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　午前	10時半	 安穏廟法要
　	 11時	 春季彼岸法要…本堂
	 12時	 お斎（お持ち帰り弁当）
　午後		１時半	 映画『ピア』上映…大広間
	 	３時半	 トーク
	 	４時半	 終了
　お彼岸は心の偏りをなくして仏様の教えを修行しましょ
うという行事です。今年は午前中に法要を、午後からは
在宅医療をテーマした映画『ピア』の上映とトークがあり
ます。
※	映画は定員50名で事前予約が必要です。詳細は別紙
チラシをご覧ください。

　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。

　午前８時半受付開始
　江戸時代から続く伝統行事ですが、感染症対策のた
め、昨年同様に法要のみで境内のお練

ね

り（行列）は行い
ません。
　あわせて法要に出仕していただくお稚児さんを募集し
ます。（感染症対策の
ため先着10名までと
させていただきます。）
※詳細は別紙「ご妙

みょう

判
はん

お大会」のご案内
をご覧ください。

4月29日㊎・㊗

3月21日㊊・㊗ 3月６日・4月３日・5月1日・6月5日・7月3日

11月15日 ㊐

　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。

春のお彼岸 ～法要と映画上映会～ 月例信行会　毎月第一日曜日

ご妙判「お大
だ い え

会」

ボランテラ　毎月15日

行 事 案 内

あ と が き

　表紙の「信心プラス」のお２人は、檀徒と安穏会員のコンビ
です。私自身も安穏会員としてお寺にお世話になり、古くから
の檀徒の皆さんとも仲良くさせていただいています。年を取っ
てから年齢・性別・職業を超えたお友達ができるのは、お寺なら
ではのことと、ご縁に感
謝しています。お寺は敷
居が高いと感じている
方は、まず毎月の「ボラ
ンテラ」や「信行会」から
いかがでしょうか。

（新倉理恵子）

お稚
ち ご

児さん
募集

新潟市西蒲区  石田武嗣さん（70歳）
　新潟市西区  大隅総介さん（77歳）

行事受付のコンビ

　

お
寺
は
古
く
か
ら
の
檀
家
や
そ
の
分
家
筋
の
家
で
守

ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
役
員
は
高
齢
者
が
多
い
と
い

う
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
し
か
し
妙
光
寺
は
安
穏

廟
の
縁
で
入
檀
し
た
方
が
従
来
の
檀
徒
数
を
越
え
、
役
員

に
も
就
い
て
い
る
。
し
か
も
75
才
定
年
制
だ
か
ら
中
に
は

50
代
の
役
員
も
い
る
。

　

石
田
さ
ん
は
先
祖
代
々
の
檀
徒
で
61
才
の
定
年
退
職

を
機
に
、
地
区
の
推
薦
で
世
話
人
に
な
っ
た
。
ず
っ
と
金

融
機
関
勤
務
だ
っ
た
の
で
会
計
監
査
と
な
り
、
お
な
じ
こ

ろ
前
任
者
が
引
退
さ
れ
た
の
で
受
付
係
を
お
願
い
し
て

10
年
に
な
る
。

　

大
隅
さ
ん
は
定
年
退
職
翌
年
の
17
年
前
、
32
才
の
長
男

が
心
筋
梗
塞
で
急
死
さ
れ
た
。
こ
れ
を
機
に
墓
を
妙
光
寺

に
求
め
、
以
来
命
日
の
毎
月
13
日
に
墓
参
り
を
欠
か
さ
な

い
。
そ
の
後
送
り
盆
ス
タ
ッ
フ
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
、

さ
ら
に
手
不
足
の
受
付
係
も
お
願
い
し
て
石
田
さ
ん
と

の
コ
ン
ビ
が
始
ま
っ
た
。
２
人
の
コ
ン
ビ
も
６
年
目
を
迎

え
た
。　
　
　
　
　

    　

   （
院
首
記
）（
２
ペ
ー
ジ
に
続
く)
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日蓮聖人の故郷・房総
今
は
『
傘
鉾
祭
』
で
知
ら
れ
る
地
元
夏
祭

り
の
世
話
役
だ
。

 

「
親
父
が
再
婚
で
息
子
の
自
分
と
年
齢
差

が
あ
り
、
30
才
過
ぎ
か
ら
高
齢
の
親
父
に

代
っ
て
親
戚
付
き
合
い
を
し
た
。
で
も
お

寺
は
家
族
の
海
水
浴
を
兼
ね
た
お
盆
の
墓

参
り
が
楽
し
み
な
く
ら
い
で
、
関
心
も
な

く
親
父
任
せ
だ
っ
た
。
役
員
に
な
っ
て
か

ら
、
以
前
仕
事
で
幾
つ
か
の
お
寺
の
工
事

資
金
融
資
の
為
に
財
務
内
容
も
見
て
き
た

け
ど
、
妙
光
寺
が
こ
こ
ま
で
資
料
を
開
示

し
て
詳
し
く
経
理
を
や
っ
て
い
る
こ
と
に

驚
い
た
。
だ
か
ら
開
創
７
０
０
年
身
延

山
大
法
要
も
、
住
職
交
代
式
も
無
事
に

出
来
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
で
も
年
々
行

事
の
参
加
者
が
高
齢
化
し
て
減
っ
て
い
る

の
が
気
に
か
か
る
」
と
言
う
。

　

県
内
の
長
岡
市
生
ま
れ
で
、
大
学
卒

業
後
全
国
に
１
８
０
店
舗
を
持
つ
大
型
小

売
り
チ
ェ
ー
ン
店
に
就
職
。
定
年
を
新
潟

店
長
で
迎
え
た
。
当
時
の
店
長
は
、
パ
ー

ト
も
含
め
て
７
０
０
人
の
従
業
員
や
そ
の

親
族
の
冠
婚
葬
祭
に
顔
を
出
す
時
代
だ
っ

た
。
労
務
管
理
だ
け
で
も
忙
し
い
上
に
、

店
舗
の
火
災
、
衛
生
、
事
故
に
備
え
た
役

所
の
対
応
も
大
変
。
さ
ら
に
子
供
の
エ
ス

カ
レ
ー
タ
ー
事
故
や
社
員
個
人
の
金
銭
問

　

石
田
さ
ん
は
高
校
を
卒
業
し
て
地
元
の

信
用
組
合
に
勤
め
、
定
年
ま
で
43
年
間

主
に
営
業
担
当
だ
っ
た
。
好
景
気
の
時
代

は
集
金
や
貸
し
付
け
も
楽
に
で
き
た
が
、

そ
の
後
は
厳
し
く
な
る
一
方
で
大
変
だ
っ

た
。
し
か
し
ど
ん
な
と
き
で
も
手
を
抜
か

ず
に
、
お
客
さ
ん
と
の
関
係
を
大
事
に
し

て
き
た
の
で
、
不
景
気
に
な
っ
て
も
お
客

さ
ん
に
と
て
も
助
け
ら
れ
た
。
退
職
後
の

い
ま
で
も
個
人
的
な
付
き
合
い
の
続
く
人

が
多
い
と
い
う
。

　

生
ま
れ
育
っ
た
町
内
で
も
若
い
と
き
か

ら
役
員
を
頼
ま
れ
て
会
計
を
10
年
間
、
そ

の
後
も
各
委
員
や
副
会
長
ま
で
や
っ
た
。

題
ま
で
、
裁
判
所
か
ら
の
呼
び
出
し
が
何

度
も
あ
っ
た
と
い
う
。

 

「
一
度
勤
め
た
会
社
を
簡
単
に
辞
め
る

な
と
い
う
、
厳
し
か
っ
た
親
父
の
教
え
の

お
か
げ
で
す
。
親
父
が
50
才
近
い
と
き

に
、
５
人
兄
姉
の
末
っ
子
に
生
ま
れ
た
の

で
、
可
愛
が
っ
て
も
も
ら
い
ま
し
た
。
衣

料
品
卸
を
営
ん
で
、
朝
４
時
か
ら
商
品
の

準
備
や
金
勘
定
を
し
て
い
た
姿
を
見
ま
し

た
。
夜
は
芸
者
さ
ん
と
の
付
き
合
い
も
あ

り
ま
し
た
。
一
方
で
父
は
町
内
会
長
を

20
年
、
そ
の
後
市
会
議
員
20
年
、
さ
ら
に

公
職
に
も
沢
山
就
き
ま
し
た
。
家
族
に
は

黙
っ
て
市
の
広
報
車
や
救
急
車
を
寄
付
し

た
り
、
生
活
困
窮
者
に
は
就
職
の
世
話
や

生
活
保
護
の
申
請
す
る
な
ど
、
人
の
面
倒

を
よ
く
見
た
人
で
す
。友
達
は
沢
山
作
れ
、

年
齢
、
性
別
、
職
業
を
問
わ
ず
色
ん
な

人
と
交
わ
り
自
分
に
な
い
も
の
を
学
べ
、

等
々
教
え
ら
れ
ま
し
た
」。

　

自
身
も
週
４
～
５
回
の
水
泳
、
定
年

仲
間
と
借
り
た
畑
で
育
て
た
野
菜
を
無
料

で
配
布
、
週
２
日
小
学
校
児
童
の
放
課

後
見
守
り
等
々
、
健
康
維
持
と
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
で
す
こ
ぶ
る
元
気
な
毎
日
を

過
ご
し
て
い
る
。
17
年
前
に
安
穏
廟
を
契

約
し
た
と
き
に
、
妙
光
寺
の
記
憶
が
蘇
っ

た
と
語
る
。「
中
学
生
の
夏
の
２
年
間
、

臨
海
学
校
で
こ
の
お
寺
に
泊
ま
り
ま
し

た
。
今
の
安
穏
廟
の
あ
る
と
こ
ろ
が
西
瓜

畑
で
し
た
が
、
そ
れ
を
悪
戯
仲
間
と
一
緒

に
盗
ん
で
食
べ
た
の
で
す
。
本
堂
に
正
座

さ
せ
ら
れ
て
、
御
前
様
の
お
祖
父
さ
ん
に

当
た
る
先
々
代
に
み
っ
ち
り
お
説
教
さ
れ

た
懐
か
し
い
思
い
出
で
す
」

　

大
隅
さ
ん
は
お
父
さ
ん
の
教
え
通
り
、

こ
れ
ま
で
に
身
延
山
や
大
分
、
イ
ン
ド
や

マ
レ
ー
シ
ア
の
海
外
ま
で
妙
光
寺
の
団
体

参
拝
旅
行
に
参
加
し
、
多
く
の
人
と
親
し

く
な
っ
た
。
お
墓
が
隣
同
士
で
歳
の
若
い

埼
玉
の
Ｔ
さ
ん
か
ら
は
、「
新
潟
の
親
父
」

と
慕
わ
れ
て
度
々
泊
ま
る
仲
だ
。
ま
た
福

島
県
か
ら
避
難
中
、
毎
年
妙
光
寺
で
震

災
犠
牲
者
の
合
同
供
養
祭
を
主
催
し
て

き
た
Ｗ
さ
ん
と
は
畑
の
仲
間
。
こ
の
借
り

た
畑
の
管
理
者
で
元
高
校
ラ
グ
ビ
ー
部
監

督
の
Ｙ
さ
ん
と
、
や
は
り
福
島
の
安
穏
会

員
Ｏ
さ
ん
が
ラ
グ
ビ
ー
仲
間
だ
っ
た
と
わ

か
っ
た
な
ど
、
驚
く
話
題
に
事
欠
か
な
い
。

　

石
田
さ
ん
は
「
お
寺
は
敷
居
が
高
い
と

言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
そ
ん
な
こ
と
は

な
い
。
来
て
い
る
う
ち
に
色
々
な
人
と
親

し
く
な
れ
た
し
、
気
持
ち
が
安
ら
ぐ
等
々

良
さ
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
も
っ
と
も
っ
と

多
く
の
人
に
気
軽
に
来
て
欲
し
い
。
そ
の

た
め
に
も
参
加
し
や
す
い
行
事
に
な
る
よ

う
工
夫
し
て
い
っ
た
方
が
良
い
と
考
え
て

い
る
」
と
語
っ
て
く
れ
た
。

お
寺
で
つ
な
が
る

　　

2
月
に
予
定
し
て
い
た
房
総
へ
の
団
体
参
拝

旅
行
は
、
県
内
の
感
染
拡
大
と
「
ま
ん
延
防
止

等
重
点
措
置
」
の
実
施
も
あ
り
、
残
念
な
が
ら

自
粛
し
延
期
し
ま
し
た
。
２
０
１
９
年
秋
の
身

延
山
以
来
3
年
ぶ
り
と
な
る
団
参
の
予
定
だ
っ

た
た
め
、
私
も
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
た
の

で
す
が
、
情
勢
を
考
え
ま
す
と
致
し
方
あ
り
ま

せ
ん
。

　

今
回
お
参
り
す
る
予
定
だ
っ
た
の
は
、
日
蓮

聖
人
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
小
湊
周
辺
で
す
。

晩
年
を
過
ご
さ
れ
た
身
延
山
や
、
亡
く
な
ら
れ

た
池
上
に
は
団
体
参
拝
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、

房
総
は
な
か
な
か
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

い
ず
れ
ま
た
日
を
改
め
て
実
施
の
つ
も
り
で
す
。

　

さ
て
、
日
蓮
聖
人
が
歩
ま
れ
た
道
程
に
つ
い

て
、
少
し
興
味
深
い
話
が
あ
り
ま
す
。
身
延
山

で
晩
年
を
過
ご
さ
れ
て
い
た
日
蓮
聖
人
は
、
体

調
不
良
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
療
養
の

た
め
、
寒
さ
厳
し
い
身
延
の
山
か
ら
、〝
常
陸
の

湯
〟
―
―
現
在
の
茨
城
県
に
あ
る
湯
治
場
へ
向

か
う
途
中
、
武
蔵
国
の
池
上
で
61
歳
の
ご
生
涯

を
閉
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
ご
存
じ
方
も
多
い
と

思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
日
本
地
図
を
思
い
浮
か
べ
て
み
ま
す

と
、
山
梨
県
か
ら
茨
城
県
へ
湯
治
の
旅
へ
出
る

と
い
う
の
は
、
随
分
遠
出
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

今
の
よ
う
に
高
速
道
路
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、

馬
を
使
っ
た
と
は
い
え
、
さ
ぞ
難
儀
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

療
養
な
ら
ば
、
富
士
山
の
周
辺
は
温
泉
地
が
数

多
く
あ
り
、
熱
海
や
さ
ら
に
暖
か
い
南
へ
向
か

う
手
段
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
ふ
と
疑

問
に
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。〝
常
陸
の
湯
〟

は
、
身
延
山
を
領
地
と
す
る
波
木
井
氏
と
同
じ

南
部
一
族
が
治
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
身
の
安

全
を
考
え
て
、
と
い
う
理
由
は
大
き
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
最
晩
年
の
日
蓮
聖

人
が
な
ぜ
そ
ん
な
遠
方
に
…
…
と
思
わ
ず
に
は

い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
疑
問
を
、
池
上
の
あ
る
上
人
に
伺
っ
た

と
こ
ろ
「
常
陸
に
向
か
う
前
に
、
房
総
に
立
ち

寄
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
仰
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ご
自
身
の
死
期
を
悟
り
、

生
ま
れ
故
郷
を
一
目
見
た
い
、
両
親
の
墓
に
お

参
り
し
た
い
と
願
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

仮
説
で
す
。
雑
談
の
席
で
の
お
話
な
の
で
、は
っ

き
り
し
た
根
拠
は
な
い
の
で
す
が
、
一
理
あ
る

と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
日
蓮
聖
人

の
人
間
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
し
た
。

小
川
良
恵

  
  

2
月
の
団
体
参
拝
旅
行
は
自
粛
に

日
蓮
聖
人
の
最
後
の
旅

　
―
目
的
地
は
〝
常
陸
の
湯
〟

日
蓮
聖
人
は
故
郷
を
目
指
し
た

元
気
の
秘
訣

　
　
　
　
　
　
大
隅
総
介
さ
ん

新潟市西蒲区  石田武嗣さん（70歳）
　新潟市西区  大隅総介さん（77歳）

い
つ
も
他
人
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
石
田
武
嗣
さ
ん

0203



寺のうごき
◆大晦日～除夜の鐘～
2021年12月31日

◆正月　2022年1月1日・2日

◆角田お経会　1月23日

春に備えて

　大荒れの除夜でした。そんな吹雪の中でも100人余
りの皆さんが訪れ、除夜の鐘で煩悩を払い、恒例の福
引で新年を迎えました。

　コロナ感染者数も一時落ち着いた元旦。家族そろって新年のご挨拶
に来られる方たちでお寺は賑わいました。妙光寺お茶クラブのお抹茶を
頂くのも元旦の楽しみです。

　雪の少ない今年、コブシの
花芽に近い春を感じます。本
堂脇の山林から切り出した
丸太で作ったベンチを、境内
に置く準備中です。

◆厄除祈願祭　2月5日・6日
　厄年にあたる方をはじめ、各種ご祈願を希望される皆さ
んに「加持祈祷」を行う妙光寺の厄除祈願祭。祈願のお
札にはお上人が丁寧にお名前を入れます。今年は0才の
赤ちゃんから90才まで48名のお申込みがありました。

～ 春冬　地元、角田檀徒の皆さんが毎年新年に行うお経会。コロナ禍で二年ぶりの開催です。団扇太鼓の打ち方やお経の読み方など、お
上人のわかりやすい手ほどきが好評でした。

05 04



　
　
　

�

そ
も
そ
も
「
聖
地
巡
礼
マ
ッ
プ
」
を

作
ろ
う
と
思
っ
た
い
き
さ
つ
を
、

　
　
　
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

小
林　
２
０
１
６
年
出
版
の
『Life

‐m
ag　

寺
泊
・
弥
彦
・
岩
室
・
巻
編
』
の
取
材
を
し
た

の
が
き
っ
か
け
で
す
。
僕
自
身
は
岩
室
の
出
身

で
、
地
元
の
特
集
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
出
版

し
ま
し
た
。
こ
の
山
塊
で
は
何
と
いっ
て
も
彌

彦
神
社
が
大
き
い
存
在
な
の
で
神
社
を
中
心
に

特
集
を
組
み
ま
し
た
。そ
の
編
集
が
ほ
ぼ
終
わ
っ

た
時
に
巻
図
書
館
で
、
昭
和
58
年
（
１
９
８
３

年
）
に
書
か
れ
た
『
角
田
弥
彦
山
塊
の
聖
所

形
成
と
修
験
道
』
と
い
う
論
文
を
み
つ
け
ま
し

　
　
　

�

そ
こ
か
ら
３
年
経
っ
て
、

　
　
　
マ
ッ
プ
の
発
刊
で
す
ね
。

小
林　
自
分
な
り
に
ま
と
め
た
い
と
ず
っ
と
思
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
実
は
２
０
１
９
年
春
に
新

潟
市
議
会
議
員
選
挙
に
立
候
補
し
、
当
選
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
市
議
の
仕
事
は
も
う

少
し
ゆ
と
り
が
あ
る
と
想
像
し
て
い
た
ら
、
思
っ

て
い
た
以
上
に
大
変
で
地
域
誌
の
仕
事
が
全
然

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
コ
ロ

ナ
禍
で
地
域
の
集
ま
り
が
中
止
に
な
っ
た
の
で
、

議
会
が
な
い
時
期
に
は
時
間
が
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
２
０
２
１
年
９
月
～
11
月
に
取
材
を
し

て
マッ
プ
を
作
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
　
　

�

地
図
と
い
う
形
に
し
た
の
は

　
　
　
な
ぜ
で
す
か
？

小
林　
地
図
に
落
と
し
込
ん
だ
方
が
わ
か
り
や

す
い
で
す
。
そ
し
て
み
な
さ
ん
に
、
一
部
分
だ

け
で
も
楽
し
く
歩
い
て
も
ら
い
た
い
か
ら
で
す
。

観
光
だ
け
で
は
な
く
、
聖
地
と
し
て
の
「
弥
彦・

角
田
山
塊
」
を
味
わ
って
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

�

マ
ッ
プ
を
ま
と
め
て
み
て
、

　
　
　
あ
ら
た
め
て
い
か
が
で
し
た
か
？

く
れ
た
、
と
喜
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
来

幾
度
か
う
か
が
って
、
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
修
験
道
と
言
え
ば
日
本
古
来
の
信

仰
で
神
仏
習
合
で
す
か
ら
、
こ
の
山
の
聖
跡
は

彌
彦
神
社
だ
け
で
は
な
い
ん
だ
と
、
と
て
も
視

野
が
広
が
り
ま
し
た
。

　
　
　

�

そ
の
後
の
取
材
は

　
　
　
ど
う
な
り
ま
し
た
か
？

小
林　
２
０
１
８
年
に
地
元
紙
新
潟
日
報
の

「
お
と
な
プ
ラ
ス
」
で
記
事
を
書
く
機
会
が
あ
っ

て
、
あ
ら
た
め
て
取
材
を
し
ま
し
た
。
そ
の
時

は
、
角
田
山
か
ら
弥
彦
、
国
上
ま
で
縦
走
も

し
て
み
ま
し
た
。
角
田
山
の
灯
台
コ
ー
ス
か
ら

た
。
そ
れ
が
本
当
に
面
白
か
っ
た
の
で
す
。
こ

の
山
塊
に
は
古
来
修
験
道
の
伝
統
が
あ
っ
て
、

多
く
の
宗
教
的
な
事
績
が
あ
る
。
そ
ん
な
風
に

と
ら
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
と
て
も
興

味
を
惹
か
れ
ま
し
た
。で
も
そ
の
時
は
、『
寺
泊・

弥
彦
・
岩
室
・
巻
編
』
の
内
容
が
ほ
ぼ
完
成
し

て
い
た
の
で
、
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
数
行
載
せ
た
だ

け
で
し
た
。
そ
の
論
文
を
書
い
た
方
が
、
妙
光

寺
の
現
院
首
・
小
川
さ
ん
で
し
た
。

　
　
　
�40
年
前
に
書
か
れ
た

　
　
　
論
文
で
す
ね
。

小
林　
大
学
院
の
修
士
論
文
だ
そ
う
で
す
。

小
川
さ
ん
に
は
、
眠
っ
て
い
た
論
文
を
み
つ
け
て

登
っ
て
彌
彦
神
社
ま
で
と
、
神
社
か
ら
国
上
山

ま
で
と
２
日
に
分
け
て
各
々
６
時
間
く
ら
い
で

歩
き
ま
し
た
。
今
の
縦
走
コ
ー
ス
は
山
頂
を
歩

き
ま
す
。
昔
の
修
験
者
が
歩
い
た
道
は
、
滝
や

巨
木
な
ど
の
聖
跡
を
歩
く
コ
ー
ス
な
の
で
、
中

腹
を
歩
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
も
そ

の
道
は
も
う
わ
か
ら
な
い
の
で
、
山
頂
を
縦
走

し
ま
し
た
。

　
　
　
縦
走
し
て
み
た
感
想
は
？

小
林　
と
て
も
気
持
ち
が
よ
か
っ
た
で
す
。
昔

の
人
た
ち
に
は
及
ば
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
修

行
者
の
気
持
ち
を
想
像
し
な
が
ら
歩
き
ま
し

た
。
や
は
り
自
然
の
中
か
ら
パ
ワ
ー
を
も
ら
う

と
い
う
感
覚
は
、
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
思
い
ま

し
た
ね
。

小
林　
弥
彦
山
と
い
え
ば
神
社
と
私
た
ち
は

考
え
て
い
ま
す
が
、
時
代
に
よ
っ
て
信
仰
の
形

は
変
わ
る
も
の
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。「
弥
彦
・

角
田
山
塊
」
は
独
特
の
形
を
し
て
い
る
の
で
、

古
来
か
ら
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
向
か
い
側
に
は
佐
渡
が
あ
り
、
海

上
交
通
も
盛
ん
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
縄
文
時
代

の
遺
跡
も
あ
る
地
域
で
、
古
墳
も
あ
り
ま
す
。

古
来
か
ら
の
修
験
道
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
い
ろ

い
ろ
な
時
期
に
様
々
な
信
仰
が
入
っ
て
き
た
ん

で
す
。
京
都
の
聖
護
院
は
修
験
宗
総
本
山
で

す
が
、
取
材
を
し
て
い
く
と
神
主
さ
ん
の
中
に

は
「
も
と
は
聖
護
院
と
つ
な
が
り
が
あ
る
」
と

話
す
方
も
い
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
に
は
親
鸞

も
日
蓮
も
越
後
国
に
来
て
い
ま
す
し
、
曹
洞
宗

も
入
って
き
ま
す
。
明
治
５
年
の
修
験
禁
止
令

の
時
に
は
、
国
上
寺
に
11
人
の
山
伏
が
い
た
と

記
録
に
残
って
い
ま
す
。
い
ま
も
羽
黒
山
伏
が
、

年
に
一
回
祈
祷
に
来
て
い
る
と
い
う
お
宅
も
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
地
域
に
は
多
く
の
宗
教
的
な

事
績
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
神
仏
習
合
の
物
語

が
伝
承
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
の
物
語
を
大

切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
　
　

�

マ
ッ
プ
に
は
、
お
ま
け
も

　
　
　
つ
い
て
い
ま
す
ね
。

小
林　
オ
リ
ジ
ナ
ル
手
ぬ
ぐ
い
と
マッ
プ
を
、
か

ら
む
し
の
縄
で
結
ん
で
あ
り
ま
す
。「
岩
室
か

ら
む
し
の
会
」
の
み
な
さ
ん
に
作
って
い
た
だ
き

ま
し
た
。
か
ら
む
し
は
麻
の
一
種
で
す
。
地
域

の
お
土
産
に
な
る
と
い
い
な
、
と
思
っ
て
企
画
し

ま
し
た
。

　
　
　
表
紙
に
は
「
１
合
目
」

　
　
　
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
？

小
林　
「
第
１
版
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ

か
ら
み
な
さ
ん
に
情
報
や
意
見
を
寄
せ
て
い
た

だ
い
て
「
２
合
目
」「
３
合
目
」
と
版
を
重
ね

て
い
き
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

　
　
　

�

聖
跡
に
番
号
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、

　
　
　
こ
の
順
に
ま
わ
る
の
が
お
勧
め
で
す
か
？

小
林　
確
か
に
①
の
妙
光
寺
は
岩
屋
の
七
面

天
女
伝
説
始
め
、
国
上
寺
と
の
関
わ
り
が
強
い

重
要
な
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
番
号
は
北
か
ら

の
順
で
、
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
や
一
部
分
を
歩

い
た
り
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

と
に
か
く
多
く
の
方
に
「
弥
彦
・
角
田
山
塊
」

を
歩
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
い
ま
山
が
か
な
り

荒
廃
し
て
い
る
ん
で
す
。
倒
木
も
多
く
、
生
態

系
が
崩
れ
て
い
ま
す
。
手
入
れ
を
せ
ず
に
放
置

さ
れ
て
い
る
林
も
、
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
み

な
さ
ん
に
山
を
訪
ね
て
い
た
だ
い
て
、
興
味
を

持
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
も
っ
と
き
れ
い
に
し
よ
う

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
山
の
環
境
の
回
復
に
つ

な
が
って
い
く
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

��

こ
れ
か
ら
ど
ん
な
こ
と
を
し
て

　
　
　

��

い
き
た
い
で
す
か
？

小
林　
こ
れ
は
十
年
以
内
に
叶
え
た
い
夢
で
す

が
、
本
物
の
修
験
者
―
―
山
伏
の
方
に
来
て
い

た
だ
い
て
、
一
緒
に
聖
跡
を
ま
わ
る
イ
ベ
ン
ト

を
や
り
た
い
で
す
ね
。
古
来
か
ら
こ
の
地
域
が

「
神
と
仏
が
棲
ま
う
」
場
所
だ
と
い
う
こ
と
を
、

目
に
見
え
る
形
に
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
。
滝

行
や
山
駆
け
な
ど
の
体
験
会
か
ら
で
も
良
い
の

で
始
め
て
、
弥
彦
・
角
田
山
を
再
び
聖
地
に
し

て
い
き
た
い
で
す
。

　

山
に
法
螺
貝
が
響
い
た
ら
す
て
き
で
す
ね
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
聴
い
た
人　

編
集
部
・
新
倉
理
恵
子
）

―
作
成
者
・
小
林
弘
樹
さ
ん
に
聞
く
―

Ｑ

Ｑ

ＱＱＱＱ

Ｑ

Ｑ

Ｑ ＱＱ

小林弘樹さん（30歳）
２００８年創刊の地 域誌『Niigata 
Interview Magazine Life‐mag』
（ライフ‐マグ）編集発行人。

弥
彦
・
角
田
山
塊 

聖
地
巡
礼
マ
ッ
プ

妙
光
寺
に
は
宗
派
の
異
な
る
国
上
山
の
国
上
寺（
真

言
宗
）と
関
係
す
る
伝
承
が
た
く
さ
ん
あ
る
。妙
光

寺
の
岩
屋
と
国
上
寺
の
本
堂
裏
の
穴
が
つ
な
が
っ
て

い
て
岩
屋
か
ら
入
っ
た
犬
が
国
上
寺
の
穴
か
ら
出

て
き
た
と
い
う
話
は
双
方
に
伝
わ
っ
て
い
る
。そ
も

そ
も
妙
光
寺
創
建
時
の
三
箇
寺
に
関
わ
っ
た
３
人

の
僧
侶
は
国
上
寺
の
弟
子
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

調
査
し
て
い
く
と
、こ
の
山
塊
の
あ
ち
こ
ち
に
修
験

道
の
伝
承
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。霊
跡
と
さ
れ

る
巨
木
・
滝
・
大
岩
な
ど
も
あ
る
。「
修
験
道
の
修
行

場
は
金
属
鉱
床
で
、言
葉
と
し
て
山
師
は
山
伏
に
繋

が
る
」と
い
う
説
も
あ
り
、こ
こ
に
は
間
瀬
銅
山
を
は

じ
め
複
数
の
銅
山
跡
が
あ
る
。現
在
の
燕
市
の
銅
器

産
業
は
こ
れ
に
由
来
す
る
。修
験
は
山
だ
け
で
な
く

「
海
の
修
験
道
」の
考
え
方
も
あ
り
、日
本
海
を
通

じ
て
各
地
の
修
験
道
場
と
つ
な
が
っ
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
。角
田
・
弥
彦
・
国
上
の
３
つ
の
山
は
、古
来

は
修
験
の
山
と
し
て
一
体
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。そ

の
奥
に
は
、死
後
の
霊
魂
は
山
に
還
る
と
い
う
日
本

人
の
死
生
観
・
自
然
観
に
も
通
じ
る
。

修
験
道
…
山
に
こ
も
っ
て
厳
し
い
修
行
を
行
う
日
本
古
来
の
山

岳
信
仰
。修
行
者（
修
験
者
）は
山
伏
と
呼
ば
れ
、病
気
平
癒
な
ど

の
祈
祷
を
行
っ
た
。明
治
５
年（
一
八
七
二
年
）政
府
は
仏
教
と
神

道
を
分
離
さ
せ
、修
験
道
は
禁
止
と
な
り
解
体
し
た
。こ
れ
が
廃

仏
毀
釈
令
で
あ
る
。

『
角
田
弥
彦
山
塊
の
聖
所
形
成
と
修
験
道
』抄
訳

小
川
院
首
の
修
士
論
文

日
本
海
沿
い
に
連
な
る
角
田
山
・
多
宝
山
・
弥
彦
山
・
国
上
山
を
「
弥
彦
・
角
田
山
塊
」
と
呼
び
ま
す
。

海
岸
か
ら
い
き
な
り
突
き
出
し
た
山
容
は
非
常
に
独
特
で
美
し
く
、

越
後
平
野
に
住
む
人
た
ち
に
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

日
帰
り
登
山
に
手
頃
で
、
春
の
山
野
草
が
美
し
い
こ
と
も
あ
り
、
山
好
き
に
は
大
人
気
で
す
。

実
は
古
く
か
ら
信
仰
の
対
象
の
山
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
今
で
は
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
春
、
こ
の
山
塊
を
「
神
と
仏
が
棲
ま
う
山
」
と
し
て
「
聖
地
巡
礼
マ
ッ
プ
」
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。

妙光寺受付でも販売中
１１００円

0607



0809

角
田
浜
海
岸
に
有
名
ラ
ー
メ
ン
店
開
店

西
蒲
区
役
所
広
報
誌
に
掲
載

古
墳
調
査
そ
の
後

イ
ノ
シ
シ
出
没

主
な
年
間
行
事
予
定
と
コ
ロ
ナ
対
策

山
側
墓
地
移
転
計
画
検
討
中

山
林
整
備
の
進
展

在
宅
医
療
を
主
題
に
し
た
映
画『
ピ
ア
』上
映

『池の上安穏廟』の山側を整地

 

『
池
の
上
安
穏
廟
』の
山
側
を
整
地
し
ま
し
た
。

倉
庫
に
し
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
山
裾
に
移
転
し
、銀

色
の
外
壁
が
目
立
た
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。資
材

置
き
場
も
そ
の
奥
に
移
転
し
ま
す
。手
前
を
植
栽

し
て
さ
ら
に
緑
地
帯
を
広
げ
、空
い
た
コ
ン
テ
ナ
跡

地
は
、参
拝
者
駐
車
場
に
す
る
こ
と
を
計
画
し
て

い
ま
す
。費
用
の
都
合
も
あ
り
徐
々
に
し
か
進
め

ら
れ
ま
せ
ん
が
、や
が
て
は
本
堂
前
か
ら
の
景
観

も
大
き
く
変
わ
る
と
思
い
ま
す
。

　

調
査
団
長
橋
本
先
生
が
、県
内
各
所
の
調
査

で
多
忙
の
た
め
報
告
書
が
遅
れ
て
い
ま
す
。2
月

末
新
潟
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
主
催
の「
新
潟

市
遺
跡
発
掘

調
査
速
報

会
」で
、先
生
の

「
角
田
浜
妙

光
寺
山
古
墳

を
め
ぐ
る
諸

問
題
」の
講
演

が
あ
り
ま
し

た
。
今
後
は

角
田
山
周
辺

の
他
の
古
墳

と
併
せ
て
、国
史
跡
と
な
る
よ
う
進
め
た
い
と
の
お

考
え
で
す
。

　

3
月
末
に
は
現
地
で
地
元
の
子
供
た
ち
に
、古

墳
と
周
囲
に
咲
く
山
野
草
を
説
明
す
る
会
も
開

か
れ
ま
す
。ま
た
妙
光
寺
敷
地
内
か
ら
の
登
山
道

作
り
も
有
志
の
手
で
始
ま
り
ま
す
。関
心
の
あ
る

方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

県
内
で
は
テ
レ
ビ
報
道
で
ご
覧
に
な
っ
た
方
も

多
い
と
思
い
ま
す
が
、近
く
に
ラ
ー
メ
ン
店
が
開
店

し
ま
す
。新
潟
大
学
前
に
あ
っ
た
老
舗
が
、先
頃

店
主
の
高
齢
で
閉
店
。煮
干
し
出
汁
の
あ
っ
さ
り

味
黄
金
ス
ー
プ
と
細
麺
で
、世
代
を
超
え
て
親
し

ま
れ
た
名
店
で
し
た
。

　

こ
れ
を
子
ど
も
時
代
か
ら
食
べ
て
育
っ
た
と
い

う
世
界
的
音
楽
家
の
難
波
さ
ん
が
、こ
の
味
を
絶

や
し
た
く
な
い
と
引
き
継
ぎ
、以
前
の
賑
わ
い
を

取
り
戻
そ
う
と
い
う
計
画
が
進
む
角
田
浜
海
水

浴
場
駐
車
場
で
新
た
に
開
業
し
ま
す
。難
波
さ
ん

が
お
参
り
を
兼
ね
て
挨
拶
と
相
談
に
来
ら
れ
ま

し
た
。5
月
の
連
休
過
ぎ
に
は
開
店
、冷
凍
宅
配

も
す
る
そ
う
で
す
。参
拝
後
の
楽
し
み
に
お
出
か

け
い
た
だ
け
ま
す
。

　

院
首
に
よ
る「
終
活
の
考
え
方
」が
、３
月
６
日

発
行
の
西
蒲
区
役
所
広
報
誌
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

講
演
会
が
開
け
な
い
た
め
、質
問
形
式
に
な
っ
た
も

の
で
す
。区
内
の
方
は
ご
覧
下
さ
い
。妙
光
寺
受
付

で
も
入
手
で
き
ま
す
。

　

境
内
に
イ
ノ
シ
シ
が
出
没
し
て
い
ま
す
。夜
行

性
で
土
中
の
ミ
ミ
ズ
を
食
べ
に
来
て
い
る
よ
う
で
す

が
、日
中
の
夕
方
も
目
撃
し
て
い
ま
す
の
で
お
参
り

の
際
に
は
ご
注
意
願
い
ま
す
。

　

ひ
と
り
暮
ら
し
で
も
住
み
慣
れ
た
自
宅
で
最
期

が
迎
え
ら
れ
る
、そ
ん
な
時
代
が
来
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。そ
ん
な
在
宅
医
療
を
描
く
映
画『
ピ
ア
』

を
、3
月
21
日
の
お
彼
岸
法
要
後
、大
広
間
の
特

設
大
型
ス
ク
リ
ー
ン
で
上
映
し
ま
す
。上
映
後
に

は
院
首
夫
人
な
ぎ
さ
さ
ん
を
看
取
っ
て
頂
い
た
訪

問
診
療
医
・
斎
藤
先
生
他
の
お
話
と
質
問
の
時

間
も
あ
り
ま
す
。コ
ロ
ナ
対
策
で
定
員
少
な
め
で

す
の
で
早
め
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

　

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
感
染
拡
大
が
見
通
せ
ま
せ
ん

の
で
、年
間
行
事
は
今
年
も
昨
年
同
様
に
コ
ロ
ナ

対
策
方
式
を
基
本
と
し
ま
す
。

　

2
月
に
計
画
し
た
早
春
の
房
総
団
体
参
拝
は

延
期
し
ま
し
た
。3
月
の
春
彼
岸
は
お
弁
当
を
ご

用
意
し
、午
後
の
映
画
を
お
申
込
み
の
方
に
は
密

を
避
け
て
食
べ
て
い
た
だ
き
ま
す
。4
月
29
日
㊎・

㊗
の
お
大
会
ご
判
様
は
、午
前
の
み
の
日
程
で
行
い

ま
す
。お
盆
の
お
墓
参
り
は
分
散
の
日
取
り
を
改

め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。送
り
盆
は
8
月
27
日
㊏

に
、昨
年
断
念
し
たｃｏ
ｂａ
さ
ん
に
よ
る
野
外
で
の

追
悼
演
奏
会
を
計
画
中
で
す
。生
前
法
号
授
与

式
と
お
会
式
は
11
月
6
日
㊐
で
す
。し
ば
ら
く
休

止
中
で
希
望
の
多
い『
身
延
山・七
面
山
団
体
参
拝

旅
行
』を
、9
月
末
に
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、ご

予
定
く
だ
さ
い
。

　

近
年
の
豪
雨
多
発
で
山
側
墓
地
が「
土
砂
崩
落

危
険
地
帯
」に
指
定
さ
れ
、墓
石
移
転
が
喫
緊
の

課
題
で
す
。移
転
先
の
敷
地
に
問
題
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、経
費・行
政
手
続
き
等
が
難
問
で
す
。放
置

で
き
ま
せ
ん
の
で
役
員
会
で
検
討
を
開
始
し
ま
し

た
。そ
の
節
は
関
係
者
に
直
接
お
知
ら
せ
し
ま
す

の
で
、ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　従地涌出品の前半は、本門の序文にあたります。
別の世界から来て、お釈迦様の説法を聞いていた八

はち

恒
こ う が し ゃ

河沙（８つのガンジス河の砂の数）を越える菩薩
たちが、釈尊滅後の娑婆世界—私たちの世界での布
教を願い出ました。

 
　しかし、お釈迦様はこの申し出を制し、「すでに
娑婆世界には、六万恒河沙（６万のガンジス河の砂
の数）の菩薩と彼ら一人ひとりに六万恒河沙の従者
がいて、自分の滅後には、法華経を弘めてくれるこ
とになる」と告げられます。この言葉の直後に、世界
の至る所に地震が起こって大地が裂け、地中から数
限りない菩薩たちが登場します。彼らは“地涌の菩薩”
といって、皆仏様に近しい光り輝く姿をしていました。
そして皆、お釈迦に親しみと敬意を表されました。

　また、その中には四大菩薩と称される特に優れた
指導者もいて、菩薩たちの先頭に立っていました。こ
の四大菩薩は、妙光寺本堂のご本尊であるお釈迦様
の両脇に従っている「上

じょうぎょうぼさつ

行菩薩」「無
むへんぎょうぼさつ

辺行菩薩」「浄
じょう

行
ぎょうぼさつ

菩薩」「安
あんりゅう

立 行
ぎょう

菩
ぼ さ つ

薩」です。

　私たちを導いてくださるリーダーは、別の世界では

なく、我々のいるこの世界にこそいたわけです。しか
し、彼ら「地涌の菩薩」の出現に、その場にいた人々
は大変に驚きました。そこで、弥

み ろ く ぼ さ つ

勒菩薩が代表して、
「自分たちは未だかつてこのように数多くの、尊い姿
をした菩薩を見たことがない。また、随分とお釈迦
様と親しげにしているが、いったいどこでどのように
修行をしてこられた方々なのでしょうか」と尋ねられ
ました。
　お釈迦様は、弥勒菩薩とその場に集う人々に対し、

「あなたたちは、心を一つにして、精進の鎧を着、堅
固のこころを起こしなさい」と告げ、未だかつて聞い
たことのない真実を明らかにすることを予告されまし
た。そして「地涌の菩薩」は、遙か遠い昔にお釈迦
様が悟りを得たときの最初の弟子であることを説か
れるのです。
　

　この時、お釈迦様は菩提樹の下で悟ってから 40
年ばかりです。いくらなんでも、この短い間にこれ
ほどの数の弟子を育てたのは、いかなる力なのか。
弥勒菩薩はさらに、問いを重ねました。「たとえて
言うならば 20 代の青年が、100 歳を過ぎた人々を
指して、自分の子どもであると紹介するようなもの
で、とても信じられない」と言うのです。また「こ
の場にいる自分たちはお釈迦様を心から信じてい
るため、疑いはしないけれども、後世の人々のた
めに詳しく説明をしてほしい」と願います。そして、
いよいよ「本門」の教えが説かれることになるの
です。

上 法 話誌

『従
じ ゅ う じ

地涌
ゆ し ゅ つ

出品第
だ い

十
じ ゅ う ご

五』
地

じ ゆ

涌の菩薩たち

法華経二十八品のうち、『安楽行品第十四』までの前半を「迹
しゃくもん

門」、
『従地涌出品第十五』からの後半を「本

ほんもん

門」といいます。
「本門」とは、〝仏様がその本来の姿を説き表した教え〟という意味です。

「迹門」までの仏様は、私たちに分かりやすいように顕
あらわ

された仮の姿であることが、
これより明かされていきます。

小川良恵

別世界の菩薩たちが布教を願い出る

四大菩薩

私たちのいる世界にこそ、導き手がいる

お釈迦様の教化の真実を明かす「本門」へ

大地の裂け目から現れる無数の菩薩
―地涌の菩薩たち
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　今から2500 年ほど前に亡くなられたお釈

迦様を供養するため、仏
ぶっしゃり

舎利（お釈迦様の遺

骨）を納める塔が８基建てられました。この

塔を古いインドの言葉で、「ストゥーパ」と言

いました。これが「卒塔婆」の起源と言われ

ています。

　ストゥーパは後に有力者の墓として作られ

るほか、やがて仏教信仰のシンボルとして、仏教聖地や寺院に建立さ

れるようになります。皆さんがご存じの、三重塔や五重塔もストゥー

パの一種で、お経などが納められています。一方、庶民の間では豪

華な塔を建立することは難しく、石を積み上げた五輪卒塔婆や、木

柱の角塔婆が使われていました。そして、亡くなった人の供養を日常

的に行うため、私たちが日ごろ用いている卒塔婆が作られるようにな

りました。卒塔婆とは供養塔建立の簡素化された形というわけです。

　法華経には、「あなた方がどんな場所にいたとしても、塔をたてて供養をしなさい。何故な

らそこは仏様が教えを説かれる場となり、悟りを得ることが出来るからです」と説かれています。

塔をたてるとは、亡き人の供養のみならず、仏様への供養でもあり、仏道修行でもあるのです。

　皆様が亡くなられた方々の為に、法事や施餓鬼法要で立てる卒塔婆も同じ意味があります。

卒
そ

塔
とう

婆
ば

の意味を教えてください

妙
光
寺
質
問
箱

　

毎
年
4
月
29
日
の『
ご
判
様
』は
、

３
０
０
年
続
く
と
言
わ
れ
る
妙
光
寺
の

伝
統
行
事
で
す
。日
蓮
聖
人
が
遺
し
た

ご
判（
印
鑑
）を
ご
開
帳
し
た
行
事
で
す

が
、往
事
は
地
域
全
体
が
信
者
で
あ
る

か
ど
う
か
に
か
わ
ら
ず
農
作
業
を
休
み

ま
し
た
。境
内
の
外
に
ま

で
人
が
溢
れ
、賑
わ
っ
た
大

き
な
お
祭
り
で
し
た
。

　

そ
の
お
練
り（
行
列
）と

法
要
に
出
仕
す
る
お
稚
児

さ
ん
の
衣
装
で
す
。多
く

の
お
寺
の
稚
児
行
列
は
、

住
職
交
代
の
よ
う
な
何

十
年
に
一
度
の
大
行
事
で

し
か
行
わ
れ
ま
せ
ん
。そ

の
と
き
は
貸
衣
装
で
す
。

そ
れ
が
毎
年
お
練
り
を
行
う
妙
光
寺
で

は
、12
人
分
の
衣
装
を
自
前
で
揃
え
て
あ

り
ま
す
。

　

昭
和
55
年
こ
ろ
、長
年
お
稚
児
さ
ん
の

お
世
話
係
を
務
め
て
き
た
檀
徒
の
故
寺

尾
清
一
さ
ん
が
、高
齢
で
引
退
す
る
記
念

に「
衣
装
も
古
く
な
っ
た
の
で
」と
一
式

を
新
調
し
て
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ

が
現
在
の
衣
装
で
す
。

　

そ
の
注
文
の
際
に
、そ
れ
ま
で
の
古
い

衣
装
を
見
本
に
送
っ
た
京
都
の
法
衣
店
が

「
今
こ
れ
だ
け
の
生
地
や
冠
を
作
る
技

術
は
、京
都
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。で
き
る

限
り
の
も
の
で
精
一
杯
や
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
」と
言
って
作
って
く
れ
ま
し
た
。

　

昨
今
の『
ご
判
さ
ま
』行
事
は
昔
日
の

賑
わ
い
も
あ
り
ま
せ
ん
。で
も
お
稚
児
さ

ん
だ
け
は
毎
年
た
く
さ
ん
の
希
望
者
が

あ
り
ま
す
。。そ
れ
は
、貸
衣
装
と
は
一

見
し
て
違
う
、こ
の
衣
装
の
お
か
げ
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

妙光寺の

お宝紹介
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『
お
稚
児
さ
ん
の
衣
装
』

Q

東南アジアのストゥーパ


