
て
け
だ
た
い
を
ド
ル

当
本
、

り
あ
に

と
い
た
が

思

。

う
そ

顔
笑

で
語

は
の
る

子
恭
園
鶴

ん
さ

自
。

身
も

度
得

し
を

派
寺
願
本
宗
真
土
浄
、

の

籍
僧

を
持
つ

守
坊

だ
ん
さ

員
務
公
。

の

庭
家

に
生
ま

れ

障
、

い
が

育
教
児

や

祉
福
者
齢
高

の

場
現

で

務
勤

た
し

寺
明
光
、
後

の

麿
一
職
住
副

と
ん
さ

婚
結

は
の
た
し
を

。
前
年

お
は
で
ま
れ
そ

寺

は
と

縁
無

の

活
生

嫁
。

で
い

1

半
年

あ

に
ち
う
の
り
ま

麿
一

の
ん
さ

親
両

が

次
相

で
い

積
下
、
生
往

ま
ま
い
な
ど
ん
と
ほ
も
み

守
坊

と

り
な

走
、

り
続

た
き
て
け

。

の
そ

年

り
ふ
を

出

た
き
て

想
感

が

頭
冒
、

の

謝
感

の

葉
言

だ
。

子

も
ど

障
、
者
齢
高
、

い
が

引
、
者

も
こ
き

家
、

の
中

ら
か
と
こ
の

域
地

こ
の

で
ま
る
た
い
に
と

、

に
と
こ
る
ゆ
ら
あ

関

る
わ

る
き
で
が
と
こ

少
多
。

も
て
ぎ
す
り
や

「
お
寺

の
奥

」
と
許

て
し

る
え
ら
も

。

と
も
と
も

祉
福

に

心
関

子
恭

、
お
寺

は
に

限
無

の

能
可

性
が
秘

た
い
て
れ
ら
め

。

私
「

お
ど
ん
と
ほ
は

寺

ら
か
い
な
い
に

坊
、

守

」
と

子
恭

ん
さ

遜
謙
。

か

と
思

や
き
い

、

も
う
ど

当
本

い
し
ら

寺
明
光
。

子
（

お
も
ど

泊
り

）
会

お
の

伝
手

々
面

に
「

な
ん
ど

守
坊

さ

か
す
で
ん

」
？

と
尋

と
る
ね

子
恭
「、

の
ん
さ

と
こ

守
坊
、

と
言

。
お
寺

寺
明
光

町
原
高
郡
県
諸
西
県
崎
宮

こ

一人暮らしの門徒さんを訪問。「恭子さんが来てから、住職の声が大きくなったわね」の一言に頬がくずれる

サマースクールでは子どもたちも朝のお勤め

班に分かれて仏教クイズ。当たった！ヤッター！

夜はお待ちかねの花火大会

文
・
材
取

●

閑
有
川
小

影
撮

●

一
幸
谷
北

宗
真
土
浄

は
で

古

ら
か
く

人
夫
職
住

を

守
坊

と
呼
び
、

守
坊

は

徒
門

や

域
地

く
び
ち
み
を

割
役

を
担

。

疎
過

む
す
す
が

町
で

代
現

の

守
坊

が
果

す
た

割
役

る
ぐ
さ
を

。

家
の
奥
に
入

る
れ

権
特

齢
高
子
少

に
ち
ま
の

守
坊

が

車
転
自

で

顔
笑

を
運
ぶ

を
守

」

笑

が
い

起

た
き

。

ん
ろ
ち
も

係
関
頼
信

の
笑

だ
い

。

に
こ
ど
は
で

出

か
の
る
い
て
け
か

。

気

る
な
に

人
の
家
に
顔
を
出

だ
の
る
い
て
し

。

暮
人
一

の
し
ら

者
齢
高

や

気
病

で
ち
が

引
き

り
も
こ

味
気

の

族
家
、
人

を
亡

り
か
ば
た
し
く

の
人

ど
な

的
期
定
、

に
顔
を
出

る
い
て
し

家
が

、
軒
６
、

も
に
か
ほ
の
そ

気

る
い
て
け
か
に

家

車
転
自
。

の
で

買
い
物
の
帰

り

、
道

寄

軒
３、
２
。

の

は
ご
し
は

居
独
。
事
飯
茶
常
日

お
の

宅

れ
あ
で

ば

話
上
以
間
時
１
、

し
込

う
ま
し
で
ん

「。
お

寺
を
出

ら
た

間
時
２

は
戻

、

職
住

も
つ
い
は
に

怒

す
で
ん
る
れ
ら

」
と

子
恭

は
ん
さ

肩

る
め
く
す
を

。

身
出
家
在

の

子
恭

は
に
ん
さ

侶
僧
、

れ
あ
で

ば

家
各

の

間
仏

で
ま

然
自

と
入

が
と

鮮
新

「。
お

壇
仏

は
家
の
奥

あ
に

ら
か
す
ま
り

庭
家
、

の
奥

で
ま

見

で
が
と
こ
る

す
で
ん
る
き

家
。

の
中
を
見

ば
れ

、

の
そ

家
の

が
と
こ
な
ろ
い
ろ
い

見

民
。

員
委
生

や

師
健
保

通
普
、

は

関
玄

で
ま

よ
す
で

」
と
話
す

子
恭

に
ん
さ

問
訪
、

き
る
す

作
り
方
を
教

。

職
住

の

麿
一

が
ん
さ

、
お
盆
や

事
法

で

宅
自

お
に

参

に
り

行

、
際

お
ば
え
と
た

寄
年

り

の

暮
人
一

が
と
こ
う
い
と
し
ら

分

と
る
か

恭
、

子

に
ん
さ

「

お
の
あ

宅
に
行

方
が
良

よ
い

」

と
教

る
れ
く
て
え

子
恭
。

は
ん
さ

理
料
、

を
多

に
め

作

時

に
ど
な

「
お
斎
が
多

き
で
に
め

ど
け
す
で
ん
た

召
、

し
上

か
ん
せ

」
？

と

絡
連

る
み
て
し
を

。

る
す
う
そ

宮崎市

宮崎県

光明寺3

2

3

一人暮らしの門徒さんを訪問。「恭子さんが来てから、住職の声が大きくなったわね」の一言に頬がくずれる

を
守

」

笑

が
い

起

た
き

。

ん
ろ
ち
も

係
関
頼
信

の
笑

だ
い

。

に
こ
ど
は
で

出

か
の
る
い
て
け
か

。

気

る
な
に

人
の
家
に
顔
を
出

だ
の
る
い
て
し

。

暮
人
一

の
し
ら

者
齢
高

や

気
病

で
ち
が

引
き

り
も
こ

味
気

の

族
家
、
人

を
亡

り
か
ば
た
し
く

の
人

ど
な

的
期
定
、

に
顔
を
出

る
い
て
し

家
が

、
軒
６
、

も
に
か
ほ
の
そ

気

る
い
て
け
か
に

家

車
転
自
。

の
で

買
い
物
の
帰

り

、
道

寄

軒
３、
２
。

の

は
ご
し
は

居
独
。
事
飯
茶
常
日

お
の

宅

れ
あ
で

ば

話
上
以
間
時
１
、

し
込

う
ま
し
で
ん

「。
お

寺
を
出

ら
た

間
時
２

は
戻

、

職
住

も
つ
い
は
に

怒

す
で
ん
る
れ
ら

」
と

子
恭

は
ん
さ

肩

る
め
く
す
を

。

身
出
家
在

の

子
恭

は
に
ん
さ

侶
僧
、

れ
あ
で

ば

家
各

の

間
仏

で
ま

然
自

と
入

が
と

鮮
新

「。
お

壇
仏

は
家
の
奥

あ
に

ら
か
す
ま
り

庭
家
、

の
奥

で
ま

見

で
が
と
こ
る

す
で
ん
る
き

家
。

の
中
を
見

ば
れ

、

の
そ

家
の

が
と
こ
な
ろ
い
ろ
い

見

民
。

員
委
生

や

師
健
保

通
普
、

は

関
玄

で
ま

よ
す
で

」
と
話
す

子
恭

に
ん
さ

問
訪
、

き
る
す

作
り
方
を
教

。

職
住

の

麿
一

が
ん
さ

、
お
盆
や

事
法

で

宅
自

お
に

参

に
り

行

、
際

お
ば
え
と
た

寄
年

り

の

暮
人
一

が
と
こ
う
い
と
し
ら

分

と
る
か

恭
、

子

に
ん
さ

「

お
の
あ

宅
に
行

方
が
良

よ
い

」

と
教

る
れ
く
て
え

子
恭
。

は
ん
さ

理
料
、

を
多

に
め

作

時

に
ど
な

「
お
斎
が
多

き
で
に
め

ど
け
す
で
ん
た

召
、

し
上

か
ん
せ

」
？

と

絡
連

る
み
て
し
を

。

る
す
う
そ

333

持
つ
親
に
会

「、

は
に
ま
た

子

を
も
ど

持
つ

持
気

を
ち

味

ら
か
い
た
い
わ

、

の
く
た
お

お
子

ん
さ

貸
、

よ
て
し

」
！

と
言

だ

育
子
「。

放
解

い
た
れ
さ

」
？

は
で
け
だ

惑
迷
、

ら
か
る
な
に

と

慮
遠

う
ま
し
て
し
を

貸
「。

て
し

」
！

と
言

で
と
こ
う

親
、

の

担
負
的
理
心

ん
ぶ
い
ず
は

軽

う
ろ
だ
の
る
な
く

。

　
子

く
な
は
で
け
だ
も
ど

人
大
、

も
ち
た

々
次

。

て
し
そ

子
恭
、

ん
さ

婦
夫

を

支

だ
の
る
い
て
え

徒
門
。

は
と

限

い
な
ら

近
。

所
に
住

い
な
も
で
け
わ
る
い
で
ん

。

な
ん
そ

人

気

る
な
に

家
に
料

理
を
届

る
け

伝
手

を
い

全
完

る
れ
く
て
し

。

　
「

思

人
の

号
番
話
電

ぐ
す
は

聞

す
ま
い
て
し
に
う
よ
く

。

で
れ
そ

、

の
こ

日

の
こ
ら
か

日

ん
る
あ
が
ト
ン
ベ
イ
で
ま

ど
け
だ

理
無
、

ら
か
い
い
て
く
な
し

来

話
電

」
と

子
恭

ん
さ

話
電
帯
携
。

の

に
か
な

寺
明
光

の

材
人

が
ク
ン
バ

作

い
て
れ
ら

だ
う
よ
る

伝
手
。

訣
秘

は
「

う
も

！
理
無
、
私

　

い
な
き
で

」
！

と
言

う
い
と
だ
と
こ
う

味
気
嘲
自
。

に
笑
う

子
恭

さ

が
だ
ん

理
無
、

と
言

る
え

理
無
、

と
言

る
え
ら

係
関
頼
信

が
築

は
と
こ
る
い
て
れ
か

確

だ
か

。

　

伝
手

に
い

来

た
い
て

子
陽
本
山

ん
さ

（

）
も

材
人
寺
明
光
、

ン
バ

の
ク

人
一

だ

本
山
。

は
ん
さ

町
原
高

の
生

れ
ま

が
だ

京
東
、

の
で

活
生

が
長
く

前
年
数
、

に
故

際
は

行
「

く
」

い
な
は
で
り
か
ば

妻
夫
職
住
。

の

柄
人

を
慕

、

人
が
訪

る
く
て
ね

。

は
に
ら
さ

生
学
中

や

生
校
高

が
一

人
で
泊

に
り
ま

来

り
た

人
４、
３
、

で
泊

り
ま

に
来

う
い
と
る
あ
も
と
こ
る
す
り
た

路
進
。

の

悩
み

愛
恋
、

の
悩
み
、

な
ん
そ

親

は
に

話

な
せ

い
悩

を
み

子
恭

は
に
ん
さ

打
ち
明

る
れ
く
て
け

。

親

お
も

寺
に
泊

と
ら
な
る
ま

心
安

て
し

送
り
出

す

期
春
思
。

の
子

の
ち
た

種
一

だ
の
な

。

　

園
鶴

ん
さ

婦
夫

は
に

子

い
な
い
が
も
ど

。
そ

を
と
こ
の

効
有

に
使

、

地

う
い
と
る
い
て
し
を
し
ら
な

期
春
思
。

の
子
を

郷
に
戻

、

た
い
に
ず
め
じ
な
に

。

と
る
す

本
山
、

の
ん
さ

在
存

に
気

た
い
づ

子
恭

が
ん
さ

、

る
あ

、
日

お

寺

の
で

会
肉
焼

に
「

よ
で
い
お

」
と
声

け
か
を

た
れ
く
て

。

、

溶
け
込

。

子
恭

の
ん
さ

力
魅

て
い
つ
に

「

か
ど
か
ど

入

て
き
て

飾
、

に
ず
ら

接

ら
か
る
れ
く
て
し

一
、

人

ぎ
さ
ふ
で

込

る
い
で
ん

人
も
甘

る
れ
ら
え

。

感
務
義

や

負
気

ら
か
い
な
が
い

、

気

楽
に

伝
手

す
で
ん
る
え

」
と

本
山

は
ん
さ

語

た
れ
く
て

。

　

町
原
高

の

状
現

は
決

て
し

明

い
な
は
く
る

。

足
万
１

の
ず
ら

口
人

は

位
単
人
０
０
１
年
毎

で

率
困
貧
、
率
死
自
、
率
化
齢
高
、
少
減

ど
な

軒

並
み
高
い

死
自
。

の

儀
葬

が
立
て
続

た
時

は
に

、

て
し
う
ど

気

と

婦
夫

く
ら
ば
し
で

落
ち
込

た
。
お
寺
の

来
将

も

観
楽

い
な
き
で
は

徒
門
。

数
は

0
0
5

軒

が
だ
ど
ほ

、

の
こ

域
地

は
で

軒
０
０
５
１
、
軒
０
０
０
１
家
檀

の

院
寺

が
一

的
般

り
あ
で

小
、

い
さ

類
部

に
入
る

儀
葬
。

の

お

施
布

が

円
万
数

る
あ
も
と
こ
う
い
と

今
。

は

園
育
保

ら
か
る
あ
が

、

が
る

園
育
保
、

も

員
定

の

分
３

の
２

の
ど
ほ

利

用

る
ま
ど
と
に

子
恭
。

お
は
ん
さ

寺
も
私

ち
た

の
代

が
く
や
ぶ
つ
も
と
な
か
で
ま

、

う
い
う
こ

域
地

そ
こ
ら
か
だ

、
お
寺
に
大

な
き

割
役

を
感

る
い
て
じ

。

　
「

の
こ

町

生

じ
お
た
き
て
き

お
子
ん
さ

、　貸
て
し

！

鶴園恭子さん

１９７０年、宮崎県延
岡市生まれ。

２００５年に一麿さん
と出会い、結婚。

２００7年、得度し、
浄土真宗の僧籍を得

る。

光明寺は布教所から
スタートし、地元の

門徒の尽力により、

戦後に光明寺として
現在の伽藍となった

。

現住職・一麿さんで
３代目となる。

●

間
仏

で
ま

上

を
さ
た
が
り
あ
る
れ
が

忘

に
ず
れ

●
食
べ
物

作

の
り

大

な
き

口
糸

●
助

と
て
け

頼

る
れ

人
を
多
く
持

に
う
よ
つ

教訓

と
「

う
と
が
り
あ

」

ら
か

始

然
自
、

と

お
付
き
合

が
い

生

だ
け
わ
う
い
と
る
れ
ま

食
。

べ
物
を
通

お
た
じ

付
き
合

は
い

子
恭

の
ん
さ

徒
門
。
番
八
十

お
の
ん
さ

夜
通

ば
れ
あ
が

酢
、

の
物
を
作

届

に
け

行
く

儀
葬
「。

の
時
は

体

で
タ
ク
タ
ク
が

理
料

い
な
く
た
し
て
ん
な

。

も
で

物
屋
店

と
だ
り
か
ば

体
身

に
悪

か
す
で
い

酢
。

の
物
は
作

も
の
る

単
簡

し
だ

、

い
く
に
み
た
い

食
。

て
べ

体
が
楽

し
ま
り
な
に

と
た

言

方
は
多

す
で
い

国
全
。

の

守
坊

」
と

子
恭

さ

は
ん

勧

る
め

。

　

う
も

一
つ
教

作

は
り

、

籍
僧

を
持
つ

守
坊

は
で
ら
な

先
関
玄
。

の
で

会

「、
中
話

来

で
の
た

仏
、

に
ま
さ

手

を
合

て
せ
わ

拶
挨

て
し

帰

か

」
？

と
切
り
出

だ
の
す

拒
。

む
人

ず
ら
お
は

、

子
恭

が
ん
さ

経
読

る
す

後
、
間

に
ろ

座

一

緒
に
拝
む
「。

い
ら
も
て
せ
さ
げ
あ
て
め
じ
は

、

た
し
ま
い
ざ
ご
う
と
が
り
あ

」
と

子
恭

が
ん
さ

言

ば
え

「、

そ
こ
ら
ち
こ

」
と

話
会

が
生

れ
ま

の
も
う
い
と
る

。

　

子
恭

く
か
に
と
は
ん
さ

行
「

く
」

し
に
う
よ

る
い
て

。

と
か
ぜ
な

尋

ば
れ
ね

「、
お
寺

は
で

、

か
な
か
な
は
と
こ
な

話

い
な
え
ら
も
て
し

。
で

も

分
自
、

の
家

話

る
れ
く
て
し

。

」
と

間
年

で
培

験
経

を
語

。

お
寺

う
い
と
い
な
い
に

子
恭

が
だ
ん
さ

実
、

、

町
で
亡
く

知
。

い
な
ら

地
土

の
施

設
に
行

期
最
、

を
迎

い
な
く
し
ほ
て
え

。

障

る
あ
の
い
が

子

ら
た
い
が
も
ど

域
地
、

で
育

い
な
け
い
と
い
な
て

設
施
所
入
。

で
育

、

に
こ
こ

戻

知
、

な
ら

い
子

。
お

介
節

な
れ
し
も
か

ど
け
い

、

の
め
た
の
そ

域
地

の

守
見

り
役

し
と

て
、
お
寺
は

在
存

い
た
し

私
。

は

回
外

り

当
担

ね
ど
け
す
で

」

　

に
ち
ま

寄
り
添
う

守
坊

は
ん
さ

、

で
ま
こ
ど

も
朗

で
か
ら

体
然
自

。

お
寺

の
ち
ま
は

守
見

り
役

住職の一麿さんと。
日ごろの活動は夫婦

の連携あってこそ。

山本さん（右）にと
って恭子さんは「心

配してくれる身近な
友達」という

5

4

地域寺院倶楽部会員特典 ❶ 会報誌『地域寺院』を毎月送付  ❷会員同士の交流・研 鑽のためのセミナー開催（不定期）など ◆年会費：5,000円
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バックナンバー

惑
戸

の
い

探
手、
中

の
り

々
日

―
―

。
ね
す
で
身
出
ご
の
庭
家
般
一
は
ん
さ
香
宏

。
か
す
で
の
た
れ
ら
入
に
機
を
婚
結
は
に
寺
お

香
宏

　

い
は

何
。

お
も

寺

を
と
こ
の

知

に
ず
ら

嫁

て
し
ま
ぎ

惑
戸
日
毎
、

ら
が
な
い

分
自
、

の

立
ち

置
位

や

割
役

を
探

た
し
ま
い
て
し

侶
僧
。

い
な
は
で

外
、

ら
か

来
た

分
自

は

何
、

ん
ど
に

な

梅
塩

で
関

良

か
の
も
い

全
く
分
か

ず
ら

、

索
模

ね
た
し
ま
い
て
し

。

　

な
ん
そ

探
手

の
り

覚
感

を
誰

と
か

有
共

た
し

て
く

色
、

に
ろ
こ
と
な
ん

顔
を
出

た
い
て
し

時

期

た
し
ま
り
あ
が

家
業
起
性
女
。

の

会
強
勉

に

も

加
参

て
し
り
た
し

野
分
。

は
違

ど
え

同

よ
じ

に
う

探
手

で
り

張
頑

性
女

の
と
ち
た

会
出

は
い

強
心

。

　
恥

い
し
か
ず

思

し
た
し
ま
し
ん
さ
く
た
も
い

、

々
数

の

敗
失

も
重

た
し
ま
き
て
ね

。

て
少

つ
ず
し

験
経

を
積

で
ん

近
最
、

く
や
う
よ

分
自

の

割
役

が

落
腹

た
き
て
し
ち

感

ま
り
あ
が

す

日
毎
、
今
。

も
て
と
が

楽

よ
す
で
い
し

。

絵
で

現
表

る
す

教
仏

―
―

じ
感
く
よ
地
心
居
が
置
位
ち
立
の
分
自
ご

は
期
換
転
、
に
間
の
で
ま
る
な
に
う
よ
る
れ
ら

。
か
た
し
ま
り
あ

香
宏

　

婚
結

て
し

２
カ

目
月

に

父
義

が
急
に
亡

て
し
ま
り
な
く

私
、

が
絵
を
描

が
と
こ
く

好
き

を
の
な

知

母
義

が

父
義
、

の

文
・
材
取

●

お
寺
の

性
女

な
ル
ア
リ
の

声

お
を

伝

る
す
え

第

回

目

は
で

市
屋
古
名
県
知
愛
、

の

香
宏
坂
早

ん
さ

寺
壽
正
・
宗
洞
曹
（

の

）
族
寺

お
届

す
ま
し
た
い
け

。
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な
手
下
が
嘘

人
カ
ン
ラ
リ
ス 「

ル
ボ

」

浄土宗僧侶。縁あって仕事で行ったスリランカで、
延べ3年にわたる現地での田舎暮らし・寺院滞在をへて帰国。
日本の仏教・文化を見つめなおすエッセイを寄稿中。

華 朝

Vol.10
光り輝く島での出来事
　ボル・キヤンネパ 取材・文・写真●華 朝

　

に
カ
ン
ラ
リ
ス

任
赴

に
ろ
こ
の
ぐ
す
て
し

覚
え

ラ
ハ
ン
シ
た

。
語

笑
談
の

間
合

に
、

司
上

が

下
部

を
叱
る

際

ど
な
に

、

き
と
の
そ

熱
を

「

ル
ボ

「」
ル
ボ

」

と
聞

え
こ

然
自
、

と

得
習

単

。
語

　

ル
ボ

ル
ボ

・

パ
ネ
ン
ヤ
キ

く
つ

な
、

う
い
と

意
の
言
い

回

る
な
に
し

。

　

方
母

の

戚
親

が
突

亡
然

儀
葬

に

行

で
の
く

０
０
０
３

貸

し
ほ
て
し

い

当
本
（

は

好
大

き

お
な

酒
を
買

い
た
い

、）

日
明

は

院
病

で

査
検

ら
か
る
す
を

事
仕

を

休

い
た
み

別
（
の

事
仕

に

業
副

行

、）

を
た
な
あ

愛

る
い
て
し

、

か
ん
せ
ま
し

（
　

奥

と
ん
さ

子

る
い
に
で
す
が
も
ど

）

―
―

は
で
カ
ン
ラ
リ
ス

前
飯
朝

の
ル
ベ
レ

。
嘘

　

も
れ
ど

実
確

に

後
日
数

と
う
ま
し
て
レバ
は
に

う
い

末
結

を
迎

が
る
え

然
平
、

な
う
よ
の
こ
と

嘘
が

行
横

る
い
て
し

社
会
。

に
ン

向

ら
が
な
い
か

、

お
は
く
し
も

寺
の

所
台

や

会
集

食

ら
が
な
べ

、

ラ
リ
ス

カ
ン

士
同
人

の
嘘

く
つ
を

・

る
れ
か
つ

子
様

を
横

目
に
見

が
た
い
て

、
の
そ

防
攻

が

笑
可

い
と
い
し

り
よ
う

、

ろ
し
む

笑
微

い
し
ま

。

で
る
ま

児
幼

が

分
自

の
犯

死
必
、 「嘘つきは目をそらす」と言われる

138
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Shouen Kawamura

 

ふ
る
さ
と
納
税
の

活
用
法

河
村
照
円 

真
言
宗
智
山
派
阿
弥
陀
院
住
職
・
税
理
士

知
っ
て
お
き
た
い
寺
院
会
計

　
最
近
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
と
い
う
言

葉
を
見
聞
き
す
る
こ
と
が
増
え
て
き
ま

し
た
。
実
際
に
利
用
し
て
い
る
人
は
約

４
０
０
万
人
。
人
口
比
で
い
え
ば
ま
だ
少

な
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
今
回
は

ふ
る
さ
と
納
税
の
仕
組
み
を
簡
単
に
ご
紹

介
す
る
と
と
も
に
、
魅
力
や
注
意
点
な
ど

も
あ
わ
せ
て
お
話
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
利
用
者
目
線
で
簡
単
に
言
え
ば
「
参
加

費
２
千
円
で
全
国
の
名
産
カ
タ
ロ
グ
ギ
フ

ト
選
び
放
題
（
た
だ
し
上
限
あ
り
）」
と
い

う
制
度
で
す
。
人
に
よ
っ
て
は
何
十
万
円

も
す
る
返
礼
品
が
２
千
円
の
負
担
で
入
手

で
き
る
の
で
、
と
て
も
お
得
な
制
度
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
制
度
の
趣
旨
は
、
応
援
し
た
い
自

治
体
に
寄
付
を
し
て
有
効
に
予
算
を
使
っ

て
も
ら
う
こ
と
。
た
と
え
ば
自
分
の
生
ま

れ
育
っ
た
自
治
体
や
独
自
の
活
動
を
行
っ
て

い
る
自
治
体
に
対
し
て
、
寄
付
と
い
う
行

為
を
通
し
て
応
援
で
き
る
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
ふ
る
さ
と
「
納
税
」
と
は
い

う
も
の
の
、
寄
付
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る

税
金
の
「
寄
付
金
控
除
」
を
受
け
ら
れ
る

こ
と
が
、
こ
の
制
度
の
正
体
で
す
。
具
体

的
に
は
、
寄
付
を
し
た
金
額
の
一
部
が
所

得
税
や
住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。
控

除
額
に
は
人
そ
れ
ぞ
れ
上
限
が
あ
り
ま
す

が
、
上
限
額
ま
で
は
寄
付
を
し
た
金
額
か

ら
２
千
円
を
差
し
引
い
た
税
金
の
控
除
を

受
け
ら
れ
ま
す
。

　
実
質
２
千
円
で
ふ
る
さ
と
納
税
を
適
用

で
き
る
上
限
額
は
次
の
よ
う
に
計
算
さ
れ

ま
す
。

①
所
得
税
か
ら
の
控
除
　

　（
ふ
る
さ
と
納
税
額
ー
２
千
円
）×
所
得

　
税
の
税
率

②
住
民
税
か
ら
の
控
除
（
基
本
分
）　

　（
ふ
る
さ
と
納
税
額
ー
２
千
円
）×
10
％

③
住
民
税
か
ら
の
控
除
（
特
例
分
）

　（
ふ
る
さ
と
納
税
額
ー
２
千
円
）×

　
　（１
０
０
%
ー
10
％
ー
所
得
税
の
税
率
）

④
ふ
る
さ
と
納
税
の
上
限
額

　
①
＋
②
＋
③

　
た
と
え
ば
年
収
５
０
０
万
円
で
扶
養
家

族
の
い
な
い
人
の
場
合
、
上
限
額
は
約
6
万

円
。
6
万
円
寄
付
す
る
と
、
5
万
８
千
円

の
税
金
が
控
除
さ
れ
１
万
８
千
円
ほ
ど
の

返
礼
品
を
受
け
取
れ
ま
す
。
実
質
２
千
円

の
負
担
で
１
万
８
千
円
も
の
返
礼
品
が
入

手
で
き
る
と
こ
ろ
が
、
ふ
る
さ
と
納
税
の

魅
力
で
す
。
こ
の
方
が
6
万
円
以
上
寄
付

し
て
し
ま
う
と
、
控
除
額
が
減
っ
て
し
ま
い

２
千
円
以
上
の
負
担
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

こ
の
優
遇
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
納
税
を

し
て
い
る
人
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
ふ
る
さ
と
納
税
の
正
体
は
寄
付
金
控
除

で
す
の
で
、
毎
年
2
月
16
日
～
3
月
15

日
に
行
う
「
確
定
申
告
」
に
お
い
て
手
続

き
を
し
ま
す
。
し
か
し
、
寄
付
先
が
5
自

治
体
ま
で
で
あ
れ
ば
手
続
き
を
簡
便
に
す

る
た
め
、
確
定
申
告
を
行
わ
な
く
て
も

適
用
で
き
る
「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
」
と

い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
（
確
定
申
告
を
行

わ
な
い
給
与
所
得
者
等
が
対
象
）。
こ
れ

は
寄
付
す
る
た
び
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例

申
請
書
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
医
療
費
控
除
な
ど
で
確
定
申
告
を
行
っ

ふ
る
さ
と
納
税
と
は

上
限
額
の
計
算
方
法
は

ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
か

ふ
る
さ
と
納
税
の
注
意
点

も
っ
と
お
得
に
ふ
る
さ
と
納
税

て
し
ま
う
と
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
の
申

請
は
無
効
と
な
り
ま
す
。
寄
付
を
し
た
時

点
で
は
、
翌
年
に
確
定
申
告
を
す
る
か
ど

う
か
未
定
の
場
合
も
あ
る
た
め
、
そ
の
際

に
は
確
定
申
告
を
す
る
と
き
に
再
度
、
ふ

る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
寄
付
金
控
除
の
記

入
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
は
現
在
の
居
住

地
に
納
め
る
税
金
を
他
の
自
治
体
へ
移
転

す
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
本
来
は
居
住
地

の
自
治
体
に
入
る
税
金
が
少
な
く
な
る
の

で
、
た
く
さ
ん
の
方
が
ふ
る
さ
と
納
税
を

利
用
す
る
と
、
将
来
、
居
住
地
の
自
治
体

の
予
算
が
少
な
く
な
っ
て
生
活
に
支
障
が

出
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
希
望
す
る
自
治
体
か
ら
申
込
書
を
取
り

寄
せ
て
寄
付
を
行
う
方
法
も
あ
り
ま
す

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
多
く
の
申
込

サ
イ
ト
が
あ
り
、「
ふ
る
さ
と
チ
ョ
イ
ス
」

「
さ
と
ふ
る
」「
楽
天
ふ
る
さ
と
納
税
」

「
Ａ
Ｎ
Ａ
の
ふ
る
さ
と
納
税
」
な
ど
が
有

名
で
す
。

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
で
寄
付
を
す

る
と
、
各
カ
ー
ド
会
社
の
ポ
イ
ン
ト
が
加

算
さ
れ
、
さ
ら
に
ハ
ピ
タ
ス
な
ど
の
ポ
イ

ン
ト
サ
イ
ト
を
経
由
し
て
ふ
る
さ
と
納
税

を
行
う
こ
と
で
、
ポ
イ
ン
ト
を
二
重
取
り

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
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は
り
参
墓
・
儀
葬
ン
イ
ラ
ン
オ

？
る
な
う
ど

、
は
儀
葬
ン
イ
ラ
ン
オ

あ
つ
つ
し
着
定
が
観
値
価
の
と
る
す
と
可

。
す
で
の
る

　

と
ン
イ
ラ
ン
オ
。
す
ま
き
で
が
と
こ
う
い
と

で
い
な
は
で
の
く
い
て
れ
ら
け
続
も
後
今

　

デ
、
を
い
思
う
い
と
い
た
い
弔
を
人
き
亡

壊
破
の
習
慣
、
は
り
参
墓
・
儀
葬
ン
イ
ラ
ン

儀
送
葬
の
で
ま
れ
こ
ろ
し
む
、
く
な
は
で

。
す
ま
え
見
は
に
私
、
に
う
よ
る
あ
で

　

の
墓
お
や
養
供
祖
先
。
て
し
ま
め
じ
は

と
保
志
芝
問
る
い
て
し
究
研
を
史
代
現
近

願
お
く
し
ろ
よ
ぞ
う
ど
。
す
ま
き
だ
た
い

！
す
ま
し
た
い
い

　

で
禍
ナ
ロ
コ
型
新
の
来
年
昨
、
ま
さ
な
み

存
と
と
こ
た
れ
さ
を
労
苦
ご
な
変
大
、
は

拡
染
感
の
ス
ル
イ
ウ
ナ
ロ
コ
型
新
。
す
ま
じ

外
や
限
制
数
人
の
会
集
、
め
た
の
止
防
大

界
世
、
で
と
こ
た
れ
ら
取
が
置
措
止
禁
出

影
な
大
甚
は
習
慣
・
化
文
や
教
宗
で
国
各

も
に
例
の
そ
も
本
日
。
た
し
ま
り
被
を
響

。
ん
せ
ま
れ

　

要
法
・
儀
葬
・
夜
通
、
に
つ一
の
響
影
の
そ

上
ン
イ
ラ
ン
オ
て
し
そ
、
小
縮
や
化
素
簡
の

、
に
期
初
の
大
拡
染
感
。
す
ま
れ
ら
げ
挙
が

、
降
以
て
れ
さ
道
報
が
染
感
団
集
の
で
儀
葬

も
で
院
寺
の
々
個
ず
ら
な
み
の
社
儀
葬Z

o
o
m
や
Y
o
u
T
u
b
e

ブ
イ
ラ

れ
わ
行
が
み
組
り
取
た
し
用
利
を
等
信
配

。
た
し
ま
り
な
に
う
よ
る

　

す
行
流
の
ナ
ロ
コ
型
新
、
は
用
利
の
術
技
ト

7
9
9
1

成
平
（
年

9

の
人
個
、
は
に
）

で
誌
会
学
、
が
と
こ
る
い
て
し
載
掲
を
像
画

』
会
社
と
教
宗
『（
す
ま
い
て
れ
さ
告
報

3

。）
号

0
0
0
2

寺
の
数
複
、
は
に
代
年

ン
イ
ラ
ン
オ
。
た
し
ま
し
始
開
を
ト
イ
サ

、
は
て
い
つ
に
儀
葬

8
9
9
1

ラ
オ
に
年2

0
1
9毎

『（
す
ま
れ
ら
見
が
道
報
る
す
関
に
始

』
聞
新
日

9
1
0
2

年
8
月

。）
ど
な
日

　

仏
の
で
上
ン
イ
ラ
ン
オ
た
し
う
こ
し
だ
た

ま
く
あ
、
は
て
い
お
に
前
以
ナ
ロ
コ
、
は
事

。
た
し
ま
い
て
れ
ら
限
に
用
利
の
部
一
く
ご
で

て
し
と
」
慎
謹
不
「、
」
る
あ
が
感
抗
抵
「

。
す
ま
れ
わ
思
に

　

は
価
評
の
そ
、
て
経
を
禍
ナ
ロ
コ
し
か
し

中
間
期
粛
自
。
す
で
う
よ
た
し
り
わ
変
様

不
候
天
、
や
め
た
の
方
遠
、
く
な
で
け
だ

く
し
難
が
列
参
の
へ
儀
葬
な
急
、
で
等
良

仏
ら
か
場
の
い
思
い
思
ど
な
宅
自
、
も
で

た
私
、
を
点
利
う
い
と
る
き
で
加
参
に
事

。
た
し
ま
り
な
に
と
こ
る
す
感
体
は
ち

　

リ
が
ン
イ
ラ
ン
オ
、
は
の
な
き
べ
す
意
注

る
い
て
れ
ら
え
考
と
る
す
替
代
く
全
に
ル
ア

。
す
で
と
こ
う
い
と
だ
う
そ
さ
な
は
で
け
わ

よ
せ
ま
済
で
ン
イ
ラ
ン
オ
「
を
列
参
儀
葬

に
際
実
は
来
本
、
く
な
は
で
の
う
い
と
」
う

い
る
あ
、
い
な
わ
叶
、
も
ど
れ
け
る
い
は
て

る
れ
ら
憚
が
と
こ
る
け
つ
け
駆
に
理
無
は

も
で
ン
イ
ラ
ン
オ
、
ば
ら
な
る
あ
が
情
事

イラスト●早坂宏香

1

不
安
の
多
い
時
代
に
、悩
み
を
受
け
と
め
る

そ
の
役
目
を
担
っ
て
い
き
た
い

―
―
伊
藤
さ
ん
は
、
悩
み
を
受
け
と
め
る
活

動
を
多
岐
に
わ
た
り
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど

の
よ
う
な
き
っ
か
け
が
あ
り
ま
し
た
か
。
　

　
2
0
0
9
、
10
年
だ
っ
た
か
、
こ
れ
か
ら

の
寺
に
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
な
相
談
事
業

が
必
要
だ
よ
ね
、
と
家
族
と
話
を
し
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
時
に
、
浄
土
宗
の
『
宗
報
』

に
大
本
山
清
浄
華
院
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
講

座
開
催
の
お
知
ら
せ
が
あ
り
、
受
講
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
一
般

の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
研
修
も
受
け
て
、
か

れ
こ
れ
10
年
近
く
勉
強
し
ま
し
た
。

―
―
実
際
に
相
談
活
動
を
始
め
た
の
は
、
い

つ
頃
か
ら
で
す
か
。

　
2
0
1
1
年
頃
か
ら
で
す
。
自
坊
で
の

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
ほ
か
、
同
時
期
に
「
自

死
・
自
殺
に
向
き
合
う
僧
侶
の
会
」
や
東
日

本
大
震
災
の
被
災
地
支
援
、
浄
土
宗
と
も
い

き
財
団
の
電
話
相
談
に
も
参
加
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　「
自
死
・
自
殺
に
向
き
合
う
僧
侶
の
会
」

に
は
、
2
0
1
1
年
12
月
の
自
死
者
追
悼

法
要
に
お
手
伝
い
と
し
て
参
加
し
、
す
ぐ
に

入
会
を
し
ま
し
た
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
学

ぶ
前
は
、
自
分
は
話
を
聴
く
よ
り
、
話
を
す

る
方
が
得
意
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
、

何
件
も
自
死
の
ご
葬
儀
を
勤
め
ま
し
た
が
、

今
考
え
る
と
、
ひ
ど
い
対
応
を
し
て
い
た
。

「
心
の
ケ
ア
」お
断
り

取
材
・
文
●
小
川
有
閑

　撮
影
●
島
崎
信
一

自
死
対
策
、
被
災
地
支
援
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

人
々
の
苦
悩
と
向
き
合
い
、
僧
侶
の
自
覚
を
深
め
る
。

伊
藤
顕
翁
　浄
土
宗 

安
楽
寺 

住
職

大正大学史学科卒。
平成2年、大本山増上寺にて伝宗伝戒道場を成満。
平成4年、東京都江戸川区・浄土宗安楽寺の第26世住職。
現在、「共生・こころの会」会長、「自死・自殺に向き合う僧侶の会」共同代表、
浄土宗ともいき財団「心といのちの電話相談室」相談員・運営委員、
保護司などをつとめる。

Ito Kenou

9

※巻頭頁掲載寺院名

57 号：妙行寺  （鹿児島市）　　　　　56 号：超覚寺  （広島市）　　　　 55 号：龍津寺 静岡市）　　　　　　　54号：青龍寺（気仙沼市）  　　53号・52号：新型コロナウイルスによる影響と対応の調査結果の報告　

51号：大蓮寺 （川崎市）　　 　　50 号：西蓮寺（米沢市）　 　　 49 号：慈眼寺（秩父市）  　　　　48号：大念寺（札幌市）　　　　 　47号：仙寿院（釜石市）　　 　　 46号：寺院のこれからを考える　　 　 　　 　

■まちを開く、まちを拓く



いま、日本社会は大きな変革期を迎えています。

戦後の経済成長にストップがかかり、人口も減少しはじめました。

高齢化、少子化、地方の過疎化、貧無の格差、家庭の崩壊、自然災害、

そして人心の荒廃等 さ々まざまな現象が目に見えて起こっています。

これは戦後の復興にあたって、それまでの日本文化をわきにおいて

経済一辺倒の価値観で進んできた日本社会の結果ともいえましょう。

こうした社会状況のなか、宗教界にも大きな変化が起こっています。

信仰心の希薄化、宗教への無関心はもとより、

直葬などにみる葬儀の簡略化や年忌などの簡素化、墓終い、そして、寺離れ。

寺院の運営は、特に地方において危機に瀕しています。

しかし、こうした現象は、はたして社会の変化だけが原因なのでしょうか。

私たち宗教者に反省すべきことはなかったでしょうか。

この殺伐とした社会のなかで、仏教文化に関心を持ち、

その教えと救いを求めている人は多くいます。

私たちはそれに応えてきたでしょうか。

寺院は、“社会の資源”ともいわれます。

いま、この資源を地域社会のために活かし、なにか行動を起こさなかったら、

それこそ近い将来、多くの寺院は“消滅”する可能性が高いでしょう。

「地域寺院倶楽部」は、大正大学地域構想研究所・BSR推進センターを拠点とし、

これからの地域社会に必要とされる寺院の在り方を探る情報発信・相互交流の場を目指します。

FAX.03-5394-3093
お 名 前

お申込みいただき、ありがとうございます。

申込日　　　年　　　月　　　日

フ リ ガ ナ

寺 院 名

〒         ─
ご 住 所

電 話 番 号

E メ ー ル

入会ご希望の方は、メールもしくは、以下に記入の上、FAXにてお申込みください。

●お申込み先：                                  FAX：03-5394-3093　 E-mail：j_ishida@mail.tais.ac.jp　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    お申込みいただき、ありがとうございます。

上記ＦＡＸ等でご連絡をいただきましたら、こちらから会費請求書（5,000 円：４月～翌３月分）と振替用紙、

年度内発行済の「地域寺院」を郵送いたします。

ご入会以前のバックナンバーご希望の方は、1 冊につき200 円を請求させていただきます。




