
　
江
戸
時
代
の
天
保
2
（
一
八
三
一
）
年
、
日
蓮
聖
人
滅
後
五
五
〇
年

忌
を
記
念
し
て
板
行
さ
れ
た
十
枚
揃
い
錦
絵
の
一
枚
で
あ
る
。

　
文
永
8
（
一
二
七
一
）
年
10
月
28
日
（
現
在
の
暦
で
11
月
末
）、
佐
渡

へ
流
罪
の
日
蓮
聖
人
は
寺
泊
を
船
出
、
強
風
に
流
さ
れ
て
角
田
浜
に
漂
着

さ
れ
た
。
そ
の
折
り
岸
辺
の
岩
に
〝
南
無
妙
法
蓮
華
経
〟
と
書
か
れ
た
の

が
『
岸
の
題
目
』
で
あ
る
。
そ
こ
に
現
れ
た
ひ
と
り
の
老
翁
の
願
い
で
、

岩
屋
（
妙
光
寺
裏
手
の
洞
窟
）
に
住
む
〝
七
頭
一
尾
〟
の
大
蛇
を
教
化
さ

れ
、
そ
の
記
念
に
書
か
れ
た
『
岩
の
題
目
』
と
と
も
に
現
存
す
る
。

　
翌
日
再
び
佐
渡
に
向
か
わ
れ
た
が
、
ま
た
も
や
嵐
で
船
が
転
覆
し
そ
う

に
な
っ
た
。
日
蓮
聖
人
が
船
頭
に
乞
わ
れ
て
竿
で
波
の
上
に
お
題
目
を
書

か
れ
る
と
、海
が
静
ま
り
無
事
佐
渡
に
着
岸
で
き
た
。
こ
れ
が
角
田
の『
波

の
題
目
』
の
奇
跡
と
し
て
後
世
に
伝
わ
り
、
錦
絵
の
題
材
と
な
っ
た
。

　
所
蔵
元
の
解
説
で
は「
作
者
は
歌
川
国
芳
。
浮
世
絵
の
鬼
才
と
言
わ
れ
、

葛
飾
北
斎
と
と
も
に
大
の
日
蓮
宗
信
徒
と
し
て
知
ら
れ
る
。
中
で
も
特

に
こ
れ
と
『
佐
渡
苦
行
』
の
二
枚
が
、
江
戸
の
人
々
に
人
気
を
博
し
た

す
ぐ
れ
た
作
品
」
と
あ
る
。

 

『
岸
・
岩
・
波
の
お
題
目
』
が
〝
角
田
の
三
題
目
〟
と
呼
ば
れ
、
こ
れ

に
因
ん
で
建
て
ら
れ
た
三
ヶ
寺
の
ひ
と
つ
が
、
現
在
の
妙
光
寺
に
な
っ

た
。
他
に
移
転
し
た
二
ヶ
寺
は
、
い
ま
新
発
田
市
と
村
上
市
に
在
る
。
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合同法事 年始参り

あ と が き

行 事 案 内

　今年、年
ねん

回
かい

忌
き

（法事）が当たっていたけれど、都
合でできなかったという方のために、合同の年回
忌法要を営みます。檀信徒・安穏会員どなたでも。
■12月21日㊐　午後1時─受付　2時─法要　
　　　　　　　　　3時─銘々で墓参り
■費用	 ●塔婆１霊位	２千円　　
	 ●お供物共通経費	2千円　
	 ●お布施
■持物	 ●位牌　
	 ●墓参用の花、ロウソク､線香　
■申込　12月16日までに電話でもかまいません
が、なるべくFAXやハガキ等で。
※平服でどうぞ。

　12月中に地元の檀徒宅へ、来年のお札
ふだ

を持っ
てお経に伺います。県外等でお札を希望される方
はお送りします。（P10「教えてお上人」も参照くだ
さい）

佐州流刑角田波題目（歌川国芳『高祖御一代略図』）「立正大学情報メディアセンター」所蔵

　除夜の鐘は31日午後10時30分から、大玄関受
付で整理券を配布し、本堂で除夜法要がありま
す。どなたでも一人ずつ必ず撞いていただけます。
温かい甘酒、コンニャクの用意もあり、若い人たち
で賑わいます。
　11時半ころから古いお札、しめ縄等の〝お焚き
上げ〟があります。当日お持ちになれない方は、事
前に祖師堂の受付箱にお入れください。

　1月1日と2日の午前9時～午
後4時。最近はご夫婦や家族
そろってという方が増えていま
す。お気軽にお出かけください。玄関で受付さ
れたあと、住職が大広間でお待ちしています。
気軽なお茶席のご用意もあります。

　個人ごとにその年の星回りがあって、元旦の朝
に本堂で希望者の『星祭り』を行い1年の安泰を
祈願します。家族ごとに1枚のお札

ふだ

にして1軒2千
円でお届けします。
　新規お申し込みの方は、家族全員の氏名、男女
別、生年月日を書いて12月20日までにお知らせ下
さい。継続の方は申込不要です。

　厄年の祈願祭は、1月31日(土)2月1日(日)のいず
れも午前10時。厄年の一覧表を付けた詳細ご案
内は別紙でご確認ください。

　１、2月の「月例信行会」とボランテラはお休み。
次回は3月1日㊐「信行会」、15日㊐ボランテラ（清
掃作業）です。

『星祭り』祈願札

厄除け祈願祭

信行会とボランテラ

　早いもので、『妙の光』インタビューをやらせて頂いて、丸3
年になろうとしています。今号の「妙光寺を支える女性たち」
へのインタビューは、必見です。妙光寺の元気の素に、触れた
思いがいたしました。お話を聞かせてくださった皆さん、ありがと
うございました。    　　　　　　　　　　　（新倉理恵子）

89復刊 号

『佐州流刑角田波題目』
月忌納め（お札配り）

ふ だが っ き

ほ し ま つ き が ん ふ だ

除夜の鐘・お焚き上げ
た

お さ
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　荒川博子さんは、新潟市山の下で米穀

店に生まれた。兄と二人きょうだいである。

２歳の頃、生死をさまようほどの胃腸の病

気に罹った。ちょうどその時、山梨県から

新潟に歩いて修行に来ていた日蓮宗の僧

侶に、両親が出会った。胃腸に効くという

薬草を頂いて服用し、このお上人にお経

をあげていただいたところ、たちまち回復

したという。以来、両親は『法華経』の

読経とお題目に熱心に励み、博子さんは

その親の姿を見て育った。

　中学卒業後、博子さんは家の仕事を手

伝うようになった。店は早朝から夜まで忙

しかったが、合間を見ては料理など花嫁

修行にも励んだ。

　昭和30年、ご主人の和さんと結婚した。

和さんは新潟市の中心街を焼き尽くした新

潟大火の復興作業のために、鳶職人とし

て県外から仕事に来ていた。結婚を機に、

鳶をやめた和さんと共に、昭和35年発展

著しい小針の地で、『荒川金物店』を開

業した。ホームセンターの走りとして店は大

繁盛。生活雑貨や灯油の販売、ガラス修

理など、夫の和さんを助けて、仕事一筋

に休みなく働き、今年で55年目になる。

　やがて、信仰の場として自然にも恵ま

れ、日蓮聖人にゆかりの深い妙光寺に墓

地を求める。自宅の仏壇には、御前様に

書いていただいた曼荼羅御本尊が掛けら

れ、朝５時から２時間に及ぶ読経と唱題を

毎日欠かしたことがない。身延山久遠寺や

池上本門寺団体参拝に何度も参加し、七

面山にも4回登詣した。昨年の開創700

年法要には、娘さんと一緒に参加した。さ

らにその年の秋には夫婦で生前戒名も授

かった。

　時代の波で郊外型の大規模ホームセン

ターに商売は押され、夫の和さんが病気

で倒れたこともあり、店を縮小。電話番に

専念して、商売は長男の和俊さんと、嫁の

光子さんに任せている。最近は専ら〝韓流

ドラマ〟と、６人の孫の活躍を楽しみにし

ている。

　長男和俊さんの妻光子さんは、旧巻町

で兼業農家の次女として生まれた。商業

高校を卒業し、地元の信用組合に勤務し

ていた。ある時、光子さんの母親が入院し、

同じ病室に博子さんも入院していた。お見

舞いにきた身内同士の縁で、和俊さんと結

婚。以来光子さんは、商売で忙しいお店

で事務を担当し、二児の母親でもある。

　信仰熱心な姑、博子さんの姿を見てきた

光子さんは、自分も仏教のことを知りお経を

覚えたいと思い、毎月第一日曜朝の妙光寺

の信行会に参加するようになった。夏の『送

り盆』では太鼓隊として法要に参列、今

年10月の〝東京池上本門寺お会式参拝〟

にも参加した。昨年の信行会の忘年会は

都合で欠席したが、大きなフルーツケーキ

を手作りして差し入れた。「これからは一日

研修会や、総本山の七面山登詣にも参加

していきたい」と、明るく語られた。

（鎌田　記）

新
潟
市
西
区

荒
川
博
子
さ
ん（
78
歳
）

　
　
光
子
さ
ん（
51
歳
）

母
か
ら
娘
、そ
し
て
嫁
へ

安  穏

　

今
か
ら
35
年
ほ
ど
前
、
私
は
地
元
の
日
蓮
宗

青
年
会
事
務
局
長
を
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
20

代
の
私
は
、
機
関
誌
の
印
刷
を
お
願
い
し
て
い

た
Ａ
印
刷
の
社
長
さ
ん
に
、
編
集
の
イ
ロ
ハ
を

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
復
刊
し
て
23
年
が

過
ぎ
た
こ
の
『
妙
の
光
』
も
、
Ａ
社
長
の
ご
指

南
が
あ
っ
て
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

あ
る
日
Ａ
社
長
の
息
子
さ
ん
が
訪
ね
て
来
ら

れ
て
「
父
が
病
床
で
、
俺
の
葬
式
は
妙
光
寺
さ

ん
に
頼
ん
で
、
安
穏
廟
に
入
り
た
い
と
言
っ
て

ま
す
。」
と
相
談
さ
れ
ま
し
た
。
社
長
さ
ん
亡

き
後
を
引
き
継
い
だ
奥
様
に
は
、
本
堂
建
替
え

の
と
き
の
印
刷
原
稿
を
読
ま
れ
て
す
ぐ
に
、
四

菩
薩
像
一
体
の
寄
付
を
申
し
出
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
Ａ
社
長
ご
夫
妻
は
、
い
ま
と
も
に
安
穏

廟
に
眠
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
『
妙
の
光
』
は
、
読
み
や
す
く
す
る

た
め
に
判
を
大
き
く
し
、
若
い
世
代
を
意
識
し

て
カ
ラ
ー
ペ
ー
ジ
も
作
り
ま
し
た
。
Ａ
印
刷
の

現
社
長
は
息
子
さ
ん
で
す
が
、
長
い
ご
縁
で
格

段
に
安
く
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

全
体
の
デ
ザ
イ
ン
は
「
大
好
き
な
妙
光
寺
さ

ん
の
た
め
に
や
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て

く
れ
た
東
京
の
Ｋ
子
さ
ん
に
お
願
い
し
て
い
ま

す
。
超
多
忙
な
プ
ロ
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
方
で
す

が
、
ず
っ
と
無
料
で
す
。
編
集
と
写
真
を
手
伝
っ

て
く
だ
さ
る
Ｎ
さ
ん
夫
妻
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

す
し
、袋
詰
め
作
業
は
信
行
会
の
方
た
ち
が
や
っ

て
下
さ
い
ま
す
。
半
数
は
近
隣
の
分
で
す
か
ら
、

各
地
区
の
世
話
人
さ
ん
に
配
布
を
お
願
い
し
送

料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
び
皆
様
に
寄
付
の
お
願
い
を
し
た
際

「『
妙
の
光
』
の
カ
ラ
ー
を
や
め
回
数
も
減
ら
し

て
は
」
と
の
お
手
紙
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た

『
送
り
盆
』
も
規
模
の
縮
小
を
」
と
い
う
声
も

あ
り
ま
し
た
。

　

経
費
削
減
は
常
に
意
識
し
て
お
り
、
ご
心
配

下
さ
る
ご
意
見
を
あ
り
が
た
く
拝
聴
し
て
い
ま

す
。
た
だ『
妙
の
光
』は
こ
う
し
た
ご
協
力
が
あ
っ

て
、
実
費
以
下
で
発
行
で
き
て
い
る
の
で
す
。

　

夏
の
〝
送
り
盆
〟
も
、
当
日
は
１
０
０
人
近

い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
で
運
営
さ
れ
て
い
ま

す
。
お
蔭
さ
ま
で
皆
さ
ま
か
ら
の
献
灯
収
入
も

あ
り
、
見
か
け
ほ
ど
持
ち
出
し
は
大
き
く
あ
り

ま
せ
ん
。
ス
タ
ッ
フ
に
は
、
宿
泊
実
費
の
負
担

も
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

ほ
か
の
年
10
回
近
い
行
事
も
、
お
年
始
の
受

付
か
ら
『
除
夜
の
鐘
』
の
寒
風
の
中
で
の
誘
導

整
理
係
ま
で
、
す
べ
て
が
皆
さ
ん
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
す
。毎
月
15
日
に
は「
お
掃
除
ボ
ラ
ン
テ
ラ
」

が
あ
り
ま
す
。
寺
だ
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
な
く

「
ボ
ラ
ン
テ
ラ
」、
松
本
市
神
宮
寺
の
高
橋
ご

住
職
の
造
語
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
昼
食
持
参

で
片
道
1
時
間
半
か
け
て
自
転
車
で
来
て
く
だ

さ
る
女
性
も
い
て
「
き
れ
い
に
な
る
と
本
当
に

気
持
ち
が
い
い
し
、
皆
さ
ん
に
会
え
る
の
も
楽

し
み
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　

よ
そ
の
お
寺
で
は
お
手
伝
い
を
し
て
く
だ
さ
る

方
が
い
な
く
な
り
、
お
斎
を
や
め
た
り
仕
出
し

弁
当
に
す
る
所
も
あ
り
ま
す
。
お
蔭
さ
ま
で
、
妙

光
寺
に
は
当
面
そ
う
し
た
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

け
れ
ど
も
、
肝
心
の
行
事
の
参
加
人
数
が
増

え
な
い
の
が
悩
み
で
す
。
皆
さ
ん
何
か
と
忙
し

い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
経
費
削
減
を
考
え
つ
つ
、

も
っ
と
た
く
さ
ん
の
方
に
気
軽
に
足
を
運
ん
で
い

た
だ
き
た
い
と
頭
を
悩
ま
せ
て
い
ま
す
。

小川英爾
『ボランテラ』

Ａ
印
刷
と
の
ご
縁

『
妙
の
光
』
の
今

年
間
行
事
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
支
え
で

も
っ
と
気
軽
に
来
て
い
た
だ
け
る

妙
光
寺
に
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の
前
は
お
休
み
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
年
数
回
で

す
ね
。

羽
生　
地
区
ご
と
に
分
担
し
て
い
て
、
年
一
回

地
区
の
み
ん
な
と
いっ
し
ょ
に
来
ま
す
。
だ
い
た

い
８
時
に
家
を
出
て
、
８
時
15
分
か
ら
始
め
ま

す
。で
も
ね
、意
外
と
大
変
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。

よ
そ
の
お
寺
は
、
献
立
か
ら
み
ん
な
で
考
え
る

な
ん
て
聞
く
け
ど
、
こ
こ
は
な
ぎ
さ
さ
ん
が
下

内
藤　
私
た
ち
は
、
だ
い
た
い
年
に
一
回
で
す
。

幸
子
さ
ん
は
毎
回
で
し
ょ
？

大
滝　
私
は
以
前
は
ほ
と
ん
ど
毎
回
出
て
い
た

ん
だ
け
ど
、
な
ぎ
さ
さ
ん
が
配
慮
し
て
く
れ
て
、

今
は
ネ
ギ
の
収
穫
期
で
忙
し
い
も
ん
だ
か
ら
こ

羽
生
ヒ
ロ
子
さ
ん 
（
福
井
）

若
く
し
て
夫
を
亡
く
し
、義
父
母
と
子
ど
も
た
ち
の
家
族
を
、一
人

で
働
き
な
が
ら
支
え
て
き
た
。

妙
光
寺
を
支
え
る
女
性
た
ち

大
滝
幸
子
さ
ん 

（
角
田
浜
）

夫
は
檀
徒
総
代
の
大
滝
剛
さ
ん
。専
業
農
家
で
あ
り
、早
朝
３
時
か

ら
夕
方
７
時
ま
で
畑
で
働
く
毎
日
で
あ
る
。

内
藤
良
子
さ
ん 

（
割
前
）

自
営
の
鉄
工
所
を
、夫
と
と
も
に
切
り
盛
り
し
て
い
る
。最
近
義

母
を
看
取
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

開創七百年記念インタビュー

大
滝　
小
泉
さ
ん
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、
な
ぎ
さ
さ
ん

が
受
け
継
い
で
る
ね
。

羽
生　

新
し
い
お
料
理
も
教
え
て
も
ら
え
る

し
、
本
当
に
楽
し
い
で
す
よ
。

内
藤　
で
も
、
す
ぐ
忘
れ
ち
ゃ
う
の
。
何
が
っ

て
言
わ
れ
る
と
、今
思
い
だ
せ
な
い
の
よ
。
で
も
、

そ
の
時
は
「
な
る
ほ
ど
、
こ
う
や
る
の
か
！
」
っ

て
ね
（
笑
）

羽
生　
そ
れ
に
、
こ
こ
の
料
理
は
全
部
手
作
り

だ
も
ん
ね
。
既
製
品
は
な
い
か
ら
ね
。

大
滝　

御
前
さ
ま
の
お
母
さ
ん
は
身
体
が
悪

か
っ
た
か
ら
、
な
ぎ
さ
さ
ん
は
若
い
時
か
ら
勝

手
頭
と
し
て
や
っ
て
き
た
。
最
初
は
、
お
料
理

を
写
真
に
撮
っ
て
ノ
ー
ト
に
レ
シ
ピ
を
書
き
込
ん

で
。
そ
の
頃
は
小
泉
さ
ん
も
い
な
く
て
、
年
配

の
人
た
ち
に
「
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
わ
な
き
ゃ

い
け
な
い
し
、
苦
労
し
た
と
思
い
ま
す
よ
。
で

も
一
方
で
、
な
ぎ
さ
さ
ん
が
早
く
か
ら
切
り
盛

り
し
て
い
た
か
ら
、
若
い
世
代
が
早
く
か
ら
来

る
よ
う
に
な
っ
た
の
ね
。
世
代
交
代
が
早
く
進

ん
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
。

羽
生　

う
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
、
そ
う
言
っ

た
よ
ね
。「
も
う
そ
ろっ
と
手
伝
い
は
交
代
し
て

行
って
く
ん
ね
ろっ
か
の
」
と
言
わ
れ
て
ね
。

羽
生　
な
ぎ
さ
さ
ん
は
大
変
な
の
に
、
い
つ
も

大
ら
か
に
明
る
く
し
て
お
ら
れ
て
、
私
に
は
と

て
も
ま
ね
で
き
な
い
。

大
滝　
子
ど
も
た
ち
が
小
さ
い
頃
は
、
本
当
に

大
変
だ
っ
た
か
ら
、
な
ぎ
さ
さ
ん
の
お
母
さ
ん

も
泊
ま
り
込
み
で
手
伝
って
た
よ
ね
。

内
藤　
こ
の
大
滝
幸
子
さ
ん
が
な
ぎ
さ
さ
ん
を
支

え
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
よ
。
な
ぎ
さ
さ
ん

が
若
い
時
は
、幸
子
さ
ん
も
若
かった
か
ら
。（
笑
）

羽
生　
子
ど
も
が
４
人
年
子
で
、
し
か
も
最
後

は
双
子
だ
か
ら
、
忙
し
く
て
大
変
だ
っ
た
と
思

う
の
。
幸
子
さ
ん
が
い
た
か
ら
、
な
ぎ
さ
さ
ん

準
備
を
し
て
く
れ
ま
す
か
ら
。

大
滝　
冷
蔵
庫
に
献
立
が
貼
っ
て
あ
っ
て
、
み
ん

な
指
示
し
て
く
れ
る
ん
で
す
。

内
藤　
切
り
方
か
ら
な
ん
か
ら
ね
。
な
ぎ
さ
さ

ん
は
、
私
た
ち
よ
り
も
若
い
の
に
ね
。

羽
生　
小
泉
さ
ん
（
５
年
前
ま
で
勤
務
し
境
内

整
備
と
調
理
を
担
当
）
が
い
ら
れ
た
時
と
、
指

示
の
仕
方
は
同
じ
だ
よ
ね
。

も
頑
張
れ
た
ん
だ
わ
。

内
藤　
普
通
は
ギ
ス
ギ
ス
し
ま
す
よ
ね
。
ど
う

や
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
ね
。
不
思
議
だ
わ
。
な
ぎ

さ
さ
ん
の
性
格
な
の
？

大
滝　
大
ら
か
さ
は
、私
た
ち
に
見
せ
る
姿
よ
。

爆
発
す
る
時
も
あ
る
よ
。
た
ぶ
ん
、
御
前
さ

ま
に
対
し
て
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
な
い
と
、

駄
目
で
し
ょ
う
。

３
人　

そ
う
そ
う
、
私
た
ち
だ
っ
て
、
み
ん
な

そ
う
よ
！ 

女
性
は
み
ん
な
「
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ

な
か
っ
た
」
って
思
って
る
の
よ
！
（
大
笑
）

内
藤　
子
ど
も
の
頃
は
、
お
ば
あ
さ
ん
に
連
れ

ら
れ
て
、
お
盆
に
な
る
と
必
ず
お
寺
に
行
っ
た

よ
ね
。
実
家
の
お
寺
は
寺
泊
な
ん
だ
け
ど
海
水

浴
し
て
お
寺
で
休
ん
で
ね
。

羽
生　
そ
う
い
う
の
は
忘
れ
な
い
よ
ね
。
境
内

で
遊
ん
だ
り
し
た
こ
と
と
か
ね
。

大
滝　
昔
は
み
ん
な
そ
う
や
っ
て
、
お
寺
に
行
っ

て
た
よ
ね
。

羽
生　
で
も
子
ど
も
の
頃
は
、
お
寺
は
ち
ょっ

と
格
式
が
あ
っ
て
、
何
か
あ
る
時
し
か
行
け
な

い
も
の
だ
っ
た
。
妙
光
寺
に
は
い
ろ
ん
な
人
が
出

入
り
し
て
い
る
し
、
お
寺
の
イ
メ
ー
ジ
が
違
っ
て

き
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

大
滝　
私
は
同
窓
会
と
か
に
行
っ
て
も
、
妙
光

寺
の
話
を
し
よ
う
か
な
、
と
思
い
ま
す
ね
。
案

外
と
誇
り
に
思
って
る
。

内
藤　
私
、
友
達
に
安
穏
廟
を
見
せ
に
き
た
こ

と
が
あ
る
ん
だ
わ
。「
す
ご
い
お
寺
だ
ね
～
」
っ

て
言
わ
れ
て
。
そ
し
て
、
そ
の
友
達
が
ま
た
別

の
友
達
を
妙
光
寺
に
案
内
し
た
っ
て
後
で
聞
い

た
の
。
ま
さ
に
口
コ
ミ
だ
よ
ね
。

羽
生　
い
ろ
ん
な
お
通
夜
に
行
く
と
、
う
ち
の

お
寺
が一番
い
い
な
と
思
う
。
知
人
で
付
き
合
い

の
広
い
人
が
「
何
百
回
と
お
通
夜
に
出
た
け
ど
、

羽
生
さ
ん
の
お
寺
の
よ
う
な
い
い
お
通
夜
に
出
た

こ
と
な
い
」
って
言
って
く
れ
る
。

大
滝　
お
経
も
い
い
よ
ね
。

内
藤　
お
葬
式
で
亡
く
な
っ
た
人
の
人
生
を
お

経
の
中
で
語
って
く
れ
る
じ
ゃ
な
い
。
こ
ん
な
い
い

お
経
初
め
て
聞
い
た
って
皆
が
言
って
く
れ
る
。

大
滝　
法
話
も
い
い
し
ね
。

内
藤　
天
下
一
品
だ
よ
ね
。

内
藤　
代
替
わ
り
は
、
早
す
ぎ
る
ん
じ
ゃ
な
い
。

こ
れ
だ
け
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
か
ら
。

良
恵
さ
ん
が
可
哀
そ
う
だ
よ
。
苦
労
す
る
って
。

羽
生　
御
前
さ
ま
の
お
経
や
法
話
に
惚
れ
て
る

人
が
た
く
さ
ん
い
る
の
に
、
良
恵
さ
ん
が
大
変

で
す
よ
。

大
滝　
御
前
さ
ま
は
後
ろ
で
支
え
る
つ
も
り
だ

ろ
う
け
ど
、
無
理
だ
と
思
う
。
気
が
つ
い
た
ら

前
に
出
て
る
よ
。

羽
生　
そ
れ
に
私
、
御
前
さ
ま
に
お
経
上
げ
て

ほ
し
い
。
御
前
さ
ま
か
ら
私
の
戒
名
を
付
け
て

も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
る
ん
だ
よ
ね
。
う
ち
は
、

ば
あ
ち
ゃ
ん
も
、
夫
も
、
御
前
さ
ま
に
戒
名
を

付
け
て
も
ら
っ
た
ん
だ
か
ら
。

内
藤　
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
、
死
ぬ
ま
で
住
職
を

や
ら
な
く
ち
ゃ
だ
め
だ
よ
。
自
営
業
み
た
い
な

も
ん
な
ん
だ
か
ら
。
死
ぬ
ま
で
働
か
な
く
ち
ゃ
。

羽
生　
良
恵
さ
ん
は
女
性
だ
か
ら
、
余
計
大
変

だ
と
思
う
ん
だ
よ
ね
。
ど
ん
な
世
界
で
も
、
足

を
引
っ
張
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
し
。
突

出
し
て
る
寺
だ
か
ら
ね
。

大
滝　
う
ち
の
夫
も
、
私
の
言
う
こ
と
は
聞
か

な
い
け
ど
、
跡
継
ぎ
の
息
子
の
言
う
こ
と
は
よ

く
聞
く
の
よ
。
御
前
さ
ま
も
、
良
恵
さ
ん
が
来

れ
ば
少
し
ず
つ
態
勢
も
変
わ
っ
て
く
る
と
思
う

の
。
だ
か
ら
２
年
な
ん
て
言
わ
な
い
で
、
少
し

ず
つ
慣
ら
し
て
い
く
の
が
い
い
と
思
う
。

内
藤　

応
援
す
る
か
ら
や
っ
て
ほ
し
い
。
誰
も

辞
め
て
な
ん
て
言
って
な
い
ん
だ
か
ら
さ
。（
笑
）

お
勝
手
の
当
番
は
、
地
区
ご
と
に

分
担
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
？

　

皆
さ
ん
と
し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
頑
張
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。　
　
　
　

						

（
編
集
部
・
新
倉
理
恵
子
）

後
日
御
前
さ
ま
に
、
皆
さ
ん
の
希
望
を
お
伝
え

し
ま
し
た
。「
住
職
冥
利
に
尽
き
る
」
と
感
動
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
「
代
替
わ
り
し
て
も
、

ご
希
望
が
あ
れ
ば
戒
名
も
付
け
る
し
葬
儀
も
行

う
の
で
、ご
安
心
く
だ
さ
い
」
と
の
こ
と
で
し
た
。

普
通
の
家
庭
か
ら
お
寺
に

嫁
い
だ
ん
だ
か
ら
、な
ぎ
さ
さ
ん
に
は

「
こ
ん
な
人
生
の
は
ず
じ
ゃ
な
か
っ
た
」

と
い
う
思
い
も
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。

「
こ
の
寺
は
、
な
ぎ
さ
さ
ん
で

  

も
っ
て
い
る
」
と
よ
く
聞
き
ま
す
ね
？

い
よ
い
よ
来
春
に
は

良
恵
さ
ん
が
帰
っ
て
き
て
、

２
年
後
に
は
住
職
も
代
替
わ
り
と
な
り
ま
す
。

妙
光
寺
の
将
来
に
つ
い
て
は
、

ど
う
考
え
ま
す
か
？

現
在
の
妙
光
寺
に
つ
い
て
、

ど
ん
な
ふ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
か
？

―
―
女
性
檀
徒
の
み
な
さ
ん
に
聞
く
―
―

妙
光
寺
の
行
事
で
、お
齋と
き

を
い
た
だ
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？ 

と
び
き
り
お
い
し
い
精
進
料
理
の
数
々
を
、楽
し
み
に
し
て
い
る
方
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

行
事
の
た
び
に
、寺
庭
夫
人
で
あ
る
小
川
な
ぎ
さ
さ
ん
を
支
え
て
、と
も
に
台
所
に
立
っ
て
い
る
の
は
女
性
檀
徒
の
皆
さ
ん
で
す
。

い
つ
も
は
台
所
に
い
て
姿
の
見
え
な
い
皆
さ
ん
に
、お
話
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。３
人
は
同
世
代
で「
ア
ラ
還
」で
す
。

（
な
お
、妙
光
寺
の
お
齋
は
本
当
に
お
い
し
い
の
で
、ま
だ
食
べ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
方
は
、是
非
行
事
に
参
加
し
て
召
し
上
が
っ
て
く
だ
さ
い
。）



　妙光寺で4回目となった中野亘さんの陶芸展。今年は1ヶ月の間、『京住院』を中
心に、境内の各所に作品を展示しました。毎日途切れなく、多くの方にお出でいた
だきました。

　燕市在住の花師、丸山正栄さん春江さん
による生け花パフォーマンス。花器は中野亘
さん作。

　中野さん作の茶碗で一服。お点前は、安穏
会員の小川宗聡さん（裏千家）と妙光寺茶道
部の皆さん。

　日蓮宗総本山「身延山
久遠寺」より、総勢30名の
修行僧が妙光寺に立ち寄
り、参拝されました。若々し
く力強い太鼓と読経に、お
迎えした檀信徒の皆さん
も感無量。

　雨漏りしていた客殿屋根の全面張り替えがこの
ほど完成いたしました。新工法で屋根のラインに優
しい丸みが加わりました。これでどんな天気でも安
心です。皆様のご協力に感謝いたします。

　秋の大玄関には、毎年美しい菊花が飾られます。
檀徒の内藤清さんと河村一良さんが丹精込めて育
てられたものです。この時期には、この菊花を楽し
みに来寺する方も

　この秋も小川住職の講演が続きました。10月は
新潟市『砂丘館』（写真）のナイトセミナーで、2回に
わたり「現代人の死生観」を、11月は昨年に引き続
き岩室地域コミュニティ協議会で、「終活」がテーマ
でした。

　インドの寺院で奉納舞として伝え
られてきたオリッシーダンス。今回
は、日本で活躍中の篠原英子さんら
が、妙光寺の本堂でその踊りを捧げ
ました。「動く彫刻」とも称される美し
い舞に参加者からはため息が…。

　恒例となった春と秋の研修会。今回は受講1～2回目と3回目以上の方
で、二日間に分けて行いました。

　 池 上 本 門 寺 は 日
蓮聖人が61歳で入滅

（臨終）された霊跡で
す。新潟と関東の方々
が合流して、24人で
参拝しました。
　日蓮聖人の遺徳を
偲ぶ「お会式法要」。
お逮夜に当たる12日
の夜は、30万人の参
詣者で賑わいます。

　 妙 光 寺 で の「 お 会
式」。日蓮聖人のご命日
の法要がしめやかに執
り行われました。
　仏様の弟子になった
証の法号（戒名）を授か
る授与式。今年は11人

が小川住職より生前法号を頂きました。
　午後は三流亭楽々さんの落語で皆さん大笑い。日蓮
宗になじみ深い演目で拍手喝采でした。

岡野氏の奏でる音楽と日蓮宗声明師会僧侶の読経は見事。

07 06

中野亘 陶展  10月1日㊌～31日㊎

池上本門寺 お会
え し き

式団体参拝
10月12日㊐

身延山布教隊  来寺
10月20日㊊

秋の一日研修会　11月4日㊋・24日㊊

東インド古典舞踊 オリッシーダンス公演
　11月15日㊏

客殿屋根改修工事完成

菊 花

住職講演

お会
え し き

式と第13回法号授与式
10月19日㊐

「秋をいける」10月4日㊏

「いっぷく日和」10月25日㊏

寺 のうごき 秋
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こ
の
た
び
『
妙
光
寺
・
浄
土
基
金
』
を

設
立
い
た
し
ま
し
た
。

　

世
の
中
の
価
値
観
の
変
化
の
中
で
、
お

寺
を
運
営
し
て
い
く
う
え
で
の
経
済
的
環

境
が
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
妙
光
寺
と
て

も
例
外
で
は
な
く
、
境
内
の
環
境
と
施
設

を
維
持
し
て
く
こ
と
に
苦
心
し
て
い
ま
す
。

こ
の
『
基
金
』
は
、
壇
信
徒
の
皆
さ
ん
の

負
担
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た
め
に
、
長

期
的
な
見
通
し
で
運
営
で
き
る
よ
う
設
立

し
た
も
の
で
す
。

　

左
記
に
そ
の
現
況
を
ご
報
告
を
申
し
上

げ
、
ご
理
解
と
引
き
続
き
の
ご
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

寄
付
申
込
総
額 

３
７.

５
１
４.

３
８
４
円

（
11
月
17
日
現
在
）

　

春
先
に
築
33
年
目
の
客
殿
に
雨
漏
り
が

見
つ
か
り
、
急
き
ょ
銅
板
屋
根
の
張
り
替
え

を
行
い
ま
し
た
。
９
、
10
月
の
２
ヵ
月
間
天

候
に
恵
ま
れ
工
事
は
順
調
に
進
み
ま
し
た
。

台
所
屋
根
の
張
り
替
え
も
、
追
加
工
事
で

完
了
し
ま
し
た
。

　

ベ
ニ
ヤ
板
だ
っ
た
下
地
を
杉
板
に
し
、
銅

板
の
厚
さ
も
0.3
ミ
リ
か
ら
0.4
ミ
リ
に
変
え
、

新
し
い
工
法
を
加
え
て
よ
り
安
心
で
き
る
も

の
に
な
り
ま
し
た
。
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

イ
ン
ド
に
お
釈
迦
様
の
足
跡
を
訪
ね
る
旅

が
、
定
員
超
の
26
名
で
受
付
を
閉
め
切
り

ま
し
た
。
住
職
夫
妻
も
こ
れ
に
同
行
す
る

た
め
、
来
年
2
月
18
日
～
25
日
ま
で
不
在

と
な
り
ま
す
。
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

　

近
ご
ろ
「
墓
じ
ま
い
」
な
ど
と
、
墓
の

跡
継
ぎ
問
題
を
取
り
上
げ
る
報
道
が
増
え

て
い
ま
す
。
そ
の
影
響
か
安
穏
廟
の
問
合
せ

や
契
約
も
増
え
て
い
ま
す
。「
も
う
無
く
な

る
」
と
の
噂
話
が
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、『
池
の
上
』
も
残
り
50
区
画
余
り
あ
り
、

ま
だ
2
年
ほ
ど
は
余
裕
が
あ
り
ま
す
。

　

諸
般
の
事
情
で
遅
れ
て
い
た
、『
檀
徒
用

安
穏
廟
』
の
工
事
が
進
行
中
で
す
。
敷
地

の
確
保
と
盛
土
を
年
内
に
完
了
し
、
冬
場

に
土
を
固
め
て
春
先
に
完
成
予
定
で
す
。

 『
安
穏
廟
』
現
況

 

檀
徒
用
安
穏
廟
工
事

霊山〝身延〟

浄
土
基
金
現
況

客
殿
屋
根
改
修
工
事
完
了

イ
ン
ド
仏
遺
参
拝
ツ
ア
ー
満席に

　日蓮聖人が信者の日限女という女性に宛て

たお手紙の一説です。日限女が 37 歳の厄年

に当たり、お釈迦様の像を作り、日蓮聖人に

厄除けの〝お守り〟を頼みました。お守りを受

け取ったお礼に日限女から届いたお布施に対し

て、日蓮聖人が送られた礼状です。

　このお手紙の意味は「いまあなた（日限女）

は 37 歳の厄年で、気がかりということですね。

厄というのは、例えて言えばサイコロには角が、

升には隅が、人には関節が、方角には東西南

北があるようなものです」ということです。そ

してお手紙は、日限女がお釈迦様の像を作り

供養することは功徳が大きく、厄を払って安穏

であるだけでなく、未来の成仏もかないますよ、

と続きます。

　当時も今も、厄年には災難や障害が降りか

かるとして、気にすることは変わりがありませ

ん。現在の厄年は一般的に男性が 25と42 歳、

女性は 19 と 33 歳と言われます。このお手紙

の女性は 37 歳ですから、時代によって違いが

あることがわかります。厄年という考えは中国

の陰陽道が始まりで、詳しくみると現代でも諸

説あり、前厄と後厄を加えると大方の年齢が

厄年に該当するほどです。

　現在の 42 歳は四二（死に）、33 歳は三三

（散々）という、言葉の語呂合わせに近いもの

が由来だとも言われます。古い書物には「男子

は 8 歳から血気がさだまり、16 歳で精通し、

8 年ずつ血気が変じて、41 歳から血気が衰え

るので、40 歳を初老という」とあり、男性の

精力が衰えていく年を厄年としています。男女

とも体調が変化して、老化現象の始まる年齢

を指しているようです。女性の 33 歳はお肌の

曲がり角とか、最近はアラサ―などという言葉

もあります。（今も昔も数え年なので、満年齢よ

りは 1 歳若くなることをお忘れなく）。

　こうした体調が変化する年齢だから気を

付けろという説のほかに、厄年は〝役年〟で

あるとの説もあります。一定の年齢に達した

人が、地域のお祭りの役を担って、神輿を

担ぐなど様々な役に付くために、心身を清め、

無事に奉仕できるように祈ったというもので

す。現代でも家庭内や職場、地域での役割

を担う年齢と重なりますから、その責任と体

調変化に注意を払うのは意味のあることとい

えます。

　しかし大切なことは、災難の無い人生はな

いということです。「災い転じて福となす」の言

葉がありますが、「厄を転じて福となす」よう

お力をいただく、日ごろからの謙虚な気持ちと

信仰が大切です。それが冒頭の日蓮聖人のお

手紙の趣旨といえるでしょう。

上 法 話誌 小川英爾

『日限女釈迦仏供養事』

今の日限女は三十七の厄と云々。
厄と申すは譬えばさい（賽）にはかど、升にはすみ ( 隅 )、
人にはつぎふし（関節）、方には四惟のごとし

「
」



　

　11 月に入ったら、暖房の暖かさが恋しくなりまし
た。夜は暖かくないとくつろげないので早 と々こたつ
を出し、今日はあまりにも寒いので寝る前に近くの
温泉に行ってきました。寒 と々した夜の空が大きな
月で明るく照らされる湯船で温まっていたら、クアー
クアーと賑やかな鳴き声が聞こえてきました。白鳥
の隊列が白い月を横切って行きます。こんな夜に白
鳥が飛ぶなんて…。月明かりを頼りに「もう少し頑張
ろう！」などと話しながら、近くのねぐらを目指して
いたのかもしれません。この美しい光景に、近くで
お風呂に入っていた女性グループの一人が言いまし
た。「今日はいいものをたくさん見たわ。山の紅葉、
きれいな月、白鳥、お風呂にもゆっくり入って、幸せ
ね！」と。

　夏の終わりに『世界しあわせ紀行』という本を読
みました。戦争や紛争の取材にうんざりした報道記
者が、世界じゅうの幸福度が高い国を旅して、人間
が幸せと感じるものを探す旅の記録です。わが日本
は残念ながら幸福度がとても低いので、来てくれま
せんでしたが…。それで「幸せ」について興味を持
ちました。
　日々の生活だけで考えると、私自身は「幸せ？」
と聞かれたら「うーん」と答えるとおもいます。大人
なら、なかなか答えられませんよね。幸福は非常に
個人的な感情に左右されるものですし。それで先日
10 年ぶりの同級会にいって、調査してきました（笑）。

といっても、4 人の仲良し会なのですけど。介護や
夫との関係など問題はかかえつつ、でも家族に頼り
にされている間はおおむね幸せ、つまらない家事も

「ありがとう、助かるよ」の言葉や、たまの同級会な
どの外出に快く行かせてもらえれば、それだけで幸
せ感はアップ！ 時間に追われる生活でも幸せと感
じる…。
　私の妹はガラスの作品を作って仕事としています
が、かけ出しの頃あまりにも貧乏で「辛くないの？」
と聞くと「お金が無いのはきついけど、好きなものを
作っていられるから幸せだよ。」となんの迷いもなく
言いました。お金でもない…。

　幸せってなんだろう？ 幸せな人生は自分の力で切
り開けるものではあると思うけれど、同時にある種
の運命のような流れに乗っかってもいて、思わぬと
ころで（あれれれー？）と思うような出来事が起こり
ます。本当にわかりません。
　ささやかでも、小さくても、シンプルに日々の暮ら
しの中にあらわれる「わーい」が幸せで、「くそっ」
と思うことが不幸、そんな程度でよいのではないか
と思いはじめました。
　今年も妙光寺の一年が終わります、いろいろな行
事等へのご協力ありがとうございました。栗は豊作
でしたが、銀杏は不作のようです。それでも少ない
ものをみんなで分け合う！これってすごく幸せ感があ
りませんか？大晦日にお配りします。暖かくしてお出
かけ下さいね。

（＊『世界しあわせ紀行』エリック・ワイナー著　関根光宏訳　早川書房）

「しあわせを探す」

1011 妙光寺教報

　

12
月
に
な
る
と
近
隣
檀
徒
の
全
て
の
お
宅

に
、〝
月が

っ
き忌

納お
さ

め
（
1
年
の
命
日
の
締
め
く
く

り
）〟
の
お
経
に
伺
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
に

来
年
の
お
札
を
お
届
け
し
ま
す
。
各
家
庭
で

は
大
掃
除
を
終
え
る
と
こ
の
新
し
い
お
札
に

張
り
替
え
て
、
新
年
を
迎
え
る
準
備
を
整
え

ま
す
。

 
『
南
無
妙
法
蓮
華
経
・
角
田
山
』
と
い
う
お

札
は
角か

ど

札ふ
だ

と
い
い
ま
す
。
日
蓮
宗
の
信
徒
で
、

妙
光
寺
の
檀
徒
で
あ
る
と
い
う
標
示
と
、
併

せ
て
不
幸
を
排
除
す
る
目
的
で
出
入
口
に
貼

り
ま
す
。
最
近
は
様
々
な
宗
教
の
訪
問
勧
誘

が
増
え
て
、
と
き
に
は
し
つ
こ
い
も
の
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
と
き
「
我
が
家
は
こ
ち
ら
の
お

寺
で
す
か
ら
と
、
こ
の
お
札
を
指
し
示
し
た

ら
す
ぐ
に
帰
り
ま
し
た
」
と
い
う
話
を
聞
き

ま
し
た
。
こ
ん
な
ご
利
益
も
あ
る
よ
う
で
す
。

 

『
御ご
し
ゅ
ご

守
護
』
の
お
札
は
文
字
通
り
お
守
り
札

で
、
不
幸
の
な
い
よ
う
に
お
守
り
い
た
だ
く
も

の
で
す
。
中
に
お
経
を
書
い
た
お
札
が
入
っ
て

い
ま
す
。

 

『
火か

ふ
の
う
し
ょ
う
す
い
ふ
の
う
ひ
ょ
う

不
能
焼
水
不
能
漂
』
は
お
経
の
文
言
で
、

「
三さ

ん
ぼ
う宝
荒こ
う
じ
ん神
」
を
表
し
ま
す
。「
三
宝
荒
神
」

は
不
浄
を
焼
き
尽
く
す
神
聖
な
火
が
あ
る
場

所
と
言
わ
れ
た
〝
か
ま
ど
〟
の
神
様
と
し
て

祀
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
陰
陽
道
の
民
間
信
仰

か
ら
起
こ
り
ま
し
た
。
日
蓮
聖
人
は
「
三
宝

荒
神
は
十じ

ゅ
う
ら羅
刹せ
つ
に
ょ女
な
り
」
と
説
か
れ
、『
法

華
経
』
を
信
仰
す
る
人
の
守
護
神
と
さ
れ
ま

し
た
。
羅ら

せ
つ刹
は
鬼
の
形
相
と
い
う
意
味
で
、

十
人
の
鬼
形
の
女
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
母

親
の
鬼き

し
ぼ
じ
ん

子
母
神
と
と
も
に
「
法
華
経
を
読ど
く
じ
ゅ誦

し
受じ

ゅ
じ持

せ
ん
者
を
擁お

護ご
う

し
、
そ
の
衰す

い
げ
ん患

を
除

か
ん
と
欲
す
」と
お
経
に
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、

そ
の
怖
い
鬼
の
顔
で
法
華
経
信
者
を
悩
ま
す

悪
者
か
ら
守
る
と
い
う
こ
と
で
、
お
札
に
し
て

お
守
り
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

 

「
令
り
ょ
う
び
ゃ
く百
由ゆ

旬し
ゅ
ん

内な
い
む無
諸し
ょ

衰す
い

患げ
ん

」
の
お
札
は

毘び
し
ゃ沙

門も
ん
て
ん天

を
意
味
し
ま
す
。
持
国
天
、
増
長

天
、
広
目
天
、
多
門
天
の
４
人
の
神
様
を
『
四

天
王
』と
言
い
ま
す
。
イ
ン
ド
古
来
の
神
様
で
、

仏
教
を
守
る
こ
と
を
誓
い
守
護
神
と
し
て
崇

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
の

多
聞
天
の
別
名
が
毘
沙
門
天
で
す
。
毘
沙
門

天
は『
七
福
神
』の一人
と
し
て
、七
難
を
避
け
、

財
宝
や
富
と
いっ
た
七
福
を
与
え
る
縁
起
の
良

い
神
様
で
す
。
同
時
に
戦
い
の
神
様
と
さ
れ
、

上
杉
謙
信
が
守
り
本
尊
に
信
仰
し
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
武
人
の
お
姿
は
仏
法

を
邪
魔
す
る
も
の
を
退
治
し
て
、
仏
様
の
教

え
を
守
る
様
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

以
上
４
種
類
の
お
札
は
、
妙
光
寺
に
古
く

か
ら
伝
わ
る
木
版
か
ら
、
１
枚
ず
つ
手
刷
り

し
て
い
ま
し
た
。現
在
は
枚
数
が
多
く
な
って
、

住
職
が
手
刷
り
し
た
１
枚
を
写
真
製
版
し
て

印
刷
し
て
い
ま
す
。
受
け
取
る
方
の
幸
せ
を

祈
り
、
お
経
を
あ
げ
て
加
持
祈
祷
し
て
あ
り

ま
す
。
意
味
を
理
解
い
た
だ
き
丁
寧
に
扱
っ

て
く
だ
さ
い
。

＊
お
札
ご
希
望
の
方
に
は
ど
な
た
で
も
お
分
け

し
ま
す
。
お
い
で
い
た
だ
け
な
け
れ
ば
、
郵

送
も
い
た
し
ま
す
。

質 問 暮れにお寺からいただく
〝お札〟の意味を教えてください。

白鳥の隊列

『世界しあわせ紀行』

幸せってなんだろう？

お上人


