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理事長報告

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
ご
寺
院
方
は
じ
め
諸
大
徳
に
於
か

れ
ま
し
て
は
何
か
と
ご
協
力
を
賜
り
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
令
和
六
年
度
は
、
例
年
の
宗
派

を
超
え
た
仏
教
諸
行
事
の
執
行
、
宗
教
と

社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
に
於
け
る
「
旧

統
一
教
会
問
題
・
信
仰
の
実
態
と
政
治
」

を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
会
の
実
施
。
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
社
会
と
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
も
、

具
体
的
に
研
究
を
重
ね
ま
し
た
。
加
え
て

社
会
福
祉
活
動
、
府
市
行
政
や
関
係
省
庁
、

宗
教
連
盟
や
全
日
本
仏
教
会
等
と
の
諸
団

体
関
連
会
議
の
活
動
も
積
極
的
に
展
開
致

し
ま
し
た
。
ま
た
、
春
秋
彼
岸
供
養
法
要
、

採
燈
大
護
摩
供
、
成
道
会
等
の
仏
教
諸
行

事
を
滞
り
な
く
執
行
し
つ
つ
、
三
回
に
渡

る
理
事
会
の
審
議
を
い
た
だ
き
可
決
し
た

北
陸
新
幹
線
延
伸
問
題
に
つ
い
て
の
申
入

書
も
年
末
、
西
脇
知
事
、
松
井
市
長
に
対

し
手
交
し
、
当
会
の
主
張
を
伝
え
、
マ
ス

コ
ミ
を
通
し
て
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。

令
和
七
年
度
は
、
仏
教
諸
行
事
関
連
を

は
じ
め
と
し
て
、
花
ま
つ
り
に
関
し
て
は

社
会
的
認
知
度
の
向
上
に
取
り
く
む
と
と

も
に
、
宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー

で
は
一
年
を
か
け
て
平
成
七
年
に
オ
ウ
ム

事
件
を
機
に
施
行
さ
れ
た
宗
教
法
人
法
改

正
に
つ
い
て
法
人
法
の
主
旨
、
憲
法
と
の

関
連
性
を
踏
ま
え
、「
再
改
正
」
に
向
け

て
考
究
し
て
参
り
ま
す
。
具
体
的
に
創
価

大
学
東
洋
哲
学
研
究
所
と
も
共
同
研
究
し

本
年
度
の
研
究
発
表
に
向
け
鋭
意
取
り
組

ん
で
参
り
た
く
存
じ
ま
す
。
加
え
て
、
北

陸
新
幹
線
延
伸
問
題
に
つ
い
て
も
引
き
続

き
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

当
会
に
於
き
ま
し
て
は
数
年
来
、
諸
々

経
費
削
減
を
具
体
的
に
取
り
組
ん
で
お
り

ま
す
が
、
本
年
は
よ
り
緊
縮
を
進
め
つ
つ
、

様
々
な
事
業
、
研
究
に
支
障
を
き
た
す
こ

と
な
く
粛
々
と
執
行
し
て
参
る
所
存
で
あ

り
ま
す
。

本
年
も
信
教
の
自
由
・
政
教
分
離
の
原

則
を
重
ん
じ
、
各
宗
教
と
も
情
報
交
換
を

行
い
、
各
識
者
の
方
々
と
も
よ
り
積
極
的

に
交
流
を
行
っ
て
参
り
ま
す
。

悟ご

道ど
う

「
悟
道
」
つ
ま
り
道
を
悟
る
と
い
う
こ

と
も
、「
当
機
」
に
よ
る
わ
け
で
す
が
、

こ
の
道
は
た
だ
の
道
で
は
な
く
、
や
は
り

大
き
な
道
、
物
事
の
根
源
、
真
実
の
道
に

目
覚
め
て
そ
れ
を
悟
る
と
い
う
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
ま
さ
に
そ
の
と

き
（
当
機
）」
に
遭
遇
し
て
、
は
じ
め
て

大
道
に
目
覚
め
る
わ
け
で
す
。
い
ま
自
分

が
歩
い
て
い
る
道
が
は
た
し
て
ど
ち
ら
に

向
い
て
い
る
の
か
、
右
に
行
く
べ
き
な
の

か
、
左
に
行
く
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は

こ
こ
で
立
ち
止
ま
る
べ
き
な
の
か
。
そ
う

い
う
と
き
、
一
つ
の
チ
ャ
ン
ス
が
巡
っ
て

く
る
。
そ
の
チ
ャ
ン
ス
に
遭
遇
し
て
、
そ

れ
を
生
か
し
た
と
き
、
道
が
パ
ッ
と
開
け

て
く
る
の
で
す
。

こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
誰
で
も
道
は
歩

い
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
、
そ
の
道
が
目

に
見
え
な
い
た
め
に
、
そ
の
道
が
大
き
な

道
な
の
か
、
小
さ
な
道
な
の
か
、
そ
れ
が

わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
大
道
を
歩
い
て
い

る
つ
も
り
で
も
、
往
々
に
し
て
小
さ
な
道

で
迷
っ
て
い
る
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
一
度
そ
う
い
う
も
の
を
全

部
ご
破
算
に
し
て
、「
無
」
の
境
地
に
な

っ
て
み
る
。
ふ
と
見
る
と
、
実
は
そ
こ
に

大
道
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く

は
ず
で
す
。
お
茶
の
素
晴
ら
し
さ
と
い
う

の
は
こ
ん
な
こ
と
だ
っ
た
の
か
と
い
う
大

道
が
必
ず
見
つ
か
る
は
ず
で
す
。
そ
の
大

き
な
道
を
ぜ
ひ
見
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

小
さ
な
道
に
迷
い
込
ん
で
右
往
左
往
す
る

の
で
は
な
く
て
、
そ
の
道
を
一
度
ご
破
算

に
し
て
み
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
本
当
の
道

が
目
の
前
に
サ
ー
ッ
と
広
が
っ
て
く
る
。

そ
う
な
れ
ば
、
も
う
道
に
迷
わ
な
く
て
す

む
の
で
す
。

「
大だ
い
ぞ
う
は
と
け
い
に
あ
そ
ば
ず

象
不
遊
兎
径
」
と
い
う
禅
語
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
永よ
う

嘉か

玄げ
ん

覚か
く

の
『
証
し
ょ
う

道ど
う

歌か

』
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
が
、
象
は
大

き
な
道
を
ノ
ッ
シ
ノ
ッ
シ
と
歩
い
て
、
兎

が
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
通
る
よ
う
な
小
さ
な
脇

道
に
は
迷
わ
な
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。

私
の
師
匠
大
津
櫪れ
き

堂ど
う

老
氏
師
は
大だ
い

象ぞ
う

窟く
つ

と

い
う
号
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
ま

さ
に
大
象
が
ノ
ッ
シ
ノ
ッ
シ
と
大
道
を
歩

い
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
方
で
し
た
。
私

は
目
の
あ
た
り
に
師
匠
が
歩
い
て
お
ら
れ

る
姿
を
拝
見
し
て
、
自
分
も
こ
の
よ
う
な

大
道
を
歩
み
た
い
と
思
っ
た
も
の
で
す
。

乙
巳
の
年
、
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

 

合
掌
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寺社における文化財の防災マニュアル

立命館大学 特別研究フェロー
明日の京都 文化遺産プラットフォーム 副会長　土岐憲三

1
．検
討
対
象
の
文
化
財

寺
社
の
建
築
物
、
境
内
の
各
種
の
工

作
物
、
屋
外
の
彫
刻
な
ど
を
検
討
の
対

象
と
す
る
。
有
形
建
造
物
は
、
洪
水
時

に
流
さ
れ
た
り
、
地
震
力
で
倒
壊
す
る

可
能
性
が
あ
る
。
無
形
文
化
財
は
洪
水

や
地
震
の
影
響
を
受
け
な
い
の
で
検
討

の
対
象
と
は
し
な
い
。
た
だ
し
、
生
活

に
関
わ
る
民
俗
文
化
財
は
検
討
対
象
に

含
め
る
。

2
．自
然
災
害
の
素
因

自
然
災
害
に
は
多
く
の
素
因
が
あ
る

が
、
文
化
遺
産
に
被
害
を
与
え
る
可
能

性
が
あ
る
の
は
地
震
、
風
水
害
、
斜
面

崩
壊
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
災
害
要

因
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
詳
細
な
研

究
・
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
自
然
災

害
科
学
の
分
野
に
お
い
て
は
多
大
な
資

料
や
デ
ー
タ
の
蓄
積
が
あ
る
。

地
震
災
害
に
関
し
て
は
、
1
9
9
5

年
阪
神
淡
路
大
震
災
に
つ
い
て
の
膨
大

な
資
料
が
あ
る
。
こ
の
地
震
以
前
に
も

新
潟
地
震
を
は
じ
め
数
々
の
地
震
災
害

が
発
生
し
た
が
、
阪
神
淡
路
大
震
災
に

よ
り
多
く
の
災
害
の
記
事
が
書
き
替
え

ら
れ
て
い
る
の
で
、
必
要
な
場
合
に
は
も

と
の
資
料
で
調
べ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

液
状
化
に
つ
い
て
は
、
1
9
6
4
年

の
新
潟
地
震
時
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
の
4
階
建
て
の
ア
パ
ー
ト
が
倒
壊
し
、

液
状
化
が
は
じ
め
て
災
害
事
象
と
し
て

認
識
さ
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、

液
状
化
に
関
す
る
研
究
・
技
術
開
発
が

急
速
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、

2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、

千
葉
県
の
浦
安
市
や
潮
来
市
で
は
、
数

千
棟
が
液
状
化
の
被
害
を
受
け
て
い
る
。

寺
社
の
中
に
は
山
麓
に
あ
る
も
の
も

少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
場
所
で
は
降

雨
な
ど
に
伴
う
斜
面
崩
壊
が
起
こ
っ
た

場
合
、
そ
れ
よ
り
低
い
場
所
に
あ
る
文

化
遺
産
が
損
傷
を
受
け
る
可
能
性
が
あ

る
。
文
化
遺
産
へ
の
影
響
が
な
く
て
も
、

境
内
に
そ
う
し
た
異
変
の
形
跡
が
残
る

の
は
望
ま
し
く
な
く
、
事
後
に
然
る
べ

き
対
応
が
望
ま
れ
る
。

3
．人
為
災
害
の
素
因

交
通
事
故
、
建
物
の
老
朽
化
、
計
画

の
不
備
、
火
の
不
始
末
、
放
火
な
ど
が
、

人
為
災
害
を
引
き
起
こ
す
原
因
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
素
因
の
詳
細
は
多
岐
に
亘
る

の
で
、
別
途
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
文
化
財
や
文
化
遺
産
に
お
け

る
損
傷
や
災
害
は
、
自
然
災
害
よ
り
は

人
為
災
害
の
方
が
社
会
に
対
し
て
大
き

な
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
。
人

為
災
害
を
具
体
的
に
数
量
化
し
て
表
示

す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
人
為
災
害
が

ど
の
程
度
の
損
傷
や
被
害
を
与
え
て
い

る
か
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
落
書
き
な
ど
の

よ
う
に
、
一
つ
一
つ
は
軽
微
な
も
の
で

あ
っ
て
も
、
度
重
な
る
と
文
化
財
と
し

て
の
価
値
が
損
な
わ
れ
る
結
果
と
な
る
。

軽
微
な
損
傷
で
あ
っ
て
も
頻
度
が
高
く

な
る
素
因
に
つ
い
て
は
、
損
傷
が
累
積

し
な
い
工
夫
が
必
要
と
な
る
。

4
．建
造
物
の
耐
震
安
全
性

寺
院
の
伽
藍
や
神
社
の
社
殿
は
建
造

物
と
し
て
の
規
模
が
大
き
い
か
ら
、
地

震
に
よ
る
被
害
が
発
生
す
る
可
能
性
が

高
い
。
す
な
わ
ち
、
規
模
が
大
き
い
木

造
構
造
物
で
あ
る
こ
と
で
は
、
重
心
位

置
が
高
い
こ
と
か
ら
、
地
震
力
に
よ
る

転
倒
モ
ー
メ
ン
ト
が
大
き
く
な
り
、
こ

れ
が
災
害
時
に
お
け
る
危
険
要
因
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
大
規
模
な
木
造
建

造
物
に
お
け
る
地
震
時
の
安
全
性
を
論

じ
る
に
際
し
て
は
、
地
表
か
ら
重
心
ま

で
の
高
さ
と
そ
の
位
置
で
の
地
震
力
を

組
み
合
わ
せ
た
転
倒
モ
ー
メ
ン
ト
が
作

用
外
力
と
な
る
。

建
造
物
の
う
ち
、
建
築
物
で
は
耐
震

安
全
性
が
設
計
基
準
で
定
め
ら
れ
て
い

る
。
1
9
8
1
年
に
は
、
1
9
7
8
年

に
発
生
し
た
宮
城
県
沖
地
震
の
家
屋
倒

壊
の
被
害
が
甚
大
だ
っ
た
こ
と
に
基
づ

い
て
建
築
物
の
耐
震
基
準
が
変
更
さ
れ

た
。
こ
れ
が
新
耐
震
基
準
で
あ
る
。
多

く
の
建
築
物
で
は
、
新
耐
震
基
準
に
よ

り
地
震
時
の
安
全
性
が
担
保
さ
れ
る
。

し
か
し
、
寺
院
や
神
社
の
建
物
に
は
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1
9
8
1
年
以
前
に
建
築
さ
れ
た
も
の

も
多
い
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
設
計
基
準

に
依
る
こ
と
に
な
る
。
40
年
も
前
の
設

計
基
準
に
基
づ
く
検
討
が
必
要
な
の
も
、

対
象
の
建
築
物
が
1
9
8
1
年
以
前
の

基
準
で
設
計
さ
れ
た
文
化
財
で
あ
る
場

合
に
は
や
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

地
震
力
は
水
平
方
向
の
み
な
ら
ず
上

下
方
向
に
も
作
用
す
る
が
、
建
造
物
の

重
量
は
常
に
鉛
直
方
向
に
作
用
し
て
お

り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
基
本
設
計
に
際
し

て
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
地
震
時

に
お
け
る
上
下
方
向
の
地
震
力
は
、
常

時
の
作
用
力
で
あ
る
重
量
の
20
～
30
％

程
度
で
あ
る
か
ら
、
特
別
な
構
造
物
で

な
い
限
り
は
こ
の
影
響
は
無
視
し
て
よ
い
。

神
社
で
は
鳥
居
や
狛
犬
が
屋
外
の
建

造
物
で
あ
る
。
狛
犬
は
神
社
で
は
目
立

つ
事
物
で
は
あ
る
が
、
損
傷
が
生
じ
て

も
宗
教
的
な
観
点
以
外
に
は
大
き
な
問

題
と
は
な
ら
な
い
。

神
社
の
鳥
居
は
社
殿
な
ど
の
建
造
物

と
は
違
っ
て
特
異
な
力
学
特
性
を
有
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鳥
居
は
笠
木
・

貫
と
呼
ば
れ
る
、
上
下
に
間
隔
を
あ
け

た
二
本
の
水
平
な
木
造
の
梁
を
、
地
面

か
ら
直
立
す
る
二
本
の
柱
に
繋
げ
た
構

造
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鳥
居
は
二

本
の
柱
に
並
行
な
面
の
方
向
（
面
内
）

に
力
が
作
用
す
る
際
に
は
強
い
が
、
こ

の
面
に
直
角
な
方
向
（
面
外
）
へ
の
力

に
対
し
て
は
弱
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

地
震
力
の
方
向
は
時
々
刻
々
変
化
す
る

か
ら
地
震
力
の
作
用
方
向
を
予
め
想
定

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

鳥
居
の
耐
震
安
全
性
を
想
定
す
る
に
は
、

地
震
力
が
面
外
方
向
へ
の
作
用
外
力
と

す
れ
ば
良
い
。

5
．仏
像
や
曼
荼
羅
な
ど
の

	

非
構
造
物
へ
の
影
響

寺
院
に
は
仏
像
や
曼
荼
羅
、
神
社
に

は
板
絵
な
ど
の
宗
教
に
関
わ
る
文
化
財

が
保
持
さ
れ
て
お
り
、
地
震
時
に
は
こ

れ
ら
の
事
物
に
も
地
震
力
が
作
用
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
床
に
設
置
さ
れ
て
い

る
仏
像
な
ど
に
は
、
地
震
力
が
作
用
し

て
も
損
傷
を
受
け
な
い
よ
う
な
対
策
が

施
さ
れ
て
い
て
問
題
は
な
い
。
曼
荼
羅

や
仏
画
な
ど
は
壁
な
ど
に
取
り
付
け
て

保
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
壁
の
安
全
性

が
確
保
さ
れ
て
い
る
限
り
は
、
格
別
の

対
策
を
要
し
な
い
。

6
．行
政
、
学
会
、
等
か
ら
の

	

被
災
報
告
の
要
請

各
種
の
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た

際
に
は
、
国
や
地
方
自
治
体
、
さ
ら
に

は
企
業
な
ど
か
ら
も
災
害
の
発
生
状
況

や
そ
の
規
模
な
ど
に
関
し
て
、
問
い
合

わ
せ
や
関
係
資
料
の
提
出
が
要
請
さ
れ

る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
各
種

の
学
会
か
ら
も
同
様
の
要
請
が
あ
る
か

ら
、
そ
れ
ら
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
準

備
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
い

ず
れ
の
場
合
に
も
備
え
て
お
く
べ
き
こ

と
は
、
資
料
提
供
な
ど
に
際
し
て
要
請

者
の
形
式
で
提
供
す
る
の
か
、
被
災
者

側
の
方
式
に
す
べ
き
か
を
決
め
る
こ
と

で
あ
る
。
大
規
模
災
害
時
に
は
、
様
々

な
混
乱
が
生
じ
る
か
ら
、
要
請
者
と
提

供
者
の
間
で
諸
々
の
齟
齬
が
生
じ
、
被

害
資
料
な
ど
の
円
滑
な
授
受
が
行
わ
れ

な
い
可
能
性
が
あ
る
。

7
．寺
院（
幼
稚
園
・
保
育
園
）

	

で
の
防
災
対
策

寺
院
で
は
保
育
園
や
幼
稚
園
を
設
け

て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場

合
に
は
子
供
を
預
か
る
こ
と
か
ら
、
幼

児
教
育
に
関
し
て
の
一
定
の
責
任
を
追

う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
災
害
事
象

に
関
し
て
は
国
土
交
通
省
、
災
害
教
育

と
保
護
に
つ
い
て
は
文
部
科
学
省
、
厚

生
労
働
省
が
所
掌
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
問
題
に
関
し
て
は
関
係
省
庁
の
通
達

や
個
別
指
導
に
従
え
ば
よ
い
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
天
気
予
報
等
に
よ
り
、

地
震
や
豪
雨
の
発
生
の
可
能
性
が
報
じ

ら
れ
て
い
る
時
に
は
、
児
童
の
登
園
を

控
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
家
族
に
対

し
て
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

8
．マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
の
対
応

テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
は
災
害
に
関
し
て
は
関
心
が
高
く
、

災
害
の
事
前
・
事
後
に
お
け
る
処
置
に

つ
い
て
喧
し
く
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
災
害
事
象
に
限
ら
ず
、

独
自
の
見
聞
・
見
解
に
基
づ
い
て
の
質

疑
を
投
げ
か
け
る
か
ら
対
応
が
必
ず
し

も
容
易
で
な
い
。
文
化
財
や
文
化
遺
産

に
関
し
て
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
専
門

家
を
通
じ
て
の
優
れ
た
見
解
や
見
識
を

有
し
て
い
る
か
ら
、
厳
し
い
質
疑
に
及

ぶ
可
能
性
が
低
く
は
な
い
。

9
．被
災
額

文
化
遺
産
は
文
化
財
の
み
な
ら
ず
周

辺
の
空
間
を
も
含
む
か
ら
、
文
化
遺
産

全
体
し
て
の
被
害
額
を
計
上
す
る
こ
と

は
困
難
で
は
あ
る
が
、
文
化
財
に
つ
い

て
は
損
傷
や
損
害
を
計
数
化
す
る
必
要

が
あ
る
。
そ
れ
は
保
有
者
と
し
て
の
外

部
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
へ
の
対
応
の
み

な
ら
ず
、
後
世
へ
の
伝
承
と
し
て
も
重

要
で
あ
る
。

10
．そ
の
他

本
稿
は
京
都
仏
教
会
か
ら
の
要
請
に

基
づ
く
こ
と
か
ら
、
寺
院
を
主
体
と
し

つ
つ
も
神
社
に
つ
い
て
の
付
加
的
事
項

に
つ
い
て
言
及
し
た
。

東
堂
…
住
職
退
任
者

中
興
…�
寺
院
を
再
興
し
、
盛
ん
に
し
た
者
に

与
え
ら
れ
る
称
号
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羅城門復活研究会 代表幹事　本田一泰

は
じ
め
に

「
羅
城
門
を
復
活
し
た
い
」
と
言
い

ま
す
と
、「
え
、
ら
し
ょ
う
も
ん
、
で

し
ょ
う
？
」
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
き

ま
す
。
そ
う
、
か
な
り
高
い
確
率
で
そ

う
い
う
問
い
を
耳
に
し
ま
す
。

千
二
百
年
前
に
、
都
市
を
囲
む
城
壁

（
羅
城
）
が
無
く
て
も
平
安
を
守
る
と

い
う
願
い
を
現
実
に
す
る
た
め
羅
城
門

が
建
て
ら
れ
、
こ
の
願
い
を
叶
え
る
べ

く
幾
多
の
国
家
鎮
護
の
儀
式
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
羅
城
門
が
倒
れ
て

も
な
お
、
平
安
守
護
の
象
徴
・
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
、
跡
地
や
名
称
が
長
く
都
の

人
々
に
記
憶
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

平
和
を
守
る
と
い
う
普
遍
的
な
願
い
に
、

現
代
・
将
来
に
わ
た
っ
て
応
え
ら
れ
る

よ
う
、
そ
の
象
徴
と
し
て
の
羅
城
門
の

復
活
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

経
過今

を
去
る
15
年
ほ
ど
前
、「
明
日
の

京
都
文
化
遺
産
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」

（
以
下
「
明
日
京
Ｐ
」
と
い
う
。）
と
い

う
団
体
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
松
浦
晃

一
郎
・
第
７
代
ユ
ネ
ス
コ
事
務
局
長
を

会
長
に
、
京
都
ゆ
か
り
の
文
化
・
教
育
・

宗
教
を
実
践
す
る
方
々
や
京
都
府
知

事
・
市
長
を
加
え
た
京
都
の
歴
史
文
化

の
過
去
・
未
来
を
語
る
う
え
で
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
方
々
を
理
事
に
迎
え
た

団
体
で
す
。
そ
こ
で
は
、
千
年
前
に
想

い
を
馳
せ
、
百
年
後
に
思
い
を
巡
ら
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
人
々
が
日
々

の
暮
ら
し
の
中
で
京
都
の
歴
史
の
重
さ

を
感
じ
、
そ
れ
を
か
け
が
え
の
無
い
も

の
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を

目
指
し
、
文
化
遺
産
の
保
存
と
継
承
を

は
じ
め
５
つ
の
目
標
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

そ
の
目
標
の
一
つ
に
、「
新
た
な
文

化
遺
産
の
創
造
～
古
都
京
都
の
歴
史
・

文
化
を
後
世
へ
継
承
す
る
文
化
遺
産
の

創
造
を
目
指
し
ま
す
。」
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
中
長

期
計
画
に
「
歴
史
的
建
造
物
の
復
元
」

を
掲
げ
、『「
羅
城
門
」
の
復
活
推
進
』

を
明
記
し
て
い
ま
す
。

２
０
１
６
年
に
は
、
建
都
１
２
０
０

年
記
念
事
業
時
に
作
成
さ
れ
た
「
羅
城

門
十
分
の
一
模
型
」
を
京
都
駅
北
口
広

場
に
移
設
・
青
空
展
示
し
、
現
在
も
、

多
く
の
住
民
、
観
光
客
の
皆
さ
ん
に
親

し
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
２
０
２
０
年
。
明
日
京
Ｐ
は

設
立
10
周
年
を
機
に
、
羅
城
門
の
復
活

を
幅
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
べ
く
、『
よ

み
が
え
る
羅
城
門
基
本
構
想
』
を
策
定

し
、
京
都
で
は
東
寺
・
小
子
房
、
東
京

で
は
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
、
羅

城
門
復
活
を
呼
び
か
け
る
記
者
会
見
を

行
い
ま
し
た
。

こ
の
ア
ピ
ー
ル
を
受
け
て
２
０
２
１

年
設
立
さ
れ
た
団
体
「
よ
み
が
え
る
羅

城
門
準
備
委
員
会
」
に
お
い
て
、
羅
城

門
復
活
の
可
能
性
検
証
を
行
い
、
平
安

時
代
の
人
々
に
と
っ
て
の
羅
城
門
の
意

義
や
規
模
・
構
造
、
倒
壊
後
の
文
化
芸

術
へ
の
影
響
等
が
整
理
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
２
０
２
２
年

11
月
、
具
体
的
復
活
建
設
の
前
段
と
し

て
必
須
と
な
る
、
市
民
・
社
会
の
機
運

醸
成
を
行
う
団
体
と
し
て
「
羅
城
門

復
活
研
究
会
」
が
設
立
さ
れ
、
昨
年

２
０
２
４
年
に
は
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

と
有
識
者
会
議
の
議
論
を
経
て
、
羅
城

門
の
復
活
候
補
地
を
京
都
市
下
京
区
の

「
建
都
１
２
０
０
年
記
念
公
園
・
梅
小

路
公
園
」
と
す
る
報
告
書
を
ま
と
め
ま

し
た
。

羅
城
門
と
は

そ
も
そ
も
平
安
京
に
は
、
都
を
ぐ
る

り
と
囲
む
城
壁
（
羅
城
）
は
存
在
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
疫
病
や
戦

羅城門の復活
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火
、
厄
災
か
ら
都
と
都
の
人
々
を
守
る

願
い
を
込
め
、
あ
た
か
も
都
を
守
る
羅

城
が
存
在
す
る
が
ご
と
く
正
門
に
「
羅

城
門
」
と
命
名
し
た
の
で
は
な
い
か
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
証
左
に
羅
城
門
は
、
大
嘗
祭

に
伴
う
大
祓
祭
事
や
天
下
泰
平
・
鎮

護
国
家
を
祈
願
す
る
仁
王
経
の
吼
説
、

疫
病
や
鬼
魅
が
侵
入
し
な
い
よ
う
行

う
八
衢
祭
な
ど
、
平
安
を
祈
る
場
で

あ
り
ま
し
た
。

こ
の
事
を
最
も
想
起
さ
せ
る
の
は
、

現
在
東
寺
・
教
王
護
国
寺
に
安
置
さ
れ

て
る
「
兜
跋
毘
沙
門
天
」
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
唐
の
玄
宗
皇
帝
時
代
、
羅

城
の
門
の
中
に
兜
跋
毘
沙
門
天
安
を
安

置
す
る
と
そ
の
加
護
に
よ
り
敵
襲
を
退

け
都
市
が
守
ら
れ
る
、
と
い
う
風
潮
が

あ
り
、
お
そ
ら
く
最
澄
や
空
海
と
い
っ

た
遣
唐
使
が
日
本
に
持
ち
帰
っ
た
も
の

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
現
在
、
東
寺

が
安
置
し
て
い
る
兜
跋
毘
沙
門
天
で
す
。

東
寺
所
蔵
の
国
宝
『
東
寶
記
』
の
記
述

に
よ
る
と
、
平
将
門
の
乱
（
9
3
5

～
9
4
0
）
の
お
り
に
、
羅
城
門
に

安
置
さ
れ
戦
火
鎮
撫
に
霊
験
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
大
風
に
よ

る
羅
城
門
倒
壊
（
9
8
0
年
）
の
と
き

に
、
東
寺
に
移
し
安
置
し
た
と
あ
り
、

現
在
も
拝
観
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

羅
城
門
は
二
度
目
の
倒
壊
後
、
再
建

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

そ
の
跡
地
に
お
い
て
引
き
続
き
国
家
的

な
平
安
を
祈
る
儀
式
が
行
わ
れ
る
な
ど
、

都
の
人
々
の
生
活
に
と
っ
て
も
重
要
な

も
の
と
し
て
記
憶
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
、

羅
城
門
と
い
う
地
名
は
長
く
伝
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

羅
城
門
の
文
化
展
開

一
方
、
文
化
芸
術
で
は
、
羅
城
門
は

都
の
内
と
外
と
を
区
切
る
境
と
意
識
さ

れ
、
人
の
住
む
場
所
と
そ
の
外
・
異
界

と
の
「
境
」
と
い
う
観
念
か
ら
、
倒
壊

後
の
荒
廃
し
た
姿
と
相
俟
っ
て
、
異
界

の
も
の
（
例
え
ば
鬼
）
が
住
む
・
顔
を

出
す
恐
ろ
し
い
建
物
・
場
所
と
い
う
認

識
が
人
々
に
浸
透
し
た
よ
う
で
す
。

１
５
０
０
年
頃
、
観
世
信
光
は
、
大

江
山
に
住
む
悪
鬼
（
大
江
山
絵
詞
）
と

都
の
悪
鬼
（
平
家
物
語
）
を
融
合
さ
せ

た
謡
曲
『
羅
生
門
』
を
書
き
ま
す
が
、

そ
の
大
流
行
に
よ
り
、
謡
曲
に
描
か
れ

た
悪
鬼
の
住
ま
う
恐
ろ
し
い
門
、
と
の

認
識
が
中
世
以
降
、「
羅
生
門
（
ら
し

ょ
う
も
ん
）」
と
し
て
社
会
に
浸
透
し
、

そ
れ
に
刺
激
を
受
け
た
歌
舞
伎
や
絵
画
、

美
術
工
芸
品
の
モ
チ
ー
フ
な
ど
多
様
な

展
開
を
生
み
ま
し
た
。

　

１
９
１
５
年
、
芥
川
龍
之
介
は
小
説

『
羅
生
門
』
に
お
い
て
、
特
異
な
空
気

を
持
つ
「
羅
生
門
」
に
お
い
て
、
人
間

の
本
性
が
放
た
れ
る
様
を
描
き
、
１
９

５
０
年
、
黒
澤
明
は
映
画
『
羅
生
門
』

に
お
い
て
、
異
界
と
の
境
界
・
羅
生
門

と
い
う
特
異
な
場
所
性
に
誘
引
さ
れ
、

一
つ
の
事
実
に
対
し
複
数
人
が
夫
々
に

と
っ
て
の
真
実
を
語
る
人
間
性
の
危
う

さ
を
描
い
て
い
ま
す
。
な
お
、
社
会

科
学
の
世
界
に
お
い
て
「rashom

on 
effect

」
と
い
う
言
葉
（
一
つ
の
出
来

事
に
お
い
て
、
人
々
が
夫
々
に
見
解
を

主
張
す
る
と
矛
盾
を
生
じ
て
し
ま
う
現

象
を
い
う
）を
生
み
出
す
に
至
る
な
ど
、

世
界
的
に
も
幅
広
い
影
響
を
与
え
て
い

ま
す
。

そ
し
て
現
代
、「
羅
生
門
」
は
、
最

近
の
ア
ニ
メ
「
文
豪
ス
ト
レ
イ
ド
ッ
グ

ス
」（
２
０
１
０
～
）
に
お
い
て
、
善

と
融
合
す
る
こ
と
で
、
巨
悪
に
立
ち
向

か
い
破
る
大
き
な
善
の
力
と
な
る
様
が

描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
社
会

的
に
も
羅
城
門
の
本
来
の
意
義
「
平
安

を
守
る
」
に
回
帰
す
る
潮
目
を
感
じ
さ

せ
ま
す
。

羅
城
門
の
復
活
と
は

最
後
に
、
現
代
に
羅
城
門
を
復
活
す

る
意
味
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

広
く
地
球
規
模
に
目
を
向
け
て
み
ま

す
と
、
貧
困
や
飢
餓
、
気
候
変
動
に
よ

る
干
ば
つ
や
大
洪
水
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や

ガ
ザ
地
区
な
ど
戦
火
は
絶
え
ず
、
新
型

コ
ロ
ナ
な
ど
疫
病
に
も
怯
え
て
い
ま
す
。

一
旦
こ
と
が
起
き
る
と
一
早
く
相
手
を

攻
撃
し
城
壁
を
築
き
、
国
境
を
閉
ざ
す
、

そ
ん
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
「
羅
城
門
」
を
、

城
壁
な
く
し
て
願
い
の
力
に
よ
っ
て
平

安
を
守
る
、
そ
の
象
徴
と
し
て
復
活
さ

せ
、
全
世
界
の
人
々
に
そ
の
意
味
を
伝

え
、
共
感
と
共
鳴
を
広
げ
、「
願
い
に

よ
る
平
和
の
実
現
」
の
き
っ
か
け
と
な

れ
ば
、
宗
教
人
と
し
て
、
京
都
人
と
し

て
、
日
本
人
と
し
て
、
人
間
と
し
て
、

喜
ぶ
べ
き
未
来
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

＊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ご
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://rajom
on.kyoto
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と市民２万５千円となり、京都市民は一人当たり合計15万５千円の大きな負担となります。

小浜・京都ルートは、大規模災害時の迂回路として重要であり、「国策」事業として絶対に建設

が必要であるとの意見もありますが、南海トラフ大地震発生時に小浜・京都ルートの長大トンネル

が抱えるリスクは途方もなく大きくなります（停電による車両への乗客の閉じ込め、トンネル火災、

津波・洪水による大規模浸水、大地震によるトンネルの破断など）。これでは迂回路として機能し

ません。現在、東京−大阪間のルートの多重化は高速道路網によってすでに実現しています。

そして、最も大きな問題が、京都の地下水への悪影響（水位低下、枯渇、汚染・汚濁）です。は

じめにも述べたように京都は水の恵みによって生かされている町です。京都の名水は伏見の酒造り

や豆腐、和菓子作り、京料理などに活かされています。東京や大阪などの巨大都市の水とは異なり、

まさに京都の水は「生かされ生きる水」なのです。

現在、さまざまな問題を抱える小浜・京都ルートに対して距離、建設期間、事業費などで優位な

米原ルートの復活を求める声が大きくなっています。しかし、両者を、さらには舞鶴ルートなどを

比較する際に基準とされてきたのは、事業費や費用便益比という経済的視点や乗り換えや乗り入れ

などの技術的視点が中心であり、京都の地下水問題、地盤沈下や陥没の危険性、大量のトンネル残

⼟やそのヒ素汚染などといった市民生活を脅かす問題への視点はあまりにも軽視されているといわ

ざるを得ません。

さらに、京都市内では、京都の名刹の真下を通るルートが設定されており、国宝、重要文化財へ

の影響も大いに危惧され、京都仏教会として到底看過できるものではありません。

これらのいずれの視点から見ても、長大な山岳トンネルと大深度地下トンネルで構成される小浜・

京都ルートは最悪のルートであると言わざるを得ず、ルートの見直しが是が非でも必要です。

また、技術的視点について言えば、JR各社が運行システムの相違などを理由に相互乗り入れの

可能性を否定するならば、それは大災害時に全国を網羅しているはずの新幹線網が実は役に立たな

いと宣言しているに等しいことになります。

尊い自然は決して人の支配の対象ではなく、本来は敬いながら共存すべきであるという仏教の教

えにも著しく遊離するこの計画は「千年の愚行」であり、京都仏教会は本申入書をもって断固たる

決意の下に計画の再考を強く求めるものであります。

令和６年12月19日

一般財団法人京都仏教会

理事長 有馬 賴底
一般財団法人京都仏教会一般財団法人京都仏教会

理事長 有馬 賴底理事長 有馬 賴底
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京都府知事

西脇 隆俊 殿

申　入　書

現在問題になっております北陸新幹線延伸事業の「小浜・京都ルート」は、丹波山地を貫く長大

な山岳トンネルと京都市内および新大阪駅までのやはり長大な大深度地下トンネルで構成される予

定であり、北山・東山ならびに西山では水枯れが、市内では地下水位低下や地下水脈の途絶、地盤

沈下・陥没が予想されます。また、膨大なトンネル残⼟にはヒ素が含まれている可能性があり、地

下水汚染も大いに危惧されることと存じます。

全体の80％がトンネルとなる小浜・京都ルート（敦賀−小浜−京都−京田辺−新大阪）は、豊か

な水の恵みによって成り立っている京都が京都でなくなる計画であります。トンネルの耐用年数は

たかだか数十年。そのトンネルによって京都の1200年の歴史と未来が揺らごうとしていると当会で

は考えます。

北陸新幹線は1960年代に構想されました。当初は米原ルートが想定されていましたが、当時の福

井県知事が原発増設許可と引き換えに小浜ルートを国から引き出したと言われています。まさに「我

田引鉄」です。その後、米原ルートの再浮上もありましたが、2016年に与党PTの検討委員会はJR

西日本が提案した京都市街地を通る「小浜・京都ルート」（小浜ルートの修正案）に決定したと聞

き及んでおります。

しかし、今も工事着工の目処が立っておりません。これは、国⼟交通省も認めるように、このルー

トがあまりにも多くの難問を抱えているからであり、遅れの最大の原因は小浜・京都ルート計画そ

のものにあると言っても過言ではありません。しかも、開通は人口減少がさらに進む30年後と言わ

れています。

この計画にはいくつもの大きな問題があります。決定権限を与えられた与党PTは、小浜・京都ルー

トを推す福井県選出議員によって主要ポストが占められ、その決定が国の最終決定になります。こ

れでは「我田引鉄」に対するチェック機能は働かず、地元の府県民や市民の意見は計画に反映され

ません。そんな意思決定に正当性があるのかという疑問が残ります。

JR西日本の建設事業費の過小負担と府県民・市民負担の大きさも問題です。事業費は国と地方

自治体が負担し、JRは「貸付料」を支払うだけです。JR西日本には、JR東海との路線共有がなく

旅客需要の大きい小浜・京都ルートがベストであり、事業費が５兆円超という巨額になろうと、地

盤沈下などで補償問題が紛糾しようと、そして地下水や環境への影響が増大しようと、JR西日本

は負担が増えるわけでもなく、また責任を負うこともありません。当初予定よりも膨らんだ建設事

業費は、結局、国民全体と府県民・市民の税負担や行政サービスの削減などによって賄われます。

ある試算によれば、事業費が５兆円の場合、京都府と京都市の実質負担額はそれぞれ6120億円と

374億円となっています。これを、子どもを含めた一人当たりに換算すると、それぞれ府民13万円
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発
行
日

発
行
所

〒
602-

0898

電　

話

Ｆ
Ａ
Ｘ

印
刷
所

令
和
七
年
一
月
三
十
一
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

Ｂ
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｄ
Ｏ
．Ｐ
Ｓ

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
６
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
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

６
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
。

今
年
の

採
燈
大
護
摩
供
法
要
は
、

九
月
二
十
七
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
。
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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

京 都 仏 教 会 会 報第 116 号
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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 九谷田拓司 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

㈱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 正 吾 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 昌 道 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。

京 都 仏 教 会 会 報 第 116 号
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〒600-8519 京都市下京区堀川通五条下ル〈西本願寺北側〉
Tel: 075-341-2411  Fax: 075-341-2488
www.tokyuhotels.co.jp/kyoto-h/

ご宿泊や、おくつろぎのひとときに
また、会合などさまざまなお集まりに

お気軽にご利用ください。

伝統の心を映した古都のやすらぎ

京 都 仏 教 会 会 報第 116 号
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〒６００－８４３１
京都市下京区綾小路通室町西入る
善長寺町１３９番地ＡＭＩ四条烏丸ビル４０５号

ＴＥＬ・ＦＡＸ：０７５（３５２）７７７８
Ｅ－m a i l：n a k a m a s a@ b r i d g e . o c n . n e . j p古都

税理士法人

京都市左京区浄土寺真如町111番地-1
TEL（075）751-0628（代）  FAX（075）752-9430

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

ホームページ

墓石 /樹木葬 /海洋散骨 /霊園開発

株式会社　西鶴
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