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令
和
五
年
癸
卯
の
新
年
を
迎
え
、

ご
寺
院
、
賛
助
会
員
の
皆
様
に
於
か

れ
ま
し
て
は
、
益
々
ご
隆
昌
の
御
事

と
存
じ
上
げ
ま
す
。
ま
た
平
素
よ
り

当
会
に
対
し
格
別
の
ご
協
力
を
賜
り
、

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
巷
に

お
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
の
共
存
を
選
択

し
つ
つ
、
経
済
活
動
も
活
性
化
が
は

か
ら
れ
、
徐
々
に
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
よ
う
や
く
全
て
が
始
動
し
始
め
ま

し
た
。
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
を
目
指
し
た
中

国
も
大
き
く
方
針
転
換
す
る
中
、
世

界
も
動
き
始
め
た
感
が
あ
り
ま
す
。

政
治
に
於
い
て
は
昨
年
末
、
旧
統

一
教
会
問
題
に
つ
い
て
「
被
害
者
救

済
法
案
」
が
可
決
成
立
致
し
ま
し
た
。

当
会
で
は
宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ

ン
タ
ー
に
於
き
ま
し
て
、
令
和
五
年

度
の
テ
ー
マ
と
し
て
一
年
を
か
け
て

「
旧
統
一
教
会
問
題
と
信
教
の
自
由
」

に
つ
い
て
考
究
し
て
参
り
ま
す
。
ま

た
、
令
和
五
年
度
は
花
ま
つ
り
を
は

じ
め
と
す
る
「
お
し
ゃ
か
さ
ま
を
讃

え
る
夕
べ
」
の
実
施
、
春
秋
の
彼
岸

法
要
、
採
燈
大
護
摩
供
、
成
道
会
、

中
央
斎
場
に
於
け
る
参
勤
勤
行
、
明

日
の
京
都
文
化
遺
産
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
等
、
諸
々
の
事
業
を
積
極
的
に

進
め
て
参
り
ま
す
。

諸し
ょ
あ
く悪
莫ま

く
さ作
衆し

ゅ
ぜ
ん善
奉ぶ

ぎ
ょ
う行

唐
の
有
名
な
詩
人
・
白
楽
天
が
、

あ
る
と
き
、
常
に
木
の
上
で
座
禅
を

し
て
い
る
の
で
「
鳥ち

ょ
う
か窠

和
尚
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
道ど

う
り
ん林

禅
師
の
も
と
へ
行

き
、
仏
法
の
大
意
に
つ
い
て
尋
ね
ま

し
た
。
す
る
と
鳥
窠
和
尚
は
即
座
に
、

「
諸
悪
莫
作
衆
善
奉
行
」
と
答
え
ま

し
た
。
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、
簡
単

に
言
え
ば
、
悪
い
こ
と
を
し
な
い
で

善
い
こ
と
だ
け
を
し
な
さ
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い

た
白
楽
天
が
が
っ
か
り
し
て
、「
そ

ん
な
こ
と
な
ら
、
三
歳
の
子
供
で
も

知
っ
て
い
ま
す
」
と
言
い
ま
す
と
、

鳥
窠
和
尚
は
、「
三
歳
の
子
供
で
も

知
っ
て
い
る
が
、
八
十
の
老
翁
で
も

な
お
実
行
し
が
た
い
」
と
答
え
ま
し

た
。と

こ
ろ
で
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
話

が
、
利
休
居
士
に
も
あ
り
ま
す
。
あ

る
人
が
居
士
に
茶
の
湯
の
奥
義
に
つ

い
て
尋
ね
ま
す
と
、
居
士
は
、「
夏

が
涼
し
く
、
冬
は
暖
か
い
よ
う
に

…
…
」
と
答
え
ま
し
た
。
す
る
と
そ

の
人
は
ち
ょ
っ
と
気
分
を
害
し
て
、

「
そ
ん
な
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い

ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
す
る
と
利

休
は
、「
も
し
あ
な
た
が
そ
れ
を
き

っ
ち
り
お
出
来
に
な
る
な
ら
、
私
の

ほ
う
こ
そ
あ
な
た
の
お
弟
子
に
な
り

ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
と
い
う
の
で

す
。こ

の
二
つ
の
話
か
ら
私
た
ち
が
学

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
単

純
な
こ
と
、
簡
単
な
こ
と
が
実
は
最

も
難
し
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

仏
法
の
大
意
や
、
茶
の
湯
の
奥
義
に

つ
い
て
考
え
る
の
も
結
構
で
す
が
、

そ
れ
よ
り
も
ま
ず
、
自
分
の
身
辺
、

足
元
に
あ
る
最
も
易
し
い
簡
単
な
こ

と
か
ら
き
っ
ち
り
や
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
そ
れ
が
出
来
ず
に
ど
う
し
て

難
し
い
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
。

最
も
浅
い
日
常
的
な
こ
と
の
中
に
、

実
は
最
も
深
い
宗
教
的
な
も
の
が
隠

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
、

私
た
ち
禅
者
は
実
践
を
通
し
て
知
っ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
、
今
も
数
多
く

の
人
々
が
厳
し
い
寒
さ
の
中
、
暖
房

も
止
ざ
さ
れ
た
日
々
を
送
っ
て
い
ま

す
。「
諸
悪
莫
作
衆
善
奉
行
」
の
意

味
が
深
く
胸
に
し
み
入
り
ま
す
。

各
位
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
コ
ロ

ナ
禍
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
本
年
が
ど

う
か
良
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
切
に

願
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

合
掌

臨済宗相国寺派管長
理事長　有　馬　賴　底

諸
しょ
悪
あく
莫
ま く さ
作衆

しゅぜん
善奉

ぶぎょう
行
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世界遺産「古都京都の文化財」の拡大と
ブータンへのご支援を

益 田 兼 房執行委員

ICOMOS-ICORP（イコモス文化遺産防災委員会）

今
年
は
、
文
化
庁
の
文
化
財
部
門
の

京
都
移
転
が
や
っ
と
実
現
す
る
。
京
都

は
文
化
財
の
宝
庫
で
あ
り
、
日
本
の
そ

し
て
世
界
の
大
切
な
場
所
で
あ
る
。
お

寺
は
、
そ
の
京
都
の
文
化
財
を
守
る
中

心
的
な
役
割
を
担
っ
て
お
ら
れ
る
。

京
都
は
平
安
京
以
来
の
宗
教
都
市
で

あ
る
が
、
特
に
江
戸
時
代
に
そ
の
性
格

が
高
ま
っ
た
。
幕
府
の
全
国
的
な
キ
リ

シ
タ
ン
禁
制
で
の
寺
請
け
檀
家
制
度
と
、

寺
社
法
度
で
の
本
末
体
制
が
定
着
し
、

京
都
は
仏
教
各
宗
派
の
本
山
寺
院
が
集

ま
る
日
本
の
中
心
と
な
っ
た
。
近
代
に

は
、
古
代
以
来
の
寺
社
の
建
築
や
美
術

品
や
文
書
な
ど
膨
大
な
歴
史
的
蓄
積
の

故
に
、
多
く
の
国
公
私
立
大
学
が
集

ま
っ
た
。
一
八
六
四
年
の
「
元
治
の
大

火
」（
禁
門
の
変
）
で
二
百
余
の
寺
社

と
八
一
一
の
町
内
が
焼
失
し
た
の
を
最

後
に
、
戦
災
や
震
災
や
大
火
の
ほ
ぼ
無

い
宗
教
学
術
都
市
と
し
て
、
京
都
が

百
六
十
年
近
く
無
事
に
存
続
し
て
い
る

の
は
、
木
造
都
市
と
し
て
奇
跡
に
近
い
。

今
後
も
国
際
的
な
観
光
や
留
学
、
文
化

交
流
な
ど
を
通
じ
て
、
平
和
を
世
界
に

発
信
す
る
都
市
で
あ
り
続
け
て
ほ
し
い
。

人
類
共
通
の
遺
産
で
あ
る
世
界
遺
産

「
古
都
京
都
の
文
化
財
」
は
、
そ
の
た

め
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
そ
の
全

十
七
件
中
の
十
三
件
は
寺
院
が
守
っ
て

お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
文
化
財
保
護
へ

の
大
き
な
社
会
的
貢
献
を
仏
教
寺
院
に

期
待
で
き
る
日
本
の
状
況
は
、
決
し
て

世
界
の
普
通
で
は
な
く
、
実
は
文
字
通

り
ま
こ
と
に
有
難
い
こ
と
、
と
知
る
機

会
が
最
近
あ
っ
た
。

今
年
の
夏
に
、
ブ
ー
タ
ン
政
府
の
文

化
財
建
築
担
当
職
員
の
イ
ェ
シ
君
が
、

東
大
大
学
院
修
士
課
程
で
日
本
の
集
落

町
並
み
な
ど
文
化
的
景
観
保
護
の
研
究

を
修
了
し
、
帰
国
す
る
直
前
の
お
祝
い

会
で
聞
い
た
話
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

集
落
景
観
保
護
の
仕
組
み
を
含
む
同
国

最
初
の
文
化
財
保
護
法
は
、
仏
教
僧
団

の
反
対
で
、
国
会
で
す
で
に
六
年
間
も

審
議
ス
ト
ッ
プ
し
て
お
り
、
成
立
の
め

ど
が
立
っ
て
い
な
い
、
と
言
う
。

国
内
の
法
的
保
護
体
制
が
不
備
だ
と
、

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
遺
産
条
約
や
世
界
遺

産
条
約
を
批
准
し
て
も
、
登
録
は
難
し

い
。
ブ
ー
タ
ン
最
大
の
魅
力
で
あ
る
、

雄
大
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
麓
の
寺
院
を
含
む

美
し
い
平
和
な
農
村
集
落
景
観
は
、
輪

廻
転
生
観
の
強
い
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
王

国
な
ら
で
は
の
独
特
な
景
観
に
も
見
え

る
。
政
府
で
は
文
化
局
専
門
職
員
の

イ
ェ
シ
君
が
全
国
の
そ
れ
ら
の
景
観
保

護
政
策
を
担
う
は
ず
で
あ
る
が
、
今
は

ま
だ
動
け
な
い
。
一
方
で
、
仏
教
史
上

重
要
で
世
界
遺
産
級
の
大
型
城
郭
寺
院

（
ゾ
ン
）
の
ひ
と
つ
が
、
僧
院
で
の
タ

コ
足
電
気
配
線
か
ら
発
火
し
て
、
全
焼

す
る
悲
劇
も
近
年
起
き
た
。
法
が
無
い

と
全
国
の
ゾ
ン
の
修
理
防
災
な
ど
長
期

的
な
保
護
事
業
計
画
づ
く
り
も
難
し
い

の
が
、
政
府
当
局
の
懸
念
で
あ
る
と
い

う
。ブ

ー
タ
ン
は
伝
統
的
に
政
教
一
致
の

仏
教
王
国
な
の
で
、
な
ぜ
反
対
、
と
意

外
な
気
が
し
た
が
、
も
っ
と
本
質
的
な

問
題
ら
し
い
。
絶
対
的
な
社
会
的
影
響

力
を
持
つ
仏
教
僧
団
の
な
か
で
、「
本

来
仏
教
で
は
諸
行
無
常
が
基
本
理
念
で

あ
り
、
文
化
財
で
あ
ろ
う
と
、
建
物
な

ど
の
有
形
の
財
産
を
守
れ
と
い
う
強
制

自
体
が
問
題
だ
、
と
の
意
見
が
あ
る
と

い
う
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
僧
団
側
の
文

化
財
制
度
へ
の
反
対
の
社
会
的
背
景
に
、

近
年
の
国
際
観
光
で
国
民
経
済
が
拡
大

し
、
寺
院
へ
の
寄
付
が
増
え
て
い
る
こ

と
も
あ
る
ら
し
い
。
寄
進
者
の
要
望
で

の
立
派
な
寺
院
へ
の
建
替
え
や
、
本
堂

外
観
の
極
彩
色
装
飾
追
加
な
ど
が
増
加

傾
向
に
あ
り
、
文
化
財
指
定
で
の
政
府

側
か
ら
の
規
制
に
拒
否
感
が
強
い
こ
と

が
、
実
際
の
理
由
か
も
知
れ
な
い
、
と

の
こ
と
。
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イ
ェ
シ
君
か
ら
は
、
逆
に
、
日
本
で

は
な
ぜ
寺
院
が
政
府
の
文
化
財
保
護
に

協
力
的
な
の
か
、
と
聞
か
れ
た
。
ま
た

国
際
水
準
の
世
界
遺
産
を
、
寺
院
は
ど

う
守
っ
て
い
る
の
か
。
も
し
も
可
能
な

ら
、
ブ
ー
タ
ン
の
仏
教
僧
団
の
な
か
で
、

影
響
力
あ
る
聡
明
な
僧
侶
達
を
数
名
選

ん
で
、
京
都
の
寺
院
で
の
文
化
財
保
護

の
実
状
を
体
験
見
学
で
き
る
よ
う
、
ご

支
援
が
い
た
だ
け
な
い
だ
ろ
う
か
、
と

の
要
望
を
受
け
た
。

私
は
、
イ
ェ
シ
君
に
日
本
政
府
の
文

化
財
保
護
の
歴
史
を
簡
単
に
説
明
し
た
。

明
治
維
新
の
神
仏
分
離
や
上
知
令
で
寺

院
を
破
壊
し
た
反
省
が
始
ま
り
で
、
明

治
三
〇
年
に
古
社
寺
保
存
法
が
制
定
さ

れ
た
。
応
仁
の
乱
以
前
創
立
の
古
社
寺

を
対
象
に
、
美
術
品
の
海
外
流
出
防
止

や
博
物
館
展
示
と
、
老
朽
化
し
雨
漏
り

す
る
建
造
物
の
保
存
修
理
事
業
が
中
心

だ
っ
た
。
昭
和
四
年
の
国
宝
保
存
法
、

昭
和
二
五
年
の
文
化
財
保
護
法
と
改
正

さ
れ
、
保
護
対
象
は
拡
大
し
た
が
、
重

要
文
化
財
建
造
物
は
今
も
八
割
以
上
が

寺
社
の
所
有
で
、
各
地
の
最
高
水
準
の

木
造
建
築
は
寺
院
が
守
っ
て
い
る
、
と
。

日
本
の
仏
教
で
は
、
法
隆
寺
の
聖
徳

太
子
の
よ
う
に
、
各
宗
派
と
も
寺
院
の

開
基
開
山
を
大
切
に
敬
い
、
そ
の
開
山

へ
の
崇
敬
と
記
憶
継
承
が
境
内
環
境
や

本
堂
な
ど
の
維
持
保
存
に
繋
が
っ
て
お

り
、
そ
の
行
為
や
政
府
の
支
援
が
諸
行

無
常
の
教
え
に
反
す
る
と
は
こ
れ
ま
で

聞
い
て
い
な
い
、
と
。
一
方
で
、
古
代

以
来
の
神
社
の
多
く
で
は
、
式
年
造
替

で
定
期
的
に
本
殿
建
物
な
ど
を
新
し
く

す
る
伝
統
が
あ
っ
た
。
伊
勢
神
宮
の
茅

屋
根
や
掘
立
柱
な
ど
の
建
築
資
材
は
、

か
つ
て
は
広
い
神
宮
備
林
な
ど
周
辺
森

林
か
ら
得
て
お
り
、
両
者
一
体
で
文
化

的
景
観
と
の
国
際
評
価
も
高
い
。
神
道

は
数
千
年
来
の
黒
潮
文
化
圏
に
も
繋
が

る
、
自
然
神
へ
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
信

仰
形
態
と
さ
れ
、
大
陸
伝
来
の
イ
ン
ド

哲
学
を
基
礎
と
す
る
仏
教
と
は
異
な
る

が
、
奈
良
時
代
か
ら
神
仏
習
合
の
歴
史

は
始
ま
っ
て
い
る
、
と
。

ブ
ー
タ
ン
の
美
し
い
仏
教
的
な
自
然

景
観
を
意
識
し
つ
つ
、
こ
こ
ま
で
日
本

を
紹
介
し
た
と
き
、
ふ
と
京
都
の
寺
社

周
辺
で
の
、
宗
教
的
に
一
体
の
自
然
環

境
の
保
護
状
況
が
気
に
な
っ
た
。
世
界

遺
産
「
古
都
京
都
の
文
化
財
」
の

一
九
九
四
年
登
録
の
時
は
、
私
は
文
化

庁
の
担
当
者
と
し
て
京
都
府
京
都
市
の

全
面
的
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
国

際
基
準
か
ら
、
文
化
財
周
辺
の
自
然
環

境
な
ど
を
緩
衝
地
帯
（
バ
ッ
フ
ァ
ー

ゾ
ー
ン
）
と
し
て
守
る
必
要
が
あ
り
、

理
論
上
の
平
均
半
径
五
百
メ
ー
ト
ル
を

基
本
に
保
護
区
域
を
設
定
し
た
。
寺
社

境
内
に
隣
接
の
山
地
森
林
な
ど
で
、
古

都
保
存
特
別
地
区
や
風
致
地
区
美
観
地

区
な
ど
の
都
市
計
画
的
な
景
観
保
護
区

域
を
、
京
都
市
風
致
行
政
の
ご
尽
力
で

世
界
遺
産
の
緩
衝
地
帯
に
使
わ
せ
て
も

ら
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
京
都

盆
地
周
辺
の
山
地
森
林
の
相
当
部
分
は
、

寺
社
境
内
と
の
一
体
的
な
宗
教
的
歴
史

的
な
価
値
の
重
さ
を
考
え
る
と
、
緩
衝

地
帯
で
は
な
く
文
化
的
景
観
と
し
て
の

評
価
と
保
護
施
策
が
必
要
で
、
当
時
の

登
録
作
業
で
は
そ
れ
が
欠
け
て
い
た
と

気
が
つ
い
た
。

ふ
り
か
え
れ
ば
、
古
代
平
安
京
造
営

以
前
に
は
、
帰
化
人
の
秦
氏
ら
が
京
都

盆
地
の
周
辺
山
麓
各
地
に
集
落
や
霊
地

を
多
く
構
え
て
お
り
、
今
に
残
る
上
賀

茂
神
社
と
そ
の
社
家
町
は
そ
の
一
例
だ

ろ
う
。
三
山
に
囲
ま
れ
南
に
開
け
る
都

に
ふ
さ
わ
し
い
地
形
と
風
致
景
観
は
、

平
安
京
造
営
以
降
は
い
っ
そ
う
宗
教
的

な
価
値
を
高
め
た
は
ず
で
あ
る
。
例
え

ば
清
水
寺
開
創
に
当
た
り
坂
上
田
村
麻

呂
は
東
山
に
霊
地
を
求
め
、
最
澄
は
延

暦
寺
の
寺
域
を
都
の
艮
の
方
角
の
比
叡

山
に
求
め
て
山
岳
修
行
の
場
と
し
、
空

海
は
神
護
寺
か
ら
大
覚
寺
に
山
越
道
を

通
い
、
醍
醐
寺
は
修
験
に
も
関
わ
り
山

上
山
下
の
伽
藍
を
形
成
す
る
な
ど
、
京

都
を
囲
む
山
林
地
は
宗
教
史
上
の
史
跡

地
に
満
ち
て
い
る
。
中
世
以
降
も
、
臨

済
宗
禅
院
は
東
山
や
嵯
峨
小
倉
山
の
山

麓
な
ど
に
伽
藍
を
構
え
、
平
安
の
詩
歌

の
世
界
を
漢
詩
で
山
水
画
風
の
境
地
に

見
立
て
保
全
し
た
。
東
山
北
山
の
五
山

の
送
り
火
が
町
衆
の
盆
行
事
を
盛
上
げ
、

都
市
の
宗
教
的
一
体
性
を
高
め
た
。
近

世
に
は
秀
吉
の
御
土
居
建
設
で
七
口
が

設
け
ら
れ
、
京
と
周
辺
山
麓
山
間
地
域

と
の
産
物
輸
出
入
の
街
道
や
山
道
が
八

方
に
広
が
っ
た
。

世
界
遺
産
「
古
都
京
都
の
文
化
財
」

の
次
の
最
終
的
な
追
加
拡
大
で
は
、
宮

内
庁
所
管
の
御
所
・
離
宮
や
国
宝
・
史

跡
等
の
新
規
指
定
だ
け
で
な
く
、
こ
れ

ら
京
都
三
山
を
中
心
と
す
る
文
化
的
景

観
の
追
加
が
課
題
と
な
ろ
う
。
そ
れ
に

は
、
老
世
代
か
ら
の
宗
教
的
・
歴
史
地

理
的
な
伝
承
の
聞
き
取
り
が
今
必
要
で
、

寺
社
の
ご
協
力
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

美
し
い
ブ
ー
タ
ン
の
景
観
に
は
及
ば

ず
と
も
、
寺
社
の
周
囲
の
自
然
環
境
も

価
値
あ
る
景
観
と
し
て
保
護
対
象
と
な

り
、
ま
た
山
林
や
町
中
の
歴
史
の
道
を

楽
し
み
歩
み
辿
れ
る
よ
う
、
文
化
庁
や

国
交
省
な
ど
の
新
た
な
ご
支
援
を
期
待

し
た
い
。
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令
和
四
年
、
一
五
二
年
ぶ
り
に
母
家

の
大
屋
根
瓦
が
葺
き
か
わ
り
ま
し
た
。

杉
本
家
は
寛
保
３
年
（
一
七
四
三
）

に
呉
服
商
と
し
て
創
業
し
た
京
商
家
で

す
。
現
在
地
を
取
得
し
た
の
は
初
代
が

六
十
歳
を
迎
え
た
明
和
元
年

（
一
七
六
四
）の
こ
と
で
し
た
。そ
の
後
、

天
明
の
大
火
（
一
七
八
八
）
で
の
焼
失

か
ら
の
再
建
。
そ
し
て
、
ど
ん
ど
ん
焼

け
（
一
八
六
四
）
で
ま
た
も
焼
失
し
た

の
ち
、
杉
本
家
六
代
目
が
明
治
三
年

（
一
八
七
０
）
に
再
建
し
た
の
が
現
在

の
建
物
で
す
。
平
成
二
十
二
年
に
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
建
物
を
保
存
す
る
た
め
に
財
団
法
人

を
設
立
し
た
の
は
父
九
代
目
で
す
。
以

来
、
杉
本
家
住
宅
を
維
持
管
理
す
る
こ

と
が
家
業
と
な
り
、
役
目
に
従
事
す
る

よ
う
に
な
っ
て
三
十
年
あ
ま
り
と
な
り

ま
し
た
。
年
を
追
っ
て
老
朽
化
す
る
木

造
建
造
物
を
ど
の
よ
う
に
守
る
か
、
こ

の
命
題
が
頭
か
ら
離
れ
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

一
大
事
が
起
き
た
の
は
家
の
あ
ち
こ

ち
に
雨
漏
り
が
目
立
ち
は
じ
め
た
六
月

の
長
雨
の
こ
と
で
し
た
。
と
う
と
う
お

仏
壇
の
ま
ん
前
に
天
井
か
ら
雫
が
ポ
タ

ポ
タ
と
お
ち
は
じ
め
た
の
で
す
。
お
寺

さ
ん
が
お
座
り
に
な
る
は
ず
の
内
陣
に

は
、
タ
オ
ル
の
座
布
団
の
上
に
バ
ケ
ツ

が
鎮
座
し
ま
し
た
。「
い
よ
い
よ
こ
こ

ま
で
き
た
か
」
と
、
大
屋
根
の
修
繕
工

事
の
覚
悟
を
決
め
た
の
は
令
和
元
年
頃

の
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
雨
の

日
、
台
風
の
日
、
雪
の
積
も
っ
た
日
ご

と
に
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
し
な
が
ら
家
の
点
検
に

精
を
だ
し
て
き
ま
し
た
。

京
都
府
文
化
財
保
護
課
に
は
ず
い
ぶ

ん
前
か
ら
修
繕
計
画
の
相
談
に
の
っ
て

い
た
だ
い
て
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
着

手
で
き
な
い
理
由
が
当
方
に
あ
っ
た
の

で
し
た
。つ
ま
り
は
費
用
の
問
題
で
す
。

総
工
費
約
二
億
は
か
か
る
と
い
う
試
算

額
の
う
ち
、
国
庫
補
助
は
受
け
ら
れ
る

も
の
の
、
残
る
負
担
額
が
調
達
で
き
る

メ
ド
が
立
た
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の

う
ち
に
、
コ
ロ
ナ
禍
で
公
開
事
業
が
中

止
と
な
り
、
財
団
の
運
営
費
用
さ
え
危

う
く
な
り
ま
し
た
。
屋
根
の
修
繕
も
待

っ
た
な
し
で
す
。
と
に
か
く
修
繕
工
事

に
着
手
せ
ざ
る
得
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
ワ
ラ
に
も
す
が
る
思
い
で

挑
戦
し
た
の
が
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
（
以
下
ク
ラ
フ
ァ
ン
）
で
し
た
。

瓦
の
葺
き
か
え
工
事
の
計
画
は
二
期
に

わ
け
ら
れ
た
の
で
、
ま
ず
は
、
第
一
期

分
で
あ
る
母
家
の
瓦
葺
き
か
え
費
用
を

こ
の
方
法
で
募
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

サ
イ
ト
を
ひ
ら
け
ば
成
功
事
例
が
目

に
飛
び
込
ん
で
き
ま
す
。「
な
ん
だ
か
、

私
た
ち
に
も
で
き
る
か
も
！
」
と
希
望

を
胸
に
、
い
ざ
運
営
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ

ス
し
て
ペ
ー
ジ
を
立
ち
あ
げ
る
べ
く
パ

ソ
コ
ン
に
向
か
っ
た
の
で
し
た
。
実
は

こ
こ
ま
で
の
決
断
だ
け
で
か
な
り
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
消
耗
し
て
い
た
の
で
し
た

が
、
今
に
し
て
お
も
え
ば
、
こ
こ
か
ら

が
本
当
に
大
変
の
は
じ
ま
り
で
し
た
。

サ
イ
ト
運
営
会
社
と
の
打
ち
合
わ
せ
、

公
開
画
面
の
内
容
構
成
、
リ
タ
ー
ン
と

称
す
る
支
援
者
へ
の
返
礼
品
の
詳
細
決

定
、
開
始
時
期
と
期
間
の
設
定
な
ど
、

な
れ
な
い
作
業
の
連
続
と
、
本
当
に
こ

れ
で
支
援
に
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
不
安
で
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
な

日
々
で
し
た
。
ク
ラ
フ
ァ
ン
開
始
時
刻

が
迫
る
な
か
、
サ
イ
ト
の
最
終
調
整
に

追
わ
れ
な
が
ら
開
始
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ

ろ
で
な
ん
と
か
仕
上
げ
、
ス
タ
ー
ト
の

火
蓋
が
き
ら
れ
た
の
で
し
た
。
サ
イ
ト

画
面
で
は
終
了
ま
で
の
秒
刻
み
の
カ
ウ

ン
ト
ダ
ウ
ン
の
数
字
が
動
き
だ
し
ま
し

た
。こ

の
ク
ラ
フ
ァ
ン
、
挑
戦
し
て
み
て

知
っ
た
の
で
す
が
、
成
功
の
決
め
手
は

主
催
者
側
が
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
人
々
と

す
で
に

0

0

0

繋
が
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
早
い
は
な
し
、
S
N
S

や
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
数
が

ク
ラ
フ
ァ
ン
の
支
援
者
数
、
つ
ま
り
支

援
金
額
に
比
例
す
る
の
で
す
。
も
し
、

フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
中
に
情
報
拡
散
の
影
響

力
が
大
き
い
イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
と
な

クラウド（crowd）との繋がり
- 共感する重要文化財  -

杉 本  歌 子防災/学芸 部長

公益財団法人奈良屋記念杉本家保存会
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り
得
る
人
が
存
在
し
て
い
れ
ば
、
こ
ち

ら
の
情
報
を
リ
ツ
イ
ー
ト
し
て
く
れ
た

り
、
自
身
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
に
応
援
を
呼

び
か
け
る
な
ど
し
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

そ
う
な
れ
ば
即
座
に
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク

セ
ス
数
が
増
え
て
支
援
に
反
映
さ
れ
る

と
い
う
わ
け
で
す
。
た
だ
、
こ
う
し
た

実
情
が
わ
か
り
は
じ
め
る
と
、
準
備
に

精
を
だ
す
気
持
ち
は
途
中
で
何
回
も
ゆ

ら
ぎ
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ご
多
聞
に

も
れ
ず
当
財
団
は
そ
う
し
た
ネ
ッ
ト
上

の
つ
な
が
り
に
弱
か
っ
た
か
ら
で
す
。

こ
の
こ
と
が
ク
ラ
ウ
ド
c
r
o
w
d

な
ら
ぬ
c
l
o
u
d
と
な
っ
て
頭
上

に
重
く
の
し
か
か
り
ま
し
た
。
で
も
、

こ
こ
で
怯
む
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

で
き
る
限
り
の
手
を
つ
く
し
て
挑
む
こ

と
に
し
ま
し
た
。

ご
存
じ
の
と
お
り
、
ク
ラ
フ
ァ
ン
は

ま
ず
目
標
金
額
を
掲
げ
る
こ
と
か
ら
は

じ
ま
り
ま
す
。
開
始
直
後
か
ら
一
週
間

で
ど
れ
く
ら
い
の
支
援
を
集
め
た
か
が

成
功
す
る
か
否
か
の
鍵
と
な
り
ま
す
。

そ
の
後
は
中
だ
る
み

0

0

0

0

と
称
す
る
支
援
が

少
な
い
日
々
が
続
き
、
終
了
間
ぎ
わ
で

再
び
支
援
が
の
び
る
の
が
大
方
の
パ
タ

ー
ン
で
す
。
こ
の
間
、
地
道
な
広
報
活

動
が
つ
づ
き
ま
す
。
一
連
の
ク
ラ
フ
ァ

ン
活
動
で
当
財
団
は
ず
い
ぶ
ん
ネ
ッ
ト

主
流
の
現
代
に
追
い
つ
け
た
気
が
し
ま

す
。
何
は
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
令
和

四
年
度
の
第
一
期
工
事
分
の
資
金
は
無

事
に
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
財
団

の
ク
ラ
フ
ァ
ン
活
動
は
ひ
と
ま
ず
幕
を

お
ろ
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
ク
ラ
フ
ァ
ン

は
資
金
を
集
め
る
だ
け
の
ツ
ー
ル
の
よ

う
に
思
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ク
ラ
フ
ァ
ン
に
は

何
よ
り
得
が
た
い
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
が

あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
「
共
感
」
で
す
。

集
ま
っ
た
支
援
は
、
杉
本
家
住
宅
が
健

全
に
存
在
す
る
よ
う
に
と
の
願
い
が
託

さ
れ
た
「
共
感
」
で
あ
り
、
文
化
を
未

来
へ
守
り
伝
え
る
こ
と
の
重
要
性
に
賛

同
す
る
熱
い
「
共
感
」
が
生
ん
だ
も
の

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
ク
ラ
フ
ァ
ン
は
漠
然
と
し

た
群
衆
＝
ク
ラ
ウ
ド
へ
「
共
感
」
を
求

め
、
応
え
て
く
れ
る
ク
ラ
ウ
ド
を
可
視

化
す
る
ツ
ー
ル
な
の
で
す
。じ
っ
さ
い
、

ク
ラ
フ
ァ
ン
を
終
え
て
一
番
強
く
実
感

し
た
こ
と
は
、
杉
本
家
住
宅
に
立
ち
は

だ
か
る
資
金
難
の
痛
み
を
分
か
ち
合
っ

て
く
だ
さ
っ
た
「
共
感
」
が
数
字
と
な

っ
て
見
え
た
こ
と
で
し
た
。
正
直
な
と

こ
ろ
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
方
か
ら
「
共

感
」
を
い
た
だ
け
る
と
は
思
っ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
維
持
管
理
す
る

私
た
ち
に
大
き
な
安
心
を
も
た
ら
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
感
謝
の
念
と
喜
び
を

い
っ
そ
う
強
い
も
の
に
し
た
の
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
温
か
な
応
援
コ

メ
ン
ト
も
多
く
寄
せ
ら
れ
、
ど
れ
ほ
ど

心
強
く
励
み
と
な
っ
た
こ
と
か
計
り
知

れ
ま
せ
ん
。
同
時
に
、
重
要
文
化
財
を

守
る
こ
れ
か
ら
未
来
に
向
け
ら
れ
た
活

動
へ
の
期
待
度
が
大
き
い
こ
と
に
改
め

て
強
く
責
任
を
感
じ
ま
し
た
。

さ
て
、
令
和
五
年
度
の
杉
本
家
住
宅

の
瓦
の
葺
き
か
え
工
事
は
、
表
屋
へ
と

棟
を
移
し
て
継
続
さ
れ
ま
す
。
今
度
は

表
通
り
に
面
し
た
外
観
が
仮
の
建
屋
に

す
っ
ぽ
り
と
覆
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ふ
た
た
び
工
事
の
埃
と
第
二
期
工

事
資
金
の
調
達
に
頭
を
か
か
え
る
日
々

が
は
じ
ま
り
ま
す
が
、
三
月
か
ら
は
一

般
公
開
を
再
開
し
ま
す
。
重
要
文
化
財

の
京
町
家
と
し
て
、
さ
ら
に
「
共
感
」

を
持
て
る
活
動
を
展
開
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
文
化
財
は
文
化
を
体
験
し

て
こ
そ
未
来
へ
つ
な
が
り
ま
す
。
杉
本

家
住
宅
ら
し
い
節
度
を
大
事
に
し
な
が

ら
、
京
文
化
を
伝
え
る
こ
と
を
目
指
し

ま
す
。

今
回
の
修
繕
工
事
も
終
了
に
近
づ
い

た
あ
る
小
春
日
和
の
こ
と
で
し
た
。
母

家
に
か
け
ら
れ
て
い
た
仮
の
建
屋
が
と

り
払
わ
れ
て
銀
色
に
か
が
や
く
大
屋
根

が
高
い
秋
空
に
姿
を
あ
ら
わ
し
ま
し

た
。
そ
の
大
屋
根
は
、
か
つ
て
こ
の
家

を
再
建
し
た
六
代
目
の
目
に
も
映
じ
た

で
あ
ろ
う
真
新
し
い
整
然
と
並
ん
だ
甍

の
波
で
す
。
そ
の
光
景
を
今
、
九
代
目

の
末
娘
が
見
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の

一
五
二
年
は
あ
っ
と
い
う
間
に
時
空
を

超
え
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

重
要
文
化
財
を
守
る
こ
と
は
、
ま
さ

に
時
と
の
関
わ
り
で
す
。
明
治
三
年
の

作
事
に
た
ず
さ
わ
っ
た
職
人
の
技
術
が

令
和
四
年
の
修
繕
で
受
け
継
が
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
修
繕
に
は
こ
れ
ま

で
に
な
い
く
ら
い
多
く
の
方
々
の
温
か

い
「
共
感
」
が
こ
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
の
重
要
文
化
財
に
は
、
時
空
の

交
差
に
加
え
て
共
に
歩
む
「
共
感
」
の

交
差
が
求
め
ら
れ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

文
化
財
を
な
ん
と
か
未
来
へ
繋
ぎ
た

い
と
い
う
志
し
は
、
維
持
管
理
し
て
い

る
人
々
の
共
通
の
お
も
い
で
す
。
今
や

ク
ラ
フ
ァ
ン
は
、
特
別
な
企
画
や
事
業

に
対
し
て
支
援
を
募
る
ツ
ー
ル
で
は
な

く
、
毎
年
の
維
持
管
理
費
へ
の
支
援
と

い
う
形
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ

か
ら
の
文
化
財
の
維
持
管
理
の
あ
り
方

の
ひ
と
つ
の
選
択
肢
に
な
る
よ
う
に
お

も
い
ま
し
た
。

ゆ
る
や
か
に
む
く
り

0

0

0

が
つ
い
た
美
し

い
母
家
の
新
し
い
大
屋
根
を
見
上
げ

て
、
多
く
の
「
共
感
」
と
共
に
こ
れ
か

ら
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
く
こ
と
を

心
に
刻
み
ま
し
た
。
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昨
今
、
地
球
規
模
の
環
境
問
題
や
持

続
可
能
な
社
会
の
構
築
を
考
え
る
際
に
、

「
人
新
世
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ

と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
現
世

代
が
人
の
営
み
が
地
球
全
体
に
行
き
渡
っ

た
年
代
で
あ
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
人
が
地

球
全
体
の
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

こ
と
を
地
質
年
代
に
例
え
て
表
現
し
た

も
の
で
す
。
そ
の
影
響
の
最
た
る
も
の
の

ひ
と
つ
が
温
暖
化
で
す
が
、
も
う
ひ
と
つ
、

最
近
は
温
暖
化
と
同
等
の
、
あ
る
い
は

そ
れ
を
上
回
る
課
題
か
も
知
れ
な
い
と

認
識
さ
れ
つつ
あ
る
の
が
生
物
多
様
性
の

劣
化
で
す
。

生
物
多
様
性
と
は
、
多
様
な
生
物
種

が
存
在
し
、
そ
の
種
が
ま
た
多
様
な
生

態
系
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
同

じ
種
で
あ
っ
て
も
様
々
な
遺
伝
子
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
示
す
概
念
で
す
。
こ
の
生

物
多
様
性
に
加
え
、動
植
物
、大
気
、水
、

土
壌
等
の
自
然
資
本
は
人
類
が
生
き
て

い
く
た
め
の
、
そ
し
て
社
会
生
活
を
営
む

た
め
の
基
盤
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
生
物

多
様
性
と
自
然
資
本
は
人
類
の
生
息
場

所
、
生
活
空
間
、
食
料
、
資
源
、
文
化

的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
を
供
給
し
て

く
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
人
は
ま
さ
に

草
木
国
土
の
お
か
げ
で
こ
そ
生
き
て
い
け

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
万

物
多
様
性
」
に
感
謝
し
、
大
事
に
守
って

い
く
べ
き
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
地
球
の
生
物
多
様

性
は
悪
化
の一路
に
あ
り
ま
す
。
生
物
多

様
性
を
地
球
レ
ベル
で
観
測
し
今
後
の
対

策
を
提
言
す
る
国
際
機
関
I
P
B
E
S

の
報
告
書
は
、
自
然
の
も
た
ら
す
も
の
は

世
界
的
に
劣
化
し
、
自
然
変
化
を
引
き

起
こ
す
要
因
は
加
速
し
て
い
る
と
警
鐘

を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。
自
然
の
生
態
系

は
約
半
分
に
な
り
、
動
植
物
種
の
約

25
％
が
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
と
の
報
告

も
あ
り
ま
す
。
加
え
て
人
類
の
需
要
は

と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
自
然
資

本
は
こ
こ
20
年
ほ
ど
で
40
％
が
失
わ
れ
て

お
り
、
世
界
の
人
（
特
に
先
進
国
の
人
）

が
現
在
の
生
活
水
準
を
維
持
す
る
に
は

地
球
が
1.6
個
必
要
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
様
な
中
で
、
昨
年
12
月
、
第
15

回
生
物
多
様
性
条
約
締
約
国
会
議
（
第

二
部
）
が
カ
ナ
ダ
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で

開
催
さ
れ
、
生
物
多
様
性
を
守
る
た
め

の
新
た
な
世
界
目
標
で
あ
る
「
昆
明
・
モ

ン
ト
リ
オ
ー
ル
生
物
多
様
性
枠
組
」
が

採
択
さ
れ
ま
し
た
。
数
々
の
具
体
的
目

標
の
中
で
一
際
注
目
さ
れ
る
の
が

「30by30

」
と
称
さ
れ
る
「
２
０
３
０
年

ま
で
に
、
陸
域
と
海
域
の
そ
れ
ぞ
れ
30
％

以
上
を
健
全
な
生
態
系
と
し
て
効
果
的

に
保
全
す
る
」
と
い
う
目
標
で
す
。
こ

の
目
標
に
つ
い
て
、
日
本
は
す
で
に

２
０
２
１
年
の
G
７
や
G
20
の
場
に
お
い

て
支
持
を
表
明
し
て
お
り
、
昨
年
4
月

に
は
実
施
要
領
と
も
言
え
る
「30by30

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
を
公
表
し
、
達
成
に
向

け
て
行
動
を
開
始
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
ち
な
み
に
日
本
で
は
現
在
陸
域
の

20.
5
％
、
海
域
の
13.
3
％
が
保
護
地

域
と
な
って
い
ま
す
。

こ
の
30
％
目
標
達
成
の
た
め
の
斬
新
な

ア
イ
デ
ア
と
し
て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い

る
の
が
「
O
E
C
M
（O

ther Effective 

area-based Conservation M
ethod

）」

で
す
。
こ
れ
は
「
法
律
や
条
令
等
で
指

定
さ
れ
る
保
護
地
域
以
外
の
場
所
で
民

間
等
の
取
り
組
み
に
よ
って
生
物
多
様
性

保
全
に
貢
献
す
る
地
域
」
の
こ
と
で
、

企
業
有
地
内
の
緑
地
や
研
究
林
、
里
地

里
山
、
都
市
の
緑
地
や
公
園
な
ど
、
自

然
保
護
を
目
的
と
す
る
場
所
で
は
な
い

も
の
の
、
実
質
的
に
自
然
を
守
る
こ
と
に

役
立
って
い
る
場
所
を
意
味
し
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
場
所
の
面
積
を
「
健
全
な
生

態
系
と
し
て
効
果
的
に
保
全
さ
れ
た
区

域
」
と
し
て
算
定
す
る
こ
と
で
、
30
％
の

目
標
を
達
成
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
O
E
C
M
の
候
補
地
に
は
寺
社

有
地
も
含
み
ま
す
。
国
際
自
然
保
護
連

合
が
と
り
ま
と
め
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

は
、O
E
C
M
の
候
補
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

「
社
寺
林
や
庭
園
等
、
信
仰
及
び
文
化

の
対
象
と
し
て
保
全
さ
れ
て
き
た
場
所
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
う
け
て

環
境
省
で
は
、
寺
社
や
庭
園
が
ま
と
ま
っ

て
存
在
す
る
京
都
を
事
例
と
し
て
、
寺

社
の
有
す
る
森
や
庭
園
を
O
E
C
M
と

し
て
登
録
で
き
る
か
ど
う
か
の
検
討
を

始
め
ま
し
た
。（
一社
）
自
然
環
境
文
化

推
進
機
構
（
図
２
）
は
環
境
省
か
ら
そ

の
業
務
を
請
け
負
っ
て
お
り
、
京
都
仏

教
会
の
ご
協
力
の
下
、
現
在
調
査
中
で

す
。そ

し
て
、
当
社
団
が
検
討
し
て
い
る

寺
社
の
「
O
E
C
M
」
登
録
方
式
案
は
、

「
環
境
省
と
の
連
携
協
定
」
に
よ
る
も
の

で
す
。
企
業
等
の
O
E
C
M
は
、
企

業
等
が
環
境
省
に
認
定
申
請
を
し
て
、

環
境
省
が
審
査
し
認
定
す
る
と
い
う
形

生物多様性保全の新しい世界目標
30by30について

～環境省との連携協定による寺社のOECM登録の可能性～

平 野  雅 章事 務 局 長

一般社団法人 自然環境文化推進機構
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式
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う

な
方
式
は
、
そ
も
そ
も
自
然
の
改
変
が

想
定
さ
れ
ず
、
登
録
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
な

ど
も
特
に
必
要
と
し
な
い
寺
社
に
は
そ

ぐ
わ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
京
都
に
お
け
る
寺
社
の
森
や

庭
園
の
O
E
C
M
登
録
は
、
当
社
団

が
専
門
家
等
の
意
見
を
聴
い
た
上
で

O
E
C
M
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た

も
の
に
つ
い
て
、
環
境
省
と
の
連
携
協
定

に
よ
り
同
省
を
通
じ
て
O
E
C
M
の
国

際
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ
、
国
連
の

生
物
多
様
性
事
務
局
に
報
告
さ
れ
る
と

い
う
仕
組
み
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。（
図
１
参
照
）

今
年
度
に
は
案
を
と
り
ま
と
め
環
境

省
に
提
出
す
る
予
定
で
す
。
実
際
の
連

携
協
定
締
結
は
令
和
5
年
度
に
環
境
省

は
じ
め
関
係
者
と
の
調
整
後
と
な
り
ま

す
が
、
い
く
つ
か
の
寺
社
様
に
は
事
前
の

調
査
や
ご
意
見
の
提
出
な
ど
を
お
願
い

す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
際

は
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、30by30

や
O
E
C
M
に
ご

興
味
を
お
持
ち
の
場
合
は
ご
遠
慮
な
く

当
社
団
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
いい
た
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
O
E
C
M
は
「
現
状
の

ま
ま
」
で
生
物
多
様
性
の
保
全
に
貢
献

す
る
場
所
で
あ
り
、
登
録
に
あ
た
って
法

令
等
に
よ
る
新
た
な
地
域
指
定
や
規
制

な
ど
は一切
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
よ
ろ
し

く
ご
理
解
を
賜
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

生物多様性への貢献を独自
に判定（OECM承認）

京都仏教会　京都府神社庁

京都府　京都市

OECMとして算定
30by30達成に貢献

寺

　社

　等

国連生物多様性条約事務局

環境省（国）

自然環境文化推進機構

WD-OECM

新たな地域指定や規制は一切なし

OECM登録申請、承認に
あたり助言、協力

専門家、技術者による診断

国際基準、環境省基準に適合

協力・連携

登録申請 調査・検討依頼

リスト提出

承認

調査＆モニタリング

保全を支援

登
録

報
告

連携協定

本案では、各寺社の生物多様性への貢献を判定し、OECMに相当すると承認するのは（一社）自然環境文化推進機構
であり、各寺社と国との直接の関係は生じない。その上で、連携協定により国が30by30の貢献として寺社OECMを
算定に加えることを認める仕組みとなる。

連携協定によるOECM登録の仕組み（案）

一
般
社
団
法
人 

自
然
環
境
文
化
推
進
機
構

（
設
立
趣
旨
）

　
日
本
人
は
、古
来
よ
り
多
く
の
恵
み
を

与
え
て
く
れ
る
自
然
界
の
生
き
と
し
生

け
る
も
の
す
べ
て
に
魂
が
宿
る
と
考
え
、

そ
れ
ら
に
畏
敬
の
念
を
抱
く
と
と
も
に
、

生
活
の
根
源
と
な
る
自
然
の
恩
恵
に
感

謝
し
、
共
に
生
き
て
き
ま
し
た
。当
社
団

は
こ
の
よ
う
な
和
の
心
を
継
承
す
る
た

め
日
本
の
伝
統
文
化
の
発
展
と
自
然
環

境
の
保
全
を
進
め
て
参
り
ま
す
。

（
事
務
局
・
連
絡
先
）

〒
605
–
0977
　
京
都
市
東
山
区
泉
涌
寺
町
28

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

光
明
会
館

T
E
L
＆
F
A
X　
0
7
5
–
5
6
1
–
3
4
4
4

　
　
　          

平
野
　
雅
章（
即
成
院
住
職
）

（
役
員
等
）　
　
　
　
　   

　
　
　
　   

敬
称
略

代
表
理
事 

山
折

　哲
雄（
宗
教
学
者
）

理

　
　事 

池
坊

　美
佳（
華
道
家
）

 
 

片
山
九
郎
右
衛
門（
能
楽
師
）

 
 

田
丸
み
ゆ
き（「
笹
屋
伊
織
」女
将
）

 
 

平
井

　誠
一（「
西
利
」社
長
）

 
 

宮
城

　泰
年（
聖
護
院
門
跡
門
主
）

 
 

大
西

　真
興（
清
水
寺
執
事
長
）

 
 

田
中

　利
典（
金
峯
山
寺
長
臈
）

 
 

重
森

　千
靑（
作
庭
家
）

 
 

長
澤

　香
静（
京
都
仏
教
会
事
務
局
長
）

理
事
兼
事
務
局
長 

平
野

　雅
章（
即
成
院
住
職
）

監

　
　事 

松
本

　明
久（
税
理
士
）

顧

　
　問 

德
丸

　久
衞（
元
環
境
省
自
然
環
境
分
析
官
）

（
図
1
）

（
図
２
）
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第
四
十
八
回
京
都
中
央
葬
祭
業
協
同
組
合
総
会
出
席

	

於 

リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
京
都

国
土
交
通
省
国
土
交
通
大
臣
に
東
山
将
軍
塚
ヘ
リ
ポ
ー
ト
建
設
計
画
反
対
声
明
文
を

長
澤
事
務
局
長
持
参	

於 

国
土
交
通
省
国
土
交
通
局

丹
波
大
文
字
保
存
会
へ
感
謝
状
授
与	

於 

長
安
寺
（
福
知
山
）

文
化
遺
産
を
未
来
に
つ
な
ぐ
森
づ
く
り
会
議

令
和
四
年
度
第
二
回
理
事
会
W
E
B
会
議
出
席

京
都
d
d
d
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
D
N
P
京
都
太
秦
文
化
遺
産
ギ
ャ
ラ
リ
ー
移
転

内
覧
会
出
席	

於 

C
O
C
O
N
烏
丸

京
都
府
宗
教
連
盟
令
和
四
年
度
委
員
総
会
出
席	

於 

立
正
佼
成
会
京
都
普
門
館

近
畿
宗
教
連
盟
令
和
四
年
度
第
一
回
常
任
理
事
会
出
席

	

於 

立
正
佼
成
会
京
都
普
門
館

参
勤
僧
会
議
開
催	

於 

順
正

法
隆
寺
第
七
十
二
回
夏
季
大
学
園
城
寺
長
吏
福
家
俊
彦
師
講
演	

於 

法
隆
寺

彼
岸
供
養
法
要
開
催	
　
　
　
　

於 

相
国
寺

『
京
仏
』
夏
季
号
会
報
発
送	

        

於 
京
都
仏
教
会
事
務
所

京
都
観
光
宣
伝
協
議
会
令
和
四
年
度
総
会
出
席　
　
　
　
　

	
						

	

於 

リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
京
都

二
条
城
音
舞
台
開
催         	

於 

二
条
城

宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
第
十
二
回
研
究
会
開
催	
	

於 

相
国
寺
承
天
閣
美
術
館

（
一
社
）
自
然
環
境
文
化
推
進
機
構
臨
時
理
事
会
出
席	

於 

即
成
院

京
都
市
深
草
墓
園
秋
季
慰
霊
法
要
参
列	

於 

京
都
市
深
草
墓
園

た
な
ば
た
願
文
お
焚
き
あ
げ
・
採
燈
大
護
摩
供
法
要
開
催	

於 

清
水
寺
南
苑

秋
季
彼
岸
供
養
法
要
開
催	

於 

永
観
堂
禅
林
寺

＊＊＊＊＊＊＊

京
都
府
宗
教
連
盟
総
会
出
席	

於 

東
寺

京
都
仏
教
会
令
和
四
年
度
第
二
回
定
例
理
事
会
開
催

	

於 

相
国
寺
承
天
閣
美
術
館

相
国
寺
開
山
夢
窓
国
師
毎
歳
忌
法
要
参
列	

於 

相
国
寺

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
調
査
会
議
開
催	

於 

京
都
仏
教
会
事
務
所

第
六
十
九
回
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
大
会
出
席	

於 

川
崎
大
師
（
神
奈
川
）

曩
祖
智
証
大
師
御
正
忌
会
参
列	

於 

園
城
寺

明
日
の
京
都
文
化
遺
産
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
第
十
二
回
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
日
本
の
文
化
は
自
然
の
恵
み
か
ら

～
伝
統
材
料
・
道
具
と
そ
れ
を
支
え
る
人
々
の
未
来
～
」
出
席	

	

於 

立
命
館
大
学
朱
雀
キ
ャ
ン
パ
ス

近
畿
宗
教
連
盟
和
歌
山
総
会
出
席	

於 

和
歌
山
城
ホ
ー
ル

園
城
寺
第
一
六
四
代
長
吏
就
任
拝
堂
式
・
長
吏
就
任
の
集
い
参
席

	

於 

園
城
寺
・
び
わ
湖
大
津
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

全
日
本
仏
教
会
理
事
会
W
E
B
会
議
出
席

第
八
十
四
回
宗
教
法
学
会
出
席	

於 

京
都
産
業
大
学

「
華
道
月
輪
未
生
流
創
流
九
十
周
年
記
念
祝
賀
会
」
出
席

	

於 

ホ
テ
ル
日
航
プ
リ
ン
セ
ス
京
都

大
阪
府
宗
教
連
盟
総
会
出
席	

於 

念
法
真
教
総
本
山
金
剛
寺

大
阪
府
仏
教
徒
大
会
出
席	

於 

ホ
テ
ル
日
航
大
阪

明
日
の
京
都
文
化
遺
産
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

「
古
都
京
都
の
文
化
財
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
出
席　

於 

京
都
府
神
社
庁
神
社
会
館

参
勤
僧
会
議
開
催	

於 

順
正

成
道
会
並
び
に
永
年
勤
続
住
職
表
彰
式
開
催 	

於 

泉
涌
寺

宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
第
十
三
回
研
究
会
開
催

	

於 

相
国
寺
承
天
閣
美
術
館

＊
は
当
会
主
催
の
行
事
・
会
合

令
和
四
年
七
月
一
日
～
令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日

令
和
四
年

七

月

七

月 

七

月

七

月

七

月

七

月

七

月

七

月

七

月

七

月

八

月

九

月

九

月

九

月

九

月

九

月

九

月

九

月

六十 
三    

十 

五
十 

九
二
十
二

二
十
六

二
十
六

二
十
六

二
十
七

二
十
八

九一三十十 

四
十 

八
二
十
五

二
十
八

日日日日日日日日日日日日日日日日日日

十

月

十

月

十

月

十

月

十

月

十

月

十

月

十

月

十
一
月

十
一
月

十
一
月

十
一
月

十
一
月

十
一
月

十
一
月

十
一
月

十
二
月

十
二
月

日日日日日日日日日日日日日日日日日日

三五
二
十
一

二
十
四

二
十
七

二
十
九

三 

十
三
十
一

七九十 

二
十 

四
十 

四
十 

七
二
十
一

二
十
九

七十 

三

＊＊＊＊＊
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
金
の
ご
報
告

ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
に
際
し
、
多
く
の
方
々
か
ら
ご
寄
付
を
頂
き
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

左
記
の
通
り
昨
年
９
月
末
日
に
駐
日
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
使
館
の
支
援
金
口
座
に
振
り
込
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
こ
こ
に

ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

長
期
化
す
る
戦
争
の
も
と
、
戦
火
に
生
き
る
多
く
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
々
が
一
日
も
早
く
元
通
り
の
生
活
に
戻
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

尚
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
を
今
後
も
続
け
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
ご
寄
付
い
た
だ
け
る
方
は
当
会
指
定
口
座
に

お
振
込
み
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

支
援
金
額
　
一
、〇
〇
三
、四
五
〇
円

	

　
　
　
　
令
和
四
年
四
月
〜
九
月
末
日
ま
で
三
十
二
件

振
込
口
座	

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
　
京
都
出
町
（
〇
九
九
）　
当
座
　

	
	

口
座
記
号
番
号
　
〇
〇
九
四
〇
︱
一
︱
三
二
六
五
四
三

	
	

口  

座  

名  

称
　
一
般
財
団
法
人
　
京
都
仏
教
会
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令
和
五
年
一
月
二
十
五
日

一
般
財
団
法
人 

京
都
仏
教
会

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通

烏
丸
東
入
相
國
寺
門
前
町

六
三
六
─
一

（
〇
七
五
）
二
二
三
─
六
九
七
五

（
〇
七
五
）
二
二
三
─
六
九
七
六

精
華
町
教
育
委
員
会
提
供

（
株
）
精
巧
社

発
売
日

発
行
所

電

話

F
A
X

表
紙
写
真

印
刷
所

〒
602
‒

0898

採
燈
大
護
摩
供
法
要
を

八
月
十
六
日
よ
り
九
月
の

第
四
日
曜
日
へ
日
程
を
変

更
致
し
ま
し
た
。

今
年
は

九
月
二
十
四
日
㈰
に

清
水
寺
に
て
行
い
ま
す
。

皆
さ
ま
の
お
越
し
を
お
待

ち
申
し
上
げ
ま
す
。

当
会
も
お
か
げ
さ
ま
を
も
ち
ま
し
て
仏
教
諸
行
事
、
文
化
福
祉
、
研
究
活

動
等
順
調
に
か
つ
積
極
的
に
推
移
し
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
ひ
と
え

に
ご
寺
院
各
位
の
ご
理
解
ご
協
力
の
賜
物
と
存
じ
ま
す
。
今
後
は
ま
す
ま

す
京
都
が
宗
教
都
市
と
し
て
発
展
し
つ
づ
け
る
た
め
に
、
布
教
・
広
宣
を

行
い
、
ま
た
多
様
化
す
る
現
代
社
会
の
情
報
提
供
や
宗
教
法
人
に
関
す
る

諸
問
題
に
つ
き
ま
し
て
も
お
役
に
立
て
る
よ
う
は
か
っ
て
参
り
た
い
と
存

じ
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
通
信
費
の
一
部
と
し
て
令
和
４
年
度
分
の
会
費

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

を
同
封
の
郵
便
振
替
に
て
ご
納
入
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

各
界
一
般
会
員
の
み
な
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
ご
健
勝
の
こ
と
と
存
じ

ま
す
。

平
素
は
何
か
と
本
会
の
活
動
に
対
し
、
ご
理
解
、
ご
協
力
賜
り
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
賛
助
会
員
に
つ
き
ま
し
て
は
年
々
増
え
続
け
て
お

り
ま
し
て
有
り
難
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
当
会
も
各
界
の
み
な
さ
ま
と
と

も
に
こ
の
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
京
都
に
お
い
て
様
々
に
交
流
や
文
化
事
業

を
通
じ
、
よ
り
よ
い
京
都
に
発
展
す
べ
く
努
力
し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

当
会
の
会
報
を
年
二
回
お
送
り
申
し
上
げ
ま
す
こ
と
や
諸
行
事
の
ご
案
内

を
み
な
さ
ま
と
の
情
報
交
換
の
場
と
し
、
今
後
も
活
動
を
し
て
ゆ
き
た
い

と
存
じ
ま
す
。
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
な
に
と
ぞ
こ
の
趣
旨
に
ご
賛

助
賜
り
令⌇
和⌇
４⌇
年
度
分
の
賛
助
会
費

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
の
ご
納
入
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
お
ご
納
入
は
同
封
の
郵
便
振
替
に
て
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。



京都市左京区浄土寺真如町111番地-1
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滋 賀県愛知郡愛荘町中宿 1 7 3 番 地
TEL（0749）42-2859（代）  FAX（0749）42-5727

本　　　 社

営業所・工場

文化財建造物修復・社寺建築設計施工

代表取締役　木澤善之

筆・墨・硯・紙・簡易表装・短冊
色紙・中国製筆・墨・硯・紙

京都市下京区柳馬場通仏光寺下ル
電　話（075）3 5 1 ─ 6 3 8 0（代表）
ＦＡＸ（075）3 6 1 ─ 8 0 0 6

〒600̶8075

株式会社

一般建設業の許可：京都府知事 許可（般 ─23）第 3 8 9 1 7 号
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京石塔
石工事
記念碑

株式
会社

石工事・土木工事・造園工事（京都府知事認可）

石 寅寅 ®

本　　　店 （〒616-8376） 京都市右京区嵯峨天竜寺瀬戸川町1－10
 電話（075）881－1481番　ＦＡＸ（075）881－1480番
新丸太町店 （〒616-8305） 京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町33－2
 電話（075）882－2124番　ＦＡＸ（075）882－2128番
丹波営業所 （〒622-0211） 京都府船井郡京丹波町上野中野31－1
 電話（0771）82－2681番　ＦＡＸ（0771）82－2751番
京 丹 波 店 （〒622-0213） 京都府船井郡京丹波町須知天神18－1
 電話（0771）89－1481番　ＦＡＸ（0771）89－1480番
石寅ホームページ URL:http://www.ishitora.co.jp/

表具全般  古書画修復

京表具

〒604－8121
京都市中京区柳馬場通錦小路上る
TEL.FAX. 0 7 5（ 2 2 1 ）5 7 5 4

社寺建築  設計・施工

伸和建設株式会社
京都市右京区西院上花田町21〒615－0007

TEL(075）311－0054 ㈹
FAX(075）322－0152
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京都営業所

宇治営業所

高槻営業所

大津営業所

亀岡営業所

☎（075）682-4444

☎（0774）32-4242

☎（072）682-1121

☎（077）524-4444

☎（0771）22-0042

葬　儀

もよりの営業所へご連絡ください。（24時間営業）
寝台自動車のご用命も承ります。

人生の終り、もうひとつの門出を美しく

24時間365日 無料受付 まずはお気軽に
お電話ください。 検索セレマ90120-094-110

お供養 110 番

経済産業大臣認可／全日本葬祭業協同組合連合会加盟

http://www.kyosokyou.jp/
京都中央葬祭業協同組合員名簿

●事前相談 ●サービス内容の説明 ●明瞭価格 ●アフターサービス

信頼と安心の
全葬連 葬祭サービスガイドライン

京葬協は、葬祭サービスガイドラインを尊守いたします

会　　　社 代 表 者 電　　話 所　　在　　地

㈱ ま る い ち 小 林 正 明 075-441-6254 上京区千本上立売通作庵町518

㈲ 京 都 日 葬 九谷田満雄 075-811-4242 中京区西ノ京塚本町13−11

㈱　 公　 益　 社 松 井　 雄 075-221-4000 中京区烏丸六角上饅頭屋町608

㈱京都セレモニー 松 井　 雄 075-221-8400 中京区烏丸六角上饅頭屋町608

㈱公益サービスセンター 松 井 信 五 075-551-3422 東山区清閑寺山ノ内町46-2

駕 政 葬 儀 社 滝 口 泰 彦 075-691-0826 南区東九条北烏丸町14

あ め 直 阪邉賀津子 075-611-0400 伏見区京町六丁目54-1

㈱のじり葬儀店 野 尻 義 樹 075-611-4211 伏見区治部町123

㈱　 山　　 長 山 田　 一 075-861-1422 右京区太秦西蜂岡町1

㈱　 ア シ ス 岡 本 研 三 075-932-4242 向日市寺戸町西田中瀬3

㈲城陽葬祭杉村 杉 村　 等 0774-52-2140 城陽市久世南垣内116

会　　　社 代 表 者 電　　話 所　　在　　地

㈱宇治葬祭駕辰 木 村 久 孝 0774-31-8072 宇治市五ヶ庄芝の東53

山城葬祭㈱現丸屋 小 川 保 善 0774-82-2064 綴喜郡井手町井手柏原83-2

㈲　 花　　 福 福 田 善 文 0774-82-2016 綴喜郡井手町井手宮ノ本89

㈲　 阪　　 口 阪 口　 仁 0774-76-2146 木津川市加茂町駅西1-5-3

平 城 公 益 ㈱ 西 川 弘 人 0774-72-5709 木津川市相楽鳥井7-1

㈱ 松 本 仏 具 店 松 本 光 雄 0771-22-0279 亀岡市安町86

㈲ い ち た に 一 谷 和 弘 0771-62-4949 南丹市園部町小山東町水無38

㈱セレモニーまつだ 松 田 政 一 0772-46-2264 与謝郡与謝野町字弓木956

おのえメモリアル㈱ 尾 上 雄 紀 0772-42-5555 与謝郡与謝野町算所229-1

㈱ 令 和 寺 尾　 純 0772-72-2002 京丹後市網野町網野3156

最近のお葬式はどのように行われているか、また、費用はいくら位かかるか！？ など、お葬式の内容を知りたい方は、上記の各店へ電話でお問い合わせ下さい。
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二条城音舞台

2 0 2 2 年 9 月 3 日（ 土 ）



入場料（当日券）＝一般2,100円、大学生1,300円、高校生900円、中学生以下無料

主催＝国立国際美術館、ベルリン国立ベルクグリューン美術館、産経新聞社、MBSテレビ、共同通信社

検 索ピカソとその時代   大阪
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