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春のお彼岸中日法要

月例ボランテラ

お寺でヨガ

若杉ばあちゃん食養講座・料理教室

行 事 案 内

■日　時　3月20日㊐
　午前10時半　安穏廟法要
　11時　春季彼岸法要…本堂
　12時　おとき（どなたでも当日受付）
　午後 1時　住職・佐藤上人法話…大広間
　お彼岸は春秋二回、陽気も良くなり昼夜の時間が
同じになるこの日、心の
偏りをなくして仏様の教
えを修行しましょうとい
う古くからの行事です。
どうぞ皆さんでお出か
けください。

■毎月第一日曜日　午前7時～9時 
●会　費　千円（各自賽銭箱にお願いします）
　予約申込み不用。当日直接お寺へお越し下さい。
お参り、法話、作務、朝粥の朝食、コーヒータイム等
があり、交流の輪も広がります。

■毎月15日　午前9時～11時半　午後1時～3時
　境内の清掃等をお願いしています。都合の良い時
間にお越し下さい。昼食はご持参願います。

■日にち　4月21日㊍・5月19日㊍・6月16日㊍
●時　間　14：00～15：15
●参加費　一回７００円
●持ち物　ヨガマット、もしくはバスタオル
●講　師　ノリコさん
　冬の間お休みしていたヨガですが、4月より再開で
す。春からは毎月第３木曜日の昼コースだけになりま
す。日程をご確認のうえご参加ください。
※どなたでも参加できますが予約制ですので、その
都度電話での連絡をお願いします。

■日にち　4月17日㊐
●料理教室（妙光寺厨房）
　10時から　参加費 5,500円　定員20名
●講座①（大広間） 14時から　参加費3,500円
●講座②（大広間） 16時から　参加費4,000円
主催：未来食堂実行委員会（川鍋）　
　☎090-7014-4640
　dechiffrer_pedro@yahoo.co.jp

　野草料理研究家で食養指導者、
数々の著書もある若杉友子さんの料理教室と講座
です。詳しくは直接主催者にお問合せ下さい。

■日にち　4月9日㊏
●費　用　1万円（昼夕食付）
●定　員　45名
● 申込み　4月5日までに電話、FAX、ホームページ

連絡窓口から
　妙光寺ゆかりの周辺霊跡を小川住職の解説で
巡る、日帰りバスの旅です。行程の最後は温泉と夕

食で懇親を深めま
す。妙光寺檀信徒
及びその友人、ど
なたでもご参加い
ただけます。（詳細
は別紙案内書を）

妙光寺ゆかりの史跡参拝の旅

■日　時　4月29日㊎ ㊗
　　　　  午前8時半受付開始
　江戸時代からの伝統行事。花と緑の境内を雅楽
の先導でお練りの行列が続きます。お気軽にお参り
ください。（詳細は別紙“「ご妙判」お大会のご案内”を）

※出仕のお稚
児さん募集中。
どなたでもお申
込みいただけま
す。（詳細は別紙
案内書を）

あ と が き

　妙光寺の2016 年は、ご前様の思いがけない入院で始まりました。
（今はお元気ですので、ご安心ください）今号には、ご前様が病
室から撮影した「初日の出」の写真を乗せました。晴天の元旦の
朝、山から昇る初日の出は素晴らしく、幾度もシャッターを切ったそう
です。今号では、日蓮宗の「大荒行」の真髄を修法伝師・戸田
上人から伺い、「大荒行」成満3日後の佐藤上人にも話を聞きました。
2016 年も『妙の光』をよろしくお願い致します。（新倉理恵子）facebook

始めました

月例信行会

春の一日研修

ご判さま「お大会」
だ いえ

94復刊 号

春爛漫

　

新
潟
の
冬
は
日
照
の
少
な
い
日
が
長
く
続
く
の
で
、
春
の

訪
れ
は
こ
と
の
ほ
か
嬉
し
い
。
境
内
は
真
っ
赤
な
ヤ
ブ
椿
の

花
か
ら
始
ま
る
。
な
か
で
も
鐘
楼
堂
の
脇
の
一
本
は
、
県

内
で
も
貴
重
な
古
木
で
は
な
い
か
と
専
門
家
が
教
え
て
く
れ

た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
は
裏
山
に
足
を
少
し
踏
み
入
れ
た
だ

け
で
、
雪
割
草
、
ニ
リ
ン
ソ
ウ
、
ヒ
ト
リ
シ
ズ
カ
、
福
寿
草

と
いっ
た
山
野
草
が
目
の
前
に
広
が
る
。

　

や
が
て
梅
か
ら
コ
ブ
シ
、
桜
、
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
、
梨
、
海
棠
、

シ
ャ
ク
ナ
ゲ
、
オ
オ
デ
マ
リ
、
シ
ャ
ク
ヤ
ク
、
牡
丹
…
と
書

き
き
れ
な
い
ほ
ど
の
花
々
が
次
々
と
目
を
楽
し
ま
せ
る
。

　

こ
と
に
桜
は
早
咲
き
の
枝
垂
れ
桜
、
華
や
か
な
ソ
メ
イ
ヨ
シ

ノ
、
妖
艶
な
八
重
桜
、
清
楚
な
山
桜
と
続
く
。
御ぎ

ょ

衣い

黄こ
う

と
い

う
緑
色
の
花
び
ら
を
驚
い
た
よ
う
に
見
上
げ
る
人
も
多
い
。

　

仏
さ
ま
に
お
供
え
す
る
花
々
だ
が
、
お
参
り
の
方
々
に
は

柔
ら
か
な
日
差
し
と
心
地
よ
い
春
風
と
と
も
に
、
冬
の
寒
さ

で
縮
ん
で
し
ま
っ
た
体
と
心
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
願
う
。
そ
れ
に
「
ホ
ー
法
華
経
」
と
鳴
く
鶯
は
、
日
蓮

宗
の
寺
の
境
内
で
聞
く
の
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
。

  

さ
ま
ざ
ま
の
事
思
ひ
出
す
桜
か
な
　
芭
蕉

「寺泊・日蓮聖人銅像」

お稚児さん
募集中



　中原さんは佐渡島の生まれ。4人兄

妹の次女で、両親は味噌樽や手桶、人

が乗ってワカメやサザエを採るタライ舟

造りの職人だった。

　高校を卒業後、田舎暮らしが嫌で、

親の反対を押し切り上京した。幸い佐

渡が本社の㈱丸大味噌の新宿出張所

で、住み込みの事務員と

して働いた。

　当時会社は、佐渡出

身者だけを雇用してい

て、男性社員には働き

ながら大学に通う制度が

あった。夫・克夫さんも、

そのひとりだった。美智

子さんは、克夫さんの

卒業を待って職場結婚し

た。結婚式は、職場の

仲間が事務所で盛大に

お祝いしてくれた。

　結婚と同時に夫婦で大阪出張所に転

勤して６年が過ぎた時、30歳の克夫さ

んに腎臓の病気が見つかる。以来不治

の病との闘いが始まった。やがて克夫

さんは人工透析が必要となり、2人は

治療のため新潟市に移り住んだ。美智

子さんは、デパートで働きながら、入退

院を繰り返す克夫さんの看病を続けた。

デパート勤務の最後の15年間、克夫さ

んは透析の合併症に苦しみ、美智子さ

んは毎日デパートの制服を着て病院か

ら出勤した。40年間に及ぶ闘病生活の

なかで、あの頃が一番つらい時だった

と思いだす。

　克夫さんが夫婦で一緒の墓に入りた

いと言ったことから、2人は平成17年に

安穏廟を求めた。そして平成22年に夫

婦そろって生前戒名を受けた。その年

の12月、克夫さんは他界された。佐渡

から集まった親族とともに、妙光寺の京

住院で心温まる葬儀を営めたことが忘

れられないと言う。

　以来、美智子さんは、

自宅の仏壇で朝夕のお

勤めを欠かさない。お寺

の研修会、身延山団体

参拝、月例信行会や毎

月15日のボランテラなど

年間の行事のほぼ全てに

参加している。4月29日

のご判様では、『霊山旗』

を持ってお練りにも加わ

る。夏の「送り盆」では、

信行会の仲間とともに法

要に出仕している。そして妙光寺お茶ク

ラブの一員として、行事のお茶席で活躍。

最近は、お茶クラブの仲間といっしょに

着物の着付けも習い始めた。お寺以外

でも、月4回の太極拳と、パッチワーク

教室にも通って、多忙な毎日を元気に

過ごしている。

　人生のほとんどを夫の看病に努めた

美智子さんは、「今まで本当に大勢の人々

から励まされ支えられて生きてきた。残

りの人生は、支えられたことへの感謝を

胸に、恩返しの気持ちで仏道を歩んで

いきたい」と、いつもの柔和な笑顔で

語ってくださった。　　　　　（鎌田記）

「
感
謝
を
胸
に
生
き
る
」

結婚まで

闘病生活を支えて

檀徒として

感謝と恩返し

新
潟
市
西
区
青
山

中
原
美
智
子
さ
ん（
80
歳
）

　

神
奈
川
県
の
Ａ
子
さ
ん
が
安
穏
廟
を
契
約
さ
れ
た

の
は
平
成
６
年
で
し
た
。
生
涯
独
身
で
大
企
業
の
社

長
宅
の
住
込
み
お
手
伝
い
さ
ん
な
ど
を
勤
め
、
華
や

か
な
暮
ら
し
ぶ
り
の
時
期
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
ご

自
分
の
判
断
で
高
齢
者
施
設
に
入
居
し
、
そ
の
後
心

身
と
も
に
弱
っ
た
の
で
1
歳
年
下
で
89
歳
の
妹
Ｂ
子

さ
ん
に
後
事
を
託
し
ま
し
た
。

　

託
さ
れ
た
Ｂ
子
さ
ん
も
ご
主
人
が
亡
く
な
り
、
一

人
娘
は
遠
方
に
嫁
い
で
一
人
暮
ら
し
で
す
。「
自
分
の

方
が
先
に
逝
く
か
も
し
れ
な
い
。
今
で
す
ら
と
て
も

葬
儀
は
勤
ま
ら
な
い
。
葬
式
と
埋
葬
だ
け
で
も
妙
光

寺
さ
ん
に
お
願
い
し
た
い
」
そ
う
考
え
て
、
ひ
と
り

で
電
車
を
乗
り
継
ぎ
訪
ね
て
来
ら
れ
た
の
は
一
昨
年

の
秋
も
深
ま
っ
た
頃
で
し
た
。

　

秋
の
日
は
短
く
、
す
ぐ
に
暗
く
な
り
ま
す
。
泊
ま
っ

て
い
た
だ
き
じ
っ
く
り
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
Ａ
子

さ
ん
は
認
知
症
も
出
始
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
で
も
、
残
念
な
が
ら
こ
の
時
は
い
く
つ
か
の
問

題
点
が
あ
っ
て
、
お
引
き
受
け
は
難
し
い
と
お
話
し

ま
し
た
。
私
の
説
明
を
き
ち
ん
と
受
け
止
め
、
翌
朝

「
で
は
こ
う
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
」
と
ご
高
齢

な
の
に
し
っ
か
り
と
、
柔
軟
に
考
え
て
お
ら
れ
る
の
に

驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
の
挙
げ
た
問
題
点
は
、
ま
ず
葬
儀
の
事
前
契
約

は
本
人
と
の
契
約
が
前
提
な
の
で
、
本
人
が
認
知
症

で
は
契
約
も
、
費
用
の
事
前
払
込
も
で
き
な
い
こ
と
。

次
に
葬
儀
会
館
等
で
は
予
め
費
用
が
読
め
な
い
の
で
、

事
前
契
約
は
妙
光
寺
で
の
葬
儀
を
前
提
に
し
て
い
ま

す
。
そ
の
際
親
族
が
い
な
い
と
県
外
か
ら
ご
遺
体
を

搬
送
す
る
手
配
が
難
し
い
こ
と
。
そ
し
て
法
律
で
は

役
所
へ
の
死
亡
届
は
親
族
ま
た
は
病
院
長
な
ど
に
限

ら
れ
て
い
て
、
妙
光
寺
が
で
き
な
い
こ
と
。
こ
の
3
点

で
し
た
。
こ
れ
ら
を
乗
り
越
え
る
の
は
難
し
く
、
小

さ
な
お
身
体
の
肩
を
落
と
し
て
帰
ら
れ
た
Ｂ
子
さ
ん

の
後
ろ
姿
が
、
い
ま
も
目
に
焼
き
付
い
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
も
、
電
話
と
お
手
紙
で
や
り
取
り
が
続
き

ま
し
た
。
Ｂ
子
さ
ん
か
ら
「
新
潟
に
行
っ
て
ご
相
談

し
た
い
」
と
の
言
葉
を
幾
度
か
頂
き
ま
し
た
。
私
は

高
齢
の
道
中
を
案
じ
て
、「
な
ん
と
か
解
決
策
を
み
つ

け
ま
す
か
ら
」
と
説
得
し
ま
し
た
。
そ
し
て
幸
い
、

先
頃
全
て
が
解
決
で
き
た
の
で
す
。

　

そ
の
解
決
策
は
次
の
3
点
で
す
。
契
約
に
つ
い
て
は

Ｂ
子
さ
ん
が
姉
Ａ
子
さ
ん
の
任
意
後
見
人
な
の
で
、

Ｂ
子
さ
ん
を
契
約
者
と
す
る
。
銀
行
が
姉
の
口
座
か

ら
の
引
き
下
ろ
し
に
同
意
し
な
い
と
き
は
、
Ｂ
子
さ

ん
が
自
分
の
所
持
金
で
費
用
を
納
め
る
と
言
わ
れ
た
。

ご
遺
体
は
、
神
奈
川
県
内
か
ら
妙
光
寺
へ
の
ご
遺
体

搬
送
を
引
受
け
る
業
者
を
、
数
社
見
つ
け
た
。
死
亡

届
は
、
数
年
前
の
法
律
改
正
で
、
妙
光
寺
の
よ
う
な

立
場
で
も
死
亡
届
が
出
せ
る
と
弁
護
士
か
ら
回
答
が

あ
っ
た
。
こ
れ
を
基
に
作
成
し
た
文
書
を
弁
護
士
に

確
認
し
て
も
ら
っ
て
、
契
約
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
ご
相
談
が
始
ま
っ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
1
年
が

過
ぎ
、
こ
れ
で
私
も
本
当
に
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

　

今
年
の
正
月
も
過
ぎ
た
1
月
半
ば
、
Ｂ
子
さ
ん
か

ら
お
手
紙
を
頂
き
ま
し
た
。

　
「
新
春
の
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
お
送
り
い
た
だ
き
ま
し
た

書
類
を
何
時
お
届
け
し
た
ら
よ
い
か
た
め
ら
い
ま
し

た
が
、
去
る
12
月
26
日
、“
姉
Ａ
子
の
も
し
も
の
際
の

連
絡
先
”
を
施
設
の
所
長
さ
ん
に
お
会
い
し
て
、
お

渡
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
際
20
年
前
の

夏
の
お
盆
に
伺
っ
た
折
に
撮
っ
た
、
妙
光
寺
さ
ん
で
の

寫し
ゃ
し
ん眞

も
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
陰
様
で
無
事
に

済
ま
す
事
が
出
来
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
御
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
か
し
こ
」

　

い
つ
も
と
同
じ
、
ま
る
で
ペ
ン
習
字
の
お
手
本
の
よ

う
な
き
れ
い
な
文
字
で
す
。
待
ち
続
け
た
姉
の
た
め

に
何
と
か
し
て
あ
げ
た
い
切
実
な
気
持
ち
と
安
堵
感

が
伝
わ
る
文
章
に
、
心
洗
わ
れ
る
思
い
で
し
た
。

葬
儀
を
し
て
く
れ
る
人
の
い
な
い
不
安

1
年
が
か
り
の
契
約

感
謝
の
手
紙

小川英爾

安  穏  

葬儀の事前契約

0203



戸
田
　
髪
も
切
ら
な
い
し
髭
も
剃
り
ま
せ
ん

が
、
週
１
回
の
入
浴
は
あ
り
ま
す
し
洗
濯
も

清
掃
も
し
ま
す
。
不
潔
に
し
な
い
で
、
身
を

清
め
て
修
行
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
雑
談
は
し

ま
せ
ん
。
百
日
間
と
も
に
過
ご
す
の
で
す
か

ら
人
間
と
し
て
の
触
れ
合
い
は
あ
り
ま
す
が
、

「
雑
談
を
し
な
い
」「
お
い
し
い
も
の
を
食
べ

な
い
」「
執
着
し
な
い
」
の
姿
勢
で
、
寂
然
と

し
て
行
を
す
る
の
で
す
。

—
—

 

そ
も
そ
も
「
大
荒
行
」
は
、
ど
の
よ
う

に
始
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

戸
田
　
日
本
の
仏
教
各
派
で
は
、
修
験
道
な

ど
の
影
響
も
あ
っ
て
、
様
々
な
形
で
「
祈
祷
」

の
た
め
の
修
行
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
日

蓮
宗
で
も
修
行
法
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た

—
—

 

日
蓮
宗
の
「
大
荒
行
」
は
、
ど
ん
な

こ
と
を
す
る
の
で
す
か
？

戸
田
　
日
課
は
、
朝
２
時
50
分
の
起
床
に
始

ま
り
、
夜
11
時
半
の
就
寝
に
終
わ
り
ま
す
。

「
水
行
」
は
、
桶
で
井
戸
水
を
７
杯
か
ら
15

杯
く
ら
い
頭
か
ら
か
ぶ
り
ま
す
。
昼
食
は
な

く
一
日
二
食
で
、
基
本
は
お
粥
と
野
菜
の
入
っ

た
味
噌
汁
を
、
供
養
と
し
て
修
行
僧
た
ち
が

調
理
し
て
食
べ
ま
す
。
精
進
料
理
で
す
か
ら
、

魚
や
肉
は
食
べ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
ひ
た
す

ら
水
行
と
読
経
に
集
中
し
ま
す
。
肉
体
的
に

厳
し
い
修
行
な
の
で
、
男
性
の
僧
侶
し
か
参

加
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

—
—

 

髭
も
剃
ら
な
い
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、

入
浴
は
？

—
—

 

法
華
経
寺
で
も
「
大
荒
行
」
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
ね
。

戸
田
　
法
華
経
寺
で
は
昭
和
40
年
代
か
ら

「
大
荒
行
」
が
行
わ
れ
、
今
年
は
１
５
０
人

ほ
ど
が
修
行
し
た
そ
う
で
す
。
遠
壽
院
で
も

毎
年
10
人
か
ら
15
人
が
修
行
し
て
い
ま
す
。

現
在
日
蓮
宗
の
「
大
荒
行
」
が
行
わ
れ
て
い

る
の
は
、
こ
の
２
ヶ
所
だ
け
で
す
。

—
—

 

法
華
経
寺
の
「
大
荒
行
」
も
、
遠
壽

院
流
行
法
な
の
で
す
か
？

戸
田
　
日
蓮
宗
の
「
大
荒
行
」
は
遠
壽
院
流

だ
け
で
す
か
ら
、
法
華
経
寺
で
も
日
久
上
人

の
次
第
で
修
行
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

—
—

 「
大
荒
行
」
を
通
じ
て
修
行
僧
は
、
心

身
を
強
く
す
る
わ
け
で
す
ね
？

戸
田
　
い
い
え
。「
大
荒
行
」
は
、
鍛
練
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
祈
祷
」
と
い
う
の
は
、
霊
的

な
も
の
に
感
応
す
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
で

す
。
極
限
状
態
に
身
を
置
く
こ
と
で
、
自
分

自
身
を
み
つ
け
て
、
霊
的
な
も
の
に
感
応
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
く
の
が
修
行
で
す
。
修
行

を
重
ね
て
い
く
と
、
各
々
の
修
行
僧
が
持
っ
て

い
る
深
層
的
な
も
の
が
見
え
て
き
ま
す
、
そ

れ
を
自
分
で
み
つ
け
て
い
く
の
が
修
行
で
す
か

ら
、
そ
の
過
程
は
一
人
ひ
と
り
違
っ
て
い
き
ま

す
。
た
だ
さ
す
が
に
初
行
僧
は
、
百
日
間
で

目
に
見
え
て
変
わ
って
い
き
ま
す
ね
。

—
—

 「
霊
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
、
も
う
少

し
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

戸
田
　
霊
的
と
いっ
て
も
、
幽
霊
や
霊
魂
の
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
で
説
明
す
る
の

は
非
常
に
難
し
い
の
で
す
が
、
目
に
見
え
な
い

も
の
、
今
ま
で
の
自
分
に
は
見
え
て
い
な
か
っ

た
も
の
、
気
付
け
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
こ
と

で
す
。
初
め
て
の
何
か
を
見
出
し
た
り
体
験

し
た
り
す
る
と
、
人
間
は
「
す
ご
い
！
」
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
い
も
の
で
あ

る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
、
悪
い
も
の
で
あ
る

場
合
も
あ
る
。
修
行
の
中
で
、
行
僧
が
「
霊

的
な
も
の
」
を
見
出
し
た
時
に
、
そ
れ
が
い

が
、
そ
れ
を
遠
壽
院
流
行
法

と
し
て
４
３
０
年
前
に
確
立

し
た
の
が
、
遠
壽
院
第
三
代

住
職
日
久
上
人
で
す
。
遠

壽
院
は
法
華
経
寺
の
塔
頭
寺

院
で
す
が
、
日
久
上
人
は
修

法
道
に
秀
で
た
方
だ
っ
た
の
で
、
法
華
経
寺
の

副
住
職
と
し
て
修
法
の
相
伝
を
担
当
し
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
日
蓮
宗
に
伝
わ
っ

て
い
た
修
行
法
を
す
べ
て
ま
と
め
て
、「
大
荒

行
」
百
日
間
の
次
第
を
制
定
し
た
の
で
す
。

遠
壽
院
に
は
、
日
久
上
人
の
「
相
伝
書
」
が

巻
物
で
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
久
上
人
は
、

自
身
が
元
禄
５
年
に
「
大
荒
行
」
を
行
い
最

初
の
成
満
僧
と
な
り
ま
し
た
。

い
も
の
か
悪
い
も
の
か
を
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
の

が
、
伝
師
と
し
て
の
私
の
仕
事
で
す
。
た
だ

し
、
言
葉
の
や
り
取
り
は
あ
ま
り
行
い
ま
せ

ん
。
と
に
か
く
読
経
三
昧
の
一
日
一
日
を
一

緒
に
積
み
重
ね
て
い
く
中
で
、
相
伝
し
て
い

き
ま
す
。
あ
る
意
味
で
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な

の
で
す
。
さ
き
ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
一

人
ひ
と
り
道
す
じ
が
違
い
ま
す
か
ら
、
基
本

は
一
対
一
の
指
導
に
な
り
ま
す
。
百
日
間
に

は
段
階
が
あ
り
、
最
後
に
木
剱
の
作
法
を
伝

授
し
ま
す
。

—
—

 

祈
祷
の
時
に
木
剱
を
使
う
お
坊
さ
ん

は
、
か
っ
こ
い
い
で
す
よ
ね
。

戸
田
　
か
っ
こ
い
い
で
す
か
？ 

木
剱
に
は
「
魔

を
斬
る
」「
迷
妄
を
は
ら
う
」
と
い
う
意
味

が
あ
り
ま
す
。
周
囲
の
目
に
見
え
な
い
は
ら

う
べ
き
も
の
と
対
峙
す
る
姿
勢
を
表
し
て
い

ま
す
。
遠
壽
院
に
は
、
日
久
上
人
が
使
っ
た

木
剱
と
数
珠
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

—
—

 

何
度
も
「
大
荒
行
」
を
行
う
こ
と
も
で

き
る
ん
で
す
か
？

戸
田
　
一
応
五
回
が
一
区
切
り
に
な
って
い
ま

し
て
、
何
度
も
行
う
修
行
僧
も
い
ま
す
。
で

も
現
在
の
よ
う
に
年
に
一
度
日
を
決
め
て
集

団
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
以
後
の

こ
と
な
ん
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
寒
期
に
一

人
き
り
で
行
って
い
ま
し
た
。
あ
く
ま
で
修
行

は
個
々
人
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
テ
ス
ト

も
あ
り
ま
せ
ん
。
十
回
二
十
回
と
や
れ
ば
偉

い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。「
行
に

入
る
」
と
い
う
の
は
俗
世
の
名
誉
か
ら
離
れ
る

こ
と
で
す
か
ら
、
回
数
を
誇
る
の
は
お
か
し

な
こ
と
で
す
。
私
は
、
霊
的
な
気
付
き
が
あ

ま
り
な
い
人
の
方
が
、
回
数
を
重
ね
て
行
い
た

が
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
ね
。

—
—

 

毎
年
百
日
間
の
修
行
を
相
伝
す
る
の

は
、
大
変
な
ご
苦
労
で
す
ね
。

戸
田
　
今
年
の
「
大
荒
行
」
は
昨
日
で
終
わ

り
（
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
る
の
は
二
月
十
一

日
）、
12
人
が
成
満
し
ま
し
た
。
修
行
は
個
々

人
の
も
の
で
す
が
、
12
人
は
一
つ
の
集
団
に
な

り
ま
す
か
ら
、
そ
の
兼
ね
合
い
が
難
し
く
て

毎
年
苦
労
し
ま
す
。
答
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
中
で
遠
壽
院
で
は
、
行
法
の
歴
史
と
伝

統
を
守
っ
て
い
る
の
で
す
。

—
—

 

お
疲
れ
の
と
こ
ろ
、
貴
重
な
お
話
を
聞

か
せ
て
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

—
—

 

百
日
の
修
行
を
終
え
た
感
想
は
い
か

が
で
す
か
？

佐
藤
　
終
え
て
み
る
と
案
外
あ
っ
と
い
う
間

に
思
え
ま
す
。
入
る
前
は
不
安
も
あ
り
ま

し
た
が
、
何
が
あ
っ
て
も
最
後
ま
で
や
り
き

ろ
う
と
、
命
が
け
に
近
い
決
意
で
臨
み
ま

し
た
。
無
事
に
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
て
、

ほ
っ
と
し
て
い
ま
す
。

—
—

 

修
行
中
つ
ら
か
っ
た
こ
と
は
、
何
で

す
か
？

佐
藤
　
最
初
の
35
日
の
自
行
期
間
で
す
。

〝
罪
障
消
滅
〟
と
いっ
て
、
ひ
た
す
ら
自
分

の
罪
を
み
つ
め
、
滅
罪
を
祈
り
ま
す
。
こ

れ
は
辛
か
っ
た
で
す
。
ま
た
行
中
の
作
法

な
ど
覚
え
る
こ
と
も
多
く
、
少
人
数
な
の

で
当
番
の
仕
事
も
常
に
あ
っ
て
、
非
常
に
大

変
で
し
た
。

—
—

 

自
分
が
変
わ
っ
た
と
思
っ
た
の
は
、

ど
の
時
点
で
す
か
？

佐
藤
　
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
一
般
の

方
々
に
ご
祈
祷
を
さ
せ
て
頂
い
た
一
月
で

し
ょ
う
か
。
初
め
は
、
自
分
が
ご
祈
祷
を
す

る
の
が
怖
か
っ
た
ん
で
す
。
上
手
く
出
来
な

か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
心
配
で
し
た
。
遠

壽
院
で
は
、
最
後
に
初
行
者
も
導
師
を
務

め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
そ
の
時
に
、
ご
祈
祷

を
受
け
に
来
ら
れ
た
方
の
真
剣
さ
に
触
れ

て
、
自
分
も
一
所
懸
命
務
め
た
ら
意
外
に

満
足
で
き
た
ん
で
す
。
作
法
は
あ
る
け
れ

ど
、
自
分
な
り
の
形
で
自
由
に
や
っ
て
い
け

ば
い
い
ん
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
皆

さ
ん
の
た
め
に
木
剱
を
振
ら
な
く
ち
ゃ
い
け

な
い
の
に
、
自
分
の
出
来
を
心
配
す
る
の
は

お
か
し
い
と
気
付
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

伝
統
あ
る
遠
壽
院
で
修
行
さ
せ
て
頂
い
た
の

は
、
本
当
に
幸
福
だ
っ
た
と
思
って
い
ま
す
。

—
—

 

良
い
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。   （
聴
い
た
人　
編
集
部・新
倉
理
恵
子
）

遠
お ん じ ゅ い ん

壽 院・戸 田 伝 師に聞く

百
日
間
の
大
荒
行
は
僧
侶
の
心
を
磨
く

  2：50 起床
  3：00 水行
  4：00 朝

ちょうごん

勤
  5：30 朝

ちょうじき

食
  6：00 水行
  9：00 水行
12：00 水行
15：00 水行
17：30 夕

ゆうじき

食
18：00 水行
19：00 夕

ゆうごん

勤
23：00 水行
23：30 就寝

＊他の時間は荒
あら

菰
こも

　の上で読経三昧。

修行僧の1日

　
日
蓮
宗
に
は
、
毎
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
月
十
日
に
及
ぶ
寒
百
日
間
の
「
大
荒
行
」
が
あ
り
ま
す
。
遠
壽
院
（
千
葉
県

市
川
市
）
は
、そ
の
「
大
荒
行
」
を
四
百
年
来
受
け
継
ぎ
「
祈
祷
根
本
道
場
」
と
な
っ
て
い
る
お
寺
で
す
。
こ
こ
に
は
、

元
禄
５
年
（
一
六
九
二
）
最
初
の
成
満
者
と
な
っ
た
日
久
上
人
を
筆
頭
に
、
現
代
ま
で
の
す
べ
て
の
成
満
者
の
名
前
を
記

し
た
巻
物
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
鎌
田
上
人
の
名
も
あ
り
、
佐
藤
上
人
も
先
月
そ
の
列
に
加
わ
り
ま
し
た
。
成
満

僧
は
木ぼ

っ
け
ん剱

に
よ
る
「
ご
祈
祷
」
を
行
う
資
格
を
得
ま
す
。
歴
史
あ
る
修
法
を
現
代
に
伝
え
る
戸
田
日
晨
伝
師
に
、「
大

荒
行
」
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

戸田日晨伝師（63歳）
遠壽院住職。修法伝師とし
て、日蓮聖人直授伝来の修
法伝書を修行僧に相伝する
任にあたっている。妙光寺
小川住職とは、身延山信行
道場で同期生となって以来
の友人
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佐
藤
勝
啓
上
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

祝
成じ

ょ
う
ま
ん満

！
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　穏やかな除夜と正月に、たくさんの方がお参りくださいました。
妙光寺お茶クラブによるお点前も好評でした。
　今年は小川住職が体調を崩し、暮れの30日から1週間の入院
で年末年始に不在という緊急事態でしたが、大勢のお手伝いの
方々のご協力で事なきを得ることができました。住職は、いまは
全快していますのでご心配ありません。

　角田浜は雪が少ないことで知られています。それでもひと冬に2
回程、静寂に満ちた墨絵の世界のような風景が見られます。

　お参りに来られる皆さんに可愛
がられて13年。最近は足腰が弱り、
奥で寝ている事が多くなりました。
玄関でのお出迎え業務もそろそろ
退職かな…。

除夜の鐘にはたくさんの人の列

荒行を成し遂げ『遠壽院大荒行堂』を出る佐藤上人（前から３人目）雪も残る寒風の中、厄除け祈願法要の前に、水行で身を清めます

荒行を終えた僧侶だけがご祈祷することを許されます

法要の後、お汁粉で歓談する皆さん

お焚き上げの火でスルメを焼きました 温かいこんにゃくと甘酒

妙光寺お茶クラブ勢揃いでのおもてなし

お年始の皆さんで賑やかな元旦

子どもたちにも人気の福引
初
日
の
出
～
病
室
で
小
川
住
職
が
撮
影
し
ま
し
た
～

大晦日とお正月

雪景色

看板犬「もんた」

佐藤上人水行と厄除け祈願祭  2月20日㊏、21日㊐

　毎日朝のお勤めは、寒さの中でもいつも通りです。参拝の方の
為、よほどの強風が吹き込まない限り正面は開放しています。

雪の朝のお勤め

寺 のうごき 冬
　昨年11月1日から寒百日間、千葉県〝遠壽院大荒行堂〟での厳しい修行を終えた佐藤上人が無事戻りました。
2月20，21日の2日間水行で身を浄めてから御宝前にご奉告、引き続きお参りの88名の方々に厄除け、家内安全、
身体健全等の祈願法要を営みました。
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み
し
ま
す
。
現
住
職
に
よ
る
授
与
は
、
今

年
が
最
後
と
な
り
ま
す
。
次
号
で
詳
細
お

知
ら
せ
し
ま
す
が
、
ご
検
討
お
き
く
だ
さ
い
。

　　

永
代
供
養
墓
の
先
駆
け
と
し
て
全
国
的

に
知
ら
れ
た
『
安
穏
廟
』
が
で
き
て
27
年

が
過
ぎ
、
類
似
の
も
の
か
ら
新
し
い
形
態
ま

で
た
く
さ
ん
出
来
て
い
ま
す
。

　

そ
の
せ
い
か
以
前
ほ
ど
の
件
数
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
お
陰
様
で
現
在
で
も
県
内
外
か

ら
の
問
合
せ
、
申
込
は
続
い
て
い
ま
す
。
現

在
受
付
中
の
『
杜
の
安
穏
・
池
の
上
』
も

２
４
０
区
画
の
う
ち
、
残
り
は
27
区
画
で
す
。

　

従
来
の
檀
徒
墓
地
で
お
墓
の
継
承
者
不

在
が
心
配
な
方
に
は
、
昨
春
「
檀
徒
用
安

穏
廟
」
が
完
成
し
ま
し
た
。
い
つ
で
も
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

百
日
間
の
荒
行
を
成
満
し
た
佐
藤
上
人

は
、
更
に
も
う
1
年
延
長
し
て
妙
光
寺
に

勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
小
川
良

恵
上
人
が
各
種
の
研
修
に
出
か
け
て
不
在

が
ち
に
な
る
見
通
し
で
あ
る
こ
と
と
、
荒

行
期
間
を
妙
光
寺
の
勤
務
期
間
で
補
う
た

め
で
す
。

　

作
秋
に
退
職
し
た
寺
務
の
小
川
綾
の
補

充
は
予
定
が
あ
り
ま
せ
ん
。
柿
崎
さ
ん
一
人

で
す
の
で
ご
不
便
を
お
か
け
す
る
こ
と
と
思

い
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
「
妙
光
寺
を
皆
様
の
浄
土
に
す
る
こ
と
」

を
目
的
に
、
境
内
と
建
物
の
維
持
管
理

を
安
定
的
に
行
う
財
源
と
し
て
一
昨
年
秋

『
妙
光
寺
浄
土
基
金
』
を
設
立
し
ま
し
た
。

お
陰
様
で
2
月
末
現
在
６
３
６
件
、
総
額

5
千
５
９
０
万
３
７
６
円
の
お
申
し
出
を
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
客
殿
屋
根
大
改
修
、
三
重
塔

土
台
修
復
、
行
事
用
台
所
エ
ア
コ
ン
新
設
、

大
広
間
改
修
に
支
出
し
ま
し
た
。
今
後
は

各
種
研
修
会
等
の
開
催
、
現
在
進
行
中
の

客
殿
改
修
工
事
、
住
職
交
代
式
等
の
費
用

補
填
に
充
て
る
予
定
で
す
。
こ
れ
ら
の
目

途
が
つ
き
ま
し
た
ら
正
式
な
ご
報
告
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
引
き
続
き
の
ご
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

来
年
の
住
職
交
代
に
合
わ
せ
て
、
老
朽

化
し
た
住
職
の
住
居
を
建
て
替
え
中
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
場
所
が
風
通
し
が
悪
く
湿
気

が
強
い
の
で
、
勝
手
口
通
路
脇
に
新
築
し
ま

し
た
。
こ
ち
ら
の
経
費
の
大
半
は
住
職
退

職
積
立
金
を
充
当
し
ま
し
た
。

　

昔
、
お
寺
参
り
や
親
戚
の
法
事
等
に
出

か
け
る
際
に
は
お
米
を
持
参
す
る
習
慣
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
お
米
を
入
れ
る
袋
を

『
仏ぶ
く

供ま
い

米ふ
く
ろ袋

』『
米
袋
』
と
呼
び
、
ど
こ

の
家
庭
に
も
必
ず
あ
る
も
の
で
し
た
。
そ
の

多
く
が
古
い
帯
や
着
物
の
端
切
れ
を
繋
い
だ
、

い
わ
ば
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

色
が
鮮
や
か
で
一
つ
ず
つ
柄
が
違
い
、
自
分

の
家
の
物
を
見
分
け
や
す
か
っ
た
の
で
す
。

　

失
わ
れ
や
す
い
貴
重
な
品
に
な
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。
お
寺
で
収
集
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
の
で
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
『
万
灯
の

灯
り
～
妙
光

寺
の
送
り
盆
』

今
年
は
8
月

27
日
㊏
に
決

ま
り
ま
し
た
。

現
在
内
容
を

検
討
中
で
す
。

ご
予
定
に
組
入

れ
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。

　

毎
年
秋
の
お
会
式
に
合
わ
せ
て
、
希
望

者
に
生
前
法
号
（
戒
名
）
を
授
与
し
て
い

ま
す
。
来
年
の
お
会
式
は
住
職
交
代
式
と

併
せ
ま
す
の
で
、
生
前
法
号
授
与
は
お
休

 

住
職
住
居
建
替
え

 

昔
の『
供
米
袋
』眠
っ
て
い
ま
せ
ん
か

 

『
送
り
盆
』
日
程
決
定

 
現
住
職
最
後
の
『
生
前
法
号
』

 

安
穏
廟
の
残
数

人
事

浄
土
化
計
画

　真田幸村を主人公にしたNHK大河ドラマが
人気です。戦国最後の激戦で散った幸村の逸話
は、後に講談本や小説で庶民に知られました。
知勇兼備の将・戦国一の兵という勇猛果敢な印
象があり、特に大阪では大変人気の高い戦国武
将です。
　派閥や無能な権力者の跋扈する時代に少数の
陣営で果敢に挑むその姿が、似通った現代に生
きる人々に世代を超えて共感されているのが人気
の理由ではないかと、何かで読みました。
　真田幸村と言えば、旗印は家紋の六文銭が有
名です。六文銭は三途の川を渡る船の渡し賃とし
て、死後に棺の中に納められました。昔の人々の
間には死後の最初の行き先であろう六道世界 (地
獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上 )に対する意
識が非常に強く、これにあやかって「死者に六道
の数にあった銭を持たせれば清く成仏できる」と
考えたようです。今は紙に印刷され、葬儀の習
慣として残っています。

　この真田幸村の家紋は『不惜身命の六文銭』
と言われます。戦乱の世の武将として、戦場での
駆け引きだけでなく日常においても〝自らの死を
惜しまない〟覚悟を、三途の川の渡し賃となる六
文銭で表したといいます。
　大相撲の元横綱貴乃花関が、平成 6 年横綱

昇進の際の口上で「相撲道に不惜身命を貫く所
存です」と述べたことは当時話題になりました。
「命を惜しまず、相撲道に精進するという意味で、
これは俳優の緒形拳さんからいただいた言葉な
んですよ」と取材で答えていましたが、そもそも
の由来は『法華経』です。

　『法華経』にはこの「不惜身命」の他に、「不
自惜身命」が出てきます。こちらは『如来寿量品
第十六』という皆さんには最もなじみのあるお経
にあります。「自らの命を惜しむことなく仏様 (お
釈迦様 )に出会いたい、真のお気持ちを十分に
理解したいと心から願う」という私たち信者の心
構えを説かれた一節です。
　「不惜身命」「不自惜身命」は、ひたすらな決
意と行動がなければ物事の成就は困難であると
いう教えです。せちがらくなった現代社会で、今
またこの言葉が人々の共感を呼んでいるようで
す。仏教信者にとっては常に基本となる大切な言
葉なのです。

上 法 話誌 小川英爾

真田幸村と六文銭

不惜身命

不自惜身命

『妙法蓮華経・比喩品第三』

不
ふ し ゃ く し ん み ょ う

惜身命
【意味】仏のために自らの命を惜しいと思うことなし

解体中の旧住居



　建物改修工事のため、住まいの風呂を取り壊しま

した。それで「お風呂は 3 日に一度近くの日帰り温

泉に行こうね」とリョウケイさんと決めて贅沢（？）

をしています。雪、木枯らし、さえざえとした星空

のもとでの温泉。湯煙のお風呂は暖まります。余談

ですが、シャンプー洗髪を止めてお湯だけで洗うこ

とを始めて２ヶ月経ちました。作家の五木寛之みた

いな髪型になっているけれど、ふさふさしてきたよ

うな気がするし、洗髪も楽なので、余計に楽しい

温泉生活を楽しんでいます。以前何かの折「日本人

はやっぱり仏教じゃないかね。湯船に浸かったとき、

〝あー極楽、極楽〟と言うでしょう。天国とは言わ

ないよね！」と友人の K さんが言った言葉を思い出

して一人笑っています。本当だね…フフフ。

　改修工事で、たくさんのものを処分しました。辛

かったのは、実家から持ってきたピアノでした。老

後の楽しみにしていたのです。寺の暮らしでは趣味

を持つことは本当にむずかしく、まして空いた時間

に下手なピアノを弾くなんて無理でした。

　子育てをしながらしていた編み物や縫い物の道具

も中途半端でたくさん出てきました。お彼岸の中日

に玄関に出しておきますので、どなたか趣味の方に

もらっていただけるとうれしいです。

つらつら 考えな がら片 付 けていると、 いろい

ろ なことを思いついては 中 途 半 端 だったこと

が 多い自分 の 過 去が 悔やまれます。 今 はこれ

から新しい自分になって仕切りなおし！ と思います。

恥ずかしい過去は捨てました（笑）。半面たくさんの

処分品の中から幸せのかけらを見つけては心の中に

充電！ といった時間をすごしました。

　客殿屋根の葺き替えから始まった住職交代事業

の工事。皆様の浄財をもとに進めてきましたが、新

しい問題が発生しました。境内の地盤にどうも問題

があるというのです。地盤に地下水の通り道があり、

それで湿気、陥没、土台の傾きがおこっているらし

いのです。

　長年住職が境内の洪水に悩まされ腐心して来たこ

とを知っているだけに、最後もまた水！ とかわいそ

うに思いますが、〝歴代住職の中の土木担当〟とい

われているご前様ですから乗り切ってくださるでしょ

う。やはり浄土への道は一筋縄ではいきませんね。

　この先どのように進んでゆくとしても、私はこの

空間を清潔ですがすがしい雰囲気をかもし出せるも

のにするために、掃除をまじめに？やっていこうと

おもっています。

　素朴でささやかな日常とすがすがしいお寺の生

活！！ が目標です。春から始まるこの新年度、また

どうぞよろしくお願いします。

「ささやかに暮らそう」
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「
お
父
さ
ん
の
前
で
一
度
泣
い
た
ほ

う
が
良
い
わ
よ
」
。
新
潟
に
帰
る
こ
と

が
決
ま
っ
た
時
、
先
輩
の
尼
僧
さ
ん

に
こ
ん
な
餞
別
の
言
葉
を
頂
き
ま
し

た
。
彼
女
も
、
私
と
同
じ
く
姉
妹
の

長
女
で
、
住
職
で
あ
る
父
親
の
後
を

継
い
で
お
坊
さ
ん
に
な
っ
た
人
で
す
。
志
を
立
て
て
出
家
し
、
勉

強
も
修
行
も
し
て
き
た
も
の
の
、
い
ざ
俗
名
か
ら
僧
名
に
名
前
を

変
え
る
時
に
、
込
み
上
げ
て
く
る
も
の
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
娘

の
涙
を
見
た
住
職
は
、
決
め
て
い
た
よ
く
あ
る
尼
僧
名
を
一
晩
で

考
え
な
お
し
、
と
て
も
思
い
の
こ
も
っ
た
文
字
に
変
え
て
く
れ
た
と

お
聞
き
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、責
任
感
か
ら
一
歩
抜
け
だ
し
て
、

僧
侶
と
し
て
の
決
意
を
立
て
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
に
と
っ
て
尊

敬
す
る
先
輩
で
す
。

　

ア
ド
バ
イ
ス
に
従
っ
て
泣
い
て
み
よ
う
か
な
…
と
考
え
て
、
思
い

出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
は
、
初
め
て
坊
主
頭
に
す
る
時
、

「
髪
は
女
の
命
と
言
う
し
、
自
分
の
坊
主
頭
を
見
て
涙
が
出
る
か

な
？
」
と
少
し
心
配
し
て
い
た
の
で
す
。
剃
髪
後
、
鏡
に
写
っ
た

自
分
を
見
て
思
っ
た
の
は
「
父
ち
ゃ
ん
に
そ
っ
く
り
！
」
で
し
た
。

泣
き
落
し
よ
り
も
、
笑
い
を
取
る
方
が
向
い
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

楽
し
い
お
寺
に
し
た
い
で
す
。
良
恵
で
す
。

　

法
要
の
中
で
唱
え
る
歌
の
よ
う
な
も
の
で
、「
声
し
ょ
う

明み
ょ
う」

と

い
い
ま
す
。
日
蓮
宗
で
は
、
法
要
の
始
ま
り
に
仏
様
を
お
迎

え
す
る
『
道ど
う
じ
ょ
う
げ

場
偈
』
や
、
華
を
散
ら
し
て
場
を
荘
厳
す
る

『
切き
り
さ
ん
げ

散
華
』
な
ど
、
七
つ
の
曲
を
主
に
唱
え
ま
す
。
声
明
に
よ
っ

て
、
音
律
を
整
え
、
声
を
整
え
る
こ
と
で
、
法
要
に
音
楽
的
な

深
み
が
生
じ
、
仏
様
に
法
悦
を
捧
げ
る
の
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

声
明
は
イ
ン
ド
か
ら
中
国
を
経
て
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
現
在
で
も
天
台
声
明
、
真
言
声
明
な
ど
各
宗
派
で
独
自
の

も
の
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
声
明
に
は
、
五
線
譜
の
よ
う
に

正
確
な
音
を
示
し
た
楽
譜
は
あ
り
ま
せ
ん
。
旋
律
の
上
下
や
揺

れ
の
み
を
表
す
、
墨
譜
・
博
士
を
参
考
に
口
伝
で
伝
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
ど
の
宗
派
で
も
地
域
や
個
人
に
よ
っ

て
差
異
が
生
じ
、
宗
内
で
も
様
々
な
流
派
が
生
ず
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
日
蓮
宗
で
は
法
華
経
の
読
誦
と
唱
題
が
重
要
と
さ

れ
て
き
た
た
め
、
声
明
は
お
ろ
そ
か
に
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
昭
和
６
年
の
宗
祖
六
百
五
十
遠
忌
法
要
を
き
っ

か
け
に
、
声
明
技
術
を
統
一
し
、
七
曲
を
宗
定
声
明
と
し
て
定

め
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
音
程
の
正
確
さ
や
法
要
で
の
所
作
を

基
準
と
し
た
「
声
明
師
」
の
資
格
を
持
つ
僧
侶
も
お
り
、
熱
心

に
声
明
の
伝
承
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

新
潟
に
U
タ
ー
ン
し
て

一
年
に
な
り
ま
し
た
。

質 問 法要の前後にメロディーのついた
お経がありますが、その意味は？

良
恵

修

日
行

記

の

り
ょ
う
け
い

第5回

お上人

ちょっと贅沢？

たくさんの処分品から

ところが新しい問題発生…


