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　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。県外でもお札を希望される方にはお送りし
ます。

　人には個々にその年の星回りがあります。新年の星回
りが安泰でありますようにと祈願するのが『星祭り』です。
ご希望の方にはご家族で1枚のお札

ふだ

にして1軒2千円で
お届けしています。新規お申し込みの方は、別紙申込書
にご家族の氏名、性別、生年月日を書いてお知らせ下さ
い。継続の方は申込不要ですが、慶弔等でご家族に変
更があった場合はお知らせください。新規、変更ともに12
月20日㊊までにお願いします。　午後10時30分から、本堂で除夜法要。11時45分ころ

から除夜の鐘、古いお札、しめ縄等の〝お焚き上げ〟があ
ります。除夜の鐘はどなたでも撞いていただけますが、先
に大玄関受付で整理券を配布します。ご家族そろって
お参り下さい。
※�お焚き上げの古いお札等、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。

　午前9時～午後4時。玄関での受付後、住職が大広間
でお待ちしています。感染症対策のため、飲食は昨年同様
自粛させていただきますが、お参りの人数制限はありませ
ん。ご家族そろっておいでください。なお元旦のお茶席はい
つも通りに行います。

　厄年の早見表は別紙チラシにあります。厄年以外の
方でも「家内安全」「合格祈願」等お受けいたします。同
封の返信用ハガキにてお申込みください。

12月31日㊎

1月1日㊏、2日㊐)

11月15日 ㊐

2月5日㊏、6日㊐ ※両日とも11時から

　１、2月の信行会とボランテラはお休みで、3月から再開
の予定です。
3月6日㊐「信行会」、3月15日㊋「ボランテラ」です。

月
が っ き

忌納めお札
ふだくば

配り 『星
ほしまつ

祭り』祈
きがんふ だ

願札

除夜の鐘・お焚
た

き上げ

厄除け祈願祭

年始参り 月例信行会とボランテラ

行 事 案 内

あ と が き

　夏に猛威をふるったコロナ感染も、やや落ち着きを見せていま
す。このまま収まってもらいたいものです。とはいえ感染者数減少
の理由は、医学者でさえよくわからないというのが、このウィルスの
怖いところ。マスクと
換気が大切とのこと
ですから、冬の間も
気を付けて春を待ち
ましょう。冬の静かな
お寺へ、どうぞお参り
においで下さい。
（新倉理恵子）

長岡市

大橋孝裕さん（61歳）

「ボランテラ」スタッフ25年

　

妙
光
寺
の
年
7
回
あ
る
主
な
行
事
で
は
、お
斎と
き

（
食
事
）

作
り
を
地
区
ご
と
の
当
番
に
、
ま
た
受
付
係
を
数
名
の
方

に
お
願
い
し
て
い
る
。さ
ら
に
夏
の
送
り
盆
で
は
、ス
タ
ッ

フ
の
方
々
が
半
年
前
か
ら
企
画
会
議
を
行
い
、
当
日
は

１
０
０
人
の
人
た
ち
が
裏
方
を
務
め
る
。
そ
し
て
毎
月
15

日
は
都
合
の
つ
く
方
が
屋
内
外
の
掃
除
に
携
わ
る
。
春
や

秋
に
は
体
力
の
要
る
境
内
の
土
木
作
業
を
お
願
い
す
る

こ
と
も
あ
る
。

　

こ
れ
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ら
ぬ
「
ボ
ラ
ン
テ
ラ
」（
松

本
市
神
宮
寺
前
住
職
高
橋
さ
ん
の
造
語
）と
呼
ん
で
い
る
。

文
字
通
り
皆
さ
ん
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
が
妙
光
寺
だ
。

　

大
橋
さ
ん
は
平
成
6
年
に
安
穏
廟
を
求
め
、
そ
の
2
年

後
、当
時
の
「
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
安
穏
」（
現
在
の
送
り
盆
）

に
ま
だ
数
少
な
い
地
元
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
し
た
。
以

来
25
年
に
な
る
。
最
近
は
夏
だ
け
で
な
く
本
堂
脇
の
山
林

整
備
で
ダ
ン
プ
カ
ー
の
運
転
、
地
下
水
排
水
用
の
暗
渠
管

埋
設
等
々
の
作
業
ま
で
、
仕
事
の
合
間
に
応
援
し
て
く
れ

る
。
そ
も
そ
も
安
穏
廟
の
申
込
み
は
妻
方
の
両
親
の
た
め

だ
っ
た
。　
　
　
　
　
　

   （
院
首
記
）（
２
ペ
ー
ジ
に
続
く)
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「 法 号 」に込める思い

あ
り
ま
せ
ん
。
父
は
従
来
の
形
の
お
墓
が

希
望
ら
し
い
の
で
す
。
で
も
今
の
と
こ
ろ

私
の
長
男
夫
婦
の
と
こ
ろ
は
一
人
娘
、
次

男
は
結
婚
し
た
ば
か
り
の
う
え
、
仕
事
柄

県
外
か
ら
戻
れ
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
両
親
と
も
今
は
元
気
で
す
が
、
近

い
内
に
弟
も
交
え
て
相
談
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
」
と
言
う
。

　

大
橋
さ
ん
は
、
42
年
間
の
警
察
官
勤
務

を
去
年
定
年
退
職
し
た
。
い
ま
は
雇
用
延

長
で
後
輩
5
人
を
ま
と
め
る
交
番
所
長
を

勤
め
て
い
る
。
在
職
中
は
駐
在
所
勤
務
3

年
の
ほ
か
、
高
速
警
察
隊
で
パ
ト
カ
ー
乗

務
、
本
部
司
令
室
で
１
１
０
番
通
報
受

付
、
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
等
々
県
内
各

地
を
13
回
転
勤
し
た
そ

う
だ
。
佐
渡
島
な
ど
遠

隔
地
に
単
身
赴
任
し
た

と
き
は
、「
ボ
ラ
ン
テ
ラ
」

に
は
来
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

妙
光
寺
も
管
轄
に
入

る
巻
警
察
署
勤
務
時
代

に
、
忘
れ
ら
れ
な
い
出

来
事
が
あ
る
。「
夏
の

海
水
浴
シ
ー
ズ
ン
の
海

岸
警
備
中
、
髙
波
の
た

め
遊
泳
禁
止
の
海
で
群

長岡市　大橋孝裕さん（61歳）

　

大
橋
さ
ん
は
2
人
き
ょ
う
だ
い
の
長

男
。
両
親
は
新
潟
市
内
で
今
も
元
気
に
お

住
ま
い
だ
。
一
方
で
妻
は
3
人
姉
妹
の
長

女
だ
っ
た
。
お
墓
の
跡
継
ぎ
問
題
を
抱
え

る
妻
か
ら
「
安
穏
廟
に
し
た
い
」
と
提
案

さ
れ
た
。
契
約
に
訪
れ
た
と
き
現
院
首
と

の
四
方
山
話
の
中
で
、「
何
か
お
手
伝
い

す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
協
力
し
ま
す
」と
言
っ

た
の
が
「
ボ
ラ
ン
テ
ラ
」
の
始
ま
り
。
そ

の
後
妻
方
の
両
親
を
介
護
す
る
た
め
、
現

在
の
長
岡
市
に
二
世
帯
住
宅
を
建
て
同
居

し
て
い
る
。

　

大
橋
さ
ん
自
身
も
、
や
が
て
く
る
実
家

の
両
親
の
介
護
と
墓
守
の
問
題
を
抱
え
て

い
る
。「
父
親
は
分
家
な
の
で
現
在
墓
は

馬
県
か
ら
来
た
小
学
生
が
沖
に
流
さ
れ

ま
し
た
。
助
け
に
行
っ
た
親
も
沖
合
で
別

の
ブ
イ
に
つ
か
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
荒

波
に
も
ま
れ
て
浮
い
た
り
沈
ん
だ
り
し
て

い
ま
し
た
。
一
刻
を
争
う
の
で
す
が
、
転

覆
の
危
険
が
あ
る
か
ら
ボ
ー
ト
は
出
せ
な

い
、
漁
船
も
す
ぐ
に
は
無
理
だ
と
言
い
ま

す
。
救
命
用
具
の
確
認
は
出
来
て
い
た
の

で
、
私
が
ロ
ー
プ
に
繋
い
だ
浮
き
輪
を
抱

え
て
泳
い
で
向
か
い
ま
し
た
。
ど
う
に
か

渡
し
た
浮
き
輪
を
陸
か
ら
皆
で
ロ
ー
プ
を

引
い
て
、
3
人
全
員
の
救
助
が
出
来
ま
し

た
。
そ
の
と
き
の
小
学
生
が
後
に
警
察
官

に
な
っ
た
そ
う
で
、
今
も
年
賀
状
が
毎
年

欠
か
さ
ず
届
く
ん
で
す
。
こ
れ
だ
け
勤
め

て
い
れ
ば
色
々
あ
り
ま
す
よ
」
と
、
さ
ら

り
と
話
し
て
く
れ
た
。

　

妙
光
寺
の
夏
の
送
り
盆
で
は
、
檀
徒
の

本
多
さ
ん
や
カ
ナ
ダ
人
研
究
者
の
マ
ー
ク

さ
ん
と
一
緒
に
駐
車
場
の
誘
導
係
を
担
当

し
て
き
た
。
炎
天
下
な
の
で
十
分
な
水
分

補
給
が
欠
か
せ
な
い
な
ど
、
不
慣
れ
な
人

に
は
結
構
大
変
な
こ
と
だ
。ま
た
年
に
よ
っ

て
は
送
迎
用
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
の
運
転
手
、

あ
る
い
は
バ
ス
の
運
行
責
任
者
も
担
当
し

た
。
交
通
関
係
は
専
門
家
な
の
で
本
当
に

安
心
し
て
お
任
せ
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
り

が
た
か
っ
た
。

 

「
毎
年
の
こ
と
な
の
で
顔
な
じ
み
に
な
っ
た

方
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
来
ら
れ
た
と
き

と
お
帰
り
の
と
き
に
顔
を
合
わ
せ
る
係
で

す
か
ら
、
今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
と
言
わ
れ
た
り
、
最
後
に
無
事
に
見
送

り
が
で
き
る
と
ホ
ッ
と
し
た
り
、
楽
し
か
っ

た
で
す
よ
」
と
、
コ
ロ
ナ
禍
で
2
年
連
続

休
止
の
い
ま
思
い
返
し
て
い
る
。

　

去
年
と
今
年
の
夏
の
送
り
盆
で
は
現
場

作
業
の
統
括
担
当
者
と
し
て
、
全
体
の
進

行
を
段
取
る
係
を
お
願
い
し
た
。
そ
れ
ま

で
担
当
し
て
い
た
プ
ロ
の
舞
台
監
督
の
木

本
さ
ん
が
、
去
年
の
春
に
急
逝
さ
れ
た
た

め
だ
。
大
橋
さ
ん
の
長
年
の
経
験
が
役
立

ち
、
少
数
の
ス
タ
ッ
フ
な
が
ら
皆
さ
ん
に
過

大
な
負
担
無
く
終
え
る
こ
と
が
出
来
た
。

 

「
泊
ま
り
勤
務
が
あ
る
の
で
3
日
ご
と
に

休
み
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
境
内
作
業
が

忙
し
い
と
き
は
休
み
の
度
に
お
手
伝
い
に

来
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
日
に
ち
の
決
ま
っ

た
お
寺
の
行
事
は
休
み
が
な
か
な
か
合
わ

な
い
ん
で
す
よ
。
65
歳
の
定
年
を
迎
え
た

ら
、
今
度
は
送
り
盆
以
外
の
お
寺
の
行
事

に
も
参
加
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
楽
し
み

に
し
て
い
ま
す
」
と
語
っ
て
く
れ
た
。

妻
方
の
お
墓
を
求
め
た
こ
と
が
縁

送
り
盆
で
は

駐
車
場
整
理
と
送
迎
を
担
当

職
業
は
警
察
官

時
間
が
で
き
れ
ば
も
っ
と
お
寺
に

整
備
中
の
山
林
内
で
山
か
ら
の
地
下
水
を
排
水
す
る
暗
渠
工
事
中
の
大
橋
さ

ん（
左
側
、右
側
は
鎌
田
上
人
）

　　

去
る
11
月
7
日
に
御
会
式(

お
え

し
き)

と
第
十
九
回『
法
号
授
与
式
』

を
厳
修
し
ま
し
た
。
秋
晴
れ
の
心

地
よ
い
天
気
の
中
、
当
日
欠
席
を

含
め
12
名
の
方
が
、
新
た
に
法
号

（
戒
名
）を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。『
法

号
授
与
式
』
と
は
、
仏
様
の
弟
子

と
し
て
の
気
持
ち
を
か
た
め
、
仏

教
徒
と
し
て
精
進
し
て
い
く
誓
い

を
立
て
て
い
た
だ
き
、
そ
の
証
と

し
て
授
け
ら
れ
る
の
が
一
般
に
言

う
戒
名
で
す
。
日
蓮
宗
で
は
正
式

に
は
「
法
号
」
と
言
い
ま
す
。
本

来
で
あ
れ
ば
、
今
回
の
よ
う
に
生

き
て
い
る
う
ち
に
受
け
ら
れ
る
の

が
本
義
と
い
う
こ
と
は
、
以
前

の
『
妙
の
光
』
で
も
記
事
に
し
ま

し
た
。

　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
実
際
に
は

葬
儀
の
と
き
に
「
法
号
」
を
付
け

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
先
日
、

「
戒
名
は
ど
の
よ
う
に
決
め
て
い
る

の
で
す
か
？
」
と
質
問
を
受
け
ま

し
た
。『
授
与
式
』
に
参
列
さ
れ
る

方
で
あ
れ
ば
、
ご
本
人
の
生
活
信

条
や
大
事
に
し
て
い
る
思
い
を
う

か
が
い
、
似
合
う
言
葉
を
主
に
お

経
か
ら
引
用
し
て
い
ま
す
。
希
望

の
文
字
を
入
れ
る
こ
と
も
、
も
ち

ろ
ん
で
き
ま
す
。
故
人
の
場
合
で

あ
れ
ば
、
人
と
な
り
や
ご
職
業
、

印
象
深
い
言
葉
な
ど
を
ご
遺
族
か

ら
う
か
が
っ
て
付
け
て
い
ま
す
。

　

昨
年
あ
る
お
葬
儀
で
は
、『
温
慈

院
妙
手
日
慰
信
女
』
と
付
け
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
温
慈
」
は

〝
全
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の

を
分
け
隔
て
な
く
慈
し
み
育
む
こ

と
〟、「
妙
」
は
妙
法
蓮
華
経
の
妙
で
、

非
常
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
意
味

が
あ
り
ま
す
。「
手
」
は
戒
名
に
は

使
う
こ
と
が
少
な
い
漢
字
な
の
で

す
が
、
故
人
は
半
世
紀
以
上
に
渡

り
、
助
産
師
を
続
け
て
こ
ら
れ
た

方
で
し
た
。
取
り
上
げ
た
赤
ち
ゃ

ん
の
数
は
５
０
０
０
人
に
及
ぶ
ほ

ど
で
、
時
に
は
医
師
も
諦
め
る
ほ

ど
の
未
熟
児
を
懸
命
に
看
護
し
て
、

無
事
に
退
院
さ
せ
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
聞
い
て
、
こ
の
漢
字
し

か
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
ご
遺

族
に
、「
と
て
も
お
祖
母
ち
ゃ
ん
ら

し
い
戒
名
で
、
お
参
り
に
来
ら
れ

た
親
戚
も
喜
ん
で
く
れ
た
」
と
言
っ

て
頂
い
た
の
が
印
象
深
く
残
っ
て

い
ま
す
。
な
お
、「
日
」
は
日
蓮
聖

人
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
表
し
、

そ
の
下
の
一
文
字
に
は
多
く
の
場

合
俗
名
の
一
部
を
付
け
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
生
前
に
受
け
ら

れ
る
方
に
対
し
て
は
、
そ
の
名
前

を
心
に
抱
い
て
日
々
を
明
る
く
生

き
て
い
け
る
よ
う
な
「
法
号
」
を
、

そ
し
て
故
人
に
対
し
て
は
遺
族
の

方
が
お
仏
壇
の
位
牌
に
向
き
合
っ

た
と
き
に
、
そ
の
人
が
思
い
出
さ

れ
る
よ
う
な
「
法
号
」
を
付
け
た

い
と
心
掛
け
て
い
ま
す
。「
法
号
」

は
仏
様
に
向
き
合
う
時
の
名
刺
の

よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。
ラ
ン
ク
が

高
い
と
さ
れ
る
居
士
や
大
姉
を
つ

け
た
方
が
良
い
の
か
と
心
配
さ
れ

る
方
も
い
ま
す
が
、
柔
道
の
初
心

者
が
い
き
な
り
黒
帯
を
つ
け
な
い

の
と
同
じ
よ
う
に
、
ど
れ
だ
け
仏

教
を
学
ん
で
来
た
か
を
仏
様
に
正

直
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
、
大
切
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

小
川
良
恵

  
  

　『
法
号
授
与
式
』

　「
法
号
」
の
付
け
方
は
？

　「
法
号
」
を
心
に
抱
い
て

0203



寺のうごき
◆お会

えしき

式と生前法号授与　11月7日日

◆院首夫人なぎささん一周忌法要と納骨　10月9日土

◆七五三参り　11月14日日

◆境内管理作業

◆『秋のお彼岸法要　9月23日木

◆秋奉加

◆『新潟命の物語をつむぐ会』第7回例会
11月6日土

◆陶展･写真展　11月12日金～16日火
　日蓮聖人ご命日の法要『お会式』に併せて、今年は12名の方が生前法号を
受けられました。研修後、一般檀信徒と共に法要に参列し手作りのお斎と記念
品をお持ち帰り頂きました。

　10月15日の命日
を前に100名を超す
方々が一周忌法要
に参列しました。法
要後に新しいお墓ま
で、皆さんが並んで
遺骨をリレーして運
び埋葬しました。爽
やかな秋晴れが心
に染みました。

　冬を前に職員2人で、落ちると危険な高所の枯れ枝
を切りました。

　2家族5人の子供さんが「身体健全、学業増
進」を祈願し、ご祈祷を受けました。

彼岸花が咲くなかでのお彼岸法要でした。

　今年も農家の檀徒の方々から新米の奉納を頂き、早速
お会式のお斎に使わせていただきました。ありがとうござい
ます。

　檀信徒を含めて60名
余りの方が参加して、8名
の医師や僧侶の話に耳
を傾けました。開会挨拶
は代表の県立がんセン
ター内科部長今井医師。

　陶芸家･中野亘さん、
写真家のミーヨンさんの
作品展示を、『妙光寺の
秋』と題して同時開催。紅
葉の境内に沢山の見学
者が訪れました。
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�

名
和
さ
ん
が
、
お
寺
の
仕
事
に
関
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
数
年
前
か
ら
で

す
ね
。い
き
さ
つ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

名
和　
妙
光
寺
は
僕
に
とって
は
「
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
の
家
」
で
し
た
。
で
も
最
後
に
来
た
の
は
大

学
生
の
時
で
、
良
恵
さ
ん
が
ま
だ
小
さ
い
頃
で

す
。
８
年
前
に
母
が
、
そ
の
２
年
後
に
は
父
が

亡
く
な
り
、
安
穏
廟
に
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
時
か
ら
、
も
っ
と
お
寺
の
力
に
な
り
た

い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど

そ
の
頃
、
妙
光
寺
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
管
理
も
新
し

い
課
題
が
出
て
き
て
い
て
、
院
首
さ
ま
か
ら
「
是

非
手
伝
って
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
、
２
０
１
３
年

名
和　
「
ク
ラ
ウ
ド
」
を
運
営
し
て
い
る
主
な

会
社
は
世
界
に
３
つ
あ
り
ま
す
が
、
妙
光
寺
が

契
約
し
て
い
る
会
社
は
寺
な
ど
の
非
営
利
団
体

に
無
料
で
「
ク
ラ
ウ
ド
」
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
使
え
る
「
ク
ラ
ウ
ド
」

の
大
き
さ
に
は
制
限
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ

ま
だ
十
分
使
え
る
の
で
大
丈
夫
で
す
。

　
　
　

�

以
前
は
毎
週
末
お
寺
に
い
ら
し
て
い

ま
し
た
よ
ね
。

名
和　
毎
週
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
す
よ
。

コ
ロ
ナ
禍
前
は
月
に
１
回
く
ら
い
来
て
い
ま
し

た
が
、
コ
ロ
ナ
後
は
３
ヶ
月
に
１
回
く
ら
い
に
な

り
ま
し
た
。
次
々
と
新
し
い
仕
事
が
出
て
き
ま

す
か
ら
楽
し
く
や
って
い
ま
す
。

　
　
　

�

今
は
妙
光
寺
の
「
過
去
帳
」
を
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
に
記
録
し
て
い
る
と
聞
き
ま

し
た
が
、
そ
も
そ
も
お
寺
の
「
過
去

帳
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
？

名
和　
お
寺
に
は
亡
く
な
っ
た
檀
徒
さ
ん
の
記

録
が
あ
る
ん
で
す
。
歴
代
の
住
職
が
年
ご
と
に

亡
く
な
っ
た
方
の
法
号
と
ど
こ
の
家
の
誰
な
の

か
を
書
く
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
今
も
住
職
が

続
き
を
書
い
て
い
ま
す
。
妙
光
寺
に
は
大
福
帳

の
よ
う
な
冊
子
に
１
６
１
１
年
（
慶
長
16
年
）

以
降
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

�

江
戸
時
代
の
初
め
で
す
ね
。
四
百
十

年
分
の
記
録
で
す
か
？！

名
和　
は
い
。
江
戸
時
代
に
２
回
火
事
に
あ
っ

た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
時
も
お
坊
さ
ん
が
抱

帳
を
ま
と
め
て
「
ク
ラ
ウ
ド
化
」
す
る
作
業
に

取
り
組
み
始
め
ま
し
た
。

　
　
　

�「
ク
ラ
ウ
ド
化
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

で
す
か
？

名
和　
世
界
中
の
あ
ち
こ
ち
に
大
き
な
記
録

用
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
ら
ゆ

る
国
や
企
業
の
記
録
が
二
重
三
重
に
保
存
さ

れ
て
い
る
仕
組
み
を
「
ク
ラ
ウ
ド
」
と
い
う
ん

で
す
。
世
界
の
数
十
か
所
に
記
録
用
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
ク
ラ
ウ
ド
」

に
台
帳
を
入
れ
て
お
け
ば
、
お
寺
に
何
が
起

こ
っ
て
も
消
え
て
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

か
ら
お
寺
に
通
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　

�

新
し
い
課
題
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な

こ
と
で
す
か
？

名
和　
も
と
も
と
安
穏
会
員
さ
ん
の
台
帳
は
、

す
べ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
し
て
管
理
し
て
い

ま
し
た
。
一
方
で
従
来
の
檀
徒
さ
ん
の
台
帳

は
紙
に
書
い
た
も
の
を
フ
ァ
イ
ル
し
て
い
た
ん
で

す
。
そ
の
２
つ
を
ま
と
め
る
と
い
う
課
題
が
あ

り
ま
し
た
、そ
れ
か
ら
、も
し
火
事
に
で
も
な
っ

た
ら
す
べ
て
の
台
帳
が
な
く
な
って
し
ま
う
の
で

し
っ
か
り
と
保
存
し
た
い
と
い
う
課
題
も
あ
り

ま
し
た
。
２
つ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、

２
０
１
５
年
か
ら
檀
徒
さ
ん
と
会
員
さ
ん
の
台

　
　
　

�

妙
光
寺
の
記
録
の「
ク
ラ
ウ
ド
化
」は
、

今
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
？

名
和　
今
は
檀
徒
さ
ん
の
台
帳
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

で
管
理
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
安
穏
会
員
さ
ん

の
台
帳
と
と
も
に
「
ク
ラ
ウ
ド
化
」
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
昨
年
か
ら
お
墓
の
写
真
を
順
次
撮

影
し
て
、
各
々
の
方
の
台
帳
に
加
え
て
い
ま
す
。

今
ま
で
は
「
お
墓
の
場
所
を
教
え
て
ほ
し
い
」

と
お
い
で
に
な
る
方
に
地
図
で
ご
案
内
す
る
だ

け
で
し
た
が
、
今
は
写
真
を
添
え
て
い
ま
す
。

わ
か
り
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

　
　
　

�「
ク
ラ
ウ
ド
化
」
に
は
費
用
が
か
か
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

え
て
逃
げ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
が
な
い
と

檀
徒
さ
ん
の
年
忌
法
要
が
わ
か
ら
な
く
な
り

ま
す
か
ら
、
寺
に
と
っ
て
は
大
切
な
も
の
な
ん

で
す
。

　
　
　

�

年
忌
法
要
の
お
知
ら
せ
を
す
る
の

は
、
お
寺
の
大
事
な
仕
事
で
す
よ
ね
。

名
和　
私
が
小
学
生
の
頃
は
、
年
末
に
な
る

と
現
在
の
院
首
さ
ま
が
寺
の
「
過
去
帳
」
の

コ
ピ
ー
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
一
人
分
ず
つ
切

り
離
し
て
本
堂
（
現
在
の
祖
師
堂
）
の
梁
に

貼
っ
て
い
ま
し
た
。
私
も
ハ
サ
ミ
で
切
り
離
す

作
業
を
手
伝
っ
た
も
の
で
す
。
お
年
始
に
来

た
檀
徒
さ
ん
は
、
自
分
の
家
の
分
を
は
が
し

て
年
忌
法
要
の
申
し
込
み
を
し
て
い
ま
し
た
。

残
っ
て
い
る
と
、
そ
の
家
の
人
に
連
絡
し
て
い

た
そ
う
で
す
。
本
堂
を
建
替
え
て
か
ら
は
今

の
よ
う
に
郵
便
で
お
知
ら
せ
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　
　
　

�

そ
れ
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
記
録
さ
れ
て

い
る
と
間
違
い
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

名
和　
そ
も
そ
も
は
年
忌
法
要
の
ご
案
内
を

き
ち
ん
と
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
一
周
忌
、

三
回
忌
、
七
回
忌
と
各
々
の
年
回
り
の
「
過

去
帳
」
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
す
る
作
業
を

３
年
前
に
始
め
た
の
で
す
。
年
忌
は
百
回
忌
ま

で
14
回
あ
る
の
で
、
飛
び
飛
び
の
14
年
分
を
入

力
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
　
　

��

１
６
１
１
年
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
、
な
ぜ
で
す
か
？

名
和　
昔
の
人
の
字
は
読
み
に
く
く
て
本
当
に

大
変
な
の
で
す
。
そ
の
上
、
住
職
に
よって
書
き

癖
も
あ
り
ま
す
。
で
も
同
じ
人
が
書
い
た
字
な

ら
慣
れ
て
く
る
と
読
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
続

け
て
何
年
分
も
入
力
し
た
方
が
早
い
と
思
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
過
去
一
〇
〇

年
分
く
ら
い
の
法
号
同
士
の
つ
な
が
り
が
見
え
て

き
た
ん
で
す
。
最
近
の
も
の
は
俗
名
も
書
か
れ

て
い
ま
す
が
、
明
治
時
代
は
法
号
し
か
書
か
れ

て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
屋
号
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
入
力
し
て
い
く
う
ち
に
次
第
に
家
族
関
係

が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　

�

檀
徒
さ
ん
の
家
系
図
が
見
え
て
く
る

わ
け
で
す
ね
。

名
和　
そ
う
な
ん
で
す
。
で
も
院
首
さ
ま
が

元
気
な
う
ち
に
や
ら
な
い
と
、わ
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
れ
に
今
な
ら
檀
徒
さ
ん
の
お
年

寄
り
に
確
認
が
で
き
ま
す
。
お
問
い
合
わ
せ
を

し
て
確
認
で
き
た
方
が
何
人
か
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
今
の
う
ち
に
や
ら
な
く
て
は
、
と
思
い

ま
し
た
。

　
　
　

�

今
は
ど
こ
ま
で
入
力
で
き
た
の
で
す

か
？

名
和　
明
治
元
年
（
１
８
６
８
年
）
以
降
の
入

力
が
終
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
江
戸
時
代

に
遡
っ
て
い
き
ま
す
。
古
文
書
の
領
域
に
入
り

ま
す
か
ら
大
変
で
す
が
、
や
り
が
い
が
あ
る
の

で
頑
張
り
ま
す
。
皆
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
け
る

日
も
近
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

�
思
い
が
け
な
い
ご
縁
も
あ
っ
た
そ
う
で

す
ね
。

名
和　
は
い
。
私
の
母
と
院
首
さ
ま
は
５
人

き
ょ
う
だ
い
で
す
が
、
小
さ
い
頃
に
亡
く
な
っ

た
姉
妹
が
２
人
い
た
の
で
す
。
幼
い
２
人
は
今
、

な
ぎ
さ
さ
ん
の
墓
の
隣
に
あ
る
先
々
代
住
職
夫

妻
の
墓
に
一
緒
に
眠
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち

の
１
人
の
法
号
が
「
風
香
日
薫
童
女
」
と
い

う
の
だ
と
今
回
知
り
ま
し
た
。
実
は
私
の
娘

の
名
前
が
「
風
香
」
と
い
い
ま
し
て
、
も
ち
ろ

ん
こ
の
法
号
の
こ
と
は
知
ら
ず
に
名
付
け
た
の

で
す
が
、
命
の
つ
な
が
り
み
た
い
な
も
の
を
感

じ
ま
し
た
。
娘
は
生
ま
れ
る
べ
く
し
て
生
ま

れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
ね
。

　
　
　

�

幼
く
し
て
亡
く
な
っ
た
方
が
、
あ
ら

た
め
て
思
い
出
さ
れ
ま
す
ね
。

名
和　
亡
く
な
っ
た
き
ょ
う
だ
い
が
２
人
い
た
と

い
う
話
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
も

し
ま
す
が
、
娘
と
同
じ
名
前
と
は
感
激
し
ま

し
た
。
妙
光
寺
の
「
過
去
帳
」
に
は
、
子
ど

も
の
法
号
が
多
い
ん
で
す
。
昔
は
や
は
り
育
つ

の
が
大
変
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
記
録
を
残
し
て

い
く
こ
と
で
、
大
人
は
も
ち
ろ
ん
子
ど
も
た
ち

を
思
い
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
は
、
と
て
も

温
か
い
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
聴
い
た
人　

編
集
部
・
新
倉
理
恵
子
）

―
Ｉ
Ｔ
技
術
者
・
名
和
国
光
さ
ん
に
聞
く
―

Ｑ

Ｑ

Ｑ

ＱＱＱＱ

ＱＱ

ＱＱＱ

ＱＱＱ 妙
光
寺
で
は
早
い
こ
ろ
か
ら
、
檀
信
徒
の
記
録
管
理
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
し
て
き
ま
し
た
。

大
量
の
記
録
を
管
理
す
る
た
め
に
は
、
技
術
者
の
手
助
け
が
必
要
で
す
。

現
在
、
妙
光
寺
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
管
理
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
る
の
は
、

住
職
の
従
兄
で
あ
る
名
和
さ
ん
で
す
。

寺
の
Ｉ
Ｔ
利
用
の
現
状
に
つ
い
て
、

そ
し
て
進
行
中
の
「
過
去
帳
」
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
つ
い
て
、
う
か
が
い
ま
し
た
。

名和国光さん（59歳）
院首の次姉・征子さんの長男。良恵住職の従兄。子どものこ
ろは毎年妙光寺に遊びに来ていた。大学で情報学を専攻し、
ＩＴ技術者として働いている。東京都八王子市在住。

寺
の
記
録
を
未
来
に
つ
な
ぐ
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別
紙
ご
案
内
の『
お
守
り
型
緊
急
時
連
絡

カ
ー
ド
』は
お
守
り
の
効
果
で
し
ょ
う
か
、幸
い

に
し
て
そ
う
し
た
連
絡
は
未
だ
あ
り
ま
せ
ん
。

継
続
の
方
を
優
先
し
、し
ば
ら
く
は
１
０
０
名

限
定
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。新
規
ご
希
望

の
方
は
お
早
め
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

0809

上 法 話誌 小川良恵

　それでもなお、布教に精進することを誓い、その

方法を問う菩薩たちに、お釈迦様は「まさに、四法

に安住すべし」と語られます。四法とは、身・口・意・

誓願の「四つの安楽行」のことで、布教の心得や行

動指針と考えれば分かりやすいでしょう。

⑴ 身安楽行

 「身安楽行」は、節度ある行動のことです。国王や

大臣などの権力者・他宗教の信仰者・文筆家・格闘

技を生業にする者・家畜を飼育する者・女性や男らし

くない男性に近づいてはいけないと説かれています。

誰にでも平等に教えが説かれる法華経の中に、こう

した表現があることは、違和感がありますが、あくま

で「まだ人に教えを説くことに未熟な菩薩」へのアド

バイスです。布教が難しい相手に、いきなり近づいて

はいけないというのが本質でしょう。これらの人々で

あっても、興味を持って学びに来るならば、畏れずに

法を説きなさいと続けられ、最終的には差別や偏見

を離れることが示されています。

⑵ 口安楽行

 「口安楽行」は、口に関する振る舞いのことです。喜

んで人を批判したり、法華経以外の教えの過ちを指

摘したりして、布教してはいけない。間違った修行を

している個人名をあげつらってはいけない。常に穏や

かな顔で人々に向き合いなさいと説かれています。

⑶ 意安楽行

 「意安楽行」は、法華経を説く者の心の在り方のこと

です。嫉妬や怒り、驕り、諂い、といった感情を抱かず、

怠けず、常に飾らず正直でいなさい。同じ修行者た

ちを尊敬しなさいと説かれています。

⑷ 誓願安楽行

 「誓願安楽行」は、誓って願うことです。全ての人々

に慈しみの心を抱き、救っていこうと決意すること

です。また、自分以外の人々にも慈しみの心を抱か

せ、法華経を信じるよう努力していく誓いです。身・

口・意のそれぞれの心得にしたがい、慎み深く行動

し、人を救うという使命を忘れないこと。そのため

の、ひたすら柔軟なやりかたが分かりやすく説かれて

います。

　また、安楽行品は法華経前半、迹門の最終章です。

後半部分にあたる本門が、仏様の本来の姿を顕した

教えであるのに対し、迹門は私たちに教えを説くため

に顕した姿が説かれてきました。

『安
あ ん ら く

楽行
ぎょうほん

品第
だ い

十
じゅう

四
よ ん

』

まさに、四法に安住すべし

四つの実践――安楽行

法華経前半の最終章

安楽行品では、お釈迦様亡き後の世界で、
法華経を弘める者たちが行動するときに心掛けるべき方針があらわされます。

これまでに、お釈迦様なき後の「末法」の世界で法華経を説くことがいかに困難であり、
時には迫害を受けることが示されてきました。

　

境
内
の
樹
木
を
剪
定
し
た
枝
が
大
量
に
あ

り
ま
す
が
、焼
却
で
き
ま
せ
ん
。産
廃
と
し
て
の

処
分
は
費
用
が
か
さ
む
た
め
、敷
地
内
に
積
み

重
ね
て
あ
り
ま
す
。近
頃
は
薪
ス
ト
ー
ブ
用
に

と
希
望
が
あ
り
ま
す
。細
断
と
運
搬
が
必
要
で

す
が
、ど
な
た
で
も
受
付
に
お
声
が
け
し
て
お

好
き
な
だ
け
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
が
収
束
傾
向
に
な
っ
た
途
端
に
、

安
穏
廟
の
問
合
せ
と
新
規
申
込
み
が
増
加
し
て

い
ま
す
。こ
の
ペ
ー
ス
で
は
現
在
受
付
中
の
池
の

上
安
穏
廟
も
来
年
中
に
無
く
な
り
そ
う
で
す
。

さ
ら
な
る
造
設
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
い

ま
す
。

お
守
り
型
緊
急
時
連
絡
カ
ー
ド

ス
ト
ー
ブ
用
薪
差
し
上
げ
ま
す

「
安
穏
廟
」残
余
区
画
の
状
況

　

新
型
コ
ロ
ナ
は
収
束
傾
向
を
見
せ
て
い
ま
す

が
、そ
の
理
由
は
不
明
だ
そ
う
で
す
。そ
の
た
め

第
６
波
の
感
染
拡
大
も
注
意
が
必
要
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

来
年
の
御
札
を
届
け
な
が
ら
の
檀
徒
宅
へ
の

お
経
回
り
は
、こ
れ
ま
で
同
様
マ
ス
ク
着
用
等

感
染
対
策
に
注
意
し
て
お
伺
い
し
ま
す
。日
程

は
事
前
に
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。月
例
の
信

行
会
は
例
年
通
り
冬
期
間
お
休
み
し
ま
す
。除

夜
の
鐘
は
屋
外
で
す
の
で
例
年
通
り
と
し
、正

月
年
始
参
り
は
今
年
と
同
様
に
飲
食
自
粛
で

日
程
変
更
な
く
行
い
ま
す
。春
以
降
の
方
針
は

次
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

歴
代
住
職
と
弟
子
の
お
墓
の
移
転
に
あ
わ
せ

て
、周
囲
に
野
鳥
と
リ
ス
、ム
サ
サ
ビ
の
餌
が
実

る
よ
う
な
樹
木
を
植
栽
し
ま
し
た
。今
後
も
維

持
管
理
費
用
を
膨
ら
ま
せ
な
い
方
針
で
、整
備

を
続
け
る
予
定
で
す
。春
の
芽
吹
き
が
楽
し
み

で
す
。

　

庭
を
壊
し
て
車
庫
を
広
げ
る
の
に
処
分
に

困
っ
た
と
言
う
方
か
ら
、庭
石
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。同
様
に
土
の
処
分
に
困
る
方
も
あ
る
よ
う

で
す
。山
林
整
備
の
た
め
に
低
地
の
埋
め
立
て

用
土
と
、土
留
め
の
石
を
探
し
て
い
ま
す
。搬
送

費
用
は
ご
負
担
願
い
ま
す
。ご
近
所
や
お
知
り

合
い
の
方
か
ら
で
も
結
構
で
す
。た
だ
し
庭
木

は
、経
費
が
か
か
る
わ
り
に
枯
れ
る
可
能
性
が

高
い
の
で
原
則
お
断
り
し
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
対
策

庭
石
、残
土
処
分
に
困
っ
て
い
ま
せ
ん
か

山
林
整
備

大量にある剪定したストーブ用薪

実のなる樹木を植栽
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「お寺の過去帳」は
  どれくらい古いのですか？Q

妙
光
寺
質
問
箱

2
度
の
火
災
を
経
て
守
り
続
け
ら
れ
て
来
ま
し
た

 

「
お
寺
の
過
去
帳
」
は
檀
徒
の
お
葬
式
を
す
る
お
寺
に
は
必
ず
あ
る
も

の
で
、
故
人
の
法
号
（
戒
名
）
を
記
録
し
た
台
帳
で
す
。
年
代
順
に
命

日
と
法
号
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

妙
光
寺
に
は
４
１
０
年
前
の
慶
長
16
年
か
ら
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
３
１
３
年
前
と
２
６
５
年
前
に
、
2
度
の
火
災
に
遭
い
ま
し
た

が
、
過
去
帳
に
は
３
４
８
年
前
の
延
宝
1
年
こ
ろ
か
ら
の
記
録
が
し
っ

か
り
残
っ
て
い
ま
す
。
火
災
の
中
、
こ
の
過
去
帳
を
運
び
出
し
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

「
お
寺
の
過
去
帳
」
は
戸
籍
制
度
よ
り
は
る
か
に
古
い

　

日
本
の
戸
籍
制
度
は
明
治
4
年
に
始
ま
り
ま
し
た
が
、
士
族
や
平
民

な
ど
個
人
の
身
分
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
後
に
問
題
視
さ
れ
、

明
治
19
年
分
ま
で
は
国
に
よ
っ
て
封
印
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
現
在
の
戸
籍
保
管
義
務
は
１
５
０
年
間
で
す
。
こ
れ
も
平
成

22
年
に
改
正
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
保
管
義
務
は
80
年
間
で
し

た
。
そ
の
た
め
昭
和
4
年
以
前
の
故
人
を
調
べ
る
除
籍
簿
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
現
在
の
日
本
で
は
古
い
家
系

を
調
べ
る
手
だ
て
は
「
お
寺
の
過
去
帳
」
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

妙
光
寺
の
過
去
帳
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
い
ま
す

　

戦
前
の
戸
籍
と
同
じ
よ
う
に
、「
過
去
帳
」
も
個
人
単
位
で
な
く
家

を
単
位
と
し
て
記
録
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
当
時
は
屋
号
だ
け

で
、
法
号
と
没
年
齢
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。（
そ
も
そ
も
明
治
時
代
以
前
、

一
般
庶
民
に
は
苗
字
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
）
最
近
は
屋
号
が
使
わ
れ

な
く
な
り
、
故
人
同
士
の
関
係
確
認
が
困
難
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

こ
で
故
人
ご
と
に
番
号
を
付
け
て
、
分
る
範
囲
で
生
前
の
名
前
を
探
り
、

家
族
単
位
で
整
理
し
な
が
ら
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
す
る
作
業
を
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
い
い
ま
す
。
没
年
齢
が
数
え
年
の
た

め
、
パ
ソ
コ
ン
の
力
で
瞬
時
に
故
人
の
生
ま
れ
た
年
が
計
算
出
来
る
こ

と
も
分
り
ま
し
た
。

　

過
去
１
０
０
年
分
の
入
力
が
完
了
し
ま
し
た
が
、
平
均
で
1
年
に
30

人
と
し
て
も
３
０
０
０
人
で
す
。
最
終
的
に
は
一
万
人
超
に
な
る
計
算

で
す
が
、
古
い
時
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
家
が
絶
え
た
り
関
係
不
明
の

故
人
名
も
増
え
た
り
し
ま
す
の
で
、
作
業
は
速
く
進
む
と
考
え
て
い
ま

す
。
絶
家
も
あ
れ
ば
、
４
０
０
年
前
か
ら
現
在
ま
で
続
く
お
宅
も
あ
り

ま
す
。
完
成
す
れ
ば
本
家
分
家
の
関
係
を
含
め
て
皆
さ
ん
の
家
系
図
が

作
り
や
す
く
な
り
、
ご
自
身
の
古
い
来
歴
が
分
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
院
首
記
）


