




寺のうごき 春

◆休止の「ご判さま」祭礼

◆境内整備作業

◆山林整備

◆『安穏廟・池の上』増設工事

▲例年の幟旗だけでもと、連休中立てま
した。
◀法要は10人の方が参列、間隔を開
けてお参りいただきました。

◀日蓮聖人と八幡大菩薩が、大岩に共に書かれたと
伝わるお題目を祀る『題目堂』。内部が大きな井戸で、
水の枯れることがありません。
▲ポンプによる水替えと底さらいをしました。
▶高圧洗浄機で岩の汚れを落としたら、刻まれたお
題目の文字が現れました。

雨の日は参道が滑りやすいので、張り付いた
苔を洗い流しました

作業後。見通しよくすっきりした林に日差しが差し込み、残した杉が元気になります。

沈下対策で基礎を一体化しました。現在一部で見ら
れる沈下には、順次対応していきます。

持参した椅子に座ってお参りの方と、サツキの植え替え作業中の院首とで話がは
ずみました。

行事の休止で手が空いた分、日頃できない境内の整備に僧侶が汗を流しています。

境内に隣接する山林を整備しました。

８基64区画を増設。併せて『杜の安穏』とともに枯れたサツキの植え替えをしました。

欠かせない法要を、住職以下在勤の式衆で行いました。

山林の作業前。藪に覆われています。

足を踏み入れることす
ら困難でした。

▲まずは竹藪の刈
り払いから。
▶宮沢の上流は
風倒木で水路が塞
がる寸前です。夏
前に県庁治山課
が除去します。

切り倒した杉は重機で搬出、燃料にしかならないそうです。
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の
生
活
は
自
由
で
す
。
寮
も
あ
り
ま
す
が
、
皆

ア
パ
ー
ト
を
借
り
た
り
家
を
建
て
た
り
し
て
い
ま

す
。
た
だ
研
修
生
は
別
で
、
２
年
間
の
研
修
生

活
の
間
は
共
同
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
毎
年
10
名
ず
つ
採
用
し
ま
す
の
で
常
に
20
名

の
研
修
生
が
い
て
、
彼
ら
は
携
帯
電
話
も
禁
止
で

朝
の
走
り
込
み
か
ら
全
員
で
過
ご
し
、
太
鼓
漬
け

の
毎
日
で
す
。

　
　
　

�

研
修
生
か
ら
団
員
に
な
っ
て
い
く
ん
で

す
ね

山
口　
そ
う
で
す
。
研
修
生
は
基
本
的
な
審
査

が
あ
る
だ
け
で
、
一
時
よ
り
倍
率
も
低
く
な
り

ま
し
た
。
た
だ
研
修
生
か
ら
正
式
メ
ン
バ
ー
に
な

れ
る
の
は
、
毎
年
10
名
中
２
～
３
名
で
す
。
そ
の

意
味
で
は
演
奏
の
レ
ベ
ル
は
高
く
な
って
い
ま
す
。

　
　
　

�

で
は
、
鼓
童
と
妙
光
寺
の
そ
も
そ
も
の

ご
縁
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

山
口　
そ
れ
が
あ
ま
り
よ
く
覚
え
て
い
な
い
ん
で

す
。（
笑
）た
ぶ
ん
、妙
光
寺
で
よ
く
個
展
を
な
さ
っ

て
い
る
陶
芸
家
の
中
野
亘
さ
ん
と
、
鼓
童
の*

小

島
千
絵
子
が
知
り
合
い
だ
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け

で
す
。
小
島
か
ら
「
新
潟
に
お
も
し
ろ
い
お
寺

が
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
を
や
っ
て
い
る
み

た
い
」
と
聞
き
ま
し
て
、
一
番
初
め
は
三
重
塔

修
復
落
成
式
（
二
〇
〇
三
年
）
の
演
奏
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
ね
。
以
来
、
小
グ
ル
ー
プ
で
の
演
奏

を
度
々
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
私
も
出
演
だ
け
で

な
く
演
出
担
当
と
し
て
幾
度
も
う
か
が
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　

�

妙
光
寺
の
魅
力
は
な
ん
で
し
ょ
う
？

山
口　
一
つ
は
小
川
さ
ん
―
―
今
は
院
首
さ
ま

と
い
う
ん
で
す
か
―
―
の
人
柄
で
す
。
合
理
的
で

　
　
　

�

ま
ず
、
ご
自
身
に
つ
い
て
聞
か
せ
て
く

だ
さ
い
。
ど
ち
ら
の
ご
出
身
で
す
か
？

山
口　
茨
城
県
で
生
ま
れ
て
、
東
京
で
育
ち
ま

し
た
。
で
も
若
い
こ
ろ
―
―
一九
七
〇
年
代
の
終

わ
り
で
す
が
、
東
京
で
暮
ら
す
の
が
嫌
に
な
っ
て

佐
渡
に
い
た
鼓
童
の
前
身
の
グ
ル
ー
プ
と
知
り
合

い
、
佐
渡
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
た

だ
し
舞
台
に
立
つ
気
持
ち
は
な
か
っ
た
の
で
、
当

時
は
自
給
自
足
の
ヒ
ッ
ピ
ー
み
た
い
な
こ
と
を
皆

で
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
私
は
畑
を
耕
し
た
り
し

て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た
ら
一
九
八
一
年

に
鼓
童
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
、
笛
吹
き
が
い
な

い
か
ら
お
前
が
や
れ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
私
は
も
と
も
と
フ
ル
ー
ト
を
や
っ
て
い
た
の

で
、
そ
れ
で
は
と
い
う
こ
と
で
篠
笛
を
吹
く
こ
と

に
な
っ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
そ
れ
以
来
、
笛
だ

け
で
な
く
三
味
線
、
琴
、
胡
弓
な
ど
い
ろ
い
ろ
演

奏
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
演
出
を
担
当
す
る
こ

と
が
多
か
っ
た
で
す
ね
。

　
　
　

�

40
年
の
間
に
苦
労
さ
れ
た
こ
と
は
何
で

す
か
？

山
口　
若
い
頃
は
貧
乏
で
し
た
が
、
そ
れ
は
苦

に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
時
は
太
鼓
を
聞
き

に
来
る
お
客
様
の
前
で
笛
を
吹
く
自
分
は
ど
う

な
ん
だ
ろ
う
、
と
悩
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

で
も
一
番
苦
労
し
た
の
は
、
代
表
や
演
出
と
い

う
皆
を
ま
と
め
る
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
で
す
。
人
間
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
大
変

で
し
た
ね
。
数
十
人
が
四
六
時
中
一
緒
に
い
る

わ
け
で
す
し
、
団
員
は
み
ん
な
芸
能
人
な
の
で

基
本
的
に
わ
が
ま
ま
な
ん
で
す
よ
。
た
だ
わ
が

ま
ま
さ
も
必
要
な
こ
と
で
す
か
ら
、
上
手
く
調

整
し
て
い
く
の
は
大
変
で
し
た
。

　
　
　

�

世
界
各
国
で
演
奏
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た

が
、
国
に
よ
る
違
い
は
あ
り
ま
す
か
？

山
口　
ど
こ
の
国
で
も
地
域
で
も
受
け
入
れ
方

は
同
じ
で
す
。
太
鼓
は
根
源
的
な
も
の
な
の
で
、

体
感
と
し
て
通
じ
る
よ
う
で
す
。
で
も
反
応
は
違

い
ま
す
。
も
の
す
ご
く
に
ぎ
や
か
に
大
騒
ぎ
す
る

地
域
も
あ
り
ま
す
し
、
静
か
に
し
み
じ
み
と
い
う

地
域
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
全
く
通
じ
な
い
と
い

う
経
験
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　

�

鼓
童
の
団
員
は
、
今
何
人
い
る
の
で
す

か
？

山
口　
創
設
時
の
メ
ン
バ
ー
は
13
人
で
し
た
。
そ

の
頃
は
全
員
で
貧
乏
共
同
生
活
で
す
。
コ
ミ
ュ
ー

ン
の
よ
う
な
新
し
い
生
き
方
を
模
索
す
る
面
も

あ
り
ま
し
た
。
現
在
は
舞
台
に
あ
が
る
メ
ン
バ
ー

が
30
人
余
、
裏
方
の
ス
タ
ッ
フ
や
営
業
や
経
理
で

百
三
十
人
く
ら
い
に
な
り
ま
し
た
。正
式
メ
ン
バ
ー

ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
一
方
で
ク

リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
発
想
も
あ
る
。
厳
し
い
面
も
あ

り
つつ
、
突
き
詰
め
る
と
愛
が
あ
る
方
で
す
。
も

う
一つ
は
寺
と
し
て
の
考
え
方
で
す
。
伝
統
を
継

承
し
な
が
ら
、
改
革
で
き
る
こ
と
は
改
革
し
て

創
造
し
て
い
く
。「
現
代
に
生
き
る
寺
」
と
い
う

方
向
性
は
、
私
た
ち
鼓
童
と
同
じ
だ
と
思
う
の

で
す
。
私
た
ち
も
伝
統
的
な
楽
器
を
使
い
な
が

ら
、
新
し
い
こ
と
を
創
造
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。

伝
統
と
創
造
を
つ
な
い
で
い
く
と
い
う
妙
光
寺
の

あ
り
方
は
、
鼓
童
と
近
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。

　
　
　

�

幾
度
も
演
奏
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す

が
、
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
？

山
口　
な
ん
と
言
っ
て
も
妙
光
寺
開
創
七
〇
〇

年
身
延
山
久
遠
寺
大
法
要
（
二
〇一三
年
）で
す
。

久
遠
寺
本
堂
で
奉
納
演
奏
を
行
っ
た
わ
け
で
す

が
、
あ
れ
は
妙
光
寺
と
鼓
童
の
ご
縁
の
ひ
と
つ
の

集
大
成
と
い
え
る
も
の
で
し
た
。
内
陣
か
ら
見
る

光
景
は
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
、
非
常
に

高
揚
感
が
あ
って
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
で
し
た
ね
。

　
　
　

�

鼓
童
の
演
奏
や
舞
踊
が
、
法
要
と
一
体

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

山
口　
こ
れ
ま
で
や
っ
て
こ
ら
れ
た
小
川
さ
ん

（
院
首
）
の
発
想
の
中
に
、「
寺
は
総
合
芸
術

で
あ
る
」
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
ね
。
仏
教

の
儀
式
の
中
に
音
楽
を
入
れ
て
い
く
と
い
う
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
を
考
え
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
日

本
の
寺
院
は
美
術
的
に
は
完
成
度
が
高
い
け
れ

ど
、
声
明
や
太
鼓
な
ど
を
除
け
ば
音
楽
の
要
素

は
や
や
乏
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
五
感
に
訴
え

る
と
い
う
点
で
、
音
楽
は
重
要
で
す
。
太
鼓
も

娯
楽
と
し
て
の
歴
史
が
長
い
け
れ
ど
、
そ
も
そ

も
は
宗
教
的
な
も
の
で
す
か
ら
。

　
　
　

�

昨
年
の
送
り
盆
の
翌
日
、
お
手
伝
い
の

お
坊
さ
ん
た
ち
が
「
鼓
童
と
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
は
と
て
も
良
か
っ
た
。
ま

た
一
緒
に
や
っ
て
み
た
い
」
と
話
し
て

い
ま
し
た
。
読
経
と
太
鼓
が
引
き
合

う
よ
う
な
緊
張
感
は
普
段
で
き
な
い
経

験
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

山
口　
仏
教
の
法
要
は
、伝
統
的
な
フ
ォ
ー
マッ
ト

（
形
式
）
が
き
っ
ち
り
と
あ
り
ま
す
。
で
す
か

ら
そ
こ
に
入
っ
て
い
く
の
は
一
つ
の
冒
険
で
、
や
は

り
こ
ち
ら
も
緊
張
し
ま
す
。
で
も
お
互
い
に
引

き
合
う
と
い
う
の
は
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
な
ん

で
す
よ
ね
。
何
十
年
単
位
で
考
え
て
、
丁
寧
に

合
わ
せ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
慌
て
て
や
って
は
い

け
ま
せ
ん
。
長
い
期
間
で
考
え
て
こ
そ
、
後
世

に
続
く
も
の
が
出
来
上
が
って
い
く
は
ず
で
す
。

　
　
　

�

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
鼓
童
は
ど
ん

な
状
態
で
す
か
？�

大
変
で
す
よ
ね
。

山
口　
そ
う
な
ん
で
す
。
公
演
は
す
べ
て
キ
ャ
ン

セ
ル
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
５
月
いっ

ぱ
い
は
、
団
員
は
基
本
的
に
佐
渡
か
ら
出
な
い
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。
で
も
研
修
生
の
指
導
を
み
っ

ち
り
で
き
る
と
い
う
利
点
も
あ
り
ま
す
。
いつ
も

は
演
奏
旅
行
に
出
て
い
ま
す
の
で
指
導
の
手
が
回

ら
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
今
年
は
違
い
ま

す
。
経
済
的
に
は
大
変
で
す
が
、
鼓
童
は
も
と

も
と
貧
乏
生
活
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
私
は
お

金
の
こ
と
は
苦
に
せ
ず
、
今
は
内
部
を
固
め
る

時
だ
と
前
向
き
に
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　

�

８
月
の
〝
送
り
盆
〟
で
の
演
奏
が
、
と

て
も
楽
し
み
で
す
。

山
口　
今
の
状
況
の
中
で
は
８
月
に
妙
光
寺
に

伺
え
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
ど
う
い
う

形
で
の
参
加
に
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
で
き

る
こ
と
な
ら
境
内
で
演
奏
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

こ
ち
ら
こ
そ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

（
聴
い
た
人
　
編
集
部
・
新
倉
理
恵
子
）

＊
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
５
月
半
ば
、
ビ
デ
オ
通
話
で
行
い
ま
し
た
。

―
鼓
童
・
山
口
幹も

と

ふ

み文
さ
ん
に
聞
く
―

伝
統
と
創
造
を
つ
な
い
で
未
来
へ

ＱＱＱ

ＱＱＱＱ

ＱＱＱＱＱ*

小
島
千
絵
子
さ
ん

「
鼓
童
」
創
設
メ
ン
バ
ー
の
１
人
。「
鼓
童
の
舞
姫
」
と

い
わ
れ
る
舞
踊
家
。
開
創
七
〇
〇
年
法
要
で
も
久
遠
寺

の
内
陣
で
舞
っ
て
い
た
だ
い
た
。
鼓
童
名
誉
団
員
。

佐
渡
を
拠
点
に
世
界
で
活
躍
す
る「
太
鼓
芸
能
集
団・鼓
童
」は
、妙
光
寺
で
は
お
な
じ
み
の
存
在
で
す
。

節
目
の
行
事
に
は
必
ず
登
場
し
、妙
光
寺
を
支
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

何
故
、い
つ
か
ら
鼓
童
は
妙
光
寺
で
演
奏
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

今
夏
の〝
送
り
盆
〟で
も
篠
笛
演
奏
を
し
て
く
だ
さ
る
山
口
幹
文
さ
ん
に
、お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

山口幹文さん（65歳）
茨城県出身。「鼓童」創設メンバーの１人。日本を代表する真笛・篠笛奏者
である。鼓童名誉団員。
太鼓芸能集団・鼓童
新潟県佐渡市小木に拠点をおいて活動する和太鼓集団。1981年の旗揚げ
以来、世界52ヵ国で6,500回以上の公演を重ねており、国内はもとより
海外でも高く評価されている。
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　この章では、前章に引き続き弟子たちへの
授
じゅ

記
き

（遠い将来、修行が完成したら如来に
なるという予言を授けること）が説かれます。
お釈迦様の十大弟子である阿難と羅睺羅を
はじめとする、2000人の弟子たちの成仏が
予言されています。
　中でも阿難はお釈迦様の従兄弟にあたり、
お釈迦様が亡くなるまで常に侍者として傍に
お仕えしていた弟子でした。また、羅睺羅は
お釈迦様の実の子供です。弟子となってから
は、良くも悪くも特別視されることもあったと
推測されますが、ひたむきに戒律を守り、緻
密に修行をしたため、密行第一と称されるよ
うになりました。そのような２人ですが、十
大弟子の中では遅い授記でした。ここには、
身内とはいえ贔屓をしないお釈迦様の姿が

表れているといえるでしょう。

　この章までで、様々な手法で数多くの弟子
たちの成仏が予言されてきました。阿難や羅
睺羅とともに授記された 2000人は、声聞・
縁覚といわれる弟子たちです。法華経以前の
経典では、声聞・縁覚の「二乗」は自分の
悟りだけを目標としているので成仏できない
とされていた修行者たちでした。しかし法華
経は、この中にもすぐれた者がいるとしてい
ます。方便品第二から続く法華経の「二乗作
仏」、すなわち声聞・縁覚も仏に成る可能性
があるという教えの開示は、この章をもって
説きあらわされました。
　法華経の区分としては、ここまでで「迹

じゃく

門
もん

」
（前半部）の「正

しょう

宗
しゅう

分
ぶん

」（主要な教義の説か
れた本論の部分）が終了したとされています。

上 法 話誌 小川良恵

二
に じ ょ う

乗作
さ

仏
ぶ つ

阿
あ な ん

難と羅
ら ご ら

睺羅の授記

声
しょうもん

聞・縁
えんがく

覚も仏に成れる

章題の「無学」とは現代語では〝学の無いこと〟を意味しますが、
仏教においては正反対で、〝もう学ぶべきもののない境地〟を表しています。

法華経 

『授
じ ゅ が く

学無
む が く

学人
に ん

記
き ほ ん

品  第
だ い く

九』
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　「最期にお骨を拾うことも出来なかった」という志村けんさんの遺族のインタビューは、

ショッキングなニュースでした。新潟県内では、コロナによる死者は出ていませんが、病院で

の面会制限、葬儀社のホールや火葬場での飲食は禁止、火葬後のお骨上げも 4人以下とい

う制限がされています（5月現在）。県内の自粛要請は解除されたとはいえ、思うように故人

を送れない不安は多々あるかと存じます。

　妙光寺でも４月以降は、あらゆる式場でご家族のみでのお葬儀がほとんどですが、式自体

は３密を避ける工夫をして通常通り行っています。お斎も持ち帰りのお弁当で対応できます。

また、関東在住などで来県が難しい方のためには、LINEのビデオ通話を用いたリモートでの

参列も可能です。（ｐ３参照）「葬式の中継なんて……」という声も一部にはありますが、最期

のお別れがどのような形であれきちんと出来るのは大切なことだと考えております。

　また万が一、コロナが原因でお亡くなりになった場合には、先に火葬をしてからご遺骨で

葬儀を行うことも出来ます。骨葬儀は決して特別なものではなく、県内新発田市以北等では

火葬を先に行うことが従来から一般的に行われています。

　未曾有の事態にある今だからこそ、落ち着いた気持ちでご家族を見送れるよう、私達も対

策を考え、務めてまいります。ご心配なことは、気兼ねなくご相談ください。

新型コロナウィルス流行で
葬儀の形が変わっていると聞きます。
どんな心構えを持てばいいでしょうか？

Q

妙
光
寺
質
問
箱



古墳上部に露出する大石の下に埋葬跡の空洞か？

立像正面

新装なった講堂で、行事後のお斎も行います。

　

妙
光
寺
の
新
し
い
お
宝
で
す
。

本
堂
の
ご
本
尊
は
お
釈
迦
様
の
座

像
で
す
が
、こ
ち
ら
は
立
像
で
す
。

　

檀
徒
の
家
族
葬
を
離
れ
の「
京

住
院
」で
お
受
け
し
て
い
ま
す
。た

だ
2
件
同
時
に
な
っ
た
場
合
は
ど

う
す
る
か
を
、案
じ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
客
殿
の
和
室
を
椅
子
席
に

し
て
、家
族
葬
も
で
き
る
よ
う
に

改
修
し「
講
堂
」と
し
ま
し
た
。こ

こ
で
の
法
要
の
際
、安
置
す
る
仏
様
で

す
。

　

仏
身（
身
長
）は
27㎝
、全
体（
台
座
の

下
か
ら
後
背
の
先
ま
で
）は
52㎝
あ
り
ま

す
。右
手
は「
安
心
し
て
良
い
で
す
よ
」と

い
う
意
味
の
施セ

ム

イ
無
畏
印イ
ン

、左
手
は「
人
々

の
願
い
を
叶
え
望
み
を
与
え
る
」与ヨ

願ガ
ン

印イ
ン

の
形
を
し
て
い
ま
す
。

　

新
潟
市
の
高
杉
ハ
ル
さ
ん
が
、講
堂
改

修
工
事
と
こ
の
仏
像
を
奉
納
さ
れ
、講

堂
は
ご
覧
い
た
だ
け
ま
し
た
。し
か
し
仏

像
は
完
成
ま
で
思
わ
ぬ
時
間
が
か
か
り
、

高
杉
さ
ん
は
他
界
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。後
日
仏
像
を
お
迎
え
し
て
、親
族
の

皆
様
に
喜
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

妙光寺の

お宝紹介
vol. 6

『
お
釈
迦
様
立り

ゅ

う

ぞ

う
像
』
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法
事
と
葬
儀

　

法
事
を
延
期
さ
れ
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、

法
事
・
葬
儀
と
も
に
３
密
を
避
け
て
本
堂
で

行
っ
て
い
ま
す
。遠
隔
地
で
参
列
で
き
な
い
方
に

は
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て
中
継
し
た
り
、後

日
写
真
を
お
送
り
し
た
り
し
て
い
ま
す
。ご
相

談
く
だ
さ
い
。

夏
の
諸
行
事

　

別
紙
ご
案
内
の
と
お
り
、例
年
と
大
幅
に
違

う
、変
則
的
な
形
で
行
い
ま
す
。ご
不
明
な
点

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

信
行
会
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　

信
行
会
は
秋
か
ら
の
再
開
を
検
討
中
で
す
。

次
号
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ラ
は
夏
に
向
け
た
準
備
作
業
の
た

め
、日
時
を
決
め
ず
に
ご
都
合
の
良
い
と
き
に
灯

籠
作
り
等
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。事
前
に
お
電

話
の
う
え
お
越
し
い
た
だ
け
れ
ば
助
か
り
ま
す
。

役
員
総
会
休
止

　

例
年
６
月
に
開
催
し
て
経
理
を
含
め
た
運

営
状
況
を
審
議
し
て
い
る
役
員
総
会
を
、休
止

が
生
え
て
一
面
緑
の
絨
毯
に
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。林
内
に
ア
ジ
サ
イ
を
植
え
て
は
ど
う
か

と
の
意
見
が
あ
り
ま
す
。確
か
に
緩
い
斜
面
な

の
で
花
が
咲
い
た
ら
見
事
だ
と
思
い
ま
す
。ま

た
リ
ス
の
生
息
も
確
認
さ
れ
野
鳥
の
さ
え
ず
り

も
多
い
の
で
、実
の
な
る
落
葉
樹
を
植
え
て
は
と

の
提
案
も
あ
り
ま
す
。管
理
費
を
押
さ
え
つつ

景
観
上
良
い
策
を
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
５
ペ
ー
ジ
に
写
真
を
掲
載
）

　
「
池
の
上
安
穏
廟
」の
増
設
工
事
が
完
了
し

ま
し
た
。64
区
画
中
６
月
１
日
現
在
27
件
の
予

約
申
込
み
が
あ
り
ま
す
。

　

新
潟
大
学
名
誉
教
授
橋
本
先
生
を
中
心

に
し
た
測
量
が
終
盤
で
す
。先
般
Ｎ
Ｈ
Ｋ
県
内

ニュ
ー
ス
で
も
報
道
さ
れ
た
地
中
探
査
の
解
析

結
果
に
も
、さ
ら
に
新
た
な
発
見
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。次
号
で
橋
本
先
生
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

例
年
通
り
年
会
費
と
お
盆
の
塔
婆
供
養
、送

り
盆
の
灯
籠
供
養
の
ご
案
内
を
別
紙
同
封
し

ま
し
た
。こ
の
折
り
に
浄
土
基
金
の
ご
寄
付
を

く
だ
さ
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
後
の
山
林

整
備
に
も
経
費
が
か
か
り
ま
す
。ご
協
力
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

し
ま
し
た
。総
代
と
会
計
監
査
で
審
議
の
上
、

文
書
で
全
役
員
に
ご
報
告
し
ま
し
た
。

　

本
堂
に
向
か
っ
て
左
手
の
山
林
九
五
〇
坪
を

購
入
し
て
、整
備
し
ま
し
た
。50
年
以
上
前
に

植
林
さ
れ
た
杉
林
で
す
が
、あ
る
時
期
か
ら
手

入
れ
が
放
棄
さ
れ
て
密
植
状
態
の
う
え
、竹
が

密
生
し
て
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
も
困
難
で

し
た
。こ
う
し
た
こ
と
で
山
が
荒
廃
し
、土
砂

崩
落
の
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

か
ね
て
よ
り
地
権
者
か
ら「
高
齢
で
管
理
で

き
な
い
の
で
購
入
し
て
欲
し
い
」と
の
申
し
出
が

あ
り
、検
討
し
て
き
ま
し
た
。し
か
し
繁
茂
し

た
杉
と
竹
の
伐
採
経
費
は
多
額
に
な
り
ま
す
。

幸
い
森
林
組
合
よ
り
、予
想
外
に
安
い
金
額
で

伐
採
の
請
負
が
可
能
と
言
わ
れ
、今
春
土
地
の

購
入
と
伐
採
を
行
い
ま
し
た
。さ
ら
に
こ
れ
を

機
に
、中
を
流
れ
る
宮
沢
水
路
の
管
理
を
県
の

予
算
で
行
う
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

今
後
の
利
活
用
は
未
定
で
す
が
、ま
ず
は
土

砂
災
害
対
策
の
一
助
と
な
り
、山
林
の
再
生
に

繋
が
り
ま
し
た
。今
後
は
湿
気
が
あ
る
の
で
、苔

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
流
行
に

と
も
な
っ
て

増
設
安
穏
廟
完
成

古
墳
調
査
の
動
向

年
会
費
他
の
お
願
い

境
内
に
隣
接
し
た
山
林
を
整
備




