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の
の
さ
ま
に

「
永
安
寺
学
園
幼
稚
園
」は
、
寺
と
の
関
係
を

保
護
者
・
地
域
の
人
に
意
識
し
て
も
ら
う
た
め

に
、園
舎
に
本
尊
様
を
お
祀
り
し
、ホ
ー
ル
玄
関

に
は
向
拝
を
デ
ザ
イ
ン
し
、正
門
上
に
は
白
象
に

乗
っ
た「
釈
尊
誕
生
仏
」を
道
路
か
ら
も
見
え
る

よ
う
に
祀
って
い
ま
す
。園
名
も
「
永
安
寺
学
園

幼
稚
園
」と
し
て
い
ま
す
。

園
児
は
登
園
す
る
と
、
身
支
度
を
整
え
て

か
ら
園
ホ
ー
ル
の
ご
本
尊
様
を
毎
日
お
参
り

し
ま
す
。先
生
の
指
導
で「
今
日
一
日
、
の
の

さ
ま（
仏
さ
ま
）に
守
ら
れ
て
仲
良
く
元
気
で

過
ご
せ
ま
す
よ
う
に
」
等
々
の
願
い
を
込
め

て
お
参
り
し
ま
す
。昼
食
等
で
は
、合
掌
を
し

て「
の
の
さ
ま
い
た
だ
き
ま
す
」と
唱
え
て
か

ら
食
事
を
始
め
、合
掌
し
て「
ご
ち
そ
う
さ
ま

で
し
た
」で
食
事
を
終
え
ま
す
。

毎
週
月
曜
日
は
、
全
員
が
ホ
ー
ル
に
集
ま

っ
て「
集
会（
し
ゅ
う
え
）」を
行
い
ま
す
。「
最

澄
さ
ま
」「
の
の
さ
ま
に
」「
の
ん
の
ん
の
の
さ

ま
」等
の
仏
教
賛
歌
を
全
員
で
歌
い
ま
す
。ご

本
尊
さ
ま
へ
の
献
香
・
献
華
・
献
水
を
園
児

代
表
が
毎
週
交
代
で
行
い
ま
す
。園
長
が
仏

教
や
天
台
宗
に
関
す
る
話
を
10
分
位
園
児
全

員
に
し
ま
す
。3
、
4
、
5
歳
の
約
3
7
0
名

程
の
園
児
は
私
語
も
な
く
聞
い
て
く
れ
ま

す
。保
護
者
か
ら
は
「
集
会
で
園
長
先
生
が
な

さ
っ
た
仏
教
の
お
話
な
ど
を
、
子
ど
も
が
話

し
て
く
れ
ま
す
。子
ど
も
か
ら
何
か
と
教
え

ら
れ
ま
す
。お
寺
の
幼
稚
園
に
入
っ
て
良
か

っ
た
で
す
」
等
の
感
想
を
担
任
に
話
し
て
く

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。子
ど
も
た
ち
は
し
っ

か
り
と
聞
い
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し

ま
す
。

行
事
を
通
し
て

当
園
で
は
仏
教
行
事
と
し
て
花
ま
つ
り
・

成
道
会
・
涅
槃
会
を
行
い
ま
す
。例
え
ば
、
お

釈
迦
様
の
誕
生
日
の「
花
ま
つ
り
」で
は
、
各

家
庭
か
ら
花
を
持
っ
て
き
て
も
ら
っ
て
花
御

堂
を
飾
り
、
甘
茶
を
か
け
て
お
参
り
し
た
り
、

甘
茶
を
園
児
や
保
護
者
も
い
た
だ
き
ま
す
。

年
末
に
は
、
園
児
全
員
が
ご
本
尊
様
に
一

年
間
無
事
で
あ
っ
た
お
礼
を
す
る
た
め
に
、

寺
へ
の
参
拝
を

行
い
ま
す
。園
児

全
員
が
本
尊
様

へ
の
感
謝
の
心

を
込
め
た
プ
レ

ゼ
ン
ト
を
先
生

の
指
導
で
制
作

し
て
、
そ
れ
を
一

年
間
お
供
え
し

ま
す
。

よ
く
遊
び
、学
ぶ
こ
と

幼
児
だ
か
ら
話
し
て
も
無
理
だ
、
走
り

回
っ
た
り
す
る
の
は
仕
方
が
な
い
と
思

わ
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。年
令
に
即
し
た
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
教

育
や
躾
を
行
え
ば
、
幼
児
だ
か
ら
こ
そ
本

来
持
っ
て
い
る
能
力
を
最
大
限
引
き
出

せ
ま
す
。幼
稚
園
は
幼
児
に
と
っ
て
家
庭

の
延
長
で
あ
り
、
社
会
生
活
の
第
一
歩
で

す
。「
遊
び
」は
幼
児
に
と
っ
て
一
生
の
財

産
で
す
。こ
の
遊
び
を
重
視
し
て
、
深
い

愛
情
の
基
に
正
し
い
規
律
あ
る
集
団
生

活
に
適
応
す
る
よ
う
に
教
育
さ
れ
る
と

と
も
に
、
個
性
・
能
力
を
旺
盛
な
知
性
・

理
性
の
欲
求
に
応
じ
て
存
分
に
発
揮
さ

せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

生
後
5
年
目
ま
で
で
、
言
語
・
学
力
・

習
慣
・
社
会
的
や
情
緒
的
な
発
達
の
基

盤
が
出
来
上
が
り
ま
す
。5
歳
以
降
で
も

発
達
の
窓
が
閉
じ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
時
期
を
逸
す
る
と「
追
い
つ
く
」

事
が
と
て
も
大
変
で
あ
り
、
あ
の
時
あ
あ

し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
と
悔
や
む
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。こ
の
時
期
に
、
宗
教
情

操
教
育
を
し
て
畏
敬
の
念
等
の
宗
教
心

を
育
む
事
が
大
切
と
思
い
ま
す
。

国
の
寶（
た
か
ら
）

園
歌
に「
明
る
く
、楽
し
く
、仲
良
く
あ

そ
ぶ
仏
の
子
。み
ん
な
、
み
ん
な
宝
物
」と

謳
っ
て
、
教
職
員
・
保
護
者
共
々
に
大
切

な
家
庭
、
社
会
、
国
の
宝
で
あ
る
幼
児
を

「
仏
の
御
子
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
ま
す
。そ

し
て
仏
教
情
操
教
育
を
中
心
に
し
て
、
集
団
の

中
で
の
年
令
に
あ
っ
た
教
育
・
躾
を
適
格
に

行
い
、「
尊
厳
な
る
も
の
」に
対
し
て
の
敬
虔
な

気
持
ち
を
養
い
、
お
互
い
の
生
命
が
ふ
れ
合
っ

て
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
感
謝
の
心

の
持
ち
主
に
な
る
よ
う
に
幼
稚
園
教
育
を
行

っ
て
い
ま
す
。

宗
教
と
教
育
、
公
立
の
学
校
で
は
こ
の
二
つ

は
不
自
然
な
ま
で
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
完
全
に
宗
教
的
な
発
想
の
無
い

教
育
や
躾
と
い
う
も
の
は
成
り
立
つ
の
だ
ろ

う
か
。成
人
し
て
か
ら
で
は
身
に
つ
け
が
た

い
、
他
者
や
自
然
へ
の
畏
敬
の
精
神
等
、
仏
教

幼
稚
園
に
求
め
ら
れ
る
役
割
は
大
き
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
２
面
に
つ
づ
く
〉

　
伝
教
大
師
は
、ご
遺
戒（
弟
子
た
ち
へ
の
ご

遺
言
）の
中
で
、国
の
宝
で
あ
る
子
ど
も
達

を
大
事
に
す
る
よ
う
戒
め
た
。現
在
教
区
内

寺
院
で
は
幼
稚
園
が
七
園
と
保
育
園
が
二

園
あ
る
が
、今
号
で
は
、こ
の
大
師
の
精
神

を
根
本
に
幼
稚
園
を
運
営
し
て
い
る
、世
田

谷
の「
永
安
寺
学
園
幼
稚
園
」に
話
を
聞
い
て

み
た
。

ゆ
い 

か
い

じ
ょ
う
ど
う  

え

は
な   

み

ど
う

ね   

は
ん   

え

寺
院
と
幼
稚
園
教
育

寺
院
と
幼
稚
園
教
育

�
童
子
を
打
た
ず
ん
ば
�
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「
永
安
寺
学
園
幼
稚
園
」
は
、
寺
と
の
関
係

を
保
護
者
・
地
域
の
人
に
意
識
し
て
も
ら
う

た
め
に
、
園
舎
に
本
尊
様
を
お
祀
り
し
、
ホ
ー

ル
玄
関
に
は
向
拝
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
正
門
上

に
は
白
象
に
乗
っ
た
「
釈
尊
誕
生
仏
」
を
道
路

か
ら
も
見
え
る
よ
う
に
祀
っ
て
い
ま
す
。園

名
も
「
永
安
寺
学
園
幼
稚
園
」
と
し
て
い
ま

す
。園

児
は
登
園
す
る
と
、
身
支
度
を
整
え
て

か
ら
園
ホ
ー
ル
の
ご
本
尊
様
を
毎
日
お
参
り

し
ま
す
。先
生
の
指
導
で
「
今
日
一
日
、
の
の

様
（
仏
さ
ま
）
に
守
ら
れ
て
仲
良
く
元
気
で
過

ご
せ
ま
す
よ
う
に
」
等
々
の
願
い
を
込
め
て

お
参
り
し
ま
す
。昼
食
等
で
は
、
合
掌
を
し
て

「
の
の
様
い
た
だ
き
ま
す
」
と
唱
え
て
か
ら
食

事
を
始
め
、
合
掌
し
て「
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し

た
」で
食
事
を
終
え
ま
す
。

毎
週
月
曜
日
は
、
全
員
が
ホ
ー
ル
に
集
ま

っ
て「
集
会（
し
ゅ
う
え
）」を
行
い
ま
す
。「
最

澄
さ
ま
」「
の
の
さ
ま
に
」「
の
ん
の
ん
の
の
さ

ま
」等
の
仏
教
賛
歌
を
全
員
で
歌
い
ま
す
。ご

本
尊
さ
ま
へ
の
献
香
・
献
華
・
献
水
を
園
児

代
表
が
毎
週
交
代
で
行
い
ま
す
。園
長
が
仏

教
や
天
台
宗
に
関
す
る
話
を
10
分
位
園
児
全

員
に
し
ま
す
。3
、
4
、
5
歳
の
約
3
7
0
名

程
の
園
児
は
私
語
も
な
く
聞
い
て
く
れ
ま

す
。保
護
者
か
ら
は「
集
会
で
園
長
先
生
が
な

さ
っ
た
仏
教
の
お
話
な
ど
を
、
子
ど
も
が
話

し
て
く
れ
ま
す
。子
ど
も
か
ら
何
か
と
教
え

ら
れ
ま
す
。お
寺
の
幼
稚
園
に
入
っ
て
良
か

っ
た
で
す
」
等
々
を
担
任
に
話
し
て
く
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。子
ど
も
た
ち
は
し
っ
か
り

と
聞
い
て
い
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し

ま
す
。

行
事
を
通
し
て

仏
教
行
事
は
花
ま
つ
り
・
成
道
会
・
涅
槃

会
を
始
め
と
し
た
仏
教
行
事
を
行
い
ま
す
。

例
え
ば
、
お
釈
迦
様
の
誕
生
日
の
「
花
ま
つ

り
」で
は
、各
家
庭
か
ら
花
を
持
っ
て
き
て
も

ら
い
花
御
堂
を
飾
っ
て
甘
茶
を
か
け
て
お
参

り
し
た
り
、
甘
茶
を
園
児
や
保
護
者
も
い
た

だ
き
ま
す
。

年
末
に
は
、
園
児
全
員
が
ご
本

尊
様
に
一
年
間
無
事
で
あ
っ
た

お
礼
を
す
る
た
め
に
、
寺
へ
の
参

拝
を
行
い
ま
す
。園
児
全
員
が
本

尊
様
へ
の
感
謝
の
心
を
込
め
た

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
先
生
の
指
導
で

制
作
し
て
、
そ
れ
を
一
年
間
お
供

え
し
ま
す
。

よ
く
遊
び
、学
ぶ
こ
と

幼
児
だ
か
ら
話
し
て
も
無
駄

だ
、
走
り
回
っ
た
り
す
る
の
は
仕

方
が
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。年

令
に
即
し
た
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る

教
育
や
躾
を
行
え
ば
、
幼
児
だ
か

ら
こ
そ
本
来
持
っ
て
い
る
能
力

を
最
大
限
引
き
出
せ
ま
す
。幼
稚

園
は
幼
児
に
と
っ
て
家
庭
の
延

長
で
あ
り
、
社
会
生
活
の
第
一
歩

で
す
。「
遊
び
」は
幼
児
に
と
っ
て

一
生
の
財
産
で
す
。こ
の
遊
び
を

重
視
し
て
、
深
い
愛
情
の
基
に
正

し
い
規
律
あ
る
集
団
生
活
に
適

応
す
る
よ
う
に
教
育
す
る
と
と

も
に
、
個
性
・
能
力
を
旺
盛
な
知

性
・
理
性
の
欲
求
に
応
じ
て
存

分
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

生
後
5
年
目
ま
で
で
、
言
語
・

学
力
・
習
慣
の
社
会
的
、
情
緒
的

な
発
達
の
基
盤
が
出
来
上
が
り

ま
す
。5
歳
以
降
で
も
発
達
の
窓

が
閉
じ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
時
期
を
逸
す
る
と
「
追
い

つ
く
」
事
が
と
て
も
大
変
で
あ

り
、
あ
の
時
あ
あ
し
て
お
け
ば
良

か
っ
た
と
悔
や
む
こ
と
に
も
な

り
ま
す
。こ
の
時
期
に
、
宗
教
情

操
教
育
を
し
て
畏
敬
の
念
等
の

宗
教
心
を
育
む
事
が
大
切
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。

国
の
宝

園
歌
に「
明
る
く
、
楽
し
く
、
仲

良
く
あ
そ
ぶ
仏
の
子
。み
ん
な
、み

ん
な
宝
物
」と
謳
っ
て
、
教
職
員
・

保
護
者
共
々
に
、大
切
な
家
庭
や

社
会
、ひ
い
て
は
国
の
宝
で
あ
る

幼
児
を「
仏
の
御
子
」と
し
て
受
け

止
め
て
い
ま
す
。そ
し
て
仏
教
情

操
教
育
を
中
心
に
し
て
、
集
団
の

中
で
の
年
令
に
あ
っ
た
教
育
・
躾

を
的
確
に
行
い
、「
尊
厳
な
る
も

の
」に
対
し
て
の
敬
虔
な
気
持
ち

を
養
い
、お
互
い
の
生
命
が
ふ
れ

合
っ
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
自

覚
し
、感
謝
の
心
の
持
ち
主
に
な

る
よ
う
に
幼
稚
園

教
育
を
行
っ
て
い

ま
す
。

宗
教
と
教
育
、

公
立
の
学
校
で
は

こ
の
二
つ
は
不
自

然
な
ま
で
に
切
り

離
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
完
全

に
宗
教
的
な
発
想

の
無
い
教
育
や
躾

と
い
う
も
の
は
成
り
立
つ
の
だ

ろ
う
か
。成
人
し
て
か
ら
で
は
身

に
つ
け
が
た
い
、
他
者
や
自
然
へ

の
畏
敬
の
精
神
等
、
仏
教
幼
稚
園

に
求
め
ら
れ
る
役
割
は
大
き
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

永安寺　本堂

皆
さ
ん
が
日
々
お
仏
壇
に
お

参
り
す
る
際
や
、法
事・墓
参
な

ど
の
時
に
、香
華
を
手
向
け
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
お
香
は
イ
ン
ド
古

来
の
風
習
で
、薫
じ
た
り（
焼
香・

薫
香
）、体
に
塗
っ
た
り（
塗
香
）

し
て
臭
気
を
取
り
除
き
、芳
香
に

包
ま
れ
た
日
常
を
送
る
た
め
の

も
の
で
、お
釈
迦
さ
ま
の
頃
に
は

既
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

『
法
華
経
』に
は
、仏
を
供
養

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の（
十
種
供

養
）が
説
か
れ
、そ
の
中
に
も

「
華・香
」と
あ
り
、お
供
え
に
こ

れ
ら
は
必
要
不
可
欠
で
す
。

お
香
は
、私
た
ち
の
身
心
や
そ

の
空
間
を
清
浄
に
し
て
く
れ
ま

す
。こ
れ
は
何
も
仏
教
的
な
意

味
合
い
に
留
ま
ら
ず
、科
学
的
に

は
お
香
の
香
り
に
包
ま
れ
る
こ

と
で
、脳
内
に
心
地
良
さ
を
も
た

ら
す
物
質
が
分
泌
さ
れ
、癒
し
の

効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、匂
い
や
煙
を
敬
遠
せ
ず
に
よ

り
良
い
芳
香
の
も
の
を
お
供
え

し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま

す
。

皆
さ
ん
が
、仏
さ
ま
と
向
き

合
い
、香
華
を
手
向
け
て
手
を

合
わ
せ
る
そ
の
時
、そ
れ
ぞ
れ
の

心
情
が
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、

心
中
に
は
人
知
れ
ず
何
か
ス
ッ

と
す
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

時
折
、お
線
香
は
何
本
？
お

焼
香
は
何
回
す
る
の
？
と
いっ
た

質
問
を
受
け
ま
す
が
、そ
う
いっ

た
数
量
を
気
に
す
る
必
要
は
さ

ほ
ど
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。何

よ
り
大
切
な
こ
と
は
、仏
さ
ま
や

ご
先
祖
さ
ま
を
至
心
に
供
養
す

る
気
持
ち
で
す
。

お
香
そ
の
も
の
の
形
や
色
は

や
が
て
灰
と
な
り
、立
ち
昇
る

香
煙
は
、次
第
に
目
に
見
え
な

く
な
り
ま
す
。つ
ま
り
、お
香
は

私
た
ち
に「
無
常
観
」を
説
い
て

い
る
の
で
す
。落
ち
着
い
て
身
心

共
に
清
浄
な
状
態
で
仏
さ
ま
を

念
ず
る
、今
の
心
が
肝
要
で
す
。

し
つ
け

み    

こけ
い  

け
ん

し   

し
ん

は
ぐ
く

仏
教
豆
知
識 

④ 

『
お
香
に
つい
て
』

天台青少年
比叡山の集い
参 加 者 募 集

平成25年8月2日（金）
　　　　～8月5日（月）
於 総本山　比叡山延暦寺

参加費：無 料
お申し込み、お問い合わせは、東京教区宗務所
か菩提寺まで

第48回

※中学生であれば、誰でも参加可能
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1948年、山形県生まれ。東北大学医学部卒業後、聖路加国際病院小児科に勤務。小児がんが不治の
病だった70年代にテキサス大学総合がん研究所に3年間赴任し、最先端の医療を学ぶ。帰国後に聖
路加国際病院小児科に復職。小児科部長として小児がんの子供たちの治療にたずさわると同時に、
子供たちとのキャンプ活動や執筆活動にも取り組む。俳人としても旺盛な活動を行う。専門は小児
血液・腫瘍学、小児保健など。
著書に「今、伝えたい「いのちの言葉」」（佼成出版社）「川の見える病院から」（岩崎書店）「医師として
できることできなかったこと」（講談社）「いつもいいことさがし」（暮らしの手帖社）などがある。

平成２5年６月14日（金）
午後１時　開会 浅草公会堂

　　　　　　　   法　　要
大導師　輪王寺門跡　門主 神田秀順大僧正
天台宗東京教区寺院・天台声明音律研究会
天台雅楽会・叡山講福聚教会

　　　　　　     講　　演
聖路加国際病院         　　細谷 亮太 氏 
小児総合医療センター長     　
演題 「今、伝えたい『いのちの言葉』」

細谷亮太 氏 プロフィール

ほそ や   りょう た

会  場

私
た
ち
の
心
に
多
く
の
傷
跡

を
残
し
た
東
日
本
大
震
災
か

ら
丸
二
年
が
経
と
う
と
し
て
い

ま
す
。復
興
は
遅
々
と
し
て
進

ま
ず
、未
だ
に
多
く
の
被
災
者

が
仮
設
住
宅
で
生
活
し
て
い
ま

す
。こ
の
間
の
対
策
に
疑
問
を

持
た
れ
た
政
権
与
党
は
先
般

の
選
挙
で
大
敗
し
て
再
び
政
権

交
代
が
な
さ
れ
、こ
の
国
の
新

し
い
リ
ー
ダ
ー
が
選
ば
れ
ま
し

た
。こ

の
よ
う
な
現
状
の

中「
理
想
の
リ
ー
ダ
ー

像
」と
し
て
筆
者
が
思
い

浮
か
べ
る
の
は
、江
戸
時

代
最
大
の
火
災「
明
暦

の
大
火
」（
江
戸
市
街
の
大
半

を
焼
失
し
一
説
に
は
十
万
人
を

超
え
る
死
者
を
出
し
た
と
言

わ
れ
る
大
災
害
）で
、強
い
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
、初

代
会
津
藩
主
で
あ
り
四
代
将

軍
家
綱
の
後
見
役
で
も
あ
っ
た

「
保
科
正
之（
ほ
し
な　

ま
さ

ゆ
き
）」で
す
。

正
之
は
江
戸
城
の
天
守
閣

が
焼
け
落
ち
る
と
い
う
非
常

事
態
の
中
、年
貢
米
を
保
管
す

る
隅
田
川
沿
い
の
米
倉
に
火
が
つ

い
た
と
の
報
が
入
る
と
、す
か
さ

ず「
飢
え
た
者
が
米
倉
か
ら
持

ち
出
し
た
米
を
取
る
の
は
勝
手

次
第
」と
触
れ
を
出
し
、被
災
者

を
火
消
し
に
転
じ
さ
せ
、持
ち
出

さ
れ
た
蔵
米
が
救
助
米
と
な
る

と
い
う
一石
二
鳥
の
策
を
打
ち
ま

す
。ま
た
江
戸
の
復
興
に
あ
た
っ

て
は
、武
家
政
権
の
象
徴
で
あ
る

天
守
閣
を
再
建
せ
ず
、主
要
道

路
の
幅
や
河
川
の
拡
張
、火
除
け

空
き
地（
広
小
路
）や
両
国
橋
等

の
設
置
な
ど
、当
時
の
常
識
で
あ

っ
た
軍
備
よ
り
も
、市
民
の
利
便

性
を
重
視
し
た
復
興
策
を
進
め

ま
す
。

一
方
、領
国
で
あ
る
会
津
藩
で

は
、飢
饉
時
対
策
と
し
て
藩
が
米

を
備
蓄
す
る「
社
倉
」制
度
、九

十
歳
以
上
の
高
齢
者
に
扶
持
米

を
支
給
す
る
、い
わ
ば
養
老
年

金
制
度
や
救
急
医
療
制
度
等

を
創
設
し
、領
民
が
親
や
子
供

を
大
切
に
し
、安
心
し
て
暮
ら

せ
る
世
の
中
を
目
指
し
ま
し

た
。正

之
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、宗

祖
・
伝
教
大
師
の「
己
を
忘
れ

て
他
を
利
す
る
は
慈
悲
の
極
み

な
り
」と
い
う
言
葉
が
思
い
出

さ
れ
ま
す
。自
分
の
こ
と
は
後

に
し
て
、ま
ず
人
に
喜

ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を

す
る
、そ
れ
は
仏
さ
ま

の
行
い
で
、そ
こ
に
幸
せ

が
あ
る
の
で
す・・・そ
れ

が
こ
の
言
葉
の
精
神
で

あ
り
、伝
教
大
師
は
人
材
育

成
、教
育
の
信
念
と
さ
れ
ま
し

た
。現

代
の
日
本
に
も
、自
分
の

都
合
や
損
得
勘
定
を
離
れ
て
、

純
粋
に
相
手
の
立
場
に
た
っ
て

も
の
ご
と
を
見
、対
処
出
来
る

「
己
を
忘
れ
て
他
を
利
す
る
」

リ
ー
ダ
ー
の
登
場
が
待
ち
遠
し

い
で
す
ね
。

「
現
代
社
会
と
仏
教
」

保
科
正
之
の
精
神
に
学
ぶ
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当
山
の
開
創
は
慶
長
年
間

（
1
6
0
0
年
前
後
）と
伝
わ
る
。

文
化
八
年（
1
8
1
1
）に
多
摩

川
の
大
洪
水
に
よ
り
、河
畔
よ
り

築
地
村
一
村
と
共
に
現
在
地
に
移

っ
た
。一
説
に
山
号
は
こ
の
旧
村
の

名
前
で
も
あ
る
築
地
山
と
も
言

う
。こ
の
水
難
の
際
に
、本
尊
阿
弥

陀
如
来
座
像
、目
黄
不
動
明
王
、

阿
弥
陀
如
来
立
像
と
一
部
の
墓
石

等
以
外
は
流
失
し
た
た
め
開
基
・

開
創
は
不
明
で
あ
る
。

近
年
に
な
り
本
堂・不
動
堂・客

殿
を
始
め
と
し
た
伽
藍
の
整
備
が

行
わ
れ
、写
経
会・坐
禅
会
等
の
集

眞覺寺 本堂

寶積寺 本堂

觀音寺 本堂

南
に
多
摩
川
が
流
れ
、西
に
は

富
士
山
を
望
む
高
台
に
当
寺
は
位

置
し
て
い
る
。か
つ
て
寺
の
周
り
は

田
畑
が
広
が
る
農
村
地
帯
で
あ
っ

た
が
、寺
と
多
摩
川
の
間
に
新
奥

多
摩
街
道
が
通
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

急
速
に
都
市
化
が
進
み
、現
在
で

は
寺
の
周
り
に
は
住
宅
が
立
ち
並

び
、登
下
校
す
る
子
ど
も
の
声
が

聞
こ
え
て
く
る
。ま
た
寺
の
境
内
の

す
ぐ
脇
に
は
郷
地
稲
荷
神
社
が
立

ち
、こ
の
地
の
信
仰
の
中
心
で
あ
る

こ
と
が
判
る
。

元
和
宝
暦
年
間
に
二
度
の
火
災

が
あ
り
、資
料
が
焼
失
し
た
た
め

由
緒
は
不
詳
で
あ
る
。現
在
で
は

境
内
に
入
る
と
正
面
に
薬
師
如
来

を
祀
る
本
堂
と
庫
裏
が
立
ち
、左

側
に
は
観
音
堂
が
立
つ
。こ
の
観
音

堂
は
他
所
よ
り
移
築
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、堂
内
に
は
七
観
音
が
祀

ら
れ
静
か
に
人
々
の
願
い
事
を
聞
い

て
く
だ
さ
って
い
る
。

会
が
行
わ
れ
て
い
る
。さ
ら
に
現
住

職
は
こ
の
伽
藍
が
、「
非
常
時
1
0
0

人
が
３
カ
月
避
難
で
き
る
」場
所
に

な
る
こ
と
を
目
指
し
、公
共
性
の
高

い
寺
院
整
備
を
続
け
て
い
る
。

ま
た
当
寺
で
は
旧
本
堂
の
片
隅

に
安
置
さ
れ
て
い
た
目
黄
不
動
尊

を
、完
成
し
た
不
動
堂
に
勧
請
し

た
こ
と
に
よ
り
、さ
ら
に
信
者
が
集

ま
る
寺
と
な
っ
た
。正
月
よ
り
護
摩

を
焚
き
、だ
る
ま
市
等
も
行
わ
れ

る
不
動
堂
に
は
、目
黄
不
動
尊
の
ご

利
益
を
求
め
る
人
々
が
後
を
絶
え

な
い
。

往
昔
は
東
勝
寺
と
称
し
、旧
境

内
か
ら
出
土
の
石
板
碑
が
延
文
元

年（
1
3
5
6
）で
あ
り
、北
朝
時

代
に
開
山
と
推
定
さ
れ
る
。

永
禄
十
二
年（
1
5
6
9
）に
武

田
軍
勢
が
滝
山
城
攻
撃
の
際
、消

失
し
た
。

慶
長
八
年（
1
6
0
3
）に
源

朝
臣
家
康
公
が
東
国
下
向
の
際
、

寺
院
再
興
の
辛
苦
を
聞
き
、廣
縈

（
当
山
再
興
第
二
世
）を
馬
前
に
召

さ
れ
、本
尊
観
世
音
の
霊
験
を
以

て
悲
願
成
就
せ
し
む
べ
く
助
成
を

蒙
る
に
至
る
。而
し
て
寺
院
を
現

今
の
地
に
移
し
、寺
号
を
觀
音
寺

と
改
め
た
。

銀
山
奉
行
の
大
久
保
石
見
守

長
安
は
、八
王
子
滞
在
の
砌
、手
代

の
秋
山
神
右
衛
門
に
家
康
公
の
内

意
を
達
せ
ら

れ
、慶
長
十
年

（
1
6
0
5
）

に
落
成
し
た

と
棟
札
に
明

記
さ
れ
た
と

あ
る
。

慶
長
十
八

年（
1
6
1
3
）

に
は
野
火
に
よ

り
過
去
の
文

書
等
を
焼
失

し
た
が
、本
尊

は
災
難
を
免

れ
た
。

貞
享
四
年

（
1
6
8
7
）

に
再
建
さ
れ

た
本
堂
は
八

間
六
間
、庫
裏
は
四
間
半
十
間
、客

殿
は
八
間
六
間
半
で
あ
っ
た
。

諏訪神社

江戸街道

成隣小学校
歴史民族資料館

多摩川

至 拝島

青梅線

至 立川

至 

八
王
子

八
高
線

昭和記念公園

昭和公園

新奥多摩街道

奥多摩街道

中
神
停
車
場
通
り 八

清
通
り

觀音寺

眞覺寺

寶積寺

昭島警察署

昭島駅

中神駅

東中神駅

N

天
台
の
寺
め
ぐ
り

眞
覺
寺

し
ん     

か
く       

じ

寶
積
寺

ほ
う   

し
ゃ
く      
じ

觀
音
寺

か
ん     

の
ん      

じ
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昭
島
市
周
辺

築
当
山

大
上
山

髙
田
山
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