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午前 10時 安穏廟法要
 10時半 春季彼岸法要…本堂
 11時半 住職法話
　お彼岸は春秋２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。どうぞお出かけください。

　昨年発見されて話題になった『古墳』について、新潟
大学名誉教授の橋本博文先生より、その後の調査結果
を踏まえたお話を伺います。
※詳細はチラシをご覧ください。

　お大会は江戸時代から続く伝統行事ですが、感染症
対策のため、昨年に続き法要のみとしてお練りは行いま
せん。当日、新たに僧侶を目指す櫻井さんの得度式（僧
侶になるための最初の儀式）があります。
※詳細はチラシをご覧になり、どうぞお参りください。

　午前9時～11時半
　午後１時～３時
　堂内や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。

3月20日㊏・㊗

4月10日㊏13：30～

4月29日㊍・㊗

11月15日 ㊐

4月4日㊐、5月2日㊐、6月6日㊐

　毎月第１日曜日　朝 7時～9時
　会費　1,000円（各自賽銭箱にお願いします）
※ 予約不要。当日お寺へ直接お越しください。
　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。　

春のお彼岸中日法要

第６回浄土講座

月例ボランテラ　毎月15日

「お寺でヨガ」

『ご妙判お大会』と『得度式』

月例信行会　毎月第１日曜日

行 事 案 内

あ と が き

　日蓮宗の「大荒行」は世界三大荒行の一つと言われています。妙光寺
の田村上人も、今冬の「大荒行」に入行し無事成満しました。今号では、「修
行」の境地について、宗教学者正木晃先生にお話をうかがいました。私たち
凡夫も、日常の中で「修行」に近づくことができるという先生のお話は、心強い
ものでした。是非お読みください。コロナ禍の中、厳しい毎日が続きます。晴れ
晴れしたい日には、どうぞお参りにお出かけください。　（新倉理恵子）

例年より30分早い開始です！

『角田浜妙光寺山古墳（仮称）』説明会

感染症終息の見通しが立たない為休止します。

妙光寺に咲いている春の花たち

新潟市曽根

石田記代子さん（68歳）

新潟市升潟

高橋摩
ま や こ

谷子さん（71歳）

底抜けに明るい
茶飲み友達

 「
ワ
ー
、あ
ん
た
着
物
で
来
て
く
れ
た
の
。嬉
し
い
！
」 

 

「
だ
っ
て
今
年
初
め
て
会
う
し
、
そ
れ
に
写
真
も
撮

る
っ
て
聞
い
た
か
ら
。
そ
の
代
り
今
日
は
お
茶
飲
ま

な
い
よ
、
ト
イ
レ
に
行
け
な
い
か
ら
。」「
大
丈
夫
、

裾
を
パ
ー
ッ
と
め
く
れ
ば
い
い
ん
だ
よ
。
私
が
手

伝
っ
て
あ
げ
る
か
ら
。」
会
う
早
々
２
人
の
会
話
は

に
ぎ
や
か
に
弾
ん
だ
。

　

年
に
数
回
互
い
の
家
を
訪
ね
て
お
茶
飲
み
す
る
。

記
代
子
さ
ん
は
隣
町
か
ら
会
社
員
の
夫
に
、
摩
谷
子

さ
ん
は
静
岡
か
ら
農
家
に
嫁
ぎ
、
共
に
義
父
母
と
同

居
し
た
。
お
互
い
の
家
は
車
で
10
分
も
か
か
ら
な
い

距
離
だ
が
、
集
落
が
違
う
の
で
親
し
く
な
っ
た
の
は

妙
光
寺
で
の
行
事
の
お
手
伝
い
が
き
っ
か
け
だ
っ
た

と
い
う
。

　

何
で
も
ズ
バ
ズ
バ
大
き
な
声
で
喋
り
、
屈
託
の
無

い
笑
い
声
で
談
笑
す
る
２
人
の
会
話
は
、
寺
の
台

所
で
も
周
囲
が
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
ほ
ど
に
ぎ
や
か

だ
。
正
月
過
ぎ
の
あ
る
日
、
２
人
の
お
茶
飲
み
に
同

席
さ
せ
て
頂
い
た
。　
　
（
院
首
記
）（
２
ペ
ー
ジ
に
続
く)
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て

を
切
る
」
と
言
っ
た
。「
さ
っ
ぱ
り
し
て
そ
の
方

が
気
が
楽
だ
わ
」
っ
て
私
も
言
い
返
し
て
ね
。

記
代
子　

す
ご
い
ド
ラ
マ
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
。

私
は
中
学
を
出
て
近
く
の
小
さ
な
個
人
病
院
で

住
み
込
み
の
看
護
師
見
習
い
し
な
が
ら
、
助
看

護
師
学
校
に
２
年
、
准
看
護
師
学
校
に
２
年
、

そ
れ
か
ら
夜
間
の
定
時
制
高
校
に
も
３
年
通
っ

た
。
正
看
護
師
目
指
し
て
看
護
学
校
に
進
む
つ

も
り
だ
っ
た
け
ど
、
姉
の
紹
介
で
祖
母
ち
ゃ
ん

に
も
「
良
い
人
だ
よ
」
っ
て
背
中
押
さ
れ
て
、

結
婚
し
た
の
よ
。
そ
の
と
き
近
く
に
で
き
た
ワ

コ
ー
ル
の
縫
製
工
場
の
医
務
室
に
誘
わ
れ
て
、

36
年
間
勤
め
た
わ
。

摩
谷
子　

16
歳
か
ら
他
人
の
釜
の
飯
を
７
年

も
食
べ
て
頑
張
っ
た
ね
。
親
だ
っ
て
教
え
な
い
こ

と
を
経
験
し
て
き
た
ん
だ
。

記
代
子　

院
長
の
奥
様
が
入
院
患
者
の
た
め
に

美
味
し
い
食
事
を
作
り
な
が
ら
、
私
た
ち
に
も

料
理
を
教
え
て
く
れ
た
の
。
い
ま
料
理
が
好
き

な
の
は
そ
の
せ
い
ね
。
定
時
制
高
校
の
時
は
弁

論
大
会
の
原
稿
ま
で
直
し
て
く
れ
た
。
毎
週
金

曜
の
夜
は
勉
強
会
が
あ
っ
て
院
長
先
生
の
哲
学

講
義
が
あ
る
の
。「
人
間
は
考
え
る
葦
で
あ
る
」

な
ん
て
言
葉
は
そ
こ
で
初
め
て
聞
い
た
。
で
も

そ
の
ま
ま
寝
て
る
か
ら
パ
ジ
ャ
マ
で
登
校
し
て

た
よ
う
な
も
の
。
先
生
も
「
今
日
も
パ
ジ
ャ
マ

の
ま
ま
か
」
っ
て
言
っ
た
ら
し
い
。
本
当
に
男

の
子
は
し
ょ
う
が
な
い
ね
。

　

手
が
か
か
ら
な
く
な
っ
た
ら
今
度
は
仕
送
り

が
大
変
で
、
ダ
ン
ナ
は
兼
業
で
タ
ク
シ
ー
運
転

手
、
私
は
飲
食
店
で
働
い
た
の
。
女
だ
け
の
職

場
で
大
変
だ
っ
た
。
結
婚
に
反
対
さ
れ
た
と
き

も
そ
う
だ
っ
た
け
ど
、〝
ど
ん
な
に
大
変
で
も

悔
い
を
残
さ
な
い
生
き
方
を
し
た
い
〟
と
ず
っ

と
思
っ
て
生
き
て
き
た
わ
。

　

実
家
の
父
が
余
命
幾
ば
く
も
な
い
と
の
こ
と

で
、
１
ヶ
月
半
看
病
に
行
か
せ
て
も
ら
っ
た
。

途
中
で
ダ
ン
ナ
も
来
て
く
れ
た
と
き
、
喉
頭
が

ん
で
声
の
出
な
い
父
が
大
き
な
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ

ク
に
「
英
一
君
、
何
事
も
無
く
娘
を
幸
せ
に
し

て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
っ
て
書
い
た
の
。

記
代
子　

人
生
色
々
あ
る
よ
ね
。
私
も
ワ
コ
ー

ル
を
早
期
退
職
す
れ
ば
退
職
金
も
増
額
さ
れ

た
の
に
、
少
し
頑
張
っ
た
ら
不
景
気
に
な
っ
て

― 

夫
婦
の
な
れ
そ
め

記
代
子　

初
め
て
聞
く
け
ど
、
ど
ん
な
縁
が

あ
っ
て
静
岡
か
ら
嫁
い
で
来
た
の
？

摩
谷
子　

実
家
は
清
水
市
の
み
か
ん
と
花
を
作

る
農
家
な
の
。
冬
に
な
る
と
毎
年
、
み
か
ん
の

収
穫
の
人
手
を
全
国
に
頼
ん
で
た
。
宿
舎
に
は

風
呂
も
あ
っ
て
食
事
も
出
す
。
そ
こ
に
夫
が「
農

業
高
校
出
て
家
業
の
農
業
や
っ
て
る
け
ど
、
冬

は
暇
だ
か
ら
」と
友
達
４
人
で
３
年
間
来
た
の
。

２
人
で
結
婚
し
よ
う
と
な
っ
た
け
ど
、
私
が
３

人
弟
妹
の
長
女
だ
っ
た
せ
い
か
、
親
が
「
新
潟

は
方
角
が
悪
い
」
と
猛
反
対
。
駆
け
落
ち
す
る

と
か
子
ど
も
作
る
と
か
考
え
た
け
ど
、
そ
れ
は

し
た
く
な
か
っ
た
の
で
、１
年
か
け
て
説
得
し
た
。

「
貧
乏
だ
か
ら
嫁
に
や
れ
な
い
っ
て
言
う
の
」
っ

て
聞
い
た
ら
、
父
は
「
そ
こ
ま
で
言
う
な
ら
縁

て
、
ダ
ン
ナ
が
帰
っ
て
き
て
私
が
引
っ
か
か
れ

た
傷
を
見
せ
た
ら
、
息
子
は
私
の
歯
形
が
残
っ

た
手
を
見
せ
た
の
。
ダ
ン
ナ
は
息
子
に
「
女
親

に
向
か
っ
て
手
を
上
げ
る
と
は
何
事
だ
」
と
言
っ

た
。
夜
に
な
っ
て
か
ら
私
に
「
ど
う
し
て
子
ど

も
と
同
じ
気
に
な
っ
て
る
ん
だ
。
親
な
ん
だ
か

ら
言
い
聞
か
せ
な
け
れ
ば
」
っ
て
言
わ
れ
て
も
っ

と
も
だ
と
思
っ
た
わ
。

　

い
じ
め
問
題
で
学
校
に
呼
び
出
さ
れ
た
こ
と

も
あ
っ
た
。
翌
日
息
子
が
「
学
校
を
休
み
た
い
」

と
言
っ
た
の
で
、「
自
分
に
や
ま
し
い
こ
と
が
な

け
れ
ば
堂
々
と
行
け
！
」
と
言
っ
た
の
。
帰
る

な
り
「
ク
ラ
ス
内
で
話
し
合
っ
て
解
決
し
た
け

ど
、
親
が
呼
び
出
さ
れ
た
他
の
子
は
皆
欠
席
し

た
。
俺
行
っ
て
良
か
っ
た
」
っ
て
。
放
任
は
駄

目
だ
け
ど
、
子
供
を
信
じ
る
こ
と
っ
て
大
事
だ

よ
ね
。

― 

前
を
向
い
て
悔
い
な
く
生
き
る

摩
谷
子　

確
か
に
学
校
が
荒
れ
た
時
代
だ
っ
た

か
ら
大
変
だ
っ
た
よ
ね
。
お
金
は
な
い
し
さ
。

で
も
３
人
の
子
ど
も
は
皆
、
母
乳
で
育
て
る
こ

と
が
出
来
た
の
。
冷
凍
保
存
も
し
て
工
夫
し
て

ね
。
だ
か
ら
「
私
の
お
か
げ
で
乳
牛
を
２
頭
も

飼
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
。
ミ
ル
ク
代
が
助
か

る
で
し
ょ
」
っ
て
い
つ
も
言
っ
て
た
。

　

息
子
は
希
望
し
て
制
服
の
な
い
高
校
に
行
っ

た
の
。
冬
は
コ
ー
ト
の
下
に
い
つ
も
ジ
ャ
ー
ジ
。

未
だ
に
意
味
は
分
ら
な
い
。
疲
れ
て
眠
気
が
来

る
し
。
院
長
か
ら
は
無
理
だ
ね
っ
て
言
わ
れ
て
、

そ
れ
か
ら
は
奥
様
に
与
え
ら
れ
た
『
婦
人
の
友
』

で
勉
強
し
た
。
こ
ん
な
私
だ
け
ど
、
性
格
が
良

い
の
か
高
校
で
は
赤
点
取
っ
て
も
先
生
が
い
つ

も
下
駄
履
か
せ
て
く
れ
た
し
ね
。
ハ
ハ
ハ
。
と

こ
ろ
で　

摩
谷
子
と
い
う
名
前
は
珍
し
い
け
ど

ど
う
し
て
？ 

摩
谷
子　

私
は
我
が
家
で
34
年
ぶ
り
に
産
ま
れ

た
女
の
子
で
、
し
か
も
お
釈
迦
様
と
同
じ
４
月

８
日
が
誕
生
日
。
祖
父
ち
ゃ
ん
が
「
こ
り
ゃ
あ

大
変
だ
」
と
言
っ
て
菩
提
寺
の
住
職
に
相
談
に

行
っ
た
ら
付
け
て
く
れ
た
。
お
釈
迦
様
の
お
母

さ
ん
の
〝
摩ま

や耶
夫
人
〟
か
ら
い
た
だ
い
た
そ
う

よ
。
だ
か
ら
寺
に
縁
が
あ
る
ん
だ
わ
。
嫁
い
だ

ダ
ン
ナ
の
家
の
爺
ち
ゃ
ん
（
義
父
）
と
婆
ち
ゃ

ん
（
義
母
）
も
、
妙
光
寺
の
世
話
人
を
し
て
、

本
当
に
信
心
家
だ
っ
た
も
の
。

― 
家
族
の
中
で

摩
谷
子　

い
ざ
結
婚
し
た
ら
色
々
あ
る
よ
ね
。

ダ
ン
ナ
が
わ
が
ま
ま
で
食
事
の
好
き
嫌
い
が
激

し
か
っ
た
の
。
婆
ち
ゃ
ん
に
「
男
が
一
人
だ
け

だ
っ
た
か
ら
、
大
事
に
し
た
ら
こ
ん
な
に
な
っ

大
幅
減
額
さ
れ
た
。
ダ
ン
ナ
も
給
料
が
減
っ
た

の
に
、
交
通
事
故
の
加
害
者
に
な
っ
て
す
ご
い

賠
償
金
を
請
求
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
と
き
お

寺
の
本
堂
建
て
替
え
に
寄
付
す
る
約
束
も
あ
っ

て
大
変
だ
っ
た
。
で
も
明
る
く
前
向
き
に
頑
張

れ
ば
何
と
か
な
る
も
ん
だ
と
今
に
な
っ
て
思
う

わ
。
他
人
に
何
言
わ
れ
よ
う
と
へ
の
か
っ
ぱ
。

声
が
大
き
く
て
通
る
か
ら
、
今
働
い
て
い
る
高

齢
者
施
設
で
も
隅
か
ら
隅
ま
で
声
が
届
く
の
。

「
威
圧
感
が
あ
る
」
っ
て
言
う
人
も
い
る
け
ど
、

気
に
し
な
い
。

― 

寺
を
支
え
た
い

摩
谷
子　

お
寺
に
な
ぎ
さ
さ
ん
の
お
見
舞
い
に

行
く
と
「
良
恵
住
職
が
若
く
て
経
験
が
な
い
か

ら
心
配
。
助
け
て
あ
げ
て
ね
」
と
涙
を
流
す
の
。

「
大
丈
夫
。
良
恵
さ
ん
は
理
解
力
が
あ
る
か
ら

心
配
な
い
。
経
験
の
な
い
と
こ
ろ
は
私
た
ち
が

必
ず
支
え
る
か
ら
。
そ
れ
よ
り
い
ま
は
自
分
の

人
生
を
考
え
よ
う
よ
」
っ
て
答
え
た
。
帰
り
道

で
母
親
だ
な
っ
て
思
っ
て
涙
が
出
た
わ
。

　

母
親
と
言
え
ば
、
自
分
も
歳
だ
し
洋
服
と

か
色
々
整
理
し
て
い
る
。
で
も
絶
対
に
捨
て
ら

れ
な
い
の
が
新
婚
旅
行
に
着
て
い
っ
た
服
な
の
。

母
親
が
夜
な
べ
し
て
縫
っ
て
く
れ
た
ん
だ
よ
。

思
い
出
が
あ
る
か
ら
ね
。

　

婆
ち
ゃ
ん
（
義
母
）
の
葬
式
だ
っ
た
か
な
あ
、

実
家
の
弟
が
静
岡
か
ら
来
て
く
れ
た
ん
だ
よ

て
し
ま
っ
た
」
と
言
わ
れ
た
と
き
は
呆
れ
る
前

に
笑
っ
た
わ
。
あ
の
こ
ろ
は
茶
の
間
に
囲い

ろ

り
炉
裏

が
あ
っ
て
、
爺
ち
ゃ
ん
の
席
、
婆
ち
ゃ
ん
の
席
、

夫
の
席
、
お
客
様
の
席
と
決
ま
っ
て
た
。
嫁
の

私
の
座
る
場
所
が
な
い
の
。
だ
か
ら
い
ま
は
囲

炉
裏
を
な
く
し
て
、
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
に
し
た

ん
だ
。

　

で
も
爺
ち
ゃ
ん
は
読
書
好
き
で
私
と
趣
味
が

合
っ
て
い
つ
も
話
し
た
し
、
婆
ち
ゃ
ん
は
「
自

分
の
子
は
自
分
の
手
で
育
て
れ
」
と
私
に
仕
事

を
さ
せ
な
か
っ
た
。
近
所
の
人
に
色
々
言
わ
れ

た
け
ど
「
ウ
チ
に
は
ウ
チ
の
や
り
方
が
あ
る
」
っ

て
か
ば
っ
て
く
れ
た
。

記
代
子　

ウ
チ
は
爺
ち
ゃ
ん
が
料
理
し
て
た

け
ど
、
私
が
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
気
に
な
っ

て
、障
子
に
指
で
穴
開
け
て
そ
こ
か
ら
の
ぞ
く
の
。

「
心
配
だ
っ
た
ら
そ
ば
で
見
て
れ
ば
」
っ
て
は
っ

き
り
言
っ
た
ら
、任
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

大
変
だ
っ
た
の
は
子
育
て
よ
。
息
子
が
中
学

で
喫
煙
が
見
つ
か
っ
て
呼
び
出
さ
れ
た
の
。
そ

の
と
き
ダ
ン
ナ
が
息
子
に
「
な
ん
で
見
張
り
を

立
て
な
か
っ
た
」
と
言
っ
た
の
に
は
笑
っ
た
ね
。

高
校
生
の
と
き
は
先
生
と
取
っ
組
み
合
い
の
喧

嘩
も
し
た
。
叱
っ
た
私
と
も
取
っ
組
み
合
い
な
っ

ね
。
そ
の
と
き
新
潟
の
葬
式
が
派
手
だ
っ
て
驚

い
て
た
。
近
頃
は
随
分
変
わ
っ
た
け
ど
、
あ
の

こ
ろ
は
大
き
な
会
館
に
大
勢
集
ま
っ
て
飲
食
も

豪
華
だ
っ
た
。
静
岡
じ
ゃ
お
寺
を
借
り
て
や
る

ん
だ
。
あ
ん
な
に
ご
馳
走
し
な
い
よ
。
こ
の
辺

で
は
あ
ま
り
お
寺
で
し
な
い
み
た
い
だ
け
ど
、

妙
光
寺
は
お
寺
で
で
き
る
で
し
ょ
。
お
寺
も
大

変
だ
ろ
う
け
ど
良
い
こ
と
だ
し
、
檀
徒
は
ど
ん

ど
ん
使
え
ば
い
い
よ
ね
。

記
代
子　

私
は
着
な
く
な
っ
た
服
は
、
発
展
途

上
国
に
送
る
所
に
出
し
て
い
る
。
少
し
で
も
世

の
中
の
役
に
立
ち
た
い
も
の
。
お
ん
な
じ
よ
う

に
、
お
寺
は
長
い
歴
史
を
繋
ぎ
な
が
ら
私
た
ち

の
お
墓
を
守
っ
て
、
生
き
方
の
教
え
を
伝
え
て

く
れ
る
大
事
な
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
い
る
。
み

ん
な
で
支
え
た
い
よ
ね
。

　

こ
れ
か
ら
春
に
な
る
と
大
好
き
な
山
菜
採
り

に
行
っ
て
、
ワ
ラ
ビ
、
ウ
ド
、
タ
ケ
ノ
コ
、
ゼ

ン
マ
イ
と
か
沢
山
採
っ
て
く
る
の
。
お
寺
に
は

生
や
漬
物
に
し
て
届
け
る
け
ど
、
行
事
に
も
使

え
る
か
ら
皆
さ
ん
が
と
っ
て
も
喜
ん
で
く
れ
る
。

農
家
の
人
が
米
や
野
菜
を
持
っ
て
行
く
の
と
同

じ
だ
け
ど
ね
。

　

行
事
以
外
も
含
め
て
年
に
５
～
６
回
は
お

寺
に
行
く
け
ど
、
い
つ
行
っ
て
も
楽
し
い
し
、

こ
う
や
っ
て
あ
ん
た
と
も
友
達
に
も
な
れ
た
も

の
。
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
お
手
伝
い
に
行
く

つ
も
り
だ
よ
。　
　
　
　
　
　
　

   （
院
首
記
）

摩谷子さんの
実家から届いた蜜柑“はるみ”

記
代
子
さ
ん
手
製
の
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
と
タ
ペ
ス
ト
リ
ー

新
潟
市
曽
根   

石
田
記
代
子
さ
ん（
68
歳
）

新
潟
市
升
潟   

高
橋
摩ま

や

こ
谷
子
さ
ん（
71
歳
）
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上 法 話誌 小川良恵

　

母
が
亡
く
な
っ
て
半
年
が
過

ぎ
ま
し
た
。
と
て
も
あ
り
が
た
い

こ
と
に
、
い
ま
だ
に
お
悔
や
み
に

来
て
く
だ
さ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

母
の
朝
食
づ
く
り

　

あ
る
方
は
「
お
寺
に
泊
ま
っ
た

葬
儀
の
朝
、
な
ぎ
さ
さ
ん
の
朝

食
が
美
味
し
か
っ
た
こ
と
が
忘
れ

ら
れ
ま
せ
ん
」
と
、
数
年
以
上

前
の
思
い
出
話
を
聞
か
せ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
妙
光
寺
の
周
辺
は

ご
存
じ
の
通
り
、
コ
ン
ビ
ニ
で
す

ら
車
で
10
分
余
か
か
る
場
所
で

す
。
疲
れ
て
い
る
葬
儀
の
時
に
食

事
の
心
配
を
す
る
の
は
大
変
だ

ろ
う
と
、
母
は
昔
か
ら
通
夜
で

お
寺
に
泊
っ
た
方
に
朝
ご
は
ん
を

振
舞
っ
て
い
ま
し
た
。「
人
の
作
っ

て
く
れ
た
ご
飯
は
美
味
し
い
」
と

生
前
の
母
が
よ
く
話
し
て
い
ま

し
た
が
、
心
を
込
め
た
食
事
は
、

時
を
経
て
も
記
憶
に
残
る
の
だ
な

と
、
改
め
て
実
感
し
た
次
第
で

す
。
私
も
母
の
葬
儀
の
朝
、
地
元

の
檀
徒
さ
ん
が
作
っ
て
く
れ
た
朝

食
の
暖
か
さ
が
今
で
も
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。

院
首
さ
ん
も
並
ん
で

　

母
が
体
調
を
崩
し
て
か
ら
は
、

お
米
の
炊
き
方
も
知
ら
な
か
っ
た

院
首
さ
ん
が
、
母
の
指
導
を
受
け

な
が
ら
作
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
通
夜
の
読
経
を
終
え
て
戻
っ

た
時
に
、
２
人
並
ん
で
翌
朝
の
仕

込
み
を
し
て
い
る
後
ろ
姿
は
、
私

が
見
た
中
で
一
番
仲
睦
ま
じ
い
様

子
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
も
朝
食
づ
く
り

　

今
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
院
首

さ
ん
が
不
在
の
日
も
あ
り
、
京
住

院
で
お
葬
儀
が
あ
る
と
朝
食
は

私
が
作
り
ま
し
た
。
東
京
で
一

人
暮
ら
し
を
し
て
い
た
と
き
に
は

自
炊
も
し
て
い
た
の
で
す
が
、
新

潟
に
戻
っ
て
か
ら
は
、
母
の
料
理

を
美
味
し
く
食
べ
る
方
が
専
門
で

し
た
の
で
、
四
苦
八
苦
し
て
い
ま

す
。
通
夜
の
日
の
昼
間
に
お
か
ず

の
仕
込
み
を
し
て
、
翌
朝
は
ご

飯
と
み
そ
汁
を
準
備
す
る
だ
け

と
い
う
簡
単
な
も
の
で
す
が
、
半

日
が
か
り
の
時
も
あ
り
ま
し
た
。

あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
食
材
は
檀

徒
さ
ん
か
ら
ご
供
養
の
お
米
に

新
鮮
な
野
菜
、
と
き
に
は
採
れ
た

て
の
魚
も
あ
り
ま
す
の
で
、
素

材
の
味
が
良
く
、
味
付
け
は
そ

こ
ま
で
悩
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
問
題
は
調
理
方
法
で
す
。
私

は
元
々
人
一
倍
不
器
用
な
の
で

す
が
、
人
に
食
べ
て
い
た
だ
く
こ

と
を
考
え
る
と
、
ニ
ン
ジ
ン
１
本

に
し
て
も
均
等
な
千
切
り
に
し
な

け
れ
ば
と
、
ひ
ど
く
時
間
が
か

か
り
ま
す
。

卵
焼
き

　

一
番
苦
労
し
た
の
は
、
い
え
、

し
て
い
る
の
は
卵
焼
き
で
す
。
母

の
残
し
て
く
れ
た
レ
シ
ピ
が
あ
る

の
で
す
が
、
何
度
作
っ
て
も
母
の

味
に
な
り
ま
せ
ん
。
半
年
で
だ
い

ぶ
近
づ
い
て
、
私
も
上
手
く
な
っ

た
な
、
と
調
子
に
乗
っ
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
先
日
、
祖
母
の

焼
い
た
卵
焼
き
を
久
し
ぶ
り
に
食

べ
て
愕
然
と
し
ま
し
た
。
私
が

作
っ
た
卵
焼
き
よ
り
も
何
倍
も
美

味
し
い
の
で
す
。
半
世
紀
以
上
の

キ
ャ
リ
ア
の
差
と
愛
情
の
差
は
、

な
か
な
か
埋
め
ら
れ
そ
う
に
あ

り
ま
せ
ん
。

小
川
良
恵

  
  

朝ごはん
―寺葬儀の朝に―

　そして、塔の中から「善
ぜんざいぜんざい

哉善哉」（すばらしい。す
ばらしい）とお釈迦様をほめたたえる声が聞こえてくる
のです。声の主は、多宝如来という仏様で、法華経の
説く教えが素晴らしいものであると証明するために姿
を現すと誓いを立てられた方でした。塔の中の多宝如
来は、集まった人々に姿を拝ませていただきたいと請
われ、条件として、世界中全宇宙に派遣されているお
釈迦様の分身を一か所に集める必要があると答えられ
ました。このため、お釈迦様は三度に渡って私たち
の住むこの娑婆世界を清め、地獄道も修羅道も区別
のない一仏国土（一人の仏様が教化できる世界）と成
して、準備を整えてから分身たちを集められました。

　そしてようやく、お釈迦様も空中へと浮かび上り、『多
宝塔』の扉を開きました。その場の聴衆が固

かた

唾
ず

をの
んで見守る中、姿を現した多宝如来は、お釈迦様の
説く法華経を再びほめたたえ、その教えを聞くために
やってきたことを告げます。そして、座っておられた
場所の半分を空けて、「釈迦牟尼仏、この座に就き給
うべし」と促されます。
　お釈迦様は即座に、多宝如来の隣に結

け

跏
っ

趺
かふ

坐
ざ

（両
足を組んだ胡坐の姿勢）されました。この光景を目
の当たりにした者たちは、仏様たちが高いところから
教えを説かれるのであれば、自分たちもどうぞ、空中
高くにあがらせてくださいと心に願いました。お釈迦

様は、彼らを皆、神通力をもって引き上げて願いをか
なえられました。この場面を、空中で教えが説かれ
ることから『虚

こ

空
くう

会
え

』といいます。これまでの霊
りょう

鷲
じゅ

山
せん

という地に足をつけた場所での説法から、時間と空
間を超越した世界でも法華経の教えが説かれること
を現わしています。

　お釈迦様は、さらに「誰かよくこの娑婆国土におい
て、広く妙法華経を説かん」とお尋ねになりました。
お釈迦様はもうすぐご自分が涅

ね

槃
はん

に入ること（亡くな
ること）を明かされて、もう法華経を説くことはでき
ない。私の代わりに法華経を広める者はいないかと
問われたのです。お釈迦様が入滅された後の世界で
は、法華経を広めることはとても難事です。乾いた草
を背負って炎の中に飛び込み火傷一つ負わないこと
や、足の指で世界を摘まんで動かすことのほうがよほ
ど簡単であるなど、想像もつかない喩え話も説かれま
す。けれど、この法華経を広めるという覚悟は、この
後の法華経の中ではとても重要で繰り返し問われて
います。

　日蓮聖人の『お曼荼羅』に描かれているのは、ま
さにこの『虚空会』の場面です。中央のお題目に向
かって左側がお釈迦様、右側が多宝如来、二仏のお
名前が書かれています。私たちもまたお釈迦様から、
覚悟を問われ続けていると言えるかもしれません。

虚
こ く う え

空会
―時間と空間を超越した世界で―

多宝如来の証明と条件

法華経を広める覚悟

『大曼荼羅ご本尊』

虚
こ く う え

空会

　『見宝塔品第十一』はお釈迦様の説法中、
地面から突如として塔が現れて、空中に留まるという場面からはじまります。
塔はきらびやかに飾り付けられており、想像を絶する大きさでした。

この塔の名を『多宝塔』といいます。

法華経  『見
け ん ほ う と う

宝塔品
ほ ん だ い

第十
じ ゅ う い ち

一』
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寺のうごき
◆山林整備　昨年秋

◆大晦日　令和2年12月31日

◆正月　令和3年1月1、2日

◆田村上人の水行と厄除祈願祭
2月27日、28日

◆大雪と除雪　1月

①足を踏み入れるのも困難な藪でした。

③出土した石を素人のボランテラで積みました。

②竹の伐採、杉の間伐と抜根ですっきりしました。

④角田浜の石田さんが管理用道路の整地に協力。

　1日で50㎝あまりと例年に無い積雪の日がありまし
た。車道を大滝総代が畑のトラクターで、参道を手作
業で世話人の堀野さんが九州育ちの菊池上人を指導
しながら除雪してくださいました。

　寺の職員と鎌田上人、ボランテラの大橋孝裕さん、大滝惣次郎さん、石田誠一さんらの協力で山林整備が進みました。今後も山から
の排水対策と植栽等課題がありますが、資金不足です。浄土基金へのご協力をいただければ幸いです。

　しんしんと雪が降る中での除夜でした。ライトアップされた三重塔や
鐘撞堂、お焚き上げの炎が新雪に映え、清らかな気持ちで新年を迎え
ました。
　コロナ禍で、例年の3分の2ほどの人出でしたが、訪れた家族連れは
一人ひとりゆったりと除夜の鐘を撞き、記念の銀杏を戴き、福引で福を
呼び寄せました。

　いつもは新年のお参りとご挨拶で賑わう妙光寺ですが、今年は感染症対策のため来訪の人数を制限させていただきました。振舞い
のお酒等も無く、少し寂しい元旦でした。一日も早いコロナの収息を願うばかりです。

　山務員の田村上人が、千葉県の遠壽院大荒行堂で寒百日
間の厳しい修行を2月10日に成満して戻りました。その田村上人
が、時折小雪も舞う院庭で、二日間の水行と厄年の方、祈願ご
希望の方の『厄除祈願祭』を行い、例年より多目の72人がご祈
祷を受けました。
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初
は
お
釈
迦
様
も
そ
の
中
の
苦
行
を
実
践
し
ま

し
た
。
息
を
止
め
た
り
、
断
食
を
し
た
り
す
る

修
行
で
す
。「
修
行
」
の
中
心
は
、「
禁
欲
」
で

あ
り「
自
己
制
御
」な
の
で
す
。
足
か
け
７
年
や
っ

て
「
苦
行
」
を
捨
て
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

私
は
む
し
ろ
そ
の
７
年
を
経
て「
瞑
想
」に
入
り
、

そ
し
て
「
悟
り
」
を
得
た
の
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
何
の
準
備
も
な
い
と
こ
ろ
に
い
き
な
り
「
悟

り
」
が
や
っ
て
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
肉

体
的
な
「
苦
行
」
が
準
備
の
過
程
と
し
て
必
要

だ
っ
た
で
し
ょ
う
。「
苦
行
」
は
日
常
生
活
か
ら

離
れ
る
状
態
で
す
。
普
通
に
働
い
た
り
談
笑
し

た
り
し
て
い
た
の
で
は
、「
苦
行
」
は
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
当
時
の
「
修
行
」
は
あ
く
ま
で
も
個

人
で
行
う
も
の
で
し
た
。
遠
壽
院
の
「
大
荒
行
」

も
含
め
て
、
集
団
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明

治
以
後
の
こ
と
で
す
。
ま
た
修
行
中
も
衣
食
は

必
要
で
す
か
ら
、
そ
れ
ら
を
施
し
て
く
れ
る
人
々

が
不
可
欠
で
す
。
お
釈
迦
様
も
支
援
者
の
い
る

村
で
「
修
行
」
を
し
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
に

ミ
ル
ク
粥
を
捧
げ
た
ス
ジ
ャ
ー
タ
の
よ
う
な
人
は

大
勢
い
た
よ
う
で
す
。

　
　
　

�

普
通
の
生
活
を
し
て
い
た
の
で
は
、「
修

行
」
は
で
き
ま
せ
ん
ね
。

正
木　
お
釈
迦
様
の
時
代
の
仏
教
は
、
す
べ
て
の

絆
を
捨
て
て
一
人
で
「
修
行
」
す
る
も
の
だ
っ
た

の
で
す
。
で
も
今
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前
に

な
る
と
、
久く

お
ん
じ
つ
じ
ょ
う

遠
実
成
の
釈
迦
牟
尼
仏
（
永
遠
に

い
て
く
だ
さ
る
お
釈
迦
様
）
に
帰
依
し
て
普
通

に
生
活
す
る
こ
と
が
「
信
心
」
で
あ
る
と
い
う

考
え
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
大
乗
仏
教
で

す
。
僧
侶
の
み
に
許
さ
れ
て
い
る「
大
荒
行
」は
、

そ
れ
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。「
修
行
」
の

前
提
と
し
て
、
こ
の
２
点
は
私
も
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。

　
　
　

�

法
華
経
を
た
だ
暗
記
す
る
だ
け
で
は
駄

目
な
ん
で
す
ね
。

正
木　
法
華
経
ほ
ど
唱
え
る
こ
と
で
気
持
ち
の

強
く
な
る
経
典
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
法
華
経

と
般
若
心
経
が
一
番
人
を
元
気
に
す
る
経
典
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
経
典
が
持
つ
力
を
「
経き

ょ
う
り
き力
」

と
い
い
ま
す
。
法
華
経
は
「
経
力
」
が
最
高
に

強
い
経
典
で
す
。「
大
荒
行
」
の
生
活
は
読
経

三
昧
で
す
。「
経
力
」
を
感
じ
な
が
ら
唱
え
て

い
る
か
を
、
戸
田
伝
師
は
見
て
お
ら
れ
る
の
で

し
ょ
う
。

　
　
　

�

今
年
も「
大
荒
行
」が
終
わ
り
ま
し
た
。

日
蓮
宗
の
「
大
荒
行
」
に
つ
い
て
先
生

の
お
考
え
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

正
木　
遠
壽
院
の
「
大
荒
行
」
で
は
、
事
前
に

伝
師
の
戸
田
日
晨
師
、
藤
田
庄
市
氏
と
私
に
よ

る
、
い
わ
ば
選
考
試
験
が
あ
り
ま
す
。
誰
で
も

修
行
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
ま
ず
法

華
経
全
巻
を
暗
唱
で
き
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で

す
が
、「
た
だ
暗
記
だ
け
し
て
い
る
人
は
修
行
に

入
れ
な
い
」
そ
う
で
す
。
棒
暗
記
し
て
い
る
の

か
、
経
典
の
言
葉
を
感
じ
な
が
ら
唱
え
て
い
る
の

か
は
、
聞
け
ば
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
な

ぜ
こ
の
荒
行
に
挑
む
の
か
」
が
大
切
で
す
。
祈

祷
の
資
格
を
得
る
た
め
に
く
る
人
も
い
ま
す
が
、

　
　
　

�

法
華
経
は
特
別
な
お
経
な
ん
で
す
ね

正
木　
法
華
経
は
、
ゴ
ー
タ
マ・シ
ッ
ダ
ー
タ
（
釈

迦
）
の
時
代
に
は
ま
だ
存
在
し
な
い
経
典
で
す
。

紀
元
後
に
イ
ン
ド
で
成
立
し
そ
れ
が
中
国
に
渡
っ

て
、
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
今
日
本
で

読
ま
れ
て
い
る
の
は
、
４
世
紀
の
鳩く

ま
ら
じ
ゅ
う

摩
羅
什
が
訳

し
た
法
華
経
で
す
。
鳩
摩
羅
什
は
語
学
の
天
才

で
、
膝
の
上
に
古
代
イ
ン
ド
語
の
経
典
を
置
い
て

中
国
語
で
唱
え
な
が
ら
訳
し
た
そ
う
で
す
。
そ

の
翻
訳
を
民
衆
の
前
で
お
こ
な
っ
て
い
た
と
伝
え

ら
れ
ま
す
。
人
々
の
前
で
、
と
い
う
点
が
ポ
イ

ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
鳩
摩
羅
什
の
翻
訳
は
少

し
元
の
経
典
か
ら
離
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す

が
、
彼
の
注
釈
本
を
読
む
と
と
て
も
正
確
に
理

解
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。理
解
し
た
上
で
、

周
り
で
聞
い
て
い
る
人
々
を
惹
き
つ
け
る
言
葉
に

し
て
い
る
の
で
す
。
法
華
経
の
翻
訳
本
は
他
に
も

あ
り
ま
す
が
、
鳩
摩
羅
什
訳
が
今
も
読
ま
れ
て

い
る
の
は
こ
の
言
葉
の
力
ゆ
え
で
す
。
日
本
で
は
、

飛
鳥
時
代
に
仏
教
が
伝
来
し
た
と
き
か
ら
法
華

経
が
尊
崇
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
今
も
浄

土
教
系
以
外
の
す
べ
て
の
宗
派
で
、
法
華
経
が
読

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

�

お
釈
迦
様
は
肉
体
的
な
苦
行
よ
り
も
瞑

想
を
し
て
悟
り
を
得
た
と
聞
い
て
い
ま

す
。
お
釈
迦
様
の
時
代
の
「
修
行
」
は

ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
か
？

正
木　
お
釈
迦
様
は
二
六
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
イ

ン
ド
に
生
ま
れ
た
人
で
す
。
そ
の
当
時
の
イ
ン
ド

で
は
、
す
で
に
確
立
し
た
修
行
法
が
あ
っ
て
、
最

仏
教
の
〝
聖
〟
と
普
通
の
生
活
の
〝
俗
〟
を
つ

な
ぐ
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

�「
大
荒
行
」
は
江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ

た
も
の
で
す
。
日
蓮
聖
人
の
時
代
に
は

な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
ど
う
考
え
た

ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

正
木　
日
蓮
と
い
う
方
の
行
動
の
中
に
は
、〝
あ

え
て
過
酷
な
状
況
に
身
を
置
く
〟
と
い
う
思
想

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
強
い
使
命
感
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
人
生
は
難
行
苦
行

の
連
続
で
す
。
そ
れ
は
「
正
し
い
か
ら
こ
そ
弾

圧
さ
れ
る
」
と
い
う
法
華
経
に
宿
る
精
神
か
ら

来
て
い
る
生
き
方
で
、
現
実
に
何
回
も
殺
さ
れ

そ
う
に
な
る
な
ど
、
文
字
通
り
命
が
け
で
し
た
。

　
　
　

�

命
が
け
と
い
う
の
は
、
現
代
の
「
大
荒

行
」
に
も
通
じ
ま
す
ね
。

正
木　
生
と
死
の
境
目
を
体
験
す
る
こ
と
が
、

本
当
の
「
修
行
」
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

現
代
の
日
本
で
は
、
日
蓮
宗
の
「
大
荒
行
」
は

山
野
跋
渉
の
修
験
道
と
並
ん
で
、
死
の
可
能
性

に
触
れ
る
数
少
な
い
「
修
行
」
で
す
。
日
蓮
聖

人
の
姿
勢
に
重
な
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

　
　
　

�

普
通
の
檀
信
徒
は
日
常
の
中
で
、
何
を

実
行
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

正
木　
ま
ず
や
は
り
法
華
経
を
声
に
出
し
て
読

む
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
一
人
で
読
経
し

た
り
お
題
目
を
唱
え
た
り
す
る
の
は
日
常
生
活

の
中
で
は
難
し
い
。
で
き
れ
ば
定
期
的
に
集
ま
っ

て
、一
緒
に
読
経
で
き
た
ら
い
い
で
す
ね
。
次
に
、

一
人
で
声
を
出
す
の
が
難
し
い
時
は
、
仏
壇
の
中

に
あ
る
御
本
尊
の
「
大
曼
荼
羅
」
を
み
つ
め
る

の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。「
大
曼
荼
羅
」
に
は
、

最
晩
年
の
日
蓮
聖
人
が
到
達
し
た
深
い
思
い
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
を
学
ぶ
機
会
を
得
な
が

ら
み
つ
め
て
い
け
ば
、
瞑
想
に
つ
な
が
る
深
い
境

地
を
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
実
は
私
は

「
曼
荼
羅
」
の
研
究
者
な
の
で
、「
大
曼
荼
羅
」

を
白
抜
き
に
し
て
色
を
塗
る
試
み
を
す
る
の
は

ど
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
自
由
に
色
を
塗
る

と
一
人
ひ
と
り
の
個
性
も
出
て
、
し
か
も
日
常

か
ら
離
れ
た
時
間
を
持
つ
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

命
が
け
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、「
修
行
」
を

日
常
の
中
で
持
つ
こ
と
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

�

最
後
に
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
私
た
ち
の
心

の
持
ち
方
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

正
木　
コ
ロ
ナ
の
死
者
は
７
千
人
を
超
え
た
そ
う

で
す
。
日
本
の
年
間
の
死
者
は
１
３
０
万
人
で

す
か
ら
多
い
と
も
少
な
い
と
も
い
え
ま
す
が
、
社

会
の
弱
い
と
こ
ろ
を
突
い
て
、
私
た
ち
の
絆
を
断

ち
切
る
病
気
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。「
コ
ロ
ナ
の
時
代
」
は
「
死
ぬ
こ
と
の
意
味

を
見
つ
め
な
お
す
時
代
」
と
も
言
え
る
で
し
ょ

う
。
宗
教
改
革
の
中
心
人
物
で
あ
る
ル
タ
ー
が

言
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
「
た
と
え
明
日
世
界
が

滅
び
よ
う
と
も
、
今
日
私
は
リ
ン
ゴ
の
木
を
植
え

る
」
と
い
う
言
葉
は
、
強
い
宗
教
的
な
信
念
を

表
し
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。〝
死
後
の
世
界

が
ど
う
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
で
も
今
私
は

何
か
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
〟
と
い
う
信
念
で
す
。

私
は
、
お
寺
に
は
人
々
の
つ
な
が
り
を
回
復
す
る

努
力
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
強
く
思
い
ま
す
。
そ

し
て
寺
に
集
う
人
々
に
理
想
の
死
に
方
を
思
い
描

く
訓
練
を
促
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。「
良
い

死
に
方
―
―
で
き
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
―
―
を
す
る
た
め
に
、
今
を
ど
う
生
き
る

か
」
を
み
な
さ
ん
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
コ
ロ

ナ
時
代
は
、
ま
さ
に
「
死
を
学
ぶ
時
代
」
だ
と

思
い
ま
す
。

　
本
日
は
大
切
な
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
）

―
宗
教
学
者
・
正ま

さ

き木 

晃あ
き
ら

先
生
に
聞
く
―

Ｑ

Ｑ

Ｑ Ｑ

ＱＱＱ

ＱＱ

　

日
蓮
宗
の
「
大
荒
行
」
は
、
昨
年
十
一
月
一
日
か
ら
始
ま
り
寒
百
ケ
日
を
経
て
二
月
十
日
に
終
わ
り
ま
し
た
。
妙
光
寺

の
田
村
圭
亮
上
人
も
、
市
川
市
の
遠
壽
院
で
無
事
成
満
の
日
を
迎
え
ま
し
た
。

　

外
部
と
の
接
触
を
一
切
断
ち
、
一
日
二
食
で
午
前
３
時
か
ら
７
回
の
水
行
を
し
、
睡
眠
は
３
時
間
弱
で
ひ
た
す
ら
の
読

経
。
成
満
僧
は
、
木ぼ
っ
け
ん剱
に
よ
る
「
祈
祷
」
を
行
う
資
格
を
得
ま
す
。
そ
の
修
法
は
江
戸
時
代
半
ば
（
約
四
百
年
前
）
に
確

立
し
ま
し
た
。
僧
籍
に
な
い
私
た
ち
に
は
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
「
修
行
」
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
少
し
近
し
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
修
行
」
の
意
味
と
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
心
の
持
ち
方
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
し
た
。

正木 晃先生
１９５３年、神奈川県生まれ。国際日本文化研究センター客員教
授、中京女子大学助教授などを歴任。日本とチベットの仏教や修験
道を中心に、修行における心身の変容、宗教図像学などを研究。

大荒行という厳しい日々の中で、改めて自分自身を見
つめ直すことができました。これを新たなスタートだと
思い精進を続けていきたいと思います。（田村圭亮）

修
行
は
生
と
死
の
境
目
を
体
験
す
る
こ
と
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希望する檀信徒の位牌を安置しています
　本堂と祖師堂を繋ぐ建物で歴代住職の位牌を中央に、檀信徒の皆様からお預かりしている

位牌を安置しています。ここを「位牌堂」といい、どこのお寺でも本堂の傍にあることが多い

ので、ご覧になったことがある方もいるのではないでしょうか。

　安置した位牌は毎朝のお勤めで、月命日にあたる方の戒名を読み上げ供養しています。月
つき

回
え

向
こう

とか月
つきぎょう

経と言って、毎月の命日に寺からお尋ねして読経するお宅が多くあります。家庭の

都合でそれが叶わない場合、お寺にも位牌を安置してご供養することから始まったようです。

最近では実家が絶えた等の事情で、家に仏壇を置けない方が申し込まれるケースもあります。

　妙光寺では 1 年更新でのお申込みと、30 年一括申込みの二種類があり、後者を永
えいだいきょう

代経と

規定してそれぞれ金額を明示しています。

位牌は故人と私たちを繋ぐもの
　そもそも位牌とは亡くなった方を供養の場にお招きするための、目印・拠り所となるもので

す。「貴方の戒名を記したこの位牌に降りてきてください。供養の気持ちを受け取ってください」

というわけですね。各家のお仏壇にあるのも同じで、位牌は私たちと故人を繋ぐためにある

のです。

 「位牌堂」に並んだ皆さんの戒名を見ていると、この全ての皆さんと更に多くの方々が墓地

に埋葬されているのだと、気が引き締まると同時に暖かな気持ちになります。  　（小川良恵）

本堂脇にある「位
い は い ど う

牌堂」とは
どのような施設ですか？Q

妙
光
寺
質
問
箱

＊�地域や宗派によっては、全檀徒が家の仏壇とは別にお寺に位牌を預ける習慣があります。その場合の位牌堂は
大概独立した大きめの建物になっています。

　

収
束
の
見
通
せ
な
い
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症

に
、次
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

＊
法
事・葬
儀　
マ
ス
ク
着
用
、手
指
消
毒
の
う

え
で
密
に
な
ら
な
い
人
数
で
の
参
列
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。本
堂
、控
室
等
は
十
分
な
広
さ

が
あ
り
、換
気
も
行
っ
て
い
ま
す
。お
と
き
は
ご

予
算
に
応
じ
た
お
持
ち
帰
り
料
理
を
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
。

＊
春
彼
岸
、ご
判
さ
ま
お
大
会　

行
事
案
内

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

＊
夏
以
降
の
行
事　

詳
細
は
7
月
1
日
発
行

の『
妙
の
光
』で
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。お

盆
墓
参
り
は
昨
年
同
様
、例
年
の
8
月
1
日
を

含
め
た
3
日
間
程
度
の
分
散
を
予
定
し
て
い
ま

す
。8
月
19
日
の
岩
屋
七
面
様
祭
礼
は
午
前

中
の
法
要
の
み
。月
末
の
送
り
盆
は
午
後
か
ら

密
に
な
ら
な
い
よ
う
に
一
部
簡
素
化
し
て
実
施

し
、昨
年
同
様
に
ネ
ッ
ト
配
信
も
計
画
し
て
い

ま
す
。

＊
浄
土
講
座　

4
月
に
古
墳
の「
現
地
説
明

へ
の
移
動
を
検
討
し
て
い
ま
す
。ま
ず
歴
代
住

職
と
弟
子
の
墓
石
移
動
を
先
行
し
て
行
い
ま

す
。2
ヵ
所
に
分
散
し
て
42
基
あ
る
墓
石
を
31

基
に
統
合
し
、本
堂
脇
に
整
備
し
た
場
所
に
移

し
ま
す
。そ
こ
に
院
首
婦
人
小
川
な
ぎ
さ
の
墓

石
も
加
え
る
予
定
で
す
。一
基
に
ま
と
め
る
方

法
も
検
討
し
ま
し
た
が
、経
費
的
に
も
景
観
上

も
移
動
の
方
が
良
い
と
判
断
し
ま
し
た
。夏
お

盆
前
の
完
成
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

新
年
度
を
迎
え
ま
す
が
職
員
体
制
に
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。田
村
上
人
が
昨
年
11
月
1
日

か
ら
百
カ
日
間
、千
葉
県
市
川
市
遠
寿
院
の
大

荒
行
で
の
寒
修
行
を
行
い
、2
月
10
日
無
事
に

終
え
て
復
帰
し
ま
し
た
。

　

本
堂
建
て
替
え
か
ら
20
年
、客
殿
は
40
年
が

経
過
し
ま
す
。維
持
管
理
に
は
定
期
的
な
補
修

が
必
要
と
の
こ
と
で
、10
年
に
一
度
の
外
壁
と

鉄
骨
の
塗
装
を
5
月
に
計
画
し
ま
し
た
。そ
の

た
め
に
積
立
て
て
き
た
定
期
預
金
が
満
期
を
迎

え
ま
し
た
の
で
、経
費
に
充
当
し
ま
す
。期
間

中
は
作
業
用
足
場
を
組
み
ま
す
。本
堂
参
拝
の

折
に
は
足
下
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

会
」を
計
画
し
て
い
ま
す（
行
事
案
内
参
照
）。

そ
の
他
の
研
修
会
、団
体
参
拝
旅
行
は
休
止
し

ま
す
。ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

山
裾
に
広
が
る
旧
来
墓
地
は
、行
政
か
ら
崩

落
危
険
地
帯
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
今
後
平
地

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策

外
壁
、鉄
骨
塗
装
工
事

歴
代
住
職
墓
移
転
計
画

人
事

本
堂
脇
の『
歴
代
住
職
廟
』予
定
地

院首手作りの『歴代住職廟』1/20模型


