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第66号

曹洞宗東北管区教化センター



　一仏両祖の御教えは、祖師方に受け継がれ広まってきました。
　このポスターでは、親子（家族）で歩く姿を、先人達の歩みと重ね、緑に囲まれた山道を親子が会話をしながら
一歩づつ登っていくイメージで、親から子へ伝えていくことの大切さに気づきを与えます。

■
制
作
意
図

　
「
相
承
の
教
え
」
の
普
及
に
努
め
る
。
檀
信

徒
で
も
理
解
し
て
い
る
人
が
少
な
く
、

　

教
え
を
き
ち
ん
と
伝
え
て
い
く
。

鹿狼山（福島）

ポ
ス
タ
ー

ポ
ス
タ
ー  

①①

曹洞宗東北管区教化センター　教化活動ポスターについて
このポスターは、「平成 29 年度 布教教化方針」に基づき制作いたしました。

【ポスター制作コンセプト】

光と花のある日常的な暮らし
S L I C E  O F  L I F E
   スライス      オブ       ライフ

日常の生活を想定して、生活の一部を切り取ります。
日常の暮らしの中に曹洞宗のお寺が存在し、

その教えや目指すものは、身近にあることを感じてもらいます。
構図には、「光」と「花」( フレームデザイン）を取り入れ、

道元禅師と瑩山禅師の教えを「光」と「花」にたくし、感じていただけるようにしました。
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津龍院（宮城）

　被災地の海辺で遊ぶ姉弟。２人が手をつなぐ姿は、まだ震災の傷跡が残る人びとに寄り添い、心の支えとしての
菩薩行につとめることをイメージし、その支え合う姿は互いに生きる力と喜びを表現します。
　また、２人がつないだ手は、平和の象徴であり相互理解と協調を表現します。
　背景の海辺の風景は、東日本大震災の被災地の沿岸部をイメージさせ、東北管区教化センターの「祈りの道」等
の取組みの主意との親和性を高めます。

■
制
作
意
図

　

と
も
に
喜
び
を
分
か
ち
合
え
る
平
和
な
社
会
の

実
現
を
め
ざ
し
ま
す
。

　

人
び
と
と
の
出
会
い
の
中
で
菩
薩
行
を
実
践

し
て
い
き
ま
す
。

Ｑ 

こ
の
ポ
ス
タ
ー
で
何
を
伝
え
て
い

る
の
で
す
か
？

Ａ 

平
成
29
年
度
布
教
教
化
方
針
を
５

種
類
の
ポ
ス
タ
ー
で
表
現
し
檀
信
徒
を

は
じ
め
、
お
寺
に
お
参
り
さ
れ
る
多
く

の
方
々
に
、
広
く
そ
の
意
味
を
感
じ

取
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
作
成
し
ま

し
た
。

Ｑ 

ポ
ス
タ
ー
制
作
に
あ
た
り
、
広
告

代
理
店
の
協
力
を
頂
い
た
そ
う
で
す
が
、

そ
の
意
図
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
で
す

か
？

Ａ 

教
化
セ
ン
タ
ー
で
は
こ
れ
ま
で
も

よ
り
広
い
年
代
の
方
に
伝
わ
る
よ
う
な

布
教
教
化
の
方
法
や
内
容
を
模
索
し
て

き
ま
し
た
が
、
専
門
の
方
か
ら
の
意
見

ポ
ス
タ
ー

ポ
ス
タ
ー  

②②
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同慶寺（福島）

　お寺の境内での掃除の様子。
　震災後、お寺の呼びかけで避難していた人びとが集まり、交流する場が出来ました。
　清掃活動を通して、震災で孤立しがちな人びとが顔を合わせることで、お互いを思いやり、ふれあい、よろこび
と笑顔を育みます。
　高齢化社会で孤立する高齢者が増える中、お寺が人と人を結びつけ、思いやりを育み、支える風景を描きます。

■
制
作
意
図

　

孤
立
す
る
人
び
と
と
向
き
あ
い
、
支
え
ま
す
。

ポ
ス
タ
ー

ポ
ス
タ
ー  

③③

を
も
ら
い
、
若
い
年
代
の
方
に
も
親
し

み
や
す
い
内
容
を
検
討
し
ま
し
た
。

Ｑ 

な
ぜ
変
わ
っ
た
サ
イ
ズ
の
ポ
ス

タ
ー
な
の
で
す
か
？

Ａ 

こ
の
ポ
ス
タ
ー
は
一
見
正
方
形
に

み
え
ま
す
が
縦
横
比
が
異
な
り
ま
す
。

八は
っ
た
ん
ば
ん

端
版
と
い
う
サ
イ
ズ
で
座
布
団
と
同

じ
寸
法
比
に
な
っ
て
い
ま
す
。
八
端
版

は
お
寺
の
和
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
し
て
い

ま
す
。

Ｑ 

写
真
を
囲
ん
だ
花
や
草
の
模
様
の

フ
レ
ー
ム
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ

る
の
で
す
か
？

巻頭特集
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正法寺（岩手）

　「生」の根本を支える「食」というものに立ち返ります。
　「精進料理」の基本は、目の前にある食材に手間と愛情をかけ、食事をできるだけおいしく、そしてありがたく
いただくことにあります。
　生きとし生けるもの。
　すべてのものには生命があり、食材の生命に感謝し、その生命を大切にして精一杯生きる。食事を通じて、作る
人と食べる人が心を通わせる。精進料理が問いかけているのは、そうした生きる姿勢です。

■
制
作
意
図

　
「
い
た
だ
き
ま
す
」
の
視
点
か
ら
、
食
材
も
生

け
る
も
の
と
し
て
、
精
進
料
理
を
テ
ー
マ
に
し

て
い
ま
す
。

ポ
ス
タ
ー

ポ
ス
タ
ー  

④④

Ａ 

八は
っ
た
ん
ば
ん

端
版
が
安
定
し
て
見
え
る
よ
う

な
工
夫
と
、
若
い
世
代
の
人
た
ち
の
目

に
も
留
ま
る
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
に
な

か
っ
た
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
ま
し
た
。

Ｑ 

ポ
ス
タ
ー
を
ど
の
よ
う
に
掲
示
し

た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
？

Ａ 

本
堂
や
掲
示
板
に
一
枚
ず
つ
季
節

に
合
わ
せ
て
貼
っ
て
も
い
い
で
す
し
、

ス
ペ
ー
ス
が
あ
れ
ば
本
堂
や
客
殿
に
５

枚
並
べ
て
貼
っ
て
も
い
い
か
と
思
い
ま

す
。
ポ
ス
タ
ー
に
同
封
し
た
説
明
書
に

は
、
わ
ざ
と
互
い
違
い
に
貼
り
、
檀
信

徒
の
目
を
引
か
せ
る
方
法
も
提
案
し
て

い
ま
す
。

巻頭特集

5

平成30年２月



長泉寺（山形県）

【撮影協力】同慶寺・鹿狼山（福島）　津龍院（宮城）　正法寺（岩手）　法光寺（青森）　長泉寺・如法寺・蔵高院・新庄東高校（山形県）

■
制
作
意
図

　

寺
院
を
地
域
社
会
の
「
絆
を
深
め
る
場
」
に

活
か
せ
る
よ
う
な
、
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え
る

よ
う
な
雰
囲
気
の
シ
ー
ン
を
描
き
ま
す
。

　お寺は、昔から人びとにとってはとても身近な存在です。
　遊び場でもあり、なにかあれば集う場所でもあり、住職は相談役でもあり、お寺は地域コミュニティの大事な場
所です。お寺の軒先に、いつも掃除をしてくれる若者と住職が集い談笑しています。
　少し敷居が高いイメージを持つ人びとに対して、気軽に集える場所であり、コミュニティの中心になる場所であ
ることをイメージさせます。
　日だまりのお寺の軒先の住職。日常に馴染んだお寺の風景を切り取ります。

ポ
ス
タ
ー

ポ
ス
タ
ー  

⑤⑤

Ｑ 

撮
影
に
参
加
し
て
ど
う
で
し
た
か
？
①

Ａ 

偶
然
に
も
撮
影
場
所
は
私
が
子
ど
も

の
時
に
来
た
こ
と
が
あ
っ
た
山
！

そ
こ
で
思
い
も
が
け
ず
、
子
ど
も
と
教

化
ポ
ス
タ
ー
の
撮
影
。
何
か
不
思
議
な

仏
さ
ま
の
ご
縁
を
感
じ
ま
し
た
。

　

天
気
が
す
ぐ
れ
ず
、
日
を
改
め
て
二

度
の
撮
影
は
大
変
で
し
た
が
、
と
て
も

貴
重
な
経
験
と
気
づ
き
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

Ｑ 

撮
影
に
参
加
し
て
ど
う
で
し
た
か
？
②

Ａ 

ポ
ス
タ
ー
の
モ
デ
ル
と
い
う
こ
と
で

朝
か
ら
と
て
も
緊
張
し
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
和
尚
さ
ん
の
優
し
い
笑
顔
を
見

た
ら
肩
の
力
が
す
っ
と
抜
け
て
撮
影
に

の
ぞ
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

巻頭特集
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統
監
あ
い
さ
つ

統
監
あ
い
さ
つ

「
墓 

じ 

ま 

い
」一
考

曹
洞
宗
東
北
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー　

統
監　
　

髙　

橋　

哲　

秋

　

曹
洞
宗
東
北
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー

は
、
皆
様
に
支
え
ら
れ
て
一
昨
年
12

月
に
開
設
40
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
本
部
布
教
を
軸
に
、
現

代
社
会
に
即
応
し
た
東
北
の
布
教
を
常

に
忘
れ
ず
に
、
事
業
を
展
開
し
て
参
り

ま
す
。

　

今
後
と
も
関
係
諸
老
師
・
ご
寺
院

様
の
ご
法
愛
ご
協
力
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
崩
壊
と
貧
困

　　

東
日
本
大
震
災
か
ら
満
７
年
を
目
前

に
し
て
ハ
ー
ド
面
で
復
旧
し
た
地
域

も
あ
る
中
、
土
盛
り
な
ど
で
全
く
景
色

が
変
わ
っ
た
場
所
、
未
だ
に
被
災
時
の

ま
ま
手
つ
か
ず
の
所
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る

帰
還
困
難
地
域
の
避
難
者
は
二
万
四
千

人
も
い
ま
す
。

　

震
災
以
後
も
人
の
知
恵
や
力
で
乗

り
切
る
こ
と
が
出
来
な
い
災
害
が
頻

繁
に
各
地
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

  

加
え
て
子
供
や
若
い
世
代
の
貧
困
が

社
会
問
題
に
な
る
ほ
ど
経
済
の
格
差

社
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　

ま
た
、
十
数
年
前
「
無
縁
社
会
」
現

象
が
取
り
ざ
た
さ
れ
、
こ
の
頃
か
ら
家

族
葬
や
直
葬
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

更
に
、
４
年
ほ
ど
前
に
「
墓
じ
ま
い
」

が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
若
者
の

貧
困
が
親
世
代
の
「
子
ど
も
に
迷
惑

を
か
け
た
く
な
い
」
と
い
う
気
持
ち

に
拍
車
を
掛
け
た
の
が
要
因
に
な
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

最
近
、「
墓
じ
ま
い
」
の
相
談
に
来

る
檀
信
徒
が
出
て
き
ま
し
た
。

　
「
墓
じ
ま
い
」
の
理
由
は
「
後
継
者

が
い
な
い
」「
後
継
者
が
遠
方
に
い
る

の
で
改
葬
し
た
い
」
と
い
う
方
が
ほ
と

ん
ど
で
す
。

　

中
に
は
、
寺
へ
の
護
持
会
費
や
施

食
会
や
大
般
若
祈
祷
会
・
年
回
法
要

な
ど
へ
の
出
費
や
参
加
が
負
担
だ
と

い
う
の
が
本
音
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
永
代
供
養
料

を
一
気
に
納
め
て
、
今
後
、
お
墓
や

菩
提
寺
へ
の
気
遣
い
を
な
く
し
た
い

と
い
う
気
持
ち
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

旧
墓
の
墓
じ
ま
い

　

私
の
住
ん
で
い
る
地
区
に
は
旧
墓

（
き
ゅ
う
は
か
）
と
い
っ
て
、
江
戸
時

代
に
設
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
持
ち
主

不
明
の
お
墓
が
各
所
に
あ
り
ま
す
。
血

縁
で
は
な
い
が
、
墓
地
を
粗
末
に
は
出

来
な
い
と
い
う
お
気
持
ち
で
、
現
在
は

そ
の
土
地
の
所
有
者
が
管
理
し
て
い

ま
す
。
そ
の
方
々
も
、「
農
地
に
し
た

い
」
や
、「
自
分
以
外
に
管
理
す
る
人

が
い
な
い
」
な
ど
の
理
由
で
相
談
に
来

る
方
が
い
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
寺
有

墓
地
の
万
霊
塔（
無
縁
塔
・
永
代
供
養

塔
）に
改
葬
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

所
在
不
明
の
墓
じ
ま
い

　

一
時
期
は
、
転
居
し
た
檀
信
徒
が
菩

提
寺
に
連
絡
も
せ
ず
に
転
居
先
で
新

た
に
墓
地
を
設
け
、
転
居
前
の
墓
地
を

放
置
し
て
い
た
方
が
少
な
か
ら
ず
お

り
ま
し
た
。
親
戚
や
近
隣
の
方
々
か
ら

連
絡
先
を
教
え
て
も
ら
い
、
改
葬
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

寺
有
墓
地
で
、
震
災
な
ど
で
連
絡
が

取
れ
な
い
檀
信
徒
も
お
り
、
現
在
所
在

不
明
が
３
人
で
す
。
こ
れ
ら
の
お
墓
は

お
参
り
を
す
る
人
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

当
寺
で
時
々
手
入
れ
を
し
て
い
ま
す
。

　

当
寺
に
と
っ
て
は
墓
じ
ま
い
に

よ
っ
て
檀
信
徒
を
失
い
ま
し
た
が
、
名

簿
管
理
上
、
適
正
な
処
置
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

後
継
者
な
し
の
墓
じ
ま
い

　

当
地
域
で
は
、
後
継
者
が
い
な
い

墓
地
は
そ
の
本
家
が
護
る
と
い
う
習

わ
し
が
あ
り
ま
し
た
が
、
近
年
、
そ

れ
も
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
実
家
の
墓
地
を
他
家
へ
嫁
い

だ
娘
さ
ん
が
護
っ
て
い
る
例
も
あ
り

ま
す
。
幸
い
当
寺
に
は
墓
地
に
登
記
さ

れ
て
い
る
土
地
に
余
裕
が
あ
り
、
な
お

か
つ
過
疎
地
域
な
の
で
墓
地
を
求
め

る
人
が
急
増
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、そ
の
方
に
は
「
護
持
会
費（
墓

地
管
理
費
）を
納
入
で
き
な
く
な
っ
た

時
点
で
墓
地
撤
去
工
事
費
の
実
費
を

頂
戴
し
、
お
参
り
す
る
人
が
い
な
く

な
っ
た
ら
永
代
供
養
塔
に
合
祀
し
ま

す｣

と
伝
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
墓
じ
ま
い

　

最
近
の
傾
向
と
し
て
新
た
に
墓
地

を
設
け
ず
に
、
永
代
供
養
塔
な
ど
へ

の
合
祀
を
望
む
方
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

墓
地
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
に
不

安
を
持
っ
て
い
る
方
々
に
永
代
供
養

塔
へ
の
合
祀
を
勧
め
る
こ
と
は
、
そ

の
方
を
安
心
さ
せ
る
方
法
で
は
あ
り

ま
す
。

　

し
か
し
極
論
で
す
が
、
全
て
の
人

が
墓
地
の
継
承
に
不
安
を
抱
き
、
檀

信
徒
全
員
が
合
祀
を
選
択
し
た
場
合

も
容
認
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

墓
じ
ま
い
を
望
む
方
々
は
総
じ
て

先
祖
を
大
切
に
思
う
人
た
ち
で
す
。
先

祖
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
人
は
菩
提

寺
に
相
談
に
来
る
こ
と
も
な
く
、
墓
地

を
放
置
し
た
ま
ま
で
す
。

　

い
ろ
ん
な
事
情
を
抱
え
て
来
ら
れ

る
の
で
す
か
ら
、
一
つ
一
つ
の
事
例
に

対
し
て
誠
意
を
も
っ
て
接
し
た
い
も

の
で
す
。

          （
岩
手
県　

観
林
寺
住
職
）
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シ
リ
ー
ズ
「
被
災
地
の
お
寺
は
今
」
第
８
回

シ
リ
ー
ズ
「
被
災
地
の
お
寺
は
今
」
第
８
回

　

東
日
本
大
震
災
・
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
か
ら
、
丸
７
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
被
災
各
地
で
は
様
々
な
状
況
を
迎

え
て
い
ま
す
。
福
島
県
で
は
、
去
年
の
３
月
末
か
ら
４
月
頭
に
か
け
て
、
震
災
・
原
発
事
故
以
降
に
避
難
指
定
さ
れ
て
い
た
市
町
村
に
お

い
て
避
難
指
示
解
除
が
な
さ
れ
、
現
在
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
還
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

左
に
、
改
め
て
被
害
状
況
と
指
定
避
難
地
域
住
民
の
帰
還
に
関
す
る
住
民
意
向
調
査
を
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

避
難
解
除
後
の
福
島
の
現
状
に
つ
い
て

曹
洞
宗
復
興
支
援
室
分
室
主
事　
　

久　

間　

泰　

弘

　

以
上
の
デ
ー
タ
か
ら
み
え
て
く
る
の

は
、
帰
還
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な

条
件
と
し
て
、「
放
射
線
量
の
低
下
の
目

途
」「
原
発
の
安
全
性
の
確
保
」「
社
会

基
盤
の
復
旧
の
目
途
」「
医
療
、
介
護
・

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
再
開
」
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
帰
還
後
に
実

際
に
生
活
を
送
る
条
件
は
「
放
射
線
量

の
低
下
」、
行
政
支
援
は
「
自
営
業
再
開

へ
の
支
援
」「
継
続
的
な
健
康
管
理
の
支

援
」、「
市
町
村
か
ら
の
継
続
的
な
情
報

提
供
」
と
の
意
向
が
あ
る
の
が
分
か
り

ま
す
。

　

一
方
、
帰
還
し
な
い
理
由
と
し
て
は
、

「
放
射
線
量
に
不
安
が
あ
る
」「
原
発
の

安
全
性
に
不
安
が
あ
る
」
が
最
も
多
く
、

未
だ
に
収
束
し
て
い
な
い
原
発
に
対
す

る
不
安
や
、
国
や
政
治
に
対
す
る
不
信

感
が
滲
み
出
て
い
ま
す
。

　

そ
の
帰
還
し
な
い
方
が
求
め
る
支
援

と
し
て
は
、「
継
続
的
な
避
難
先
で
の
支

援
情
報
の
提
供
」「
継
続
的
な
健
康
管
理

の
支
援
」「
住
居
確
保
の
支
援
」
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

既
述
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
の
帰
還
す

る
最
大
条
件
は
「
避
難
指
示
等
の
解
除
」

で
し
た
が
、
避
難
解
除
か
ら
９
ヶ
月
に

な
ろ
う
と
し
て
い
る
今
、
実
際
の
帰
還

率
は
飯
舘
村
で
約
５
％
、
浪
江
町
で
約

２
％
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

帰
還
す
る
・
し
な
い
の
間
で
判
断
を

迷
っ
て
い
る
多
く
の
住
民
は
、
や
は
り
、

東日本大震災の被害状況（※人的被害は警察庁 , 避難者数情報は復興庁）
①全国の人的被害 (2017年 7月現在 )
　死者数：15,894人／行方不明者数：2,550人
　（岩手：4,673人／1,122人、宮城：9,540人／1,228人、福島：1,614人／196人）
　※震災関連死：3,536人（岩手463人、宮城926人、福島2,147人）
　※震災関連自殺者数：岩手、宮城、福島で計162人　2011年 6月～ 2016年 3月 
　　内閣府データ）

②全国の避難状況 (2017年 7月現在 )　
　避難者総数：89,751人
　・被災三県の県外避難者数 福島：35,166人 宮城：5,230人 岩手：1,297人
　・福島県の子ども避難者数18,910人（県外8,624人、県内10,286人　2017年4月現在）

福島県による避難者への住民意向調査について
①住民意向調査結果
　調査対象：本県からの避難者　58,018世帯　※郵送アンケート方式
　調査期間：2016年 2月～3月　 回答数：16,417世帯（回収率：32.9％）

②県内避難世帯の今後の生活予定について
　県内避難者：被災当時の居住市町村に帰還34.2％、現在の避難先市町村に定住13.6％
　避難元市町村別：
　⑴ 避難指示区域内世帯⇒被災当時の居住市町村に帰還44.9％、避難先定住14.6％
　⑵ 避難指示区域外世帯⇒被災当時の居住市町村に帰還16.1％、避難先定住12％

③県外避難世帯の今後の生活予定について
　県外避難者：現在の避難先市町村に定住22.3％、現時点では決定していない20.6％
　　　　　　　被災当時の居住市町村に帰還15.4％

④被災当時の居住地と同じ市町村に戻る条件
　避難元市町村別：
　⑴ 避難指示区域内世帯⇒避難指示等の解除53.8％、地域除染の終了52.7％
　⑵ 避難指示区域外世帯⇒放射能の影響や不安の減少34.5％、原発事故後の安全性の確保
        31.2％
　避難先市町村別（県内避難・県外避難）：
　⑴ 県内避難世帯⇒地域除染の終了48.4％、避難元の住居に住めるようになる38.8％
　⑵ 県外避難世帯⇒放射能の影響や不安の減少41.5％、地域除染の終了37.5％

⑤帰還や生活再建への必要な支援内容
　避難元市町村別：
　⑴ 避難指示区域内世帯⇒健康福祉への支援46％、東電損害賠償に関する情報提供
　　 43.5％、住宅再建への支援36.9％、除染状況の情報提供33.8％
　⑵ 避難指示区域外世帯（主に県外避難者）⇒生活資金への支援38％、転居への支
　　 援 33.9％、避難先での生活支援29.3％、健康福祉への支援27.8％、東電損害
　　 賠償に関する情報提供27.4％

シリーズ 「被災地のお寺は今」第 8回
広報第 66号
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放
射
能
へ
の
不
安
や
生
活
基
盤
整
備
の

遅
れ
な
ど
で
帰
還
を
躊
躇
っ
て
い
る
の

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
２
０
１
６
年
６
月
に
全
面

避
難
解
除
に
な
っ
た
川
内
村
の
長
福
寺
・

矢
内
大
丘
師
か
ら
今
回
寄
せ
ら
れ
た
声

を
紹
介
し
ま
す
。
現
在
か
ら
３
年
前
に

避
難
解
除
に
な
っ
た
地
域
が
今
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
、

今
回
の
避
難
解
除
に
よ
っ
て
帰
還
が
進

め
ら
れ
る
市
町
村
の
未
来
を
あ
る
程
度

想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

川
内
村　

長
福
寺
住
職　

                    

矢
内
大
丘
師
か
ら
の
声

　

川
内
村
の
現
状
で
す
が
、
行
政
の
発

表
で
の
帰
還
率
は
だ
い
ぶ
上
が
っ
て
き

て
は
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
も
実
際
に

帰
還
し
て
住
ん
で
み
ま
す
と
、
震
災
以

前
と
比
べ
確
実
に
人
は
少
な
い
で
す
。

感
覚
的
な
も
の
で
人
気
が
な
い
で
す
。

こ
れ
に
は
住
民
の
高
齢
化
な
ど
の
理
由

も
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
若
い
世
代

が
以
前
に
比
べ
て
減
っ
て
い
る
の
も
そ

う
感
じ
る
大
き
な
理
由
で
す
。「
若
い
人

が
い
な
い
か
ら
」
が
み
ん
な
の
口
癖
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

　

や
は
り
、「
子
ど
も
の
学
校
の
こ
と
が

あ
る
」「
転
校
は
さ
せ
て
あ
げ
た
く
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
若
い
世
代
の
帰
還
は
進

み
ま
せ
ん
。
村
役
場
に
勤
め
て
い
る
若

い
世
代
の
人
も
、
ほ
と
ん
ど
が
村
外
か

ら
通
勤
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

　

何
と
い
う
か
、海
沿
い
の
富
岡
、楢
葉
、

広
野
と
い
っ
た
と
こ
ろ
は
こ
れ
か
ら
復

興
に
向
か
っ
て
い
く
賑
や
か
さ
、
騒
々

し
さ
、
熱
気
が
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
川

内
村
は
そ
れ
も
ひ
と
段
落
し
て
、
復
興

か
ら
何
だ
か
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た

感
じ
が
し
て
い
ま
す
。
静
か
で
す
。
工

業
団
地
造
成
も
遅
れ
て
お
り
、
な
お
一

層
そ
の
印
象
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

　

確
か
に
避
難
区
域
は
解
除
に
な
り
ま

し
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
急
に
帰
還
が

増
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

旧
警
戒
区
域
内
で
も
、
帰
還
率
が
高
い

地
域
も
あ
れ
ば
、
集
落
自
体
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
檀

家
さ
ん
や
村
民
の
皆
さ
ん
は
「
若
い
人

が
い
な
い
か
ら
寂
し
い
、
で
も
仕
方
な

い
ね
、
や
っ
ぱ
り
便
利
な
と
こ
ろ
に
は

敵
わ
な
い
か
ら
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

檀
務
に
つ
い
て
は
、
震
災
以
前
は

四
十
九
日
法
要
は
ほ
と
ん
ど
の
檀
家
さ

ん
が
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
震
災
以

降
は
、
親
戚
や
家
族
が
遠
く
に
い
て
、

再
度
集
ま
る
の
は
大
変
と
い
う
理
由
か

ら
、
お
葬
式
当
日
に
予
修
す
る
こ
と
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
寂
し
い
な
が
ら
も
、
な
る
べ

く
震
災
前
と
同
じ
よ
う
な
生
活
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
心
穏
や
か
に
し
よ
う
と

な
さ
っ
て
い
ま
す
。
く
よ
く
よ
し
て
も

は
じ
ま
ら
な
い
と
明
る
く
振
る
舞
っ
て

い
ま
す
。  

　

長
福
寺
に
つ
い
て
で
す
が
、
い
ま
漸

く
、
震
災
以
降
初
め
て
本
堂
の
修
理
を

行
っ
て
い
る
最
中
で
す
。
や
は
り
歪
み

が
出
た
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
補
強
し
て
い

ま
す
。
今
後
は
位
牌
堂
の
修
理
を
予
定

し
て
い
ま
す
。 

　

本
堂
の
修
理
が
出
来
て
も
川
内
村
の
人

口
は
減
る
一
方
で
す
。
当
然
で
す
が
、
出

生
率
よ
り
死
亡
率
が
高
く
、「
あ
と
20
年

も
す
れ
ば
川
内
村
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う

よ
」と
冗
談
め
い
て
話
す
方
も
い
ま
す
が
、

そ
れ
が
真
実
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う

な
れ
ば
寺
院
の
維
持
は
難
し
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
で
す
。
震
災
以
降
は
人
口
減

少
、
高
齢
化
な
ど
が
急
激
に
加
速
し
て
い

ま
す
。
ご
夫
婦
で
帰
還
さ
れ
て
も
、
ど
ち

ら
か
一
方
の
方
の
具
合
が
悪
く
な
る
と
お

子
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
行
か
れ
た
り
、
施
設

に
入
所
し
た
り
し
て
空
き
家
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。 

　

私
の
望
み
は
、
人
口
増
加
は
今
す
ぐ
に

は
難
し
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
、
長
い
目

で
見
て
、
そ
れ
が
で
き
う
る
環
境
を
整
え

て
欲
し
い
で
す
。
都
市
部
へ
の
一
極
集
中

を
何
と
か
し
て
、
若
い
世
代
が
中
山
間
地

域
で
も
生
計
が
維
持
で
き
る
よ
う
な
社
会

に
な
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ

は
人
口
が
少
な
い
な
が
ら
も
安
定
し
て
、

持
続
可
能
な
社
会
に
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン

グ
し
て
欲
し
い
で
す
。

　

大
変
な
中
で
も
有
り
難
い
の
は
、
お

檀
家
さ
ん
は
お
寺
を
維
持
し
て
い
こ
う
、

守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
思
い
が
強
い
の

で
、
私
も
そ
れ
を
支
え
に
し
て
こ
れ
か

ら
も
長
福
寺
を
次
代
に
繋
げ
ら
れ
る
よ

う
頑
張
っ
て
い
く
思
い
で
す
。　
　

  

矢
内
大
丘 

合
掌

川
内
村
の
避
難
解
除
後
の
現
状

　

こ
れ
か
ら
の
福
島
で
は
、
様
々
な
場

面
に
お
い
て
、
曖
昧
な
喪
失
か
ら
明
確

な
喪
失
へ
の
移
行
が
は
じ
ま
る
で
し
ょ

う
。
こ
れ
ま
で
の
避
難
者
は
、「
あ
の

場
所
に
家
が
あ
る
の
に
、
帰
り
た
い
の

に
な
ぜ
避
難
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
」「
本
当
に
自
分
は
放
射
能
の
被
害

は
な
い
の
か
、
実
は
癌
の
リ
ス
ク
が
増

加
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
、

誰
も
答
え
て
く
れ
な
い
、
答
え
よ
う
の

な
い
日
々
を
送
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

が
、
避
難
解
除
に
な
り
「
帰
還
＝
各
種

支
援
の
打
ち
切
り
」
と
い
う
選
択
肢
を

提
示
さ
れ
た
今
、
否
応
な
し
に
帰
還
す

る
・
し
な
い
を
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
同
居
・
独

居
な
ど
の
家
族
形
態
の
変
化
、
就
労
に

よ
る
経
済
的
変
化
、
病
院
が
少
な
い
な

長福寺住職 矢内大丘師

平成 30年２月
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ど
の
理
由
か
ら
来
る
高
齢
者
や
幼
児
の

健
康
リ
ス
ク
な
ど
も
覚
悟
す
る
と
い
う

こ
と
に
繋
が
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
矢
内
師
の
言
葉
に

も
あ
る
よ
う
に
、
寺
院
と
は
地
域
の
社

会
資
源
で
あ
る
が
故
に
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
と
の
共
存
が
不
可
欠
な
性
質
を

持
ち
、
今
後
の
被
災
地
復
興
い
か
ん
に

よ
っ
て
そ
の
存
続
が
左
右
さ
れ
る
事
実

は
、
こ
れ
ま
で
も
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も

何
も
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

本
稿
の
最
後
に
、
阪
神
淡
路
大
震
災

で
の
復
興
感
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
ア

ン
ケ
ー
ト
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
被
災
後
9
年
後
に
兵
庫
県
内
在
住

の
80
％
以
上
の
人
が
「
自
分
が
被
災
者
」

だ
と
意
識
し
な
く
な
っ
た
が
、
そ
の
中

で
最
も
多
か
っ
た
回
答
は
、「
今
後
も
不

自
由
な
暮
ら
し
が
続
く
と
覚
悟
し
た
」

と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
・
東
京
電
力
福
島
第

一
原
発
事
故
で
は
、
被
災
者
の
方
々
に

「
自
分
が
被
災
者
」
だ
と
意
識
し
な
く

な
っ
て
頂
け
る
の
は
、
果
た
し
て
い
つ

に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、「
不

自
由
な
暮
ら
し
が
続
く
と
覚
悟
し
た
」

時
に
一
緒
に
考
え
て
悩
ん
で
く
れ
る
人

は
ど
こ
に
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

被
災
地
の
い
た
み
を
引
き
受
け
、

そ
の
苦
悩
に
ど
う
寄
り
添
っ
て
い
け

る
の
か
。
忘
却
・
風
化
と
は
一
体
何

な
の
か
。
共
に
而
今
を
生
き
る
人
間

と
し
て
、
そ
の
存
在
、
行
動
が
問
わ

れ
続
け
て
い
ま
す
。

（
福
島
県　

龍
徳
寺
住
職
）

福島県内　避難指示区域　避難解除後の様子　平成29年4月

③ 南相馬市小高区
　 あぶくま信用金庫小高支店
帰還の先駆としてH25年3月27日より営業再開

⑥ 富岡町　曹洞宗龍臺寺
庫裏再建中

② 南相馬市牛越　災害公営住宅
被災地では仮設住宅から災害公営住宅へ移行が
進む

⑤ 富岡町　真言宗地蔵院
震災当初から変わらず住人不在、
墓参の方への危険防止の配慮あり

① 飯舘村前田地区　仮置き場
飯舘村21,000ha.中、除染面積 5,600ha.＝
東京ドーム約1,200個分　人口約6,000人

④ 浪江町　県立浪江高等学校
H29年3月末日にて休校だが、町民は「実質廃校
だよ」との言葉を残した

　　
川内村の避難解除後の現状

 ・2011年 3月11日現在の住民登録人口：
　　3,083人

 ・2017年 9月1日現在の避難者数：
　　517人（県内380人、県外137人）

 ・2017年 9月1日現在の帰還者数：
　　922世帯　2,196人

 ・公共交通機関（バス）：
　　診療バス、内陸方面（船引・小野）へ2路線

 ・商業施設：郵便局2局、JA支店、信用金庫、農産物
　　　　　　直売所、移動販売、公設民営複合施設、コ
　　　　　　ンビニエンスストア

 ・教　　育：保育園、小中学校

 ・医　　療：国保診療所（内科、歯科常設、整形外科毎
　　　　　　週火曜、心療内科・眼科月1回）

 ・福　　祉：介護保険サービス、障害者施設（田村市で
　　　　　　再開）、特別養護老人ホーム、認知症高齢
　　　　　　者グループホーム

 ・健康管理：長崎大学の協力による放射能リスクコミュ
　　　　　　ニケーションを各家庭で実施、ひらた中央
　　　　　　病院（平田村）等で内部被ばく検査受診可能

10

シリーズ 「被災地のお寺は今」第 8回
広報第 66号



　

私
は
修
証
義
第
三
章
「
受
戒
入
位
」

の
結
び
の
一
節
を
、
無
常
の
世
に
あ
っ

て
自
己
を
見
つ
め
、
懺
悔
し
仏
戒
を
受

け
て
仏
位
に
入
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を

日
常
に
生
き
方
と
し
て
受
持
す
る
と
き

世
の
中
の
す
べ
て
に
仏
法
を
観
じ
、
真

実
の
生
き
方
に
目
覚
め
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ
れ
た
石
巻

市
桃
浦
洞
仙
寺
様
の
流
さ
れ
ず
に
残
っ

た
観
音
様
を
祀
る
「
見
守
り
観
音
堂
」

建
立
に
尽
力
さ
れ
た
方
々
が
い
ま
す
。

　

長
野
県
佐
久
市
蕃
松
院
増
田
友
厚
老

師
を
中
心
と
す
る
実
行
委
員
会
の
皆
様

で
す
。

　

檀
信
徒
さ
ん
や
呼
び
か
け
に
応
じ
た

有
志
の
皆
さ
ん
で
全
国
４
万
人
の
方
々

か
ら
浄
財
を
募
っ
て
、
昨
年
３
月
の
七

回
忌
を
前
に
お
堂
の
完
成
に
至
り
ま
し

た
。

　

勧
募
の
傍
ら
被
災
し
た
浜
々
を
供
養

し
な
が
ら
２
万
個
も
の
小
石
を
拾
い
集

め
て
浄
石
「
小
石
さ
ん
」
と
呼
ん
で
は

一
つ
一
つ
に
写
経
し
、
お
堂
の
中
の
観

音
様
の
足
元
に
そ
れ
ら
を
敷
き
詰
め
た

の
で
し
た
。「
小
石
さ
ん
」
達
は
あ
の
大

津
波
の
な
か
で
自
ら
も
押
し
寄
せ
て
は

引
く
大
波
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
流
さ

れ
て
い
っ
た
多
く
の
命
を
き
っ
と
見
つ

め
て
い
た
に
違
い
な
い
と
。

法　法　
  

話話 　
「
修
証
義　

第
十
七
節
」

「
修
証
義　

第
十
七
節
」

土
地
草
木
牆
壁
瓦
礫
皆
仏
事
を
作
す 

教
化
セ
ン
タ
ー
布
教
師　
　

北　

村　

暁　

秀

諸
仏
の
常
に
此
中
に
住
持
た
る
、
各
各
の
方
面
に
知
覚
を
遺
さ
ず
、
群
生
の
長
え
に
此
中
に
使
用
す
る
、
各
各
の

知
覚
に
方
面
露
れ
ず
、
是
時
十
方
法
界
の
「
土
地
草
木
牆
壁
瓦
礫
皆
仏
事
を
作
す
を
以
て
、
其
起
す
所
の
風
水
の

利
益
に
預
る
輩
、
皆
甚
妙
不
可
思
議
の
仏
化
に
冥
資
せ
ら
れ
て
親
き
悟
を
顕
わ
す
」
是
を
無
為
の
功
徳
と
す
、
是

を
無
作
の
功
徳
と
す
、
是
れ
発
菩
提
心
な
り

　
「
小
石
さ
ん
」
を
亡
く
な
ら
れ
た
方
々

の
命
と
も
重
ね
見
て
の
御
修
行
と
深
く

敬
服
し
随
喜
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

で
し
た
。

　

委
員
の
中
に
は
瓦
礫
に
埋
も
れ
た
太

い
梁
を
見
つ
け
て
「
人
々
の
暮
ら
し
が

此
処
に
あ
っ
た
の
で
す
ね
、
き
っ
と
何

代
に
も
亘
っ
て
建
物
を
支
え
家
主
の

方
々
を
見
守
っ
て
き
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」

と
涙
な
が
ら
に
仰
っ
た
方
が
あ
り
ま
し

た
。

　

ま
た
別
の
方
は
「
大
津
波
の
海
も
、

い
ま
こ
の
眼
前
に
鏡
の
よ
う
に
広
が
る

凪
い
だ
大
海
原
も
ど
ち
ら
も
海
の
姿
な

の
で
す
よ
ね
」
と
。
海
の
あ
り
よ
う
に

無
常
の
真
理
を
感
得
し
て
お
ら
れ
ま
し

た
。

　

遠
路
長
野
県
か
ら
何
十
回
と
石
巻
を

訪
れ
た
皆
様
で
し
た
が
、
ま
る
で
近
所

を
訪
ね
る
か
の
よ
う
に
、
日
常
の
ご
く

当
た
り
前
の
一
コ
マ
の
如
く
に
、
い
つ

も
い
つ
も
と
て
も
さ
ら
り
と
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
薫
風
の
よ
う
に

爽
や
か
に
、
時
に
は
春
風
の
よ
う
に
優

し
く
温
か
く
。

　

仏
戒
を
自
ら
の
生
き
方
と
し
て
当
た

り
前
の
日
常
の
習
慣
と
し
て
分
別
も
自

負
も
な
く
、
む
し
ろ
受
持
し
て
い
る
と

い
う
意
識
す
ら
ま
っ
た
く
な
い
か
の
よ

う
に
仏
行
に
身
心
を
投
ず
る
。
だ
か
ら

こ
そ
前
述
の
よ
う
に
観
じ
、
気
付
き
、

言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
の
だ
と
学
ば
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

愚
の
如
く
魯
の
如
く
、
仏
と
戒
と
自

己
が
一
体
と
な
っ
て
、
真
実
の
生
き
方

を
求
め
実
践
し
て
い
く
中
に
、
親
き
悟

り
が
顕
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

（
宮
城
県　

法
山
寺
副
住
職
）
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青
少
年
教
化
指
導
者
研
修
会

布
教
講
習
会

 

・
９
月
13
日

 

・
宮
城
県　

ホ
テ
ル
モ
ン
ト
レ
仙
台

 

・
講　

師　

　

●
東
京
工
業
大
学
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
研
究
教
育
院
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
野
民
夫　

先
生

　
　
「
参
加
型
場
づ
く
り
の
技
法
『
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
』
と
は
」

　
　
「
対
話
を
通
し
て
学
び
合
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
体
験
」

　　

●
人
権
学
習(

Ｄ
Ⅴ
Ｄ
上
映)

　
　
「
過
去
帳
と
人
権
〜
情
報
管
理
の
徹
底
を
〜
」

 

・
参
加
者　

59
名

 

・
11
月
28
日
〜
29
日

 

・
宮
城
県　

ホ
テ
ル
モ
ン
ト
レ
仙
台

 

・
講　

師　

　

●
㈱
寺
院
デ
ザ
イ
ン
代
表
取
締
役　
　
　
　
　
　
　

薄
井
秀
夫　

先
生

　
　
「
寺
院
の
現
状
と
未
来
〜
布
教
の
重
要
性
〜
」

　

●
秋
田
県
大
館
記
念
病
院
院
長　
　
　
　
　
　
　
　

対
本
宗
訓　

先
生

　
　
「
僧
医
と
し
て
生
き
る
」

　

●
千
葉
県
廣
徳
寺
住
職　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
川
光
学　

老
師

　
　

人
権
学
習
「
布
教
と
人
権
」

 

・
参
加
者　

51
名

平
成
平
成
2929
年
度
年
度    

行
事
報
告

行
事
報
告

１
９
５
７
年
⽣
︒
東
京
⼤
学
⽂
学
部
卒
︒
30
年
の
広
告
会
社
勤
務

を
へて
︑
同
志
社
⼤
学
教
授
を
経
て
︑ 

２
０
１
５
年
秋
か
ら
現
職
︒

⼤
教
室
で
も
参
加
型
の
授
業
を
展
開
︒
１
９
９
０
年
前
後
に
休
職

留
学
し
た 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
⼤
学
院
Ｃ
Ｉ
Ｉ
Ｓ
で
組
織
開
発
や
ワ

ー
ク
シ
ョップ
に
つい
て
学
ぶ
︒
以
後
︑ 会
社
勤
め
の
傍
ら
︑⼈
と
⼈・

⾃
然
・
⾃
分
⾃
⾝
を
つ
な
ぎ
直
す
ワ
ー
ク
シ
ョップ
や
フ
ァ
シ
リ 

テ

ー
シ
ョン
講
座
を
実
践
︒
主
著
に﹃
ワ
ー
ク
シ
ョップ
﹄(

岩
波
新
書)

︑

﹃
み
ん
な
の
楽
し
い 

修
⾏
﹄︵
春
秋
社
︶︑﹃
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

で
⼤
学
が
変
わ
る
﹄︵
共
編
著
︑
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
︶
な
ど
︒

講師：中野民夫 先生

１
９
６
６
年
⽣
ま
れ
︑
群
⾺
県
出
⾝
︒

東
北
⼤
学
⽂
学
部
︵
宗
教
学
︶
卒
業
︒

鎌
倉
新
書
⽉
刊
﹃
仏
事
﹄
副
編
集
⻑

を
経
て
︑
２
０
０
７
年
に
寺
院
コ
ン
サ

ル
ティ
ン
グ
＆
メ
ディ
ア
サ
ポ
ー
ト
を
⾏

う
︵
株
︶
寺
院
デ
ザ
イ
ン
を
設
⽴
︒

著
書
に
﹃
寺
院
墓
地
と
永
代
供
養
を
ど

う
運
営
す
る
か
﹄﹃
⼈
の
集
ま
る
お
寺
の

つ
く
り
⽅
﹄︵
鎌
倉
新
書
︶な
ど
が
あ
る
︒

臨
済
宗
師
家
︑
内
科
医
︑﹁
僧
医
﹂︒
元

臨
済
宗
佛
通
寺
派
管
⻑
で
︑
管
⻑
在
職
中

に
医
師
を
⽬
指
し
て
帝
京
⼤
学
医
学
部
に

⼊
学
︒
そ
の
後
︑
管
⻑
職
を
辞
任
︒
医
師

国
家
試
験
合
格
後
︑
内
科
医
と
な
る
︒

霊
性
︵
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ティ
ー
︶
に
基

づ
く
医
療
の
実
践
の
場
を
従
来
型
の
病

院
と
統
合
し
た
新
し
い
医
療
モ
デ
ル
の

確
⽴
に
取
り
組
ん
で
い
る
︒

講師：薄井秀夫 先生講師：対本宗訓 先生

講師：石川光学 老師
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天雨特派布教師

坐禅指導
教化センター布教師　佐藤師

坐禅指導
教化センター布教師　柿崎師

わらび座出張

山川龍巳さま 佐藤俊晃さま

曹
洞
宗
婦
人
会
東
北
管
区
研
修
会

第
46
回  

教
化
フ
ォ
ー
ラ
ム

 

・
６
月
27
日
〜
28
日

 

・
秋
田
県　

大
湯
温
泉　

ホ
テ
ル
鹿
角

 

・
講　

師

　

●「
わ
ら
び
座
に
よ
る
出
張
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
」

　

●
㈱
わ
ら
び
座　

代
表
取
締
役
社
長　
　
　
　
　
　

山
川
龍
巳　

さ
ま

　
　
「
今
、
地
域
劇
場
が
面
白
い

　
　
　
　
　

〜
演
劇
コ
ン
テ
ン
ツ
は
人
間
力
を
育
て
る
力
が
あ
る
」

　

●
秋
田
県
龍
泉
寺
住
職
・
曹
洞
宗
特
派
梅
花
師
範　

佐
藤
俊
晃　

さ
ま

　
　
「
く
ら
し
の
中
の
仏
事
、
仏
事
の
中
の
く
ら
し
」

　
　
　
　
　
　
　

 

・
参
加
者　

３
３
６
名

 
・
７
月
27
日

 

・
宮
城
県　

メ
ル
パ
ル
ク
仙
台

 

・
講　

師　

　

●
行
政
書
士
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー　

勝　

桂
子　

先
生

　
「
墓
じ
ま
い
〜
現
状
と
こ
れ
か
ら
の
お
墓
事
情
〜
」

 

・
参
加
者　

46
名

 

・
特
派
布
教
師　

大
分
県
眞
見
寺
住
職　

天
雨
清
成　

老
師

７
月
３
日　

松
丘
保
養
園　
　
　

７
月
８
日　

五
教
区　

７
月
４
日　

四
教
区　

東
傳
寺　

東
北
町
原
燃
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
セ
ン
タ
ー

７
月
５
日　

一
教
区　

正
伝
寺　

７
月
９
日　

八
教
区　

泉
龍
寺

７
月
６
日　

三
教
区　

全
龍
寺　

７
月
10
日　

六
教
区　

長
流
寺

７
月
７
日　

七
教
区　

耕
田
寺　

７
月
11
日　

二
教
区　

昭
傳
寺

雑
誌
記
者
と
し
て
15
年
間
活
動
し
た
の
ち
︑
２
０
０
７
年
に
﹁
こ
ち
ら

Ｏ
Ｋ
⾏
政
書
⼠
事
務
所
﹂
開
設
︒
遺
⾔
︑
相
続
︑
改
葬
︑
リ
タ
イ
ア
メ

ン
ト
後
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
な
ど
終
活
分
野
全
般
の
相
談
に
応
じ
る
ほ
か
︑

外
国
⼈
の
出
⼊
国
管
理
業
務
︑
法
⼈
向
け
業
務
と
し
て
社
団
財
団
の
公

益
認
定
申
請
︑
⾮
営
利
法
⼈
の
設
⽴
な
ど
も
得
意
と
し
て
い
ま
す
︒

﹃
い
い
お
坊
さ
ん 
ひ
ど
い
お
坊
さ
ん
﹄︵
ベ
ス
ト
新
書
︶
著
者
と
し
て
︑

僧
侶
研
修
で
の
講
演
︑
寺
社
の
企
画
運
営
・
経
営
相
談
な
ど
も
⾏
う
︒

２
０
１
３
年
よ
り
曹
洞
宗
宗
務
庁
﹁
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
教
団
の
理
念
︑

教
団
の
あ
り
⽅
に
関
す
る
分
科
会
﹂
委
員
︒

講師：勝　桂子 先生
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司会 教化センター布教師
　村上明秀師（宮城県）

平
成
29
年
度　

禅
を
き
く
会

 
・
会　

場　

宮
城
県　

楽
楽
楽
ホ
ー
ル

 

・
第
１
５
４
回　

４
月
６
日
（
木
）　　

 

　

●
神
奈
川
県
建
功
寺
住
職
・
庭
園
デ
ザ
イ
ナ
ー　
　

枡
野
俊
明　

老
師

　
　
「
現
代
に
生
か
す
禅
」

 

・
参
加
者　

３
８
１
名

  

・
第
１
５
５
回　

６
月
１
日
（
木
）　　

 

　

●
曹
洞
宗
特
派
布
教
師
・
宮
城
県
広
渕
寺
住
職   　

奥
野
昭
典　

老
師

　
　
「
と
も
に
生
き
る
」

 

・
参
加
者　

２
７
５
名

 　

 
 

・
第
１
５
６
回　

８
月
30
日
（
水
）　　

 

　

●
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
・
落
語
家                           

山
田
た
か
お　

氏

　
　
「
笑
い
は
健
康
・
長
寿
の
も
と 

〜
笑
い
は
心
身
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
幸
せ
を
呼
ぶ
〜
」

 

・
参
加
者　

４
６
４
名

 　

 

 

・
第
１
５
７
回　

10
月
26
日
（
木
）　　

 

　

●
曹
洞
宗
特
派
布
教
師
・
秋
田
県
洞
雲
寺
住
職　
　
　

 

柴
田
康
裕　

老
師

　
　
「
伝
え
受
け
つ
ぐ
道
」

 

・
参
加
者　

２
２
４
名

 

・
第
１
５
８
回　

12
月
７
日
（
木
）　 

　

●
仙
台
育
英
学
園
高
等
学
校 

硬
式
野
球
部
監
督　

佐
々
木
順
一
朗　

先
生　

　
　
「
本
気
に
さ
せ
る
言
葉
力
」

 

・
参
加
者　

３
４
５
名

 

・
第
１
５
９
回　

平
成
30
年
２
月
８
日
（
木
）　　

 

　

●
愛
知
専
門
尼
僧
堂
堂
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

青
山
俊
董　

老
師

　
　
「
視
点
を
変
え
て
み
よ
う
」　

 
・
参
加
者　

４
０
７
名

司会 教化センター布教師
柿崎宏隆師（青森県）

司会 教化センター布教師
佐藤道彦師（秋田県）

司会 教化センター布教師
　木村尚徳師（山形県）

司会 教化センター布教師
北村暁秀隆師（宮城県）
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教
化
セ
ン
タ
ー
布
教
師
平
成
29
年
４
月
１
日
〜
平
成
31
年
３
月
31
日

細川 正善 師
天徳寺住職
福島県

第十六教区312番

晴山 弘俊 師
實相寺住職
岩手県

第一教区35番

木村 尚徳 師
成安寺住職
山形第一 

第六教区 67番

黒木 淳祐 師
満蔵寺副住職
秋田県

第十二教区 63番

今野 悦次 師
冷岩寺住職
山形第三

第十教区 624番

村上 明秀 師
瑞雲寺副住職
宮城県

第六教区139番

上村 陛巳 師
圓通寺住職
岩手県

第十二教区305番

山岸 俊道 師
泉高院住職
山形第二

第二教区 285番

佐藤 道彦 師
光岸寺住職
秋田県

第十四教区129番

関　 弘爾 師
功岳寺住職
宮城県

第十一教区272番

柿崎 宏隆 師
清凉寺住職
青森県

第四教区38番

三浦 信髙 師
蔵髙院住職
山形第二

第五教区 344番

北村 暁秀 師
法山寺副住職
宮城県

第十三教区298番

長岡 俊成 師
大安寺副住職
青森県

第八教区119番

小野田 貴純 師
龍蔵寺副住職
山形第三

第三教区 469番

田中 徳雲 師
同慶寺住職
福島県

第十四教区254番
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曹洞宗東北管区教化センターテレフォン法話  心の電話

24時間
年中無休 022-218-4444

フ　　イ　　ヤ　　　　ヨ　　シ　　ヨ　　シ

平成 30年２月 広報第 66号

■
禅
を
き
く
会

　

第
１
６
０
回 
４
⽉
４
⽇︵
⽔
︶ 
午
後
２
時
30
分
〜

　

よ
し
も
と
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

漫
才
師　

笑
い
飯　

哲
夫

　
「
笑
い
飯
哲
夫
の
お
も
し
ろ
仏
教
講
座
」

 
第
１
６
１
回 
6
⽉
７
⽇︵
⽊
︶ 
午
後
２
時
30
分
〜

　

青
森
県
恐
山
院
代
・
福
井
県
霊
泉
寺
住
職　

南　
　

直
哉　

老
師

　
「
死
に
向
か
って
生
き
る
」

 
第
１
６
２
回 
８
⽉
30
⽇︵
⽊
︶ 
午
後
２
時
30
分
〜

　

岩
手
県
正
法
寺
堂
専
門
僧
堂
堂
長　
　
　
　

盛
田　

正
孝　

老
師

　
「
道
心
の
有
り
様
、
知
る
人
ま
れ
な
り
」

 
第
１
６
３
回 
10
⽉
31
⽇︵
⽔
︶ 
午
後
２
時
30
分
〜

　

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
・
朗
読
家　
　

                  
渡
辺　

祥
子　

氏

　

お
は
な
し
と
朗
読
で
届
け
る
「
言
葉
の
力
、
生
き
る
力
」

 
第
１
６
４
回 
12
⽉
５
⽇︵
⽔
︶ 
午
後
２
時
30
分
〜

　

曹
洞
宗
特
派
布
教
師
・
青
森
県
善
竜
寺
住
職　

清
野　

暢
邦　

老
師

　
「
人
と
の
出
逢
い
、
ほ
と
け
の
道
」

　
　
　
　

 

〜
大
本
山
永
平
寺
に
建
つ
津
軽
の
豪
商
「
布
嘉
」
佐
々
木
家
供
養
塔
〜

 
第
１
６
５
回 
平
成
31
年
２
⽉
５
⽇︵
⽕
︶午
後
２
時
30
分
〜

　

愛
知
専
門
尼
僧
堂
堂
長　
　
　
　
　
　
　
　

青
山　

俊
董　

老
師

　
「
も
う
1
人
の
私
を
尋
ね
て
」
〜
十
牛
の
教
え
に
参
ず
る
〜

■
青
少
年
教
化
指
導
者
研
修
会

 

・
期　

日　
７
月
５
日
（
木
）

 

・
会　

場　

ホ
テ
ル
モ
ン
ト
レ
仙
台
（
仙
台
駅
前
）

 

・
講　

師　

未　

定　

■
布
教
講
習
会

 

・
期　

日　

11
月
20
日
（
火
）
〜
21
日
（
水
）

 

・
会　

場　

ホ
テ
ル
モ
ン
ト
レ
仙
台
（
仙
台
駅
前
）

 

・
講　

師　
東
洋
大
学
文
学
部
教
授
・
英
訳
大
蔵
経
編
集
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺　

章
悟　

先
生

■
布
教
師
特
設
検
定
会

 

・
期　

日　
７
月
11
日
（
水
）

 

・
会　

場　

秋
田
県　

秋
田
キ
ャッス
ル
ホ
テ
ル

 

・
検
定
課
目　

令
命
１
等
・
２
等　

■
教
化
フ
ォ
ー
ラ
ム

 

・
テ
ー
マ　

〜
修
証
義
を
読
む
〜

 

・
会　

場　

　

第
49
回　

期
日　

７
月
30
日
（
月
）

　

第
50
回　

期
日　

９
月
12
日
（
水
）

■
教
化
セ
ン
タ
ー
主
催
坐
禅
会

 

・
期　

日　

５
月
８
・
15
・
22
・
29
日
（
全
四
回
）

 

・
会　

場　

東
北
福
祉
大
学　

東
口
キ
ャ
ン
パ
ス　

　
　
　
　
　

午
後
７
時
か
ら
午
後
９
時

平成30年度　行事予定

■
会
場　

す
べ
て
楽
楽
楽
ホ
ー
ル


