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(弛 行けば .何とかなる-そんなお寺へ

西方寺 牧達玄さん

㊨ 9 今の社会だからこそ､意識して｢開けとく｣

良寛寺 谷大輔さん 
6x2)ゆっくり草津街道物語⑩

異国の王子がたどり着いた地｢集から穴村へ｣ 
(萱×勤お寺という｢場｣を共に創っていく

｢開かれたお寺｣であり続ける･･･

康典院 山口洋典さん 
⑩ 俳句散歩｢冬｣ 
⑪	 ええやん ご近所ライフ② 元気なまち

一人のやる気で地域が変わる 
⑫ 熊谷栄三郎の徒然草津③ ｢犬が好き｣ 

矢
橋

･
良
寛
寺
の
大
屋
根 

(写
真 
-
大
催
)

今
号
の
イ
ラ
ス
ト

絵
･
大
村
悪

4
堅- 過

(財)草津市コミュニティ事業団は 月より｢公益財団法人｣として新たなスタートをします｡

さらに皆さんの身近な存在として､また草津のまちづくりの応援団として､職員一同頑張っていきます｡
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行けば､なんとかなる寺

行けば､なんとかなる-そんなお寺-
西方寺 (青地)住職 牧 達玄 さん

看地にある西方寺は浄土宗のお寺｡この寺では 100年t前から地蔵

盆が開かれていましたが､ ｢モ三つと子ど∈たちに楽しいことができれ

ば-｣ と昨年から ｢地蔵祭｣と名前を改め､流しそうめんに魚つか

み､絵本の読み聞かせから ｢親子で楽しむ等コンサー ト｣ まで規模

∈内容も大きく変えて開催しました｡

それでtここはお寺｡このコンij-- トでは､西方寺に残るお地蔵さ

まにまつわる物語から創作された歌が披露されました｡

檀
家
で
な
い
人
た
ち
が
集
ま
る

戦
国
]時
代
､
信
ulB
の
焼
き
討
ち
で
山灰
に
な
っ
た
お
地
蔵
さ
ま

を
地
域
の
人
が
発
見
｡
tD
Jつ
一
体
の
地
蔵
の
体
内
に
い
れ
て
拝

ん
だ
と
い
う

｢西
方
寺

子
育
て
地
蔵
tD
の
か
た
り
｣
と
い
う
お

話
か
ら
生
ま
れ
た
創
作
曲

｢炭
に
な

った
お
地
蔵
さ
ま
｣
は
西

方
寺
の
檀
家
の
出
で
あ
る
音
楽
家
の
方
に
作
曲
し
て
tD
ら
い
､

こ
こ
で
の
披
露
が
叶
い
ま
し
た
｡
当
日
は
な
ん
と 
1
5
0
名
吉

の
親
子
が
参
加
｡
志
津
地
区
で
は
そ
れ
ぞ
れ
町
内
会
で
tD
8
月

に
地
蔵
盆
が
あ
り
ま
す
が
､ 
7
月
に
行
わ
れ
る
こ
の

｢地
蔵

祭
｣

は
､

そ
れ
と
は
別
の
寺
独
自
の
行
事
で
す
｡
さ
ら
に
驚

く
の
は
最
近
で
き
た
近
隣
の
新
し
い
住
宅
地
の
親
子
が
た
く
さ

ん
来
て
く
れ
た
こ
と
｡
こ
の
方
た
ち
は
5
月
の

｢花
ま
つ
り
｣

に
∈
来
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
｡

檀
家
で
も
aL
い
新
し
い
住
民
の
参
加
､
こ
れ
に
は
い
く
つ
か

15

の
要
因
が
重
点15
つ
て
い
ま
す
｡ 
1
つ
は
こ
こ
が
普
段
か
ら
地
域

と
お
寺
さ
ん
の
つ
な
が
り
が
強
い
地
域
だ
と
い
う
こ
と
｡
だ
か

ら

一
寺
の

一
つ
の
催
し
で

∈
各
町
内
会
の
回
覧
版
で
各
戸
に
知

ら
せ
る
協
力
が
得
ら
れ
ま
し
た
｡
ま
た
新
し
い
住
宅
地
の
近
く

に
は
お
寺
が
aL
く
､
そ
の
よ
う
な
行
事
tD

15

な
か
っ
た
こ
と
｡
そ

し
て
何
よ
り
､
お
寺
さ
ん
が

｢檀
家
だ
け
で
な
く
地
域
の
子
ど 

∈
た
ち
の
た
め
に
｣
と
お
寺
を
開
こ
う
と
し
た
こ
と
で
す
｡ 

地
域

へ
の
聞
き
方

実
は
西
方
寺
､
先
代
か
ら

｢地
域
に
開
か
れ
た
寺
｣
と
し

て
色
々
aL
rJ
15

tD

と
を
や
っ
て
き
ま
し
た
｡
戦
争 

末
期
の
何
看
な

い
こ
ろ
､
大
阪
か
ら
子
ど
∈
た
ち
が
疎
開
し

て
き
ま
し
た
｡
親

や
友
だ
ち
と
離
れ
た
疎
開
生
活
､
心
細
い
な
か
で
地
域
の
子
ど

∈
た
ち
と

一
緒

に
遊
ん
で
も
ら

う
場
と
し
て
寺

を
間
放
し
た
こ

と
が
､
現
在
の

子
ど
tD
が
集
ま

る
活
動
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
ま

す
｡
寺
の
裏
山

に
あ
る
里
山 

寺
の
部
屋
だ

っ tD


て
空
い
て
い
る

時

は
自
由

に

使
っ
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
｡

ま
た
浄
土
宗
に
は

i;;.こ
う

講

と
い
う
行
事
が
あ
り
ま

｢
鉦

｣

す
｡
鉦
を
鳴
ら
し
て
念
仏
を
唱
え
る
行
事
で
昔
は
看
年
会
が

継
承
し
て
い
ま
し
た
が
､
看
年
会

∈
減
り
､
今
で
∈
続
け

て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
｡
西
方
寺
で

は
rJ
の

鉦
講
の
対
象
を
小
学
生
に
し
た

始
め
ま
し
た
｡
地
域
の
子
ど 

で
あ
れ
ば
宗
派
が
違
っ
て 

｢子
ど
tD
鉦
講
｣
と
し
て

tD


参
加
で
き
る
の
は
､

こ
の
寺
だ
け
で
す
｡

教
育
は
学
校
だ
け
で
な
い

西
方
寺
で
は
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
や
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
な
ど

の
ス
カ
ウ
ト
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
｡
イ
ギ
リ
ス
を
発
祥
と

す
る
ス
カ
ウ
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
の
活
動
だ
と
思
っ
て
る
人
吉

あ
る
よ
う
で
す
が
､

ス
カ
ウ
ト
の
基
本
理
念
は
神 

に
真
の
心
を
捧
げ
信
仰
心
を
つ
く
り
､
国
に
忠
誠
を
撃
つ
心 西方寺の本堂o境内の梅がとても綿麓でしたo 
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西方寺 住職 牧達玄さん

(上 ･左)西方寺の裏山｡
スカウ ト活動などの場
となっています｡

お
寺
に
行
け
ば
な
ん
と
か
な
る

こ
う
や
っ
て
地
域
の
中
で
の
お
寺
の
役
割
､
地
域
に
身
近
沿
お

西
方
寺
は
､

こ
れ
か
ら
も 
21
世
紀

の
心
の
オ
ア
シ
ス
と
し
て
､
命
の

尊
さ
を
考
え
､
心
の
ふ
れ
あ
い
を

大
切
に
し
､
看
少
年
の
健
全
な
成

長
を
願
い
､
地
域
に
開
か
れ
､
愛

さ
れ
､
親
し
ま
れ
る
お
寺
と
し
て

日
々
精
進
努
力
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
｡ 

(聞
き
手

･
仲
野
優
子 
)

○ 西方寺

看地にある浄土宗のお寺

寺
を
考
え
る
と
､

｢誰
で
も
ど
う
ぞ
｣
と
い
う
聞
き
方
が
見
え

て
き
そ
う
で
す 

地
域
の
中
で
､
あ
る
い
は
生
活
の
中
で
何
か

O

を
育
む
こ
と
｡

日
本
で

神
や
仏
と
言
え
ば
､

神

社
や
寺
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
｡

だ
か
ら
西
方

寺
の
よ
う
に
寺
や
神
社
が

あ
ま
り
宗
教
色
を
出
さ
ず

に
ス
カ
ウ
ト
活
動
の
拠
点

や
活
動
支
援
を
し
て
き
ま

し
た
｡

西
方
寺
が
ス
カ

ウ
ト
に
関
わ
る
よ
う
に

な
っ
て
早 
6

今
ま

0
年
｡

で
キ
ャ
ン
プ
､

た
け
の

こ
掘
り
､

あ
っ
た
時
､

｢お
寺
に
行
け
ば
何
と
か
な
る
の
で
は
｣
と
地
域

の
み
な
さ
ん
が
思
っ
て
く
れ
る
存
在
に
な
り
た
い
し
､
そ
の
た
め

に
は
宗
派
を
超
え
た
対
応
を
積
み
重
ね
て
い
く
し
か
な
い 
.
お
陰

さ
ま
で
檀
家
の
方
々
も
非
常
に
理
解
が
あ
っ
て
､

｢法
要
や
宗
派

以
外
の
こ
と
も
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
ほ
し
い
｣
と
言
わ
れ
て
い
て
､

本
当
に
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
ま
す
｡

志
津
地
区
で
は
､
宗
派
の
異
な
る 
7
ケ
寺
で
揃
っ
て
托
鉢
を
行

い
､

そ
の
浄
財
を
仏
教
女
性
会
な
ど
に
助
成
し
て
い
ま
す 
.
令

後
も
お
寺
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
社
会
貢
献
を
行
っ
て
い
き
た
い
｡

野
草
取
り
沿 

O

ど
多
彩
な
活
動
を
し
て
き
ま
し
た 

今
で
は
ス
カ
ウ
ト
で

育
っ
た
子
ど
も
も
大
き
く
な
り
､
寺
の
行
事
に
参
加
し
て
く

れ
る
子
吉
い
ま
す
｡

よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
､
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
小

さ
な
時
に
行
う
情
操
教
育
は
大
切
｡

ス
カ
ウ
ト
な
ど
も
捉 

(ル
ー
ル 
)
や
誓
い
と
い
っ
た
心
の
情
操
も
大
事
に
し
て
い

ま
す
｡
寺
子
屋
活
動
か
ら
始
ま
り
､
こ
の
よ
う
に
教
育
の
場

と
し
て
お
寺
が
地
域
に
果
た
す
役
割
は
大
き
い
と
思
っ
て
い

桜の中､西方寺の前を散歩する園児たち｡ 

(写真は以前のもの) 

966
5-77/ FAX564
14

2-
草津而吉池町 1 6
電話 564 2

Le


ま
す
｡
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今だか らこそ､意識 して ｢開けとく｣

今
の
社
会
だ
か
ら
こ
そ
､
意
識
し
て


あ

｢開
け
と
く
｣


良
覚
寺
 

(矢
橋 
)
住
職

寺
は
公
共
施
設

良
覚
寺
は
5
0
0
年
前
に

｢矢
橋
西
道

い
｡
｣
と
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
､
自
分
が
仏

教
に
持
っ
て
い
た
先
入
観
が
少
し
ず
つ
壊
れ

て
い
き
ま
し
た
｡
こ
う
し
て
た
く
さ
ん
の
お

坊
さ
ん
に
出
会
え
た
こ
と
が
艮
か
っ
た
息
と

場
｣

す
O

.て
自
分
の
人
生
を
確
か
め
る
場
所
｣

と
し

谷

大
輔

う
場
で
す
る
世
間
話
と
い
う
の
は
､
普
通
の
世
間

話
と
は
少
し
違
う
気
が
す
る
ん
で
す
ね
｡
集
ま
る

人
た
ち
は
は
同
じ
地
域
に
住
ん
で
い
る
け
ど
､
年

代
も
性
別
も
重
ね
た
経
験
も
違
う
.
そ
ん
(仏
人
た

ち
が
寺
が
触
媒
に 
.6
つ
て
集
ま
り
､
仏
さ
ん
の
前

L

で
自
分
が
経
験
し
た
こ
と
や
､

喋
っ
た
リ
､
今
､
世
の
中
で
起
き
て
い
る
こ
と
を

話
し
合
っ
た
リ
す
る
｡
世
間
話
と
い
え
､
こ
う
し

て
様
々
怠
北日
累
を
持
っ
た
人
た
ち
が
寺
を
核
に
し

て
時
間
と
空
間
を
共
有
す
る
こ
と
で
何
か
が
生
ま

れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
る
｡
ち

な
み
に
こ
の
会
は
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す 

(笑
)

南
学
会

先
代
の
住
職
と
出
会
う
こ
と
の
な
か
っ
た
私
は

特
に
そ
う
か
tLjL
れ
(115い
が
､
お
坊
さ
ん
を
し
て

L

い
る
と
､
お
坊
さ
ん
な
ら
で
は
の
悩
み
と
か

あ
し
た
い
け
ど
で
き
な

い

と
が
結
構
あ
る
吉
の
で
す
｡
門
徒
さ
ん
や
家
族
に

も
相
談
で
き
な
い
､
孤
独
な
部
分
で
す
ね
｡
日
本

に
は
た
く
さ
ん
寺
も
あ
る
し
､
お
坊
さ
ん
も
い
ま

す
｡
で
∈
案
外
と
寺
同
士
の
敷
居
が
言同

つ
(1
ガ
リ
は
少
な
い
ん
で
す
｡
そ
れ
で
今
か
ら
ほ

･6

年
前
に
私
∈
立
ち
上
げ
メ
ン
バ 

と
怠
り
湖
南
域 

と
し
て
誕
生
し
た
と
さ
れ
て
い
ま

こ
こ
も
そ
う
で
す
が
浄
土
真
宗
の
寺

思
い
ま
す
｡

お
寺
で
す
る
世
間
話 

集
ま
る
仏
教
看
年
会
が

の
多
く
は
､
念
仏
道
場
と
言
っ
て
､

｢
こ

の
教
え
な
ら
自
分
も
生
き
て
い
け
る
｣

と

思
っ
た
地
域
の
人
た
ち
が

｢念
仏
を
闇
い 

50
年
く
ら
い
前
｡
若
い
お
坊
さ
ん
た
ち
が

て
､
自
主
的
に
土
地
や
材
料
､
労
働
な
ど

｢お
寺
さ
ん
に
で
き

を
提
供
し
な
が
ら
作
っ
た
施
設
と
し
て
始

ま
っ
た
tLjの
が
多
い
｡ 
(rllで
言
う
公
共
施

設
に
似
て
ま
す
か
ね
｡
だ
か
ら
寺
は

る
こ
と
は
何
か
｣
と
考
え
､
最
初
に
実
践
さ

れ
た
の
か
日
曜
学
校
｡
良
覚
寺
で
t
j先
代
の

L

｢門

時
に
は
日
曜
学
校
に
端
を
発
し
､

近
く
に
公

立
の
保
育
園
が
で
き
る
ま
で
は
保
育
園
を
し

て
い
ま
し
た
｡
農
繁
期
は
ど
の
農
家
吉
子
ど 

徒
の
tLjの
｣

と
い
う
考
え
方
が
根
底
に
あ

り
ま
す
｡

知

っ
て
る
こ
と
っ
て
､
ご
く

一
部

元
々
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
結
婚
し
て
住
職
に

な
り
ま
し
た
｡

住
職
に
fLi
る
た
め
の
学
校

が
あ
る
の
は
そ
の
流
れ
で
す 

15

で

｢仏
教
と
は
岩
の
考
え
て
い
る
よ
う
な

狭
い
tLj

O 

tD
を
看
て
あ
げ
れ
な
い
o
そ
れ
で
子
ど
己
を

寺
に
集
め
､
読
み
書
き
を
教
え
た
の
か
日
曜

学
校
で
す
｡
地
域
の
暮
ら
し
や
リ
ズ
ム
に
理

に
か
(は
っ
て
い
た
｡
お
寺
さ
ん
系
の
保
育
園

T])
｢
覚

{)

こ
1

の

会
｣
と
い

の
で
は
な
い
｡

葬
式
や
法
事
を
通

ま
た
良
覚
寺
で
は
毎
月

し
て
知
っ
て
い
る
寺
と
言
う
の
は
仏
教
と
い

F

う
大
き
な
世
界
の
ご
く 

部
だ
し
､

君
の

出
会
っ
て
い
る
お
坊
さ
ん
も
ご
く

一
部
o

た
く
さ
ん
の
お
坊
さ
ん
に
出
会
っ
て
き
な
さ

う
学
習
会
を
し
て
い
ま
す
｡
学
習
会
と
い
っ

て
も
地
域
の
人
に
寄
っ
て
も
ら
い
､
お
勤
め

を
L
t
講
話
を
聞
い
て
い
た
だ
い
た
あ
と
世

間
話
を
す
る
だ
け
｡

で
も

｢お
寺
｣

と
い

元々サラリ-マンで結婚して住職になりま

した｡ 若いころは､ お寺に良い印象を持っ

ていなかったですね｡ 中身が見えず､ 何を

しているのか分からない｡ お寺に行く機会

だって沿い｡ 私rま昭和 42年生まれですが､

同世代の人たちが寺に抱く感情だと思いま

す｡

だから ｢寺に転職する｣ くらいの軽い感

覚だったんですよ｡

さ
ん

感
じ
る
こ
と
を｢あ

｣
と
い
っ
た
よ
う
な15こ

く
て
横
の

I
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良寛寺 住職 谷大輔さん 

い
ま
す
｡
子

ど
tLj
の
学
び
に
は
行
政
だ
け
で
TId
で
き
な
い
部
分

が
あ
る
ん
で

す
｡

本
当
に
寺
を
必
要
と
す
る
人
に

｢お
寺
は
敷
居
の
高
さ
｣
は
寺
同
士
だ
け
の
話
で
は
あ
り
ま

せ
ん
｡

住
職
に
な
る
前
の
自
分
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
､
あ

る
意
味
の

｢敷
居
の
高
さ
｣
を
感
じ
て
る
地
域
の
人
た
ち
tLj

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
｡

少
な
く
と
己
(Ln生
き
て
い
て
本
当
に
苦
し
ん
で
い
る
人
と
寺
が

闘
わ
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
絶
対
に
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
｡
寺

側
tD
そ
の
よ
う
な
方
が
地
域
に
お
ら
れ
る
rJ
と
を
薄
々
知
っ
て

い
て
己
､
す
っ
と
関
わ
り
を
持
た
ず
､ 
∪
く
点
ら
れ
た
と
き

の
葬

式
が
最
初
の
関
わ
り
と
な
っ
て
し
ま
う
｡
と
り
わ
け
社
会

的
に
弱
い
立
場
に
追
い
や
ら
れ
た
方
々
の
こ
と
が
気
に
怠
り
ま

す
｡隅

み
す
み
ま
で
言
わ
な
い
と
し
て
tD
､
本
当
に
寺
を
必
要
と

さ
れ
て
い
る
人
に
日
]を
向
け
る
寺
の
運
営
が
大
事
で
沿
い
か
｡

｢負
け
組
｣
と
言
わ
れ
､
生
き
る
こ
と
に
疲
れ
た
り
､
図
ら

ず
tD
色
々
な
緑
に
立
ち
切
れ
て
し
ま
っ
た
方
々
に
声
を
か
け
れ 

5
よ
う
(3.｡
こ
と
が
あ
っ
た
ら
息
と
思
い
ま
す
｡
人
や
人
の
生
に

関
わ
る
の
が
寺
な
ん
で
す
｡
現
状
で
は
､

そ
の
人
が
生
前
抱

え
て
い
た
問
題
を
抜
き
に
し
て
､
∪
く
な
っ
た
と
聞
い
て
初
め

て
関
わ
る
｡

そ
れ
で
は
遅
い
｡ 
rJ
の
地
域
に
も
独
居
老
人
が

い
る
が
､
寺
に
足
を
運
ば
れ
る
方
は
少
な
い
｡

｢呼
ば
れ
a･｡

い
と
行
け
な
い
｡
何
か
用
が
な
い
と
行
け
な
い
場
所
｣

そ
ん

な
寺
の
敷
居
を
低
く
し
て
い
く
努
力
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
｡

意
識
し
て

｢開
け
と
く
｣

寺
と
は
子
ど
も
時
代
の
寺
子
屋
か
ら
死
の
お
葬
式
ま
で
､

｢生
き
て
い
る
｣

と
こ
ろ
に
関
わ
る
と
こ
ろ
｡

｢仏
教
と
は 

(湖
南
市
か
ら
大
津
)

0
人
く
ら
い
で

の
若
い
お
坊
さ
ん
2

｢両
学
会
｣

を
つ
く
り
ま
し
た
｡

共
に
学
ぶ
場
､
不
吉
で

語
り
合
う
場
と
し
て
の
勉
強
会
で
す
｡

基
本
は
学
習
､

Jlr
r1
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
､
つ
な
が
り
で
す
.
共
に
学
び
を
し
て

い
る
こ
と
は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
｡
何
か
を
し
て
い
く
と
き

に
己
､
学
び
を

一
緒
に
し
て
い
る
者
と
､
急
に
集
め
ら
れ
た

者
と
で
は
全
然
違
う
｡
ま
だ
み
ん
な
04代
と
若
い
の
で
､
こ

れ
か
ら
何
か
を
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
に
､
こ
の
よ
う
な

関
わ
り
が
あ
る
と
違
う
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

コ 

こ
の
両
学
会
で
も

｢寺
と
し
て
子
ど
も
た
ち
と
今
ど
の
よ

う
に
関
わ
っ
て
い
く
の
か
｣
と
い
う
の
が
問
題
に
な
っ
て
い

ま
す
｡

仏
教
)
子

ど
も
会
｣

と
い
う
の
を
強
く
言
う

｢
(

L 

お
坊
さ
ん
も
多
い 

私

も
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
｡
学
校
だ

tD
ら
が
抱
えと

前 
(矢
橋
)

t

け
で
な
く
､

地
域
の
中
で

の
子
ど
も
の

学
び

が
必

要
｡

宗
教

教
育
ほ
ど
大

げ
さ
で
な
く

て
､

子
ど 

て
い
る
悩
み

を
ち
ょ
っ

聞
い
て
み
る

と
か
､

お

良
寛
寺
の
門

忍
と
思
っ
て

(左
か
ら
)
寺
総
代
の
山
本
さ
ん

革
川
さ
ん
､
谷
住
職

化
t
jあ
る
が
､

今

寺
は
人
の
生

敷
居
を
低
く
す
る

一
つ
と
し
て

｢

こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま
す
｡
月
に
1
回
だ
け
で
己
開
か
れ
た

場
所
と
し
て
行
う

｢覚
の
会
｣ 

L)そ
う
だ
し
､
寺
か
ら
離

れ
た
若
い
人
に
と
っ
て
は
､
身
近
沿
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
だ
っ

て
意
識
し
て
利
用
し
ま
す
｡ 
H
P
を
開
き
､
仏
事
の
こ
と

も
含
め
た
相
談
に
tD
メ
ー
ル
で
の
り
ま
す
｡ 
(
､
地
元
の

矢
橋
や
新
浜
で
獲
れ
た
大
根
を
使
っ
た

ダ
イ
コ
炊
き
｣

の
イ
ベ
ン
ト
も
計
画
し
て
い
ま
す
｡
試
行
錯
誤
の
連
続
で
す


が
､

複
雑
で
､

と
も
す


急
と
生
き
る
こ
と
に
背
を


向
け
た
く
な
る
(ln
の
社
会

15 

だ
か
ら
こ
そ
､

生
と
関

1-

13

2 1

kk｣uau


わ
る
寺
の
役
割
は
大
き

い
｡

だ
か
ら
こ
そ
意
識

し
て

｢開
け
と
く
｣

こ

r//:p

と
が
今
の
お
寺
さ
ん
に
必

要
な
こ
と
沿
ん
じ
ゃ
a.15い

か
と
思
う
の
で
す
｡

t

L草津而矢橋町 1 7

htt yc

人
間
が
ど
う
生
き

る
か
｣

を
説
く
教

え
だ
か
ら
赤
ち
ゃ

ん
か
ら
､

死
ぬ
直

前
､

そ
し
て
死
後 

tLj
関
わ
る
べ
き
と

こ
ろ
だ
と
思
う
ん

で
す
ね
｡

糧
清
的

な
社
会
構
造
の
変

の

お
か

ら

離

れ

て

し

ま

っ
て
い
る
の
か 

tLjL
れ
な
い
｡

意
識
し
て
寺
を
開
く
｣

In


｢

矢橋にある浄土真宗 

(大谷派) のお寺O

ltne,
 

○ 艮覚寺

電話/FAX 56

勤
め
を

一
緒

に

す

る

と

か
､

そ
う

い
っ
た
こ
と

が
で
き
れ
ば
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ゆっくり草津 街道物語

第 13回

異国の王子が
たどり着いた地

～集から穴村へ～
集町を流れ琵琶湖へとつながる中ノ井川は､かつて人や荷物を乗せた何が行き交い､たいそう賑わって

いたそうです. 多くの人や物資がここに集まってきたから､この他を ｢菓｣ と呼ISは うになったとか.

今 Ejlよこの集から穴村を歩きます.

双
子
の
よ
う
な
川

伊
撃
浩 

(栗
東
而
)

の
中
ノ
井
付
近
で
野
洲
川
の
支
流
と
な

る
中
ノ
井
川
｡
駒
井
沢
町
で
駒
井
川
と
分
か
れ
'
集
を
通
り
'

そ
し
て
ま
た
出
会
う
双
子
の
よ
う
な
川
で
す
｡

そ
の
後
は
葉
山

川
と
合
流
し
川
幅
を
広
げ

な
が
ら
琵
琶
湖
へ
と
注
ぎ
こ
み
ま
す
.

中
ノ
井
川
を
た
ど
り
な
が
ら
葉
を
歩
く
と
川
が
ク
ラ
ン
ク
に

な
っ
て
い
る
場
所
に
着
き
ま
し
た
｡

鎌
倉
か
ら
戦
園
に
か
け
て

は
人
が
､
以
後
'
明
治
ま
で
は
人
だ
け
で
な
く
モ
ノ
吉
丹
で
運

ば
れ
､

市
場
も
開
か
れ
ま
し
た
｡

こ
の
近
く
の
字
名
が

｢市

場
｣
な
の
は
そ
の
た
め
で
す
｡
物
資
を
輸
送
し
た
こ
の
川
が
､

い
か
に
こ
の
辺
り
の
暮
ら
し
に
根
ざ
し
て
い
た
の
か
わ
か
り
ま

す
｡

川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
目
と
耳
で
楽
し
み
な
が
ら
葉
の
路
地
を

歩
き
ま
す
｡

戒
定
院
に
着
き
ま
し
た
｡
江
戸
後
期
､
駒
井
沢
の
中
井
吉
衛

門
の
娘
は
､

京
都
の
公
家
で
あ
る

一
案
家
の
芳
春
院
に
仕
え
て

い
ま
し
た
｡

芳
春
院
か
ら
頼
ま
れ
阿
弥
陀
如
来
と
観
音
菩
薩
を

ま
っ
リ
､
芳
春
院
を
弔
う
た
め
に
建
立
さ
れ
た
の
が
､

こ
rJ
戒

定
院
で
す
｡
剃
髪
後
は

｢真
如
｣
と
名
の
っ
た
こ
と
か
ら
真
如

庵
と
も
い
わ
れ
ま
す
｡
代
々
尼
僧
が
住
職
を
務
め

｢市
場
の
庵

王
さ
ん
｣

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
｡

近
く
の
仲
井 

(中
井
)

姓

の
5
軒
が
お
堂
の
お
世
話
を
し
て
い
ま
す
｡

落
城
後
は
の
ど
か
な
景
色

駒
井
沢

･
新
堂

･
集

･
十
里

･
穴
村

･
北
大
萱
の

一
帯
を

｢駒
井
ノ
庄
｣

と
言
い
ま
し
た
｡

中
で
も
駒
井
沢

･
新
堂

･

集
を

｢駒
井
村
｣
と
い
い
､
駒
井
城
を
中
心
と
し
た
城
下
町
で

し
た
｡
城
と
い
っ
て
己
天
守
閣
や
石
垣
は
な
く
､
竹
薮
で
囲
ん

だ
土
塁
を
築
き
'
周
囲
を
空
堀
で
め
ぐ
ら
せ
た
館
で
す
｡
近
く

の
出
畑
を

｢
中
ノ
倉
｣
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
吉
城
内
に
倉
が
あ
っ

た
IJ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
｡

｢応
永
の
乱
｣

の
後
､
佐
々
木
｣ハ

角
の
家
臣
だ

っ
た
駒
井
氏
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
ガ
､ 
1
5
7
3

年
､
瀬
田
城
主
の
山
岡
票
隆
に
攻
め
ら
れ
一浩
城
し
ま
し
た
｡
会

は
城
を
囲
ん
だ
竹
薮
tLjな
く
な
り
､ 
EEj畑
が
広
が
る 

面
の
ど
か

な
景
色
と
な
っ
て
い
ま
す
｡
そ
の
城
跡
は
美
し
く
掃
き
清
め
ら
れ

建
分
大
明
神
が
氏
神
様
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
｡

駒
井
沢
か
ら
集
方
面
に
向
か
う
と
正
二
両
社
が
あ
り
ま
す
｡
集

の
氏
神
様
で
建
立
は 
6
7
6
年
'
藤
原
鎌
足
の
忠
子
で
あ
る
定
悪

に
よ
る
tD
の
で
す
｡

火
災

ム
0
風
な
ど
幾
度
か
の
災
害
に
あ
う

た
び
に
再
建
さ
れ
て
い
ま
す
｡
境
内
の
観
音
堂
に
は
平
安
時
代
の 

tLj
の
と
さ
れ
る
木
造
の
十 

面
観
音
菩
薩
が
安
置
さ
れ
草
津
市
の

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
｡

ま
た
こ
の
他
は
宝
光
寺 

(北

大
萱
)

の
4
つ
の
別
院
の
ひ
と
っ
智
厳
寺
の
跡
地
と
さ
れ
､
境

内
の
隅
に
は
当
時
の
tD
の
と
思
わ
れ
る
台
石
や
宝
塔
の
丸
い
石
な

ど
が
(
rll看
残
り
ま
す
.
こ
ち
ら
の
祭
神
は
立
木
神
社
と
同
じ
戦
の

神
が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
.

ち
ょ
ん
ま
げ
し
た
墓

正
三
神
社
の
隣
は
阿
弥
陀
寺
で

す
｡
元
々
､
さ
き
ほ
ど
の
宝

至

光
寺
の
七
精
舎
の 

つ
と
し
て
北

大
に
あ
っ
た
己
の
が
江
戸
時

あ

代
に
移
さ
れ
ま
し
た
｡
再
二
欠

災

に
っ
た
こ

と
か
ら
明
治
元

年 

r

l

I
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集から穴村へ
(案内) 草津市観光ボランティアガイド協会 ･石田はま子

I

E

を
､
美
し
く
大
切
に
守
ら
れ
て
い
る
rJ
と
が
う
か
が
わ

丁
は
約
1
1 

､
道
標
に
導
か
れ
な
が

れ
ま
す
｡

Tり
ま
す
. 

穴
村

の
安
羅
神
社
で
は
堂

これが安羅神社の鳥居｡額束を畳一畳分｡

の
ん
び
り
ワ
ン
ち
ゃ
ん
と
出
会
っ
た

安
羅
神
社
に
ま
っ

ら
れ
て
い
る
抑
紺
野

羅
の
王
子
､
天

日

積

で
す
｡

｢ど
う
し
て

穴
村
に
新
羅
の
王
子

が
?
｣

と
の
声
が
聞

こ
え

て
き

そ
う

で

す
｡

日
本
書
紀
に
よ

る
と
新
羅
の
王
子
､

天
日
槍
が
渡
来
し
､

瀬

戸
内

海

か

ら
播

磨
､

浪
速
の
港
か
ら

宇
治
川
を
さ
か
の
ぼ

り
､

こ
こ
近
江
の
国

に
や
っ
て
来
ま
し
た
｡

天
日
槍
は
そ
の
過
程
で
医
術

･
製
鉄

製
陶
の
技
術
を
日
本

に
伝
え
て
い
き
ま
し
た
｡ 
rJ
JJ
穴
村
で
は
医
術
が
､
竜
王
町
の

鏡
で
は
製
陶
技
術
が
､
そ
し
て
天
日
槍
は
そ
の
後
､
若
狭
に
行

き
出
石
に
留
ま
り
ま
し
た
｡
鏡
神
社
や
出
石
神
社
の
祭
神
が
安

羅
神
社
と
同
じ
天
日
槍
な
の
は
こ
の
た
め
で
す
.
遠
く
離
れ
た 

3
つ
の
神
社
が
天
日
槍
と
い
う
糸
で
つ
な
が
り
ま
す
｡

ま
た
安
羅
神
社
鰐
胆
傾
い
た
石
を
布
に
く
る
み
､
温
め
て
患

部
を
治
療
す
る

と
呼
ば
れ
る
黒
い
石
が
､

社
宝
と

｢
温

石

｣

し
て
大
切
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
0
本
殿
の
両
扉
の
内
側
に
は
桃

山
時
代
の
作
と
い
わ
れ
る
右
大
臣

･
左
大
臣
が
描
か
れ
て
い
ま

す
が
､
ど
ち
ら
も
普
段
は
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
｡
ま
た
鎌

倉
時
代
に
建
て
た
と
さ
れ
る
境
内
の
五
輪
塔
は
歴
史
の
重
さ
を
物

語
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
｡

神
社
前
の
道
と
瀬
田
か
ら
続
く
芦
浦
道
と
の
辻
に
あ
る
道
標
に

は

｢石

や
毒
せ

左

く
さ
っ
/
て
老
ら
｣
と
刻
ま
れ
て

の
で
す
｡
阿
弥
陀
寺
の
す
ぐ
近
く
に
は
駒
井
家
の
菩
提

寺
で
あ
る
永
秀
院
が
あ
り
ま
す
｡

小
谷
城
の
戦
い
で
討
ち
死
に
し
た
駒
井
永
秀
を
弔
う
た

め
､
忠
子
の
天乃
国
が
開
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
境

内
に
歴
代
の
駒
井
氏
当
主
と
住
職
の
萱
が
あ
り
ま
す
.

ち
ょ
ん
ま
げ
の
よ
う
な
形
の
石
塔
は
江
戸
時
代
の
武
士
の

墓
石
の
特
徴
で
､
も
ち
ろ
ん
駒
井
氏
の
歴
代
当
主
の
も

の
｡

卵
形
の
石
塔
は

｢無
縫
塔
｣

と
い
わ
れ
住
職
の

己
の
で
す
｡

い
ま
す
｡

こ
の
声
浦
道
は
瀬
田
か

ら
矢
橋
を
通
り
､

葉
山
川
に
か
か

る
観
音
寺
橋
を
渡
っ
て
芦

満
観
音
寺
へ
と
続
く
道
で
す
.

｢
穴
村

の
も

ん
も

ん
｣
と

｢
串
だ

ん
ご

｣

ど
こ
か
懐
か
し
い
風
情
を
残
す
穴
村
を
く
る
り
と
め
ぐ
る

と
､
川
沿
い
に
レ
ン
ガ
作
り
の
大
き
な
建
物
｡
穴
村
診
療
所

で
す 

｢穴
村
の
∈
ん
や
｣
と
言
っ
た
ほ
う
が
ピ
ン
と
く
る

o

人
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん 
o 

IJ
LJ
の

｢穴
村
の
∈
ん
も

ん
｣

と
呼
ば
れ
る
墨
灸
は
夜
泣
き
や
痛
の
虫
に
効
く
こ
と
で

有
名
で
し
た 

前
庭
に
あ
る
大
き
な
松
の
木
の
下
で
は
､
診

o

察
の
順
番
を
待
っ
た
く
さ
ん
の
親
子
連
れ
で
賑
わ
っ
て
い
た
そ

う
で
す
｡

穴
村
に
は
か
つ
て
港
が
あ
り
､

大
津
と
志
那
､

(守
山
)
を
結
ぶ
蒸
気
船
は
穴
村
港
へ

U
立
ち
寄
り
､
明
治

元
檀
家
や
近
所
の
方
々
が
無
住
の
境
内

路
地
を
し
ば
ら
く
歩
く
と

左

｢石

あ
み
だ
寺
へ 

F 

穴
村
へ
｣
と
刻
ま
れ
た
小
さ
な
道
標
が
あ

o 

ら
穴
村
､
安
羅
神
社
へ
と
向
か
い
ま
す
｡

異
国
の
王
子
が
や
っ
て
き
た

々
と
し
た
風
格
の
あ
る
石
の

鳥
居
が
迎
え
て
く

れ
ま
す
｡

こ
の

鳥
居
､

明
治
時

代
に
満
州
国
の
総

務
次
官
で
あ
っ
た

駒
井
徳
三
氏
が
寄

贈
し
た

も
の
で
､

鳥
居
に
か
け
ら
れ

た

『
安
羅

神

社
』

の

額
束
は

昌
-
昌
分
もあ
る

大
き
な

も
の
で

す
｡

か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
多
く
の
利
用

害
が
あ
り
ま
し
た
.

も
ち
ろ
ん
目

的
は

｢穴
村

の

∈

ん

も

ん
｣
｡

穴
村

港
か
ら

穴村診療所｡門の向こうに大きな松の木が｡ 

｢看

ん
や
｣

ま
で

の
約 
2 

の

道

k 
m

の

り

は
､

遠
く
大

阪
や
京
都
､

大
津
か
ら
診

療
を
受
け
に

き
た
親
子
連

赤
野
井 

7 



お寺という ｢場｣を共に創っていく

ん
じ
ゅ
う
や

れ
る
夕
-
JJrナ
ル
の
よ
う
な
役
割
を
す
る
所
か
ら 

(写
真 

山にお替りに行かれていますO お諾Uするとと吉に訂正いたしますQ こi竪樋あり力てとうございます CLi

i:

iと

ガリや ｢緑｣己途切れがち｡ ｢無縁

社会｣ と己言われるこんL:i時代だか

らこそ､ お寺さんへの期待は高まり

ながら己､ そのお寺さんとの ｢緑｣
ですら薄れつつあるの己気がかリL:

ころです｡ このギi7ツプを埋めるへ

く､ 寺を地域に開く努力己知ること

ができました｡

｢開

｢開
か
れ
た
お
寺
｣
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
-

鷹
典
院 
(大
阪
)
の
チ
ャ
レ
ン
ジ 

お
葬
式
を
し
な
い
寺

大
阪
城
の
城
砦
都
市
と
し
て
25

宅
の
浄
土
宗
の
お
寺
が
建

ち
並
ぶ
天
王
寺
区
下
寺
町
に
鷹
典

院
は
あ
り
ま
す
｡
隣
に
あ

る
本
寺

｢大
蓮
寺
｣

三
世
の
隠
棲
所
と
し
て
1
6
1
4
年

に
創
建
さ
れ
て
い
ま
す
が
､
戦
争
の
空
襲
で
本
寺
と
あ
わ
せ

て
焼
失
し
ま
し
た
｡
ま
ず
は
完
全
焼
失
し
た
大
蓮
寺
が
復
興

さ
れ
､

そ
の
後
､

大
蓮
寺
創
建 
4
5
0
年
記
念
事
業
と
し

て
鷹
典
院
を
再
建
｡
1
9
9
7
年
に
鉄
と
ガ
ラ
ス
と
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
モ
ダ
ン
怠
寺
院
が
誕
生
し
ま
し
た
｡
ち
ょ
う
ど
阪

神

･
淡
路
大
震
災
や
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
の
記
憶
も
新
し

く
､
世
の
中
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
ろ

で
す
｡

再
建
に
あ
た
っ
て
は

｢都
市
の
文
化
装
置
｣

と
し
て
地
域

に
開
き
､

一
人
ひ
と
り
が

『生
き
る
』
意
味
を
常
に
問
い 

れ
で
溢
れ
､

人
だ
け
で
な

く
馬
車

･
人
力
車

･
貸
し

乳
母
車
で
列
を
な
し
て
い
ま

し
た
｡

こ
れ
ら
の
人
を
受
け
入
れ

る
か
の
よ
う
に
穴
村
診
療
所

前
の
道
路
は
下
駄
屋

･
ま

･
郵
便
局
な

ど
い
く
つ
己
の
お
店
が
並
び 

多
く
の
賑
わ
い
を
見
せ
ま
し
た
｡ 
(Ln

玉
栄
聖
で
作
る

｢穴
村
名
物
串
だ
ん
ご
｣
が
往
時

を
し
の
ば
せ
る
手
掛
か
り
で
す
｡
己
ん
や
で
の
待

ち
時
間
の
お
や
つ
や
お
土
産
に
と
､
末
広
の
形
を

し
た
10
本
に
裂
い
た
串
に
乳
首
に
似
せ
た
小
さ
な
だ

ん
ご
を
刺
し
､
醤
油
を
絡
め
た
素
朴
怠
味
の

村
串
だ
ん
ご
｣
は
と
て
己
人
気
で
し
た
｡
今
で
吉

局
-
水
曜
日
の
み
予
約
販
売
を
さ
れ
て
い
ま
す
｡

安
羅
神
社
の
温
石
に
穴
村
の
己
ん
己
ん
｡
穴
村

で
触
れ
た
二
つ
の
医
術
､

こ
れ
己
遠
く
新
羅
か
ら

来
た
王
子
､
天
日
槍
が
こ
の
他
に
伝
え
残
し
た
己

の
な
の
で
し
ょ
う
か
｡
安
羅
神
社
が
天
日
槍
を
ま

つ
っ
て
い
る
由
緒
か
ら
(ln
で
己
穴
村
と
韓
国
の
交
流

が
あ
る
そ
う
で
す
｡

前号同コーナー ｢ ( ) で 帯近I 六塩山まで塗ることr :追分の皿｣ 内の行萄堂のくだり P ll r a ヨL1いようで

, 現在忘年に 1回 

rJ

(6弓) に大 

n
V

己
残
る
吉
田｢穴

すが｣ と買妃しまLT==, 発行後､追分の琉番の方からこ雌始をいただきまL/T-_

元
々
､

草
津
の

｢津
｣

は
人
や
物
が
集
配
さ

の
地
名
か
つ
い
た
と
己
言
い
ま
す
｡
そ
こ
に
た
ど

り
着
い
た
異
国
]の
王
子
の
心
中
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ

た
の
か
､
ど
こ
か
そ
ん
な
情
緒
に
さ
せ

る
街
道
歩

き
で
し
た
｡

)

大
保
紘
史 

(イ
ラ
ス
ト
)

大
村
恵

良覚寺と西方寺｡ これまでお寺と

地域の関わりについてお聞きしまし

た｡ どちらのお話から宅見えてくる

キーワードの一つに ｢開く｣という

ことがあるようです｡

今の社会は本当に複雑だし､ これ

まで普通だと思われていた色々L:iつL 

お寺さんがどのように地域に

く｣ ｢開かれる｣のか｡ ここではユ

ニーつな形で ｢ 7L開く｣ ことにチi /

ンジされている大阪 ･天王寺にある浄

土宗のお寺 ｢鷹典院｣ について､主

幹の山口洋典さんにお話を聞きまし

た｡
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雁
典
院

た
会
員
制
の
z
p
O

慮典院 主幹 山口洋典さん

O

知
新
で
担
っ
て
い
こ
う
と
活
動
し
て
い
る
の
で
す 

単
に
お
寺
の

り
巻
く
環
境

吉
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
す
｡

先
の
オ
ウ
ム
真

理
教
事
件
の

際
､
あ
る
信
者
は
お
寺
を

主
幹

山
口
洋
典
さ
ん

続
け
ら
れ

る
場
所
を

目
指
す
と

い
っ
た
理

念
を
掲
げ

て
､
鷹
典

院
は
動
き

始
め
た
の

で
す
｡

雁
典
院

O

の
特
徴
は
3
つ
あ
り
ま
す 

ま
ず
は
檀
家
制
度
を
も
と
に
し

が
運
営
し
て
い
る
こ
と
､
よ
っ
て

｢
お

葬
式
は
し
な
い
｣
と
再
建
時
に
決
め
た
こ
と
､
そ
し
て
場
所

を
開
く
た
め
に
本
堂
が
劇
場
仕
様
と
沿
っ
て
い
る
こ
と
で
す
.

こ
の
よ
う
な
斬
新
LIb
挑
戦
が
で
き
た
の
モ
約
4
0
0
軒
の
檀
家

を
持
つ
大
蓮
寺
が
隣
り
に
あ
る
こ
と
｡
鷹
典
院
は
言
わ
ば
大

蓮
寺
の
社
会
貢
献
部
門
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
､
寺
子
屋

な
ど
の
学
び
の
側
面
､
駆
け
込
み
寺
と
い
っ
た
癒
し
の
側
面

な
ど
､
か
つ
て
お
寺
が
地
域
で
果
た
し
て
き
た
役
割
を
温
故

本
堂
は
劇
場

｢温
故
知
新
｣

と
い
っ
て
も
､

時
代
が
取

｢風
票
の

一
部
だ
っ

た
｡
心
理
的
に
遠
い
存
在
だ
っ
た
｣
と
語
り
ま
し
た
｡

｢
い

ざ
｣
と
い
う
時
の
駆
け
込
み
で
な
く
､
普
段
か
ら
訪
ね
る
こ

と
の
で
き
る
身
近
な
寺
.

そ
れ
に
は
ま
ず
現
代
の
形
に
あ
っ

｢開
く
｣

ガ
映
画
界
で
活
躍
し
た
人
物
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
､

に
あ
た
っ
て
は
特
に
文
化
活
動
に
力
点
が
置
か
れ
ま
し
た
｡
2

階
に
あ
る
劇
場
仕
様
の
本
堂
で
は
演
劇
や
コ
ン
サ
ー
ト
､
映
画

の
上
映
､
そ
の
他
講
演
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
多
彩
な
催
し

が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
ま
た
-
階
の
研
修
室
で
は
定
例

の
講
座
が
開
催
さ
れ
､
墓
地
が
見
え
る
ロ
ビ
ー
は
時
に
展
示
空

間
に
な
り
ま
す
.

玄
関
ホ
ー
ル
は
チ
ラ
シ
や
本
が
置
か
れ
､

情
報
や
人
々
の
交
流
の
場
と
怠
っ
て
い
ま
す
｡

お
寺 

寺
が
持
つ
意
味
と
価
値
を
貫
く

)
｢開
く
｣
上
で
大
切
な
の
は
単
に
場
所
を
提
供
す

k

る
だ
け
で
な
く
､
共
に
場
を
創
造
す
る
こ
と
で
す
｡
貸
す
側

聞
き
方
は
多
様
で
あ

っ
て
い
い

鷹
典
院
に
は
市
民
が
参
加
で
き
る
事
業
を
企
画
運
営
す
る

こ
と
で

｢場
｣

を
支
え
る
鷹
典
院
寺
町
倶
楽
部
が
あ
り
ま

す
｡
こ
れ
も
開
か
れ
た
お
寺
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
欠
か
せ

な
い
要
素
と
な
っ
て
い
ま
す 

つ
ま
り
N
P
O
が
場
を
開
き

O

続
け
る
サ
ポ
ー
タ
ー
で
も
あ
る
ん
で
す
｡
お
寺
と 

協
働
と
い
う
新
し
い
形
で
積
み
重
ね
る
こ
れ
ら
の
活
動
は
､

檀
家
制
度
に
碩
ら
な
い
お
寺
の
多
様
な
聞
き
方
の
一
つ
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
｡ 

宅
層
リ
る
側
吉

｢
お
寺
｣
で
そ
の
催
し
が
な
さ
れ
る
意
義
を

考
え
､
そ
こ
に
価
値 

込
め
て
い
く
､
そ
う
し
た
あ
る
種
の

緊
張
関
係
が
重
要
で
す
｡
雁
典
院
で
は

気
つ
き
､
学
び
､

遊
び
｣

の
3
つ
を
鍵
と
し
て
'
単
に
地
元
と
い
う
意
味
で
は

な
く
広
域
的
な
地
域
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
｡
例
え
ば
以
前

｢ゴ
ス
ペ
ル
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
し

た
い
｣
と
い
う
方
が
来
ら
れ
ま
し
た
｡

異
な
る
宗
教
の
音

楽
だ
か
ら
ダ
メ
｣
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
む
し
ろ
大

切
な
誰
か
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
歌
い
､

寺
っ
て
非
常
に
尊
い
場
だ
と
思
い
ま

2-

せ
ん
か
?

｢楽
し
か
っ
た
｣
と
感
じ

1-

m.

7

k
)


｢

優
遇
へ
の
議
論
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
｡
改
め
て
そ
の
公
益
性

が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

お
寺
を

｢
ま
ち
に

開
く
｣ 

lJ
と
は

｢
で
き
る
か
で
き
な
い
か
｣

で
は
な
く

｢
す
る
か
し
な
い
か
｣

の
問
題
｡
そ
の
際
に
､
場
を
聞
く

側
と
担
う
側
の
関
係
づ
く
り
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
｡
ま
た
そ
う

し
た
催
し
を
通
じ
て
場
に
集
う
人
が
い
て
こ
そ
､
宗
教
空
間

が
い
の
ち
の
文
化

を
織
り
な
す
場
と

な
り
ま
す
｡

｢

無

聞
く
の
に
､

お

縁
社
会
と
言
わ
れ

る
現
代
に

分
は
か
け
が
え
の

な
い
誰
か
の
お
か

｢自

O

て
吉
ら
う
だ
け
で
も
い
い
か
tLjL
れ

ま
せ
ん
が
､
そ
れ
で
は

｢別
に
お
寺

で
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
｣
と

○浄土宗大蓮寺塔頭 鷹典院

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う 

生
と

死
に
向
き
合
う
宗
教
空
間
が
持
つ
意

味
や
価
値
を
愚
直
に
追
求
す
る
と
い

う
こ
と
､

い
つ
も
そ
の
軸
が
貫
か
れ

大阪而天王寺区下寺町1 
6-
6
7
7

電話 71 41 
7 

6
4

7-

.mtenln

O

た
気
軽
に
来
ら
れ
る
空
間
と
し
て
の
聞
き
方
､

そ
れ
も
多
様

な
聞
き
方
が
必
要
で
す
0

億
典
院
は
当
時
の
大
蓮
寺

副
住
職

る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す 

げ
で
生
か
さ
れ
て

い
る
こ
と
｣

そ

れ
を
実
感
で
き
る

喝
つ
く
り
に
今
後

も
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
｡

70-31

/vw/:LRL http

6
6

0
0-

康
典
院
寺
町
倶
楽
部
が
主
催
す
る

｢い
の
ち
と
出
会
う
会
｣
の
開
催
は 

1
0
0
回
を
越
え
る
｡ 

FAX 

N
P
O
の

10う
ま
で
吉
な
く
寺
院
は
宗
教
法
人
で
す
｡ 
(rll､
税
制

lll
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俳句散歩 ｢冬｣

今年は､近年に克く寒い冬となりました｡草津で引 可度

i:か雪が降り､ 日本海側の雪国では､道路や列車が不通にL 

リました｡ そうした､寒い中でこそ咲く花を詠んだ肩村の

俳句を楽しんでみましょう｡ (解説 橋詰辰夫)

水

仙

に

狐
壇

ぶ
や

宵

月
夜

与
謝
蕪
村

与
歯
蕪
村

水
仙
は
､

原
産
地
が
地
中
海

で
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
中
国

に
伝
来
し
､

日
本
に
や
っ
て
来

た
そ
う
で
す
｡

中
国
で
は
水
辺

に
咲
く
花
を

｢仙
人
｣

に
た

と
え
､

気
品
の
あ
る
花
と
さ
れ

ま
す
｡

日
本
で
は
､

厳
寒
期

に
清
楚
で
高
貴
で
､
ま
た
良
い
香
り
の
あ
る
花
を
咲
か
せ
ま

な
く 
(.6
つ
た
屋
敷
跡
や
､
耕
作
を
放
棄
さ
れ
た
畑
の
緑
に
よ
く
見
か
け
ま
す
｡

す
｡

野
生
で
は
越
前
海
岸
の
水
仙
が
有
名
で
す
が
､

植
栽
さ

れ
た 
tLjの
は
身
近
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

位
の
ず
ん
ぐ
り
し
た
白
い
花
が
下
を
向
い
て
咲
き
ま
す
｡

白
い 

さ
て
､

無
相
は
水
仙
が
咲
き
､

胃
口
の
冬
の
月
が
寒
々
と

照
る
野
原
で
狐
を
遊
ば
せ
て
い
ま
す
｡
も
ち
ろ
ん
メ
ル
ヘ
ン

り
ま
す
｡
花
び
ら
の
周
辺 
_15白
く
て
く
っ
き
り
し
て
い
ま
す
が
､
中
心
に
向
か
う

の
世
界
で
す
が
､

狐
､

月
､

水
仙
と
三
つ
の
画
材
を
並
べ

て
､

俳
句
で

一
幅
の
水
彩
画
を
描
い
て
い
ま
す
｡

改
め
て
無

村
が
画
家
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す 
O 
IJ
こ
で
狐


が
何
の
た
め
に
､

何
を
し
て
い
る
の
か
､

そ
の
後
の
物
語


は
､

す
べ
て
読
者
に
任
せ
て
い
ま
す
｡


や
は
り
､

こ
の
水
仙
は
ラ
ッ
パ
水

仙
や
黄
水
仙
で
は 
(1.6く
､

白
い
花
び


ら
に
黄
色
い
花
冠
を
付
け
た
原
種
で
な


く
て
は
い
け
ま
せ
ん
｡

ま
た
､

狐
が


狸
に
変
わ
っ
て
は
絵
に 
L.bリ
ま
せ
ん


ね
｡


皆
さ
ん 
tL)､

こ
の
後
の
物
語
を
作
っ

I
m

て
お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
に
聞
か
せ
て

み
て
下

さ
い
｡

cm

T

茶
の
花
や

貴

に
も

白

に
も

お
ぼ

つ
か
な

茶
の
木
も
中
国
か
ら
､ 
1
1
9
1
年
に
僧
栄
西
が
薬
と
し
て
持
ち
帰
っ
た
そ
う
で

す
.
茶
の
木
は
ツ
バ
羊
の
仲
間
で
サ
ザ
ン
カ
と
近
緑
で
､
前
刀定
せ
ず
に
放
置
す
る
と 

6
-
7
 

の
一 D同
さ
に 
(1.6リ
ま
す
｡
菜
の
花
は
初
冬
か
ら
咲
き
始
め
て
正
月
過
ぎ
ま
で
咲

き
続
け
ま
す
｡
俳
句
で
は
冬
の
季
語
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

肩
村
が
生
き
た
時
代
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
は
､
農
家
の
畑
の
緑
に
茶
の
木
を
植
え
自

家
用
の
お
菜
を
作
っ
て
い
ま
し
た
｡

で
す
か
ら
､ 
(う
で
も
里
山
の
周
辺
や
人
が
住
ま

そ
の
花

で
す
が
､

本
誌
の 
2
0
0
5
年
冬
号
で

｢何
の
花
か
沿 
?
｣

で
紹
介
し
た

よ
う
に
､ 
2

･5 

5
弁
の
花
び
ら
の
中
に
黄
色
い
雄
し
べ
が
た
く
さ
ん
あ
り
､
中
心
に
雌
し
べ
が 
1
本
あ

と
､

黄
色
い
雄
し
べ
が
刷
毛
か
､

可
愛
い
ボ
ン
ボ
ン
の
様
に
並
び
ま
す
｡

そ
の
上
〜

花
粉
が
花
び
ら
に
つ
く
と
元
々
白
い
花
ビ
ラ
が
白
か
ら
黄
色
へ
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を

描
き
ま
す
｡

ま
る
で
子
供
が
い
た
ず
ら
で
頬
紅
を
塗
っ
た
よ
う
に
､
ぼ
ん
や
り
し
て

き
ま
す
｡

こ
れ
を
見
て 
'
再
村
は
菜
の
花
は
白
だ
ろ
う
か
､
黄
だ
ろ
う
か
は
っ
き
し 
(仏
い
な

あ
､
と
ほ
い
て
い
ま
す
｡

無
村
は
見
か
け
に
よ
ら
ず
ユ
ー
モ
ア
と
繊
細 
(仏
感
覚
を

持
っ
た
俳
人
で
ま
た
画
家
で
す
｡

こ
の
時
期
に
は
花
の
盛
り
を
過
ぎ

て
い
ま
す
ガ
､
散
歩
道
や
ハ
イ
キ

ン
グ
途
中
で

｢お
ぼ
つ
か
な
い
｣

花
を
見
つ
け
て
無
村
の
陳
き
き
味

わ
っ
て
下
さ 
)い
.

そ
の
日
に
飲
む

お
菜
は
､

き
っ
と
お
ぼ
つ
か
な

い
､

美
味
な
味
が
す
る
こ
と
で

し
ょ
う
｡ 
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ええやん ご近所ライフ
文 矢原功

第 2回 元気なきち

一人のやる気で地域が変わる

～みどり会とD氏の場合～

三寒四温｡ 庭のフワジユソウガひしめき合って､ 暖かい日を見つけては伸びてきているのか分かる｡

｢ダ～)L'マさんが転んだ｣とでも言ってるのだろうか｡今回は､まさに ｢一人のやる気で地上戒が変わる｣

史引列としてグリーンハイツ北町 (笠縫乗学区) の道路愛護団体 ｢みどり会｣ とD氏をご紹介させていた

だきます｡

高架下の うす暗 い街に

D氏によれば､道路問題に関わったのか平成 2年 

(1990年)以来というから､実に20年の歳月が過

ぎたことにl: まどまでに道路問矧こ力を注iる｡これl

げたのは､高圧白勺Ti行政職員に対する ｢負けてたま

るか｣の根性と当時の町会長の不屈の魂を垣間見た

からだそうだ｡

約 200戸の新興住宅街として誕生してから 30周

年｡ 今､近江大橋から一直線の大津湖南幹線 (県

道大津守山線) と下笠下低山線 (下々線) が交わ

る､ あの歩車分離式信号 ｢川原小久保｣ の交差点

により私たちのまちは4つに分断されているが､緑

豊かな実に美しい通りになっている｡かつては立体

交差の計画で､高架の下のうす暗い街にl:iるところ

であった｡

気 恥 ず か し くて モ ヤ モ ヤ

｢自分たちのまちra自分たちがつくる｣という気

概が人を動かし､人を集める｡道路に関する環境問

題に関しては､早くから町内道路委員会を組織し､

今も県､市と環境保全や安全面を中心に定期的に話

し合いの場を持っている｡

道路愛護団体 ｢みどり会｣ が誕生したのは､ そ

のようl:i道路をこよなく愛する気持の結晶かも知れ

ない｡幾多の道路問題を克服しなから生まれてきた

背景があるo

D氏の話が面白い｡定年後､時間もできたので､

｢道路まわりを少しでもきれいにしよう｣と､草抜

きやごみ拾いをやろうとしたが､気恥ずかしくて何

とL: 7 7していた｡iくモiモi

平成 15年 3月のことだった｡ 県が ｢美知曽講｣

でボランティアを募集しているのを新聞で知った｡

締め切りが迫っているが､申請条件が10名以上とあ

る｡ 町内の道路委員会で提案する∈賛同を得られ

ず､町内会総会で会員を募集｡会長経験者に名前を

侶リて22名で申請し､ スタートをきった｡ ｢実に

嬉しかった｣ とDj]顧する｡

理 屈 で な く･･･

継続を第-とし､そのため会則も作らず会費もTi

い｡年に一度でも参加してもらえればよい｡ ｢でき

る人が､できる時に､できる事をする｣をモットー

にしているO継続のコツか∈知れl:iい｡

今では50名tのボランティアがいて､毎月 1回､

町内を走る道路脇の植栽帯の手入れと清掃を続けて

いる｡異体白勺には､中低木の勇定､除草､道路周

辺のごみ拾いと清掃､それに夏場にはアジサイの水

やりまで∈有志でやっている｡ 

D氏の信念と行動力のおかげで良い環境下で生活で

き､これをきっかけに各種ボランティア団体が生ま

れ地域の輪が広がった意味はとても大きL:i成果だ

と､ いつも感訪]していますO

高齢化が進む中､こうした機会に皆が集まれば話

もlaすみ､遊びの話t生まれてくる｡協力しあえる

環境づくりとは理屈ではL: :iく､日頃のこんLiことが

何より大切に思う今日この頃です｡ 

ll
 



熊谷栄三郎の徒然草津

熊谷栄三郎の

徒然
 
犬
が
好
き
で
あ
る
｡
街
角
か
ら
の
テ
レ
ビ

の
現
場
中
継
で
､

偶
然
ち
ょ
こ
っ
と
犬
が

映
っ
て
か
ら
､
す
ぐ
人
間
だ
け
の
映
像
に
切

り
替
わ
る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
ん
(.16と
き

｢人

な
ん
か
写
さ
ん
で
も
え
え
､

ワ
ン
ち
ゃ
ん
を

写
せ
ワ
ン
ち
ゃ
ん
を
｣
と
怒
鳴
っ
て
し
ま
う

く
ら
い
好
き
で
あ
る
｡

犬
の
い
る
家
が
減
っ
た
よ
う
に
思
う
｡
毎

日
の
散
歩
コ
ー
ス
を
､

で
き
る
だ
け
犬
が
い

る
庭
の
前
を
通
る
よ
う
に
設
定
し
て
き
た
私
の

感
想
だ
｡

そ
の
庭
の
主
人
公
た
ち
が
老
い
て

姿
を
消
し
始
め
た
｡
今
で
は
､
散
歩
コ
ー
ス

で
待
っ
て
い
て
く
れ
る
犬
は
以
前
の
半
数
も
い

な
い
よ
う
な
気
が
す
る
｡

室
内
犬
が
増
え

て
､
外
か
ら
見
え
な
く
な
っ
た
せ
い
だ
ろ
う

か
｡本

当
の
理
由
は
､
愛
犬
家
自
身
が
高
齢
化

し
た
か
ら
か
も
､
と
私
は
勘
繰
っ
て
い
る
｡

も
う
い
ち
ど
飼
い
た
く
て
吉
､
高
齢
者
は
犬

と
自
分
と
の
寿
命
を
考
え
合
わ
せ
て
､
蹟
措

す
る
の
で
は
な
い
か
､
と
｡
十
年
前
に
愚
犬

ゲ
ン
芋
を
∪
く
し
た
私
が
そ
う
だ
｡
ま
す
ま

す
老
い
て
ゆ
く
年
齢
で
は
､
愛
犬
を
∪
く
し

た
と
き
の
悲
し
み
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う

看
な
い
ぞ
､
な
ど
と
弱
気
に
(1
つ
て
し
ま
う

･6

の
だ
｡ 

熊
谷
栄
三
郎

だ
か
ら
､
せ
め
て
よ
そ
の
犬
と
の
遭
遇
を
期

し
て
散
歩
に
出
る
｡
出
会
え
る
と
無
性
に
う
れ

し
い
｡

向
こ
う
か
ら
飼
い
主
と
仲
良
く
歩
い
て
く
る
の

を
見
る
と
､
も
う
楽
し
い
.
自
然
に
笑
え
て
く

る
.
す
れ
違
っ
て
か
ら
で
も
､
数
分
問
は
楽
し

い
｡
犬
を
挟
ん
で
飼
い
主
と
話
が
は
ず
ん
だ
リ

す
る
と
､
別
れ
て
か
ら
で
も
十
分
間
ほ
ど
は
楽

し
い
｡

｣ハ
年
前
､
菓
山
川
の
土
手
で
よ
ぼ
よ
ぼ
の
犬

を
連
れ
た
老
婦
人
に
出
会
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
｡

｢歳
で
す
ね
｡
幾
つ
で
す
か
｣
と
老
犬
の
年
齢

を
聞
い
た
の
に

｢八
十
｡
ま
だ
ま
だ
元
気
で
す

て
｣

が
答
え
だ
っ
た
｡

こ
れ
な
ん
ぞ
､

思
い

出
す
と
(Ln
で
も
楽
し
い
｡

第

3
回

くさ


犬
が
好
き


づれ
つれ
S&
つ


4 iきつ情慧孟 こ<L ! 

つ情報ネット｣ と名前も新たに全面

リニューアルしました｡

見やすく親しみやすい構成はもち

ろん､ 本誌のバックナンバーや

｢ゆっくり草津 街道物語｣ Liど人:

気コーナーを縦軸で再構成しご覧い

ただけるようになりました｡ まずは

下のアドレスをクリック !

｢9HP 32情報ネット｣ が ｢くさ

編 集 後 記

n.jo.//wくきつ情報ネット http: ww ho932 et

▼今こそ助け合いの精神､ Ej本人の不屈の魂が発揮さ

れ､整然と対応する時です｡自分ができることを考え

ましょう｡ (大保)▼春の訪れを待ち望んで早春号の

原稿を書きましたが､巨大地震で心の春は遠くL:iリま

した｡ ( a今年もきれいLi花橋詰)▼上笠天満宮の梅r :

を見せてくれました｡寒い冬でしたが､春はやってき

たのです｡辛いニュースの日々ですが､元気を取り戻

このたびの東北地方太平洋沖地震で被災された皆様

には､心よりお見舞い申しあげます｡

また､ お亡くなりになられた方々には､ ご冥福を

心からお祈り申しあげます｡

草津市コミュニティ事業団では草津市や草津市社会福祉

協議会と連排し ｢市立まちづくりセンター｣ をはじめ､

指定管理を受ける公共施設や独自雁設において災害義援金

を募っています｡皆さまのご協力をお願いします｡ (日本

赤十字社を通じて被災地の復興に役立てられます)

i:しましょう (中井)▼花のたよりが聞かれる季節にL 

リました｡みちのくにも-Ejも早く春がくるように祈

念しています｡ ( : :矢原) ▼どんLiささやかLiことで

も､やろうとする気持ちが大切｡それがボランティア

の始まりだと思うのです｡ (大村)▼震災で原子力の

影響がこんなに近くに感じるようにL:iリ､怖さとと吉

市民編集ボランティア募集 !

コ ミ ュ ニ テ ィ く さ つ 編 集 部 
(財)草津市コミュニティ事業田内

〒525-0037
滋賀県草津市西大路町 9-6 くまちづくりセンター内)

に ｢家があって食事ができるEj常が幸せだったと気つ
電 話 565-0477

562-9340ファックス 
(
(
077) 
077) 

con-comいた｣と話す小学生の言葉に胸が痛みます｡ (荒川)

▼全国の寺院は77000. コンビ二の 2倍だそうです｡

L'}-J

URL ht
@
IYtp://yI 

lymx.bia jp.ne.

Yl.kusatsu,or.jp/ 

L:

避難所として被災者のお世話をするお寺や立って義援金

を募るお坊さんの姿をテレビで観ました｡孤独にさせ 

iい｡必ずや春がきます｡頑張りましょうO (茶木)


