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「
手
を
打
て
ば  
鳥
は
飛
び
立
つ  

鯉
は
寄
る  

女
中
茶
を
持
つ  

猿
沢
の
池
」

　

奈
良
の
興
福
寺
に
あ
る
猿
沢
池
を
詠
ん
だ
歌
で
す
。ひ
と
つ
の
音
を
聞
い
た
時
に
、

そ
れ
が
伝
え
る
意
味
は
聞
き
手
に
よ
っ
て
い
く
ら
で
も
解
釈
が
異
な
る
。「
ひ
と
つ

の
こ
と
に
も
、さ
ま
ざ
ま
な
受
け
取
り
方
が
あ
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。

　

仏
教
の
起
源
は
お
よ
そ
二
千
五
百
年
ほ
ど
前
。
そ
の
仏
教
に
は
現
在
さ
ま
ざ
ま

な
宗
派
が
存
在
し
ま
す
。
し
か
し
、元
を
辿
れ
ば
お
釈
迦
さ
ま
が
残
し
た
教
え
は

た
っ
た
ひ
と
つ
で
す
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
に
よ
っ
て
、多
く
の
宗
派
に

分
か
れ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、何
れ
が
よ
り
優
れ
て
い
る
で
あ
る
と
か
、絶
対

に
正
し
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
、そ
れ
は
受
け
と
る
個
人
の
解
釈
に
委
ね
ら

れ
る
わ
け
で
す
。

　

仏
教
に
は
絶
対
神
が
存
在
し
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
お
釈
迦
さ
ま
の
姿
を
信
奉
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、お
釈
迦
さ
ま
が
残
し
た
教
え
を
信
奉
し
て
い
る
の
で
す
。つ

ま
り
、仏
教
徒
で
あ
る
私
た
ち
は
、二
千
年
以
上
前
に
亡
く
な
っ
た
故
人
の
言
葉
に

耳
を
傾
け
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

世
界
は
長
い
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、私
た
ち
は
そ
の
上
に
立
っ
て
今
を
生
き
て

い
ま
す
。
今
い
る
こ
の
場
所
は
、過
去
に
亡
く
な
っ
た
人
々
の
意
識
に
よ
っ
て
築
か
れ

て
い
ま
す
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、私
た
ち
は
故
人
の
意
識
の
も
と
に
存
在
し
、亡

き
人
た
ち
の
声
を
聞
き
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、今
を
生
き
る
私
た

時
代
の
「
意
識
」
を
問
う
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ち
も
い
ず
れ
は
亡
く
な
り
、未
来
は
亡
く
な
っ
た
私
た
ち
の
意
識
に
よ
っ
て
創
造
さ

れ
て
ゆ
く
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
寺
院
と
信
徒
は
直
線
的
な
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、こ
れ

か
ら
の
寺
院
は
故
人
を
社
会
と
結
び
つ
け
、人
々
の
意
識
を
未
来
へ
と
つ
な
い
で

ゆ
く
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
東
長
寺
は
、人

が
生
き
た
証
が
未
来
と
関
わ
り
あ
い
、循
環
す
る
関
係
を
築
い
て
ま
い
り
ま
す
。

故
人
の
意
識
が
回め
ぐ

る
こ
と
で
活
性
化
さ
れ
る
環
境
支
援
活
動
、新
し
い
技
術
を

創
造
す
る
文
化
支
援
活
動
、自
然
災
害
に
対
す
る
再
生
の
智
恵
を
育
む
復
興
支

援
活
動
。
故
人
は
こ
の
世
か
ら
姿
を
消
し
た
と
し
て
も
、そ
の
存
在
は
完
全
に
消

滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　

曹
洞
宗
で
読
ま
れ
る
お
経
の
ひ
と
つ「
修
証
義
」の
冒
頭
に
、「
生し
ょ
う
じ死

の
中
に
仏

あ
れ
ば
生し
ょ
う
じ死
な
し
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
仏
と
は
何
か
、そ
れ
を
仮
に
過

去
・
現
在
・
未
来
の
つ
な
が
り
、故
人
の
遺
し
た
記
憶・
意
識
と
解
釈
し
て
み
れ
ば
、

以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
人
は
生
ま
れ
、死
ぬ
中
に
も
、そ
の
記
憶・
意
識
が
後

世
に
遺
さ
れ
れ
ば
生
死
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
人
は
生
ま
れ
、い
ず
れ
死
に

至
り
、姿
が
こ
の
世
か
ら
消
え
た
と
し
て
も
、完
全
に
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

故
人
の
意
識
や
存
在
は
骨
や
墓
に
遺
さ
れ
て
い
る
の
か
。
仏
と
は
そ
の
よ
う
な
物

質
的
な
も
の
な
の
か
。
今
一
度
、私
た
ち
の
意
識
が
問
わ
れ
る
時
代
が
来
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

東
日
本
大
震
災
と
い
う
大
き
な
出
来
事
に
よ
り
、誰
も
が
自
己
を
超
え
、他

己
の
存
在
に
意
識
が
向
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
今
一
度
仏
教

の
本
質
に
立
ち
返
り
、残
さ
れ
た
教
え
か
ら
新
た
な
価
値
観
を
読
み
解
き
な
が

ら
、亡
く
な
っ
た
人
た
ち
、そ
し
て
こ
れ
か
ら
亡
く
な
る
私
た
ち
の
意
識
を
未
来

に
回
向
す
る
。

　

寺
院
と
信
徒
は
織
り
成
す
よ
う
に
、未
来
へ
と
循
環
的
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
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同封しましたアンケートにご協力賜われますと幸いです。
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今
号
を
も
っ
て
萬
亀
特
別
号
は
終
了
し
、来
年
よ
り
新
刊
萬
亀
を
刊
行
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
萬
亀
特
別
号
で
は
、こ
の
た
び
の
文
由
閣
建
立
に
向
け
て

の
東
長
寺
の
新
た
な
決
意
表
明
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、住
職
就
任
か
ら

一
年
と
い
う
短
い
期
間
で
新
堂
建
立
と
い
っ
た
大
事
業
を
お
つ
と
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
こ
と
は
、何
を
も
っ
て
も
檀
信
徒
皆
さ
ま
の
ご
理
解
、ご
支
援
あ
っ

て
の
こ
と
と
、心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
よ
り
、仏
教
文
化
講
座
で
は
一
年
間
に
わ
た
り
、文
由
閣
に
携
わ
る

技
術
者
の
方
と
対
談
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
か
で
も
印
象
的
だ
っ
た

の
は
、伝
統
工
芸
士
の
方
々
の
お
話
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
統
と
向
き
合
い

な
が
ら
も
、現
状
か
ら
脱
却
し
、そ
こ
に
新
た
な
価
値
を
生
み
出
そ
う
と
、さ

ま
ざ
ま
な
試
み
を
続
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
伝
統
に
胡
坐
を
か
い
て
単
に
こ
れ

ま
で
と
同
じ
も
の
を
つ
く
り
続
け
て
い
た
の
で
は
、文
化
は
衰
退
す
る
と
い
う

彼
ら
の
言
葉
に
、私
も
同
じ
く
伝
統
と
向
き
合
っ
て
い
く
立
場
に
あ
る
者
と
し

て
強
く
共
感
し
、勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

現
在
、寺
院
は
工
芸
の
世
界
と
同
じ
く
決
し
て
楽
観
的
な
状
況
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。
地
方
を
中
心
と
し
て
若
年
人
口
の
減
少
に
伴
い
廃
寺
に
な
る
寺
院

が
次
々
と
現
れ
、都
市
部
へ
も
浸
透
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
際
に
東
長
寺
で
も
長
年
墓
守
り
を
さ
れ
て
い
た
お
檀
家
さ
ま
の
中
に
は
、後

継
者
が
お
ら
ず
、墓
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
相
談
が
増
え
て
お

り
、す
で
に
昨
年
は
十
件
も
の
方
が
墓
じ
ま
い
を
さ
れ
ま
し
た
。
少
子
化
や
離

婚
率
の
上
昇
に
よ
り
、墓
を
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
時
代
の
流
れ

が
さ
ら
に
加
速
す
れ
ば
、数
十
年
後
に
は
お
檀
家
さ
ま
の
墓
石
は
ほ
と
ん
ど
無

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、た

と
え
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
と
し
て
も
、寺
院
の
使
命
と
は
、こ
の
寺
を
支

え
て
く
だ
さ
っ
た
檀
信
徒
皆
さ
ま
の
供
養
を
永
代
に
お
つ
と
め
し
、長
く
寺
院

を
存
続
し
て
い
く
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

東
長
寺
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
先
立
ち
、個
人
を
対
象
と
し
た「
縁え
ん

の
会
」

を
二
十
年
に
わ
た
り
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
現
状
に
甘
ん
じ
て
い
て
は

衰
退
し
て
い
く
と
い
う
言
葉
を
胸
に
刻
み
、未
踏
の
世
界
を
恐
れ
ず
、
次
代

の
仏
教
寺
院
の
あ
り
方
を
模
索
し
つ
つ
、歩
み
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、「
結ゆ
い

の
会
」と
い
う
新
し
い
供
養
の
仕
組
み
を
始
め
た
縁
あ
っ
て
か
、

先
日
、千
葉
大
学
大
学
院
造
園
学
科
が
実
施
す
る「
多
死
問
題
」と
い
う
講

議
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現
在
、東
京
都
市
部
で
は
年
間
十
一
万
人
を

超
え
る
方
が
亡
く
な
っ
て
お
り
、今
後
、弔
い
の
場
を
ど
の
よ
う
に
用
意
し
て
い

く
か
に
つ
い
て
、さ
ま
ざ
ま
な
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
海
外
の
研
究
者
で
構
成
さ

れ
た
授
業
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、固
定
概
念
と
い
う
の
は
時
に
柔
軟
な
思
考

を
妨
げ
る
も
の
で
も
あ
る
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
、骨
と
墓
石
と
い
う
も
の
の
意

味
を
問
わ
れ
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。

　

世
界
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、火
葬
を
し
て
い
る
国
の
方
が
少
数
で
す
。
考

え
て
み
れ
ば
、日
本
も
近
年
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
が
土
葬
で
あ
り
、骨
は
土
に
還

り
、多
く
の
人
々
は
お
墓
を
も
つ
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
亡
く
な
っ
た
方

住
職
挨
拶 

次
代
の
寺
院
の
あ
り
方
を
想
う
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本
年
も
残
り
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
が
、東
長
寺
で
は
年
内
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
行
事
を
執
り
行
わ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
年
末
の
お
餅
つ

き
や
、大
晦
日
の
歳
末
法
要
、引
き
続
く
年
始
法
要
で
は
皆
さ
ま
と
と
も
に

新
年
を
お
祝
い
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

山
内
一
同
、皆
さ
ま
の
ご
参
詣
を
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

 

合
掌

東
長
寺
住
職    

瀧
澤
遥
風

を
火
葬
し
、遺
骨
に
し
て
、お
墓
を
代
々
血
縁
家
族
で
守
っ
て
い
く
と
い
う
考
え

が
成
立
し
た
の
は
明
治
以
降
の
こ
と
で
、仏
教
二
千
五
百
余
年
の
歴
史
の
中
で

は
ご
く
限
ら
れ
た
期
間
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
昭
和
か
ら
平
成
に
か

け
て
の
成
長
の
時
代
に
は
、墓
石
を
も
つ
こ
と
が
ス
テ
イ
タ
ス
と
な
り
、供
養
の

あ
り
方
が
見
失
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、仏
教
の
本
質
に
立
ち
返
れ
ば
、墓
石
を
維
持
す
る
こ
と
よ
り
も
、

供
養
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
本
質
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
仏
教
本
来
の

供
養
主
体
の
寺
院
の
あ
り
方
を
、皆
さ
ま
と
と
も
に
再
度
つ
く
り
上
げ
て
い
き

た
い
と
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。

［写真］インゴ・ギュンター《Seeing Beyond the Buddha》
撮影：忽那光一郎  ※作品詳細は、p.22–23をご覧ください。
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回
向
と
は
、「
自
ら
積
ん
だ
功
徳
を
他
者
の
利
益
の
た
め
に
め
ぐ
ら
せ
る
」と
い
う
大
乗
仏
教
の
特
徴
的
な
考
え
方
で
す
。
僧
侶
は
故
人
に
向
け
て
経
を
読
ん
で

い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
を
生
き
る
人
た
ち
に
向
け
て
経
を
説
き
、そ
れ
を
き
っ
か
け
に
仏
教
の
教
え
に
触
れ
て
い
た
だ
い
て
得
た
皆
さ
ま
の
功
徳
を
、故
人
に
回

し
向
け
る
こ
と
で
、供
養
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
僧
侶
は
法
要
の
最
後
に
、必
ず
回
向
文
と
い
う
経
文
を
唱
え
、そ
れ
に
よ
っ
て
参
列
者
の
功
徳
を
向
こ
う
側
、つ
ま
り

亡
く
な
っ
た
方
に
届
け
て
い
ま
す
。
供
養
と
は
参
列
者
の
能
動
的
な
行
為
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、僧
侶
の
役
目
と
は
、そ
れ
を
回
し
向
け
る
こ
と
に
あ
る

の
で
す
。
東
長
寺
は
、こ
れ
を
亡
く
な
っ
た
故
人
に
回
し
向
け
る
だ
け
で
は
な
く
、よ
り
大
き
な
循
環
へ
と
導
く「
未
来
へ
の
回
向
」と
い
う
考
え
方
を
提
唱
し
ま
す
。

寺
院
と
信
徒
の
直
線
的
な
つ
な
が
り
を
超
え
、広
く
永
遠
に
つ
な
が
る
循
環
の
中
に
導
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

未
来
へ
の
回え

こ

う向 ─
東
長
寺
の
考
え
る
、こ
れ
か
ら
の
寺
院

直
線
的
な
世
界
観
か
ら
、循
環
的
な
世
界
観
へ

私
が
他
と
つ
な
が
る
こ
と
で
、世
界
が
持
続
し
て
ゆ
き
ま
す

こ
れ
は
現
代
社
会
に
お
け
る「
回
向
」

東
長
寺
の
活
動
の
根
底
に
あ
る
考
え
で
す

　

「
諸
法
無
我
」
│
自
我
、自
己
の
意
識
と
は
何
か
、そ
れ
を
究
極
ま
で
追
求
し
て
み
る
と
、結
果
、そ
の
実
体
は
ど
こ
に
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
の
だ
と
仏
教
は
説
い
て

い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
そ
れ
自
体
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、さ
ま
ざ
ま
な
他
の
要
素
に
依
存
し
、影
響
さ
れ
て
ひ
と
つ
の
存
在
と
な
る
。
何
か
ひ
と
つ
の

要
素
が
変
わ
れ
ば
、そ
の
存
在
の
姿
も
変
化
す
る
。こ
れ
を
仏
教
で
は「
縁
起
」と
言
い
ま
す
。
自
己
は
他
己
と
対
峙
す
る
も
の
で
は
な
く
、自
己
は
他
己
を
内
包
し
、

と
も
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

直
線
的
な
世
界
観
に
は
始
ま
り
と
終
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
今
、東
日
本
大
震
災
の
後
、誰
も
が
遠
く
の
人
や
未
来
の
世
界
に
思
い
を
馳
せ
、自
ら
の
こ
と

と
し
て
捉
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、遠
く
離
れ
た
場
所
の
出
来
事
が
、私
た
ち
の
日
常
生
活
を
左
右
す
る
こ
と
も
知
っ
て
い
ま
す
。
私
の
存
在
は
他
の

あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
依
存
し
、そ
し
て
、私
の
存
在
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
。こ
れ
こ
そ
が
、循
環
的
な
世
界
観
で
す
。
自
己
と
他
己
は
深
く

関
係
し
あ
い
、循
環
に
は
終
わ
り
が
無
く
、こ
の
世
界
を
持
続
さ
せ
、未
来
は
膨
張
し
て
ゆ
く
の
で
す
。

寺

私
地方寺

環境 文化

次世代社会

未来世界

私は未来と
つながっている



　

現
在
は
、先
人
が
築
い
た
歴
史
の
上
に
あ
り
ま
す
。
人
は
亡
く
な
っ
て
も
存

在
が
無
に
な
る
こ
と
は
な
く
、こ
の
世
の
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。
や
が
て
私
た
ち

も
世
界
の
礎
と
な
り
、未
来
を
築
き
ま
す
。
過
去
に
現
在
が
重
な
る
こ
と
で
、

未
来
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
は
時
代
の
間
を
功
徳
が
回
っ
て
ゆ
く
、時
間
を
超
え

た
回
向
の
姿
で
す
。

　

人
は
そ
の
時
代
の
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
過
去
を
更
新
し
、そ
れ
を
繰
り

返
す
こ
と
で
未
来
が
築
か
れ
ま
す
。
伝
統
と
は
過
去
の
単
純
な
反
復
で
は
な

く
、そ
の
時
代
の
革
新
的
な
挑
戦
が
連
な
っ
て
で
き
た
も
の
な
の
で
す
。
私
た
ち

の
暮
ら
し
も
ま
た
、そ
の
よ
う
な
先
代
か
ら
次
世
代
へ
と
続
く
連
鎖
の
中
に
あ

り
、未
来
を
つ
く
る
現
在
に
は
、必
ず
過
去
の
土
台
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
自
己

と
他
己
が
ひ
と
つ
な
が
り
で
あ
る
よ
う
に
、過
去
、現
在
、未
来
は
ひ
と
つ
な
が

り
で
あ
り
、未
来
を
つ
く
る
の
は
、既
に
こ
の
世
界
か
ら
姿
を
消
し
た
故
人
の
意

識
で
も
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
過
去
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
て
も
、未
来
は

生
ま
れ
ま
せ
ん
。
過
去
に
私
た
ち
現
代
の
意
識
が
加
わ
っ
て
、は
じ
め
て
未
来

が
現
れ
る
の
で
す
。

　

東
長
寺
は「
未
来
へ
の
回
向
」と
い
う
考
え
方
を
提
唱
し
、す
べ
て
の
人
々
の

功
徳
を
、広
く
永
遠
に
つ
な
が
る
循
環
の
中
に
導
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
在
の
こ
の
世
界
が
、過
去
の
無
数
の
故
人
の
遺
志
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
き
た
よ

う
に
、社
会
や
環
境
、文
化
は
長
い
歴
史
の
中
で
築
き
上
げ
ら
れ
、そ
し
て
今

を
生
き
る
私
た
ち
が
未
来
の
歴
史
を
築
い
て
ゆ
く
の
で
す
。
同
じ
く
過
去
の

遺
志
も
ま
た
、未
来
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
美
し
く
永
遠
に
つ
な
が
る
循

環
の
螺
旋
。
現
在
を
生
き
る
私
た
ち
は
、過
去
に
姿
を
消
し
た
人
た
ち
に
語
り

か
け
な
が
ら
未
来
を
創
造
し
て
い
き
ま
す
。
人
は
亡
く
な
っ
て
も
、そ
の
存
在
は

消
滅
し
な
い
。
そ
の
意
識
は
、姿
を
変
え
て
こ
の
大
地
に
根
付
い
て
い
き
ま
す
。

今
ま
さ
に
私
た
ち
は
そ
の
上
に
立
っ
て
お
り
、私
た
ち
が
大
地
に
根
付
く
こ
ろ
、

そ
こ
に
は
未
来
の
子
ど
も
た
ち
が
立
っ
て
い
る
の
で
す
。

フィボナッチ螺旋  Fn-1（過去）＋Fn（現在）＝Fn+1（未来）
数列のひとつで、今の数と1つ前の数を足すと、次の数になっている数の列。
暮らし、歴史、伝統といったものまでが、この現象と重なって見えてきます。

過去＋現在＝未来
先人の遺志の上に今を重ねて持続する未来をつくる
これは時間を超えた「回向」  東長寺が大切にしてきた世界観です

現在

未来

過去
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東
長
寺
は
二
十
年
に
わ
た
り
、生
前
授
戒
の
仕
組
み
を
社
会
に
提
案
し
つ
づ

け
、現
在
で
は
一
万
二
千
名
を
超
え
る
方
に
戒
名
を
お
授
け
し
、お
釈
迦
さ
ま
の

弟
子
と
な
っ
て
仏
縁
を
結
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
永
代
供
養
付
生
前
個
人
墓

の
先
駆
け
と
し
て
、こ
の
仕
組
み
は
、そ
の
後
、多
く
模
倣
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
が
、そ
の
本
質
は
忘
れ
去
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

東
長
寺
は
、お
墓
を
売
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

生
前
に
授
戒
を
し
、
仏
弟
子
と
な
っ
て
、
仏
の
教
え
の
も
と
に
生
き
る
こ
と

が
、仏
教
徒
と
し
て
本
来
あ
る
べ
き
姿
で
す
。
東
長
寺
で
は
、生
き
て
い
く
今
を

仏
弟
子
と
し
て
過
ご
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
、一
日
法
要
の
中
で
授
戒
式
を
行
っ

て
い
ま
す
。
戒
を
受
け
た
多
く
の
方
々
が
、互
い
に
仏
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
き

ま
し
た
。こ
の
よ
う
に
東
長
寺
は
、皆
さ
ま
と
お
寺
、仏
の
教
え
と
の
つ
な
が
り

を
深
め
、そ
し
て
同
時
に
、供
養
の
あ
り
方
を
見
直
し
て
き
ま
し
た
。

　

供
養
の
本
質
と
は
、亡
き
故
人
を
悔
や
む
こ
と
で
は
な
く
、そ
れ
を
糧
と
す
る

こ
と
な
の
で
す
。

﹇
未
来
へ
の
回
向
1
﹈

仏
の
教
え
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
る

生
前
授
戒

仏
縁
を
結
び
、自
ら
が「
回
向
」を
体
現
す
る

仏
の
教
え
と
の
つ
な
が
り
を
深
め

供
養
の
あ
り
か
た
を
見
直
し
ま
す

一
日
法
要
次
第

一 

坐
禅 

 

曹
洞
宗
の
教
え
で
は
、坐
禅
は
悟
り
を
開
く
た
め
の
も

の
で
は
な
く
、
坐
る
こ
と
自
体
が
悟
り
で
す
。
こ
れ
を

「
只
管
打
坐（
し
か
ん
た
ざ
）」と
い
い
ま
す
。

二 

祝

諷
経 

 

釈
尊
、歴
代
祖
師
へ
の
供
養
の
お
経
、ま
た
、仏
法
の
興
隆

と
世
界
平
和
、人
々
の
幸
せ
を
祈
る
お
経
を
唱
え
ま
す
。

三 

作さ

む務 
 

修
行
の
一
環
と
し
て
行
う
掃
除
等
を
作
務
と
い
い
ま
す
。

四 

写
経 

 

東
長
寺
で
は
般
若
心
経
の
原
典
、「
大
般
若
経
六
百

巻
」を
写
経
し
ま
す
。

五 

授じ
ゅ
か
い
し
き

戒
式 

 

釈
尊
よ
り
代
々
伝
え
ら
れ
た
戒
律
を
授
か
り
、仏
弟
子

と
な
り
ま
す
。こ
の
と
き
、戒
名
を
授
か
り
ま
す
。

六 

薬や
く
せ
き石 

 

薬
石
と
は
仏
弟
子
が
い
た
だ
く
夕
食
の
こ
と
で
す
。

七 

仏
教
文
化
講
座 

 

仏
教
と
そ
の
歴
史
は
も
と
よ
り
、
民
俗
学
、
美
術
、
文

学
、音
楽
な
ど
、仏
教
を
通
じ
て
見
た
世
界
を
幅
広
く

と
り
あ
げ
、講
師
を
招
い
て
講
座
を
開
き
ま
す
。

八 

供
養 

 

年
間
を
通
じ
て
、そ
の
月
に
亡
く
な
っ
た
方
々
の
供
養

を
行
っ
て
い
ま
す
。
水
の
苑
に
灯
火
を
と
も
す「
萬
燈
供

養
」と
い
う
形
で
行
い
ま
す
。

授
戒
の
後
、
戒
名
を
記
載
し
た
位
牌
が
納
骨
堂
に
設
置
さ
れ
、
死
後
、
納
骨
さ
れ
て
、

永
代
に
供
養
さ
れ
ま
す
。

し
ゅ
く
と
う
ふ
ぎ
ん



09 ［写真］茂木綾子（上4点）

　

先
人
の
存
在
は
、時
に
記
憶
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
の
ひ
と

つ
が「
経
」
で
す
。
経
と
は
仏
弟
子
た
ち
が
長
い
年
月
を
か
け
て
、お
釈
迦
さ

ま
の
記
憶
を
文
字
に
記
録
し
、
伝
え
て
き
た
も
の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
の
弟

子
で
あ
る
私
た
ち
の
つ
と
め
と
は
、亡
き
人
の
記
憶
、遺
志
を
記
録
し
、未
来
に

つ
な
げ
る
こ
と
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
供
養
の
本
質

だ
と
す
れ
ば
、私
た
ち
は
今
一
度
、供
養
の
あ
り
方
を
問
う
て
ゆ
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

［
参
り
墓
］
│
故
人
と
と
も
に
生
き
る

　

東
長
寺
は
、こ
の
た
び
文
由
閣
を
建
立
す
る
と
と
も
に
、文
由
閣
龍り
ゅ
う
じ
ゅ樹

堂
の

「
参
り
墓
」と
、地
方
寺
樹
林
葬
の「
祀
り
墓
」に
分
骨
す
る
両
墓
制
を
提
案
し

て
い
ま
す
。﹇
※
﹈

　

お
参
り
と
い
う
行
為
は
、亡
き
故
人
と
会
話
を
し
、今
を
生
き
る
私
た
ち
が

何
を
す
べ
き
な
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
す
。
過
去
、現
在
、未
来
へ
と
つ
な
が
る
私

仏
弟
子
の
つ
と
め
を
考
え
る



　

故
人
の
祀
り
方

│
そ
れ
は
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
私
た
ち
の
大
き
な
課
題

で
す
。
故
人
を
祀
る
た
め
に
一
族
で
お
墓
を
守
っ
て
ゆ
く
と
い
う
現
代
社
会
の

こ
の
制
度
は
、必
ず
し
も
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
少
子
化
に
よ
る
後
継

者
不
足
の
た
め
で
す
。
東
長
寺
は
、遺
骨
や
墓
を
一
族
で
維
持
す
る
と
い
う
物

理
的「
在
る
」
供
養
か
ら
、故
人
の
想
い
を
受
け
取
り
、未
来
へ
と
伝
え
る
精
神

的「
成
る
」供
養
へ
の
昇
華
を
目
指
し
て
い
ま
す
。　

　

「
縁
の
会
」を
立
ち
上
げ
た
際
に「
授
戒
」を
、多
宝
塔
を
立
ち
上
げ
た
際
に

「
合
祀
」を
、そ
し
て「
結
の
会
」を
立
ち
上
げ
る
際
に
は「
両
墓
制
」と
、そ
れ

供
養
の
あ
り
方
を
見
直
す

│

在
る
か
ら
成
る
へ

た
ち
の
意
識
を
故
人
と
と
も
に
考
え
て
い
く
こ
と
と
も
言
え
ま
す
。
現
在
、お

参
り
の
習
慣
は
、お
盆
や
お
彼
岸
、故
人
の
命
日
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
き
て
い
ま

す
が
、私
た
ち
が
故
人
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
の
は
、そ
の
よ
う
な
決
ま
っ
た
日

だ
け
で
し
ょ
う
か
。
亡
く
な
っ
た
あ
の
人
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
、生
ま
れ
た
子

ど
も
を
見
せ
た
く
な
っ
た
、あ
の
人
と
話
が
し
た
く
な
っ
た

│
そ
う
い
う
日
に

い
つ
で
も
気
軽
に
お
参
り
で
き
る
、そ
れ
が
参
り
墓
の
役
割
で
す
。

　

東
長
寺
は
、今
を
生
き
る
私
た
ち
と
歴
史
を
司
っ
た
故
人
と
の
距
離
を
近

く
に
保
ち
、
亡
き
故
人
と
と
も
に
未
来
を
つ
く
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

※
両
墓
制
は「
結
の
会
」会
員
さ
ま
が
対
象
の
仕
組
み
で
す
が
、「
縁
の
会
」会
員
の
希
望
者

さ
ま
に
も
ご
対
応
し
て
お
り
ま
す
。
詳
細
は
別
紙
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

墓石を維持する家族による供養

納骨される個人墓と（参り墓）と地方寺の樹林葬（祀り墓）による永代供養［両墓制］

納骨される個人墓の永代供養
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東
長
寺「
縁
の
会
」は
、時
代
に
先
駆
け
て
家
系
制
度
か
ら
脱
却
し
、仏
教
本
来

の
あ
り
方
を
提
案
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、さ
ら
に
難
し
い
問
題
を
抱
え
る
時
代

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
現
在
、東
京
都
心
部
の
出
生
率
は
一・
〇
六
人
、こ
れ
は
言

い
換
え
る
と
二
つ
に
一つ
の
墓
に
は
後
継
者
が
い
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

無
縁
仏
と
い
わ
れ
る
お
参
り
さ
れ
な
い
墓
が
増
え
て
き
て
い
る
一
番
の
要
因
は
、こ

こ
に
あ
り
ま
す
。一
方
で
、離
婚
率
の
上
昇
や
家
族
形
態
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
、

個
人
墓
の
需
要
は
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、現
在
都
心
で
は
年
間
十
一
万

人
が
亡
く
な
っ
て
お
り
、今
後
三
〇
年
間
で
亡
く
な
る
方
す
べ
て
が
、個
人
で
墓

石
を
設
け
た
と
す
る
と
、十
一
万（
死
者
数
）×
三
〇
年
×
三
㎡（
一
般
的
な
墓
地
面

積
）＝
九
九
〇
万
㎡
。こ
の
面
積
は
、中
央
区
と
ほ
ぼ
同
等
の
面
積
に
相
当
し
ま

す
。つ
ま
り
、わ
ず
か
三
〇
年
間
で
中
央
区
す
べ
て
が
墓
地
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。そ
の
墓
が
、い
ず
れ
誰
も
お
参
り
す
る
こ
と
の
な
い
無
縁
仏
に

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
す
れ
ば
、こ
れ
か
ら
の
時
代
に
墓
石
を
設
け
る
こ
と
、ま
た
、

そ
れ
を
保
っ
て
い
く
こ
と
に
は
残
念
な
が
ら
限
界
が
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

墓
は
元
来
、家
族
で
守
る
も
の
で
は
な
く
、権
力
や
富
を
も
つ
一
部
の
層
を

中
心
に
し
た
個
人
の
も
の
で
し
た
。
家
族
で
墓
を
維
持
し
て
い
く
、い
わ
ゆ
る

現
在
の
檀
家
制
度
と
い
う
も
の
が
誕
生
し
た
の
は
明
治
以
降
の
こ
と
、さ
ら
に

言
え
ば
、誰
も
が
お
墓
を
自
由
に
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、日
本
が
豊

か
に
な
り
、霊
園
と
い
っ
た
形
態
の
墓
地
が
定
着
し
た
昭
和
の
高
度
経
済
成
長

の
後
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
の
中
で
、墓
を
も
つ

こ
と
が
、あ
え
て
言
え
ば
墓
石
の
大
き
さ
が
ス
テ
イ
タ
ス
に
な
っ
た
時
代
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
社
会
通
念
の
中
で
、墓
石
を
も
て
な
い
、家
族
の
墓
を

保
ち
継
承
で
き
な
い
私
は
信
心
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
、そ
の
よ
う
な
声
を
聞
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、仏
教
に
お
い
て
、墓
を
建
て
る
こ
と
を
義
務
づ
け

て
い
る
教
義
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
の
本
質
は
墓
の
維
持
で
は
な
く
、供
養
し

て
い
く
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
次
代
の
寺
院
は
墓
を
中
心
と
し
た
考
え
方
を
示

す
の
で
は
な
く
、仏
教
の
本
質
で
あ
る
供
養
主
体
の
姿
を
考
え
て
い
く
べ
き
な

の
で
す
。

家
系
制
度
の
墓
地
継
承
問
題
を
憂
う

ぞ
れ
仏
教
が
も
つ
伝
統
様
式
に
近
代
的
な
解
釈
を
加
え
て
提
示
し
て
き
ま
し

た
。
授
戒
は
葬
式
で
す
る
も
の
、合
祀
は
す
る
べ
き
で
な
い
、祀
り
墓
は
捨
て
墓

で
あ
る

│
こ
の
よ
う
な
社
会
通
念
を
改
め
、生
前
に
授
戒
す
る
こ
と
で
仏
弟

子
と
し
て
仏
の
教
え
に
生
き
る
、血
縁
を
超
え
仏
縁
で
つ
な
が
る
人
々
が
永
劫

に
祀
ら
れ
る
、自
然
環
境
あ
ふ
れ
る
地
に
還
り
、身
近
に
い
つ
で
も
遥
拝
す
る
こ

と
が
で
き
る
、そ
の
よ
う
な
姿
を
提
案
い
た
し
ま
す
。
東
長
寺
は
、常
に
時
代
に

呼
応
し
、伝
統
に
根
付
い
た
提
案
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。
し
か
し
、東
長
寺
は

そ
の
伝
統
文
化
を
た
だ
信
奉
す
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
い
か

に
し
て
時
代
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
か
、照
射
し
循
環
さ
せ
る
か
、そ
れ
を
問
い
続

け
て
ま
い
り
ま
す
。

［イラスト］小野修子（p.10–15）
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個
人
墓
が
市
民
権
を
得
て
き
て
い
る
中
、亡

く
な
っ
た
後
、元
の
自
然
に
還
り
た
い
と
い
う
需

要
が
存
在
し
、そ
れ
を
実
現
し
て
き
た
の
が
樹

木
葬
で
す
。
樹
木
葬
の
起
こ
り
は
、岩
手
県
一

関
の
環
境
N
P
O
団
体
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
臨

済
宗
の
ご
住
職
が
、自
然
豊
か
に
見
え
る
東
北

の
山
林
が
荒
廃
し
て
い
る
現
実
を
直
視
し
た
こ

と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
寺
の
背
後
に
あ
る
山

林
環
境
を
甦
ら
せ
る
こ
と
が
、樹
木
葬
の
理
念

だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
現
在
、樹
木
葬
を
名
乗

る
も
の
の
中
に
は
、大
地
に
還
り
、自
ら
の
生
き

た
証
が
環
境
に
回
向
さ
れ
て
い
く
と
、言
い
難

樹
林
葬

檀
信
徒
が
つ
く
る

新
し
い
地
縁
が

寺
院
の
継
承
に
つ
な
が
り

環
境
の
創
造
に
つ
な
が
る

﹇
未
来
へ
の
回
向
2
﹈

循
環
・
持
続
世
界
を
生
み
出
す
こ
と
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い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
東
長
寺
は
こ
の
た
び
、真

の
樹
木
葬
の
理
念
を
継
承
し
、現
状
の
環
境
保

全
に
留
ま
ら
ず
、失
わ
れ
た
環
境
を
再
生
し
、

新
た
な
環
境
を
創
造
す
る
こ
と
、そ
れ
を「
樹

林
葬
」と
名
付
け
、両
墓
制
と
い
う
新
た
な
仕

組
み
を
提
案
い
た
し
ま
す
。

　

個
人
墓
の
増
加
も
、や
が
て
は
都
市
圏
の
墓

地
不
足
と
い
う
課
題
に
行
き
着
き
ま
す
。こ
れ

を
解
決
す
る
の
が
両
墓
制
で
す
。つ
ま
り
、都

心
の
東
長
寺
に
納
骨
し
、地
方
寺
の
樹
林
葬
に

分
骨
す
る
方
法
で
す
。
日
常
生
活
の
場
に
近
い

「
参
り
墓
」と
、遠
い
け
れ
ど
環
境
の
良
い「
祀

り
墓
」の
両
墓
を
も
つ
の
で
す
。
埋
葬
地
を
求

め
て
徐
々
に
墓
が
遠
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。い
つ
ま
で
も
近
く
に
参
り
墓
の
あ
る
暮
ら

し
を
す
る
た
め
の
両
墓
制
な
の
で
す
。

［
祀
り
墓
］│
自
ら
の
生
き
た
証
が
未
来
を
つ
く
る

　

家
族
の
問
題
の
他
に
、低
成
長
時
代
の
現
在
、地
方
の
再
生
が
大
き
な
課
題
の
ひ
と
つ
で
す
が
、両
墓
制
で
地
方
寺
に「
祀
り
墓
」を
も
つ
こ
と
が
、こ
の
問
題
を
解
決

す
る
一
助
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
少
子
化
と
檀
家
の
減
少
で
、全
国
の
地
方
寺
は
継
続
が
困
難
な
と
こ
ろ
も
増
え
て
い
ま
す
。
地
方
に
墓
を
も
つ
こ
と
で
、地
方
寺
や
そ
の

周
辺
地
域
と
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、人
々
は
縁
で
つ
な
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
血
縁
、出
生・
生
活
地
の
縁
、職
場
の
縁
な
ど
の
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
縁
を
超
え
、第
三

の
地
縁
を
つ
く
る
こ
と
の
意
味
を
追
求
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。そ
う
す
る
こ
と
で

死
が
個
人
の
終
焉
で
は
な
く
、地
方
を
支
援
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

の
で
す
。
樹
林
葬
は
、そ
の
場
所
を
含
む
周
辺
環
境
を
活
性
化
し
て
ゆ
き
ま
す
。
自
然
環
境
へ
埋
葬
し
、「
祀
り
墓
」と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、地
方
の
寺
院
と
共
働
し
な
が

ら
未
来
を
創
造
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
東
長
寺
が
、両
墓
制
・
地
方
寺
環
境
支
援
を
展
開
し
て
い
く
意
義
は
、こ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
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文
化
と
は
、衣
食
住
に
関
わ
る
も
の
か
ら
、言
葉
、学
術
、芸
術
な
ど
と
て
も
幅
広
い
も
の
で
す

が
、総
じ
て
私
た
ち
の
生
き
方
を
形
づ
く
る
、行
動
様
式
や
振
る
舞
い
を
意
味
し
ま
す
。
文
化
は

一
人
で
は
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、皆
で
共
有
し
て
初
め
て
文
化
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
文
化

は
時
代
を
超
え
て
共
有
さ
れ
、過
去
か
ら
現
在
へ
、現
在
か
ら
未
来
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

同
時
代
の
人
々
を
超
え
、さ
ら
に
違
う
時
代
の
人
々
と
共
有
す
る
こ
と
が
文
化
を
回
向
す
る
こ

と
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

東
長
寺
は
文
化
の
由
縁
に
な
る
と
い
う
指
針
の
も
と
、こ
の
た
び
文
由
閣
を
建
立
い
た
し
ま
し

た
。そ
の
名
の
と
お
り
、寺
院
に
集
ま
る
人
々
の
意
識
が
文
化
・
環
境
の
発
展
に
寄
与
し
、集
約
さ
れ

る
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
文
化
と
は
偶
然
に
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

人
々
の
意
識
が
集
約
さ
れ
た
場
所
に
生
ま
れ
る
も
の
で
す
。
過
去
、精し
ょ
う
じ
ゃ
舎
と
い
う
場
所
が
仏
弟
子

た
ち
の
意
識
を
共
有
し
あ
い
、仏
教
文
化
が
発
展
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、仏
弟
子
で
あ
る
私
た
ち
の
意

識
を
集
約
す
る
、そ
の
よ
う
な
寺
院
の
姿
を
皆
さ
ま
と
と
も
に
育
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
の
境
地
を
表
し
た
言
葉
に
、「
釣
ち
ょ
う
げ
つ
こ
う
う
ん

月
耕
雲
」と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
を
次

の
よ
う
に
解
釈
し
て
み
ま
す
。
月
に
な
ぞ
ら
え
た
文
化
を
釣
り
、時
代
を
照
ら
す
こ
と
、そ
し
て

環
境
を
豊
か
に
す
る
恵
み
の
雨
の
源
で
あ
る
雲
を
耕
す
こ
と
。い
ず
れ
も
循
環
的
に
私
た
ち
の
意

識
を
未
来
へ
と
つ
な
げ
、私
た
ち
は
こ
の
大
地
に
根
付
い
て
い
き
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
で
あ

る
私
た
ち
は
、そ
れ
を
続
け
る
媒
体
と
な
る
。こ
れ
こ
そ
、東
長
寺
が
表
明
す
る「
寺
の
あ
る
暮
ら

し
」の
新
し
い
あ
り
方
な
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。　

人
が
意
識
を
共
有
す
る

そ
の
時
に
文
化
が
生
ま
れ
る

同
時
代
の
人
々
の
間
で

そ
し
て
時
代
を
超
え
た
人
々
の
間
で

月＝文化を探して、雲間に釣り出す、その月明かりを皆で共有
する。照らされた先には、次世代の文化が生まれます。そして
次代に育まれる新たな文化は、また月となり、その先の文化を
照らしていく。文化とはそうした循環の中に存在します。 文

化
を
回え

こ

う向
す
る
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意
識
に
よ
っ
て
起
こ
り

文
化
の
育
成
を
承
り

循
環
の
中
へ
と
転
回
し

未
来
の
創
造
に
結
実
す
る

文化にはそれを共有し、育むための土壌が必要です。それ
を豊かにするのは、この時代に生きる私たちのつとめ。雲を
耕す、つまり土壌を潤すための働きかけをすることで、文化の
種は芽を出し、成長し、花を咲かせて実をつける。その実は
次の世代の土壌に種を落とし、また次の世代が潤した土壌
で芽を出す。文化に必要な土壌は、それぞれの世代の人
間が潤し豊かにしなければならないもので、文化はその連続
の間を永く継続してゆきます。

　

私
た
ち
の
意
識
は
、自
己
か
ら
他
己
へ
向
か
い
始
め
て
い
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
、今
一

度
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
と
は
、電
力
や
火
力
、原
子
力
な
ど
と
い
う
議
論
を
超

え
、社
会
を
構
成
す
る
私
た
ち
の
行
動
様
式
、振
る
舞
い
、つ
ま
り
文
化
を
ど
の
よ
う
に
創
造
し
て

ゆ
く
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

文
化
の
土
壌
は
自
然
と
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
文
化
を
共
有
す
る
空
間
や
、そ

れ
を
実
践
す
る
人
、享
受
す
る
人
が
交
感
す
る
状
況
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
環

境
を
つ
く
っ
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
の
が
、東
長
寺
の
考
え
る
、文
化
を
担
い
育
む
姿
勢
で
す
。
環
境
か

ら
文
化
ま
で
は
私
た
ち
を
媒
介
と
し
た
ひ
と
つ
な
ぎ
の
循
環
の
中
に
あ
り
ま
す
。
人
は
環
境
が

変
わ
る
こ
と
で
、意
識
が
変
わ
り
、そ
の
意
識
が
変
わ
る
最
中
に
新
し
い
文
化
と
い
う
も
の
が
生
ま

れ
て
ゆ
き
ま
す
。

　

地
方
寺
支
援
、伝
統
文
化
支
援
は
、は
じ
ま
り
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
自
己
の
存
在
を
他

己
の
環
境
と
社
会
の
た
め
に
活
か
す
と
い
う「
回
向
」の
理
念
は
、今
後
、寺
院
や
伝
統
工
芸
に
留

ま
ら
ず
、さ
ま
ざ
ま
な
分
野
や
活
動
へ
の
支
援
に
も
及
ん
で
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
契
機
と
な

る
の
が
、故
人
な
ら
び
に
私
た
ち
の
意
識
、つ
ま
り
仏
弟
子
で
あ
る
檀
信
徒
皆
さ
ま
の
存
在
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
意
識
に
よ
っ
て
起
こ
り
、社
会
の
環
境・
文
化
の
育
成
を
承
り
、そ
れ
が

循
環
の
サ
イ
ク
ル
に
転
回
し
、未
来
の
創
造
に
結
実
す
る
も
の
、そ
れ
が「
結
の
会・
両
墓
制
」な
の

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

過去

現在

未来
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檀
家
を
も
つ
寺
院
の
ほ
と
ん
ど
は
、応
任
の
乱（
一
四
六
七
年
）か
ら
江
戸
時

代
の
初
期
ま
で
の
約
二
百
年
に
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
近
世
以
降
の

「
村
」や
個
々
に
独
立
し
た「
家
」
が
確
立
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
生
産
の

基
盤
で
あ
る
土
地
を
累
代
に
継
承
す
る「
家
」は
祖
先
祭
祀
を
発
達
さ
せ
る

こ
と
に
な
り
、そ
れ
が
仏
教
の
葬
式
や
供
養
儀
礼
と
結
び
つ
き
、さ
ら
に
は
切

支
丹
を
禁
制
を
目
的
と
し
た
寺
請
制
度
が
制
度
的
な
裏
付
け
を
与
え
て
、

今
日
の
寺
檀
制
の
基
礎
が
つ
く
ら
れ
た
。
村
八
分
の
残
り
二
分
が
葬
式
と
火

事
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、地
域
社
会
に
は「
家
」
同
士
の「
共
葬
」関
係
が
成
立

し
て
い
た
。
か
つ
て
寺
院
は
そ
の
タ
テ
ヨ
コ
の
交
点
に
位
置
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

明
治
三
十
一
年
に
施
行
さ
れ
た
民
法
で
は
、戸
主
制
度
と
の
関
係
で
墓
地

は
、「
家
」の
祭
祀
財
産
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
祖
先
祭
祀
を
通
じ
て

国
民
精
神
の
強
化
を
図
る
政
府
の
政
策
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
伝
統
的

な
仏
教
習
俗
の
多
く
は
根
拠
の
な
い
迷
信
と
し
て
排
除
さ
れ
た
が
、祖
先
祭

祀
は
そ
れ
を
免
れ
た
。
柳
田
国
男『
明
治
大
正
世
相
編
』に
は
、明
治
に
な
っ

て
自
葬
が
禁
止
さ
れ
る
と
と
も
に
葬
埋
地
が
限
定
さ
れ
て
、庶
民
階
級
も
家

の
資
力
に
応
じ
て
大
き
な
石
墓
を
つ
く
る
こ
と
が
盛
ん
と
な
っ
た
た
め
に
、特

に
都
市
に
お
い
て
共
同
墓
地
の
不
足
や
土
地
の
権
利
の
高
騰
が
起
こ
っ
た
と

書
か
れ
て
い
る
。

　

日
本
最
初
の
公
園
墓
地
で
あ
る
多
磨
霊
園
の
建
設
に
関
わ
り
、そ
の
後
の

墓
地
行
政
の
範
と
な
っ
た
井
下
清
は
、都
市
に
お
け
る
墓
地
に
つ
い
て
、都
市

生
活
の
勲
功
者
の
施
設
で
あ
り
、鄭
重
か
つ
永
遠
の
慰
霊
の
場
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、幾
十
年
に
は
必
然
的
に
一
定
割
合
で
家
の
断
絶
が
起
こ
る
こ

と
か
ら
、一
定
年
限
の
後
に
合
葬
し
、記
録
の
み
長
期
間
保
存
す
る
よ
う
な
形

態
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
で
に
都
市
社
会
に
お
け
る「
家
」を

中
心
と
し
た
墓
制
度
、祖
先
祭
祀
の
あ
る
程
度
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　

高
度
経
済
成
長
期
を
迎
え
た
一
九
七
〇
年
代
に
は
、全
国
的
に
、①
中
心

儀
礼
の
変
化
：
葬
列
か
ら
告
別
式
、②
葬
儀
実
働
補
助
の
変
化
：
葬
式
組

か
ら
葬
儀
社
、③
葬
法
の
変
化
：
土
葬
か
ら
火
葬
、の
三
つ
が
並
行
し
て
進
ん

だ
。こ
れ
ら
変
化
は
、職
住
分
離
や
親
子
で
職
業
が
異
な
る
な
ど
、生
活
様
式

の
都
市
化
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
葬
儀
の
意
味
づ
け
も
、地

域
あ
げ
て
の
公
の
行
事
か
ら
喪
家
の
私
の
行
事
へ
と
、ま
た
、地
域
主
体
の「
送

り
出
し
」
中
心
の
儀
礼
か
ら
遺
族
が「
弔
問
を
受
け
る
」
中
心
の
儀
礼
へ
と
変

化
し
た
。こ
れ
を
、第
一
段
階
目
の
葬
儀
の
個
人
化
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
か
ら
、特
に
大
都
市
部
を
中
心
に
、従
来
の
葬
儀
や
墓
地

の
あ
り
方
に
つ
い
て
批
判
や
変
革
の
動
き
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
に
は
継

承
者
が
い
な
い
人
間
の
墓
地
取
得
の
問
題
が
あ
り
、血
縁
で
な
い
人
々
が
同

じ
永
代
供
養
墓
に
入
る
活
動
の
原
型
も
、こ
の
頃
つ
く
ら
れ
た
。こ
う
し
た
葬

儀
や
墓
地
の
あ
り
方
の
改
革
運
動
は
、葬
儀
の
関
心
が
、他
者（
親
な
ど
）を
ど

う
葬
る
べ
き
か
で
は
な
く
、自
分
自
身
が
ど
う
葬
ら
れ
る
か
と
い
う
視
点
に

変
わ
っ
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
お
り
、こ
の
変
化
を
、第
二
段
階
目
の
葬
儀
の

個
人
化
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
初
の
個
人
化
に
よ
っ
て
葬
儀
は
、遺
族
を
弔
問
し
、悲
嘆
を
癒
や
す
た
め

の
儀
礼
、す
な
わ
ち
二
人
称
の
死
に
関
わ
る
儀
礼
と
な
っ
た
が
、二
番
目
の
個

人
化
で「
自
分
は
ど
う
葬
ら
れ
る
の
か
」と
い
う
一
人
称
の
儀
礼
に
変
わ
っ
た
。

葬
儀
は「
自
己
の
最
終
表
現
」
で
あ
り
、「
人
生
の
卒
業
式
」と
も
考
え
ら
れ

葬
儀
の
個
人
化
と
終
活
─
村
上
興
匡
﹇
大
正
大
学
教
授
﹈
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は
よ
り
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
。「
人
は
一
人
で
生
ま
れ
、一
人
で
死
ぬ
」と
い
わ

れ
る
が
、実
際
は
さ
ま
ざ
ま
な
縁
の
中
で
生
き
て
い
る
。

　

か
つ
て
、先
祖
を
供
養
す
る
と
い
う
こ
と
は
家
や
親
族
、地
域
に
関
わ
る
こ

と
で
あ
っ
て
公
的
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
都
市
化
や
高
齢
化
が

進
ん
で
、葬
儀
が
個
人
化
し
、き
わ
め
て
私
的
な
こ
と
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
遺
族
へ
の
社
会
的
拘
束
は
緩
く
な
り
、葬
儀
だ
け
で
な
く
墓
地
の
あ

り
方
も
多
様
化
し
て
く
る
。
仏
壇
に
位
牌
を
祀
る
の
で
は
な
く
、写
真
を
飾
っ

て
語
り
か
け
た
り
、死
者
の
骨
の
一
部
を
墓
で
は
な
く
手
元
に
残
す「
手
元
供

養
」な
ど
の
新
し
い
形
が
現
れ
る
。
地
域
の
人
々
が
同
じ
寺
の
墓
に
入
る
か
つ

て
の
社
会
に
戻
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
と
し
て
も
、バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
個
人
を

寺
院
を
核
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
再
結
集
す
る
こ
と
は
意
味
の
あ
る
こ
と
だ

と
考
え
る
。
無
縁
社
会
と
言
わ
れ
る
時
代
、新
し
い
同
葬
共
同
体
の
構
築
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
終
活
」（
人
生
の
終
わ
り
の
た
め
の
活
動
）や「
死
に

支
度
」と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
は
じ
め
る
の
も
、こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。

　

「
終
活
」の
考
え
方
の
背
後
に
は
、親
戚
や
地
域
、会
社
と
い
っ
た
し
が
ら
み

を
断
っ
て
き
た
戦
後
の
社
会
変
化
を
肯
定
的
に
評
価
し
た
上
で
、そ
の
結
果

と
し
て
生
じ
た「
ひ
と
り
で
死
ぬ
こ
と
」を
引
き
受
け
て
い
く
べ
き
と
の
姿
勢

が
あ
る
。
社
会
学
者
上
野
千
鶴
子
氏
は『
お
ひ
と
り
さ
ま
の
老
後
』の
中
で
、

準
備
さ
れ
た
在
宅
ひ
と
り
死
と
無
縁
死
を
区
別
し
、相
応
し
い
死
に
方
を
す

る
た
め
に
、間
を
お
か
ず
発
見
し
て
も
ら
え
る
よ
う
こ
ま
め
な
人
間
関
係
を
つ

く
る
こ
と
、葬
儀
や
墓
の
希
望
を
伝
え
、必
要
な
費
用
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
す

る
こ
と
な
ど
を
、生
前
に
行
う
べ
き
準
備
と
し
て
推
奨
し
て
い
る
。

　

戦
後
、日
本
人
は
個
の
自
立
を
尊
重
す
る
社
会
を
つ
く
り
上
げ
て
き
た
。

「
ま
わ
り
に
迷
惑
を
か
け
な
い
」と
い
う
言
葉
は
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、遺
さ
れ
た
者
た
ち
の
喪
失
の
悲
嘆
を
、周
囲
の
者
た
ち
が
癒
や
す
こ
と

む
ら
か
み
・こ
う
き
ょ
う

1
9
6
0
年
群
馬
県
生
ま
れ
。
大
正
大
学
文
学
部
教
授
。
天
台
宗
僧
侶
。
東
京
大
学
文
学
部
卒
。
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
研
究
科
博
士
課
程
修
了
、文
学
博
士
。
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
、

文
化
庁
宗
務
課
専
門
職
員
、東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
助
手
を
へ
て
現
職
。
専
攻
は
宗
教
学
宗
教
史
学（
宗
教
社
会
学
、宗
教
民
俗
学
）。
近
代
化
に
よ
る
死
の
意
識
の
変
化
に
つ
い
て
研
究
。
編
著

書
に『
慰
霊
の
系
譜

│
死
者
を
記
憶
す
る
共
同
体
』、『
社
葬
の
経
営
人
類
学
』な
ど
。



﹇
檀
信
徒
参
拝
旅
行
ご
報
告
﹈

北
陸
文
化
探
訪
の
旅

│
文
由
閣
仏
具
を
生
み
出
し
た
手
技
に
出
会
う

こ
の
た
び
の
檀
信
徒
参
拝
旅
行
で

は
、
東
長
寺
が
新
た
に
建
立
し
た

文
由
閣
の
仏
具
が
誕
生
し
た
伝
統

工
芸
の
現
場
を
訪
ね
ま
し
た
。
普

段
は
な
か
な
か
入
る
こ
と
が
で
き

な
い
工
房
を
訪
ね
、失
わ
れ
つ
つ
あ

る
伝
統
と
、そ
こ
で
の
新
た
な
試
み

を
体
感
し
て
い
た
だ
く
の
が
今
回

の
旅
行
の
主
旨
で
す
。
こ
の
旅
を

通
し
て
、古
い
も
の
を
守
る
だ
け
で

は
な
く
、新
し
い
も
の
を
生
み
出
そ

う
と
す
る
そ
の
姿
勢
に
、あ
ら
た
め

て
強
く
共
感
い
た
し
ま
し
た
。

　

東
長
寺
は
文
由
閣
建
立
を
契

機
に
、
今
後
と
も
未
来
の
文
化
を

創
造
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
場
を
檀

信
徒
の
皆
さ
ま
と
と
も
に
支
援
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

1日目

柔軟な発想力で「錫
すず

」の魅力を世界に発信
錫は古くから仏具にも使われた金属。錆
びに強く、手で曲げられるほど柔らかな素
材です。その特長をテーブルウェアなどに
活かしている工房を訪ねました。網状の鍋
敷きかと思いきや、指で引っ張ると、なんとフ
ルーツバスケットに。そんな驚きと発見の連
続でした。

●		積極的に情報発信されていた。自分たちでマーケティングしつつ、日本国内だけでなく、
諸外国にもオンタイムで情報を発信しているからこそ、若い職人さんも多いのでしょう。

●		あっという間に、二次元から三次元に変わる錫の柔らかさに、とにかく驚きました。製品
もユニーク。

［7:52］
東京から新高岡へ

［11:00］
工房見学「能作」

ここが高岡鋳物の発祥の地。伝統の町家が軒を連ねた風情たっぷりの場所。今回特別に、かつて鋳物製
造を行っていた町家「小泉邸」を訪問。歴史の町を内側からのぞかせていただきました。

［12:00］
「金屋町」散策と昼食
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2日目

おりんの音色を左右する調音の技

おりんの素材は、3枚の真
しんちゅう

鍮（銅と亜鉛の合金）の板。
その板を真っ赤に焼いては叩き出し、溶接。さらに
叩いてできあがります。溶接を取り入れたのは明
治以降。より安定した音が生み出せるようになった
といいます。島谷さんは、三代にわたって伝統工芸
士に認定された調音の技の持ち主。音色の変わり
ように、一同驚くばかりでした。

●		実際に触って、おりんの薄さに、まずびっくり。そして、おりんの音色。
調音前と後とで音がまったく違う！

●		伝統を守りながら、溶接という新たな技術を取り込むことで近代化
してきたと知り、時代に応じた挑戦が必要だと感じました。

化学変化で編み出される色と模様

伝統的な高岡銅器の着色技術。その美しい色は塗料ではなく、素材の化学変化
で生まれたものです。工程には、糠

ぬか

や大根おろしといった意外な材料が使われま

す。折井さんは、従来なかった新色や、困難とされた厚さ1mm以下の銅板着色に
成功。またたく間に発色する様子は、まるで手品のようでした。

大理石のような美しい色。旧来のように問屋さんに頼るのではなく、
オリジナルの製品開発の過程で生み出されたのですね。

仏殿が、とにかく素晴らしい。深い陰影、
空間の大きさと仏像の小ささの対比など、
写真からは分からない体験。

［15:00］
工房見学「シマタニ昇龍工房」

［16:00］
工房見学「モメンタムファクトリー・Orii」

［18:30］
夕食（新湊「はかま鮨」にて旬の魚と寿司）
高岡泊（高岡マンテンホテル）

美しい庭と回廊、圧倒的なスケールの仏殿。各所が国宝と国の重要文化
財に指定されています。落語研究会出身の住職のお話に、引き込まれたひ
とときでした。

［8:40］
国宝「瑞龍寺」参拝

商人が集った山町筋。土蔵造りの街並みは、火
災から免れるために編み出されたもの。国の重要
文化財である代表的商家・菅野家にも伺い、お昼
には氷見にて氷見牛を堪能しました。

［10:15］
「山町筋」散策と昼食



 ﹁
総
持
寺
の
一
門
、八
宇
に
打
開
す
﹂

能
登
地
震
乗
り
越
え
、開
祖
瑩
山
禅
師
の
偉
業
継
ぐ

 

縁
の
会
会
員
・
中
田
輝
雄（
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
）

　

八
年
前
の
二
〇
〇
七
年
三
月
二
十
五
日
、能
登
半
島
沖
で
発
生
し
た

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
六・
九
の
大
地
震
を
覚
え
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
震
源
地

に
近
い
輪
島
地
区
は
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
寸
断
さ
れ
、市
民
生
活
に
大
打
撃

を
与
え
ま
し
た
。
約
七
百
年
前
に
瑩
山
禅
師
が
門
前
町
に
開
創
し
た
大

本
山
総
持
寺
祖
院
も
大
き
な
被
害
を
受
け
、現
在
も
修
復
作
業
が
続
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
六
年
前
に
家
族
で
能
登
を
訪
れ
た
時
、た
ま
た
ま
祖
院

に
立
ち
寄
る
機
会
を
得
た
の
で
す
が
、道
路
に
は
亀
裂
が
走
り
、法は
っ
と
う堂
の

床
に
穴
が
開
い
て
い
る
の
を
見
て
、被
害
の
深
刻
さ
に
心
打
た
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
六
年
後
、再
び
祖
院
を
訪
れ
る
機
会
を
得
て
感
無
量
。
東
長

寺
は
じ
め
全
国
や
海
外
か
ら
の
寄
進
を
得
て
、よ
う
や
く
法
堂
の
修
復
が

成
っ
た
の
を
機
に
東
長
寺
の
檀
信
徒
二
十
名
の
総
諷
経
法
要
が
執
り
行
わ

れ
ま
し
た
。
導
師
は
鈴
木
永
一
監
院
老
師
自
ら
が
お
勤
め
に
な
り
、修
行

僧
な
ど
僧
侶
総
出
で
厳
か
に
営
ま
れ
ま
し
た
。
檀
信
徒
一
人
一
人
の
名
前

が
読
み
上
げ
ら
れ
た
時
に
は
感
動
の
涙
を
流
す
信
徒
も
い
た
よ
う
で
す
。

　

周
知
の
通
り
、総
持
寺
祖
院
は
元
亨
元
年（
一
三
二
一
年
）曹
洞
宗
の
第

四
祖・
瑩
山
禅
師（
常
済
大
師
）に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
ま
し
た
。「
道
元
禅
師

は
宗
門
の
父
、
瑩
山
禅
師
は
宗
門
の
母
」
と
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
瑩

山
禅
師
は
お
釈
迦
様
の
教
え
で
あ
る「
正
法
」を
全
国
に
広
め
、曹
洞
宗

発
展
の
基
礎
を
築
き
ま
し
た
。
明
治
三
十
一
年
の
大
火
災
後
、鶴
見
に

本
山・
総
持
寺
が
出
来
る
ま
で
、実
に
五
百
九
十
年
も
の
間
、曹
洞
宗
の

根
本
道
場
と
し
て
発
展
し
て
き
た
の
で
す
。

3日目
極小の木片からつくり出される広大な世界

15mmほどの小さな星形。実は、釘や接着剤は一切
使わず、薄い木片6枚を組みあげたもの。間近で見て
も、接合部が分からないほどの繊細さです。建具職
人たちが自らの技を競い合うことで、芸術品ともいえる
ほどに高度に進化してきた組子の技。美しい模様に、
ただただ魅せられました。

●		生活洋式の変化で、こうした伝統的建具の需
要が減少している現実がある。次世代につなげ
る大切さと難しさについて考えさせられます。

●		大作になると、用いる木片は約7万個にもなる
と聞き、驚きです。

［13:10］
工房見学「建具の遠藤」

［15:30］
朝ドラ「まれ」のロケ地・輪島市大島町散策と白

しろよね

米千枚田を見学

［18:30］
輪島泊（ねぶた温泉 海游 能登の庄）

［8:00］
大本山總持寺祖院にて総諷経法要
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4日目

美術館にあるような漆器の数々。その技と質感を肌で感じることができました。

現代美術って体験型が多い
のね。これは写真じゃダメ。こ
こに来てみないと全然わか
らないと思うわ。

本当は集合時間を忘れてずーっ
と瞑想していたくなるような、神
秘的な空間でした。

かつて芸子さんが行き交っていた茶屋が軒を連ねる一角で

す。今はデザインショップなどに変わり、オシャレな街並みに。
格子の伝統風景がほぼ完全に残っている、別世界でした。

現代美術中心の美術館。全周ガラ
ス張りの建築がとてもユニークでした。

能登産の食材と器を使うこと、使用した漆塗のお箸をも
らえることが「能登丼」の定義。こちらのお店は、地場の
魚介を用いた能登丼でした。

［11:40］
輪島の朝市散策と能登丼の昼食（輪島「のと吉」にて）

塗りと研ぎが、漆の輝きをつくり出す
堅牢な下地と繰り返される塗りと研ぎの工程。
どの工程も、習得には数年はかかると言いま
す。目の前で、熟練した手技を拝見。蒔絵や
沈金をあしらった作品を手にとりながら、漆なら
ではのしっとりとした感触も味合わせていただ

きました。

［13:20］
工房見学「輪島屋善仁」

日本一美しい町家と言われる「塗師の家」を特別に訪
問。高度な塗師文化が凝縮した空間で、その文化発達
の歴史について伺いました。

［13:20］
「塗師の家」見学

［17:00］
和倉温泉泊（加賀屋本陣）

［11:00］
「金沢21世紀美術館」見学

［12:20］
昼食（加賀市内にて加賀料理）

仏教を英語で広めた鈴木大拙の

記念館。資料展示を見て歩くというよ
り、精神性を体感する場所でした。

［14:00］
「鈴木大拙館」見学

［15:00］
ひがし茶屋街散策

［16:00］
金沢駅から東京へ



﹇
曹
洞
宗 

萬
亀
山 

東
長
寺 

「
結
の
会
」
発
足
並
び
に「
文
由
閣
」
建
立
記
念
﹈

 『
回え

こ

う向 

│ 

つ
な
が
る
縁
起
』展
を
振
り
返
っ
て
─
芹
沢
高
志

　
「
回
向

│
つ
な
が
る
縁
起
」
展
が
十
月
十
二
日
も
っ
て
閉
幕
し
た
。こ
れ
は
東
長
寺「
結
の

会
」発
足
と「
文
由
閣
」
建
立
を
記
念
し
て
制
作
さ
れ
た
展
覧
会
で
あ
る
。
東
長
寺
活
動
の

根
幹
に
位
置
す
る「
回
向
」と
い
う
抽
象
概
念
と
、東
長
寺
が
広
範
に
展
開
す
る
具
体
的
な

諸
活
動
と
を
、い
か
に
分
か
り
や
す
く
、統
一
的
に
紹
介
す
る
か
と
い
う
そ
の
点
に
腐
心
し
た
。

　

回
向
に
限
ら
な
い
が
、こ
の
よ
う
な
哲
学
的
概
念
、と
り
わ
け
直
観
的
把
握
を
必
要
と
す

る
深
遠
な
概
念
は
、た
だ
言
葉
で
解
説
し
て
も
一
面
的
な
理
解
し
か
得
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で

今
回
、こ
の
部
分
は
多
く
を
芸
術
の
力
に
頼
る
こ
と
に
し
た
。
イ
ン
ゴ・
ギ
ュ
ン
タ
ー
の「Seeing 

Beyond the Buddha

」は
光
だ
け
を
通
す
特
殊
な
糸
、光
フ
ァ
イ
バ
ー
を
五
千
本
以
上
束

ね
、周
囲
の
太
陽
光
を
集
め
て
、そ
の
光
が
か
り
そ
め
の
佛
陀
の
姿
を
形
作
る
と
い
う
作
品
だ
。

一
切
電
気
を
使
わ
ず
、す
べ
て
が
外
界
の
光
だ
か
ら
、光
の
佛
陀
は
朝
の
光
を
受
け
て
か
す
か
に

立
ち
上
が
り
、日
中
の
外
光
の
変
化
を
受
け
て
揺
ら
ぎ
続
け
、夜
の
帳
と
と
も
に
姿
を
消
す
。

　

芸
術
作
品
で
あ
る
か
ら
、そ
の
解
釈
は
多
様
で
あ
り
、自
然
界
の
光
に
作
品
素
材
を
求
め
た

ギ
ュ
ン
タ
ー
の
先
進
性
を
賞
賛
す
る
美
術
関
係
者
や
、こ
の
作
品
が
示
す「
パ
ッ
シ
ブ
」な
姿
勢

に
東
長
寺
活
動
の
本
質
を
感
じ
て
く
だ
さ
る
方
、さ
ら
に
は
深
く
手
を
合
わ
せ
て
拝
ま
れ
る

方
と
、観
客
の
反
応
も
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
本
展
は
そ
う
し
た
す
べ
て
を
飲
み
込
む
奥
の

深
さ
を
求
め
て
い
た
の
で
、こ
う
し
た
多
様
な
反
応
は
実
に
嬉
し
く
、ま
た
刺
激
的
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、東
長
寺
が「
文
由
閣
」を
拠
点
に
展
開
す
る
寺
院
活
動
や
、人
と

社
会
を
結
び
、次
代
の
文
化・
地
域
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
諸
活
動
に
つ
い
て
は
、パ
ネ
ル
や
模

型
、映
像
、さ
ら
に
は
文
由
閣
ツ
ア
ー
な
ど
も
組
み
合
わ
せ
、全
体
像
を
解
説
す
る
と
い
う
か

た
ち
で
臨
ん
だ
。
映
像
や
模
型
制
作
に
、山
城
大
督
や
大
橋
重
臣
、池
将
也
、松
野
勉
、水
谷

勉
ら
、新
進
気
鋭
の
表
現
者
た
ち
に
加
わ
っ
て
も
ら
っ
た
の
も
新
鮮
だ
っ
た
し
、な
に
よ
り
も
文

由
閣
ツ
ア
ー
は
好
評
だ
っ
た
。さ
ら
に
回
向
展
全
体
を
重
層
的
な
体
験
と
し
て
理
解
し
て
い
た

だ
く
た
め
に
、さ
ま
ざ
ま
な
ト
ー
ク
や
音
楽
イ
ベ
ン
ト
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
展
開
し
た
。
そ
し
て

こ
こ
を
訪
れ
た
方
々
の
想
い
を
さ
ら
に
大
き
な
世
界
と
結
ぶ
た
め
に
、つ
ま
り
回
向
の
営
み
を

よ
り
は
っ
き
り
と
示
す
た
め
に
、展
覧
会
場
の
外
に
は
オ
ノ・ヨ
ー
コ
の「
念
願
の
木
」を
置
い
た
。

　

展
覧
会
と
い
う
意
味
で
は
複
雑
な
構
成
を
と
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

そ
れ
は
た
だ
の「
展
示
」
で
は
な
く
、ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
や
音
楽
イ
ベ
ン
ト
を
含
む
、こ
れ
ら
経

験
の
総
体
が
回
向
展
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
れ
は
、回
向
展
の
つ
く
り
方
そ
の
も
の
が
、

プ
ロ
セ
ス
中
心
の
仏
教
的
世
界
観
、直
線
的
で
は
な
く
、エ
ネ
ル
ギ
ー
の
連
鎖
的
、螺
旋
的
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
基
づ
く
世
界
の
見
方
に
、深
く
依
拠
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
の
意
味
で
、回
向
展
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、こ
れ
か
ら
の
東
長
寺
の
姿
を
予
感
さ
せ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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東
長
寺
文
化
局
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P3 art and environm
ent 

統
括
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
﹈

1, 2, 12 撮影：忽那光一郎│3,5 –11 撮影：関有│4 撮影：乙咩海太



［第一巻  継ぐ］ 
会場：P3ギャラリー│1

インゴ・ギュンター（アーティスト）

《Seeing Beyond the Buddha

（佛陀の向こうに観る）》
※展覧会後は、文由閣1階に恒久設置されます。

［第二巻  結う］ 
会場：P3ラウンジ│2

山
やましろ だいすけ

城大督（美術家・映像ディレクター）
映像作品《回向／ECHO》

大
おおはし しげおみ

橋重臣（別府竹細工伝統工芸士）＋
池
いけ  まさや

将也（竹工芸家）
「文由閣模型」

松
まつの  べん

野勉（建築家）＋水
みずたに つとむ

谷勉（建築家）
「東長寺本院模型」

［第三巻  紡ぐ］　
トークイベント『記憶の物語』 会場：書院・羅漢堂
─

蔡
さいこっきょう

國強（アーティスト）「記憶の継承」［7月12日］│3

20数年前のP3（現羅漢堂）と蔡氏の協同プロジェクト
が、世界的に活躍する蔡氏の原点であり、かつ幼少
期の瀧澤住職に影響を与え、現在の文由閣建立、
文化支援活動の発想の源にもなったことが、三者に
よって語り合われた。
─

蜂
はちや  そうひつ

谷宗苾（志野流香道21世家元継承者）

「香りの道─一子相伝 500年の歩み」［8月29日］│4

香木の植林活動など、受け継いだ文化を、未来へと
回向するために、新たな挑戦の重要性を語った蜂
谷氏。伝統とは革新の積み重ねの結果とする東長
寺の「伝統」に対する考えと深く共鳴した回となった。
─

高
たかなし なおひろ

梨直紘（「天プラ」代表／東京大学 特任准教授）

「人間はどこからきたのか」［9月18日］│5

宇宙シミュレーター「Mitaka」で、仮想の宇宙旅行
へ連れて行ってくれた高梨氏。138億年前のビッグ
バンから現在の私たちに至るまで、物質、非物質が
関係し合い循環する、回向としての宇宙の姿を体感
する時間となった。
─

石
いしかわ  なおき

川直樹（写真家）「知恵の記録」［10月2日］│6

チベット・ヒマラヤ圏、ブータン、オーストラリアでの旅
の経験を美しい写真とともに語ってくれた石川氏。世
界を凍結したはずの1枚の写真も、見るたびに呼び
覚まされる記憶が変わっていくという。記録と記憶の
動的な関係が浮き彫りになった。

1

6

2

3

4

5

［第四巻  響く］
音楽シリーズ『響く心、響く声』 会場：本堂
─

青
あおやぎ  たくじ

柳拓次（音楽家）［8月23日］│7

世界中の部族、民衆のスキャットをオリジナルのメ
ロディにのせて歌う参加型コンサート。青柳氏と来
場者が自然に声を重ね合わせながら、1日だけの
ハーモニーを響かせた。
─

evala（音楽家・サウンドアーティスト）［9月27日］│8

寺の本堂という伝統空間に、最先端のテクノロジー
によって立ち現れた音響空間は、寺の未来を強く感
じさせる時間となった。
─

ウロツテノヤ子（バリガムラン）＋津
つむら  れ い じ ろ う

村禮次郎（観世流
能楽師）＋安

やすふく  みつお

福光雄（大鼓）＋ニ・ワヤン・セカリアニ
（バリ舞踊、唄）［10月9日］│9

バリ島と日本、異なる土地で数百年と継承されてきた
それぞれの芸能を一つに昇華し、さまざまな文化が
混交した新たな芸能としての作品が生まれた。

［第五巻  繫ぐ］
ワークショップ『過去と未来を繋ぐ術』
会場：食堂・カフェきあん
─

大
おおはし しげおみ

橋重臣（別府竹細工 伝統工芸士）

「手仕事の記憶」［8月21日］│10

割る、編む、人の手によって自在にかたちを変える
「竹」の魅力を、実演も交えながら紹介した大橋
氏。参加した子どもたちは、竹遊具「テンタ」、竹ス
プーンづくりを通して「手仕事の記憶」を体感した。
─

杉
すぎうら

浦貴
き み こ

美子（ライター／写真家）

「土地の記憶」［10月3日］│11

杉浦氏、参加者が一緒になって、東長寺周辺の「土
地の記憶」を拾い集めたワークショップ。3D地形図
を手に巡った町歩き、1万分の1サイズで地形を表
現した「等高線ケーキ」の実食など「土地の記憶」を
さまざまに想像する時間となった。

［第六巻  続く］ 
会場：P3正面入口屋外│12

オノ・ヨーコ（美術家）《念願の木》
願い事を書いた札を結びつける参加型作品。観客
が木に結わえつけた願い事は、会期終了後にアイス
ランドにあるオノ・ヨーコの恒久設置作品「イマジン・
ピース・タワー」に送られた。世界中から集まった願い
事は光の束となり、成層圏へと発信される。
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東
長
寺
樹
林
葬
墓
苑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

東
長
寺
の
新
し
い
永
代
供
養
墓「
結
の
会
」の
特
徴
は
、地
方
協
力
寺
院
の
樹
林
葬
墓
苑
に
、遺
骨
の
一
部
を
埋
葬
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
然
に
遺
骨
を
還
す
樹

林
葬
は
、自
然
葬
の
ひ
と
つ
の
形
態
で
す
が
、こ
こ
数
年
急
速
に
普
及
し
て
き
ま
し
た
。
都
立
小
平
霊
園
で
樹
林
墓
地
と
銘
打
っ
て
募
集
を
開
始
し
た
の
が
、そ
の
大
き
な
理
由
で
す
が
、

そ
れ
以
前
よ
り
日
本
各
地
の
少
数
の
寺
院
が
少
し
ず
つ
、努
力
を
重
ね
て
き
た
結
果
と
い
う
の
が
私
た
ち
の
捉
え
方
で
す
。
東
長
寺
前
住
職
の
岡
本
和
幸
老
師
が
住
職
を
勤
め
て
い
る

真
光
寺
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
平
成
十
八
年
よ
り
、少
し
ず
つ
墓
苑
領
域
を
広
げ
て
、現
在
で
は
第
三
期
の
募
集
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

東
長
寺
で
は
結
の
会
を
は
じ
め
る
に
あ
た
り
、こ
の
樹
林
葬
に
着
目
し
ま
し
た
。
し
か
し
、都
心
で
樹
林
葬
墓
苑
を
開
苑
す
る
こ
と
は
難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、東
長
寺

と
縁
あ
る
地
方
の
寺
院
と
協
力
し
て
樹
林
葬
墓
苑
を
整
備
し
、東
長
寺
の
檀
信
徒
の
遺
骨
を
そ
の
墓
苑
に
埋
葬
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
同
時
に
、地
方
寺
院
が
独
自
の
募
集
を
行
え

る
こ
と
な
ど
を
柱
と
し
た
、新
し
い
共
同
事
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。

　

現
在
で
は
、千
葉
県
袖
ケ
浦
市
の
真
光
寺
、お
よ
び
宮
城
県
気
仙
沼
市
の
清
凉
院
の
二
カ
所
で
具
体
的
な
整
備
を
開
始
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
、こ
の
二
つ
の
墓
苑
の
現
在
の
進
捗

状
況
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

ご
入
会
も
多
く
、ま
た
ご
遺
骨
の
お
預
か
り
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
ま

だ
施
設
的
に
は
至
ら
ぬ
点
も
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
か
ら
徐
々
に
ハ
ー
ド
的
に
も
ソ
フ
ト
的

に
も
整
え
て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

文
由
閣
の
周
り
の
木
々
は
多
く
は
冬
枯
れ
し
ま
す
。
そ
れ
は
来
春
に
向
け
て
、じ
っ
と

寒
さ
に
耐
え
る
と
同
時
に
生
命
の
蓄
え
の
時
間
で
も
あ
り
ま
す
。
き
れ
い
な
青
葉
を

芽
吹
か
せ
る
た
め
に
は
、こ
の
時
間
が
必
要
な
の
で
す
。
文
由
閣
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
時
間

を
か
け
て
大
き
く
成
長
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に

は
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
含
め
、成
長
の
後
押
し
を
い
た
だ
け
た
ら
と
存
じ
ま
す
。

 

東
長
寺
檀
信
徒
会
館「
文
由
閣
」
館
長　

手
島
涼
仁

　

文
由
閣
が
建
立
し
て
早
半
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
さ
ま

を
中
心
に
、多
く
の
方
々
の
ご
見
学
を
い
た
だ
き
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
だ
ご
来
山
い
た
だ
い
て
い
な
い
皆
さ
ま
も
、ぜ
ひ
文
由
閣
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

九
月
二
十
三
日
の
秋
彼
岸
中
日
に
は
、本
院
の
お
参
り
の
後
、文
由
閣
一
階
を
ご
休

憩
場
所
と
し
て
皆
さ
ま
に
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
し
た
。
文
由
閣
は
檀
信
徒
会
館
で
す
。

檀
信
徒
皆
さ
ま
の
施
設
で
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
法
事
や
お
参
り
後
の
ご
休
憩
場
所
と
し
て

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、ご
葬
儀
や
改
葬
、あ
る
い
は
当
山
へ
の
ご
希
望
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
ご
相
談
も
承
り
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
職
員
に
お
声
を
か
け
て
い
た
だ
け
た
ら
と

存
じ
ま
す
。

　

結
の
会
の
募
集
も
正
式
に
八
月
に
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
檀
信
徒
の
ご
縁
あ
る
方
の

文
由
閣
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
報
告



真
光
寺
樹
林
葬
墓
苑
─
千
葉
県
袖
ケ
浦
市

　

真
光
寺
の
墓
苑
は
全
体
が
約
1
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
角
に
東
長
寺
の
墓

苑
を
開
苑
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
現
在（
十
一
月
末
時
点
）、工
事
は
ほ
ぼ
完
了
し
、

十
二
月
よ
り
実
際
に
遺
骨
の
埋
葬
を
開
始
す
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

墓
苑
整
備
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、「
林
縁
の
野
の
花
の
咲
き
誇
る
墓
苑
へ
」と
い
う
も
の
で

す
。
敷
地
は
下
総
台
地
の
豊
か
な
里
山
の
縁
に
位
置
し
て
い
ま
す
。「
林り
ん
え
ん縁
」と
も
呼
ば

れ
る
多
様
な
動
植
物
が
存
在
す
る
場
所
で
す
。こ
の
場
所
に
本
来
の
豊
か
な
里
山
の
自

然
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、従
来
型
の
樹
木
を
植
え
る

樹
林
葬
で
は
な
く
、「
草
原
」の
状
態
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
、墓
石
の
代
わ
り
に「
野
の

花
」を
植
え
る「
草
葬
」と
い
う
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
目
指
す
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

上：野の花マットを仮置きして位置決めをする様子。
下：野の花マットを植え込み、周りにチップを敷き詰めた状態。

林縁の構造

［写真］ 手島涼仁│［図版］霜田亮祐

東長寺の樹林葬墓苑



清
凉
院
樹
林
葬
墓
苑
￤
宮
城
県
気
仙
沼
市

　

三
陸
の
海
を
望
む
場
所
に
あ
る
清
凉
院
は
、境
内
地
が
広
く
、伽
藍
も
非
常
に
大
き

な
も
の
で
す
。
そ
の
境
内
地
の
一
番
高
い
場
所
に
は
、檀
家
さ
ん
の
墓
地
が
あ
り
ま
す
。

現
在
そ
の
墓
地
裏
側
で
は
、東
日
本
大
震
災
か
ら
の
早
期
復
興
に
向
け
た
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
、「
三
陸
沿
岸
道
路（
通
称
、三
陸
道
）」
建
設
計
画

の
た
め
の
用
地
買
収
な
ど
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
開
通
の
時
期
は
未
定

で
す
が
、開
通
し
た
折
に
は
清
凉
院
の
直
近
に
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、

仙
台
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
が
だ
い
ぶ
良
く
な
る
よ
う
で
す
。
清
凉
院
で
の
墓
苑
整
備
コ
ン
セ

プ
ト
は
、「
現
有
杉
林
を
利
用
し
た
林
間
墓
苑
」と
い
う
も
の
で
す
。
伽
藍
の
南
側
に
は

急
傾
斜
の
参
道
が
あ
り
、そ
の
東
側
に
は
竹
林
が
、西
側
に
は
杉
林
が
あ
り
ま
す
。こ
の

西
側
の
杉
林
を
墓
苑
敷
地
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

現
在
、杉
自
体
は
立
派
に
成
長
し
て
お
り
ま
す
が
、林
床
が
荒
れ
て
い
る
状
態
で
す
。

よ
っ
て
ま
ず
は
林
床
を
き
れ
い
に
整
地
し
、墓
苑
に
必
要
な
林
間
通
路
部
分
の
杉
を
伐

採
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、小
さ
な
谷
筋
が
あ
り
ま
す
の
で
、そ
こ
に
は
デ
ッ
キ
で
橋
を
か

け
ま
す
。
沢
筋
に
雨
水
を
流
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、雨
が

降
っ
た
あ
と
は
小
さ
な
沢
が
林
間
を
流
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
墓
地
は
個
別
埋
葬
型
と
合
葬
型
を
併
用
し
ま
す
。

間
伐
し
た
場
所
か
ら
は
、見
上
げ
る
と
杉
木
立
に
切
り
取

ら
れ
た
青
い
空
が
見
え
る
は
ず
で
す
。
ま
た
、海
へ
の
眺
望

を
図
る
た
め
列
状
間
伐
を
行
い
、間
伐
を
し
た
杉
を
利
用

し
た
見
晴
ら
し
台
な
ど
も
数
年
後
に
整
備
す
る
予
定
で

す
。
清
凉
院
で
の
樹
林
葬
は
、こ
れ
ま
で
の
樹
林
葬
の
考
え

方
と
は
異
な
り
、「
植
え
る
」の
で
は
な
く「
切
る
」こ
と
を

主
題
と
し
て
い
ま
す
。
今
後
、間
伐
が
必
要
な
多
く
の
場
所

で
、こ
の
よ
う
な
考
え
の
樹
林
葬
墓
苑
が
増
え
る
こ
と
を

願
っ
て
お
り
ま
す
。

清凉院樹林葬計画図



﹇
気
仙
沼
震
災
復
興
報
告
会
﹈

①
震
災
か
ら
の
清
凉
院
の
様
子

②
清
凉
院
を
拠
点
と
し
た
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会（
S
V
A
）の
活
動
内
容

③
子
ど
も
を
中
心
と
し
た
場
合
の
現
在
の
気
仙
沼
の
課
題

 

● 

「
津
波
」に
よ
り「
海
」に
対
す
る
恐
怖
心
を
も
っ
た
人
が
増
え
た

 

● 

海
中
の
瓦
礫
や
復
旧
工
事
な
ど
で
、海
に
近
づ
け
な
い
状
況

 

● 

気
仙
沼
市
内
で
は
、海
水
浴
場
の
再
開
は
1
カ
所
の
み

 

● 

小
中
学
校
で
は「
海
の
行
事
」を
制
限
し
て
い
る

 

● 

親
も
子
ど
も
を
海
に
連
れ
て
行
く
こ
と
を
躊
躇
し
て
い
る

 

● 

海
と
人
の
関
係
は「
防
潮
堤
」「
避
難
道
路
」等
ハ
ー
ド
対
策
の
み

　

結
果﹁
海
﹂と
関
わ
る
機
会
は
減
り
、海
の
暮
ら
し
が
消
滅
す
る
の
で
は
？

④
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
、「
あ
つ
ま
れ
、浜
わ
ら
す
！
」の
活
動
内
容

 

● 

子
ど
も
た
ち
が
海
や
自
然
と
関
わ
る
機
会
を
つ
く
り
、

 
 

自
然
と
の
関
わ
り
方
を
伝
え
る

 

● 

大
人
か
ら
子
ど
も
ま
で
、さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
交
流
を
促
進
し
、

 
 

先
人
の
生
き
る
知
恵
を
伝
え
る

 

● 

地
域
の
文
化
、海
辺
の
暮
ら
し
を
伝
え
る

気
仙
沼
震
災
復
興
報
告
会

　

九
月
二
十
三
日
の
秋
期
彼
岸
の
中
日
に
、文
由
閣
三
階
に
お
い
て
、「
気
仙
沼
震
災
復
興
報
告
会
」を

清
凉
院
副
住
職 

三
浦
賢
道
師
と
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会（
S
V
A
）気
仙
沼
事
務
所
職
員
の
笠

原
一
城
さ
ん
に
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
わ
ず
か
な
時
間
で
も
覗
い
て
い
た
だ
い
た
方
も
含
め
て
、四
〇
名

ほ
ど
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
当
日
は
、現
在
当
地
で
進
め

て
い
る
活
動
、「
あ
つ
ま
れ
、浜
わ
ら
す
！
」の
ス
タ
ッ
フ
手
づ
く
り
の「
は
ま
わ
ら
す
キ
ャ
ン
ド
ル
」の
販
売
も

行
い
、合
計
三
十
五
個
も
お
買
い
求
め
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
購
入
い
た
だ
い
た
代
金
は
、「
あ
つ
ま
れ
、浜

わ
ら
す
！
」の
活
動
資
金
と
し
て
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
報
告
会
の
内
容
の
一
部
を
こ
こ
に
、ご
報

告
い
た
し
ま
す
。
今
後
と
も
、さ
ら
な
る
ご
協
力
お
よ
び
ご
支
援
を
賜
れ
れ
ば
と
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。

文
由
閣 

行
持
の
ご
案
内

朝
坐
禅︵
お
粥
と
坐
禅
の
会
︶を
は
じ
め
ま
し
た

　

毎
月
最
終
木
曜
日
の
朝
は
、い
つ
も
よ
り
少
し
だ
け
早
起
き
を
し

て
、静
か
に
自
分
と
向
き
合
う
時
間
を
。
坐
禅
で
身
体・
呼
吸
・
こ
こ

ろ
を
調
え
リ
ラ
ッ
ク
ス
。
そ
の
後
は
、所
作
を
調
え
一
杯
の
お
粥
を
美

味
し
く
い
た
だ
き
ま
す
。い
の
ち
の
つ
な
が
り
に
感
謝
し
、祈
り
を
捧

げ
れ
ば
、心
地
よ
い
一
日
の
始
ま
り
で
す
。
優
し
く
丁
寧
な
指
導
を
行

い
ま
す
の
で
、体
に
無
理
な
く
座
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
。
ど
う
ぞ
、お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

開
催
日
：
毎
月
最
終
木
曜
日  

※
12
月
の
み「
12
月
24
日﹇
木
﹈」に
開
催
。最
終
木

曜
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

時　

間
：
6
時
30
分
│
7
時
30
分

（
8
時
ま
で
自
由
参
加
の
茶
話
会
）

場　

所
：
東
長
寺
檀
信
徒
会
館

「
文
由
閣
」（
1
階
受
付
へ
お
越
し
く
だ
さ
い)

定　

員
：
15
名（
先
着
順
）

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

持　

物
：
足
を
組
み
、深
く
大
き
い
呼
吸

を
し
ま
す
。ユ
ッ
タ
リ
と
し
た
柔
ら
か
い
素

材
の
服
装
を
ご
用
意
く
だ
さ
い（
ス
カ
ー
ト

は
禁
止
）。
更
衣
室
も
ご
ざ
い
ま
す
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
： 

坐
禅﹇
6
時
30
分
﹈ 

行
粥﹇
7
時
10
分
﹈  

祈
り
の
時
間﹇
7
時
25
分
﹈ 

茶
話
会 
※
自
由
参
加﹇
7
時
30
分
﹈

［図版］霜田亮祐（p.26）│［写真］田渕睦深（p.27上段左および上段右上）／樋口勇樹（p.27上段右下）／加藤淳也（p.27下2点）



大
般
若
祈
祷
会
の
ご
案
内︵
詳
細
は
別
紙
を
参
照
く
だ
さ
い
︶

 

平
成
28
年
2
月
11
日［
木
・
祝
］

本
年
よ
り
檀
家
・
縁
の
会
・
結
の
会
す
べ
て
の
皆
さ
ま
で
の
合
同
法
要
と
な
り
ま
し
た
。

当
日
は
、願
い
主
の
お
名
前
と
願
い
事
を
書
い
た
御
札
を
ご
祈
祷
い
た
し
ま
す
。

 

御
祈
祷
料　

一
願
に
つ
き　

五
千
円（
当
日
、受
付
に
て
お
納
め
く
だ
さ
い
）

左
記
ご
参
照
の
上
、願
文
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

 

願
文
例

 
 

心
願
成
就（
心
に
あ
る
願
い
事
が
か
な
い
ま
す
よ
う
に
）

 
 

家
内
安
全（
家
族
が
安
ら
か
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
）

 
 

交
通
安
全（
交
通
事
故
に
あ
い
ま
せ
ん
よ
う
に
）

 
 

商
売
繁
盛（
商
売
が
う
ま
く
い
き
ま
す
よ
う
に
）

 
 

火
盗
消
除（
火
事
や
盗
み
に
あ
い
ま
せ
ん
よ
う
に
）

 
 

傷
病
治
癒（
病
気
や
怪
我
が
治
り
ま
す
よ
う
に
）

 
 

身
体
健
全（
健
康
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
）

 
 

学
業
成
就（
学
業
が
成
就
し
ま
す
よ
う
に
）

 
 

仏
道
精
進（
仏
道
に
勤
み
皆
が
幸
せ
に
な
り
ま
す
よ
う
に
）

 
参
列
の
お
申
込
み
な
ら
び
に
願
文
は
、1
月
31
日﹇
日
﹈ま
で
に
、お
電
話
も
し
く
は
F
A
X
、

ハ
ガ
キ
に
て
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

 

お
申
し
込
み・お
問
い
合
わ
せ（
午
前
9
時
│
午
後
5
時
）

 
 

東
長
寺（
代
表
）：
0
3

─

3
3
4
1

─

9
7
4
6

 
 

F
A
X
： 
0
3

─

3
3
4
1

─

2
1
5
0

年
末
年
始 

山
内
行
持
お
よ
び
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

修
正
会
な
ら
び
に
新
年
会
の
お
知
ら
せ︵
詳
細
は
別
紙
を
参
照
く
だ
さ
い
︶

平
成
28
年
度
修
正
会
法
要
な
ら
び
に
新
年
会
は
、左
記
の
日
程
に
て
開
催
い
た
し
ま
す
。
新

年
の
お
祝
い
の
ひ
と
と
き
を
お
過
ご
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
当
日
は
、新
年
の
祝
祷
と

と
も
に
、ご
長
寿
を
祈
念
し
て「
賀
寿
」の
お
祝
い
を
い
た
し
ま
す
。
さ
さ
や
か
な
が
ら
、お
祝

い
の
品
を
ご
用
意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
寒
中
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、万
障
お
繰
り
合

わ
せ
の
上
、ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、山
内
一
同
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

 

日　

程
：
平
成
28
年
1
月
17
日［
日
］

 

受　

付
：
午
後
12
時
半
よ
り

 

会　

場
：
明
治
記
念
館（
J
R
信
濃
町
駅
よ
り
徒
歩
5
分
）港
区
元
赤
坂
2

─

2

─

23

 

会　

費
：
お
一
人
に
つ
き
一
万
円　

 

定　

員
：
二
〇
〇
名

 

お
申
し
込
み
：
お
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
〆
切
り
は
1
月
9
日﹇
土
﹈ま
で
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、賀
寿
に
当
た
ら
れ
る
方
は
事
前
に
お
申
し
付
け
く
だ
さ
い
。

 

「
賀
寿
」 

古
希（
数
え
年
70
歳
）昭
和
22
年
生
ま
れ

 
 

喜
寿（
数
え
年
77
歳
）昭
和
15
年
生
ま
れ

 
 

傘
寿（
数
え
年
80
歳
）昭
和
12
年
生
ま
れ

 
 

米
寿（
数
え
年
88
歳
）昭
和
4
年
生
ま
れ

 
 

卒
寿（
数
え
年
90
歳
）昭
和
2
年
生
ま
れ

 
 

白
寿（
数
え
年
99
歳
）大
正
7
年
生
ま
れ

 
 

紀
寿（
数
え
年
1
0
0
歳
）大
正
6
年
生
ま
れ

 

お
支
払
い
方
法
：
後
日
郵
便
振
り
替
え
用
紙
を
送
付
い
た
し
ま
す
。
通
信
欄
に
、ご
出
席

者
の
ご
住
所
・
お
名
前
を
記
入
の
上
、1
月
15
日﹇
金
﹈ま
で
に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。な
お
、キ
ャ

ン
セ
ル
に
伴
う
返
金
は
、1
月
10
日﹇
日
﹈ま
で
を
申
し
受
け
日
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

0
1
2
0
│
3
3
5
│
8
5
0
は

昨
年
末
に
て
停
止
い
た
し
ま
し
た
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。



29

大
掃
除

 
12
月
21
日［
月
］午
後
1
時
よ
り

山
内
の
大
掃
除
を
、皆
さ
ま
と
ご
一
緒
に
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

年
間
行
持
案
内
に
て
19
日
と
ご
案
内
し
て
お
り
ま
し
た
が
、都
合
に
よ
り
、右
記
の
日
程
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
都
合
の
つ
く
方
は
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

懺
悔
会
・
お
も
ち
つ
き

 

12
月
28
日［
月
］午
前
9
時
半
よ
り

懺
悔
会
で
は
、1
年
間
の
行
い
を
懺
悔
し
、
心
身
と
も
に
清
浄
に
し
て
、来
た
る
1
年
間
の

た
め
の
災
障
消
除
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。
佛
の
名
を
唱
え
な
が
ら
何
度
も
礼
拝
し
、
自
分

自
身
を
見
つ
め
る
こ
と
が
主
眼
の
法
要
で
す
。

引
き
続
き
、お
餅
つ
き
を
い
た
し
ま
す
。
山
内
す
べ
て
の
お
堂
の
お
供
え
餅
を
つ
く
り
ま
す
。

都
会
で
は
少
な
く
な
っ
た
お
餅
つ
き
、杵
を
持
つ
の
は
初
め
て
と
い
う
方
も
多
い
か
と
想
い
ま

す
が
、ぜ
ひ
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ま
に
も
、つ
き
た
て
の
お
餅
を
召
し
上
が
っ
て
い

た
だ
け
ま
す
。

歳
末
年
始
法
要
・
除
夜
の
鐘

 

12
月
31
日［
木
］

 
 

午
後
11
時
15
分
よ
り  

年
末
法
要

 
 

午
後
11
時
45
分
よ
り  

除
夜
の
鐘

引
き
続
き
、年
始
法
要
、萬
灯
供
養
を
行
い
ま
す
。

大
般
若
を
転
読
し
、新
年
の
多
幸
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。
ご
自
身
の
み
な
ら
ず
、世
界
の
人
々

の
平
和
を
、ご
一
緒
に
お
祈
り
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

開
山
忌

 

平
成
28
年
2
月
22
日［
月
］午
前
11
時
よ
り

 

会
場
：
開
山
堂

右
記
の
日
程
に
て
、開
山
忌
法
要
を
執
り
行
い
ま
す
。

東
長
寺
を
開
か
れ
た
雪
庭
春
積
大
和
尚
な
ら
び
に
、開
山
堂
に
お
祠
り
さ
れ
て
い
る
方
々
の
ご

供
養
を
い
た
し
ま
す
。

［
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内
］

仏
教
文
化
講
座

元
旦
を
除
く
毎
月
1
日
は
、羅
漢
堂
に
て
左
記
の
要
領
に
て
仏
教
文
化
講
座
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

檀
信
徒
の
み
な
ら
ず
、広
く
一
般
の
方
に
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ご
来
山
く
だ
さ
い
。
な
お
、参
加
費
は
無
料
で
す
。

 

毎
月
1
日   

開
場
：
午
後
4
時
半
／

開
講
：
午
後
5
時

 

2
月
1
日［
月
］「
永
代
供
養
墓
を
も
つ
寺
院
の
可
能
性
」 

國く
に
き生
徹て
つ
ゆ
う雄（

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
修
員
）

 

3
月
1
日［
月
］「
日
常
に
い
か
す
禅
の
教
え
」 

君き
み
じ
ま島

真し
ん
じ
つ実（

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
委
託
研
究
員
）



教
室
の
ご
案
内（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
│
平
成
二
十
八
年
三
月
）

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

0
1
2
0
│
3
3
5
│
8
5
0
は

昨
年
末
に
て
停
止
い
た
し
ま
し
た
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

坐
禅
会

 
 

毎
週
土
曜
日 

※
年
内
と
1
月
は
お
休
み
し
、翌
年
2
月
よ
り

お
つ
と
め
し
ま
す
。

 

時
　
間
：
午
後
6
時
│
午
後
7
時
半

 

服　

装
：
坐
禅
を
行
い
や
す
い
服
装

写
経
会

 

毎
月
第
2
・
第
4
木
曜
日 

 
 

時
　
間
：
午
後
2
時
│
午
後
3
時 

※
文
由
閣
の
晩
課

に
参
加
い
た
だ
け
る
よ
う
30
分
開
始
を
早
く
し
ま
し
た

 

持　

物
：
小
筆
が
あ
れ
ば
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

 

納
経
式
：
12
月
17
日﹇
木
﹈
午
後
1
時
よ
り

お
経
の
唱
和
と
経
典
講
読
の
会

 
 

毎
月
第
3
金
曜
に
お
経
の
ご
指
導
を
し
て
お
り
ま
す
。

左
記
日
程
を
ご
参
照
の
上
、お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、ご

参
加
く
だ
さ
い
。

 

毎
月
第
3
金
曜
日

 

時
　
間
：
午
後
11
時
半
│
午
後
1
時

 

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

 

会　

場
：
東
長
寺
本
堂

折
り
紙
教
室

 

講
師
：
湯
浅
信
江
先
生﹇
お
茶
の
水 

お
り
が
み
会
館
﹈

 

毎
月
第
3
木
曜
日

 

時
　
間
：
午
後
2
時
よ
り

 

受
講
料
：
三
、〇
〇
〇
円﹇
材
料
費・
お
茶
代
込
み
﹈

 

会　

場
：
カ
フ
ェ「
き
あ
ん
」

水
彩
画
同
好
会

 

12
月
10
日［
木
］

 

1
月
14
日［
木
］・
25
日［
月
］

 

2
月
4
日［
木
］・
22
日［
月
］

 

3
月
10
日［
木
］・
28
日［
月
］

 

時
　
間
：
午
後
2
時
よ
り

 

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

 

会　

場
：
カ
フ
ェ「
き
あ
ん
」

う
た
ご
え
茶
房〝
ゆ
り
か
ご
〞

 

2
月
8
日［
月
］※
1
月
は
お
休
み
し
ま
す

 

3
月
7
日［
月
］

 

時
　
間
：
午
後
2
時
よ
り

 

参
加
費
：
五
〇
〇
円﹇
ワ
ン
ド
リ
ン
ク
付
き
﹈

 

会　

場
：
：
カ
フ
ェ「
き
あ
ん
」

［
各
種
教
室
の
ご
案
内
］

碁
縁
の
会﹇
囲
碁
の
会
﹈

 

12
月
3
日［
木
］・
10
日［
木
］

 

1
月
14
日［
木
］・
28
日［
木
］

 

2
月
4
日［
木
］・
25
日［
木
］

 

3
月
10
日［
木
］・
24
日［
木
］

 

時
　
間
：
午
後
1
時
よ
り

 

会　

場
：
カ
フ
ェ「
き
あ
ん
」

 

連
絡
先
：

 

0
4
2
│

5
6
3
│

0
6
3
4﹇
担
当  

貝
﹈

 

0
3
│

3
6
4
7
│

4
7
7
9﹇
担
当  

河
村
﹈

長
麺
会﹇
そ
ば
打
ち
同
好
会
﹈

 

12
月
14
日［
月
］

 

1
月
25
日［
月
］

 

2
月
22
日［
月
］

 

3
月
28
日［
月
］

 

時
　
間
：
午
前
10
時
よ
り

 

参
加
費
：
一
、五
〇
〇
円

 

会　

場
：
東
長
寺
一
階 

食
堂

 

連
絡
先
：

 
0
4
2
│

5
5
7
│

4
6
3
2﹇
担
当  

横
山
﹈

 
0
4
2
│

9
4
2
│

3
9
3
0﹇
担
当  

舟
木
﹈



秋
彼
岸
会
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー

秋
彼
岸
会
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
の
売
上
げ
は
、28
万
6
8
9
0
円
と
な
り
ま
し
た
。お
買
い

上
げ
い
た
だ
い
た
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
や
手
作
り
の
作

品
を
ご
提
供
く
だ
さ
っ
た
方
、寄
付
を
く
だ
さ
っ
た
方
等
々
、多
く
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
に

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

東
長
寺
募
金
活
動

お
預
か
り
し
て
い
る
募
金
の
中
か
ら
50
万
円
を
、N
P
O
法
人「
は
ま
わ
ら
す
」に
寄
付
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。「
は
ま
わ
ら
す
」は
被
災
地
の
子
ど
も
た
ち
が「
ふ
る
さ
と
」に
誇
り
を
も

ち
、「
未
来
」を
創
っ
て
い
け
る
よ
う
、自
然
体
験
活
動
を
通
じ
て
子
ど
も
た
ち
の「
生
き
る
力
」

を
引
き
出
し
て
い
こ
う
と
活
動
し
て
い
ま
す（「
は
ま
わ
ら
す
」の
詳
細
は
27
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

［
ご
報
告
］

こ
の
た
び
は
、『
萬
亀 

特
別
号
』を
お
読
み
い
た
だ
き
ま
し
て
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

昨
年
度
よ
り
発
行
し
て
ま
い
り
ま
し
た『
萬
亀 

特
別
号
』は
、本
号
を
も
っ
て
終
了
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

文
由
閣
建
立
を
記
念
し
、「
特
別
号
」と
い
う
形
で
、東
長
寺
の
未
来
へ
の
想
い
を
皆
さ
ま
に
お
届
け
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

来
年
度
か
ら
は
、寺
報『
萬
亀
』と
し
て
、東
長
寺
、そ
し
て
文
由
閣
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
、ご
報
告
し
て
ま
い
り
ま
す
。

特
別
号
終
了
に
あ
た
り
、『
萬
亀
』の
充
実
し
た
誌
面
づ
く
り
の
た
め
に
、ア
ン
ケ
ー
ト
を
同
封
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
後
の
参
考
と
し
て
、ぜ
ひ
ご
意
見
を
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、ご
協
力
の
程
、宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

● 

ア
ン
ケ
ー
ト
は
ご
記
入
後
、同
封
の
返
信
用
封
筒
に
て
、ご
返
送
く
だ
さ
い
。

● 

東
長
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
、『
萬
亀 

特
別
号
』の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

仏
教
讃
歌
を
歌
う
会

 

指
導
：
高
部
さ
ち
先
生

 

﹇
藤
原
歌
劇
団
準
団
員・
ボ
イ
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
﹈

 

毎
月
第
3
金
曜
日

 

時
　
間
：
午
後
2
時
│
午
後
4
時

 

参
加
費
：
一
、〇
〇
〇
円

 

会　

場
：
カ
フ
ェ「
き
あ
ん
」

コ
ー
ラ
ス
同
好
会
・
法
律
相
談
会

都
合
に
よ
り
、当
分
の
間
お
休
み
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

東長寺ホームページ

http://www.tochoji.jp/banki

観
世
流
謡
曲
教
室
の
ご
案
内

 
講
師
：
中
島
志
津
夫
先
生﹇
観
世
流
能
楽
師
﹈

 

12
月
3
日［
木
］・
10
日［
木
］

 

1
月
21
日［
木
］・
28
日［
木
］

 

2
月
18
日［
木
］・
25
日［
木
］

 

3
月
10
日［
木
］・
24
日［
木
］

 

時
　
間
：
午
後
1
時
半
よ
り

 

受
講
料
：
六
、〇
〇
〇
円﹇
月
毎
﹈

 

会　

場
：
書
院
二
の
間

『
萬
亀
』
特
別
号
終
了
の
ご
挨
拶
と
ア
ン
ケ
ー
ト
ご
協
力
の
お
願
い



曹洞宗 萬亀山 東長寺
160-0004東京都新宿区四谷4 -34
（代　表） 03-3341-9746
（縁の会） 03-3353-6874

（文由閣・結の会） 03-5315-4015
http://www.tochoji.jp

平成28年東長寺年分行持

1月    1日［金］ 年始法要・三朝祈祷
 17日［日］ 修正会・新年会
 26日［火］ 高祖降誕会
2月 11日［木・祝］ 大般若祈祷
 15日［月］ 釈尊涅槃会
 22日［月］ 開山忌
3月 17日［木］～23日［水］ 春彼岸会
 20日［日・祝］ 彼岸会法要
4月    3日［日］ 花まつり法要
5月 26日［木］ 山門大施食会・護持会総会
6月 14日［火］ 観音供養祭
7月 13日［水］ 盂蘭盆会法要
9月 19日［月・祝］～25日［日］ 秋彼岸会
 22日［木・祝］ 彼岸会法要
11月 21日［月］ 太祖降誕会
 23日［水・祝］ 千手・地蔵・羅漢供養
12月    8日［木］ 釈尊成道会
 20日［火］ 大掃除
 28日［水］ 懺悔会・もちつき
 31日［土］ 歳末法要・除夜の鐘


