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◆
お
彼
岸

彼
岸(

ひ
が
ん)

と
放
生
（
ほ
う
じ
ょ
う
）

以
前
秘
在
寺
の
池
に
鷺(

サ
ギ)

が
口
を
大
き

く
開
け
目
を
見
開
い
て
倒
れ
て
お
り
ま
し
た
。

良
く
見
る
と
口
に
鮒(

フ
ナ)

を
詰
ま
ら
せ
て
息

絶
え
て
お
り
、
何
と
も
言
え
な
い
深
い
哀
れ
さ

を
感
じ
ま
し
た
。
サ
ギ
も
フ
ナ
も
自
分
の
命
を

必
死
に
燃
や
し
て
生
き
よ
う
と
し
た
哀
れ
な
結

末
で
し
た
。
全
て
の
生
き
物
は
こ
の
食
物
連
鎖

の
中
で
生
き
て
お
り
ま
す
。

私
達
は
食
事
を
す
る
と
き
に
「
手
を
合
わ
せ

て
、
い
た
だ
き
ま
す
」
と
唱
え
ま
す
。
そ
れ
は

命
の
尊
さ
に
感
謝
を
す
る
こ
と
ば
で
す
。
「
あ
な

た
の
命
を
い
た
だ
き
ま
す
、
ご
め
ん
な
さ
い
、

あ
り
が
と
う
」
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
。

こ
の
夏
に
金
魚
屋
さ
ん
で
鯉
と
鮒
を
二
十
匹
買

っ
て
秘
在
寺
の
池
に
放
ち
ま
し
た
。
サ
ギ
に
捕
ら

れ
な
い
よ
う
に
ネ
ッ
ト
も
張
り
ま
し
た
。
大
き
く

な
っ
て
長
生
き
し
て
欲
し
い
と
願
い
つ
つ
、
毎
朝

餌
を
や
る
の
が
楽
し
み
で
す
。
少
し
ず
つ
慣
れ
て

姿
を
見
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

秘
在
寺
の
池
は
古
来
「
心
の
池
」
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
放
生(

ほ
う
じ
ょ
う)

と
い
う

教
え
か
ら
き
て
い
る
言
葉
で
「
放
生
池
」
と
も
い

い
ま
す
。
日
頃
多
く
の
命
の
犠
牲(

い
け
に
え)

に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
私
達
の
命
で
す
。
時

に
は
「
い
の
ち
の
尊
さ
」
と
「
慈
悲
」
そ
し
て
「
感

謝
」
の
気
持
ち
を
問
い
直
す
期
間
と
し
て
、
彼
岸

を
捉
え
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

九
月
二
十
日(

木)

が
彼

岸
の
入
り
、
明
け
は
九

月
二
十
六
日(

水)

で
お

中
日
は
二
十
三
日(

日)

で
す
。

◆
永
代
供
養
墓
秋
彼
岸
法
要

九
月
二
十
三
日
（
日
・
祝
）

午
前
九
時
よ
り

◆
施
餓
鬼
会
（
せ
が
き
え
）

十
日
、
例
年
の
よ
う
に
山
門
大
施
餓

鬼
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

例
年
の
よ
う
に
世
話
人
さ
ん
に
は
竹

を
切
り
、
施
餓
鬼
小
旗
を
作
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

今
年
も
皆
さ
ん
か
ら
鮎
の
他
に
た
く

さ
ん
の
野
菜
、
お
酒
そ
の
他
の
お
供
え

物
を
い
た
だ
き
、
世
話
人
さ
ん
の
奥
様

方
に
は
料
理
を
作
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
旧
庫
裡
（
く
り
）
の
台
所
で
の
作

業
は
、
猛
暑
で
本
当
に
大
変
で
し
た
。

改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
副
住
職
長
男
の
蓮
も
、
施
餓
鬼

会
・
棚
経
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
暖
か
い
お
言
葉

を
か
け
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
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◆
施
餓
鬼
会
講
話

浜
松
市

曹
洞
宗

大
昌
寺
副
住
職

青
島

寿
宗
師
に
「
災
害
時
の
お
寺
が
果
た
せ
る
役
割
」

に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

豊
富
な
実
体
験
に
基
づ
く
お
話
は
非
常
に
興

味
深
く
、
私
ど
も
も
ど
の
よ
う
に
備
え
を
し
て

い
っ
た
ら
良
い
か
、
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
は
多
め

に
買
い
置
き
す
る
、
乾
物
も
買
い
置
き
し
、
古

い
も
の
か
ら
順
次
使
う
、
非
常
持
ち
出
し
袋
を

用
意
す
る
な
ど
心
が
け
て
は
お
り
ま
す
が
、
寺

と
い
う
立
場
か
ら
何
を
す
べ
き
か
、
寺
族
で
話

し
合
っ
て
お

り
ま
す
。
講

話
の
内
容
に

つ
い
て
は
巻

末
に
載
せ
て

あ
り
ま
す
。

◆
お
盆
を
終
え
て

●
塔
婆
供
養
に
つ
い
て
の
お
願
い

申
込
用
紙
に

「
先
祖
代
々
」
ま
た
は
「
故
人
の
戒
名
」
を
、

塔
婆
一
基
に
つ
き
一
霊
ご
記
入
下
さ
い
。

新
盆
の
お
宅
は
、
新
亡
霊
位
の
戒
名
を
ご
記
入

下
さ
い
。

と
書
い
て
お
き
ま
し
た
が

・
新
亡
霊
位
の
戒
名
を
記
入
し
て
な
い

・
※
※
家
先
祖
代
々
と
新
亡
霊
位
戒
名
の
二
つ

を
記
入

の
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

塔
婆
一
基
に
つ
き
一
霊
で
す
の
で
、
先
祖
代
々

と
戒
名
の
両
方
を
一
枚
に
書
く
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
新
盆
の
お
宅
で
一
枚
申
し
込
み
の
場
合

は
、
先
祖
代
々
と
書
い
て
あ
っ
て
も
新
亡
霊
位

戒
名
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

●
棚
経
に
つ
い
て

日
程
は
事
前
に
盆
だ
よ
り
で
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
。
町
外
の
檀
家
様
は
広
い
範
囲
を
回
る

の
で
、
い
つ
も
お
待
た
せ
し
て
申
し
訳
あ
り
ま

せ
ん
。
当
日
不
在
の
場
合
は
、
事
前
に
ご
連
絡

下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

本
山
新
亡
供
養
に
参
加
し
て

市
内
駿
河
区
向
敷
地

望
月
と
し
子

新
亡
供
養
の
た
め
、
娘
と
二
人
京
都
の
大
本

山
妙
心
寺
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
義
母
の

新
亡
供
養
の
際
に
は
主
人
と
二
人
で
ま
い
り
ま

し
た
が
、
二
回
目
の
今
回
は
、
そ
の
主
人
の
供

養
で
し
た
の
で
、
前
回
以
上
に
感
慨
深
い
も
の

と
な
り
ま
し
た
。

本
堂
に
み
な
集
ま
り
、
大
勢
の
僧
侶
に
よ
る

読
経
が
始
ま
る
と
、
そ
の
光
景
は
と
て
も
勇
壮

で
胸
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。
天
井
に
描
か
れ
て

い
る
龍
は
、
ど
の
方
向
か
ら
見
て
も
そ
の
鋭
い

眼
差
し
に
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
背
筋

が
ぴ
ん
と
す
る
思
い
で
し
た
。

お
昼
に
は
精
進
料
理
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

し
み
じ
み
と
亡
き
主
人
の
事
を
想
い
出
し
、
静

か
な
ひ
と
と
き
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
料
理
を
運
ん
で
下
さ
る
若
い
お
坊
さ

ん
た
ち
の
、
き
び
き
び
と
し
た
様
子
を
見
て
、

厳
し
い
修
行
を
な
さ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
姿

と
、
感
心
、
感
動
い
た
し
ま
し
た
。

今
回
も
前
回
同
様
、
と
て
も
よ
い
経
験
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

本
山
新
亡
（
し
ん
も
う
）
供
養
会

前
年
度
四
月
か
ら
三
月
ま
で
に
亡
く
な
ら
れ

た
方
を
年
度
初
め
に
本
山
に
届
け
ま
す
と
、
五

月
頃
に
「
新
亡
供
養
会
」
の
通
知
が
直
接
該
当

す
る
お
宅
に
届
き
ま
す
。

供
養
会
の
開
催
は
七
月
初
旬
で
、
管
長
様
が

導
師
を
な
さ
り
、
本
山
の
大
勢
の
和
尚
様
と
一

緒
に
龍
の
天
井
画
で
有
名
な
法
堂
（
は
っ
と
う
）

で
行
わ
れ
ま
す
。
供
養
会
が
、
普
通
の
法
事
と

異
な
る
の
は
、
参
列
者
が
す
べ
て
亡
く
な
ら
れ

た
方
の
身
内
か
縁
の
深
い
方
で
あ
る
こ
と
で
す
。

大
切
な
方
を
亡
く
し
た
と
い
う
感
情
を
共
有
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
が
新
亡
供
養
で
す
。

◆

災
害
救
援
金
協
力

西
日
本
豪
雨
（
平
成
三

十
年
七
月
豪
雨
）
、
台
風

二
十
一
号
、
北
海
道
地
震

と
続
き
、
日
本
は
災
害
列

島
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ

う
で
す
。

本
山
妙
心
寺
で
は
西
日

本
豪
雨
の
後
、
自
然
災
害

対
策
本
部
が
立
ち
上
げ
ら

れ
、
救
援
金
の
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
秘
在
寺

か
ら
一
万
円
送
り
ま
し
た
。
妙
心
寺
派
で
は
四

国
な
ど
で
深
刻
な
被
害
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
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◆

お
願
い

●
連
絡
先
が
変
わ
っ
た
場
合
、

秘
在
寺
へ
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

固
定
電
話
を
外
し
て
携
帯
の
み
に
な
さ
っ
た
方
、

転
居
、
住
所
表
示
変
更
の
場
合
な
ど
速
や
か
に

ご
連
絡
下
さ
い
。

●
付
け
届
け
を
振
込
で
納
入
い
た
だ
い
て
い
る

方
へ今

ま
で
振
込
手
数
料
は
秘
在
寺
で
負
担
し
て

い
ま
し
た
が
、
今
後
は
各
自
で
ご
負
担
を
お
願

い
し
ま
す
。
従
っ
て
振
込
用
紙
が
赤
で
な
く
青

色
に
な
り
ま
す
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
ご
了

解
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）

町
内
会
の
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
秘
在
寺
に

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
郷

島
町
内
で
は
消
防
団
詰
所
に
継
ぐ
二
箇
所
目
の

設
置
と
な
り
ま
す
。
常
時
施
錠
さ
れ
て
い
る
詰

所
と
は
違
い
、
秘
在
寺
は
一
年
間
を
通
し
て
ほ

ぼ
寺
族
の
誰
か
が
お
り
ま
す
の
で
有
事
の
際
は

よ
り
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
秘
在
寺
は
行
事
や
葬
儀
・
法
事
等
で
町

内
外
の
多
く
の
方
が
集
ま
る
場
所
で
も
あ
る
た

め
設
置
す
る
に
は
最
適
な

場
所
だ
と
考
え
ま
し
た
。

Ａ
Ｅ
Ｄ
は
一
分
で
も
早

く
使
用
す
る
事
が
大
事
で

す
。
秘
在
寺
に
設
置
さ
れ

て
い
る
事
を
皆
様
で
共
有

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

◆
第
五
回
し
ず
き
た
こ
だ
マ
ル
シ
ェ

主
催

郷
土
を
良
く
す
る
会

十
月
十
四
日
（
日
）
十
時
～
二
時

賎
機
北
小
運
動
場

（
雨
天
時
は
体
育
館
）

第
四
回
ま
で
は
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
蚤
の

市
）
と
い
う
名
で
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
今

回
よ
り
マ
ル
シ
ェ
（
市
場
）
に
変
え
ま
し
た
。

回
数
を
重
ね
て
き
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
皆
様
に

楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
例
年
に
は
な
か

っ
た
数
々
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
美
味
し
い
食

べ
物
、
野
菜
や
雑
貨
等
新
し
い
出
店
者
も
多
く

募
り
ま
し
た
。

い
つ
も
以
上
に
充
実
し
た
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト

に
な
る
事
と
と
思
い
ま
す
。
檀
家
様
や
秘
在
寺

に
ご
縁
の
あ
る
方
の
出
店
も
あ
り
ま
す
。
ご
家

族
や
お
友
達
を
お
誘
い
い
た
だ
き
、
ど
う
ぞ
ご

来
場
下
さ
い
。

◆

ト
ラ
ン
ス
ジ
ャ
パ
ン

ア
ル
プ
ス
レ
ー
ス

Ｔ
Ｊ
Ａ
Ｒ
を
四
連
覇
し
、
前
回
十
六
年
大
会

で
は
四
日
二
十
三
時
間
五
十
二
分
と
い
う
大
会

記
録
を
打
ち
立
て
た
望
月
将
悟
さ
ん
が
、
五
度

目
の
大
会
に
挑
み
ま
し
た
。
前
回
も
彼
岸
だ
よ

り
に
載
せ
ま
し
た

が
、
今
回
も
「
地

元
の
ヒ
ー
ロ
ー
の

挑
戦
」
と
あ
っ
て

ず
っ
と
様
子
を
見

て
い
ま
し
た
。

五
連
覇
や
、
さ

ら
な
る
新
記
録
を

期
待
す
る
声
も
出

る
な
か
、
望
月
選

手
は
今
大
会
、
こ
れ
ま

で
誰
も
や
る
こ
と
の
な

か
っ
た
「
山
の
原
点
に

戻
っ
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
」

を
掲
げ
ま
し
た
。
途
中

の
山
小
屋
や
自
販
機
で

買
い
物
し
て
も
い
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
お
金
を
使
わ
ず
水

以
外
の
装
備
・
補
給
食

を
全
部
背
負
っ
て
い
っ

た
そ
う
で
す
。
今
ま
で
は
五
～
六
キ
ロ
だ
っ
た

荷
物
が
、
今
回
は
十
五
キ
ロ
く
ら
い
で
し
た
。

今
回
も
の
ぼ
り
旗
を
作
っ
て
野
田
平
公
園
へ

応
援
に
出
ま
し
た
。
郷
島
を
通
過
し
た
の
は
十

八
日
十
一
時
半
頃
で
、
安
倍
街
道
の
そ
こ
こ
こ

に
人
だ
か
り
が
で
き
、
通
過
車
両
も
多
か
っ
た

で
す
。
応
援
し
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
の
で
す

ね
。
勤
務
先
の
消
防
署
で
は
二
百
人
ほ
ど
が
出

迎
え
た
そ
う
で
す
。
足
が
痛
そ
う
で
見
て
い
る

方
が
つ
ら
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
午
後

四
時
過
ぎ
、
七
位
で
ゴ
ー
ル

し
た
そ
う
で
安
心
し
ま
し

た
。皆

さ
ん
の
中
に
も
望
月
選

手
や
他
の
選
手
を
見
か
け
た

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
と

思
い
ま
す
。
私
た
ち
も
二
階

の
窓
か
ら
他
の
選
手
の
通
る

の
が
見
か
け
る
と
、
慌
て
て

車
で
激
励
に
行
っ
た
り
し
ま

し
た
。

望
月
選
手
に
つ
い
て
は
、

『
山
岳
王

望
月
将
悟
』
、
と

い
う
書
籍
が
山
と
溪
谷
社
か

ら
七
月
に
発
行
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
レ
ー
ス
の
詳
し
い

状
況
は
下
記
に
載
っ
て
い
ま

す
。

Number Web
https://number.bunshun.jp/articles/-/831704

体重 2.8kg 減、ザック重量 5.1kg 減。
TJAR「無補給」の末に見えたもの。
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災害時のお寺が果たせる役割

8月10日秘在寺施餓鬼会講話
講師：浜松市 曹洞宗 大昌寺副住職 青島寿宗師

青島さんは30代中頃の和尚さんで、東日本大震災の折に発災当時から3年間現地
で「シャンティ国際ボランティア会」の職員として活動なさった方です。実際の活動を通

じて体験し感じ考えたことを、分かりやすくお話しいただきました。下記に要点をまとめ
ました。

[この地域で考えられる災害]
地震、暴風、豪雨、洪水、落雷、竜巻、火災、土砂崩れ。

[静岡県地震の歴史]
白鳳地震684年、永長地震1096年、明応地震1498年、慶長地震1605年
宝永地震1707年、安政東海・南海地震1854年、東南海地震1944年。

[寺院備災の教訓] 備えておいてよかったもの、備えておけばよかったもの

・建物の耐震診断、仏具や備品の管理
・水(井戸)、発電機、石油ストーブ⇒命を守る
・寺院の備蓄や規程などの見直し
・災害想定の確認、対応できることできないこと

[避難所運営のポイント（不安を和らげる）]
①明るい
②空腹を満たす
③暖かい

④情報がある

[東日本大震災の時、寺院が果たした役割]
・避難所として被災者を受け入れ
・物資配布、炊き出し活動

・集会所 、催しの会場として
・ボランティア団体や支援の拠点

[東日本大震災時の寺避難所]
全体の約半数が自主避難所になった

本堂は畳が敷いてあり、仏さまがいらっしゃる（安心感）

また青島さんも作成に携わった『寺院備災ガイドブック』という冊子があります。今後こ
れをさらに活用していきたいと考えております。昔から言い古されたことわざではありま
すが「備えあれば憂いなし」お寺の備災も同じです。

「自然の力は変えようがないが、社会の対応力・適応力は変えられる」と、そして最後に
「どんな状況にあっても（そこにお寺があって良かった）と言われるようなお寺を作って
いきたい」とおっしゃっていました。大変有意義な、そして重たい課題をいただいた講
演でした。ありがとうございました。


