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お
見
舞
い

　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
被
災
し
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
が
た
に
対
し
ま

し
て
衷
心
よ
り
哀
悼
の
意
を
表
し
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
近
親
が
行
方
不
明
の
皆
様
、
さ
ら

に
は
、
原
発
事
故
、
風
評
被
害
に
よ
っ
て
将
来
へ
の
不
安
と
絶
望
を
抱
き
、
悩
み
苦
し
ん
で
お
ら
れ
る
皆
様
に
対
し

て
心
か
ら
お
見
舞
申
し
上
げ
ま
す
。

　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
で
は
、
震
災
発
生
後
直
ち
に
災
害
復
興
支
援
部
を
立
ち
上
げ
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
全
国
曹
青

会
員
、
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
と
の
連
携
を
図
り
、
さ
ら
に
は
各
地
の
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
現
地
社

協
を
は
じ
め
と
し
た
各
種
団
体
、
行
政
と
も
協
力
関
係
を
構
築
し
、
初
動
時
で
の
緊
急
物
資
支
援
や
現
地
に
お
け
る

炊
き
出
し
、
泥
や
廃
材
の
撤
去
作
業
、
並
び
に
傾
聴
活
動（
行
茶
）
な
ど
の
活
動
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、
発
災
後
こ
れ
ま
で
の
復
興
支
援
活
動
を
通
し
て
、
容
易
に
言
葉
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
程
の
、
被

災
地
に
お
け
る
惨
状
を
目
の
当
た
り
に
し
、
現
状
に
驚
き
悲
し
み
、
受
容
し
難
い
別
れ
を
体
験
し
た
避
難
所
に
お
ら

れ
る
多
く
の
方
が
た
の
悲
痛
の
声
を
お
聴
き
し
て
参
り
ま
し
た
。

　

復
興
へ
の
道
は
長
く
険
し
い
も
の
に
な
る
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

い
ま
は
瞬
間
に
過
ぎ
去
っ
て
い
く
日
々
に
、
私
た
ち
に
果
た
し
て
何
が
出
来
る
か
を
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
に
問
い

続
け
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
確
信
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
被
災
地
の
一
日
も
早
い
復
興
と
、
被
災
者
の

方
が
た
の
心
の
安
寧
を
祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

今
後
も
、
復
興
支
援
へ
心
と
行
動
を
お
寄
せ
頂
け
る
全
て
の
関
係
者
の
皆
様
と
と
も
に
、
い
の
ち
の
声
に
耳
を
澄

ま
し
、
被
災
者
の
方
が
た
と
復
興
へ
の
道
を
一
歩
一
歩
、
共
に
歩
ん
で
参
り
た
く
存
じ
ま
す
。

合
掌

全
国
曹
洞
宗
青
年
会　

会
長　
　

久
間 

泰
弘

　

全
曹
青
で
は
、
東
日
本
大
震
災
発
生

か
ら『
災
害
復
興
支
援
部
』と
し
て
、
会

員
を
は
じ
め
と
し
た
各
所
か
ら
の
情
報

収
集
を
行
い
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ『
般
若
』

で
の
情
報
共
有
、
現
地
で
の
物
資
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
な
ど
に

努
め
ま
し
た
。

　

そ
し
て
3
月
17
日
に
緊
急
対
応
と
し

て
、福
島
県
へ
救
援
物
資
を
届
け
た
の
を

皮
切
り
に
、 

現
地
で
の
炊
き
出
し
や
行
茶

（
避
難
所
等
に
お
い
て
、お
茶
を
提
供
し
、

お
話
を
す
る
中
で
の
傾
聴
活
動
）を
始
め

と
し
た
、
被
災
地
で
の
各
曹
青
会
の
活

動 

に
対
し
て
支
援
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

未
曾
有
の
広
域
的
な
大
規
模
災
害
へ

の
対
応
に
難
し
い
面
も
あ
り
ま
す
が
、

被
災
者
を
主
体
に
考
え
、
復
興
の
一
助

に
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。（
詳
し
く
は
、

全
曹
青
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ『
般
若
』で
ご
確

認
下
さ
い
）

被
災
地
で
の 

現
地
活
動 
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電
車
、
大
型
ト
ラ
ッ
ク
、
家
ま
で
が「
お
も
ち
ゃ
」の
よ
う
に
流
さ
れ
、

破
壊
さ
れ
た
。
線
路
は
外
れ
、
ひ
ん
曲
が
る
。
3
階
建
て
の
庁
舎
は

屋
上
に
ま
で
瓦
礫
と
波
が
押
し
寄
せ
、
人
々
を
呑
み
込
ん
で
い
っ
た
。

　

3
月
11
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
。
人
々
は
激
し
い
揺
れ
に

な
ん
と
か
耐
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
半
時
間
後
に
押
し
寄

せ
た
超
巨
大
津
波
が
完
膚
無
き
ま
で
に
追
い
打
ち
を
く
ら
わ
せ
た
。

さ
ら
な
る
火
災
で
一
帯
を
焼
き
尽
く
さ
れ
た
地
域
も
多
か
っ
た
。

　

イ
ラ
ク
や
ソ
マ
リ
ア
な
ど
の
紛
争
地
で
も
筆
者
が
見
る
こ
と
が
な
か

っ
た
よ
う
な
壊
滅
状
況
は
、
広
範
囲
へ
の
徹
底
的
な
絨
毯
爆
撃
を
思

わ
せ
、
思
わ
ず「
津
波
爆
弾
」と
い
う
言
葉
が
飛
び
出
し
た
。
踏
み
し

め
る
瓦
礫
の
下
に
ま
だ
万
単
位
の
人
々
が
う
ず
も
れ
て
い
る
。
息
絶
え

た
多
く
の
人
々
に
も
出
あ
っ
た
。
何
度
も
手
を
合
わ
せ
、
頭
を
垂
れ
た
。

　

地
震
、
津
波
が
襲
っ
た
当
日
夜
、
筆
者
は
関
西
か
ら
現
地
へ
向
け

て
車
で
出
発
し
た
。
夜
通
し
走
り
続
け
た
翌
午
前
、
福
島
県
沿
岸
に

到
着
。
車
中
泊
し
な
が
ら
岩
手
県
ま
で
徐
々
に
北
上
し
て
い
っ
た
。

そ
の
間
、
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
、
瓦
礫
の
山
々
。
人
間
が
造

っ
た
す
べ
て
を
、
い
と
も
簡
単
に「
自
然
」が
破
壊
し
尽
く
し
た
の
だ
。

　
「
自
然
の
鉄
槌
」は
原
発
も
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
人
間
が
す
る「
想

定
」な
ど
は
、
地
球
、
あ
る
い
は
宇
宙
の「
営
み
」を
は
か
れ
て
い
な
い
。

人
智
が
ま
っ
た
く
及
ば
な
い
世
界
。
そ
こ
に
我
々
が
、
ほ
か
の
も
の

た
ち
と
と
も
に
、
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　

自
分
の
生
活
を
今
日
か
ら
見
直
し
、
改
め
る
こ
と
に
、
追
悼
の
意

も
込
め
た
い
。

 

（
写
真
･
文　

國
森
康
弘
）

かたく握った手をはなさないように（3月15日 岩手県大槌町）

「うちのばあちゃんなんです」と手を合わす男性（3月13日 宮城県仙台市）表情を失った町民が「わが町」を見つめていた（3月14日 宮城県南三陸町）

緊急レ
ポート

東
日
本

大
震
災
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〜
世
界
の
生
死
を
観
じ
、

そ
し
て
自
身
へ
〜

驚
異
の
災
害
と
日
本
の
民
度

│
今
の
時
点
で
総
括
的
な
こ
と
は
話
せ
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
今
、「
東
日
本
大
震
災
」の

話
題
を
避
け
て
は
通
れ
ま
せ
ん
。
國
森
さ
ん

は
発
生
直
後
に
被
災
地
に
入
ら
れ
ま
し
た
が
、

実
際
に
現
地
で
何
を
感
じ
ら
れ
ま
し
た
か
？

國
森

完
全
に
人
智
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で

破
壊
さ
れ
て
い
る
有
様
で
…
…
た
だ
た
だ
圧

倒
さ
れ
ま
し
た
。
み
ん
な
嘆
き
悲
し
ん
で
涙

　
「
年
間
に
自
死
を
選
択
す
る
人
が
お
よ
そ
3
万
人
以
上
、
引
き
こ
も
り
は
お
よ
そ
1
0
0
万
人
以
上
」。

　

久
間
会
長
が
所
信
表
明
で
も
触
れ
た
現
代
日
本
の
病
巣
。18
期
全
曹
青
に
と
っ
て
は
、「
大
衆
教
化
の
接
点
」

と
し
て
の
電
話
相
談
員
養
成
事
業
を
展
開
す
る
上
で
、
否
応
無
し
に
そ
う
い
っ
た
世
情
の
後
ろ
暗
さ
と
向
き

合
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

本
稿
は
、
18
期
全
曹
青
の
活
動
を
総
括
す
る
と
い
う
思
い
を
込
め
て
、
電
話
相
談
員
養
成
事
業
の
裏
付
け

と
な
っ
た
現
代
日
本
に
つ
い
て
、
世
界
規
模
で
活
躍
す
る
方
々
の
意
見
も
交
え
て
再
考
し
ま
す
。

　

鼎
談
の
出
席
者
は
、元
陸
上
自
衛
隊
幹
部
な
が
ら
、大
本
山
永
平
寺
で
の
修
行
歴
も
持
ち
、現
在
は『
N
P
O

法
人 

日
本
地
雷
処
理
を
支
援
す
る
会
』（
以
下
、
J
M
A
S
）の
ア
ン
ゴ
ラ
事
務
所
現
地
代
表
を
務
め
ら
れ
る

土
井
義
尚
師（
曹
洞
宗
侶
）。
そ
し
て『
s
o
u
s
e
i
』に「
メ
メ
ン
ト
」を
連
載
さ
れ
た
フ
ォ
ト
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
國
森
康
弘
氏
。
18
期
全
曹
青
の
電
話
相
談
員
養
成
事
業
を
取
り
仕
切
っ
た
秋
吉
龍
成
師（
基
幹
事
業

委
員
長
）の
3
名
で
す
。

　

鼎
談
が
行
な
わ
れ
た
3
月
17
日
は
、「
東
日
本
大
震
災
」の
発
生
か
ら
お
よ
そ
1
週
間
後
に
当
た
り
、
計
画

停
電
や
福
島
原
発
の
事
故
を
受
け
て
、
鼎
談
場
所
で
あ
る
東
京
都
内
も
非
常
時
の
重
苦
し
い
よ
う
な
空
気
に

支
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
自
ず
と
鼎
談
の
口
火
も
震
災
の
話
題
か
ら
と
な
り
ま
し
た
。

＊
本
稿
は
発
言
者
の
個
人
的
な
見
解
に
基
づ
い
た
言
質
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
全
曹
青
自
体
の
公
式
な
見
解

を
標
榜
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
発
言
者
の
意
志
を
尊
重
し
て
、
原
意
に
則
っ
て
掲
載
し
ま
す
。
今

回
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
に
お
け
る
視
点
の
一
つ
と
し
て
お
読
み
下
さ
い
。

〈
聞
き
手
：
全
曹
青
広
報
委
員
会　

板
倉
･
城
市
〉

で
途
方
に
暮
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
実

感
ま
で
い
っ
て
な
く
て
、「
悪
夢
で
も
見
て
ん

ち
ゃ
う
か
」っ
て
感
じ
で
、
目
も
合
わ
さ
ず

フ
ラ
フ
ラ
放
心
状
態
で
歩
い
て
い
る
よ
う
で

し
た
。

土
井

日
本
は
世
界
的
に
も
自
然
災
害
が
最

も
多
い
国
の
一
つ
で
す
。
よ
く「
ア
ン
ゴ
ラ

っ
て
内
戦
も
あ
っ
た
し
、
治
安
も
悪
く
て
危

険
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」っ
て
質
問
さ
れ
ま

す
が
、
そ
の
点
で
は
ア
ン
ゴ
ラ
に
住
ん
で
い

鼎
談  

土
井
義
尚
師 

× 

國
森
康
弘
氏 

× 

秋
吉
龍
成
師

地
球
遊
行

ち
き
ゅ
う
ゆ
ぎ
ょ
う

カンボジアでのJMASによる不発弾処理活動の様子（土井）

秋
吉
龍
成
師

土
井
義
尚
師

た
方
が
、
か
え
っ
て
安
全
と
思
え
る
ほ
ど
で

す
。
一
方
で
、
日
本
人
の
節
度
あ
る
行
動
を

外
国
の
メ
デ
ィ
ア
が
讃
え
て
い
ま
す
ね
。
ち

ょ
う
ど
地
震
発
生
し
た
日
に
、
帰
宅
途
中
に

立
ち
寄
っ
た
池
袋
駅
で
お
手
洗
い
待
ち
の
行

列
が
1
0
0
メ
ー
ト
ル
以
上
！　

し
か
も
非

常
事
態
に
も
関
わ
ら
ず
、
落
ち
着
い
て
整
然

と
並
ぶ
様
子
を
見
て
、
さ
す
が
に
そ
の
時
は

「
こ
れ
が
日
本
人
か
」と
感
心
し
ま
し
た
。
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國
森

フ
リ
ー
に
転
身
し
た
き
っ
か
け
は
イ

ラ
ク
戦
争（
2
0
0
3
年
）で
し
た
。
当
時
は

「
自
己
責
任
」が
叫
ば
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

会
社
に
属
し
て
い
て
は
取
材
に
は
行
け
な
か

っ
た
ん
で
す
。
で
も
戦
地
の
惨
状
を
何
と
し

て
も
伝
え
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
結
果
的
に

は
読
者
も
身
内
も「
何
で
今
、
イ
ラ
ク
に
行

く
ん
だ
」っ
て
い
う
反
応
が
多
く
て
、「
身
近

な
人
の
生
き
死
に
な
ら
と
も
か
く
、
イ
ラ
ク

で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
人
に
と
っ

て
遠
い
地
域
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
し
か

な
い
ん
だ
」っ
て
意
気
消
沈
し
ま
し
た
。
で

も
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら『
s
o
u
s
e
i
』

を
目
に
し
て
、「
も
し
か
し
た
ら
自
分
の
思
い

は
、お
坊
さ
ん
に
な
ら
届
く
か
も
し
れ
な
い
」

っ
て
思
っ
た
ん
で
す
。

│
被
災
地
や
紛
争
地
で
は
、
直
接
的
な
救

援
活
動
が
優
先
さ
れ
、
取
材
活
動
自
体
が
二

次
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
す
か
？

國
森

そ
う
で
す
ね
。
自
分
に
何
が
で
き
る

の
か
、
む
し
ろ
活
動
が
現
地
の
負
担
に
な
っ

て
は
い
な
い
か
、
と
は
常
に
考
え
ま
す
。
自

分
も
自
衛
隊
と
か
消
防
隊
員
の
よ
う
に
体
を

張
っ
て
、
一
人
で
も
救
出
可
能
で
あ
れ
ば
、

と
願
い
な
が
ら
現
地
に
行
く
ん
で
す
け
れ
ど
、

結
局（
東
日
本
大
震
災
取
材
で
）自
分
が
見
つ

け
た
の
は
、
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
人
た

ち
ば
か
り
…
…
。
す
ご
い
無
力
感
が
あ
り
ま

す
。
で
も
、
自
分
が
イ
ラ
ク
で
被
害
を
受
け

た
子
ど
も
た
ち
を
紹
介
し
た
こ
と
で
、
支
援

の
た
め
に
寄
付
し
て
く
れ
た
人
も
い
た
ん
で

す
。
自
分
に
は
カ
メ
ラ
と
ペ
ン
し
か
な
い
。

自
分
が
で
き
る
こ
と
の
中
で
、
強
い「
祈
り
」

を
持
っ
て
活
動
し
て
い
ま
す
ね
。

秋
吉

そ
れ
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。
と
あ
る

命
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
様
々
な
関
わ
り
や
活

動
が
始
ま
る
の
は
、
我
々
僧
侶
も
同
じ
で
す
。

飼
っ
て
い
た
金
魚
が
亡
く
な
る
と
、
日
本
人

は
土
に
埋
め
て
弔
い
ま
す
が
、
カ
ナ
ダ
な
ど

で
は
ト
イ
レ
に
流
す
の
が
当
た
り
前
だ
そ
う

で
す
。
ま
た
、
1
9
8
5
年
の
御
巣
鷹
山
日

航
機
墜
落
事
故
の
際
も
、
い
つ
ま
で
も
遺
族

が
乗
客
の
遺
体
を
探
す
の
を
、
外
国
の
方
は

「
何
で
あ
ん
な
に
遺
体
に
拘
る
の
だ
。
も
う

亡
く
な
っ
て
い
る
の
に
」と
い
う
感
想
を
漏

ら
し
た
と
聞
き
ま
す
。日
本
人
に
と
っ
て「
死

後
」に
は
特
別
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

土
井

今
回
の
震
災
も
、
今
後
の
10
年
を
見

据
え
た
規
模
で
復
興
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。
そ
の
間
に
衆
目
を
被
災
地
に
つ

な
ぎ
止
め
る
た
め
に
も
、
國
森
さ
ん
の
よ
う

な
仕
事
が
必
要
な
ん
で
す
。

電
話
相
談
と
、

A
K
I
N
A
N
と
、四
門
出
遊

│
秋
吉
委
員
長
は
、
以
前
か
ら
精
神
保
健

福
祉
士
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
、
電
話
相
談
の

実
績
も
あ
り
ま
し
た
。
基
幹
事
業
委
員
長
と

し
て
電
話
相
談
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た

時
、
率
直
に
ど
う
思
わ
れ
ま
し
た
か
？

秋
吉

こ
の
事
業
は
10
年
は
費
や
さ
な
い
と

一
人
前
に
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ

を
任
期
の
2
年
間
で
で
き
る
こ
と
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
10
年
続
け
ら
れ
る
く
ら
い

の
想
定
で
土
台
作
り
に
専
念
す
る
こ
と
で
し

た
。
そ
れ
か
ら
、
相
談
員
を
養
成
す
る
こ
と

と
同
時
進
行
で
、
相
談
員
自
体
の
ケ
ア
も
し

な
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
し
た
。
私
自
身
、
罵

声
を
浴
び
せ
ら
れ
た
り
、
相
談
員
の
受
け
答

J
M
A
S
の
活
動
の
一
環
で
、
ア
ン
ゴ
ラ
の

子
ど
も
た
ち
に
綿
菓
子
を
作
っ
て
振
る
舞
う

こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
彼
ら
は「
並
び
な

さ
い
」っ
て
言
っ
て
も
並
ば
な
い
。
隙
間
が

あ
れ
ば
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
く
る
。
外
国
の
メ

デ
ィ
ア
が
日
本
人
の
節
度
あ
る
行
動
を
讃
え

る
の
は
も
っ
と
も
だ
と
思
い
ま
す
。

國
森

私
も
世
界
の
被
災
地
や
紛
争
地
を
見

て
歩
き
ま
し
た
が
、
今
の
東
北
の
状
況
下
で
、

窃
盗
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、

店
舗
な
ど
で
の
表
立
っ
た
略
奪
が
な
い
の
は

す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。

秋
吉

日
本
人
み
ん
な
の
節
度
が
、
利
己
的

な
行
動
を
す
る
人
間
が
多
少
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
律
す
る
力
に
な
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ

う
ね
。

フ
ォ
ト
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

と
い
う
職し

ょ
く

業ご
う

│
國
森
さ
ん
が
、『
s
o
u
s
e
i
』の
よ
う

な
マ
ー
ケ
ッ
ト
も
小
さ
い
仏
教
系
の
メ
デ
ィ

ア
を
、 

敢
え
て
作
品
発
表
の
場
に
選
ば
れ
た

の
に
は
、ど
ん
な
思
い
が
あ
っ
た
の
で
す
か
？

島根県隠岐諸島で『看取りの家 なごみの里』を取材（國森）

國
森
康
弘
氏

え
が
気
に
入
ら
な
く
て「
法
的
に
訴
え
る
ぞ
」

と
脅
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
相
談
員
側
が
燃
え

尽
き
て
辞
め
て
い
く
の
を
何
回
も
見
て
き
ま

し
た
。
今
期
は
、
た
だ
で
さ
え
研
修
時
間
が

十
分
に
確
保
で
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
相
談
員
が
い
き
な
り
、
い
わ
ゆ
る「
モ

ン
ス
タ
ー
相
談
者
」に
当
た
ら
な
い
よ
う
、

広
報
活
動
を
抑
制
し
た
の
が
実
状
で
す
。
相

談
者
ば
か
り
で
は
な
く
相
談
員
の「
い
の
ち

の
声
」に
も
耳
を
澄
ま
さ
な
け
れ
ば
、「
自
死

者
年
間
約
3
万
人
」と
い
う
構
造
は
変
え
ら

れ
な
い
で
し
ょ
う
。

│
そ
う
ま
で
し
て
、
全
曹
青
と
い
う
組
織

が
電
話
相
談
に
取
り
組
む
意
義
は
な
ん
だ
と

思
い
ま
す
か
？

秋
吉

研
修
会
の
参
加
者
が
傾
聴
法
を
学
び
、

語
る
だ
け
で
は
な
く
聴
く
こ
と
に
意
識
を
向

け
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、
各

自
の
具
体
的
な
活
動
の
場
で
あ
る
お
寺
に
お

い
て
、
実
際
に
来
ら
れ
る
人
だ
け
で
な
く
、

電
話
で
も
話
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
お
寺

に
い
な
が
ら
活
動
の
枠
が
可
変
す
る
可
能
性

を
提
供
で
き
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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土
井

今
回
の
地
震
の
犠
牲
者
が
ど
の
く
ら

い
に
な
る
か
想
像
も
つ
き
ま
せ
ん
が
、
恐
ら

く
何
万
人
単
位
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に

匹
敵
す
る
で
あ
ろ
う
お
よ
そ
3
万
人
以
上
の

方
が
、
久
間
会
長
の
言
葉
を
借
り
れ
ば「
自

死
を
選
ん
で
」い
る
ん
で
す
。
し
か
も
毎
年

で
す
よ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
全
曹
青
が
電
話
相

談
に
取
り
組
む
の
に
は
、
大
変
な
価
値
が
あ

り
ま
す
。
自
死
の
こ
と
を
、
私
は
個
人
的
に

「
本
能
不
全
」だ
っ
て
言
っ
て
い
ま
す
。
命
の

あ
る
も
の
は
す
べ
て
本
能
的
に
生
き
よ
う
と

す
る
ん
で
す
よ
。
J
M
A
S
が
活
動
す
る
カ

ン
ボ
ジ
ア
や
ア
ン
ゴ
ラ
は
、
人
間
の
生
活
条

件
と
し
て
は
決
し
て
恵
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

日
本
と
比
べ
て
自
死
率
は
格
段
に
低
い
。
で

は
、
何
で
本
能
不
全
に
陥
る
の
か
。
冒
頭
で

日
本
人
の
素
晴
ら
し
さ
に
触
れ
ま
し
た
が
、

逆
に
足
り
な
い
と
こ
ろ
も
い
く
つ
か
あ
る
ん

で
す
。
特
に
、
生
死
に
関
す
る
教
育
が
足
り

ま
せ
ん
。「
な
ん
で
自
死
し
ち
ゃ
い
け
な
い

の
？ 　

俺
の
命
は
俺
の
も
の
」っ
て
い
う
質

問
を
す
る
若
者
が
い
る
と
聞
き
ま
す
が
、
私

は「
と
ん
で
も
な
い
！ 

命
は
あ
な
た
の
も
の

で
は
な
い
、
作
ら
れ
て
い
る
ん
だ
！ 

3
0
0
0
円
の
顕
微
鏡
で
も
買
っ
て
、
自
分

の
精
子
な
り
卵
子
な
り
を
見
て
み
ろ
っ
！
」

と
反
論
し
た
い
。
30
代
の
頃
の
私
も「
自
分

で
何
で
も
で
き
る
」と
思
い
上
が
っ
て
ま
し

た
が
、
顕
微
鏡
の
中
で「
生
存
競
争
」を
生
き

抜
こ
う
と
う
ご
め
く
自
分
の
精
子
を
見
て

「
こ
れ
は
自
分
の
命
で
は
な
い
」っ
て
気
付
か

さ
れ
た
ん
で
す
。
命
は
自
分
と
は
別
の
意
思

に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
私
は

「
A
K
I
N
A
N（
ア
キ
ナ
ン
）」っ
て
言
っ
て

い
る
ん
で
す
け
れ
ど
…
…
。

│「
A
K
I
N
A
N
」？　

何
語
で
す
か
？

土
井

私
の
造
語
で
す
。
ロ
ー
マ
字
で
逆
か

ら
読
む
と「
何
か（
N
A
N
I
K
A
）」。
そ
れ

を
神
や
仏
っ
て
呼
ぶ
と
宗
教
的
に
差
異
も
生

ま
れ
て
き
ま
す
か
ら
、
私
は「
A
K
I
N
A
N
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。「
A
K
I
N
A
N
」

と
は
本
能
の
こ
と
で
も
あ
る
ん
で
す
。
す
べ

て
は「
A
K
I
N
A
N
」の
思
し
召
し
。
そ
れ

に
逆
ら
う
こ
と
を
、
私
は
不
全
だ
と
看
做
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
価
値
の
多
様
性
を
言
い

訳
に
し
て
、「
善
い
こ
と
と
は
何
か
」を
教
え

る
こ
と
も
足
り
て
い
ま
せ
ん
。
今
の
日
本
人

は「
悪
い
こ
と
」は
列
挙
で
き
て
も
、「
善
い
こ

と
」は
な
か
な
か
言
え
な
い
ん
で
す
よ
。
結

論
か
ら
言
う
と
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
、

そ
し
て
生
き
尽
く
し
て
死
ぬ
こ
と
が「
善
」な

ん
で
す
。

國
森

自
分
も
そ
う
思
い
ま
す
ね
。
生
き
尽

く
し
た
ら
死
ぬ
。
そ
れ
を
次
代
に
見
せ
る
こ

と
が
大
事
だ
し
、
そ
れ
こ
そ
が「
命
の
リ
レ

ー
」だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
連
鎖
や

つ
な
が
り
を
、
自
分
だ
け
の
恣
意
で
断
っ
て

は
い
け
な
い
。
昨
年
、
政
情
不
安
が
続
く
ア

フ
リ
カ
の
ウ
ガ
ン
ダ
で
孤
児
の
支
援
活
動
を

し
て
い
る
N
P
O
法
人
か
ら
声
が
か
か
っ
て
、

ウ
ガ
ン
ダ
に
取
材
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
そ

の
時
に
、
引
き
こ
も
り
と
不
登
校
で
、
自
死

も
し
か
け
た
日
本
の
中
学
生
が
母
親
と
一
緒

に
来
て
い
た
ん
で
す
。
1
〜
2
週
間
の
滞
在

で
し
た
が
、
そ
の
子
は
ウ
ガ
ン
ダ
の
孤
児
と

の
触
れ
合
い
の
中
か
ら
、
彼
ら
が
エ
イ
ズ
や

マ
ラ
リ
ア
や
栄
養
失
調
で
、
明
日
に
も
死
ぬ

か
も
し
れ
な
い
現
実
を
自
分
の
肌
で
感
じ
て

涙
し
た
。
同
時
に
自
分
も
蚊
に
刺
さ
れ
る
と

マ
ラ
リ
ア
に
罹
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な

経
験
を
し
て
帰
国
し
て
か
ら
は
、「
死
ぬ
」っ

て
言
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。
不
全
だ
っ
た
本

能
を
取
り
戻
し
始
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

│
今
の
日
本
で
の
生
活
習
慣
に
、
本
能
不

全
を
引
き
起
こ
す
一
因
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
？

國
森

そ
う
思
い
ま
す
。
で
も
自
殺
志
願
の

日
本
人
が
全
員
ウ
ガ
ン
ダ
に
行
く
わ
け
に
も

い
き
ま
せ
ん
。
身
近
な
死
や
誕
生
を
自
分
で

見
て
感
じ
る
経
験
が
大
事
だ
と
思
う
の
で
す

が
、
お
よ
そ
こ
の
50
年
の
間
、
日
本
の
社
会

で
は
そ
う
い
う
経
験
が
で
き
な
い
よ
う
に
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

土
井

要
す
る
に
、
今
は
生
老
病
死
の
自
覚

を
な
る
べ
く
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て
い
る
社
会

に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
子
ど
も
の
頃
か

ら
、
画
一
と
も
清
潔
と
も
言
い
切
れ
な
い
、

こ
の
世
の
多
様
性
を
見
せ
つ
け
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。
葬
儀
も
そ
う
で
す
が
、
人
間
が

誕
生
す
る
場
面
、
も
し
く
は
病
人
や
認
知
症

の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
生
き

様
を
見
せ
つ
け
な
き
ゃ
。

秋
吉

今
こ
そ
、
社
会
全
体
の
人
々
に
と
っ

て「
四
門
出
遊
」が
必
要
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

土井義尚
1942（昭和17）年、山梨県生まれ。甲府市自性
院住職。65年、防衛大学校機械工学科卒業後、
陸上自衛隊に入隊。防衛駐在官（スウェーデン）、
武器学校長、技術開発官（陸）、補給統制本部長
などを歴任。99年に退官して、同年大本山永平
寺に上山。送行後、01年9月に『日本地雷処理
を支援する会』の設立し、理事長に就任。現在は、
08年に開設されたアンゴラ事務所の現地代表兼
地雷処理専門家。

『認定特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会』（JMAS）
自衛隊OBが中心となって01年に任意団体とし
て設立され、02年5月には特定非営利活動法人
の認可を受け、同年7月からカンボジアでの不発
弾処理の活動を開始。カンボジア以外にもラオ
ス、アフガニスタン、パキ
スタン、アンゴラでも地雷･
不発弾の処理を行ない、11
年2月までに約30万発の処
理実績がある。JMASのロ
ゴには、地球、砲弾ととも
に合掌が図案化されている。
■ 東京事務所
〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町3-18  エムズビル5階
電話：03-5228-7820　FAX：03-5228-7821
E-mail：jmas-hp@jmas-ngo.jp
URL：http://jmas-ngo.jp

國森康弘　プロフィールは23頁参照

秋吉龍成
全国曹洞宗青年会基幹事業委員長。鹿児島県曹
洞宗青年会所属。鹿児島県出水市･龍光寺副住職。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

第1回の電話相談員養成基礎研修会にて（秋吉）
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 全 曹 青、発 信 せ よ 。

　わずか2年間の活動でこの事業を総括
するのは難しいと思いますが、敢えて総
括するならば、18期全曹青の思いであ
る ”いのちの声に耳を澄ます”ことを、委
員が研修会を通じて会員諸師に伝えら
れた点と、『観世ふぉん』電話相談窓口を
開設し、継続可能な運営体系を整備した
上で実践できたという点で、青年僧によ
る社会貢献の一形態を示せたのではな
いかということを挙げたいと思います。

　平成21年11月1日の開設から平成23年3月27日まで
の延べ74日間で100件の着信がある。家庭や地域で孤立
しがちな相談者や、誰に話せばいいのか判らず困っている
相談者からの着信があった。相談受理記録から相談員によ
る丁寧な傾聴が伺えるが、相談者からも好反応を得ている。
実際、多くの相談者がリピーターとなっており、相談のた
びに前回の相談の御礼を述べてくれている方もある。
　ここでの目標については、概ね達成できてはいるがまだ
十分とはいえない。電話相談における傾聴は前述の通り問
題なしだが、諸々の行事や通夜等の檀務で相談員側が電話
受付開始定刻の22時に遅れてしまったケースが約1割あっ
たということは課題に挙げられる。幸い、相談用2回線共
に遅刻ということはないのだが、掛けたがつながらなかっ
たという相談者の失望は大きいのではないかと想像できる。

2電話相談窓口
『観世ふぉん』について

　基幹事業委員会において2年
間にわたる活動の目標とした
のは、 ①委員全員で講師を務め
て、基礎研修会と発展研修会
を成功させることと ② ”いのち
の声に耳を澄ます”実践の場で
ある電話相談窓口を基幹事業
委員会で開設し運営すること、
の2点でした。

基幹事業委員会

　平成21年12月の四国管区研修会から翌年9月の京
都での発展研修会まで、各管区理事の皆様をはじめ全
国の会員諸師の協力を得ることによって、全9管区で
の基礎研修会と2回の発展研修会を開催することがで
きました。全ての研修会で私たちの予想を上回る参加
者数がありました。参加者のモチベーションは極めて
高く、多くの方から事業に対する賛意が感じられました。
　目標であった委員全員による研修会講師は、極めて
うまくいったのではないかと思います。参加者が研修
進行に協力的だったことも勿論ですが、各委員が研修
会ごとに時間配分から発言内容に至るまで綿密に準備
と打ち合わせを行ない、さらに積極的に協力しあった
ことが成功要因だと思います。

1研修会について

7
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執行部
1月24日に特別委員会を曹洞宗檀信徒会館にて開催
し会務会計や会則･規程についての精査検討を行いま
した。
2月21日に第5回執行部会、翌22日に第6回理事会
と特別委員会を東京都青松寺様にて開催し、第18期
の総括にむけての会務確認を行いました。また併せて
特別委員会にて平成23年度の定期評議員会･定期総会
へ上程する会則･規程の改正について審議しました。
新年度になり、4月19日に第1回執行部会と並行して
年度末監査、翌20日には第1回理事会と特別委員会
を曹洞宗檀信徒会館にて開催しました。第18期の総
括となる22年度活動報告･会計報告、第19期の指針
を示す23年度活動予定･予算案、会則･規程の改正案
を定期評議員会･定期総会への上程に向けて確認検討
を行いました。

総合企画委員会
全国のご寺院様並びに会員諸師におかれまして
は、頒布物を多数ご購入いただきまして誠にあ
りがとうございました。この場をお借りして厚
く御礼申し上げます。第18期では、全曹青を
ご支援いただいている皆さまに、頒布事業を通
して少しでも還元できるように活動してまいり
ました。出向した委員全員が、各曹青会で培っ
た力を存分に発揮し、委員会の業務に適材適所
で邁進してくださったことをここにご報告いた
します。本当に最高のメンバーで2年間有意義
に活動させていただきました。第19期では写
経を通じた布教活動を推進する予定です。頒布
活動に引き続きご協力賜りますよう何卒宜しく
お願い申し上げます。

広報委員会
『東日本大震災』の発生に伴って、ホームページ『般若』にリンクする
災害復興支援部のページにおいて、被災地並びに支援の情報をリア
ルタイムで発信しました。被災地からの悲痛の叫びを逐次追うのは、
胸を締め付けられるような作業の連続でした。しかし、被災地と各
曹青会をつなぐ手段として、『般若』と災害復興支援部のページが大
きな役割を果たしたことが、委員会にとって今後の大いなる糧にな
ることを祈念して止みません。
『般若』のダウンロードコーナーに、映像クリエイターの広瀬知哲師
（株式会社慈眼　元･全曹青委託広報委員）ご提供のイラスト100点
余りを収録、公開しました。また、『般若』のリニューアルで一時公
開を止めていた過去期のイラストも、あわせて再収録しました。

虚空蔵菩薩 地蔵菩薩

 全 曹 青、発 信 せ よ 。

法式委員会
今期の法式委員会の活動としては、三つの事業を柱に進めて
まいりました。 一つ目は『二師侍者公務帖』の加筆再版事業で
す。初版関係諸師の方々から資料収集しての再刊となりまし
た。 二つ目はDIGIそうせい『出班焼香法の手引き』の頒布事業
です。大乗寺にて本伝供の撮影を行い、愛知県日泰寺専門僧
堂において十八拝法要の撮影を行いました。冊子を付けるこ
とにより、細かな資料をも提供することができました。 三つ
目は面山瑞方撰『洞上僧堂清規行法鈔』の現代的改訂事業で
す。清規研究の第一人者の尾崎正善先生に監修依頼し、面山
瑞方を顕彰しておられる永福会ご協力のもと、事業を進める
ことができました。今年5月の総会頃には完成する予定となっ
ております。 法式委員会として、三つの事業の遂行を終え、
法式の原点に立ち戻るという意味でも大きな成果を残すこと
ができたと思います。
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「TERRAへ祈る」開催
　去る3月3日（木）午後6時～恵比寿ガーデンホール（入場無料）にて、全日本仏

教青年会（以下全日仏青）と「子どもによる子どものための国際協力活動」を主とす

るNPO法人フリー･ザ･チルドレン･ジャパン（以下FTCJ）との協力により平和啓

発運動のイベントを開催しました。このイベントは、毎年東大寺で行われている

「花まつり･千僧法要」のテーマ“世界平和”を具現化したものです。オープニング

は、盲目のバイオリニスト増田太郎氏の力強い旋律と歌声から始まり、全日仏青

宮寺守正理事長の開会挨拶が述べられ、久間泰弘会長はじめ各加盟団体代表12

名が壇上に登られました。そして、ダライ･ラマ法王猊下からの応援メッセージ

が拝読され、青年僧に対する悦びと今後の活動に期待を託す内容として「対話や

相互理解が唯一のお互いの“相違”を解決出来る方法であること」や平和啓発運動

が「次世代をも救う」との主旨が述べられました。続いて、FTCJの活動紹介と途

上国の児童労働をテーマとした小学生～高校生メンバーによる演劇と本部カナダ

から来日したキム･プルーズ氏から自身が経験された、世界35カ国以上の国際協

力活動を通して得た知識と経験談が講演されました。その中で、①電気の節約は、

次世代へ繋がる事。②水の節約の理由は、きれいな水には限りがある事。③誕

生日には、プレゼントを貰うばかりではなくチャリティをして、他者への思いや

りを持つ事。④消費者の責任として、商品の労働背景を考慮する事。⑤このイベ

ントを人に伝え、小さな変化が大きな変化へと必ず変わる事。という内容が講演

されました。その後、FTCJメンバーとキム氏、全日仏青会員ら8名により、こ

れから世の中を平和に変化できる可能性や行動について語られました。最後は、

FTCにテーマソングを提供した、彩花-iroha-さんの美しい歌声で幕が閉じられ

ました。今後、全国の宗派を超えた寺院で小規模開催し、寺小屋の復活を目論ん

でいます。詳細は、terra-inoru.comをご参照下さい。

阪神淡路大震災犠牲者17回忌　逮夜･追悼法要
　先般1月16、17日と阪神淡路大震災の追悼法要が神戸にて行われました。例年は全日本仏教青年会（全日仏青）の方々と、神戸

青年仏教徒会の事務所において逮夜法要を行い、翌17日に長田区のたかとり教会様及びあわせの地蔵様で5時46分からの追悼の

祈りを行っていました。本年は17回忌の節目に当たり、たかとり教会様のご協力のもと、教会の聖堂にて、僧侶と神父、信者さん

や地域の方々、また、スペインやベトナム仏教会の方も交えての追悼の祈りを行うことができました。焼香された方は350余名と伺っ

ています。

　また、法要後に地元NPOの皆様でお作りいただいた多国籍料理の数々で懇親交流会が開かれました。素晴らしい料理を前に、

会場はすれ違うのも困難なほどの人だかりとなりましたが、普段は過ごせない時間を皆様と共有することができました。開かれた

場所で、地域の皆様と祈りと交流が持てたことはありがたいことだと思います。関係各位には、本当に御礼申し上げます。

インドで寄付の流れを目にした様子を伝える大学生メンバー ゴミ山で働く子ども達との経験を語るキム氏

人のためということで互いの目標が繋がったディスカッション

軽快なリズムで弾き歌う増田太郎氏

ジャズ、ゴスペルシンガーらしく聴衆を魅了した彩花-iroha-氏

一度には見難い各宗の第一正装
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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

き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に

よ
り
今
ま
で
に
な
い
数
の
参
加
人
数
が

集
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
行
事
を「
そ
う

と
う
お
掃
除
し
隊
」と
名
付
け
、
活
動

を
始
め
ま
し
た
。
当
初
活
動
と
し
て
ゴ

ミ
拾
い
と
は「
あ
り
き
た
り
だ
」と
い
う

意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
当
時
、

南
直
哉
老
師
を
招
い
て
の
座
談
会
を
開

い
た
時
に
、「
何
は
と
も
あ
れ
、
ま
ず

は
行
動
し
、
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
事

で
あ
る
」と
い
う
言
葉
を
受
け
、
河
川

敷
や
公
園
等
の
県
内
一
斉
ご
み
拾
い
を

実
施
い
た
し
ま
し
た
。
続
け
る
こ
と
に

　

青
森
県
曹
洞
宗

青
年
会
は
昭
和
52

年
苫
米
地
俊
乗
老

師
が
初
代
会
長
と

な
り
発
足
と
な
り

ま
し
た
。
主
な
活

動
と
し
て
市
内
托
鉢
や
法
式
研
修
会
な

ど
様
々
な
行
事
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

特
に
寺
族
を
対
象
に
し
た
精
進
料
理
講

習
会
な
ど
は
、
と
て
も
貴
重
な
体
験
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
当
時
の
役
員
会
議

議
事
録
を
見
て
も
、
こ
の
頃
か
ら
青
年

会
独
自
の
研
修
会
を
実
施
し
た
い
と
い

う
意
見
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

平
成
の
時
代
と
な
り
、
雲
仙
普
賢
岳

災
害
な
ど
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
の
為
に

義
援
金
を
募
り
、
口
座
を
開
設
し
た
り
、

募
金
箱
を
各
教
区
に
配
布
す
る
な
ど
そ

の
都
度
、
積
極
的
に
チ
ャ
リ
テ
ィ
活
動

を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
平
成
3
年
に
は「
イ
ン
ド
仏

跡
巡
拝
の
旅
」と
し
て
研
修
旅
行
に
行

き
ま
し
た
。
こ
の
頃
は
ま
だ
、
交
通
事

情
の
不
便
も
あ
り
大
変
だ
っ
た
よ
う
で

す
。

　

青
年
会
活
動
と
し
て
大
き
な
事
業
と

い
え
ば
東
北
地
方
集
会「
青
森
大
会
」で

す
。
当
時
の
諸
先
輩
方
も
何
度
も
会
議

を
開
き
、
研
修
内
容
･
テ
ー
マ
を
考
え

大
変
な
苦
労
を
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
大
会
の
テ
ー
マ
と
し
て
は

「
思
索
、
そ
し
て
大
い
な
る
前
進
」「
大

衆
教
化
の
接
点
を
求
め
て
」「
青
年
僧
侶

の
安
心
の
再
考
」「
脚
下
照
顧
」な
ど
、

青
年
僧
侶
と
し
て
で
き
る
こ
と
は
何
で

あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
何
か
し
な
く
て
は

と
い
う
想
い
が
強
か
っ
た
も
の
と
伺
え

ま
す
。
そ
れ
は
今
も
会
員
の
心
の
中
に

受
け
継
が
れ
、
青
年
会
と
い
う
仲
間
と

　

私
は
一
昨
年
度
、

昨
年
度
の
二
年
に

渡
り
、
青
森
県
曹

洞
宗
青
年
会
の
副

会
長
と
し
て
、
養

老
寺
住
職
金
山
晃

道
会
長
の
元
、
共
に
活
動
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
色
々
と
新
た
な
チ
ャ
レ
ン

ジ
と
し
て
、
今
ま
で
青
曹
青
と
し
て
行

っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
着
手
し
て
き

ま
し
た
。

　

ま
ず
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
一

環
と
し
て
、
ゴ
ミ
拾
い
活
動
を
行
い
ま

し
た
。
ゴ
ミ
拾
い
自
体
は
青
曹
青
で
も

以
前
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
ま

た
他
の
県
の
青
年
会
で
も
や
っ
て
お
ら

れ
る
と
思
い
ま
す
。
で
は
な
ぜ
新
た
な

チ
ャ
レ
ン
ジ
な
の
か
？　

そ
れ
は
、
ど

こ
か
に
集
ま
る
の
で
は
な
く
、
教
区
単

位
で
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で

ゴ
ミ
拾
い
活
動
を
、
県
内
同
時
刻
に
一

斉
に
行
っ
た
こ
と
で
す
。
忙
し
い
会
員

も
沢
山
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
時
間
の

都
合
も
あ
り
、
交
通
事
情
等
で
普
段
な

か
な
か
参
加
で
き
な
い
方
で
も
参
加
で

し
て
集
ま
り
、「
共
に
仏
道
精
進
を
」と

い
う
現
在
の
結
束
に
つ
な
が
っ
て
お
り

ま
す
。

団体の長所
及び主な活動 沿　革

「そうとうお掃除し隊」

設立｜昭和52年発足
会長｜金山晃道
副会長｜白澤雪俊　兜森忍道
事務局長｜蒔苗高明
事務局次長｜花田崇胤
会計｜石岡大乗
監事｜小笠原寛昌　桐原拓哉
広報｜柿崎宏隆　新山宗晃
　　　三國典央
事務局員｜蒔苗祐二
　　　　　溝口孝道
　　　　　山口龍堂
理事｜13名（各教区より）
会員数｜82名（平成23年1月1日現在）

青
森
県

曹
洞
宗
青
年
会
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意
味
が
あ
る
。
そ
う
信
じ
て
会
員
一
同

現
在
も
が
ん
ば
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
昨
年
は
法
式
研
修
と
し
て

「
観
音
懺
法
」を
勤
め
ま
し
た
。
普
段
あ

ま
り
行
ず
る
こ
と
が
な
い
法
式
で
す
。

県
外
か
ら
講
師
に
来
て
い
た
だ
き「
懺

法
」の
意
味
を
確
認
し
、
そ
し
て
深
め

る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
、
進
退
に
お
い
て

は
慣
ら
し
を
何
度
も
繰
り
返
し
ま
し
た
。

　

3
月
11
日
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地

震
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
観
音
懺
法
」は

3
月
16
日
に
厳
修
す
る
予
定
で
し
た
。

延
期
の
話
も
も
ち
ろ
ん
出
ま
し
た
。
し

か
し
、
今
だ
か
ら
こ
そ
よ
り
強
い
想
い

を
込
め
や
ろ
う
と
い
う
事
で
、
予
定
通

り
行
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
震
災
の
犠
牲

に
な
ら
れ
た
方
の
供
養
も
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
今
ま
で
行
っ
た
こ
と
の
な

い
活
動
を
す
る
際
、
ま
た
突
然
の
事
へ

の
対
応
を
す
る
際
、
か
な
り
の
反
発
が

出
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
ま

し
た
が
、
前
向
き
な
意
見
を
多
数
い
た

だ
き
、
我
々
会
員
の
心
に
は「
歩
歩
是

道
場
」と
い
う
精
神
が
き
っ
ち
り
備
わ

っ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
強
く
感
じ
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
前
を
見
据
え
る
姿
勢

こ
そ
が
我
々
青
曹
青
の
一
番
の
長
所
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
副
会
長　

霊
泉
寺
住
職　

兜
森
忍
道
）

「
今
の
青
年
僧
は

青
年
ら
し
く
な

い
」こ
れ
は
昨
年

「
青
年
僧
へ
今
求

め
る
こ
と
」と
い

う
趣
旨
で
青
年
会

が
県
内
ご
寺
院
に
ア
ン
ケ
ー
ト
行
っ
た

際
に
い
た
だ
い
た
ご
意
見
で
す
。
で
は

青
年
ら
し
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
？　

私
な
り
の
考
え
で
す
が
、
青
年

の
特
権
は
失
敗
し
て
も
い
い
、
多
少
の

向
う
見
ず
が
ゆ
る
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

以
前「
最
近
お
り
こ
う
さ
ん
が
多
く

て
疲
れ
ま
せ
ん
？
」と
い
う
セ
リ
フ
の

C
M
が
あ
り
ま
し
た
。（
確
か
桃
井
か
お

り
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し

て
お
り
ま
す
が
…
）私
は
青
年
僧
同
士

で
自
分
の
考
え
を
も
っ
と
も
っ
と
出
し

て
ぶ
つ
か
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
す
。
研
修
会
後
の
青
年
僧

の
懇
親
会
で
さ
え
も
自
分
の
考
え
て
い

る
こ
と
を
口
に
す
る
こ
と
が
少
な
い
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
特
に
対
社
会
に
お

い
て
、
自
分
も
し
く
は
僧
侶
と
し
て
ど

う
関
わ
っ
て
い
く
か
と
い
う
趣
旨
の
発

言
は
特
に
少
な
い
気
が
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
は
現
在
青
森
県
宗
務
所
に
書
記
と

し
て
入
っ
て
3
期
目
で
、
諸
先
輩
方
の

熱
い
意
見
を
拝
聴
す
る
機
会
も
多
い
の

で
す
が
、
青
年
僧
同
士
で
そ
ん
な
に
熱

い
意
見
が
で
る
場
面
は
そ
う
は
あ
り
ま

せ
ん
。
も
っ
と
青
年
僧
同
士
熱
く
語
り

た
い
、
仲
良
く
な
り
た
い
と
い
う
私
の

距
離
感
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
と
不
安

で
す
。
と
こ
こ
ま
で
書
い
て
、
た
だ
の

愚
痴
で
は
な
い
か
！
と
気
づ
き
、
恥
ず

これからの
課題

今後に
向けて

か
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

青
森
県
青
年
会
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
、

こ
れ
は
各
会
員
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す

が
、
執
行
部
が
青
年
会
で
の
活
動
を
考

え
て
会
員
を
引
っ
張
っ
て
い
く
だ
け
で

な
く
、
む
し
ろ
一
人
ひ
と
り
の
平
会
員

か
ら
、「
あ
れ
や
り
た
い
。
こ
れ
や
っ

て
は
ど
う
か
と
意
見
が
自
由
に
出
て
、

そ
れ
を
集
約
し
、
実
行
に
移
す
た
め
に

執
行
部
が
存
在
す
る
」。
そ
の
く
ら
い

活
力
あ
る
青
年
会
と
な
っ
て
ほ
し
い
と

望
み
ま
す
。

（
会
員　

清
凉
寺
副
住
職　

柿
崎
宏
隆
）

　

当
県
青
年
会
80
有

余
名
の
舵
取
り
と
し

て
、
微
力
な
が
ら
勤

め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

全
曹
青
に
て
委
員

会
活
動
に
参
加
で
き
た
こ
と
を
貴
重
な

経
験
と
捉
え
て
、
今
後
パ
イ
プ
役
と
な

る
こ
と
で
、
会
員
も
全
曹
青
並
び
に
東

北
地
協
と
の
距
離
を
身
近
に
感
じ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
に
、
連
携
を
密
に
し
て

支
え
合
い
を
目
指
し
て
参
り
ま
す
。

　

様
々
な
団
体
組
織
に
身
と
置
く
と
、

喧
々
諤
々
と
衝
突
し
よ
う
と
も
、
振
り

返
っ
た
と
き
に「
人
脈
」と
い
う
大
き
な

財
産
が
残
る
は
ず
で
す
。
そ
う
信
じ
て

次
世
代
へ
繋
い
で
い
く
所
存
で
す
。合

掌

（
青
森
県
曹
洞
宗
青
年
会
次
期
会
長　

普
門
院
住
職　

白
澤
雪
俊
）

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

観音懺法

「そうとうお掃除し隊」
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 332 興源寺 様

 ●島根第2
 5 地福寺 様
 6 善福寺 様
 34 正禅寺 様
 43 福正寺 様
 50 妙岩寺 様
 63 龍覚寺 様
 66 浄心寺 様
 80 長寿寺 様
 86 北禅寺 様
 105 東白寺 様
 111 萬蔵寺 様
 125 西光寺 様
 141 本願寺 様
 144 福知寺 様
 195 總光寺 様
 198 日光寺 様

 ●香川
 1 宝光寺 様

 ●高知
 4 吉祥寺 様
 9 福泉寺 様
 10 浄貞寺 様
 13 願成寺 様
 17 元亨院 様

 ●愛媛
 1 高昌寺 様
 5 徳林寺 様
 14 安楽寺 様
 20 定林寺 様
 35 宝蔵寺 様
 36 香林寺 様
 37 栖源寺 様
 42 興禅寺 様
 91 安楽寺 様
 92 顕手院 様
 93 長命寺 様
 96 安穏寺 様
 102 高徳寺 様
 104 西林寺 様
 106 医王寺 様
 111 大通寺 様
 113 西禅寺 様
 116 法龍寺 様
 131 久昌寺 様
 146 興雲寺 様
 159 宝珠寺 様
 167 円久寺 様
 174 掌禅寺 様
 175 野間寺 様
 184 正覺寺 様

 ●福岡
 41 崇徳寺 様
 67 建昌寺 様
 102 能満寺 様
 110 松山寺 様

 158 報恩寺 様
 162 紹運寺 様

 ●長崎第1
 2 菩提寺 様
 18 巖吼寺 様
 47 薬王寺 様
 84 廬山寺 様

 ●佐賀
 34 栄蔵寺 様
 108 光明寺 様
 151 幸福寺 様

 ●熊本第1
 48 神照寺 様
 59 円通寺 様
 62 善光寺 様

 ●熊本第2
 79 向陽寺 様
 88 明徳寺 様
 107 観音寺 様

 ●宮崎
 6 祐國寺 様
 17 慈眼寺 様
 18 金龍寺 様
 34 水月寺 様
 49 如法寺 様

 ●鹿児島
 3 大中寺 様

 ●長野第1
 6 永谷寺 様
 121 浄光庵 様
 178 林秀庵 様
 243 広徳寺 様
 300 威徳院 様
 306 城光院 様
 322 守芳院 様
 338 長谷寺 様
 364 龍昌院 様

 ●長野第2
 373 頼岳寺 様
 379 瑞雲寺 様
 406 廣澤寺 様
 419 宗徳寺 様
 430 長谷寺 様
 507 泉龍院 様
 536 宗源寺 様
 554 薬師寺 様
 565 阿弥陀寺 様

 ●福井
 47 瑞祥寺 様
 60 興禅寺 様
 231 禅応寺 様
 232 長泉寺 様
 265 西方寺 様

 ●石川
 30 月照寺 様

 ●富山
 81 長朔寺 様
 83 永久寺 様
 127 円通寺 様
 176 心月寺 様
 187 親川寺 様

 ●新潟第1
 311 大慈寺 様
 325 興善寺 様
 331 東岸寺 様
 358 円光寺 様
 383 瑞泉寺 様
 389 雲居寺 様
 390 東禅寺 様
 393 曹源寺 様
 412 甑洞庵 様
 445 永林寺 様
 450 西福寺 様
 453 龍澤寺 様
 475 天昌寺 様
 477 龍泉院 様
 496 長楽寺 様
 503 龍源寺 様

 ●新潟第2
 702 江西院 様
 710 晃照寺 様

 ●新潟第3
 545 福勝寺 様
 553 安住寺 様
 558 周広院 様
 562 桐盛院 様
 646 名立寺 様

 ●新潟第4
 44 百観音院 様
 53 英林寺 様
 61 永福寺 様
 70 永谷寺 様
 82 養廣寺 様
 112 常安寺 様
 189 東泉寺 様
 212 太總寺 様
 220 長谷寺 様
 225 徳岩寺 様
 236 東岸寺 様
 239 千眼寺 様
 255 龍皐院 様
 263 海蔵寺 様
 285 大伝寺 様
 738 不動寺 様
 809 霊道寺 様

 ●福島
 1 常光寺 様
 6 龍鳳寺 様
 7 清水寺 様

 10 佛母寺 様
 13 陽泉寺 様
 23 東源寺 様
 25 安洞院 様
 41 石雲寺 様
 43 東禅寺 様
 62 仙林寺 様
 101 成林寺 様
 110 龍徳寺 様
 157 万持寺 様
 174 龍穏院 様
 227 龍台寺 様
 230 大安寺 様
 267 東禅寺 様
 276 龍雲寺 様
 278 浄圓寺 様
 324 松泉寺 様
 350 久昌寺 様
 369 正法寺 様
 370 秀長寺 様
 374 常徳寺 様
 405 勝方寺 様
 471 大泉寺 様

 ●宮城
 7 保寿寺 様
 10 瀧澤寺 様
 29 秀林寺 様
 32 永昌寺 様
 35 龍雲院 様
 56 大満寺 様
 59 清水寺 様
 71 光西寺 様
 76 清凉寺 様
 88 耕田寺 様
 113 繁昌院 様
 114 東禅寺 様
 151 大雄寺 様
 177 珠光寺 様
 237 円通院 様
 250 妙伝院 様
 271 願成寺 様
 308 洞仙寺 様
 324 光厳寺 様
 352 安永寺 様
 387 福田寺 様
 432 耕田寺 様
 447 安養寺 様

 ●岩手
 3 東顕寺 様
 31 喜雲寺 様
 32 吉祥寺 様
 33 永昌寺 様
 43 中興寺 様
 51 蟠龍寺 様
 52 福蔵寺 様
 54 龍岩寺 様
 58 長福寺 様
 65 仁昌寺 様
 75 宗青寺 様
 81 円城寺 様

 111 西泉寺 様
 123 宝城寺 様
 142 安養寺 様
 158 願成寺 様
 171 光西寺 様
 185 長泉寺 様
 192 常堅寺 様
 233 玉泉寺 様
 245 常楽寺 様
 252 柳玄寺 様
 256 曹源寺 様
 275 不昧庵 様
 276 慈眼寺 様
 304 柳善院 様

 ●青森
 19 宗徳寺 様
 20 盛雲院 様
 25 川龍院 様
 74 浮木寺 様
 79 法光寺 様
 100 澄月寺 様
 103 光昌寺 様
 109 金剛寺 様
 112 法蓮寺 様
 119 大安寺 様
 122 法林寺 様
 176 海昌寺 様
 183 大乗寺 様
 185 観音寺 様

 ●山形第1
 5 光禅寺 様
 113 洞興寺 様
 168 高松院 様
 169 雲高寺 様
 194 龍護寺 様
 241 福昌寺 様

 ●山形第2
 250 桃源院 様
 295 永松寺 様
 307 太覚院 様
 320 長泉寺 様
 352 盤昌寺 様
 380 正円寺 様
 397 禅透院 様
 746 平等寺 様

 ●山形第3
 466 禅龍寺 様
 467 般若寺 様
 468 宗伝寺 様
 502 楞厳院 様
 510 西光寺 様
 561 勝源寺 様
 635 宝護寺 様
 641 宝泉寺 様
 718 長渕寺 様

 ●秋田
 8 天龍寺 様

 22 源正寺 様
 26 洞泉寺 様
 38 眺江寺 様
 47 東傳寺 様
 79 東林寺 様
 85 宝円寺 様
 88 龍源寺 様
 96 円通寺 様
 112 珠林寺 様
 136 長谷寺 様
 162 祥雲寺 様
 165 能持院 様
 166 久昌寺 様
 180 龍泉寺 様
 181 黄龍寺 様
 207 大川寺 様
 220 雲巌寺 様
 246 福城寺 様
 261 見性寺 様
 302 天昌寺 様
 321 鏡得寺 様
 322 大圓寺 様
 323 恩徳寺 様

 ●北海道第1
 29 法憧寺 様
 37 法徳寺 様
 39 正覚院 様
 43 大円寺 様
 78 正林寺 様
 94 曹源寺 様
 254 北大寺 様
 257 高台寺 様
 367 観音寺 様
 484 禅福寺 様
 486 薬王寺 様
 488 清泉寺 様
 510 禅燈寺 様

 ●北海道第2
 180 曹光寺 様
 181 永祥寺 様
 187 放光寺 様
 239 禅昌寺 様
 248 総泉寺 様
 272 祥雲寺 様
 319 天嶺寺 様
 344 全龍寺 様
 359 東明寺 様
 465 大安寺 様
 508 大乗寺 様

 ●北海道第3
 141 正法寺 様
 152 長林寺 様
 460 道貫寺 様

賛助費払込票通信欄より
･『sousei』の表紙に、子どもたちが興味を示しています。次に何が載るのか楽しみです。
･「お坊さんの『生活力』」（『sousei』151号所収）、実感がこめられていました。今後の大きな課題だと思っています。
･「お寺にふさわしい結婚!?」（『sousei』152号所収）は大変参考になりました。
･ 『sousei』はなかなかの内容でくりかえし読んでいます。広報活動を重視して、多くの特色ある寺院活動や地方の
情報を紹介してほしい。

『sousei』へご感想をお寄せ頂き、ありがとうございました。今期の広報委員会は「リアルボイス」の発信を心がけて

参りました。それを我執の言いたい放題にせず、自己の弁道を省察し、やがては僧伽としての青年会や宗門の興

隆にも資したいとの信念からでした。来期も、各曹青会の協議体として各地域の活動を発信し、青年僧の真摯な

機微を反映できるよう、努めて参ります。今後も『sousei』にどしどしご感想をお寄せ下さい。2年間、『sousei』を

ご高読頂き、誠にありがとうございました。（第18期 全曹青広報委員会一同）
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 ●東京都
 115 高安寺 様
 171 髙岩寺 様
 177 清巖寺 寺
 239 宗保院 様
 240 東雲寺 様
 252 観蔵院 様
 258 東光寺 様
 260 永泉寺 様
 312 光明寺 様
 317 龍雲寺 様
 333 雲慶院 様
 376 東照寺 様
 386 龍昌寺 様
 389 立川寺 様
 395 道了寺 様

 ●神奈川第1
 285 泉秋寺 様
 329 寿昌寺 様

 ●神奈川第2
 10 随流院 様
 80 福泉寺 様
 93 曹源寺 様

 ●埼玉第1
 13 宝泉寺 様
 16 慈眼寺 様
 19 宝積寺 様
 34 楞厳寺 様
 44 宝持寺 様
 49 昌福寺 様
 106 光厳寺 様 
 116 梅田寺 様
 149 雲祥寺 様
 166 全龍寺 様
 185 嶺雲寺 様
 434 安養院 様

 ●埼玉第2
 203 養寿院 様
 204 善仲寺 様
 213 泉福寺 様
 219 長田寺 様
 266 法光寺 様
 270 正覚寺 様
 331 曹源寺 様
 332 萬松寺 様
 339 清見寺 様
 496 長福寺 様
 526 長福寺 様
 572 常楽寺 様

 ●群馬
 68 慈願寺 様
 97 元景寺 様

 111 雲林寺 様
 115 無量院 様
 124 成孝院 様
 167 祥雲寺 様
 168 大雄院 様
 194 善宗寺 様
 244 春昌寺 様
 292 光厳寺 様
 297 福厳寺 様
 308 仁叟寺 様
 309 永福寺 様
 314 宗永寺 様
 320 龍源寺 様
 338 龍松寺 様

 ●栃木
 57 満福寺 様
 103 光真寺 様
 119 宗源寺 様
 132 宗泉寺 様

 ●茨城
 13 龍泉院 様
 49 東漸寺 様
 113 常晃寺 様
 182 龍心寺 様
 197 長龍寺 様

 ●千葉
 7 満蔵寺 様
 8 重俊院 様
 10 流山寺 様
 12 高根寺 様
 22 広寿寺 様
 29 慶林寺 様
 32 長全寺 様
 45 大洞院 様
 59 宗徳寺 様
 68 超林寺 様
 76 全宅寺 様
 95 寶應寺 様
 101 医王院 様
 161 大林寺 様

 ●山梨
 94 文殊院 様
 115 海潮院 様
 162 法久寺 様
 266 広徳院 様
 524 正覚寺 様
 558 安福寺 様

 ●静岡第1
 6 瑞龍寺 様
 59 天徳院 様
 77 龍泉院 様
 109 玉泉寺 様

 112 石蔵院 様
 126 一乗寺 様
 175 霊山寺 様
 208 延命寺 様
 388 林叟院 様
 391 十輪寺 様
 401 旭傳院 様
 463 栄昌寺 様
 495 普門院 様

 ●静岡第2
 242 眞珠院 様
 319 源光院 様
 325 海蔵寺 様
 329 永昌寺 様
 331 大江院 様
 338 東泉院 様
 362 福泉寺 様

 ●静岡第3
 585 成因寺 様
 608 養勝寺 様
 676 孤雲寺 様
 704 善福寺 様
 716 龍登院 様
 832 善勝寺 様
 833 安興寺 様
 869 龍眠寺 様
 1228 栄林寺 様
 1234 松久院 様

 ●静岡第4
 1061 保福寺 様
 1122 林泉寺 様
 1177 礼雲寺 様

 ●愛知第1
 2 金仙寺 様
 18 大運寺 様
 48 昌光寺 様
 75 松音寺 様
 82 成福寺 様
 91 法持寺 様
 96 全隆寺 様
 111 龍興寺 様
 127 龍潭寺 様
 143 長福寺 様
 148 法泉寺 様
 152 龍谷寺 様
 182 觀昌寺 様
 216 青原寺 様
 293 康勝寺 様
 313 長松寺 様
 317 常観寺 様
 338 長養院 様
 340 興禅寺 様
 342 常楽寺 様

 385 東昌寺 様
 605 天徳寺 様
 628 霊岩寺 様
 629 神龍寺 様
 635 永澤寺 様
 638 東昌寺 様
 1039 梅雲寺 様
 1101 不動寺 様
 1169 観音寺 様
 1191 智光院 様
 1229 玉林寺 様

 ●愛知第2
 684 花井寺 様
 816 松音寺 様
 818 楽法寺 様
 819 江福院 様
 823 龍源院 様
 893 法蔵寺 様
 927 春興院 様
 958 金龍寺 様
 972 桂昌院 様
 1018 正養寺 様

 ●愛知第3
 382 神昌寺 様
 383 玄猷寺 様
 428 寶珠院 様
 431 報恩寺 様
 438 吉祥寺 様
 484 興昌寺 様
 496 常照寺 様
 531 安國寺 様
 558 松秀寺 様
 1058 地蔵寺 様
 1106 宝鏡寺 様

 ●岐阜
 15 東林寺 様
 38 最勝寺 様
 51 天徳寺 様
 58 寿福寺 様
 90 林廣院 様
 108 玄霜寺 様
 119 佛徳寺 様
 127 増福寺 様
 148 円頂寺 様
 153 宗久寺 様
 157 玉泉寺 様
 162 清楽寺 様
 203 増徳寺 様
 219 勝林寺 様

 ●三重第1
 24 一心院 様
 36 法安寺 様
 37 四天王寺 様

 70 普門寺 様
 83 凉泉寺 様
 133 宜勝院 様
 144 福源寺 様
 159 常足庵 様
 188 廣泰寺 様
 240 安心寺 様
 298 慶蔵院 様

 ●三重第2
 371 光明寺 様
 387 瑞岩寺 様
 389 海岸寺 様
 392 大義院 様
 401 光明寺 様

 ●滋賀
 35 慈眼院 様
 39 白毫寺 様
 186 三玄寺 様

 ●京都
 4 無学寺 様
 6 天寧寺 様
 73 春現寺 様
 161 禅福寺 様
 236 善光寺 様
 354 蓮華寺 様
 355 龍献寺 様
 369 洞養寺 様
 374 等楽寺 様
 389 万福寺 様
 390 隣海寺 様
 412 完龍寺 様

 ●大阪
 5 臨南寺 様
 18 大倫寺 様
 26 天徳寺 様
 31 正泉寺 様
 38 慈願寺 様
 56 南昌寺 様
 61 大廣寺 様
 77 廣福寺 様
 88 正俊寺 様
 125 梅溪寺 様

 ●和歌山
 20 三宝寺 様

 ●兵庫第1
 2 満福寺 様
 9 三宝院 様
 287 向榮寺 様
 305 雲晴寺 様
 315 長松寺 様
 369 大龍寺 様

 370 明善寺 様
 393 安養寺 様

 ●兵庫第2
 141 松隣寺 様
 188 興禅寺 様
 217 長福寺 様
 270 臨川寺 様
 289 長松寺 様

 ●岡山
 29 大通寺 様
 131 済渡寺 様
 166 善福寺 様

 ●広島
 7 伝福寺 様
 22 光禅寺 様
 23 阿弥陀寺 様
 26 正福寺 様
 46 雙照院 様
 67 西福寺 様
 86 西金寺 様
 102 潮音寺 様
 104 松林寺 様
 113 寿福寺 様
 143 常林寺 様
 158 西福寺 様
 167 正安寺 様
 175 雲龍寺 様
 185 明福寺 様
 187 仙房寺 様

 ●山口
 25 弘済寺 様
 86 興元寺 様
 136 大應寺 様
 190 亨徳寺 様
 197 大覺寺 様
 212 功山寺 様
 230 耕雲寺 様
 263 観音寺 様

 ●鳥取
 32 吉成寺 様
 48 譲伝寺 様
 71 長清寺 様
 143 瑞應寺 様
 159 大祥寺 様
 163 雲光寺 様
 168 聖福寺 様
 195 普音寺 様

 ●島根第1
 209 円通寺 様
 321 善華寺 様
 330 正法寺 様

賛助費浄納御芳名簿

13

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。

平成22年

2
20

11
1～

平成23年
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飯
島
▼
あ
ら
、
市
橋
さ
ん
の
お
子
さ

ん
、
ニ
コ
ニ
コ
し
て（
笑
）。
お
話
に

参
加
し
て
る
の
か
な
ぁ
。

市
橋
▼
外
面
は
い
い
子
だ
か
ら（
笑
）。

生
ま
れ
て
半
年
を
過
ぎ
、
だ
い
ぶ
楽

に
な
っ
た
け
れ
ど
、
初
め
て
の
子
育

て
は
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
こ
と
ば

か
り
で
、
身
心
と
も
に
大
変
な
修
業

に
な
り
ま
し
た
。
で
も
そ
の
経
験
の

お
か
げ
で
、
育
児
の
悩
み
を
抱
え
る

多
く
の
親
御
さ
ん
た
ち
と
も
気
持
ち

を
通
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
出
産
を
通
し
て
、
母
親
と
し

て
の
立
場
か
ら
活
動
の
幅
が
広
が
り

そ
う
で
す
。

三
須
▼
私
も
、
得
度
の
み
で（
僧
侶

と
も
一
般
人
と
も
）ど
ち
ら
と
も
つ

か
な
い
、
今
の
立
場
だ
か
ら
こ
そ
見

え
る
も
の
や
感
じ
る
も
の
を
通
し
て
、

僧
俗
双
方
の
橋
渡
し
が
で
き
た
ら

…
…
と
思
う
と
、
僧
侶
と
し
て
明
確

に
進
む
べ
き
道
が
見
え
な
い
う
ち
は
、

今
の
よ
う
な「
ど
っ
ち
つ
か
ず
」な
状

態
も
良
い
の
か
な
。

飯
島
▼
自
ら
望
む
と
望
ま
な
い
に

関
わ
ら
ず
、
置
か
れ
た
立
場
や
環
境

で
活
動
の
幅
が
広
が
る
こ
と
は
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

高
丘
▼
私
は
寺
の
出
身
と
い
っ
て

も
、
亡
く
な
っ
た
師
匠
は
伯
父
で
し

た
。
師
匠
は
長
ら
く
重
い
パ
ー
キ
ン

ソ
ン
病
を
患
っ
て
い
て
、
口
か
ら
は

ダイアローグ13

分
だ
け
で
は
な
い
、

機
縁
の
力

自

覚
え
る
ん
で
す
。
そ
れ
こ
そ
、
僧
侶

と
い
う
建
前
で
は
同
じ
な
の
に「
尼

僧
」と
呼
称
さ
れ
て
分
類
さ
れ
る
の

が
嫌
で
、単
純
に
性
差
を
問
わ
ず「
和

尚
」で
良
い
じ
ゃ
な
い
、
っ
て
思
い

ま
す
。
女
性
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
が

嫌
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
わ
ざ

わ
ざ
言
葉
で
分
け
な
く
て
も
、
女
は

女
だ
し
男
は
男
。
無
理
に
性
別
を
誇

示
し
て
区
別
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
世
間
で
は「
女
は
捨
て
た
ん
で

し
ょ
う
」だ
と
か「
女
の
人
は
気
が
利

い
て
」み
た
い
な
、
筋
違
い
で
都
合

の
良
い
女
扱
い
が
多
い
で
す
よ
ね
。

「
女
子
の
跡
取
り
」だ
っ
た
り
、
も
っ

彼女の生き方
～Five Stories～（後編）

一
切
の
摂
食
が
で
き
な
か
っ
た
り
、

病
状
の
進
行
と
と
も
に
変
わ
っ
て
行

く
姿
態
を
見
て
い
る
と
、
命
を
つ
な

ぐ
こ
と
の
酷
い
一
面
を
痛
感
し
ま
し

た
。
思
い
あ
ま
っ
て
人
工
呼
吸
器
を

止
め
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
る
ほ
ど

で
す
。
血
縁
で
あ
っ
て
も
親
子
で
は

な
い
師
弟
で
は
、
気
持
ち
の
上
で
距

離
の
取
り
方
が
難
し
く
、
延
命
治
療

に
よ
っ
て
、
人
間
と
し
て
の「
生
活

の
質
」を
奪
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と

思
う
と
申
し
訳
な
く
、
つ
き
っ
き
り

で
付
き
添
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

に
、「
法
務
が
忙
し
い
」と
か
言
い
訳

ば
か
り
し
て
、
ろ
く
に
見
舞
い
に
も

行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
経
験
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
が
生
き
る
場
面

に
僧
侶
と
し
て
出
来
る
限
り
寄
り
添

っ
て
い
た
い
、
と
強
く
思
う
ん
で
す
。

弟
子
と
し
て
師
匠
を
送
り
き
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
、
私
の
原
点
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。

飯
島
▼
曹
洞
宗
に
限
ら
ず
、
お
坊
さ

ん
の
世
界
っ
て
建
前
が
重
視
さ
れ
ま

す
よ
ね
。
そ
の
分
、
普
段
言
い
に
く

い
本
音
や
聞
い
て
も
ら
え
な
い
主
張

っ
て
多
い
と
思
う
け
れ
ど
、
ど
う
で

す
か
？

高
丘
▼
こ
の
女
子
会
に
出
て
き
て

言
う
の
も
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
本
音

で
は
、
僧
侶
の
中
で
男
性･

女
性
を

分
け
て
語
る
こ
と
自
体
に
違
和
感
を

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）。

子
会
」と
い
う

括
り
す
ら
…
…

女

D i a l o g 　 w i  t h 　 A M A N S

「女性のための仏教プチ修行」を企画し、参加者に声明を解説する（緑川）

「
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と
言
う
と
女
性
が
僧
侶
な
だ
け
で
、

妙
に
可
哀
想
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ

た
り
っ
て
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
無
理

し
て
い
る
ん
で
し
ょ
？
」と
か「
す
ご

い
覚
悟
で
す
ね
」と
か
…
…
。「
尼
僧

さ
ん
の
権
利
を
！
」み
た
い
な
運
動

も
必
要
を
感
じ
な
い
で
す
。
本
当
な

ら
、
女
性
だ
け
で
集
ま
る
こ
ん
な
対

談
も
無
い
の
が
よ
い
の
だ
け
れ
ど
。

市
橋
▼（
女
性
が
僧
侶
で
あ
る
こ
と

に
）何
も
関
知
し
な
い
で
ほ
っ
と
い

て
く
れ
る
の
が
一
番
で
す
よ
ね
。
豊

山
派
に
尼
僧
団
が
な
い
の
も
、
自
分

達
を「
尼
僧
」と
い
う
言
葉
で
括
る
と
、

自
ら
を
差
別
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

か
ら
で
す
。

飯
島
▼
た
だ
黙
っ
て
い
る
と「
女
性

の
僧
侶
は
い
な
い
」な
ん
て
こ
と
に

さ
れ
か
ね
な
い
地
域
や
場
面
も
あ
る

か
ら
、
あ
え
て
私
は「
あ
ま
ん
ず
」な

ん
て
名
乗
っ
て
活
動
し
て
い
る
の
だ

け
れ
ど
。

緑
川
▼
そ
う
そ
う
！ 

女
性
だ
か
ら

と
い
う
こ
と
に
限
ら
ず「
こ
こ
で
元

気
に
活
動
し
て
い
る
よ
！
」っ
て
ア

ピ
ー
ル
は
あ
っ
て
も
良
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
よ
ね
。

高
丘
▼
本
当
は
、
何
年
も
顔
を
合
わ

せ
て
い
る
う
ち
に「
あ
の
和
尚
さ
ん

は
女
の
人
だ
っ
た
ん
だ
」っ
て
な
ん

と
な
く
知
ら
れ
る
の
が
理
想
的
だ
け

れ
ど
。
僧
形
を
パ
ッ
と
見
た
だ
け
で

は
分
か
ら
な
い
の
に
、
女
性
だ
と
知

っ
た
と
た
ん
態
度
を
変
え
る
人
も
い

る
し
、
男
女
平
等
の
条
件
を
男
性
側

に
引
き
寄
せ
る
傾
向
も
強
い
で
す
ね
。

結
婚
を
し
な
い
と
か
肉
食
を
し
な
い

と
か
、
同
じ
僧
侶
で
も
、
女
性
が
よ

り
強
く
聖
性
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
も

多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
少
し
ず
つ

で
も
区
分
け
が
曖
昧
に
な
っ
て
く
れ

て
、
最
終
的
に
は
、「
女
？
だ
か
ら

何
？
」な
ん
て
時
代
が
…
…
当
分
こ

な
い
か
な
。

市
橋
▼
私
の
子
ど
も
も
女
の
子
で

す
。
私
の
周
り
で
も「
跡
継
ぎ
が
出

来
て
よ
か
っ
た
」と
言
う
人
と
、「
次

は
男
の
子
を
産
ん
で
」と
言
う
人
と

半
々
で
す
ね
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、

僧
侶
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
な
ん
て
、

時
が
経
て
ば
本
人
が
選
ぶ
こ
と
な
の

に
ね
。

飯
島
▼
本
当
に
そ
う
。
女
の
子
で
も

男
の
子
で
も
、
僧
籍
を
取
る
か
取
ら

な
い
か
を
、
自
分
の
意
志
で
選
択
で

き
な
い
と
。
二
十
年
後
く
ら
い
に
、

市
橋
さ
ん
の
お
子
さ
ん
が
幸
せ
な
人

生
を
選
べ
る
環
境
に
な
っ
て
い
た
ら

良
い
の
だ
け
れ
ど
。

三
須
▼
お
寺
の
世
界
っ
て
、
一
般
社

会
で
は
と
っ
く
に
改
善
に
向
か
っ
て

い
る
こ
と
が
、
今
や
っ
と
問
題
と
し

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。

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。

れ
ぞ
れ
の
物
語
を

こ
れ
か
ら
も

そ

三須の作品『散華』
東京都世田谷区経堂のギャラ
リー『ガラージュ･ベー』の新人
展に出品した。

江戸六地蔵の一つである真性寺（東京都豊島区巣鴨 真言宗豊山派）でのお話会にて（市橋）

D i a l o g 　 w i  t h 　 A M A N S

『月桂又逢円』（右）と『手』

上の3作品と左の作品は、駒澤大学禅文化
歴史博物館で「つきみ展」というグループ展
を開催したときの三須の出品作。

『夢観音』『くまちゃん×月』『耕雲種月』
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て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
り
、
普
通
だ
っ

た
ら
訴
訟
に
な
る
よ
う
な
類
の
こ
と

が
、
当
た
り
前
に
ま
か
り
通
っ
て
い

た
り
、
重
要
な
伝
統
と
ご
都
合
主
義

の
因
習
が
一
緒
く
た
に
さ
れ
た
ま
ま

で
、
一
般
の
社
会
常
識
で
は
無
く
て

も
や
っ
て
い
け
て
し
ま
う
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
で
動
い
て
い
る
と
思
い
ま
せ

ん
か
？

市
橋
▼
そ
の
中
に
い
る
私
た
ち
だ

っ
て
世
間
知
ら
ず
な
面
は
あ
り
ま
す

よ
ね
。

緑
川
▼
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
統
の
中
に

い
な
が
ら
外
を
見
て
い
る
人
た
ち
と

話
す
機
会
を
持
つ
の
は
大
事
な
こ
と

D i a l o g 　 w i  t h 　 A M A N S

す
ね
。

飯
島
▼
普
段
は
ま
る
き
り
違
う
活

動
を
し
て
い
る
こ
の
5
人
が
、
何
か

の
と
き
に
は
ヒ
ョ
イ
ッ
と
集
ま
っ
て
、

各
々
の
得
意
分
野
で
一
緒
に
活
動
で

き
た
ら
い
い
で
す
よ
ね
。

市
橋
▼
そ
れ
良
い
な
！ 

子
連
れ
で

来
て
も
良
い
ん
で
す
か
？

高
丘
▼
も
ち
ろ
ん
！ 

そ
れ
な
ら
い

っ
そ
主
婦
も
主
夫
も
子
連
れ
で
参
画

で
き
る
よ
う
に
、
託
児
場
を
完
備
し

て
企
画
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

私
、
子
ど
も
好
き
で
す
か
ら
面
倒
み

ま
す
よ（
笑
）。

市
橋
▼
そ
う
い
う
場
で
な
ら
、
僧
侶

の
子
ど
も
た
ち
が
、
自
然
に
宗
派
を

超
え
て
関
係
を
作
っ
て
い
け
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
し
、
親
世
代
の
僧
侶
の

活
動
や
交
流
も
、
遊
び
の
中
で
身
近

に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

三
須
▼
場
所
は
み
ん
な
の
地
元
を

順
々
に
訪
ね
る
っ
て
の
は
ど
う
で
す

か
？ 

り
ん
ご
の
花
の
季
節
に
は
、

長
野
に
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
た
め
に
集
ま

っ
た
っ
て
良
い
し
。

飯
島
▼
そ
う
で
す
ね
。
会
合
で
何
年

に
一
度
な
ん
て
決
め
ず
、
ず
っ
と
会

わ
な
い
こ
と
が
続
い
て
も
良
い
ん
だ

し
。
変
に
組
織
立
て
ず
に
、
あ
く
ま

で
個
々
の
活
動
を
前
提
に
し
て
、
柔

軟
に
長
く
付
き
合
い
ま
し
ょ
う
。
今

日
の
集
ま
り
も
、
気
が
つ
い
た
ら
も

う
始
ま
っ
て
か
ら
4
時
間
以
上
！ 

お
喋
り
で
き
て
本
当
に
楽
し
か
っ
た

で
す
。

で
す
。
外
に
向
か
っ
て
積
極
的
に
活

動
し
て
い
れ
ば
、
一
般
の
人
も
含
め

て
色
々
な
人
た
ち
と
触
れ
合
え
る
し
、

視
野
が
広
が
っ
て
因
習
に
流
さ
れ
な

い
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
よ
。
こ

の
女
子
会
に
し
て
も
、
女
同
士
と
い

う
理
由
だ
け
で
群
れ
ち
ゃ
う
の
は
嫌

だ
け
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
考

え
を
持
っ
て
意
見
が
言
い
合
え
る
と

い
う
の
は
、
と
て
も
良
い
と
思
い
ま

す
。

飯
島
▼
群
れ
て
馴
れ
合
い
に
は
な

り
た
く
な
い
し
、
い
つ
も
新
鮮
で
い

た
い
で
す
よ
ね
。
常
に
既
存
と
違
う

新
し
い
も
の
を
育
て
て
、
自
分
に
も

後
進
に
も
、
進
む
場
所
の
選
択
肢
を

広
げ
て
お
き
た
い
で
す
ね
。

緑
川
▼
世
の
中
が
ど
ん
な
風
に
展

開
し
て
い
く
か
わ
か
ら
な
い
し
、
変

遷
の
速
度
も
ど
ん
ど
ん
変
わ
り
ま
す
。

い
ろ
ん
な
場
所
で
可
能
性
の
種
を
い

っ
ぱ
い
蒔
い
て
お
か
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
ね
。

高
丘
▼
大
自
然
の
動
植
物
だ
っ
て
、

同
じ
種
類
が
同
じ
環
境
で
育
つ
と
絶

滅
す
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
伝
統

や
仏
法
の
本
質
か
ら
は
ず
れ
な
い
限

り
、
み
ん
な
が
同
じ
よ
う
に「
右
向

け
右
」で
振
る
舞
う
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

緑
川
▼
今
日
の
メ
ン
バ
ー
に
し
て

も
、
居
る
場
所
は
違
っ
て
も
視
線
が

向
い
て
い
る
方
向
は
同
じ
。
そ
う
い

う
方
々
と
の
つ
な
が
り
は
楽
し
い
で

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。

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。

相談員として福祉施設の入居者と触れあう（高丘）

信者宅での血圧検査もあまんず
ならではの接化（飯島）
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平
成
23
年
3
月
11
日
午
後
2
時
46

分
。
東
北･

関
東
地
方
を
中
心
と
し

て
大
き
な
地
震
が
起
き
、
甚
大
な
被

害
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

　

各
地
域
に
て
被
災
さ
れ
た
皆
様
に

ま
ず
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
た
い
。

ま
た
災
害
に
よ
り
幽
明
境
を
異
に
さ

れ
た
皆
様
に
は
心
よ
り
お
悔
や
み
を

申
し
上
げ
ご
冥
福
を
ご
祈
念
申
し
上

げ
た
い
。
そ
し
て
避
難
所
生
活
を
続

け
ら
れ
て
い
る
皆
様
に
は
、
一
日
も

早
く
日
常
を
取
り
戻
せ
る
よ
う
、
私

が
で
き
る
こ
と
に
尽
力
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
、
私
な
り
の
日
送

り
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

を
お
伝
え
し
た
い
。

　

そ
の
時
私
は
か
つ
て
の
職
場
で
あ

る
諏
訪
中
央
病
院
に
い
た
。
個
人
的

な
用
事
で
訪
れ
て
い
た
。
揺
れ
を
感

じ
部
屋
の
調
度
品
を
み
る
と
、
確
か

に
揺
れ
て
い
た
。
ド
ア
も
壁
も
。
何

回
か
断
続
的
に
揺
れ
た
あ
と
、
冷
静

か
の
形
で
被
災
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

皆
様
が
、「
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
」一
心
で
読
経
さ
れ
て
い
る
お
姿

を
思
う
に
つ
け
、
自
然
と
涙
が
こ
ぼ

れ
て
き
た
。
被
災
を
受
け
た
そ
の
現

場
に
立
っ
て
、
私
は
読
経
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
声
を
出
す
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
自
信
が
無

い
。

　

現
在「
遺
族
ケ
ア
」に
つ
い
て
研
究

を
進
め
て
い
る
。
今
ま
で
の「
あ
ま

ん
ず
」と
し
て
の
コ
ー
ナ
ー
の
記
事

も「
死
別
」「
看
取
り
」「
ケ
ア
」等
が
キ

ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

今
回
の
震
災
発
生
か
ら
今
日
ま
で
の

一
連
の
動
き
を
み
て
い
る
と
、「
死

別
」「
看
取
り
」に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
が
あ
る
こ
と
の

「
有
難
さ
」を
し
み
じ
み
と
感
じ
る
の

で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の
猶
予
も
な

く
旅
立
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
方
々

の
無
念
を
、
旅
立
ち
に
あ
た
っ
て
の

準
備
を
進
め
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず

そ
れ
を
果
た
せ
ず
に
旅
立
た
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
方
々
の
無
念
を
思
う
と
、

言
葉
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
遺
族
ケ
ア
」に
つ
い
て
は
、
緩
和
ケ

ア
と
の
関
連
の
中
で
論
を
進
め
る
べ

く
研
究
を
重
ね
て
い
る
。
来
年
に
は

ま
と
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

講
演
に
て
東
北
に
赴
い
た
折
、
こ

れ
ま
で
の
私
の
活
動
紹
介
の
一
端
と

し
て「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故

に
よ
る
被
災
者
支
援
活
動
」に
つ
い

て
お
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う

遠
く
な
い
昔
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時

は
、
そ
の
よ
う
な
事
故
が
日
本
で
起

こ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
後

手
に
ま
わ
っ
て
し
ま
っ
た
政
府
や
業

者
の
対
応
の
悪
さ
を
指
摘
す
る
こ
と

は
た
や
す
い
が
、
そ
れ
を
受
け
て
、

私
た
ち
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
更

も
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
際「
禅
的
生
活
」と
い
う
視
点
か
ら
、

社
会
に
対
し
て
様
々
な
提
言
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
も
考
え

て
い
る
。
知
恵
を
出
し
合
い
、
力
を

出
し
合
っ
て
、「
日
常
」を
取
り
戻
す

た
め
に
頑
張
り
た
い
。

　

あ
る
フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が

「
頑
張
る
の
は
私
た
ち
で
す
。
被
災

さ
れ
た
皆
さ
ん
は
、
元
気
を
出
し
て

く
だ
さ
い
！
」と
言
っ
た
。
私
は
大

き
く
頷
い
た
。
私
は
頑
張
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。か
つ
て
の
上
司
は『
が

ん
ば
ら
な
い
』と
い
う
ベ
ス
ト
セ
ラ

ー
を
書
い
た
が
、
今
、
私
は
、
と
に

か
く
頑
張
り
た
い
の
で
あ
る
。

　

6
年
間
の
長
き
に
わ
た
り
、
読
者

の
皆
様
と
共
に
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ

け
た
こ
と
に
対
し
て
、
心
よ
り
御
礼

を
申
し
上
げ
た
い
。
皆
様
の
ご
健
勝

と
ご
活
躍
を
ご
祈
念
し
筆
を
お
く
こ

と
に
す
る
。

　
　
　

飯
島
惠
道　

合
掌

エピローグ

に
対
処
す
る
よ
う
に
と
の
院
内
放
送

が
流
れ
た
。
そ
の
後
も
立
て
続
け
に

緊
急
地
震
速
報
が
鳴
り
、
長
野
県
北

部
に
も
大
き
な
地
震
が
起
き
た
。
私

の
住
む
松
本
市
か
ら
塩
尻
市
に
か
け

て
は
牛
伏
寺
断
層
と
い
う
活
断
層
も

存
在
す
る
た
め
、
連
動
し
て
揺
れ
が

起
き
る
の
で
は
な
い
か
と
、
今
な
お

不
安
は
続
い
て
い
る
。
報
道
等
に
て

伝
え
ら
れ
る
甚
だ
し
い
被
災
状
況
を

見
る
に
つ
け
、
心
が
締
め
付
け
ら
れ

る
思
い
が
す
る
。
お
そ
ら
く
私
だ
け

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
常
に「
命
」「
生

死
」と
向
き
合
う
立
場
に
あ
る「
僧

侶
」各
位
に
お
か
れ
て
は
、
居
て
も

立
っ
て
も
居
ら
れ
な
い
思
い
を
抱
か

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

あ
る
新
聞
記
事
に
て「
被
災
地
で
の

読
経
供
養
」を
さ
れ
て
い
る
、
東
北

の
わ
が
宗
派
の
僧
侶
の
皆
様
の
活
動

が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
被
災
地
に
あ

っ
て
、
お
そ
ら
く
は
ご
自
身
も
何
ら

『
な
ご
み
の
里
』で
柴
田
久
美
子
さ
ん
と

（「
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
水
先
に
あ
る
、
幸
齢
者
の
島
」よ
り
）

埼
玉
医
科
大
学
の
大
西
秀
樹
先
生
と

（「
遺
族
外
来
の
あ
る
病
院
」よ
り
）

㈱
公
益
社
の
出
口
久
美
さ
ん
と

（「
死
別
の
悲
嘆
に〝
ひ
だ
ま
り
〞を 

」よ
り
） 

あ
ま
ん
ず
と
東
昌
寺
フ
ァ
ミ
リ
ー

A M A N ’S   E p i l o g u e



　

出
家
と
在
家
と
い
う
線
引
き
は
実
に
分
か
り
や

す
か
っ
た
。
い
ま
日
本
に
も
ま
だ
出
家
者
と
呼
ば

れ
る
人
々
は
い
る
。
見
た
目
は
僕
ら
と
同
じ
。
た

だ
中
身
が
全
く
違
う
。
じ
ゃ
あ
結
局
、
僕
ら
は
一

体
何
者
だ
？　

出
家
で
も
な
い
、
在
家
で
も
な
い
。

　

こ
れ
は
ま
さ
に
親
鸞
聖
人
が
自
身
の
信
仰
の
立

場
を
表
現
さ
れ
た「
非
僧
非
俗
」そ
の
も
の
で
あ
る
。

お
寺
の
運
営
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
課
題
が
あ
り
、
考
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
山
ほ
ど
あ
る
。
で
も
、

今
そ
れ
は
し
ば
し
横
に
置
い
て
お
く
。
こ
の「
非
僧

非
俗
」を
僕
ら
個
人
が
受
用
し
た
な
ら
、
仏
教
と
は

自
分
達
に
と
っ
て
ど
う
い
う
存
在
に
な
る
の
か
？

教
と
は
職
業
で
な
く「
生
き
方
」だ
。
そ
れ

は
出
家
･
在
家
を
問
わ
ず
共
通
す
る
こ
と
。

そ
う
す
る
と
、
僕
ら
僧
侶
と
は
自
分
が
最
良
だ
と

感
じ
た
生
き
方
と
職
業
が
マ
ッ
チ
し
た
、
夢
の
よ

う
な
存
在
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
こ
を
押
さ
え
れ
ば
、
ジ
レ
ン
マ
は
残
る
け
れ

ど
、
僕
ら
は
胸
を
張
っ
て
僧
侶
と
し
て
生
活
を
営

ん
で
い
け
る
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
仏
弟
子
で
あ

る
こ
と
を
感
謝
し
つ
つ
、
仏
教
者
と
し
て
社
会
と

共
に
あ
れ
ば
、
自
ず
と
活
動
現
場
で
あ
る
お
寺
も

生
き
生
き
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
保
障
は
し

な
い
け
れ
ど
、
そ
ん
な
活
動
の
過
程
で
お
寺
で
一

緒
に
仏
教
を
し
た
い
と
願
う
未
来
の
パ
ー
ト
ナ
ー

が
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
一
仏

教
者
と
し
て
誠
実
に
お
付
き
合
い
し
、
互
い
に
そ

れ
を
望
む
の
な
ら
、
そ
の
時
は
結
婚
し
て
み
て
も

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
の
故
有
馬

実
成
師
は
、
結
婚
さ
れ
る
と
き
奥
様
へ
、「
こ
れ
は

僕
が
一
番
好
き
な
本
で
す
」と
言
っ
て
、『
正
法
眼

蔵
随
聞
記
』を
手
渡
さ
れ
た
と
の
こ
と
。
結
婚
の
予

定
は
な
い
け
れ
ど
、
こ
ん
な
素
敵
な
プ
ロ
ポ
ー
ズ

な
ら
僕
も
真
似
し
て
み
た
い
。

る
か
ら
に
は
本
物
の
お
坊
さ
ん
に
な
る
。

も
う
結
婚
は
し
ま
せ
ん
」。

　

社
会
人
を
や
め
て
僧
侶
に
な
る
と
決
め
た
と
き
、

僕
は
師
匠
に
こ
の
よ
う
に
宣
言
し
た
。

　

し
か
し
…
…
、
今
ふ
り
か
え
る
と
か
な
り
恥
ず

か
し
い
。「
本
物
の
お
坊
さ
ん
」っ
て
な
ん
や
ね
ん
。

　

離
婚
を
き
っ
か
け
に
、
社
会
と
は
ま
た
別
の
価

値
観
を
持
つ
僧
侶
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
。
一
方
で

そ
れ
ま
で
勤
め
て
い
た
仏
教
系
出
版
社
で
は
、
仏

教
界
の
ゴ
シ
ッ
プ
も
よ
く
耳
に
し
て
い
た
し
、
こ

れ
か
ら
は
そ
れ
ら
も
当
事
者
と
し
て

引
き
受
け
、
と
に
か
く
ま
じ
め
に
コ

ツ
コ
ツ
と
修
行
し
ま
す
と
い
う
、
そ

ん
な
意
気
込
み
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

　

で
も
実
際
、
こ
の
世
界
に
入
り
、

世
間
で
は
不
祥
事
と
さ
れ
る
出
来
事

の
実
情
を
知
っ
た
り
、
本
物
と
い
え

る
僧
侶
に
も
出
逢
い
、
外
か
ら
は
見

え
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と

が
よ
く
わ
か
っ
た
。

　

そ
の
う
え
で
正
直
に
言
う
。
前
言

撤
回
、
多
分
、
僕
は
死
ぬ
ま
で
本
物

に
な
れ
な
い
。
結
婚
も
せ
ん
と
か
言

っ
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
れ
も
こ
だ
わ

る
必
要
が
な
い
気
が
最
近
は
し
て
き

た
。
別
に
結
婚
願
望
が
芽
生
え
た
わ
け
で
は
な
い
。

き
っ
と
僕
に
も
日
本
仏
教
の
現
状
が
よ
う
や
く
肌

で
実
感
で
き
て
き
た
の
だ
。

　

僕
は
3
年
前
、
覚
悟
を
決
め
出
家
し
た
つ
も
り

だ
っ
た
。
で
も
僕
が
出
家
し
た
先
は
、
実
は〝
在
家

仏
教
〞だ
っ
た
│
│
。

釈
迦
さ
ま
も
道
元
禅
師
も
、
も
し
今
の
宗

侶
を
見
た
ら
ビ
ッ
ク
リ
す
る
だ
ろ
う
。「
え

ー
？　

あ
な
た
達
結
婚
し
て
る
の
？　

い
い
の
は

在
家
の
優
婆
塞
･
優
婆
夷
で
す
よ
」。

�

�

「非僧非俗」について考えてみよう
全曹青広報副委員長　釜田尚紀

　

そ
う
、
本
来
の
教
え
で
は
結
婚
し
て
い
れ
ば
出

家
で
は
な
い
。
仏
教
は
何
物
に
も
執
着
せ
ず
全
て

を
捨
て
て
い
る
か
ら
こ
そ
自
由
だ
っ
た
の
に
、
僕

ら
は
明
治
政
府
の
政
策
の
一
環
で
肉
食
妻
帯
の
チ

ョ
イ
ス
を
与
え
ら
れ
、
変
容
を
受
け
入
れ
た
。

　

今
の
日
本
仏
教
は
社
会
の
ル
ー
ル
と
共
に
在
る
。

そ
れ
は
信
仰
が
基
本
的
に
法
治
国
家
に
住
ま
う
ヒ

ト
個
人
単
位
に
よ
る
の
だ
か
ら
当
然
の
帰
趨
と
も

い
え
る
。
し
か
し
、
と
も
す
る
と
世
間
の
常
識
に

さ
え
簡
単
に
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
ま
で
い

く
と
お
か
し
い
。
で
も
、
こ
れ
も
ま
た
変
容
し
続

け
て
き
た
日
本
仏
教
の
側
面
。
た
だ
僕
ら
は
そ
の

見
え
づ
ら
い
境
界
線
上
で
迷
っ
て
し
ま
う
。

　

と
こ
ろ
が「
お
寺
」と
か「
宗
門
」単
位
に
な
る
と

話
が
違
う
。
寺
院
に
は
聖
域
と
し
て
の
空
気
が
備

わ
っ
て
い
る
。
も
し
本
堂
が
一
般
家
庭
の
お
茶
の

間
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
た
ら
大
問
題
。
ま
た

僧
衣
で
ラ
ブ
ラ
ブ
デ
ー
ト
な
ん
て
い
う
の
も
絶
対

あ
り
え
な
い
。
僕
ら
は
こ
こ
に
僧
侶
と
し
て
の
絶

対
的
な
社
会
と
の
境
界
線
を
見
て
い
る
。

「
なお

仏
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●松岡　私は元々在家の出身で、母の実

家が今の師寮寺だったのですが、先代が

早く亡くなって祖母が長く守っていまし

た。今は伯父が住職をしています。子どもの頃からお寺には

出入りしていましたが、檀信徒さんの中で、何となく私に後

を継いでほしいっていう空気があって、それが一時期はすご

く嫌でしたね。宗派も意識したことがなかったし、何の知識

もなかったんですけれど、それでも後を継いで僧侶なると決

めたのは、「他の人に期待されて"やってほしい" って請われ

るような仕事って、他にはないだろうな」って、ある時思い

定めたんです。23歳の時ですね。

■藤本　今は「職業選択の自由」が謳われていて、中小企業で

の世襲も、20年前までは70％だったのが、今では約40％と

いわれています。しかも、事業者にとって甥や姪に当たる方

が継がれるケースが増えています。直接の親子よりも、三親

等くらいの関係の方が、適度に距離感もあって「骨肉の争い」

とかにもなりにくく、むしろ事業者も「わざわざ継いでくれ

たのだから」と考えて、後継者との関係がうまくいくケース

が多いようです。また今は、不況や就職難といった社会情勢

と共に、若者が仕事にやり甲斐を見出しにくくなっているの

でしょう。組織の歯車になるのを拒んで、自営や企業家を目

指す方も増えています。松岡さんの選択は、まさにそんな世

相と合致してますね。

●松岡　師寮寺では、ようやく私が住むことを想定した庫裏

の整備が始まったばかりで、正直なところ私自身がまだ20、

30年後のライフプランまでは見えていないのが現状です。こ

の連載で話題に上がった後継ぎや保障のこと、厚生年金への

切り替え、それから退職金制度についても大変興味がありま

すが、副住職という立場もあって、今すぐ具体的に実践する

段階ではありません。

■藤本　我が国の平均寿命が延びており、ご住職が交代時期

を明言されないまま、結果的に副住職の期間が長くなる傾向

が見られます。それぞれお寺さまの事情もあるでしょうが、

副住職の期間が長くなることでモチベーションが保てなくな

らないか、気になりますね。副住職の方々は、一般的には働

き盛りと言われる40歳前後の方が多いじゃないですか。モ

チベーションが低いと周囲にも魅力的に映らないし、ひいて

は次代の継承への支障にもなるように思われます。

●松岡　私の場合は住職の理解もあって、今は積極的に青年

会活動や社会活動に参画が出来ています。しかし裏を返せば、

それは寺務や檀務の主体性を住職が担っていることに甘えて

いるから出来ている面が大きいです。将来、私自身が住職と

して主体的に寺院運営に携わったとして、果たしてうまくや

れるのか。知らないことが多い分、不安や心配なことも多い

ですね。

■藤本　公益法人制度改革が、平成25年

の新制度移行期限によって一区切りつく

と、次はお寺などの宗教法人に対する世

間や行政の目が、一層厳しくなることが予想されます。だか

らこそ、我々のような外部の専門家が必要なんです。例えば

教区単位でも良いので、弁護士、税理士またはファイナンシ

ャルプランナー等と関係を持って頂いて、専門知識や一般的

な観点を加味して頂けたらと思います。僧侶の方が後顧の憂

いなく、本来の勤めである宗教活動に専念して頂くためには、

専門家と一緒になって、資産やリスクの管理が行き届いた万

全の法人運営が必要だと思います。約60年前、「お寺」は「お

祈りや祭祀の場」を永久的に残すため、「公共の財産」として

「法人化」されました。その結果、ご住職やご寺族の財産権が

どうなったのかを、あまり意識されなくなったように思いま

す。法人化は、お寺がずっと続くことを前提として成立する

制度です。だからこそ私は、法人の代表役員であるご住職こ

そ、確信を持って後継者を育成し、ご寺族のためにも、お寺（法

人）の健全な維持･発展をしていただきたいと思っています。

CASE  #5 静岡県裾野市･光明寺様

副住職 松岡広也師
　　　 （全曹青 総合企画委員長）

お寺暮らしの

ライフデザイン

❺
■聞き手
藤本俊丈
住友生命保険相互会社 教育部 FP･販売ｽｷﾙ教育室
上席部長代理1級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙプﾗﾝﾆﾝグ技能士【国家資格】 社会保険労務士
住友生命保険相互会社　東京本社〒104-8430　東京都中央区築地7-18-24TEL （03）5550-4428

静岡県 光明寺様
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中津

大分

大
分
県

別府▶

羅漢寺

中津

青の洞門

耶馬溪

212

10

◀小倉

山
国
川

め
ぐ
り

め
ぐ
り

寺

街

取材・文：小林桂子　撮影：小倉直子

山
岳
信
仰
の
聖
地
か
ら

羅
漢
と
地
蔵
の
庶
民
信
仰
へ

　

大
分
県
北
西
部
、
切
り
立
っ
た
岩
山
の
中
腹
に

建
つ
羅
漢
寺
。
か
つ
て
は
山
岳
信
仰
の
聖
地
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
現
在
に
お
い
て
も
、
そ
の

険
し
い
参
道
や
奇
岩
の
連
な
り
に
は
霊
気
が
宿
る

気
配
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。

　

大
化
元
年（
六
四
五
年
）、
イ
ン
ド
か
ら
渡
来
し

た
法ほ

う

道ど
う

仙せ
ん

人に
ん

が
こ
の
地
を
訪
れ
、
イ
ン
ド
の
聖
跡

「
耆ぎ

闍し
ゃ

崛く
つ

山せ
ん

」を
彷
彿
さ
せ
た
こ
と
か
ら
こ
の
山
で

修
行
を
積
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
、
山
を
下
り
る
際
に

残
し
た
と
さ
れ
る
金
銅
仏
が「
閻え

ん

浮ぶ

檀だ

金ご
ん

観
世
音

菩
薩
立
像
」と
し
て
寺
に
伝
わ
る
秘
仏
と
な
っ
た
。

　

平
安
時
代
は
天
台
宗
に
属
し
た
時
期
も
あ
っ
た

が
、
暦
応
元
年（
一
三
三
八
年
）臨
済
宗
派
の
円え

ん

龕が
く

昭し
ょ
う

覚が
く

禅
師
が
入
山
。
十
六
羅
漢
の
描
像
を
洞
内
に

祀
っ
た
こ
と
が
羅
漢
寺
の
起
源
と
さ
れ
る
。
さ
ら

に
中
国
の
僧
、
逆ぎ

ゃ
く

流り
ゅ
う

建け
ん

順じ
ゅ
ん

禅
師
と
と
も
に
わ
ず
か

一
年
で
七
〇
〇
体
以
上
の
羅
漢
仏
を
彫
り
上
げ
た
。

こ
れ
を
知
っ
た
室
町
三
代
将
軍
、
足
利
義
満
が
羅

漢
寺
に
帰
依
、
前
管
領
の
細
川
家
か
ら
も
支
援
を

得
て
、
寺
の
普
請
は
整
備
さ
れ
た
。

　

本
寺
に
は
、
五
百
羅
漢
の
他
に
も
室
町
期
に
普ふ

覚が
く

円え
ん

智ち

禅
師
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
た
千
体
地
蔵
や
十

王
尊
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
併
せ
る
と
実
に
三
七
七

一
三
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
秘
め
た
岩
窟
の
古
刹

耆ぎ

闍し

ゃ

崛く

つ

山せ

ん

羅
漢
寺
を

訪
ね
て

今
よ
り
遡
る
こ
と
一
三
六
六
年
、大
化
元
年（
六
四
五
年
）に

イ
ン
ド
か
ら
渡
来
し
た
法
道
仙
人
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
の
が

こ
の
寺
の
興
り
と
さ
れ
る
。

平
安
時
代
は
山
岳
信
仰
の
聖
地
で
あ
っ
た
が
、

暦
応
元
年（
一
三
三
八
年
）、臨
済
宗
派
の
円
龕
昭
覚
禅
師
が
入
山
。

の
ち
に
訪
れ
た
逆
流
建
順
禅
師
と
と
も
に
一
年
で
彫
り
上
げ
た

七
〇
〇
余
体
の
石
像
が
羅
漢
寺
の
由
来
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、普
覚
禅
師
が
刻
ん
だ
千
体
地
蔵
と
十
王
尊
を
併
せ
る
と
、

本
寺
の
石
仏
は
三
七
七
七
体
に
も
及
ぶ
。

寺
は
約
二
六
〇
年
間
、臨
済
宗
と
し
て
栄
え
た
が
戦
国
期
に
衰
退
。

慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
年
）、大
寧
寺
の
鉄
村
玄
鷟
禅
師
に
よ
り

曹
洞
宗
と
し
て
復
興
を
遂
げ
た
。

五百羅漢●無漏窟に安置された五百羅漢。実際には五〇〇体以上ある。
死に別れた人にそっくりな顔の羅漢が必ずいるともいわれる。なお、
無漏窟の羅漢は修行の場、外の羅漢は生活の場と解釈されている

切り立った岩山の中腹に建つ山門と無漏窟（右）。かつては山岳信仰の
聖地であったといわれる岩窟の風景

仁王門●江戸時代の建立で、昭和18年（1943
年）の火災を免れた貴重な門。天井には足利義
満より賜った扁額がある

門の左右に配した阿吽の仁王像。右が阿、左が吽。
異教の風貌だが製作年は寛延4年（1751年）とある

取材にご協力をいただいた皆さま。
左から、安全寺の高崎正見住職、本耶馬溪町ボラン
ティアガイドの中島和貴氏、中津城広報企画局長の
奥城啓一師
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七
体
も
の
石
仏
が
そ
こ
か
し
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

永
い
歴
史
の
中
で
、
羅
漢
と
地
蔵
の
二
つ
の
庶
民

信
仰
が
根
づ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
堂
に
は
釈
迦
如
来
像
が
祀
ら
れ
て
い

る
が
、
羅
漢
寺
の
本
尊
は
仏
舎
利（
釈
迦
の
骨
）を

収
め
た
舎
利
塔
と
さ
れ
る
。

戦
国
期
の
衰
退
を
乗
り
越
え

再
び
迎
え
た
復
興
の
時
代

　

中
世
を
通
じ
て
、
幕
府
や
守
護
大
名
の
大
内
氏
、

宇
佐
神
宮
な
ど
か
ら
の
庇
護
を
得
て
繁
栄
の
道
を

歩
ん
だ
羅
漢
寺
だ
が
、
戦
国
の
動
乱
期
に
は
一
転
。

キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
大
友
宗
麟
が
領
内
の
寺
院
を

邪
宗
と
し
て
す
べ
て
焼
き
払
い
、
寺
は
一
気
に
衰

退
し
た
。

　

そ
の
後
、
永
い
荒
廃
の
時
代
を
迎
え
る
が
、
深

川
大
寧
寺
の
鉄て

っ

村そ
ん

玄げ
ん

鷟さ
く

禅
師
が
入
山
、
時
の
城
主
、

細
川
忠
興
の
援
助
を
得
て
、
寺
は
再
び
復
興
を
遂

げ
た
。
こ
う
し
て
、
約
二
六
〇
年
間
続
い
た
臨
済

宗
の
歴
史
は
中
興
の
祖
、
玄
鷟
に
よ
っ
て
慶
長
五

年（
一
六
〇
〇
年
）に
曹
洞
宗
へ
と
改
宗
さ
れ
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
羅
漢
寺
の
大
開
基
は
足
利
義
満
で

あ
る
が
、
中
興
開
基
は
細
川
忠
興
で
あ
る
。
な
お
、

末
寺
は
最
盛
期
に
は
四
十
数
ヵ
寺
を
数
え
た
。

　

戦
国
期
の
兵
乱
に
よ
っ
て
焼
失
・
破
損
し
た
境

内
は
忠
興
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
が
、
残
念
な
こ

と
に
昭
和
十
八
年（
一
九
四
三
年
）再
び
出
火
。
麓

の
集
落
の
火
災
か
ら
飛
び
火
し
た
炎
は
堂
宇
を
焼

き
尽
く
し
、
残
っ
た
の
は
仁
王
門
と
山
門
の
み
で

あ
っ
た
。

　

現
在
の
御
堂
は
昭
和
四
十
四
年（
一
九
六
九
年
）

に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

親
し
い
人
の
顔
に
出
逢
え
る

故
人
に
再
会
で
き
る
寺

　

日
本
三
大
五
百
羅
漢
の
一
寺
と
さ
れ
る
羅
漢
寺
。

そ
の
数
、
五
〇
〇
体
以
上
に
及
ぶ
羅
漢
仏
は
、
巨

大
な
岩
壁
を
穿
っ
た
無む

漏ろ

窟く
つ

の
中
に
安
置
さ
れ
て

い
る
。
漏
と
は
煩
悩
を
意
味
し
、
無
漏
窟
は
煩
悩

山門●急な斜面の岩肌にめり込むように建つ山
門。仁王門と同じく火災を免れた貴重な門山門をくぐり、さらに登ると洞門の向こうに本堂が現れる。本堂もまた巨大な岩山にめり込むように建っている

無漏窟の入口。無数のしゃもじは悩みをすく
う（救う）に重ねた願かけから

無漏窟内の釈迦如来
坐像（通称、拈華の釈
迦）。無漏窟の中央、
天井の一枚岩の下に
祀られている

室町期に普覚禅師が刻んだ
とされる千体地蔵と十王尊

山門の扁額。山号の「耆闍崛（ぎしゃ
くつ）」は黄檗（おうばく）三筆の一人、
即非（そくひ）禅師参詣の折の筆

無漏窟の前にある龍
の石像。戦国期の焼
き討ちを全焼から防
いだと伝えられる

本堂●焼失後、昭和44年（1969年）に再建。銅板葺きの屋根の上
に小さな楼閣を載せた造形が珍しい

本堂手前の急峻な崖地に建つ鐘楼。ここからの
眺めは絶景だが登るには危険が伴う

須弥壇の釈迦如来坐像。秘仏である「閻
浮檀金（えんぶだごん）観世音菩薩立像」
は本堂の奥深くに

無漏窟の外に座る賓頭盧（びんづる）（左）と切り株の
中で修行を積む羅漢（右）

自ら顔をめくり、その下から
菩薩が顔を現した羅漢

堂内に厳かに祀られた須弥壇
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名所旧跡が点在する景勝地
　

漢
学
者
、
頼 

山
陽
が
命
名
し
た
と
さ
れ
る
耶や

馬ば

溪け
い

。
山
国
川

上
流
に
広
が
る
奇
岩
の
風
景
は
、
溶
岩
浸
食
が
作
り
出
し
た
自

然
が
織
り
な
す
一
大
パ
ノ
ラ
マ
だ
。
な
か
で
も
絶
景
ポ
イ
ン
ト

は
本
耶
馬
溪
の
競き

ょ
う

秀し
ゅ
う

峰ほ
う

。
こ
こ
に
は
、
菊
池
寛
の
小
説『
恩お

ん

讐し
ゅ
う

の

彼
方
に
』で
知
ら
れ
る「
青
の
洞
門
」も
あ
る
。

　

旅
の
僧
侶
、
禅ぜ

ん

海か
い

和
尚
が
、
鎖
渡
し
と
呼
ば
れ
る
こ
の
地
の

難
所
で
人
々
が
命
を
落
と
す
こ
と
を
憂
い
、
こ
こ
に
洞
門
を
築

い
た
の
で
あ
る
。
ノ
ミ
と
槌
だ
け
で
三
十
年
か
け
て
掘
り
抜
い

た
道
は
、
全
長
三
四
二
メ
ー
ト
ル
。
現
在
は
、
当
時
の
姿
と
は

か
な
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
旧
洞
内
に
は
明
か
り
取
り
の

窓
や
ノ
ミ
跡
が
い
ま
も
残
る
。

美
し
い
景
観
と
歴
史
の
ド
ラ
マ
に
触
れ
る

競
秀
峰
と
青
の
洞
門

で
あ
っ
た
。
の
ち
に
釈
迦
の
十
六
人
の
直
弟
子
を

十
六
羅
漢
と
称
し
、
や
が
て
五
百
体
へ
と
数
が
増

え
る
に
つ
れ
て
仏
と
衆
生
を
つ
な
ぐ
身
近
な
存
在

と
し
て
、
そ
の
信
仰
は
民
衆
へ
と
広
が
っ
て
い
っ

た
。
ま
た
、
五
百
羅
漢
に
は
家
族
や
親
し
い
人
に

似
た
顔
が
必
ず
い
る
と
い
わ
れ
、
故
人
と
再
会
で

き
る
場
と
も
さ
れ
て
き
た
。

　

そ
も
そ
も
羅
漢
信
仰
は
中
国
の
唐
で
盛
ん
と
な

り
、
や
が
て
日
本
に
伝
わ
る
に
つ
れ
て
親
し
み
や

す
い
風
貌
や
現げ

ん

世ぜ

利り

益や
く

と
結
び
つ
き
、
庶
民
信
仰

の
中
心
と
し
て
広
く
親
し
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
象
徴
と
も
い
え
る
の
が
、
釈
迦
の
第
一

高
弟
と
さ
れ
る
賓び

ん

頭づ

盧る

尊
者（
ビ
ン
ド
ラ
・
バ
ラ

ダ
ー
ジ
ャ
）だ
ろ
う
。
通
称「
な
で
仏
」と
も
呼
ば

れ
、
自
ら
の
病
ん
だ
部
位
を
な
で
る
こ
と
で
除
病

の
功
徳
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
か
つ
て
の
羅
漢
寺
は
誰
も
が
気
楽
に

参
れ
る
寺
で
は
な
か
っ
た
。
そ
そ
り
立
つ
断
崖
に

よ
う
よ
う
通
れ
る
細
い
道
を
、
鎖
一
本
を
頼
り
に

越
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
難
所
で
命
を
落
と

す
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
危
険
を
憂
い
た
旅
の
僧
侶
、
禅ぜ

ん

海か
い

和
尚
が
、

三
十
年
の
歳
月
を
か
け
て
手
掘
り
で
掘
り
抜
い
た

洞
門（
青
の
洞
門
）に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
参
道
が

築
か
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
山
門
ま
で
の
リ

フ
ト
も
設
置
さ
れ
、
安
心
し
て
登
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
が
。

　

今
な
お
歴
史
の
ベ
ー
ル
に
覆
わ
れ
た
羅
漢
寺
は
、

現
在
も
調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
先
人

が
築
い
た
極
楽
浄
土
を
目
の
当
り
に
で
き
る
寺
と

し
て
、
ぜ
ひ
と
も
訪
ね
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う

か
。

　

青
の
洞
門
よ
り
下
流
五
〇

〇
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
に
架
か

る
。
別
名
、
オ
ラ
ン
ダ
橋
と

も
呼
ば
れ
る
八
連
ア
ー
チ
の

石
橋
で
、
全
長
は
一
一
六
メ

ー
ト
ル
。
石
橋
で
は
日
本
一

の
長
さ
を
誇
る
。
そ
の
堂
々

た
る
フ
ォ
ル
ム
は
周
囲
の
景

観
と
も
調
和
し
て
い
て
美
し

い
。
完
成
は
大
正
十
二
年（
一

九
二
三
年
）、
工
費
は
当
時

の
金
額
で
約
四
万
円
余
り
。

日
本
一
の
長
さ
を
誇
る

耶
馬
溪
橋

　

青
の
洞
門
よ
り
上
流
五
〇

〇
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
に
架
か

る
。
当
時
と
し
て
は
珍
し
い

三
連
ア
ー
チ
の
石
橋
で
、
径

間
が
大
き
く
な
だ
ら
か
な
た

め
近
代
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
感

じ
さ
せ
る
。
反
面
、
架
橋
工

事
は
難
し
く
、
完
成
ま
で
に

二
回
崩
壊
し
た
と
い
う
。
全

長
は
八
九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
、

完
成
は
大
正
九
年（
一
九
二

〇
年
）。

三
連
ア
ー
チ
が
近
代
的
な

羅
漢
寺
橋

羅漢寺橋

耶馬溪橋

の
な
い
岩
窟
、
す
な
わ
ち
極
楽
浄
土
へ
と
つ
な
が

っ
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
の
無
漏
窟
内
の
五
百
羅
漢
は
、
釈
迦
如
来
坐

像
を
中
央
に
、
左
右
に
重
な
り
合
う
よ
う
に
並
ん

で
お
り
、
製
作
年
は
南
北
朝
期
の
延
文
五
年（
一

三
六
〇
年
）頃
と
い
わ
れ
る
。

　

羅
漢
と
は
阿
羅
漢
の
略
称
で
あ
り
、
仏
教
修
行

の
最
終
段
階
に
い
る
尊
者
を
表
し
、
己
の
悟
り
を

得
た
対
象
と
し
て
、
か
つ
て
は
修
行
者
の
信
仰
仏

本堂の脇に残る滝筋の跡（右）
と、その斜め上に配された韋駄
天（いだてん）（上）。この配置は
中国の掛け図に描かれた羅漢の
構図とほぼ同じとされる

羅漢寺の対岸に臨む古羅漢の風景。貴重な石造物が多数点在
し、現在では羅漢寺の原所地はこちらであったと考えられる

縁結びの地蔵“比丘（び
く）”と“比丘尼（びくに）”

現在の青の洞門。この右側（川側）
に旧洞門の一部が残されている

正面が当時の青の洞門。右側の道は
現在の洞門へ

当時の面影を残す洞門。手彫りのノ
ミ跡が壁面に残る

洞門内に祀られている地蔵菩薩（右）
と禅海禅師（左）

競秀峰。溶岩浸食が織りなす耶馬溪一の景勝地。左下の川沿
いのトンネルが青の洞門

明かり取りの窓
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発
行
所　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会　

〒
１
０
５̶

８
５
４
４　

東
京
都
港
区
芝
２̶

５̶

２　

曹
洞
宗
宗
務
庁
内　

●
発
行
責
任
者　

久
間
泰
弘　

●
編
集
責
任
者　

板
倉
省
吾　

●
編
集
委
員　

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

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

〒
６
９
９̶

０
１
０
８　

島
根
県
八
束
郡
東
出
雲
町
出
雲
郷
８
１
６　

宗
淵
寺
内　

Ｆ
Ａ
Ｘ　
０
８
５
２̶

５
２̶

３
０
８
３　

板
倉　

●
制
作　

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
オ
フ
ィ
ス
ア
ゴ
ラ　

●
デ
ザ
イ
ン　

株
式
会
社
象
形
社　

●
印
刷
所　

サ
ン
ケ
イ
総
合
印
刷
株
式
会
社　

●
定
価　

二
百
円

全国曹洞宗青年会ホームページ「般若」

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

_

現
地
活
動
団
体
の
募
集

　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
で
は
、
東
日
本
大
震
災
な
ど
の

被
災
地
復
興
の
為
の
ご
支
援
に
、
炊
き
出
し
や
行
茶
な

ど
の
活
動
し
て
い
た
だ
け
る
団
体（
各
曹
青
）や
個
人
の

事
前
登
録
を
募
集
し
ま
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

『
般
若
』を
ご
覧
下
さ
い
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
の
募
集

　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
に
は
、
特
別
会
計
と
し
て
「
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
」
を
設
置
し
て
お
り
、
東
日
本
大
震

災
被
災
地
の
各
曹
青
会
に
よ
る
地
元
の
復
興
支
援
活
動

に
対
し
、
本
会
基
金
運
営
規
程
に
基
づ
き
当
基
金
を
運

用
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
た
び
の
大
震
災

は
、
中･

長
期
的
な
支
援
が
不
可
欠
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

全
国
の
各
曹
青
会
、
宗
門
御
寺
院
、
御
寺
族
、
檀
信
徒

各
位
、
そ
し
て
全
て
の
皆
様
に
当
基
金
の
趣
旨
を
ご
賛

同
い
た
だ
き
、
ご
支
援
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

≪ 支援金受入口座 ≫

銀 行 名：ゆうちょ銀行

口 座 名：全国曹洞宗青年会
　　　　　ボランティア基金

口座番号：00100-5-593165

※他行から振込の場合

銀 行 名：ゆうちょ銀行

支 店 名：019

番　　号：019

当座預金

口座番号：0593165

東日本大震災による被災地の復興支援の募集
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