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身
土

し

ん

ど

不
二

ふ

に 

 

感
染
症
拡
大
か
ら
一
年
が
過
ぎ
、
マ
ス
ク
生
活
も
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
に
な
り
ま
し
た
。
七
月
に
入
り
息
苦
し
さ
も
感

じ
ま
す
が
、
県
外
へ
の
外
出
も
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
こ

そ
、
こ
こ
猪
苗
代
の
自
然
と
の
素
晴
ら
し
さ
、
有
難
さ
を

改
め
て
感
じ
る
毎
日
で
す
。 

仏
教
の
言
葉
で
「
身
土
不
二
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
自
分
自
身
の
身
体
、
行
い(

身)

と
、
そ
の

環
境
、
根
本(

土)

は
一
体
で
あ
る
、
切
り
離
せ
な
い
と
い

う
意
味
で
す
。 

コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
外
部
と
の
交
わ
り
が
絶
た
れ
た
状
況

で
す
が
、
そ
の
か
わ
り
に
、
大
い
な
る
存
在
、
い
の
ち
の

源
と
私
の
こ
の
身
体
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
感
覚
、
大
切

な
も
の
と
は
い
つ
で
も
、
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚

が
よ
り
強
く
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
人
と
の
交
流
は

少
な
く
な
っ
て
も
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
や
、
代
々
受
け

継
が
れ
て
き
た
い
の
ち
と
の
つ
な
が
り
は
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
と
実
感
し
て
お
り
ま
す
。 

み
な
さ
ま
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
お
散
歩
に
出
た

り
、
庭
仕
事
、
畑
仕
事
の
時
間
が
長
く
な
っ
た
り
自
然
と

触
れ
合
う
時
間
も
増
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

来
月
は
お
盆
で
す
。
ご
先
祖
様
と
の
い
の
ち
の
つ
な
が

り
を
改
め
て
感
じ
、
感
謝
し
、
祈
り
を
捧
げ
る
大
切
な
時

間
で
す
。
交
わ
り
は
少
な
く
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
つ
な
が
り
は
大
切
に
生
活
し
て
ゆ
き
た
い
で
す
ね
。 

合
掌 

壽
徳
寺 

住
職 

松
村
妙
仁 
境内の紫陽花が咲きはじめました 



ご
え
ん
び
と 

貝沼 航さん 

2019年 10月  

精進料理の会の様子 

2019年 10月 精進料理の会の様子 

    

第
五
回 

 
漆
と
ロ
ッ
ク
株
式
会
社 

貝
沼 

航 

さ
ん 

            
        

                            

 

―
―
お
寺
か
ら
の
依
頼
を
ど
う
思
わ
れ
ま
し
た
か
？ 

 

「
め
ぐ
る
」
は
禅
僧
が
使
用
す
る
、
応
量
器
を
モ
チ
ー

フ
に
し
て
い
ま
す
の
で
、
里
帰
り
と
い
う
感
じ
が
あ
り
ま

し
た
。 

こ
れ
ま
で
多
く
の
方
に
普
段
の
暮
ら
し
の
中
で
「
め
ぐ

る
」
を
使
っ
て
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
が
、
精
進
料
理
の

中
で
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
と
い
う
機
会
を
い
た
だ
き
、
嬉

し
か
っ
た
で
す
。
そ
し
て
、
精
進
料
理
の
中
で
す
と
、
器

の
意
味
も
自
然
と
感
じ
て
い
た
だ
け
た
と
思
う
の
で
、
と

て
も
い
い
機
会
で
し
た
。 

                  

連
載
コ
ー
ナ
ー
「
ご
え
ん
び
と
」 

壽
徳
寺
に
ご
縁
の
あ
る
ひ
と(

ご
え
ん
び
と)

に 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
想
い
を
伺
い
な
が
ら 

ご
縁
を
深
め
ま
す
。 

  

第
五
回
目
は
、
漆
と
ロ
ッ
ク
株
式
会
社 

貝
沼
航
さ
ん
。 

漆
と
ロ
ッ
ク
さ
ん
と
は
、
二
〇
一
九
年
に
壽
徳
寺
に
て 

「
五
感
で
感
じ
る
精
進
料
理
」
を
開
催
し
て
以
来
の
ご
縁

で
す
。
こ
の
会
は
、
漆
と
ロ
ッ
ク
さ
ん
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ブ
ラ

ン
ド
で
あ
る
会
津
漆
器
「
め
ぐ
る
」
で
、
福
島
県
産
の
食
材

を
使
っ
た
精
進
料
理
を
味
わ
う
会
と
し
て
開
催
い
た
し
ま

し
た
。 

「
め
ぐ
る
」
に
つ
い
て
の
お
話
と
、
会
津
や
自
然
、
生
と

死
に
つ
い
て
の
お
話
ま
で
、
住
職
に
と
っ
て
も
、
と
て
も
深

い
時
間
と
な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

会
津
漆
器
「
め
ぐ
る
」
と
は 

飯
椀
、
汁
椀
、
菜
椀
の
三
つ
組
の
お
椀
。 

器
が
持
つ
心
地
よ
さ
、
肌
触
り
や
口
当
た
り
は
、
暗
闇
の

中
で
行
わ
れ
る
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ダ
イ
ア
ロ
グ
・
イ
ン
・

ザ
・
ダ
ー
ク
」
の
ア
テ
ン
ド
で
あ
る
、
全
盲
の
女
性
た
ち
の

感
性
か
ら
生
ま
れ
て
い
ま
す
。 

収
納
時
に
綺
麗
に
重
な
る
か
た
ち
は
、
禅
の
修
行
に
用

い
ら
れ
る
応
量
器
（
お
う
り
ょ
う
き
）
を
ヒ
ン
ト
に
さ
れ
て

い
ま
す
。
国
産
の
広
葉
樹
と
漆
を
用
い
て
製
作
さ
れ
、
お
直

し
に
も
対
応
。
一
生
共
に
で
き
る
お
椀
で
す
。 

二
〇
一
五
年
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
受
賞 

 



               ―
―
「
め
ぐ
る
」
は
ど
の
よ
う
に 

生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か 

 

「
め
ぐ
る
」
に
関
し
て
は
、
時
代
の
中
で
自
然
に
生
ま

れ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
が

き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
制
作
に
関
わ
っ
て
は
い
ま

す
が
、
そ
れ
よ
り
、
め
ぐ
る
と
い
う
存
在
が
自
然
に
生
ま

れ
て
き
た
と
い
う
感
覚
が
す
ご
く
あ
り
ま
す
。
誰
か
か
ら

授
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
自
然
か
ら
の
授
か
り
も
の
と
い

う
意
味
合
い
が
強
い
で
す
。
も
ち
ろ
ん
自
分
の
中
で
そ
の

種
は
あ
る
の
で
す
が
、
逆
に
自
分
自
身
が
こ
の
器
に
育
て

ら
れ
て
い
る
感
覚
も
あ
り
、
め
ぐ
る
の
面
倒
を
見
て
い
ま

す
が
、
ど
っ
ち
が
育
て
ら
れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
事

も
あ
り
ま
す
。 

―
―
―
漆
器
と
の
出
会
い
の
き
っ
か
け
を 

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い 

 

大
学
卒
業
後
、
会
津
の
企
業
に
就
職
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
は
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
を
支
援
す
る
仕
事
を
し
て
い
た
の

で
す
が
、
も
の
づ
く
り
の
現
場
で
様
々
な
職
人
さ
ん
と
も

出
会
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
漆
器
の
職
人
さ
ん
と
も
多

く
繋
が
り
、
漆
器
と
じ
っ
く
り
付
き
合
う
よ
う
に
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。 

福
島
市
出
身
で
す
が
、
祖
父
が
会
津
出
身
。
お
じ
い
ち

ゃ
ん
子
で
、
祖
父
か
ら
よ
く
会
津
の
話
は
聞
い
て
い
ま
し

た
の
で
、
昔
か
ら
身
近
に
は
感
じ
て
い
ま
し
た
ね
。
会
津

に
住
ん
で
も
う
十
七
、
八
年
に
な
り
ま
す
ね
。 

 ―
―
―
会
津
に
定
住
を
決
め
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か 

 
最
初
は
数
年
し
た
ら
東
京
に
帰
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ん

で
す
。
東
京
暮
ら
し
も
楽
し
か
っ
た
で
す
し
、
会
津
で
数

年
働
い
た
ら
東
京
に
戻
っ
て
、
な
ん
か
や
る
と
思
っ
て
い

た
ん
で
す
け
ど
ね
。
会
津
に
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
お
も
し

ろ
さ
が
出
て
き
ま
し
た
。 

こ
の
変
化
と
い
う
の
も
、
震
災
後
、
自
分
も
三
十
代
に

入
っ
た
く
ら
い
か
ら
で
す
か
ね
。
社
会
的
な
流
れ
か
ら
の

気
づ
き
も
あ
る
し
、
世
の
中
の
流
れ
で
も
あ
り
ま
す
が
、

自
分
の
価
値
観
が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
都
会
の
豊
さ
よ

り
、
自
然
の
あ
る
豊
さ
の
方
が
面
白
い
な
と
思
え
て
き
た

ん
で
す
。
今
と
な
れ
ば
、
東
京
に
ず
っ
と
住
む
と
は
考
え

ら
れ
な
い
で
す
ね
。 

 

―
―
―
ど
ん
な
変
化
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か 

 

大
量
生
産
、
大
量
消
費
で
な
い
と
こ
ろ
で
、
ど
う
次
の

答
え
を
見
つ
け
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
の
は
自
分
の
人
生
の

テ
ー
マ
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
テ
ー
マ
と
「
め
ぐ
る
」
は

重
な
る
と
い
う
部
分
は
あ
り
ま
す
ね
。 

自
分
が
震
災
後
に
特
に
思
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
に
、
モ
ノ
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
、
作
っ
て
売
っ
て

ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は

常
に
自
分
の
中
に
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
は
人
口
も
減
っ
て
ゆ
き
ま
す
よ
ね
。
地
球
や

自
然
と
の
向
き
合
い
方
も
問
い
直
さ
れ
て
い
る
中
で
、
本

当
に
モ
ノ
を
作
っ
て
い
く
意
味
が
あ
る
の
か
、
新
し
い
も

の
を
つ
く
ら
な
く
て
も
生
き
て
ゆ
け
る
く
ら
い
に
モ
ノ
が

地
球
に
あ
る
状
態
の
今
、
ど
う
し
て
ゆ
く
べ
き
か
。
そ
の

問
い
は
常
に
あ
り
ま
す
。 

自
然
と
人
が
い
か
さ
れ
る
。
い
か
し
あ
い
な
が
ら
、
バ

ラ
ン
ス
を
保
っ
て
循
環
し
て
ゆ
く
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、

そ
れ
な
ら
意
味
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
自
然
素
材
の
循

環
と
季
節
サ
イ
ク
ル
に
則
し
た
も
の
づ
く
り
、
適
量
生
産

と
い
う
形
に
し
た
「
め
ぐ
る
」
に
も
、
そ
ん
な
想
い
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

       



新
サ
ロ
ン
の
様
子 

              

―
―
―
コ
ロ
ナ
の
今
、 

ど
の
よ
う
な
一
年
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

 

自
分
に
と
っ
て
は
、
す
ご
い
き
っ
か
け
の
一
年
で
し
た
。

コ
ロ
ナ
前
は
全
国
各
地
へ
飛
び
回
っ
て
い
ま
し
た
が
、
移

動
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
そ
ん
な
に
移
動
し
な
く
て
も

大
丈
夫
な
ん
だ
と
。 

移
動
で
き
な
い
分
、
会
津
に
い
る
こ
と
が
長
く
な
り
、

会
津
の
山
の
仕
事
を
知
る
事
が
で
き
た
一
年
で
す
。
春
の

山
菜
か
ら
は
じ
ま
り
、
山
の
恵
み
を
感
じ
、
保
存
食
を
つ

く
り
な
が
ら
、
暮
ら
し
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
仕
事
の

時
間
が
減
り
、
そ
の
分
、
山
仕
事
が
忙
し
く
な
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
が
楽
し
い
で
す
ね
。
食
べ
る
こ
と
な
ど
暮
ら
し

に
直
結
す
る
仕
事
は
い
い
で
す
よ
ね
。
正
解
な
ん
だ
ろ
う

な
と
。 

ち
ょ
う
ど
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
め
ぐ
る
の
受
注
期
間

を
年
に
一
度
、
三
か
月
間
の
み
に
し
て
、
受
注
か
ら
お
届

け
ま
で
、
十
月
十
日
（
と
つ
き
と
お
か
）
を
か
け
る
サ
イ

ク
ル
に
し
た
こ
と
も
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。 

春
は
漆
か
き
な
ど
漆
の
山
仕
事
も
じ
っ
く
り
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
し
、
季
節
と
自
分
の
仕
事
が
リ
ン
ク
し
、

季
節
ご
と
に
自
分
の
役
割
が
変
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
と

て
も
心
地
よ
い
で
す
。 

年
中
毎
日
同
じ
事
を
や
っ
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
に
好
き

な
仕
事
で
も
飽
き
る
し
、
人
間
関
係
が
硬
直
し
、
循
環
で

き
な
い
と
思
う
の
で
す
よ
ね
。
季
節
性
労
働
だ
と
、
飽
き

て
き
た
頃
に
次
の
仕
事
が
待
っ
て
い
る
、
毎
回
新
鮮
な
気

持
ち
で
挑
め
ま
す
よ
ね
。
昔
は
誰
も
が
自
然
に
則
し
た
生

活
を
し
て
い
た
の
で
、
み
ん
な
そ
う
だ
っ
た
と
思
う
の
で

す
よ
ね
。
そ
う
い
う
中
で
、
雪
国
の
手
仕
事
も
出
て
き
た
。 

 
コ
ロ
ナ
を
き
っ
か
け
に
、
逆
に
本
来
の
姿
に
か
え
れ
た
。

と
い
う
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
都
市
は
便
利
で
、
経
済
的
な

豊
さ
は
あ
る
。
で
す
が
、
今
回
の
よ
う
な
状
況
が
起
き
る

と
自
然
と
断
絶
さ
れ
ま
す
よ
ね
。 

田
舎
は
こ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
、
根
本
に
立
ち
返
る
力

が
る
ん
で
す
よ
ね
。
雪
国
は
冬
は
雪
に
閉
ざ
さ
れ
る
か
ら
、

必
然
的
に
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
に
な
り
ま
す
。
あ
る
意
味
、
ス

テ
イ
ホ
ー
ム
の
達
人
だ
よ
な
ぁ
と
。
そ
う
い
う
中
で
ど
う

楽
し
む
か
、
ど
う
価
値
を
出
す
か
な
ど
智
慧
が
生
ま
れ
て

き
た
わ
け
で
す
。
そ
の
智
慧
が
あ
る
地
域
と
そ
う
で
な
い

地
域
の
差
、
根
本
に
そ
の
力
が
あ
る
か
な
い
か
は
大
き
な

と
実
感
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
立
ち
戻
り
つ
つ
ど
う
進
化

で
き
る
か
が
大
事
で
す
よ
ね
。 

 ―
―
最
近
考
え
て
い
る
こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い 

 

コ
ロ
ナ
以
降
、
死
を
ち
ゃ
ん
と
考
え
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
死
っ
て
自
然
な
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。
死
＝
不
自

然
、
悲
し
い
だ
け
で
な
い
。
人
の
死
だ
け
で
な
く
、
社
会

で
も
な
ん
に
で
も
死
は
あ
り
ま
す
。
生
物
も
地
域
も
社
会

も
人
類
に
も
。
縮
小
や
衰
退
し
て
ゆ
く
こ
と
も
自
然
の
一

部
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
う
循
環
し
て
ゆ
く
の
か
が
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。 

自
然
の
節
理
を
考
え
る
と
、
個
体
の
死
は
生
物
の
中
で

は
そ
ん
な
に
大
き
な
こ
と
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
自
然
全

体
の
中
で
生
が
あ
り
、
死
も
あ
る
。
自
分
自
身
の
死
も
自

然
全
体
の
循
環
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
で
す
が
今
は
、

種
が
生
き
延
び
る
か
よ
り
、
個
が
ど
う
生
き
延
び
る
か
が

重
視
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
社
会
が
発
展
し
て
個
人
が
肥

大
化
し
、
個
人
の
主
張
、
権
利
な
ど
が
あ
ま
り
に
も
尊
重

さ
れ
す
ぎ
て
、
結
果
息
苦
し
い
社
会
に
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。 

 

な
ん
で
も
物
事
本
来
の
役
割
と
い
う
の
は
す
ご
く
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
時
代
の
流
れ
に
よ
り
変
化
は
あ
り
ま
す

が
、
原
点
に
立
ち
戻
る
こ
と
と
進
化
は
同
時
に
起
こ
っ
て

い
る
も
の
で
す
。 

漆
器
も
同
じ
で
、「
め
ぐ
る
」
で
言
え
ば
漆
器
の
伝
統
工

芸
の
概
念
は
壊
し
て
い
る
ん
で
す
。
伝
統
と
い
う
言
葉
も

明
治
以
降
の
新
し
い
概
念
な
の
で
、
明
治
よ
り
も
っ
と
遡

っ
て
縄
文
の
文
化
に
戻
り
、
本
来
持
っ
て
い
る
役
割
に
立

ち
戻
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。 



 めぐる ホームページ 

https://muguru-urushi.com/ 

はじまりの美術館 展覧会 

（た）よりあい、（た）よりあう。 

会期：2021年 4月 17日 - 2021年 7月 11日 

出展作家：漆器「めぐる」、笑達、しらとり けんじ 

平野 智之、みずのき絵画教室、やわらかな土から 

こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
っ
と
大
事
に
な
る
の

で
は
な
い
で
す
か
ね
。
こ
れ
か
ら
は
拡
大
発
展
で
は
な
く

「
縮
小
進
化
」
の
世
の
中
。
そ
の
中
で
生
も
あ
り
、
死
も

あ
る
。
そ
れ
を
ど
う
捉
え
直
す
か
。 

拡
大
発
展
の
社
会
の
中
で
は
、
死
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も

の
と
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
遠
ざ
け
て
き

た
と
思
い
ま
す
が
「
縮
小
進
化
」
の
こ
れ
か
ら
は
、
そ
れ

を
ど
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
か
が
大
事
に
な
る
の
で
は

な
い
か
な
と
。
お
寺
の
役
割
も
よ
り
大
切
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

 

―
―
―
今
す
す
め
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
か
ら
予
定
し
て 

い
る
こ
と
な
ど
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い 

 

会
津
で
漆
の
木
を
育
て
て
今
年
で
十
五
年
に
な
り
、
会

津
産
の
漆
が
採
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
漆
を
使
っ

て
、
職
人
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
会
津
の
漆
は
、
江
戸
時
代
は

百
万
本
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
平
成
に
入
っ

て
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
。
そ
れ
を
復
活
さ
せ
た
い
で
す
し
、
原
料

と
し
て
の
会
津
の
漆
の
復
活
を
目
指
し
て
い
ま
す
。 

漆
の
本
質
に
立
ち
返
り
、
人
と
自
然
の
循
環
が
あ
る
場

所
に
会
津
を
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。 

 

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た 

こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す 

 

＊
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
文 

松
村
妙
仁 

＊
二
〇
二
一
年
七
月
四
日 

壽
徳
寺
に
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

              

貝
沼 

航
さ
ん 

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル 

  

漆
と
ロ
ッ
ク
株
式
会
社 

代
表 

 

 繋
ぐ
・
伝
え
る
・
生
み
出
す 

を
自
身
の
役
割
と
し
て
、

会
津
で
漆
器
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
／
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

と
し
て
活
動
。 

学
生
時
代
は
バ
ン
ド
活
動
と
イ
ン
ド
旅
行
に
明
け
暮
れ

る
。
大
学
卒
業
後
に
祖
父
の
出
身
地
で
あ
る
会
津
に
移
住
。 

ダ
イ
ア
ロ
グ
・
イ
ン
・
ザ
・
ダ
ー
ク
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
し
た
漆
器
「
め
ぐ
る
」
は
、
目
を
使
わ
ず
に
生
き
る

方
た
ち
の
感
性
を
活
か
し
触
覚
に
着
目
し
た
デ
ザ
イ
ン
に

よ
り
、
二
〇
一
五
年
と
二
〇
二
〇
年
に
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン

賞
を
受
賞
。
作
り
手
と
使
い
手
を
繋
ぐ
産
地
ツ
ア
ー 

「
テ
マ
ヒ
マ
う
つ
わ
旅
」
や
国
産
漆
の
植
栽
活
動
に
も
取

り
組
む
。
漆
器
の
魅
力
を
伝
え
る
講
演
や
イ
ベ
ン
ト
も 

常
時
行
っ
て
い
る
。 

       

会
津
の
お
話
か
ら
生
と
死
の
お
話
ま
で
。
統
一

が
な
さ
そ
う
に
見
え
ま
す
が
、
す
べ
て
は
繋
が
っ

て
い
る
お
話
で
、
大
変
深
い
時
間
と
な
り
ま
し

た
。 会

津
や
福
島
の
良
さ
、
仏
教
や
お
寺
を
知
っ
て

い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
し
て
、
精
進
料
理
の
会
を

二
年
前
に
開
催
。
コ
ロ
ナ
が
落
ち
着
い
た
時
に
は

ま
た
開
催
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

「
め
ぐ
る
」
は
現
在
、
猪
苗
代
町
内
の
は
じ
ま

り
の
美
術
館
に
て
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
製
作
工

程
か
ら
想
い
ま
で
体
感
で
き
る
展
示
で
す
。
ぜ
ひ

お
運
び
く
だ
さ
い
ま
せ
。 



 

 

日にち 時間 行事名 
料金 

定員 

予

約 内容 

7/18 
(日) 

15：30 

～ 

16：30 

◆満員御礼◆ 

ヨガニドラ（昼の部） 
￥1000 

10名 

必

要 

おてらヨガ特別編。「眠りのヨガ」と

も言われるヨガニドラを開催いたし

ます。本当に眠るのではなく、仰向け

の状態で、ガイドの声を聴きながら 

深い瞑想に入るヨガです。 

睡眠不足の方、ストレスを抱えている

方にオススメ。 

18：30 

～ 

19：30 

◆残席僅か◆ 

ヨガニドラ（夜の部） 

7/25 
(日) 

14：00 

～ 

15：30 

手ぶらで写経写仏 
￥1000 

10名 

必

要 

心を整える修行である写経、写仏。 

静かな本堂で自分の心を見つめませ

んか？写経と写仏どちらも選べます。 

壽徳寺 今後の行事予定 

壽徳寺の最新情報はインターネットで発信しております 

壽徳寺ホームページ 

http://jyutokuji.net 

おでんのやま開催について 
 

壽徳寺のある山潟集落の夏の恒例行事「おでんのやま」 

本年も、コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、7月 11日に疫病退散の祈祷法要のみ

行います。おでんのやま恒例のおつゆのお接待等は行いません。 

恒例のお祭りとしてはまた来年以降、ご参加ご協力よろしくお願いいたします。 

 

おでんのやまとは 
疫病退散の神様「牛頭(ごず)天王(てんのう)」のお祭りである「お天王祭」は、全国各地で 

7月 15日前後に行われています。福島県内では、須賀川の「きうり天王祭」が有名ですね。 

牛頭天王は、謎が多い神様で、様々な神様や仏様と同一視されます。五穀豊穣の神様であるス

サノオノミコトや、仏教では薬師如来と同一ともいわれます（壽徳寺のご本尊は薬師如来） 

 

ここ山潟地区でも疫病が流行り、多くの人々が疫病に苦しむ時代があったとされます。その

ため、牛頭天王のお供えものである“きゅうりを絶つ”（きゅうりを作らない）ことで願掛けを

したのでしょう。その名残で、今でもきゅうりを作らない家系の方も多くいらっしゃいます。 

「おてんのうさまのやま」がなまって「おでんのやま」になったのではないか？と想像して

いますが、ご先祖様から長く続くお祭りです。繋がってきた命に感謝することと、疫病が少し

でも早く収まることを願い、集落の皆様と一緒にお祈りしたいと思います。 

壽徳寺公式 LINE、 Facebook、インスタグラムなどの SNS 

リンク一覧はこちらから 

https://linktr.ee/jyutokuji 

http://jyutokuji.net/
https://linktr.ee/jyutokuji

