
　江戸時代から続く春の伝統行事「ご判さま」と、夏の
「送り盆」（フェスティバル安穏）の一部が一つになりま
す。新緑の季節に『開山会』として新たなスタートです。
法要、稚児行列、水行、出店、相談コーナーなど盛りだく
さん。午後からは岩屋で舞とお経、太鼓による「七面天
女物語」もありま
す。ご家族、お友
達、皆さんでご参
加ください。
※詳細は開山会
パンフレットをご
覧ください。

　4月から曜日と時間帯が変わります！
●4月5日㊌ ●5月3日㊌ ●6月7日㊌ ●7月5日㊌
　お参り、法話、作務、コーヒータイム等があり、交流
の輪も広がります。
■参加費　お志を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。

●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。一日可能な方は昼食のご持参
をお願いします。

　雪国の冬もようやく終わり、お寺周辺ではこれから
一斉に春の花が咲き始めます。どうぞ足をお運びくだ
さい。

　上記『開山会』にあわせ、法要に出仕していただくお稚
児さんを募集します。古式ゆかしい衣裳を着けてのお練
りなど、子どもたちにとっても
貴重な体験となります。
　5歳～7歳くらいまでの男女
児10名
■参加費6千円
※詳細は開山会パンフレット
裏面をごらんください。

5月27日㊏  午前9時半開門 毎月第1水曜日　午前9時～11時

毎月15日

5月27日㊏  9時～12時

『おてらの日  妙光寺開
か い さ ん え

山会』

ボランテラ

春を告げる花々

月例信行会

お稚
ち ご

児さん募集

行 事 案 内

あ と が き

　妙光寺も春を迎えています。今春はお寺のメンバーも入れ
替わり、『開山会』をはじめ新しい行事に取り組む春になりま
す。ご前様を先頭に皆で「安穏の世界」を求めていきます。ど
うぞお参りにおいでください。                     （新倉理恵子）

※新型コロナウィルス感染拡大状況によっては、すべての行事において内容を変更する場合があります。ご了承ください。
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新潟市西蒲区

石田辰二さん（84歳）

　

今
か
ら
数
十
年
前
、
我
が
家
の
本
家
に
「
千
葉
日
報
政
治
部

長
石
田
某
」の
名
刺
を
携
え
た
訪
問
客
の
一
行
が
あ
り
ま
し
た
。

戸
籍
で
先
祖
の
系
譜
を
た
ど
っ
た
け
れ
ど
、
戸
籍
法
の
施
行
は

明
治
４
年
で
す
。
訪
問
当
時
に
１
３
０
年
前
ま
で
は
わ
か
っ
た

け
れ
ど
、
そ
れ
以
上
遡
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で

す
。
本
家
の
ご
主
人
か
ら
相
談
を
受
け
て
共
に
お
寺
を
尋
ね
、

現
院
首
様
に
過
去
帳
を
調
べ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
江
戸
中

期
に
出
た
分
家
で
あ
る
こ
と
が
分
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
一
行
と
共
に
推
定
約
４
０
０
年
前
余
り
前
に
立
て
ら

れ
た
本
家
の
お
墓
に
お
参
り
し
て
、
皆
さ
ん
と
て
も
満
足
し
て

千
葉
に
帰
っ
て
行
か
れ
ま
し
た
。
お
墓
は
お
逢
い
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
ご
先
祖
様
や
、
憧
れ
の
歴
史
上
の
人
物
た
ち
と
の
邂か
い

逅ご
う

の
場
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

浄
土
講
座
を
拝
聴
し
て
納
得
を
深
め
た
の
は
、
お
墓
参
り
は

そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
中
で
生
き
続
け
て
い
る
今
は
亡
き
親
族
・
姻

族
・
朋
友
た
ち
と
の
再
会
の
場
で
あ
る
と
の
お
話
で
し
た
。
そ

の
一
方
で
、
人
の
死
が
商
業
主
義
に
乗
せ
ら
れ
て
金
儲
け
の
手

段
に
さ
れ
か
ね
な
い
浮
世
の
中
で
、
終
活
を
ど
の
よ
う
に
ま
と

め
て
い
く
の
か
思
案
に
く
れ
て
い
ま
す
。  （
２
ペ
ー
ジ
に
続
く)

＊
昨
年
11
月
の
浄
土
講
座『
終
活
事
情
の
裏
表
』に
参
加
さ
れ
た
際
の
感
想
文
を
、石
田

さ
ん
の
了
解
を
得
て
再
構
成
し
掲
載
し
ま
し
た
。
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終活、私の願い



新潟市西蒲区  石田辰二さん

子
に
強
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
た
ち
が
長
い
人
生
の
中
で
会
得

す
べ
く
育
て
る
の
が
親
と
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
我
が
子
ど

も
た
ち
は
「
孝
」
と
い
う
言
葉
す
ら
知

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
親
父
と
し
て
は

そ
れ
が
切
な
く
て
哀
し
い
の
で
す
。

　

大
学
院
ま
で
出
し
た
倅
は
県
外
の
大

手
企
業
に
勤
め
、
東
京
で
出
会
っ
た
女

性
と
結
婚
し
て
子
ど
も
が
生
ま
れ
、
東

京
の
都
心
に
一
戸
建
て
を
建
て
て
立
派

に
家
庭
を
営
み
、
親
と
し
て
何
の
心
配

も
あ
り
ま
せ
ん
。
せ
め
て
定
年
後
は
故

郷
に
戻
り
、
家
と
田
畑
を
守
っ
て
欲
し

い
の
で
す
。
そ
れ
が
親
父
の
願
い
で
す
。

　

さ
ら
に
お
墓
の
維
持
、
菩
提
寺
存
続

の
出
費
を
負
担
だ
と
思
っ
て
も
ら
い
た

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
を
育
て
て
く

れ
た
父
祖
伝
来
が
心
を
安
ん
じ
て
き
た

堂
塔
で
す
。
確
か
に
信
仰
の
自
由
は
憲

法
に
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
の
大
き

な
ひ
と
つ
で
す
。
倅
よ
、
あ
な
た
に
無

理
に
仏
教
徒
に
な
れ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
父
や
母
、
祖
父
や
祖
母
が
守
っ

て
き
た
寺
院
や
お
墓
を
死
ぬ
ま
で
維
持

 　

私
の
終
活
の
悩
み
は
、
先
祖
辰
左
衛

門
以
来
築
い
て
き
た
我
が
家
の
価
値
観

を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
倅
に
受
け
継
が

せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
が
伝
え

た
い
遺
産
相
続
を
遺
言
状
に
自
身
で
書

く
こ
と
は
経
験
上
で
き
ま
す
。
し
か
し

私
の
こ
う
し
た
価
値
観
が
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
く
、
腹
立
た

し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

と
感
じ
て
い
ま
す
。
で
も
そ
う
し
な
い

と
我
が
胸
中
に
生
き
る
父
や
祖
父
、
曾

祖
父
が
納
得
し
な
い
で
し
ょ
う
。

　

屋
敷
を
菜
畑
に
す
る
な/

田
畑
を
死

守
せ
よ/

代
々
守
っ
て
き
た
日
蓮
宗
の

仏
檀
を　

法
灯
を
守
れ/

墓
守
を
捨
て

て
は
な
ら
ぬ/

そ
れ
ら
が
守
れ
ぬ
も
の

は
親
不
孝
で
あ
る　

人
と
し
て
親
不
孝

ほ
ど
ア
ン
モ
ラ
ル
な
こ
と
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
を
受
け
継
ぎ
次
代
に
繋
ぐ
こ

と
を
親
父
、
お
袋
等
か
ら
脳
に
す
り
込

ま
れ
て
き
た
私
は
、
そ
の
信
仰
と
も
言

え
る
我
が
家
の
理
念
を
倅
に
伝
え
る
暇

も
な
く
子
ど
も
を
世
間
に
手
放
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
痛
恨
の
極
み
で
す
。

　

本
来
「
孝
養
」
と
い
う
も
の
は
親
が

ン
ト
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
、
回
教
、
大
き

な
宗
教
は
い
ず
れ
も
お
墓
を
作
り
、
縁

者
が
守
っ
て
い
ま
す
。
西
洋
の
哲
学
者

は
「
万
物
は
流
転
す
る
」
と
言
い
ま
し

た
。
仏
教
は
人
生
無
常
と
と
ら
え
て
い

ま
す
。
留
ま
る
こ
と
の
な
い
現
世
の
世

の
中
で
、
私
は
倅
に
辰
左
衛
門
家
の
永

久
を
求
め
る
手
掛
か
り
を
院
首
様
に
授

か
ろ
う
と
も
が
い
て
い
ま
す
。
私
の
終

活
は
第
一
歩
か
ら
険
し
い
氷
壁
に
阻
ま

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
矛
盾
、
こ
の

哀
れ
さ
。
救
い
を
仏
教
に
求
め
よ
う
と

す
る
の
は
お
門
違
い
で
し
ょ
う
か
。

　

正
月
に
一
人
で
戻
っ
て
き
た
倅
と
3

日
間
過
ご
し
ま
し
た
。
還
暦
を
迎
え

る
年
齢
に
な
り
、
も
う
少
し
腹
を
割
っ

た
話
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
し
た
。
し

か
し
長
く
離
れ
て
い
た
せ
い
も
あ
る
で

し
ょ
う
、
価
値
観
の
ず
れ
は
と
て
も
同

居
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
痛
感

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
せ
め
て
今
年
大
学

に
合
格
し
た
2
人
目
の
孫
が
卒
業
し

て
、
我
が
家
を
継
い
で
く
れ
る
日
を
楽

し
み
に
、
も
う
少
し
頑
張
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。                       （
院
首
記
）

管
理
す
る
こ
と
は
人
と
し
て
の
義
務
で

す
。
親
が
子
を
産
み
子
ど
も
が
自
立
で

き
る
ま
で
育
て
る
義
務
が
あ
る
の
と
同

じ
よ
う
に
、
こ
の
世
か
ら
い
な
く
な
っ
た

親
た
ち
の
魂
の
安
寧
に
、
人
生
の
一
部

の
時
間
を
供
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
子
ど

も
た
ち
に
そ
の
こ
と
の
意
義
を
受
け
継

が
せ
る
こ
と
は
、
人
と
し
て
の
義
務
で

あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。

　

仏
教
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ

家
の
前
の
田
ん
ぼ
を
眺
め
る
石
田
さ
ん

孝
養

倅
へ
の
思
い

仏
教
に
教
え
を
乞
う

後
日
談

〝おてらの日＂に寄せて
――ご判様とフェスティバルが一つに――

小
川
良
恵
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も
と
も
と
内
向
的
な
性
格
で
、
小
学
生
の
頃

は
図
書
室
に
引
き
こ
も
っ
て
い
ま
し
た
。
な
か
で
も

好
き
だ
っ
た
の
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
や
SF
な
ど
で
、
物

語
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
子
ど
も
で

し
た
。
大
人
に
な
っ
て
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
、
よ

く
「
休
み
の
日
は
何
を
し
て
い
ま
す
か
？
」
と
聞
か

れ
ま
す
が
、
最
近
は
も
っ
ぱ
ら
動
画
配
信
サ
ー
ビ
ス

で
映
画
ば
か
り
見
て
い
ま
す
。『
更
級
日
記
』
の
作

者
で
あ
る
菅
原
孝
標
女
は
、
夜
を
徹
し
て
物
語
に
夢

中
に
な
る
あ
ま
り
、
夢
に
出
て
き
た
僧
侶
に
「
法
華

経
五
の
巻
を
、
と
く
習
へ
（
す
ぐ
に
学
び
な
さ
い
）」

と
た
し
な
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
が
、
千
年
近
く
前
に

生
き
た
人
々
も
今
の
私
た
ち
と
変
わ
ら
な
い
の
だ
な

と
、
く
す
り
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
ん
な
ふ
う
に
人
を
夢
中
に
さ
せ
る
物
語

で
す
が
、『
法
華
経
』
も
物
語
形
式
で
書
か
れ
て
い

ま
す
。
仏
様
が
説
法
を
始
め
る
シ
ー
ン
か
ら
始
ま
り
、

こ
れ
ま
で
に
「
誌
上
法
話
」
で
ご
紹
介
し
た
法
華
七

喩
な
ど
が
織
り
交
ぜ
ら
れ
、
教
え
が
語
ら
れ
て
い
き

ま
す
。
日
蓮
聖
人
は
、
法
華
経
に
登
場
す
る
「
地じ

涌ゆ

の
菩
薩
」
に
自
ら
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
地
涌
の
菩
薩

の
よ
う
に
、
法
華
経
を
弘
め
る
こ
と
は
自
ら
の
使
命

で
あ
る
と
の
自
覚
を
な
さ
れ
ま
し
た
。
物
語
の
登
場

人
物
に
感
情
移
入
を
し
て
、
こ
れ
を
し
よ
う
、
こ
の

道
に
進
も
う
と
決
心
を
し
た
経
験
は
、
皆
さ
ん
も
多

か
れ
少
な
か
れ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
最
近
、
問
題
解
決
の
方
法
と
し
て
「
ナ
ラ

テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
注
目
さ
れ
て
い
る
そ
う

で
す
。
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は
、
物
語
と
翻
訳
さ
れ
ま
す
。

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
語
源
を
同
じ
く
し
て
お
り
、ス
ト
ー

リ
ー
よ
り
も
よ
り
、「
語
る
こ
と
」
に
重
点
が
置
か

れ
る
言
葉
だ
そ
う
で
す
。
ま
だ
定
義
が
曖
昧
で
も
あ

り
、
正
確
な
理
解
は
難
し
い
の
で
す
が
、
私
は
一
つ

の
解
釈
と
し
て
、
法
華
経
を
自
ら
に
照
ら
し
合
わ
せ

て
読
む
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

妙
光
寺
で
は
、
毎
年
4
月
29
日
に
「
ご
判
様
」
の

行
事
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。「
ご
判
」
と
は
、
印
鑑

の
こ
と
で
、
日
蓮
聖
人
が
遠
藤
正
遠
と
い
う
武
士
に

送
っ
た
も
の
で
す
。
遠
藤
氏
は
元
々
鎌
倉
幕
府
の
役

人
で
、流
罪
の
日
蓮
聖
人
の
見
張
り
兼
護
衛
で
し
た
。

佐
渡
島
で
信
者
と
な
っ
て
仕
え
て
く
れ
た
遠
藤
氏
と

の
別
れ
の
時
、
い
ず
れ
仏
様
の
世
界
（
霊
り
ょ
う

山ぜ
ん

）
で
再

会
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
約
束
の
証
と
し
て
、
手
紙
と

印
鑑
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
２
つ
を
遠
藤
家
の

子
孫
が
代
々
大
切
に
守
り
、
年
に
一
度
、「
ご
判
様
」

の
日
に
妙
光
寺
で
御
開
帳
を
し
て
き
ま
し
た
。
江
戸

時
代
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
行
事
で
す
。
最
盛
期
に
は

境
内
を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
の
参
拝
客
が
訪
れ
た
そ
う

で
す
。
自
分
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
皆
さ
ん
に
も
日

蓮
聖
人
と
の
ご
縁
を
結
ん
で
欲
し
い
と
い
う
願
い
も

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
歴
代
の
妙
光
寺
の
住
職
に
は
、

遠
藤
家
出
身
の
方
が
何
人
も
お
ら
れ
ま
す
。

  「
ご
判
」
は
「
霊
山
契
約
之
印
」
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

霊
山
と
は
お
釈
迦
様
が
は
じ
め
て
仏
教
の
教
え
を
説

か
れ
た
、
霊
り
ょ
う

鷲じ
ゅ

山せ
ん

の
こ
と
で
す
が
、
一
方
で
日
蓮
聖

人
が
晩
年
を
過
ご
さ
れ
た
身
延
山
を
指
す
こ
と
も
あ

り
ま
す
。「
墓
を
ば
身
延
山
に
立
て
さ
せ
給
へ
、
未
来

際
ま
で
も
心
は
身
延
山
に
住
む
可
く
候
」「
日
蓮
が

弟
子
檀
那
等
は
此
山
を
本
と
し
て
参
る
べ
し
、
此
則

ち
霊
山
の
契
な
り
」
と
御
遺
文
に
あ
る
よ
う
に
、
日

蓮
聖
人
に
と
っ
て
は
、
身
延
山
も
ま
た
仏
教
の
教
え

を
説
く
た
め
の
大
切
な
場
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
昔

は
「
ご
判
様
」
を
求
め
て
お
参
り
に
く
る
方
の
中
に

は
、
東
北
の
方
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。
山
梨
県
の

身
延
山
は
あ
ま
り
に
も
遠
く
、
行
く
こ
と
の
で
き
な

い
人
々
に
と
っ
て
、
妙
光
寺
は
自
分
た
ち
に
と
っ
て

の
身
延
山
で
あ
り
霊
山
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ

た
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。

　

法
華
経
に
説
か
れ
る
物
語
は
、
一
見
荒
唐
無
稽

だ
っ
た
り
、
現
在
の
我
々
か
ら
す
る
と
価
値
観
が
分

か
り
づ
ら
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

霊
山
を
け
し
て
遙
か
遠
い
イ
ン
ド
の
こ
と
だ
と
思
わ

ず
、
身
近
な
場
所
に
な
ぞ
ら
え
て
、
思
い
を
深
め
て

い
く
こ
と
―
―
「
法
華
経
を
手
本
と
し
た
自
分
の
物

語
を
生
き
る
こ
と
」が
、私
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー

チ
で
す
。

　
「
ご
判
様
」
の
行
事
は
、
今
年
か
ら
日
付
を
改
め

5
月
最
後
の
土
曜
日
（
27
日
）
に
「
お
て
ら
の
日
・

妙
光
寺
開
山
会
」と
し
て
開
催
し
ま
す
。
今
ま
で「
送

り
盆
」「
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
安
穏
」
と
し
て
８
月
に

賑
や
か
に
行
っ
て
き
た
行
事
の
一
部
を
、「
ご
判
様
」

と
一
つ
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。（「
送
り
盆
」

は
法
要
と
灯
籠
を
中
心
に
８
月
に
行
い
ま
す
）
新
緑

の
５
月
に
お
参
り
い
た
だ
き
、「
こ
の
世
を
安
穏
に
」

と
願
う
仏
様
の
教
え
を
体
感
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

い
う
の
が
一
番
の
願
い
で
す
。
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
お
参

り
く
だ
さ
い
。

『
法
華
経
』
と
い
う

          

物
語
の
世
界
へ
―
―

今
年
は
５
月
の

「
お
て
ら
の
日
～
開
山
会
～
」
に
―
―

「
妙
光
寺
の
歴
史
」
と
い
う
物
語
―
―



　　　

寺のうごき
◆大晦日・除夜の鐘　2022年12月31日

◆正月・お年始参り　1月1、2日◆角田地区お経会　１月22日

◆厄除け祈願祭　2月4日、5日◆山側墓地移転、安穏廟増設工事

◆冬から春へ

　穏やかな日和の元旦、家族そろって新年の初詣、ご挨拶に来られ
る方々で賑わいました。飲食の振る舞いができないため、お抹茶の
席で寛いでいただきました。

　地元の角田浜地区檀徒さん新年恒例お経会を開催。お経
の読み方をはじめ、法要中に行う「散華」の練習もありました。
終了後、コロナ禍で３年間休止した新年会が和やかでした。

　厄年にあたる方をはじめ、各種ご祈願を希望された方への「加
持祈祷」による法要を行いました。お申込み83件、当日は幅広い
年代で48名の参加があり、法要後にお札と記念のお菓子をお持
ち帰りになりました。

　暮れの大雪により倒木、落石、土砂崩落が発生し、墓石の倒
壊害がありました。移転計画は順調に進行しています。雪が少な
いので墓石の仮閉眼法要を行い、2月から順次解体作業に着手
しています。同時に池の上安穏廟最終増設工事が３月の準備作
業から始まります。十分な安全配慮を行いますが、お参りの際に
はご注意お願いします。

　ここ数年大雪で、大滝総代さんから農作業用トラクターで境内
の除雪を奉仕いただいていました。今年は少雪で除雪の機会も
なく、春の訪れが殊のほか早いようです。池の脇の河津桜も、根
元の福寿草も２月には開花。古墳周辺の雪割草も３月末に見頃
か、終わるかもしれません。

　雨の大晦日でした。コロナ禍以前ほど
ではないものの、この3年間では一番多い
150名が除夜の鐘を撞きました。鐘撞きを
終えて恒例の福引きは、小さなお子さんから
高齢者まで人気でした。
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小
島
さ
ん
の
妙
光
寺
と
の

	

ご
縁
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。	

小
島　
陶
芸
家
の
中
野
さ
ん
の
ご
縁
で
す
。
中

野
亘
さ
ん
が
初
め
て
妙
光
寺
で
個
展
を
な
さ
っ

た
と
き
に
、
院
庭
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
し
よ
う
と
い

う
こ
と
に
な
って
中
野
さ
ん
の
土
笛
に
あ
わ
せ
て

踊
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
初
め
て
の
妙
光
寺
訪
問

で
す
。
２
０
０
２
年
で
す
か
ら
、
20
年
前
に
な

り
ま
す
。

	

中
野
亘
さ
ん
は
、
陶
芸
家
で
あ
る
だ
け	

	

で
な
く
、
実
は
音
楽
家
な
ん
で
す
ね
。	

	

中
野
さ
ん
と
小
島
さ
ん
は
、

	

ど
こ
で
出
会
っ
た
ん
で
す
か
？

鼓
は
女
性
に
似
合
わ
な
い
」
と
い
う
考
え
で「
女

性
は
踊
り
を
や
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
れ
で
舞
踊
を
や
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

	

「
女
性
は
太
鼓
を
叩
け
な
い
」

	

と
い
う
方
針
に

	

反
発
し
な
か
っ
た
ん
で
す
か
？	

小
島　
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
す
ご
く
悔
し
か
っ

た
で
す
よ
。
そ
れ
ま
で
は
「
男
か
、
女
か
」
と

い
う
こ
と
を
意
識
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で

「
え
！
私
って
女
な
ん
だ
」
と
思
い
ま
し
た
。
で

も
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、
あ
の
頃

は
も
や
も
や
し
た
け
れ
ど
も
、「
太
鼓
は
女
で
、

バ
チ
は
男
だ
」
な
ん
て
言
わ
れ
る
と
「
そ
う
な

の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
て
、

結
局
舞
踊
を
や
る
こ
と
に
なっ
た
ん
で
す
ね
。
も

ち
ろ
ん
練
習
で
は
太
鼓
も
叩
き
ま
し
た
が
、
舞

台
上
で
叩
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

	

そ
の
後
「
鬼
太
鼓
座
」
の
メ
ン
バ
ー
が
、

	

１
９
８
１
年
に
「
鼓
童
」
を

	

結
成
し
ま
し
た
。

	

「
鼓
童
」
で
も
小
島
さ
ん
は
舞
踊
で

	

活
躍
さ
れ
て
き
ま
し
た
ね
。

小
島　
「
鼓
童
」
で
は
女
性
も
太
鼓
を
叩
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
は
「
鼓
童
」
創

設
メ
ン
バ
ー
の
中
で
、
女
性
は
私
１
人
だ
っ
た
ん

で
す
。
孤
独
感
も
あ
っ
て
辛
か
っ
た
で
す
ね
。

だ
け
ど
日
本
の
芸
能
は
太
鼓
だ
け
で
は
な
い
し
、

私
が
抜
け
た
ら
男
性
の
太
鼓
だ
け
の
「
鼓
童
」

	

小
島
さ
ん
が
芸
能
の
道
に

	

入
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
？	

小
島　
70
年
代
に
、「
鼓
童
」
の
前
身
に
あ
た

る
「
鬼
太
鼓
座
」
と
い
う
和
太
鼓
グ
ル
ー
プ
が

で
き
た
ん
で
す
。
全
国
で
も
最
初
期
の
和
太
鼓

グ
ル
ー
プ
で
し
た
。
私
は
公
演
を
見
に
行
っ
て

夢
中
に
な
り
ま
し
て
、「
鬼
太
鼓
座
」
の
グ
ル
ー

ピ
ー
（
追
っ
か
け
）
を
し
て
い
ま
し
た
。
会
社

員
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
休
み
は
す
べ
て
「
鬼
太
鼓

座
」
公
演
で
し
た
。
同
世
代
の
人
た
ち
が
が
む

し
ゃ
ら
に
太
鼓
を
叩
い
て
い
る
。
そ
の
目
線
に
惹

か
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
「
こ
の
人
た
ち
が
何

を
目
指
し
て
い
る
の
か
知
る
に
は
中
に
入
る
し
か

小
島　
中
野
さ
ん
は
笛
だ
け
で
な
く
、
不
思

議
な
楽
器
を
叩
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
演
奏
を

す
る
音
楽
家
で
す
。90
年
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
、

共
通
の
友
人
に
誘
わ
れ
て
発
表
会
に
参
加
し
た

ん
で
す
。
そ
の
時
に
、
初
対
面
の
中
野
さ
ん
の

即
興
の
演
奏
に
合
わ
せ
て
、
私
が
即
興
で
踊
り

ま
し
た
。
そ
れ
が
不
思
議
な
く
ら
い
息
が
あ
っ

た
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
年
に
数
回
、
中
野
さ

ん
の
演
奏
に
合
わ
せ
て
即
興
で
踊
っ
て
い
ま
す
。

中
野
さ
ん
は
私
に
と
っ
て
は
、
即
興
で
踊
り
た

い
気
持
ち
を
納
得
さ
せ
て
く
れ
る
パ
ー
ト
ナ
ー

で
す
ね
。
５
月
の
「
開
山
会
」
で
の
コ
ラ
ボ
も
、

と
て
も
楽
し
み
で
す
。

な
い
！
」
と
考
え
て
「
鬼
太
鼓
座
」
に
入
り
ま

し
た
。
両
親
は
も
ち
ろ
ん
猛
反
対
で
す
。
と
く

に
母
は
、
ご
く
普
通
に
結
婚
し
て
幸
せ
に
な
って

ほ
し
い
と
言
って
い
ま
し
た
ね
。そ
れ
を
振
り
切
っ

て
佐
渡
に
渡
り
ま
し
た
。

	

「
鼓
童
」
と
い
え
ば
和
太
鼓
で
す
が
、	

	

小
島
さ
ん
が
舞
踊
を
や
る
こ
と
に

	

な
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
？	

小
島　
そ
の
頃
の
「
鬼
太
鼓
座
」
で
は
、
男
性

し
か
舞
台
上
で
太
鼓
を
叩
け
な
か
っ
た
ん
で
す
。

今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、
そ
も
そ

も
全
国
を
見
渡
し
て
も
女
性
の
叩
き
手
は
い
ま

せ
ん
で
し
た
。「
鬼
太
鼓
座
」の
リ
ー
ダ
ー
も「
太

に
な
る
と
思
っ
て
、
や
は
り
舞
踊
を
続
け
よ
う

と
頑
張
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
こ
こ
で
舞
踊
を

や
め
て
し
ま
っ
た
ら
悶
々
と
し
な
が
ら
頑
張
っ
て

踊
っ
て
き
た
10
年
間
の
自
分
が
可
哀
そ
う
…
と

も
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
踊
り
的
な
太
鼓

の
表
現
や
女
手
の
太
鼓
に
も
取
り
組
み
た
い
と

考
え
て
舞
踊
を
続
け
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。

	

今
で
は
あ
ち
こ
ち
で
、

	

女
性
が
和
太
鼓
を
叩
い
て
い
ま
す
ね
。

小
島　
今
は
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
中
に
和
太

鼓
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
て
、
女
性
が
活
躍
し
て
い

ま
す
。「
鼓
童
」
も
３
分
の
１
が
女
性
メ
ン
バ
ー

で
、
本
当
に
平
等
に
な
り
ま
し
た
。
１
９
９
９

年
に
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
、女
性
３
人
の
ユニッ
ト
「
花

結
」
の
演
奏
を
し
ま
し
た
。
踊
り
と
太
鼓
を

組
み
合
わ
せ
た
内
容
で
、
太
鼓
を
や
り
た
い
の

に
な
か
な
か
で
き
な
か
っ
た
私
の
自
分
史
を
込

め
た
演
奏
で
し
た
。
で
も
最
後
に
、
お
客
様

が
総
立
ち
に
な
っ
て
拍
手
し
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で

す
。
女
性
を
お
お
ら
か
に
表
現
す
る
こ
と
を
理

解
し
て
い
た
だ
け
た
、と
思
って
本
当
に
嬉
し
かっ

た
。
あ
の
演
奏
か
ら
自
分
の
表
現
活
動
に
自
信

が
持
て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
も「
花
結
」

の
活
動
は
続
け
て
い
ま
す
。

	

女
性
で
あ
る
私
に
も
「
鼓
童
」
の

	

太
鼓
と
い
え
ば
力
強
い
男
性
の

	

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
女
性
に

	

不
利
な
面
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？	

小
島　
確
か
に
力
は
男
性
に
は
劣
る
と
思
い
ま

す
。
で
も
男
女
平
等
に
な
っ
た
か
ら
と
いっ
て
、

和
太
鼓
の
勇
ま
し
さ
を
み
ん
な
が
追
求
す
る
だ

け
で
は
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
優
し
い
音

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
力
強
い
音
も
存
在
す
る
ん

で
す
か
ら
。
太
鼓
は
、
身
体
全
体
―
―
息
継

ぎ
や
力
を
入
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
―
―
で
演

奏
し
ま
す
。
そ
の
技
術
は
女
性
の
方
が
優
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
い
太

鼓
の
音
を
「
太
鼓
が
喜
ん
で
い
る
音
」
と
い
い

ま
す
。
心
地
よ
い
音
で
す
。
和
太
鼓
の
豊
か
な

表
現
を
。
み
な
さ
ん
に
味
わ
って
い
た
だ
き
た
い

で
す
ね
。

	

「
男
性
は
太
鼓
、
女
性
は
舞
踊
」

	

と
い
う
状
態
の
中
で
、
小
島
さ
ん
は

	

ど
ん
な
ふ
う
に
舞
踊
を

	

身
に
つ
け
た
ん
で
す
か
？	

小
島　
私
の
舞
踊
は
決
ま
っ
た
師
匠
か
ら
学
ん

だ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
「
型
」
と

い
う
も
の
が
な
い
ん
で
す
。
い
ろ
い
ろ
と
紹
介
し

て
も
ら
っ
て
、
あ
ち
こ
ち
の
地
方
の
郷
土
芸
能

を
習
い
に
行
き
ま
し
た
。
民
衆
の
中
の
芸
能
、

土
の
上
の
生
活
の
中
で
生
ま
れ
た
舞
踊
、
本
当

に
土
着
の
芸
能
で
す
。
私
の
舞
踊
は
、
そ
の
中

で
感
じ
る
ま
ま
に
創
って
き
た
も
の
で
す
。

	

民
衆
の
中
の
芸
能
が
、

	

小
島
さ
ん
の
原
点
な
ん
で
す
ね
。

小
島　
日
本
で
最
初
の
芸
能
は
『
古
事
記
』
に

出
て
く
る
天
岩
戸
の
話
だ
そ
う
で
す
。
岩
戸
の

前
で
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
踊
っ
た
と
い
う
〝
岩
戸
の

舞
〟
で
す
。
岩
戸
の
前
に
あ
る
世
の
中
を
明
る

く
す
る
た
め
に
、
芸
能
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
舞
は
、
後
代
に

な
って
神
楽
舞
に
発
展
し
ま
す
。
昔
は
「
神
楽

衆
」
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
が
、
村
々
を
回
っ
て

神
楽
舞
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
失

わ
れ
か
け
て
い
る
大
切
な
も
の
を
、
現
代
に
も

残
し
て
い
き
た
い
。
私
も
人
々
の
心
の
中
の
岩
戸

が
開
い
て
明
る
く
な
る
よ
う
に
踊
っ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
芸
能
本
来
の
力
だ
と
思

う
の
で
す
。
だ
か
ら
私
は
、
自
分
自
身
を
「
芸

能
者
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

	

「
開
山
会
」
で
の
奉
納
舞
で
は
、

	

七
面
天
女
に
な
っ
て
く
だ
さ
る
と
か
。	

小
島　
「
鼓
童
」
の
公
演
で
は
事
前
に
決
ま
っ

た
と
お
り
に
踊
り
ま
す
が
、私
の
舞
踊
は
ス
ト
ー

リ
ー
だ
け
が
あ
って
即
興
で
踊
る
場
合
が
多
い
ん

で
す
。
即
興
は
そ
の
場
で
感
じ
た
こ
と
が
す
ぐ

に
や
れ
る
の
で
、
非
常
に
フ
レッ
シ
ュに
踊
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
岩
屋
の
下
見
も
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
、
少
し
ず
つ
イ
メ
ー
ジ
が
く
っ
き
り
し
て
き

ま
し
た
。
即
興
の
踊
り
に
は
〝
人
物
お
ろ
し
〟

が
必
要
で
す
。
七
面
天
女
の
こ
と
を
も
っ
と
勉

強
し
て
、
当
日
岩
屋
で
感
じ
た
こ
と
を
精
一
杯

表
現
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
七
面
天
女
の
舞
が
楽
し
み
で
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
聴
い
た
人
・
編
集
部　

新
倉
理
恵
子
）

―
小
島
千
絵
子
さ
ん
に
聞
く
―
　
　

小島千絵子さん　
太鼓芸能集団「鼓童」名誉団員。「鼓童」創設メンバーで、太鼓中心の舞台の中で
独自の舞踊の世界を切り拓き、世界を舞台に、舞と太鼓のソロ活動を展開している。
日本を代表する女性芸能者である。２０１３年３月の〝妙光寺開創七百年身延山大法
要〟では久遠寺本堂で奉納舞を披露していただいた。

〝
鼓
童
の
舞
姫
〟が

妙
光
寺
岩
屋
で
七
面
天
女
に

今
春
、
妙
光
寺
で
は
新
た
な
行
事
「
開
山
会
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

妙
光
寺
の
由
緒
に
は
、
岩
屋
に
住
む
七
頭
一
尾
の
大
蛇
を
日
蓮
聖
人
が
教
化
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
、

そ
の
大
蛇
が
七
面
天
女
（
七
面
大
明
神
）
に
な
っ
た
と
い
う
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
物
語
に
ち
な
み
、
５
月
27
日
㊏
「
開
山
会
」
で
は
、
「
鼓
童
」
の
小
島
千
絵
子
さ
ん
に
、

岩
屋
で
奉
納
舞
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

岩
坂
富
美
子
さ
ん
の
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
と
陶
芸
家
・
中
野
亘
さ
ん
の
古
代
笛
が
コ
ラ
ボ
し
ま
す
。

小
島
さ
ん
に
、
表
現
に
か
け
る
思
い
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

ＱＱＱＱ

Ｑ

ＱＱ

Ｑ

ＱＱ

Ｑ

※
入
場
券
は
郵
送
の
方
は
同
封
は
が
き
で
、世
話
人
の
い
る
地
区
は
直
接
世
話
人
に
お
申
し
込
み
い
た
だ
け
ま
す
。
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常
勤
僧
侶
退
任
・
非
常
勤
僧
侶
を
拡
充

た
こ
と
も
あ
り
、今
後
は
原
則
と
し
て
住
職
１
人

と
し
ま
す
。施
主
の
ご
希
望
が
あ
れ
ば
、調
整
の

う
え
脇
の
僧
侶
を
増
や
し
て
の
法
要
も
お
受
け

し
ま
す
。

　

ま
た
非
常
勤
僧
侶
は
皆
さ
ん
が
住
職
の
た
め
、

お
盆
や
お
彼
岸
等
の
出
勤
が
叶
い
ま
せ
ん
。対
応

策
は
そ
の
お
り
ご
と
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。皆
様

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

お
寺
は
３
６
５
日
24
時
間
体
制
で
す
。そ
の
た

め
非
常
勤
僧
侶
だ
け
で
は
連
絡
体
制
が
心
許
な

く
、ま
た
最
近
事
務
作
業
量
が
増
え
て
寺
務
職
員

2
人
で
は
休
み
も
取
り
に
く
い
た
め
、新
た
に
専

従
事
務
職
員
に
菊
池
崇
子
さ
ん（
新
潟
市
中
央

区
）を
採
用
し
ま
す
。

　

菊
池
さ
ん
は
良
恵
住
職
と
高
校
が
同
級
生
と

い
う
ご
縁
か
ら
、家
族
で
安
穏
檀
徒
で
す
。こ
れ
ま

で
県
内
外
の
販
売
系
、福
祉
系
の
事
業
所
実
務
経

験
と
社
会
福

祉
の
勉
強
も

し
て
い
ま
す
。

宜
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　

4
月
か
ら
は
、鎌
田
義
明
上
人（
長
岡
市・法

華
寺
）、田
村
圭
亮
上
人（
新
潟
市
中
央
区・法
雲

院
）、遠
山
淨
心
上
人（
新
潟
市
西
蒲
区・法
華
宗

遍
照
寺
）、小
田
泰
智
上
人（
長
岡
市・和
光
寺
）の

4
人
が
、毎
日
交
代
で
勤
務
す
る
体
制
と
し
ま
し

た
。主
に
月
回
向
参
り
、墓
前
読
経
、行
事
準
備

等
を
担
当
し
ま
す
。

　

住
み
込
み
で
可
能
だ
っ
た
柔
軟
な
対
応
も
、今

後
は
困
難
で
す
。こ
れ
ま
で
葬
儀
、法
事
は
住
職

と
脇
の
僧
侶
の
2
人
で
法
要
を
お
勤
め
し
て
き

ま
し
た
が
、コ
ロ
ナ
禍
以
降
参
列
者
が
少
な
く
な
っ

　

丸
3
年
間
境
内
の
離
れ
に
住
み
込
み
で
勤
務

し
た
菊
池
上
人
が
、予
定
の
期
間
を
終
え
て
郷
里

大
分
市
の
父
親
の
お
寺
に
戻
り
ま
す
。ち
ょ
う
ど

コ
ロ
ナ
禍
に
重
な
り
大
変
な
中
、頑
張
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
昨
今
は
僧
侶
志
願
者
が
減
少
し
、規

模
の
大
き
な
お
寺
は
ど
こ
も
人
手
不
足
で
す
。こ

と
に
地
方
寺
院
の
妙
光
寺
で
は
後
任
が
見
つ
か
り

ま
せ
ん
。

誰もが裕福な美男美女に

　

土
砂
崩
落
に
よ
る
山
側
墓
地
の
移
転
と
池
の

上
安
穏
廟
の
増
設
工
事
は
、保
健
所
に
よ
る
許
可

の
予
定
が
立
ち
ま
し
た
。雪
も
な
い
の
で
墓
石
の

解
体
を
2
月
か
ら
着
工
し
、お
盆
前
の
7
月
末
完

成
し
ま
す
。池
の
上
の
安
穏
廟
も
同
様
の
予
定
で
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
全
面
改
定
し
ま
し
た
。画
家
の
手

に
よ
る
古
墳
も
見
え
る
境
内
鳥
瞰
図
が
好
評
で

す
。ど
な
た
で
も
ご
希
望
の
方
に
差
し
上
げ
て
い

ま
す
。

寺
務
職
員
の
増
員

墓
地
移
転
、安
穏
廟
増
設
着
工
へ

鎌田上人田村上人

小田上人

境内鳥瞰図

菊
池
崇
子
さ
ん

遠山上人

お
寺
の
職
員
態
勢
が
変
わ
り
ま
す

 「弘通」とは、仏様の教えを弘めるという意味です。

この章では、「受持・読・誦・解説・書写」の五つの

修行を成すことで、法師は〝六根清浄〟の状態にな

ると語られています。皆さんも、六根清浄は聞いたこ

とがあるのではないでしょうか。六根は、人間の持

つ視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の五感と、それを

認識する心を合わせた六つの器官です。そして、そ

の穢れが払われた状態を〝六根清浄〟というのです。

 〝六根清浄〟によって得られる功徳とは、どのような

ものなのでしょうか。具体的には、眼は地獄の底か

ら天上の風景、そこに生きるあらゆる生命、彼らの

未来までも見ることが出来る。耳はそれらの全ての

音や声を混乱せず、聴き分けることが出来る。鼻は

世界のありとあらゆる花や草や木の香り、人間や神

仏から発せられる香りを嗅ぎ分け、今どのような状態

にあるかを知ることが出来る。舌はどのような食べ

物も、口に入れただけで美味しくなり、不味いもの

がなくなってしまう。また、その舌を使って発した声

は人々の心を震わせ魅了する美声になる。身体（肌）

は清らかな瑠璃のように、誰もが一目見たいと望む

姿になる。心は完璧に清められて、一偈一句の教え

を聞いただけでも全ての意味を理解して、他者に分

かりやすく説くことが出来る。

　……というのが法師の得られる功徳だというので

す。非常に超人的な力です。現代に生きる我々には

にわかには信じられないような状態でもあります。し

かし、法師の修行とはそれだけ大切で成就させるこ

とは難しいからこそ、こうした目標が必要だったと考

えることも出来ます。「受持・読・誦・解説・書写」

の五つは自分の修行であると同時に、化
け た

他―― つま

り他人のための修行です。人に法華経を伝えること

は、何よりも重要であり難しいということがここでは

説かれているのです。

上 法 話誌

『法
ほ っ し

師功
く ど く

徳品
ほ ん

第
だ い

十
じゅうきゅう

九』

六
ろ っ こ ん し ょ う じ ょ う

根清浄

法師功徳品では、法華経の弘
ぐ

通
つうしゃ

者である法師が

得ることの出来る功徳について説かれています。

法師は、出家在家を問わず法華経を信仰して説く者を指します。

小川良恵

五行で得られる〝六根清浄〟

眼・耳・鼻・舌・身体（肌）・心

五行は化
け た

他のための修行

❶



1011

五
ヶ
浜
へ
移
住
し
た
遠
藤
家
の
子
孫
に
よ

り
、護
り
伝
わ
り
ま
し
た
。こ
れ
を
毎
年
4

月
28
日
妙
光
寺
に
運
び
、日
蓮
宗
信
者
に

限
ら
ず
ご
開
帳
し
た
行
事
が『
ご
判
様
』で

す
。江
戸
時
代
か
ら
続
き
、昭
和
30
年
代
ま

で
は
境
内
に
露
店
が
立
ち
並
び
、全
国
か
ら

の
参
詣
者
で
27
日
か
ら
夜
通
し
人
が
溢
れ

る
な
ど
大
変
な
賑
わ
い
で
し
た
。

　

15
年
ほ
ど
前
に
遠
藤
家
当
主
が
亡
く
な

り
、以
来
妙
光
寺
に
運
ば
れ
て
来
な
く
な

り
ま
し
た
が
、行
事
は
日
蓮
聖
人
と
遠
藤

氏
の
威
徳
を
偲
ぶ
目
的
で
4
月
29
日
に
行
っ

て
き
ま
し
た
。し
か
し
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
継

続
も
い
よ
い
よ
難
し
く
、善
後
策
を
相
談
し

て
き
ま
し
た
。

　

毎
年
夏
の
こ
の
行
事
は
１
９
９
０
年
、前

年
に
開
設
し
た
安
穏
廟
の
告
知
と
生
前
交

流
を
兼
ね
た
合
同
供
養
を
目
的
に
始
ま
り

ま
し
た
。こ
の
年
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
全
国
放
映
さ

れ
て
大
反
響
を
呼
び
、そ
の
後
も
多
く
の

新
聞
、テ
レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
る
な
ど
、こ
う

し
た
催
し
の
重
要
性
へ
の
理
解
が
広
ま
り

ま
し
た
。

　

以
来
33
年
が
経
過
し
て
参
加
者
が
高
齢

化
し
て
い
ま
す
。気
候
的
に
も
参
加
者
の
熱

中
症
が
心
配
さ
れ
、世
代
交
代
も
進
ま
な
い

　

７
５
０
年
前
の
文
永
8
年
、佐
渡
配
流
の

日
蓮
聖
人
を
警
護
す
る
役
目
で
同
行
し
た

鎌
倉
幕
府
役
人
の
遠
藤
正
遠
は
、日
蓮
聖

人
か
ら
死
後
に〝
霊
山
浄
土
〟で
の
再
会
を

約
束
し
て「
ご
判（
印
鑑
）」を
授
か
り
ま
し

た
。こ
の「
ご
判
」は
、後
に
妙
光
寺
の
隣
村

踏
ま
え
た
形
に
、従
来
の
2
つ
の
行
事
の
趣

旨
と
要
素
を
残
し
つつ
、今
後
さ
ら
に
時
代

の
流
れ
も
受
け
と
め
て
時
々
に
変
革
も
進

め
て
い
き
ま
す
。そ
の
実
は〝
誰
で
も
気
軽

に
お
寺
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
き
た
い
〟が

本
音
で
す
。ど
な
た
で
も
お
誘
い
あ
わ
せ
て

是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

尚
こ
れ
ま
で
の『
妙
光
寺
の
送
り
盆
』は

お
盆
の
精
霊
送
り
を
目
的
に
、合
同
法
要

と
灯
籠
供
養
を
予
定
し
て
い
ま
す
。今
年

は
8
月
27
日
㊏
、コ
ロ
ナ
で
延
期
を
繰
り
返

し
た『
ｃｏ
ｂａ
さ
ん
に
よ
る
追
悼
コ
ン
サ
ー

ト
』も
行
い
ま
す
。

　

近
ご
ろ
妙
光
寺
裏
手
に
あ
る
岩
屋
が
心

霊
ス
ポ
ッ
ト
な
ど
と
ネ
ッ
ト
上
で
取
り
上
げ

ら
れ
、石
像
が
盗
難
に
遭
う
な
ど
間
違
っ
た

イ
メ
ー
ジ
が
拡
散
し
て
い
ま
す
。そ
こ
で
本

来
の
妙
光
寺
の
歴
史
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た

め
に
、『
開
山
会
』の
一
環
と
し
て
岩
屋
に
伝

わ
る
伝
承
を
現
代
風
に
表
現
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

　

特
に
厳
寒
期
の
厳
し
い
修
行
で
知
ら
れ

な
か
で
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
困
難
な
状
況
が
続

き
ま
し
た
。そ
こ
で
こ
の
間
開
催
方
法
の
再

検
討
を
模
索
し
て
き
ま
し
た
。

　

以
上
の
経
緯
か
ら
役
員
に
よ
る
議
論
を

重
ね
て
、季
節
の
良
い
時
期
に
2
つ
を
合
わ

せ
た
新
た
な
行
事
と
し
て『
お
て
ら
の
日　

妙
光
寺
開
山
会
』を
行
う
こ
と
に
し
ま
し

た
。別
紙
案
内
状
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。「
今

を
語
り
合
い
、共
に
生
き
る
皆
全
て
が
平
和

で
幸
せ
な
安
穏
の
世
界
を
祈
る
場
」を
目

指
し
ま
す
。具
体
的
に
は
歴
史
と
伝
統
を

近
年
の
ご
判
様

会
場
の
岩
屋

戦
前
の
ご
判
様

『
ご
判
様
』

2007年のフェスティバル安穏

る
遠
壽
院
荒
行
堂
の
伝
師・戸
田
日
晨
僧

正
に
よ
る
読
経
と
修
法
は
、文
字
通
り
身

が
引
き
締
ま
る
荘
厳
さ
が
あ
り
ま
す
。戸

田
伝
師
は
、２
０
０
３
年
本
堂
の
四
菩
薩
像

開
眼
法
要
以
来
20
年
ぶ
り
の
妙
光
寺
来
訪

で
す
。

　

奉
納
舞
の
小
島
千
絵
子
さ
ん
は
、四
菩

薩
開
眼
法
要
で
舞
って
い
た
だ
い
て
か
ら
、三

重
塔
修
復
完
成
法
要
、送
り
盆
で
の
鼓
童

演
奏
、妙
光
寺
開
創
七
百
年
身
延
山
法
要

で
も
舞
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。こ
の
度
は

小
島
さ
ん
か
ら
の
お
申
し
出
で
実
現
し
ま

し
た
。岩
屋
で
は
二
度
と
無
い
機
会
で
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ラ
の
名
称
で
毎
月
15
日
に
お
堂

や
客
殿
の
清
掃
、行
事
前
の
準
備
作
業
等
を

お
願
い
し
て
い
ま
す
。ま
た
夏
の
送
り
盆
に

は
比
較
的
若
い
世
代
の
ス
タ
ッ
フ
に
企
画
か

ら
準
備
、当
日
の
運
営
ま
で
を
担
って
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。こ
の
た
び
常
勤
僧
侶
の
不
在
、

新
た
な『
開
山
会
』の
開
催
で
更
な
る
人
手

が
必
要
で
す
。

　

そ
こ
で
お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
サ
ポ
ー

タ
ー
を
新
規
に
募
集
し
ま
す
。〝
妙
光
寺
サ

ポ
ー
タ
ー
ズ
〟と
し
て
登
録
し
て
い
た
だ
き
、

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
等
の
連
絡
網
で
お
知
ら
せ
し
た

日（
休
日
も
平
日
も
あ
り
）に
都
合
が
つ
く

方
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。お
手
伝
い

い
た
だ
く
内
容
は
、通
常
の
屋
内
外
作
業・

行
事
の
企
画・段
取
り・準
備
作
業・当
日
作

業・反
省
会
な
ど
で
す
。

　

対
象
は
全
檀
信
徒（
安
穏
会
員
含
む
）と

関
係
者
、さ
ら
に
そ
の
友
人
な
ど
妙
光
寺
の

活
動
内
容
に
賛
同
さ
れ
る
方
な
ら
ど
な
た
で

も
歓
迎
で
す
。（
現
在
も
安
穏
会
員
の
友
人

で
30
代
の
方
が
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
）多
数
の
お
申
し
出
を
心
か
ら
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

『
ご
判
様
』
『
送
り
盆
』
行
事
が
変
わ
り
ま
す

『
ご
判
様
』
『
送
り
盆
』
行
事
が
変
わ
り
ま
す

『
ご
判
様
』
『
送
り
盆
』
行
事
が
変
わ
り
ま
す

※�

入
場
券
は
郵
送
の
方
は
同
封
は
が
き
で
、世
話
人
の
い
る
地
区
は
直
接
世
話
人
に
お
申
し
込
み
い
た

だ
け
ま
す
。

❷

『
開
山
会
』で
は
、法
要
と
舞
と

演
奏〝
岩
屋・七
面
天
女
物
語
〟

5
月
27
日
土	

『
お
て
ら
の
日	

妙
光
寺
開か
い
さ
ん
え

山
会
』

と
し
て
合
わ
せ
て
開
催
へ

『
妙
光
寺
の
送
り
盆
』

（
旧
フェス
テ
ィ
バル
安
穏
）

〝
妙
光
寺
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
〟を

募
集
し
ま
す


