務
所
庶
務
主
事

を
お
勤
め
に
な
ら
れ
て
い
た
南
澤
道
人

老
師（
現
大
本
山
永
平
寺
副
貫
首
老
師
）

も
こ
の
托
鉢
に
参
加
さ
れ
、
同
じ
道
の

り
を
会
員
と
共
に
歩
か
れ
た
と
い
う
。

最
終
目
的
地
だ
っ
た
上
田
市
月
窓
寺
様

に
到
着
さ
れ
た
時
、
副
貫
首
老
師
は
足

の
豆
が
潰
れ
て
い
た
と
い
う
お
話
を
お

聞
き
し
た
。

　

ま
た
、
20
周
年
を
迎
え
た
頃
に
、
現

在
も
製
作
が
続
い
て
い
る
禅
Ｔ
シ
ャ
ツ

が
初
め
て
作
ら
れ
た
。（
楢
崎
一
光
老
師

に
御
染
筆
頂
い
た「
禅
」の
文
字
を
背
中

に
プ
リ
ン
ト
し
た
も
の
。）こ
の
Ｔ
シ
ャ

ツ
の
売
り
上
げ
は
、
当
時
雲
仙
普
賢
岳

の
被
災
地
の
皆
さ
ん
に
合
計
1
0
0
万

円
寄
付
さ
れ
て
い
る
。
以
後
Ｔ
シ
ャ
ツ

販
売
を
継
続
し
、
そ
の
売
上
金
か
ら
多

方
面
の
施
設
に
車
イ
ス
な
ど
の
寄
付
を

行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
平
成
5
年
頃

よ
り
今
日
に
至
る
5
つ
の
委
員
会
に
よ

る
活
動
の
形（
基
礎
）が
作
ら
れ
た
。

　

更
に
平
成
11
年
3
月
に
は
創
立
30
周

年
の
記
念
講
演
会
が
開
催
さ
れ
、
発
心

寺
専
門
僧
堂
堂
長
原
田
雪
渓
老
師
を
拝

請
し「
一
大
事
因
縁
に
つ
い
て
」と
題
し

　

こ
こ
で
は
主
に

5
つ
の
委
員
会
の

活
動
内
容
を
取
り

上
げ
る
。

　
　
　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会

毎
年
、
前
述
の
禅
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
製
作
販

売
し
、
そ
の
売
上
金
よ
り
各
方
面
の
施

設
、
災
害
な
ど
が
起
こ
れ
ば
、
そ
の
被

災
地
に
寄
付
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、

バ
ザ
ー
な
ど
に
も
取
り
組
み
お
寺
や
福

祉
施
設
を
会
場
に
実
施
し
て
い
る
。

　
　
　

法
式
研
究
委
員
会

今
年
度
は
、
松
代
の
長
国
寺
専
門
僧
堂

を
会
場
に
三
村
契
一
堂
長
老
師
を
拝
請

し
、
三
仏
忌
の
研
修
を
行
っ
た
。
そ
の

折
、
三
村
老
師
よ
り
疏
の
作
り
方
や
そ

の
意
味
な
ど
に
つ
い
て
講
義
を
拝
聴
し

た
。

　
　
　

布
教
研
究
委
員
会

初
め
て
の
試
み
だ
っ
た
が
、
昨
年
か
ら

会
員
2
名
に
各
々
の
テ
ー
マ
で
法
話
を

た
講
演
を
頂
い
た
。

　

そ
し
て
現
在
、
年
間
の
活
動
と
し
て

緑
蔭
禅
の
集
い
、
禅
文
化
講
座
、
長
野

県
梅
花
大
会
、
歳
末
助
け
合
い
托
鉢
な

ど
の
随
喜
の
他
、
前
述
の
5
つ
の
委
員

会（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
法
式
、
布
教
、

坐
禅
、
各
種
研
修
・
人
権
）活
動
を
中

心
に
活
発
に
運
営
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

他
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
も
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
き
た
。
平
成
16
年
新
潟

県
中
越
沖
地
震
の
時
に
は
、
す
ぐ
に
被

災
地
に
赴
き
、
炊
き
出
し
等
の
支
援
活

動
を
行
っ
た
。

　

今
後
も
地
域
社
会
、
及
び
会
員
同
士

の
連
携
を
深
め
更
に
よ
り
良
い
会
に
発

展
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

現在の活動 沿　革

第47回緑蔭禅の集い（臥竜山興国寺）

設　立｜昭和44年発足
会　長｜山口泰祐
副会長｜小宮山義光･斎藤智是
　　　　小林亮宏･荻原広道
参　与｜秋山時慶･丸山祥存
事務局長｜伊東盛弥
執行部｜水澤光正･正木良道
　　　　佐藤賢龍･山口文元
委員長｜小野崇之（ボランティア）
　　　　秋山和範（法式）
　　　　木村法幸（布教）
　　　　山崎浩成（坐禅）
　　　　田村朋順（各種研修･人権）
支部長｜12名（各教区より）
会員数｜106名（平成23年1月1日）

1

23

4
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各
種
研
修
・
人
権
委
員
会

毎
年
3
月
に
駒
澤
大
学
教
授
池
田
魯
参

先
生
を
拝
請
し
、
正
法
眼
蔵
の
勉
強
会

を
行
っ
て
い
る
。
今
年
で
24
回
目
の
眼

蔵
会
と
な
る
。
そ
の
他
、
人
権
問
題
に

も
取
り
組
み
、
先
年
は
群
馬
県
草
津
に

あ
る
ハ
ン
セ
ン
病
国
立
療
養
所
栗
生
楽

泉
園
へ
の
現
地
研
修
も
行
っ
て
い
る
。

　

昨
年
11
月
20
日

（
土
）、
善
光
寺
大

門
パ
テ
ィ
オ
内
に

あ
る「
日
和
カ
フ

ェ
」を
会
場
に
、

創
立
40
周
年
の
記

念
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
テ
ー
マ

は
、「
ア
メ
リ
カ
に
広
が
る
曹
洞
禅
」。

講
師
に
、
大
本
山
永
平
寺
後
堂
鈴
木
包

一
老
師
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
好
人
庵
禅
堂

住
職
秋
葉
玄
吾
老
師
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
住
職
ス
タ
ッ
キ
ー
妙

眼
老
師
を
拝
請
し
行
い
ま
し
た
。〝
カ

フ
ェ
〞と
い
う
場
所
を
選
ん
だ
の
は
、

我
々
青
年
会
員
と
同
じ
世
代
の
一
般
の

方
達
に
是
非
足
を
運
ん
で
欲
し
い
と
い

う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

当
日
は
、
会
員
、
来
賓
関
係
者
、
一

般
参
加
者
、
合
わ
せ
て
60
名
程
の
こ
じ

ん
ま
り
と
し
た
講
演
会
で
し
た
が
、
会

場
内
の
雰
囲
気
は
と
て
も
良
い
も
の
で

し
た
。
残
念
な
が
ら
ス
ペ
ー
ス
の
都
合

で
当
日
の
講
師
さ
ん
の
お
話
の
内
容
ま

で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
ア

メ
リ
カ
の
禅
セ
ン
タ
ー
は
、
日
本
の
寺

院
に
比
べ
て
と
て
も
風
通
し
が
良
い
よ

う
に
感
じ
ま
し
た
。
檀
家
制
度
が
無
い

の
で
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
般

の
方
が
禅
セ
ン
タ
ー
の
色
々
な
工
夫
に

よ
り
集
い
大
勢
の
人
達
が
交
流
し
て
い

る
の
で
す
。
檀
家
制
度（
家
族
）の
形
が

変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
現
代
の
日
本
に

お
い
て
、
特
に
我
々
青
年
会
世
代
が
寺

院
を
運
営
す
る
に
あ
た
り
、
と
て
も
参

考
に
な
る
取
り
組
み
が
そ
こ
に
あ
る
よ

う
に
思
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
こ
の
講
演
会
が
開
催
で
き
た

事
を
、
講
師
を
お
務
め
頂
い
た
3
人
の

御
老
師
を
は
じ
め
、
今
ま
で
の
礎
を
築

い
て
く
だ
さ
っ
た
先
輩
諸
老
師
各
位
、

ご
協
力
頂
い
た
会
員
各
位
に
深
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

　

余
談
で
す
が
、
ス
タ
ッ
キ
ー
老
師
の

申
し
出
で
講
演
会
当
日
の
朝
、
私
の
師

寮
寺
で
暁
天
坐
禅
を
一
緒
に
お
勤
め
し

ま
し
た
。
㏂
5
時
に
ホ
テ
ル
ま
で
ス
タ

ッ
キ
ー
老
師
を
車
で
お
迎
え
に
行
く
と
、

す
で
に
黒
衣
で
袈
裟
袋
を
持
ち
玄
関
の

前
で
待
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
今
振
り

返
っ
て
み
る
と
そ
の
立
ち
姿
が
と
て
も

印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

（
第
20
期
会
長　

山
口
泰
祐
）

　

や
が
て
迎
え
る

で
あ
ろ
う
50
周
年

の
記
念
事
業
に
備

え
、
な
る
べ
く
コ

ン
パ
ク
ト
に
、
し

か
し
平
素
で
は
で

き
な
い
事
を
し
た
い
。「
カ
フ
ェ
で
何
か

し
な
い
？
」か
ら
始
ま
っ
た
今
回
の
記
念

事
業
で
あ
っ
た
。

　

山
口
現
会
長
の
素
案
を
元
に
、
企
画

内
容
・
会
場
等
々
が
徐
々
に
具
体
化
さ

れ
、
善
光
寺
様
の
門
前
の
カ
フ
ェ
に
て
、

ア
メ
リ
カ
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ

ン
タ
ー
現
住
職
ス
テ
ィ
ー
ブ
妙
眼
ス
タ

ッ
キ
ー
老
師
を
は
じ
め
と
し
た
他
2
名

の
ご
老
師
を
お
招
き
し
て
の
講
演
会
の

決
定
と
な
っ
た
。

　

道
元
禅
師
が
命
が
け
で
海
を
越
え
、

日
本
に
伝
え
た
曹
洞
禅
を
、
今
度
は
多

く
の
先
達
が
未
開
の
地
に
開
教
師
と
し

て
渡
り
、
人
々
の
布
教
教
化
に
邁
進
さ

れ
た
。
そ
の
中
の
一
人
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
を
創
立
さ
れ
た
、

鈴
木
俊
隆
老
師
に
ゆ
か
り
の
あ
る
老
師

方
を
迎
え
、
今
や
世
界
の
最
先
端
に
立

つ「
ア
メ
リ
カ
」と
い
う
地
に
於
い
て
曹

洞
禅
が
、
し
い
て
は
布
教
教
化
の
場
と

し
て
の
禅
セ
ン
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
、
そ
の
集
う
人
々
の
求
め

る
と
こ
ろ
の
宗
意
安
心
そ
し
て
、
地
球

と
の
関
係
等
々
に
つ
い
て
、
是
非
ご
講

演
を
頂
戴
し
よ
う
と
い
う
事
と
な
っ
た
。

ゼ
ロ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
新
し
い
宗
教

を
広
め
導
く
迄
に
は
、
ど
ん
な
道
程
が

あ
っ
た
の
か
、
ど
う
継
承
さ
れ
た
の
か

を
お
聴
き
し
た
か
っ
た
。

　

ま
た
一
方
で
は
、
ホ
ー
ル
や
会
館
と

い
う
広
い
舞
台
を
借
り
て
の
大
き
な
行

事
で
は
な
く
、
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
街

の
喫
茶
店
で
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
の

小
さ
な
講
演
会（
法
話
の
会
）を
実
施
し

て
み
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
可
能
性

を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

目
論
見
も
大
き
な
目
的
の
一
つ
で
あ
っ

た
。

　

当
日
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日

そ
の
場
に
居
た
者
だ
け
が
感
じ
ら
れ
た

こ
と
。
結
果
い
ろ
い
ろ
と
反
省
す
べ
き

点
は
有
っ
て
当
た
り
前
、
し
か
し
思
い

切
っ
て
こ
の
機
会
を
使
わ
せ
て
頂
い
た

こ
と
は
大
成
功
で
あ
っ
た
と
自
負
し
て

い
る
者
の
一
人
で
あ
る
。
我
々
青
年
僧

の
無
限
の
精
進
を
祈
念
し
て
止
ま
な
い
。

（
実
行
委
員
長　

丸
山
祥
存
）

40周年
記念講演会

鈴木包一老師秋葉玄吾老師スタッキー妙眼老師

Let's
Begin !

5
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洞門老大宗師　各位

賛助費　現状報告とご協力のお願い

謹啓　貴老大宗師におかれましては、益々御清祥のことと拝察申し上げます。皆様には、日

頃より曹青会活動にご理解とご協力を賜り、衷心より御礼申し上げます。

　私ども全国曹洞宗青年会は、全国に50団体、約3000名の会員からなる、曹洞宗青年僧侶

の全国組織でございます。当会は、「大衆教化の接点を求めて」という活動理念を掲げ、昭和50

年に発足してから本年で37年目を迎え、青少年教化育成、健全な社会の形成を目的として日々

活動をしております。今期は「いのちの声に耳を澄ます」というスローガンを掲げ、具体的な

慈悲行に取り組むべく、電話相談員養成研修の全国開催をはじめ、有意義な事業推進に励み、

また、青年会における新たな災害対策整備にも鋭意取り組んでおります。

　さて、その活動経費全般、また、実費にてご提供させて頂いております各種頒布物の財源

に関しましては、皆様方よりのご厚情による賛助費に支えられており、その割合は年度予算

額の三分の一を占めております。

　しかしながら、近年の当会では、賛助費の減収という問題に直面しており、このままでは、

今後の会務運営が非常に困難になることが予想されます。

　その為、当会内での事業再検討は勿論のこと、今年度より「会務会則に関する特別委員会」

を組織し、昨年度の臨時評議員会でご意見を頂戴致しました“会費における設定金額の見直し”

についても、管区理事並びに評議員各位の声を拝聴しながら、幾重にも検討致しております。

　今後、私ども一同は、より一層、御寺院様及び、全国の青年会員各位にご理解頂ける活動

に取り組んで参りたいと、思いをひとつにしているところでございます。

　つきましては、皆様には全国曹洞宗青年会の現状、また、宗門並びに曹青会の未来をご賢

察頂きまして、賛助費へのご協力を伏してお願い申し上げます。

合掌

全国曹洞宗青年会

〈参考〉賛助費御浄納総額と件数の推移
平成21年度　￥ 9,864,000（2,019件）
平成20年度　￥11,627,000（2,228件）
平成19年度　￥11,773,000（2,472件）
平成18年度　￥12,062,000（2,344件）
平成17年度　￥13,428,000（2,659件）
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●東京都
 79 保善寺 様
 312 光明寺 様

●神奈川県第２
 4 宗興寺 様

●埼玉県第１
 106 光厳寺 様

●埼玉県第２
 213 泉福寺 様
 219 長田寺 様
 344 光福寺 様

●群馬県
 292 光厳寺 様
 338 龍松寺 様

●栃木県
 85 長谷寺 様

●茨城県
 23 源慶院 様
 38 蒼龍寺 様
 60 円通寺 様
 134 大統寺 様

●千葉県
 94 長興院 様
 357 永福寺 様

●静岡県第１
 61 長光寺 様
 83 洞福寺 様
 109 玉泉寺 様
 124 宗徳院 様
 126 一乗寺 様
 208 延命寺 様

●静岡県第２
 289 宝蔵院 様

●静岡県第３
 644 利生寺 様

●愛知県第１
 18 大運寺 様
 182 觀昌寺 様

●愛知県第２
 684 花井寺 様
 722 妙劉寺 様

●岐阜県
 167 正宗寺 様

●三重県第１
 132 地蔵寺 様
 181 観音寺 様

●三重県第２
 434 萬重寺 様

●京都府
 67 苗秀寺 様

●大阪府
 56 南昌寺 様
 88 正俊寺 様
 98 吉祥院 様

●兵庫県第１
 55 長命寺 様
 393 安養寺 様
 451 頼光寺 様

●広島県
 95 泉龍寺 様

●山口県
 138 善福寺 様

●鳥取県
 17 普含寺 様
 182 東光寺 様

●島根県第１
 209 円通寺 様

●島根県第２
 105 東白寺 様
 144 福知寺 様

●愛媛県
 146 興雲寺 様

●福岡県
 102 能満寺 様

●長崎県第１
 84 廬山寺 様

●長野県第２
 512 浄蓮寺 様
 566 広明寺 様

●福井県
 162 正明寺 様

●富山県
 127 円通寺 様

●新潟県第１
 325 興善寺 様
 397 善昌寺 様

●新潟県第４
 780 観音寺 様

●福島県
 29 長勝寺 様
 41 石雲寺 様
 111 普光寺 様
 119 長泉寺 様
 188 頊宣寺 様
 340 慶徳寺 様

●宮城県
 33 玄光庵 様
 59 清水寺 様
 359 保昌寺 様

●岩手県
 52 福蔵寺 様
 65 仁昌寺 様
 233 玉泉寺 様

●青森県
 19 宗徳寺 様
 79 法光寺 様
 98 東光寺 様
 110 長昌寺 様

●山形県第１
 36 久昌寺 様
 66 法体寺 様

●山形県第２
 380 正円寺 様

●秋田県
 49 乗江院 様
 95 蔵昌寺 様
 192 善福寺 様
 244 宝泉寺 様
 246 福城寺 様
 313 立昌寺 様

●北海道第２
 102 興禅寺 様
 508 大乗寺 様

●北海道第３
 152 長林寺 様
 220 白麟寺 様

賛助費浄納御芳名簿 平成22年
10
31

9
11～

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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飯
島
▼
今
日
は
僧
籍
を
持
つ
女
性
同

士
で
集
ま
っ
て
、
今
の
悩
み
や
考
え

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
明
る
い
未
来

へ
の
希
望
な
ど
を
、
気
楽
に
お
し
ゃ

べ
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
、

み
な
さ
ん
の
出
家
の
経
緯
を
聞
か
せ

て
く
だ
さ
い
。

緑
川
▼
ま
だ
在
家
だ
っ
た
頃
、
渡
米

を
し
た
際
に
仏
教
に
興
味
を
持
ち
ま

し
た
。
当
時
ア
メ
リ
カ
で
は
、
仏
教

の
考
え
方
や
修
行
が
、
日
常
の
選
択

肢
の
一
つ
と
し
て
活
き
て
い
て
、
仏

教
に
は
生
き
て
い
る
人
の
た
め
の
テ

キ
ス
ト
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
気

づ
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
日
本
に
戻
っ

た
ら
日
本
語
で
仏
教
を
き
ち
ん
と
学

び
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
直
ち

D i a l o g 　 w i  t h 　 A M A N S

ダイアローグ12
侶
だ
っ
て
女
子
会
！

僧

し
て
か
ら
の
学
び
も
楽
し
く
っ
て
、

卒
業
を
前
に
、
日
々
に
ま
ぎ
れ
て
自

分
の
中
に
あ
る
仏
教
的
な
素
養
や
感

性
が
薄
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

恐
く
な
り
、
結
果
と
し
て
得
度
に
到

り
ま
し
た
。

市
橋
▼
私
は
お
寺
出
身
で
す
。
住
職

で
あ
る
父
親
が「
娘
に
寺
を
継
が
せ

る
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
」と
考
え
て

い
た
の
で
、
私
自
身
は
仏
教
と
は
無

縁
で
育
ち
、
20
代
の
初
め
に
デ
ザ
イ

ナ
ー
と
し
て
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
た

め
に
渡
仏
し
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で

は
仏
教
が
魅
力
的
な
文
化
と
捉
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
が
、
フ
ラ
ン
ス
人

か
ら
仏
教
に
つ
い
て
質
問
を
さ
れ
て

も
、
私
に
は
う
ま
く
答
え
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
ん
で
す
。
帰
国
し
て

改
め
て
実
家
の
お
寺
に
関
心
を
向
け
、

単
に
建
築
物
と
し
て
観
て
も
、
意
外

に
良
い
な
…
と
い
う
軽
い
気
持
ち
が

得
度
の
き
っ
か
け
で
す
。
で
も
、
改

め
て
勉
強
し
て
み
る
と
仏
教
は
深
く
、

面
白
く
、
飽
き
な
か
っ
た
ん
で
す
。

高
丘
▼
私
は
お
寺
の
三
女
で
す
が
、

跡
取
り
と
し
て
育
て
ら
れ
ま
し
た
。

彼女の生き方
～Five Stories～（前編）

に
僧
侶
に
、
と
は
考
え
ら
れ
ず
に
、

ま
ず
は
体
と
心
に
良
い
暮
ら
し
を
し

た
い
と
思
っ
て
、
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ

ッ
ク
や
精
進
料
理
な
ど
を
学
び
ま
し

た
。
数
年
後
に
ご
縁
が
あ
っ
て
天
台

宗
で
得
度
し
、
本
山
で
の
基
本
の
行

を
満
行
し
て
正
式
に
僧
侶
と
な
り
ま

し
た
。
そ
の
頃
は
結
婚
も
し
て
い
た

ん
で
す
け
れ
ど
、
仏
道
と
家
庭
と
の

両
立
は
う
ま
く
い
か
な
く
て
結
局
は

離
婚
し
ま
し
た
。

三
須
▼
私
は
在
家
出
身
で
、
今
の
と

こ
ろ
は
得
度
を
受
け
た
だ
け
で
す
。

た
ま
た
ま
宗
立
の
中
学
校
に
通
い
、

先
生
と
お
話
を
す
る
中
で
、
仏
教
が

単
な
る
概
念
で
は
な
く
、
日
常
生
活

の
中
で
物
事
を
見
る
視
野
を
広
げ
る

も
の
だ
と
教
わ
り
、
純
粋
に
面
白
い

と
感
じ
ま
し
た
。
駒
澤
大
学
に
進
学

緑
みどり

川
か わ

明
みょう

世
せ い

天台宗僧侶。東京都生まれ。深大
寺（東京都調布市）職員。国際仏教婦
人会（ILAB）役員。『女性と仏教 関東
ネットワーク』会員。精進料理やマ
クロビオティックを学び、1988年
に得度。2001年から，毎年南イン
ドに再建されているチベット仏教僧
院『デプン寺ゴマン学堂』に短期滞在
しながら経典を学んでいる。共著に
『ジェンダーイコールな仏教をめざ
して』（女性と仏教　東海・関東ネッ
トワーク編 朱鷺書房）。

　

そ
の
日
は
朝
か
ら
大
雨
だ
っ
た
。
都
心
に
向
か
う
沿
線
で
倒
木
発
生
と

の
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
耳
に
入
る
。
不
安
定
な
気
象
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

私
の
足
取
り
は
軽
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
会
い
た
い
人
に
会
え
る
か
ら
。

　

待
ち
合
わ
せ
場
所
に
着
く
と
、
す
ぐ
に
友
人
も
到
着
。「
お
久
し
振
り
！

こ
の
前
は
、
大
雪
で
会
え
な
か
っ
た
ん
だ
よ
ね
」と
彼
女
は
開
口
一
番
に
言

っ
た
。
記
憶
が
蘇
っ
た
。
そ
し
て
取
材
当
日
は
大
雨
。
何
か
あ
る
の
か
？

　

駅
の
階
段
を
昇
り
切
り
地
上
に
出
る
と
、
カ
メ
ラ
を
構
え
た
報
道
陣
が

「
そ
の
時
」を
待
っ
て
い
た
。
気
づ
け
ば
、
今
回
の
私
た
ち
の
対
談
場
所
は
、

某
芸
能
人
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
事
件
が
起
き
た
現
場
の
近
く
だ
っ
た
。

　
「
芸
能
人
で
は
な
い
け
れ
ど
、
波
瀾
万
丈
な
道
を
歩
む
私
た
ち
に
は
も
っ

て
こ
い
の
場
所
ね
」。
直
感
的
に
そ
う
思
っ
た
。

　

そ
こ
に
集
っ
た「
彼
女
」た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
、
彼
女
な
り
の

生
き
方
を
模
索
し
て
い
る
。
強
く
、
そ
し
て
し
な
や
か
に
生
き
る「
彼
女
」

た
ち
の
5
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
、
し
ば
し
耳
目
を
傾
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

あ
ま
ん
ず
惠
道

市
い ち

橋
は し

俊
しゅん

水
す い

真言宗豊山派僧侶。東京都生まれ。
一児の母。都内の『よみうりカル
チャー（読売・日本テレビ文化セン
ター）』で仏教関連の講座を3つ担当。
元グラフィックデザイナー。
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事
情
が
あ
っ
て
実
家
だ
っ
た
お
寺
は

離
れ
ま
し
た
が
、
今
は
、
全
国
各
地

で
用
僧
や
法
話
で
呼
ん
で
頂
い
て
い

ま
す
。

飯
島
▼
み
な
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
に
ご
活

躍
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
背
景

に
は
ど
ん
な
目
的
を
お
持
ち
な
の
で

し
ょ
う
か
？

緑
川
▼
僧
院
で
、
人
々
が
日
常
生
活

の
雑
音
か
ら
一
時
離
れ
て
、
修
行
だ

け
に
集
中
す
る
場
所
を
作
っ
て
い
る

の
を
目
の
当
た
り
に
し
、
私
は
日
常

生
活
の
中
で
こ
そ
、
仏
教
の
智
慧
を

生
か
す
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
で
、
今
年
は
、
道
場
を

お
借
り
し
て「
女
性
の
た
め
の
仏
教

プ
チ
修
行
」と
い
う
会
を
一
泊
二
日
で

行
い
ま
し
た
。
僧
侶
で
な
く
て
も
仏

教
を
実
践
的
に
体
験
で
き
る
場
を
提

供
し
た
い
と
の
思
い
で
し
た
。
こ
の

試
み
は
年
二
回
の
ペ
ー
ス
で
続
け
て

ゆ
く
予
定
で
す
。

三
須
▼
日
常
の
悩
み
を
も
つ
人
を
、

信
仰
生
活
や
教
団
組
織
に
誘
う
よ
り

も
、
人
生
の
考
え
方
・
選
択
肢
の
一

つ
と
し
て
仏
教
を
知
っ
て
も
ら
え
た

ら
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
何
を
選
ぶ

か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
人
生
の

選
択
の
幅
が
広
い
だ
け
で
、
そ
れ
は

強
み
だ
か
ら
。
私
は
文
章
表
現
が
苦

手
な
の
で
、
絵
な
ど
の
作
品
を
使
っ

て「
仏
教
に
は
こ
ん
な
可
愛
い
も
の
も

あ
る
」っ
て
い
う
こ
と
を
表
現
・
発
信

し
て
い
ま
す
。

市
橋
▼
仏
教
と
縁
遠
い
人
々
に
、
仏

教
を
身
近
に
感
じ
て
欲
し
い
で
す
ね
。

諸
々
の
問
題
を
解
決
し
得
る
手
段
が
、

仏
教
の
中
に
如
何
に
た
く
さ
ん
あ
る

か
を
伝
え
た
い
で
す
。『
よ
み
う
り
カ

ル
チ
ャ
ー
』で
担
当
し
て
い
る
講
座
で

は
、
仏
教
を「
軽
く
」話
し
て
い
ま
す
。

私
、
檀
務
よ
り
布
教
が
好
き
で
、
専

ら
檀
務
は
う
ち
の
男
二
人〈
父
と
夫
〉

に
任
せ
て
ま
す（
笑
）。

飯
島
▼
市
橋
さ
ん
の
結
婚
相
手
は
お

坊
さ
ん
で
す
よ
ね
？

市
橋
▼
布
教
活
動
の
仲
間
と
し
て
出

会
っ
た
の
で
、
向
い
て
い
る
方
向
が

一
緒
。
お
互
い
に
理
解
あ
る「
同
志
」

み
た
い
な
も
の
で
す
。

飯
島
▼
真
言
宗
に
は
女
性
の
僧
侶
は

少
な
い
の
で
す
か
？

市
橋
▼
最
近
は
増
え
て
き
ま
し
た
。

進
ん
で
僧
侶
に
な
っ
た
人
も
い
れ
ば
、

跡
取
り
で
仕
方
な
く
、
と
い
う
人
も

い
ま
す
。
私
は
、
僧
侶
と
し
て
こ
れ

ぐ
ら
い
し
か
出
来
る
こ
と
が
な
い
、

と
思
っ
て
剃
髪
し
て
い
る
け
れ
ど
、

長
髪
を
束
ね
て
式
衣
を
つ
け
、
法
務

を
こ
な
し
て
い
る
人
も
た
く
さ
ん
い

ま
す
。

緑
川
▼
人
は
些
末
な
部
分
を
取
り
上

げ
て
非
難
す
る
し
、
そ
う
い
う
と
こ

ろ
で「
だ
か
ら
女
は
…
」と
な
り
が
ち

で
す
よ
ね
。

緑
川
▼
天
台
宗
で
は
在
家
出
身
の
女

性
が
活
動
す
る
場
は
限
ら
れ
て
い
ま

す
し
、
ず
っ
と
活
動
を
続
け
て
ゆ
け

る
人
は
と
て
も
少
な
い
で
す
。
先
行

き
が
不
安
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思

い
ま
す
。
尼
僧
団
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、

入
れ
る
お
寺
も
無
い
の
が
実
情
で
す
。

市
橋
▼
豊
山
派
に
も
尼
僧
団
は
あ
り

ま
せ
ん
し
、
真
言
宗
で
性
差
の
問
題

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
声
が
高
く
て
読

「

経
の
頭
出
し
に
当
て
て
も
ら
え
な
い
、

な
ど
の
物
理
的
な
こ
と
で
す
ね
。
条

件
に
よ
っ
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
人

も
い
る
。
本
山
に
女
子
ト
イ
レ
や
浴

場
さ
え
完
備
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
私

自
身
は
性
差
別
を
感
じ
ま
せ
ん
。

高
丘
▼
他
の
宗
派
と
違
っ
て
、
私
た

ち
は
両
本
山
で
の
修
行
が
認
め
ら
れ

な
い
。
こ
れ
は
宗
侶
と
し
て
は
大
変

辛
い
こ
と
で
す
。

三
須
▼
私
は
、
得
度
は
し
ま
し
た
が
、

僧
侶
で
も
な
く〈
僧
侶
と
し
て
の
法

務
・
檀
務
の
実
態
が
な
く
〉一
般
人
で

も
な
い
。
現
状
で
は
僧
侶
と
し
て
具

体
的
に
進
む
べ
き
道
が
見
え
ま
せ
ん
。

私
は
お
坊
さ
ん
な
の
か
一
般
の
人
な

の
か
…
。
自
分
の
立
場
を
は
っ
き
り

さ
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
悩
み
が
あ
り

ま
す
ね
。

〈　

〉内
、
編
集
部
注
。
文
中
、
一
部
敬
称
略
。

高
た か

丘
お か

捷
しょう

佑
ゆ う

曹洞宗僧侶。愛知県生まれ。大正大
学人間学部仏教学科卒。仏教情報セ
ンターテレフォン相談員。現在は島
根県松江市・善慶寺に在籍。ドイツ
での遊学を通して見た、ホスピスや
社会事業による看取りを参考に、現
代日本で僧侶として人の生死に直接
関わる活動を模索している。

三
み

須
す

励
れ い

法
ほ う

東京都生まれ。2000年に得度。駒
沢学園女子中学校から駒沢学園女子
高等学校へと進み、駒澤大学仏教学
部禅学科卒。2006年から作家活動
を開始。アートを通して親しみやす
くポップな仏教を目指し、仏教の入
り口を広げようとしている。

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。

れ
ぞ
れ
の
描
く
こ
れ
か
ら

そ

だ
、
曖
昧
な
存
在
？

未



教
授  『
女
性
と
仏
教　

東
海
・
関
東
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』

会
員
）に
尋
ね
て
み
ま
し
た
。

　
「〝
お
寺
に
ふ
さ
わ
し
い
〞な
ん
て
問
題
の
あ
る

概
念
の
是
非
は
と
も
か
く（
苦
笑
）、
結
局
は
伴
侶

に〝
体
の
い
い
メ
イ
ド
役
〞を
求
め
て
い
る
限
り
、

世
間
の
人
か
ら
は
あ
き
れ
ら
れ
る
だ
け
だ
と
思
い

ま
す
よ
。
私
の
夫
も
同
じ
感
想
で
し
た
ね
」。

　

バ
ッ
サ
リ
、
で
す
…
。
で
も
、
川
𣘺
先
生
は
こ

の
よ
う
に
語
を
継
が
れ
ま
し
た
。

　
「
で
も
私
は
、
青
年
僧
侶
が
そ
の
よ
う

に
考
え
る
の
は
仕
方
な
い
、
と
も
思
っ
て

い
ま
す
。
だ
っ
て
そ
れ
は
、
上
の
世
代
の

価
値
基
準
を
、
無
自
覚
に
再
生
産
し
て
い

る
わ
け
で
す
か
ら
。
わ
た
し
の
近
く
に
も
、

寺
族
は
住
職
を
陰
で
お
世
話
す
る
の
が
役

目
、
と
か
公
言
す
る
僧
侶
が
い
ま
す
。
私

は
、
青
年
僧
侶
に
は〝
自
立
力
〞を
求
め
た

い
。
伴
侶
の
協
力
が
な
く
て
も
寺
務
が
円

滑
に
い
く
の
が
本
来
で
し
ょ
う
し
、
そ
も

そ
も
曹
洞
宗
は〝
僧
侶
が
自
活
す
る
〞と

い
う
宗
風
で
し
ょ
う
？ 

僧
侶
の
結
婚
を

絶
対
視
し
、
か
つ
家
父
長
制
的
な〝
家
庭

仏
教
・
世
襲
仏
教
〞を
軌
範
と
す
る
あ
り

方
は
、
宗
門
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
排
除
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
よ
。
結
婚
し
な

く
て
も
、
子
供
を
作
ら
な
く
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ

で
僧
侶
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
生
き
様
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」。

　

お
寺
が
忙
し
い
か
ら
、
と
い
う
理
由
だ
け
で
結

婚
し
て
は
い
か
ん
と
で
す
ね
。
縁
あ
れ
ば
抗
い
ま

せ
ん
が
、
川
𣘺
先
生
の「
結
婚
は
し
な
く
て
も
良

い
」と
の
金
言
が
、
今
後
の
励
み
に
な
り
そ
う
で
す
。

ー
ン
、
リ
ー
ン
、
リ
ー
ン
」お
寺
の
電
話
が

鳴
り
響
く
…
。
お
檀
家
さ
ま
が
亡
く
な
ら

れ
た
と
い
う
電
話
で
す
。
こ
れ
か
ら
、
一
頻
り
お

寺
が
慌
た
だ
し
く
な
り
ま
す
。
枕
経
、
通
夜
、
葬
儀
、

火
葬
と
続
く
だ
け
で
な
く
、
そ
の
合
間
に
も
、
以

前
か
ら
受
け
て
い
た
法
事
等
も
重
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
も
一
週
間
ご
と
の
七
日
経
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
の
行
事
を
よ
う
や
く
こ
な
し
、
少
し
は
休

め
る
か
な
と
思
う
と
、
ま
た「
リ
ー
ン
、

リ
ー
ン
、
リ
ー
ン
」
…
。
こ
れ
が
続
く
と
、

い
い
か
げ
ん
誰
か
お
寺
の
留
守
番
や
お

茶
の
相
手
を
し
て
く
れ
る
人
、
一
緒
に

お
寺
の
た
め
に
が
ん
ば
っ
て
く
れ
る
人

が
い
れ
ば
…
。
そ
う
思
う
よ
う
に
な
る

の
で
す
。
普
段
は
結
婚
願
望
の
な
い
私

の
脳
裏
に「
結
婚
」の
２
文
字
が
頭
に
よ

ぎ
る
の
は
、
決
ま
っ
て
こ
の
よ
う
な
時

で
す
。

も
そ
も
お
坊
さ
ん
に
と
っ
て
の
結

婚
相
手
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
が

良
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

話
が
合
う
、
趣

味
が
合
う
、
人
柄
が
良
い
、
た
だ
そ
れ

だ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
す
。

　

試
し
に
、
毎
月
お
経
を
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
お
檀
家
さ
ま
に
、「
結
婚
す
る
に
は
ど
う
し

た
ら
良
い
か
」と
尋
ね
回
っ
て
み
ま
し
た
。
普
段
か

ら
結
婚
の
話
に
な
る
と
、
良
い
よ
う
に
は
ぐ
ら
か

し
て
い
た
の
で
、
い
ざ
そ
の
よ
う
な
質
問
を
す
る

と
、
お
檀
家
さ
ま
た
ち
も「
待
っ
て
ま
し
た
」と
言

わ
ん
ば
か
り
の
反
応
で
す
。
お
か
げ
で
色
々
な
意

見
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
、
中
で
も
気

�

�

「
リそ

お寺にふさわしい結婚!?
全曹青広報委員　紫安敬道（熊本県曹洞宗青年会）

に
な
っ
た
の
が
、

「
よ
う
や
く
若
和
尚
も
結
婚
す
る
気
に
な
っ
た
と

た
い
。
そ
ら
よ
か
ば
い
。
ば
っ
て
ん
、
結
婚
相
手

は
お
寺
に
ふ
さ
わ
し
か
人
じ
ゃ
な
か
と
い
か
ん
ば

い
。
誰
で
っ
ち
ゃ
良
か
わ
け
じ
ゃ
な
か
け
ん
ね
。

良
か
相
手
ば
選
ば
ん
と
い
か
ん
よ
」と
の
ご
諌
言

で
す
。

　

早
く
結
婚
し
な
さ
い
？ 

相
手
は
よ
く
見
て
選
び

な
さ
い
？ 
ど
う
に
も
矛
盾
し
た
内
容
で
す
が
、
お

檀
家
さ
ま
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
ど
う
や
ら「
お
寺

に
ふ
さ
わ
し
い
」結
婚
相
手
の
よ
う
で
す
。

寺
に
ふ
さ
わ
し
い
」結
婚
相
手
っ
て
、
ど
ん

な
人
で
し
ょ
う
。
試
し
に
今
度
は
、
宗
門
で

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
し
て
お

ら
れ
る
川
𣘺
範
子
先
生（
名
古
屋
工
業
学
大
学
院
准

「
お
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●英龍　このお寺は元々、上杉謙信の重臣だった柿崎景家公

の菩提寺で、本堂と山門は、先日に国の有形文化財に登録さ

れました。最近はお寺の周りも人口が減っていますが、今あ

るものを守っていきたいです。

■間部　伝統を伝えていくことが大切というわけですね。と

はいえ人口減少ということはお寺を維持していく上で経済的

には大変なのではないでしょうか？

●英龍　見通しが明るいとは言えないですね。この春まで永

平寺東京別院で役寮として勤めていましたが、その時と比べ

ると収入が激減して、車に乗っているだけで赤字になるよう

な状況です。妻にお寺にずっといてもらうのが良いのかもし

れませんが、現実的になかなかそういうわけにはいかないで

すね。

●裕美　昨年結婚して、今年の4月からは長岡市の病院に精

神科の勤務医として働いていますが、平日は病院の寮に住ん

で、土日にお寺に帰ってお手伝いをしています。

■間部　大変ですね。でも奥様は扶養家族ではなく、社会的

にも経済的にも自立されているわけですね。一方で、お寺で

の立場を考えた時、僧侶の伴侶であるが故にお寺に住むこと

ができるということも事実だと思うのですが、ご主人に「も

しも」のことがあられた場合や跡継ぎがいない場合のことは、

何かお考えですか？

●裕美　特定代務者としての資格（准教師）は、早目に取って

おきたいとは思っています。でも、もし（義理の）両親や夫が

先に亡くなって、その後に法･血ともに所縁のない別の方が

ご住職として入られるのであれば、その時は私はここを出る

ように、結婚前から夫や家族と話し合っていました。それと、

夫には「不妊治療は受けません」と伝えています。私も医者と

して色んなケースを見てきましたが、得てして不妊治療は「子

どもが出来るのが目的」で、その後の人生を顧みていないケ

ースが多いように見受けられます。仮に自然妊娠で子どもが

出来なかったとしても、それはそれで受け容れる生き方をし

たいと思うのです。

■間部　なるほど、しっかりと自身のお考えをお持ちですね。

新婚のお二人に適切なお話かどうか分かりませんが…（笑）。

万一、お寺を離れるという場合、相当の資金準備が必要にな

ります。ライフプランの観点から申しますと「利息は時間が

生む」という言葉があります。「ゆとりのある未来･老後」を創

出するためには、奥様の収入も加味した余裕資金を踏まえた

上で、なるべく早い段階からの準備が不可欠です。奥様は厚

生年金ですが年金開始年齢は65歳からです。まずは奥様の

60～65歳の間の「無年金」生活期間に備えた「つなぎ年金」と

言われる個人年金や養老保険を考えてはいかがでしょうか。

また、保障の点からは、今、日本の家庭の一番の問題は介護

です。公的介護保険の1割負担や支給上限額を超えた介護サ

ービスへの備えとして、民間会社の介護保険があります。そ

れと、やはり僧侶といえども体が資本ですし、一番怖いのは

ガンです。病気や入院に備えた医療保険。これらを「お守り

代わり」にライフプランに組み込まれるのは如何でしょうか。

それと、今日のお話を伺っていると、次代への承継について

も色々なパターンを想定し補完する備えも必要になると思わ

れますので、是非宗教法人の退職金制度（『sousei』149号19

頁参照）も参考にして頂きたいと思います。

●英龍　実は以前から、妻にも保険について真剣に考えるよ

うに言われていたのですが、自分が減収した現状や「お坊さ

んに定年はない」との思いもあって、今まで“なあなあ”でや

り過ごしていました･･･。

●裕美　でも、今最も先決なのは、定期的な収入が確実にあ

る私に、生命保険をかけることかもしれませんね。

■間部　仰る通りです。（笑）

CASE  #4 新潟県上越市･楞厳寺様

副住職 石黒英龍師（全曹青広報委員）
裕美さん（妻）

お寺暮らしの

ライフデザイン

❹

■聞き手
間部稔裕
住友生命保険相互会社 長岡支社 基盤統括部長
(1級ファイナンシャル･プランニング技能士【国家資格】)
生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会会員〒940-8511 新潟県長岡市東坂之上町2-5-11 長岡STビル6F
TEL（0258）33-5518
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内子

松山

め
ぐ
り

め
ぐ
り

寺

街

取材・文：小林桂子　撮影：小倉直子

内
子
の
北
の
丘
陵
地
に
建
つ

曽
根
家
の
菩
提
寺

　

そ
の
歴
史
は
、
今
か
ら
五
七
〇
年
前
の
嘉
吉
元

年（
一
四
四
一
年
）に
さ
か
の
ぼ
る
。
防
州（
現
、

山
口
県
）、
泰
雲
寺
の
覚
隠
禅
師
門
下
の
十
哲
、

大
功
円
忠
和
尚
が
現
在
の
内
子
町
松
尾
地
区
に
創

建
し
た
浄
久
寺
が
起
こ
り
と
さ
れ
、
そ
の
後
、
天

文
二
年（
一
五
三
三
年
）、
現
在
の
地
に
移
さ
れ
た
。

　

寺
は
、
時
の
領
主
曽
根
城
主
従
五
位
下
、
曽
根

高
昌
公
の
帰
依
を
賜
り
、
曽
根
家
の
菩
提
寺
と
し

て
栄
え
た
。
ま
た
、
内
子
の
北
の
丘
陵
地
と
い
う

立
地
か
ら
門
前
に
は
市
が
立
つ
な
ど
、
繁
栄
を
遂

げ
、
末
寺
は
二
十
四
ヵ
寺
が
開
か
れ
た
。

　

高
昌
公
の
逝
去
後
、
そ
の
諱い

み
な

を
と
っ
て
寺
号
を

高
昌
寺
に
、
山
号
は
元
文
五
年（
一
七
四
〇
年
）護

国
山
と
改
め
ら
れ
、「
護
国
山
高
昌
寺
」と
改
称
さ

れ
た
。

　

し
か
し
文
化
四
年（
一
八
〇
七
年
）の
火
災
に
よ

り
、
創
建
当
時
の
伽
藍
は
山
門
、
本
尊
以
外
す
べ

て
が
焼
失
。
そ
の
翌
年
、
二
十
三
世
・
興
嶽
凡
隆

和
尚
の
尽
力
に
よ
っ
て
再
建
が
図
ら
れ
た
が
、
莫

大
な
資
金
調
達
に
は
曽
根
家
の
子
孫
や
檀
信
徒
か

ら
の
援
助
に
加
え
、
二
十
三
世
自
ら
も
托
鉢
に
回

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

松山▲

宇和島▼

高昌寺

本芳我家

内子座

商いと暮らし博物館

大森和ろうそく屋

56

内子

愛媛県

本堂（奥）と中雀門（手前）●本堂の屋根は創建当時茅葺きであった（現在は銅板葺き）。
中雀門の左右に廻廊が続く。門は町の有形文化財指定

廻廊●僧堂側に続く
廻廊。本山、永平寺を
模した造りから「伊予
のミニ永平寺」とも呼
ばれる

山門●文化4年（1807年）の火災で唯一焼失を免
れた門。旧五城村中土の持宝院から1750年頃
移築されたと伝えられる

山門内部に祀られ
ている釈尊

取材にご協力をいただいた皆さま。
左から、林証道師、高嶋龍仙師（共に愛媛県曹洞宗
青年会広報部）、高昌寺四十一世・高嶋武彦老師、
大村博氏（高昌寺総代長・郷土史家）

五
七
〇
年
の
歴
史
を
誇
る
伊
予
の
名
刹
。

か
つ
て
は
曽
根
家
の
菩
提
寺
と
し
て
栄
え
、

廻
廊
を
配
し
た
造
り
か
ら
、

本
山
、永
平
寺
に
な
ぞ
ら
え
て

「
伊
予
の
ミ
ニ
永
平
寺
」と
称
さ
れ
る
。

文
化
五
年（
一
八
〇
八
年
）の
再
建
で
は
、

時
の
藩
主
大
洲
藩
二
代
、加
藤
泰
興
公
よ
り
賜
っ
た

楠
の
銘
木
を
材
と
し
た
こ
と
か
ら
、

別
名「
楠
寺
」と
も
呼
ば
れ
る
。

近
年
は
、日
本
最
大
の
石
造
ね
は
ん
仏
が
話
題
を
呼
び
、

「
内
子
の
ね
は
ん
さ
ん
」と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
い
る
。

数
々
の
呼
称
で
知
ら
れ
る
伊
予
の
名
刹

護
国
山

高
昌
寺
を

訪
ね
て
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立
派
な
七
堂
伽
藍
と

本
山
、
永
平
寺
を
模
し
た
廻
廊

　

現
在
の
境
内
は
、
唯
一
焼
失
を
免
れ
た
山
門
を

は
じ
め
、
立
派
な
七
堂
伽
藍
を
有
す
る
。
山
門
と

本
堂
の
間
に
配
さ
れ
た
中
雀
門
は
、
さ
る
武
家
屋

敷
か
ら
移
築
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
左

右
に
建
つ
庫
裏
と
僧
堂
を
結
ぶ
回
遊
式
の
造
り
が

本
山
、
永
平
寺
を
模
し
た
こ
と
か
ら「
伊
予
の
ミ

ニ
永
平
寺
」と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
文
化
五
年（
一
八
〇
八
年
）に
再
建
さ
れ

た
本
堂
は
、
時
の
藩
主
大
洲
藩
二
代
、
加
藤
泰
興

公
よ
り
賜
っ
た
楠
の
銘
木
を
材
と
し
て
お
り
、
前ま

え

卓じ
ゃ
く

・
梁
・
天
井
・
廊
下
・
欄
間
・
襖
に
至
る
ま
で
、

無
節
の
材
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
見
事
さ

ゆ
え
に
、
別
名「
楠
寺
」と
称
さ
れ
る
。

　

本
堂
に
祀
ら
れ
た
ご
本
尊
、
聖
観
世
音
菩
薩
像

は
、
山
門
と
並
ん
で
唯
一
焼
失
を
免
れ
た
貴
重
な

仏
像
で
あ
り
、
現
在
も
当
時
と
変
わ
ら
ぬ
慈
悲
深

い
表
情
を
た
た
え
て
い
る
。

十
年
が
か
り
で
実
現
か
な
っ
た

日
本
最
大
の
石
造
ね
は
ん
仏

　

高
昌
寺
の
も
う
一
つ
の
宝
物
は
、
日
本
最
大
の

石
造
ね
は
ん
仏
で
あ
る
。

　

そ
の
起
こ
り
と
な
っ
た「
ね
は
ん
祭
り
」は
、
約

二
百
五
十
年
前
に
十
八
世
・
慈
舟
台
漸
和
尚
に
よ

っ
て
創
始
さ
れ
た
法
要
だ
が
、
今
で
は
内
子
の
春

祭
り
と
し
て
毎
年
三
月
十
五
日
に
執
り
行
わ
れ
る
。

町
を
挙
げ
て
の
祭
り
に
は
、
稚
児
行
列
や
餅
ま
き
、

清
興
な
ど
が
催
さ
れ
、
地
元
で
の
楽
し
み
な
恒
例

行
事
と
な
っ
て
い
る
。

　

別
名
、「
内
子
の
ね
は
ん
さ
ん
」と
し
て
も
親
し

ま
れ
る
高
昌
寺
で
は
、
お
釈
迦
さ
ま
へ
の
感
謝
や

報
恩
の
心
に
触
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
思
い
か

ら
、
平
成
十
年（
一
九
九
八
年
）石
造
ね
は
ん
仏
が

祀
ら
れ
た
。

　

現
住
職
、
四
十
一
世
・
高
嶋
武
彦
老
師
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
た
こ
の
ね
は
ん
仏
は
、
構
想
か
ら
完

成
ま
で
実
に
十
年
も
の
歳
月
を
費
や
し
、
当
初
は

不
可
能
と
も
思
わ
れ
た
巨
額
の
資
金
も
、
檀
信
徒

は
じ
め
内
外
の
有
縁
の
方
々
の
尽
力
に
よ
っ
て
賄

う
こ
と
が
で
き
た
。

　

中
国
敦
煌
、
漠
高
窟
の
ね
は
ん
仏
を
模
し
た
と

さ
れ
る
こ
の
石
像
は
、
長
さ
十
メ
ー
ト
ル
、
重
さ

二
百
ト
ン
に
も
及
ぶ
。
覆
殿
の
中
で
安
ら
か
な
お

顔
で
休
ま
れ
る
そ
の
お
姿
は
、「
ね
は
ん
祭
り
」の

日
に
限
ら
ず
い
つ
で
も
参
拝
で
き
、
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
ぜ
ひ
一
度
、
訪
れ
て
み
て
は
い
か
が

だ
ろ
う
か
。

仏殿●文化5年（1808年）の再建時、時の藩主大洲藩二代、加藤泰興公より賜った楠の銘木を材とした立派な造り

仏殿に祀られたご本尊、聖観世音菩薩。山門と並
んで唯一焼失を免れた貴重な仏像

仏殿の左右に祀られた十六羅漢像（左側）。寺の再
建にあたり持宝院より勧請されたと伝えられる

勧学寮●かつては雲水僧の修行道
場兼宿泊所であった。改築された
現在は寺の行事に利用されている

僧堂●修行僧
が日夜坐禅に
励む道場

鐘楼●昭和33年（1958年）、
四十世・高嶋玄岫和尚の代
に、檀信徒からの浄財によ
って奉納された

仏殿内は前卓（まえじょく）・梁・
天井・廊下・欄間・襖に至るまで、
無節の楠が用いられている

開山堂●開山を中心に歴代住職の位牌が祀
られている建物は昭和50年（1975年）、不燃
構造で再建された

扁額●大洲藩二代、加藤泰興公の
揮毫（きごう）による額。大雄殿と
は仏殿の意（町、有形文化財指定）

現、四十一世・高嶋住職によって
建立された石造ねはん仏。安らか
なお顔で休まれる姿に心癒される

3月15日の「ねはん祭り」で一般公開
されるねはん絵（町、有形文化財指定）
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江
戸
時
代
以
降
、
和
紙
と
木
鑞
生
産
で
全
国
に
名
を
は
せ
た
内
子
。
大
正
期
に
は
木
鑞
は
衰
退
す
る
が
、
繁
栄
を

極
め
た
当
時
の
町
並
み
を
保
存
す
る
た
め
に
始
め
ら
れ
た
の
が
、
町
と
住
民
と
で
支
え
る
町
並
み
保
存
活
動
で
あ
る
。

　

昭
和
五
十
七
年（
一
九
八
二
年
）、
国
選
定
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
た
内
子
町
八
日
市
護

国
地
区
に
は
、
時
代
を
彷
彿
と
さ
せ
る
町
屋
の
風
情
が
残
さ
れ
て
い
る
。

町
と
住
民
が
一
体
と
な
っ
て
支
え
る
町
並
み
保
存
活
動

歴史と文化を伝える商家の町

■ 開演時間　9：00～16：30
■ 入場料　大人300円／小人150円

　

お
釈
迦
さ
ま
が
八
十
歳
で
亡
く
な
ら
れ

る
そ
の
時
、
弟
子
を
集
め
て
説
い
た
と
さ

れ
る
八
つ
の
仏
則
が「
八
大
人
覚
」で
あ
る
。

　

そ
の
教
え
と
は
、

一
． 

少
欲（
し
ょ
う
よ
く
）：
欲
に
は
限
度

を
持
つ
こ
と

二
． 

知
足（
ち
そ
く
）：
足
る
を
知
る
こ
と

三
． 

遠
離（
お
ん
り
）：
喧
噪
を
離
れ
己
を

見
つ
め
る
こ
と

四
． 

精
進（
し
ょ
う
じ
ん
）：
休
ま
ず
続
け

る
こ
と

五
． 

正
念（
し
ょ
う
ね
ん
）：
利
害
を
考
え

な
い
こ
と

六
． 

定（
じ
ょ
う
）：
心
ひ
と
つ
に
集
中
す

る
こ
と

七
． 

智
慧（
ち
え
）：
耳
に
聞
き
、心
に
思
い
、

身
に
修
め
る
こ
と

八
． 

不
戯
論（
ふ
け
ろ
ん
）：
無
駄
な
議
論

は
慎
む
こ
と

　

こ
の
八
つ
の
戒
め
を
師
と
思
い
精
進
を

積
め
ば
、
心
安
ら
か
な
日
々
を
過
ご
す
こ

と
が
で
き
る
。

　

六
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
続
く
長
い
通
り
の

道
沿
い
に
は
百
軒
以
上
の
家
々
が
連
な
り
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
漆
喰
と
ナ
マ
コ
壁
、
出

格
子
を
用
い
た
伝
統
的
な
町
屋
の
家
屋
で

あ
る
。

　

約
三
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
町
並
み
保
存

地
区
内
に
は
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
、
内
子
最
大
の
木
鑞
業
者
の

豪
邸
や
、
か
つ
て
の
旧
家
を
造
り
替
え
た

博
物
館
や
資
料
館
、
今
も
昔
な
が
ら
の
製

法
で
木
鑞
を
製
造
販
売
す
る
老
舗
ロ
ウ
ソ

ク
店
の
ほ
か
、
当
時
の
一
大
娯
楽
場
で
も

あ
っ
た
芝
居
小
屋
等
々
の
貴
重
な
建
物
が

残
り
、
往
時
の
賑
わ
い
を
偲
ば
せ
る
。

保
存
地
区
に
今
も
残
る

伝
統
的
家
屋
と
資
料
館

　

大
正
五
年（
一
九
一
六
年
）、
大
正
天
皇
即
位
を
祝

っ
て
建
立
さ
れ
た
芝
居
小
屋
。
当
時
は
歌
舞
伎
や
浄

瑠
璃
、
落
語
な
ど
が
上
演
さ
れ
、
大
い
に
賑
わ
っ
た
。

し
か
し
老
朽
化
が
進
み
閉
鎖
。
後
に
修
復
さ
れ
、
昭

和
六
十
年（
一
九
一
六
年
）か
ら
再
開
。
今
で
も
年
間

八
十
日
近
く
は
公
演
が
行
わ
れ
て
い
る
。

現
在
も
上
演
さ
れ
て
い
る
木
造
劇
場

内
子
座

　

約
四
十
五
度
に
溶
か
し
た
木
鑞
を
素
手
で
す
く
い

上
げ
、
灯
芯
に
何
度
も
回
し
か
け
な
が
ら
仕
上
げ
る

和
ロ
ウ
ソ
ク
。
そ
の
伝
統
技
法
を
二
百
年
以
上
守
り

続
け
て
い
る
、
内
子
で
唯
一
残
る
和
ロ
ウ
ソ
ク
の
店
。

店
内
の
工
房
で
は
、
六
代
目
自
ら
が
制
作
す
る
作
業

風
景
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
百
年
の
伝
統
を
守
り
続
け
る

和
ロ
ウ
ソ
ク
の
店

　

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
本
芳
我
邸
は
、

内
子
に
木
鑞
生
産
の
基
礎
を
築
い
た
豪
商
、
芳
我
弥

三
右
衛
門
の
邸
宅
で
あ
る
。
建
物
は
明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九
年
）。
漆
喰
と
ナ
マ
コ
壁
の
土
蔵
を
左
手

に
、
母
屋
も
コ
テ
絵
で
仕
上
げ
た
懸
魚（
げ
ぎ
ょ
）や

鬼
瓦
な
ど
、
見
事
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
。

内
子
最
大
の
木
鑞
業
者

芳
我
弥
三
右
衛
門
の
邸
宅

■ 営業時間　9：00～17：00
■ 定休日　月・金

■ 庭園のみ公開　9：00～16：30
■ 料金　無料

取材協力：大森和ろうそく屋

お釈迦さまの最後の教え

八
は ち

大
だ い

人
に ん

覚
が く

商いと暮らしの博物館
明治初期の薬商を修復し、大正時代の商いと
暮らしの様子を再現した博物館（開館：9時～
16時半、料金：大人200円・小人100円）

コテ絵で仕上
げた鶴の懸魚
と立派な鬼瓦
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多
勢
に
無
勢
。

滅
多
打
ち
に
さ
れ
る
男
性
。

こ
れ
は
日
本
の
一
場
面
で
あ
る
。

け
れ
ど
、
こ
の
よ
う
な
写
真
や
映
像
が

マ
ス
コ
ミ
で
流
れ
る
こ
と
は
、
そ
う
な
い
。

国
内
で
の
事
件
、
事
故
の
被
害
者
は
も
ち
ろ
ん
、

遠
い
国
の
、
た
と
え
ば
イ
ラ
ク
戦
争
の
犠
牲
者
が

あ
り
の
ま
ま
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
も
、
な
い
。

た
と
え
ば
イ
ラ
ク
で
は
国
内
外
の
戦
争
犠
牲
者
た
ち

を
映
し
出
す
。

そ
う
し
て
仲
間
の
死
を
嘆
き
、
悼
み
、
敬
意
を
表
し
、

暴
力
を
、
戦
争
を
、
憎
む
。

そ
う
し
て
権
力
の
構
図
を
、
戦
争
の
か
ら
く
り
を
、

見
抜
く
。

日
本
人
は
ど
う
や
っ
て
人
の
痛
み
を
知
り
、

そ
し
て
、
見
抜
く̶

。

（上）高度経済成長を支え続けた日雇い労働者の最大拠
点、大阪･釜ヶ崎にて。08年6月野宿者や日雇い労働者
らが機動隊と対峙し、6日間連日暴動が起きた。何十
年もの間貧困下に置かれ、景気の調整弁として使い捨
てにされ、路上死、襲撃、（警察、行政を含む）あらゆ
る「排除」にさらされ、鬱積していた不満が「警察署員に
よる労働者暴行」を引き金に爆発、多数が負傷した。

（左）イラク戦争で爆発に巻き込まれて犠牲になったイ
ラク市民たち。「既存メディアは本来の役割を果たして
いない」として、米兵のイラク市民殺害の米軍映像を含
む内部告発による機密情報を世界中に流す「ウィキ･リ
ークス」の活動が最近注目されている。

プロフィール／神戸新聞記者を経て独立後、イラクやソマリア、スーダンなどの紛争地やブルキナファソ、カンボジアなどの経済貧困地を、国内では野宿者、元兵士、高齢者介護の現
場等を取材。最新刊に『家族を看取る』（平凡社）。その他『証言沖縄戦の日本兵』（岩波書店）など。コニカミノルタ･フォトプレミオ2010受賞。URL www.kunimorifoto.net/

（
写
真
と
文　

國
森
康
弘
・
フ
ォ
ト
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

タイトルのつくりかた。
①「アウトライン前」レイヤーにある文字の、通し番号を
更新し、コピーする。（「アウトライン前」レイヤーは非
表示にする。）

②「できあがり。」レイヤーの「生死を想う～」の部分を選
択し、クリッピングマスクを解除する。

③手順②で解除したオブジェクトのうち、文字だけを選
択し、削除する。（画像は残す。）

④手順①でコピーした文字を全面にペーストし、アウト
ライン化したのちに複合パスを作成する。

⑤手順③で残した画像と手順④で作成した文字を選択
し、クリッピングマスクを作成し、完成☆

7

國森康弘（Kunimori Yasuhiro）　
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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…。


