
午前10時　　安穏廟法要　　
      （10時～12時　任意後見無料相談あります）
       10時30分 春季彼岸法要…本堂
       11時30分 住職法話
       12時 お斎（とき）（昼食）
       13時 映画『田吾作どんのいる村』上映（大広間）  
       13時50分　対談（住職 × 猪浦直樹監督）

　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）が一つになり、一
昨年から始まった『開山会』。稚児
行列や元ブルーハーツのドラマー
梶原徹也さんの『奉納演奏』、声明
とドラム、和太鼓による『コラボレーション法要』があります。
境内にはお店やキッチンカーも出ます。ご家族、お友達、皆
さんでお参りください。
※詳細は開山会パンフレットをご覧ください。

●3月5日㊌　●4月2日㊌　●5月7日㊌
●6月4日㊌　●7月2日㊌
　お参り、お経練習、瞑想、作務、等があり、終了後みんなでお
昼を頂きます。予約申込み不用。当日直接お寺へお越し下さい。
■ 参加費 ： お志を各自賽銭箱にお願いします

　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。

 講師 ： 沢村香苗さん
　（㈱日本総合研究所・シニアスペシャリスト）
※詳細は別紙チラシをご覧ください。

『おひとりさま・おふたりさまの高齢期を
安心して過ごすために

個・孤の時代の高齢期 〜 誰もがおひとりさまになる時代』

■ 募　集 ： 幼児～小学生約30名
■ 参加費 ： 500円（材料費込み）
※定員になり次第締切ります。詳細は別紙チラシをご覧下
さい。

　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。法要や一般社団法人「生

い き し え ん

支縁」の専門家による任意
後見相談コーナーがあります。
　午後からは安穏檀徒の猪浦直樹氏製作・監督・脚本の
映画『田吾作どんのいる村』の上映があります。どうぞお出
かけください。※詳細は別紙チラシをご覧ください。

　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月３1日㊏ ９時半～12時
■ 5歳～10歳くらいまでの男女児30名
■ 参加費7千円
    （きょうだいで参加の場合、２人目は6千円）
※詳細は開山会パンフレット裏側をご覧下さい。

3月20日㊍・㊗ ５月３１日㊏ 午前9時半開門

毎月第 1水曜日　午前9時〜11時

4月12日㊏  午後1時半

5月11日㊐ 午後2時

毎月15日  午前9時〜11時半  午後1時〜3時

春のお彼岸中日法要＆映画上映

第15回浄土講座

リズムあそびワークショップ

『お寺
てら

の日  妙光寺開
か い さ ん え

山会』

お経と寺ランチの会 （信行会改め）

ボランテラ　

お稚
ち ご

児さん“新調衣装”で募集

行 事 案 内

　１月のお寺では９日間の浄土講座が行わ
れました。僧侶資格を取るお２人とともに、毎朝８時半から
火の気のない本堂で読経し夕方４時半まで勉強する日々 。
少しだけ修行気分を味わうことが出来ました。春になりま
す。どうぞお寺にお出かけください。          （新倉理恵子）

梶原徹也さんによる

あ と が き
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鎌倉市・圓久寺住職婦人

故 松脇祐子さん（56歳） 

　

松
脇
裕
子
さ
ん
は
、
新
潟
市
で
公
務
員
の
父
の
一
人
娘
と
し
て
生
ま
れ
ま

し
た
。
鎌
倉
市
日
蓮
宗
圓
久
寺
の
ご
住
職
松
脇
行
眞
上
人
と
結
婚
し
て
、
30

年
に
な
り
ま
す
。
圓
久
寺
は
開
創
以
来
５
５
０
年
、
檀
家
は
１
０
０
軒
で
す
。

子
ど
も
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
松
脇
上
人
と
裕
子
さ
ん
は
、
２
人
で
力
を
合
わ

せ
て
こ
の
寺
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。

　

松
脇
上
人
は
東
京
で
会
社
員
の
長
男
に
生
ま
れ
、
日
蓮
聖
人
の
本
に
出
会

い
僧
侶
を
目
指
し
た
在
家（
一
般
家
庭
）出
身
僧
で
す
。
大
学
卒
業
後
、縁
あ
っ

て
住
職
不
在
だ
っ
た
こ
の
寺
を
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。
裏
手
が
北
条
一
族
の
史

跡
と
い
う
静
か
な
佇
ま
い
の
中
で
、
祐
子
さ
ん
は
大
好
き
な
読
書
が
楽
し
み

で
し
た
。
10
年
程
前
か
ら
体
調
不
良
を
感
じ
た
も
の
の
、
更
年
期
障
害
く
ら

い
に
し
か
考
え
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
昨
年
7
月
に
や
は
り
下
腹

部
が
お
か
し
い
と
受
診
し
て
、
子
宮
周
囲
の
進
行
ガ
ン
と
診
断
さ
れ
ま
し
た
。

詳
し
く
は
開
腹
が
必
要
だ
が
最
終
段
階
の
ス
テ
ー
ジ
４
で
、
手
術
は
15
時
間

か
か
り
、
そ
の
後
は
人
工
肛
門
に
な
る
と
の
告
知
で
す
。

　

突
然
の
こ
と
で
慌
て
ま
し
た
が
、
不
思
議
と
痛
み
も
な
く
実
感
が
沸
き
ま

せ
ん
。
手
術
し
て
も
回
復
で
き
な
い
の
な
ら
、
何
も
し
な
い
と
決
め
ま
し
た
。

や
が
て
だ
る
さ
で
寝
込
む
日
が
増
え
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
た
ま
に
近
く
の

開
業
医
に
腹
水
を
抜
き
に
行
く
程
度
の
症
状
で
す
。
し
か
し
若
い
せ
い
か
病

状
の
進
行
は
早
く
、
11
月
5
日
夫
の
松
脇
上
人
に
看
取
ら
れ
て
静
か
に
他
界

さ
れ
ま
し
た
。「
最
期
ま
で
穏
や
か
で
痛
み
が
な
か
っ
た
の
が
不
思
議
で
す
」

と
悲
し
み
の
な
か
松
脇
上
人
は
語
り
ま
す
。                （
2
ペ
ー
ジ
に
続
く
） 
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「ありがとう」が最期の会話



の

鎌倉市・圓久寺住職婦人    故 松脇祐子さん

新
潟
版
の
コ
ラ
ム
に
、『
坊3

走
族
』
と
題

し
て
松
脇
上
人
と
菊
池
上
人
の
こ
と
を
書

い
た
の
で
す
。
ツ
ル
リ
と
剃
り
上
げ
た
頭

に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
被
り
、
鎌
倉
と
大
分
か

ら
大
型
バ
イ
ク
で
来
る
爽
や
か
な
青
年
僧

侶
と
し
て
ユ
ー
モ
ア
も
交
え
て
紹
介
し
、

そ
の
１
人
が
妙
光
寺
で
出
会
っ
た
女
性
を

忘
れ
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
と
書
き
添

え
ま
し
た
。
ま
も
な
く
「
あ
の
～
、
私
の

こ
と
で
し
ょ
う
か
」
と
電
話
が
あ
り
ま
し

た
。
偶
然
新
聞
を
目
に
し
た
と
い
う
祐

子
さ
ん
で
し
た
。
以
来
、
松
脇
上
人
が

妙
光
寺
に
寝
泊
ま
り
し
な
が
ら
デ
ー
ト

を
重
ね
、
２
人
は
2
年
後
に
結
ば
れ
ま

し
た
。
結
婚
式
で
は
、
院
首
夫
婦
が
仲

人
を
務
め
ま
し
た
。

　

松
脇
上
人
は
大
学
卒
業
直
後
の
独
身

時
代
に
は
、
お
釈
様
の
聖
地
イ
ン
ド
や
イ

ラ
ク
を
は
じ
め
と
し
た
中
東
の
紛
争
地
帯

を
、
菊
池
上
人
ら
と
共
に
団
扇
太
鼓
を

叩
き
な
が
ら
平
和
を
訴
え
て
歩
い
て
き
ま

し
た
。
結
婚
後
も
バ
イ
ク
で
全
国
の
寺
を

巡
り
、
お
説
教
に
招
か
れ
る
こ
と
も
し
ば

し
ば
で
し
た
。

　

祐
子
さ
ん
は
住
職
留
守
中
の
お
寺
を

守
り
、
と
き
に
は
共
に
太
鼓
を
叩
い
て
鎌

　

２
人
の
出
会
い
は
、
独
身
当
時
の
松

脇
上
人
が
夏
の
行
事
の
お
手
伝
い
の
た

め
に
度
々
妙
光
寺
を
訪
れ
た
時
で
し
た
。

松
脇
上
人
は
、
大
学
の
同
級
生
で
親
友

で
あ
る
大
分
の
菊
池
泰
啓
上
人
と
一
緒

に
、
大
型
バ
イ
ク
で
毎
夏
妙
光
寺
に
や
っ

て
来
ま
し
た
。（
菊
池
泰
啓
上
人
は
、
一

昨
年
春
ま
で
勤
務
し
て
い
た
泰
全
上
人
の

お
父
さ
ん
で
す
）
そ
し
て
、
や
は
り
お
手

伝
い
で
参
加
し
た
祐
子
さ
ん
を
見
初
め
た

の
で
す
。「
何
と
か
し
て
ほ
し
い
」
と
現

院
首
が
相
談
さ
れ
ま
し
た
が
、
直
接
の

知
り
合
い
で
は
な
い
の
で
連
絡
方
法
が
分

り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
当
時
連
載
し
て
い
た
読
売
新
聞

処
方
し
、
親
族
に
知
ら
せ
る
よ
う
に
と

言
い
ま
し
た
。
松
脇
上
人
は
、
意
を

決
し
て
祐
子
さ
ん
に
言
わ
ず
に
ご
両
親

に
連
絡
し
て
来
て
い
た
だ
い
た
そ
う
で
す
。

こ
の
と
き
の
ご
両
親
の
驚
き
悲
し
み
を
思

う
と
、
心
が
痛
み
ま
す
。

　

話
を
聞
い
た
良
恵
住
職
の
妹
た
ち
3

人
が
、
東
京
か
ら
お
手
伝
い
に
上
が
り
ま

し
た
。
松
脇
上
人
は
良
恵
住
職
が
お
経

を
習
っ
た
お
師
匠
様
で
す
。妹
た
ち
に
と
っ

て
も
、
松
脇
上
人
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
一
緒

に
遊
ん
で
も
ら
っ
た
兄
の
よ
う
な
存
在
で

す
。
部
屋
を
掃
除
し
て
松
脇
上
人
に
ゆ
っ

く
り
入
浴
し
て
い
た
だ
き
、
店
屋
物
ば

か
り
と
い
う
の
で
食
事
を
作
り
置
き
し
ま

し
た
。
祐
子
さ
ん
も
食
べ
ら
れ
な
い
の
に

ベ
ッ
ド
か
ら
、「
あ
ー
あ
、
私
も
お
腹
す

い
た
」
と
い
う
ユ
ー
モ
ア
を
失
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
の
後
「
医
師
か
ら
近
日
中

と
言
わ
れ
た
」
と
の
連
絡
で
住
職
の
妹
２

人
が
お
寺
に
伺
っ
た
そ
の
夜
、
祐
子
さ
ん

は
静
か
に
息
を
引
き
取
り
ま
し
た
。

　

前
日
松
脇
上
人
が
枕
も
と
で
思
わ
ず

涙
ぐ
ん
だ
ら
、「
ど
う
し
た
の
？
」
と
祐

子
さ
ん
が
聞
い
た
そ
う
で
す
。「
結
婚
し

て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」と
応
え
た
ら「
私

こ
そ
あ
り
が
と
う
」
と
。
こ
れ
が
最
期
の

会
話
に
な
り
ま
し
た
。　
　
　
（
院
首
記
）

倉
市
内
等
々
を
歩
き
ま
し
た
。
お
寺
の

行
事
で
は
裏
方
の
準
備
を
し
て
か
ら
、
檀

徒
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
お
参
り
を
欠
か
し

ま
せ
ん
。
い
つ
も
熱
く
語
り
行
動
す
る
松

脇
上
人
に
対
し
て
、
も
の
静
か
で
質
素
で

真
面
目
な
祐
子
さ
ん
で
し
た
。
祐
子
さ

ん
は
病
床
で
「
あ
な
た
の
お
話
は
い
つ
も

私
の
心
に
響
い
た
わ
。
以
前
〝
大
き
な
幸

せ
小
さ
な
幸
せ
〟
と
い
う
お
話
を
聞
い
た

の
。
が
ん
に
な
っ
て
１
杯
の
お
水
が
と
て

も
美
味
し
く
感
じ
、
自
然
の
風
が
気
持

ち
よ
く
て
、
こ
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も
幸

せ
な
の
だ
と
思
え
た
の
。
病
気
に
な
っ
て

よ
か
っ
た
と
思
う
こ
と
が
沢
山
あ
っ
た
わ
。

あ
な
た
は
私
の
先
生
で
す
」
と
語
っ
た
そ

う
で
す
。

　

一
人
娘
の
祐
子
さ
ん
は
、「
心
配
を

か
け
る
か
ら
」
と
病
気
の
こ
と
を
実
家

の
両
親
に
伝
え
な
い
よ
う
に
言
い
続
け

ま
し
た
。
マ
ッ
サ
ー
ジ
に
通
っ
て
く
れ

た
友
人
ら
周
囲
の
助
言
で
、
亡
く
な

る
2
週
間
前
に
な
っ
て
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
て
介
護
ベ
ッ
ド
を

入
れ
、
さ
ら
に
訪
問
診
療
の
医
師
と
看

護
師
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
訪
問
医
は

吐
き
気
止
め
や
軽
い
睡
眠
剤
な
ど
を

お
寺
で
の
看
取
り

　

出
張
先
の
浦
和
市
で
、
こ
れ
を
書
い
て
い
ま
す
。
お

り
し
も
全
国
的
に
大
寒
波
が
襲
来
し
、
新
潟
県
内
に
も

大
雪
警
報
が
発
令
さ
れ
て
い
ま
す
。
出
か
け
て
く
る
時

点
で
は
さ
ほ
ど
の
雪
は
降
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
無

事
に
新
幹
線
に
乗
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
た
だ
気
が

か
り
な
の
は
、
燕
三
条
駅
の
高
架
下
の
駐
車
場
が
全
て

満
車
だ
っ
た
た
め
、
致
し
方
な
く
屋
外
の
駐
車
場
に
車

を
止
め
て
き
た
こ
と
。
今
晩
の
降
り
方
次
第
で
は
、
車

が
出
せ
な
い
な
ん
て
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
新
幹
線
を
１
、２
本
見
送
っ
て
で
も

車
の
出
待
ち
を
し
て
、
屋
根
の
あ
る
と
こ
ろ
に
駐
車
す

れ
ば
良
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
、
少
し
後
悔
し
て
い
ま
す
。

（
悪
い
予
感
が
的
中
し
て
、
帰
り
は
大
雪
で
大
変
な
思

い
を
し
ま
し
た
）

　

不
要
不
急
の
外
出
は
控
え
る
よ
う
に
と
報
道
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
出
張
な
の
で
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
と

い
う
の
は
、
実
は
半
分
言
い
訳
で
、
県
外
に
出
る
こ
と

は
息
抜
き
に
も
な
る
の
で
、
出
来
れ
ば
出
た
か
っ
た
と

い
う
の
が
半
分
の
本
音
で
す
。
葬
儀
や
法
事
で
の
出
張

で
す
と
そ
う
呑
気
な
こ
と
も
言
え
な
い
の
で
す
が
、
今

回
の
出
張
の
目
的
は
「
寺
庭
婦
人
研
修
会
」
の
ス
タ
ッ

フ
と
し
て
お
手
伝
い
の
た
め
な
の
で
少
し
は
良
い
で

し
ょ
う
。
〝
寺
庭
婦
人
〟
と
は
、
お
寺
の
奥
さ
ん
の

こ
と
で
す
。

　

今
回
、
私
の
師
匠
で
あ
る
松
脇
上
人
の
奥
様
の
お
話

が
表
紙
に
な
っ
て
い
ま
す
し
、
母
な
ぎ
さ
の
苦
労
話
な

ど
皆
様
も
よ
く
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
。
お
寺
に
嫁
い

だ
女
性
た
ち
は
、
作
法
や
檀
信
徒
と
の
お
付
き
合
い
の

仕
方
に
悩
む
こ
と
も
多
く
、
相
談
す
る
相
手
が
い
な
い

人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
悩
み
に
答
え
る

場
と
し
て
日
蓮
宗
宗
務
院
が
、
年
に
２
～
３
回
全
国
各

地
で
研
修
会
を
開
い
て
い
る
の
で
す
。

  

「
今
ど
き
、
寺
庭
『
婦
人
』
と
い
う
言
い
方
は
正
し
い

の
か
」
と
か
、「
近
頃
は
外
で
働
い
て
い
る
奥
さ
ん
た

ち
も
多
い
」
と
か
、
そ
こ
は
日
頃
の
疑
問
を
語
り
合
い
、

情
報
交
換
の
場
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
同
時
に
寺

庭
婦
人
に
と
っ
て
こ
の
研
修
会
が
息
抜
き
の
場
に
な
る

こ
と
を
期
待
し
て
開
催
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

　

お
寺
に
定
休
日
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
任
侠
映

画
に
「
シ
ャ
バ
の
空
気
は
美
味
い
」
と
い
う
台
詞
が
出

て
き
ま
す
が
、
私
も
た
ま
に
外
に
出
る
と
全
く
同
じ
感

想
を
抱
き
ま
す
。
任
侠
と
同
じ
と
い
う
と
語
弊
も
あ
り

ま
す
け
れ
ど
。

　

ご
存
知
の
方
も
多
い
で
し
ょ
う
が
、「
シ
ャ
バ
」
と

は
元
来
仏
教
用
語
で
娑し
ゃ
ば婆

世
界
、
つ
ま
り
私
た
ち
が
生

き
て
い
る
こ
の
世
界
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
忍に
ん

土ど

・
忍に
ん
か
い界
な
ど
と
も
訳
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
に

は
心
の
う
ち
に
数
々
の
煩
悩
が
あ
り
、
外
に
は
災
害
な

ど
の
苦
し
み
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
耐
え
忍
ば
な
け
れ
ば

い
け
な
い
か
ら
、
と
い
う
の
が
由
来
で
す
。
そ
う
考
え

る
と
、
苦
界
で
あ
る
シ
ャ
バ
の
方
が
空
気
が
美
味
し
い

と
い
う
の
は
、
逆
の
言
い
回
し
で
す
が
、
全
て
は
私
た

ち
が
ど
ん
な
立
場
に
い
る
か
に
も
よ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

0203

小
川
良
恵

「
シ
ャ
バ
」の
方
が

    

空
気
は
美
味
い
？

  
  

浦
和
か
ら
新
潟
の
雪
を
…

シ
ャ
バ
は
忍
土
・
忍
界

寺じ
て
い庭
婦
人
研
修
会

２
人
の
出
会
い
は
妙
光
寺

住
職
と
共
に
寺
を
守
っ
て



◆『菩薩の森』本堂・客殿裏整備◆

◆『お年始詣り』◆  1月1日㊌ 、2日㊍

◆『年末詣で』◆  12月31日 ㊋

◆『沙
しゃ

弥
み

校・第14回浄土講座』◆　1月11日㊏～19日㊐

◆『角田地区檀徒お経会・新年会』◆
2月1日㊏

◆『厄除け祈願祭』◆
2月23日㊐

　イノシシ対策で降雪時期を前に、急ぎブロック塀積みを完了
しました。

　昭和の中頃から形を変えつつ代々継承されている、地元角田浜檀徒
による集まりです。「今年もお願いします」の乾杯。

　50名を超す申込がありましたが、予定の8，9日が大雪
のため2週間延期して開催しました。

　穏やかなお天気で1日は朝から家族連れで賑わいました。お
茶クラブによるお茶席を楽しみにしてくださる方が増えました。

　前年までの深夜に行っていた「除夜の鐘」を、大晦日午後に変更し
ました。午前中の雷雨も上がり、沢山の人で賑わいました。

2人の沙弥研修に併せて浄土講座として、檀信徒の皆さんに公開講座としました。

9日間朝から夕方まで皆さんが熱心に聴講されました。

良恵住職は仏教行事の由来や
意味を解説

本堂での歳末法要

一時は休憩所の大玄関も溢れるほど。

檀徒宅にスロバキアからホームステイ
中のナタリーさんにもお手伝いいた
だきました。

鐘撞きは整理券で順番です。

お焚き上げの火で焼くスルメイカも好評でした。
福
引
き
交
換
所
も
大
忙
し

鎌倉市圓久寺住職松脇上人のお経指導

院首による妙光寺の歴史、「経蔵」での解説 北海道大学大学院教授櫻井上人
（妙光寺徒弟）の仏教講義

最終日の午後、参加者による座談会を急遽追加しました。

寺のうごき
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動
だ
と
思
い
ま
す
。
心
臓
の
鼓
動
は
、
お
母

さ
ん
の
お
腹
に
い
る
時
か
ら
刻
ん
で
い
て
、
止

ま
っ
た
時
に
命
が
終
わ
る
。
最
初
か
ら
最
後
ま

で
ず
ー
っ
と
ハ
ー
ト
ビ
ー
ト
し
て
い
る
わ
け
で
、

シ
ン
プ
ル
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、よ
り
深
い
「
祈

り
」
と
か
深
い
「
瞑
想
」
に
入
っ
て
行
け
る
よ

う
で
す
。
そ
れ
が
出
来
る
の
も
、「
祈
り
」
の
場

所
で
あ
る
お
寺
で
こ
そ
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

	

昨
年
８
月
の
妙
光
寺
で
の
演
奏
は

	

い
か
が
で
し
た
か
？

梶
原　
自
分
と
し
て
は
技
術
的
に
ク
リ
ア
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
点
が
あ
っ
て
、
か
な
り
緊
張

し
ま
し
た
。
当
日
は
う
ま
く
い
っ
て
、
素
晴
ら

し
い
奉
納
演
奏
に
な
り
ま
し
た
。

	

今
回
は
子
ど
も
た
ち
も
い
ま
す
し
、

	

期
待
が
高
ま
り
ま
す
。
５
月
の
演
奏
の	

	

抱
負
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

梶
原　
日
蓮
宗
で
は
妙
光
寺
さ
ま
が
初
め
て
な

の
で
、一
つ
形
を
創
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
年
で
完
成
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
皆
さ
ん

と
一
緒
に
創
り
あ
げ
る
。
最
強
の
ツ
ー
ル
で
あ

る
団
扇
太
鼓
に
「
祈
り
」
を
込
め
て
、「
祈
り
」

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
渦
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
創
れ

た
ら
と
思
い
ま
す
。
日
常
の
お
寺
で
の
体
験
が

積
み
重
な
っ
て
い
る
と
、「
祈
り
」
が
す
ご
く

身
近
に
な
っ
て
全
然
違
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い

う
日
常
を
日
本
で
も
創
っ
て
い
け
た
ら
い
い
と

思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　
５
月
を
楽
し
み
に
し
て
い
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
）

き
る
力
を
放
出
し
て
い
る
バ
ン
ド
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
し
た
。

梶
原　
実
は
私
も
不
登
校
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

高
校
時
代
に
学
校
に
行
け
ず
に
昼
夜
逆
転
し
て

過
ご
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
時
の
支
え

が
ロッ
ク
で
し
た
。
私
も
布
団
の
中
で
ロッ
ク
を
聞

い
て
い
ま
し
た
。
自
分
も
助
け
ら
れ
た
の
で
、
そ

れ
を
今
度
は
伝
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
ち
ょっ

と
だ
け
持
って
、
音
楽
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

	

そ
の
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
と
い
う
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド

	

か
ら
、
寺
社
で
奉
納
演
奏
を
な
さ
る
の
は	

	

な
ぜ
で
す
か
？

梶
原　
ロッ
ク
を
聞
き
始
め
た
頃
か
ら
、
仏
教
思

想
や
東
洋
思
想
に
関
心
が
あ
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ

リ
ス
ン
や
Ｙ
Ｍ
Ｏ
の
細
野
晴
臣
さ
ん
の
本
を
読
ん

で
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
音
楽
を
や
る
よ
う
に

な
っ
て
、
最
初
は
自
分
の
知
識
や
才
能
で
や
っ
て
い

る
と
思
い
込
ん
で
い
た
ん
で
す
が
、
３
～
４
年
経
つ

と
空
っ
ぽ
に
な
っ
ち
ゃっ
て
、
自
分
の
力
で
な
ん
て

考
え
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
や
は
り
ど
こ
か
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
頂
い
て
、
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
い
形
に
し
て

音
楽
の
世
界
に
落
と
し
込
ん
で
い
る
と
実
感
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。「
芸
能
」
は
神
仏
の
バ
イ
ブ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
皆
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
も
の
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
自
分
の「
我
」（
エ

ゴ
）
を
出
さ
ず
に
、
神
様
仏
様
か
ら
得
た
も
の

を
な
る
べ
く
清
ら
か
に
保
っ
て
表
現
で
き
る
よ
う

に
し
た
い
。
そ
の一つ
の
形
が
奉
納
演
奏
だ
と
思
っ

て
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

	
奉
納
演
奏
は
い
つ
頃
か
ら

	

始
め
ら
れ
ま
し
た
か
？

梶
原　
95
年
に
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
を
解
散
し
時
間

に
も
余
裕
が
で
き
て
、
仕
事
の
合
間
に
神
社
仏

閣
を
巡
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
10
年
間
ぐ

ら
い
巡
っ
て
い
て
、
和
太
鼓
の
方
が
や
っ
て
い

る
よ
う
に
奉
納
演
奏
が
で
き
た
ら
い
い
な
ぁ
、

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
初
め
て
の
演
奏

は
奈
良
県
御
所
市
の
高
鴨
神
社
で
し
た
。
そ
こ

の
宮
司
様
が
当
時
ま
だ
40
歳
く
ら
い
の
若
い
方

で
、
年
齢
が
近
か
っ
た
の
で
奉
納
演
奏
に
つ
い

て
ご
相
談
し
て
実
現
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
形

が
出
来
上
が
り
、
今
ま
で
１
０
０
カ
所
近
く
で

や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
比
叡
山
延
暦

寺
の
根
本
中
堂
、
高
野
山
金
剛
峰
寺
、
宮
崎
高

千
穂
の
天
岩
戸
神
社
な
ど
な
ど
、
基
本
的
に
す

べ
て
屋
外
で
の
演
奏
で
す
。

	

神
社
や
お
寺
で
の
演
奏
は
、
ス
テ
ー
ジ

	

で
の
演
奏
と
違
う
点
が
あ
り
ま
す
か
？

梶
原　
元
に
な
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う

の
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
人
間
の
持
っ
て
い
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
使
え
ば
「
祈
り
」

に
な
り
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
使
え
ば
「
呪
い
」
に

な
る
。
フ
ォ
ー
カ
ス
の
仕
方
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
神
仏
に
捧
げ
る
と
い
う
こ
と
で
演
奏
さ
せ

て
頂
く
と
、
そ
の
場
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
バ
イ
ブ

レ
ー
シ
ョ
ン
で
満
た
さ
れ
る
と
い
う
思
い
が
あ

り
ま
す
。「
叩
け
ば
響
く
」
―
打
楽
器
は
本
当
に

わ
か
り
や
す
い
楽
器
で
、
叩
く
と
そ
の
人
の
バ

イ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
バ
ァ
ー
ン
と
広
が
り
ま
す
。

	

洋
楽
器
の
ド
ラ
ム
で
奉
納
演
奏
を

	

す
る
の
は
、
珍
し
い
で
す
よ
ね
。

梶
原　
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
解
散
か
ら
奉
納
演
奏
ま

で
10
年
か
か
っ
た
の
は
、
私
自
身
も
お
寺
や
神

社
で
ド
ラ
ム
演
奏
と
い
う
の
は
ど
う
な
ん
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
時
に
高
鴨

神
社
の
宮
司
様
か
ら
、
ど
う
い
う
形
で
あ
れ
神

仏
に
対
す
る
「
祈
り
の
心
」
が
一
番
大
切
だ
と

言
わ
れ
て
、
や
ら
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
現
代
の
日

本
の
生
活
で
は
演
歌
に
も
普
通
に
ド
ラ
ム
が
入
っ

て
い
ま
す
し
、
民
謡
ば
か
り
聞
い
て
い
る
と
い
う

人
も
少
な
い
。
伝
統
あ
る
場
所
に
ド
ラ
ム
を
持

ち
込
む
の
も
、
伝
統
と
皆
さ
ん
を
繋
ぐ
役
割
で

は
な
い
か
、
あ
と
は
私
と
い
う
演
奏
者
自
身
の

姿
勢
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

	

開
山
会
の
前
の
11
日
に
は
子
ど
も
た
ち

	

と
の
「
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
」
が
あ
り
ま
す
。

「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
は
い
つ
か
ら
や
っ
て
お
ら

れ
ま
す
か
？

梶
原　
今
参
加
し
て
い
る
サ
ル
サ
ガ
ム
テ
ー
プ

と
い
う
バ
ン
ド
は
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち

の
施
設
に
行
っ
て
一
緒
に
太
鼓
を
叩
く
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
資
金
も
な
く
て
ガ
ム

テ
ー
プ
を
使
っ
て
作
っ
た
太
鼓
を
演
奏
し
ま
し

た
。
私
の
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
は
10
年
位
前

に
始
め
ま
し
た
。
サ
ル
サ
ガ
ム
テ
ー
プ
の
活
動

か
ら
一
番
核
に
な
る
部
分
を
取
り
出
し
て
、
子

ど
も
た
ち
と
リ
ズ
ム
遊
び
を
す
る
。
幼
稚
園
か

ら
小
学
校
、
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
も
本

当
に
楽
し
ん
で
く
れ
る
ん
で
す
。
も
う
遊
び
ま

く
っ
て
叩
き
ま
く
っ
て
、
止
ま
ら
な
い
。「
祈

り
」
と
子
ど
も
た
ち
の
純
粋
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は

親
和
性
が
あ
っ
て
、
あ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
そ
の

ま
ま
「
祈
り
」
に
な
っ
た
ら
最
強
で
す
。
我
々

大
人
は
頭
で
考
え
て
し
ま
う
け
ど
、
い
ろ
ん
な

こ
と
を
素
直
に
受
け
止
め
て
生
き
て
い
け
た
ら

と
思
い
ま
す
。

	

日
蓮
宗
に
は
団
扇
太
鼓
が
あ
り
ま
す
が
、	

	

団
扇
太
鼓
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は

	

い
か
が
で
す
か
？

梶
原　
実
は
日
蓮
宗
の
お
寺
で
の
演
奏
は
、
こ

の
妙
光
寺
さ
ま
が
初
め
て
な
ん
で
す
。

院
首　
え
～
！ 

そ
れ
は
光
栄
で
す
。

梶
原　
こ
ち
ら
こ
そ
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。実
は
私
自
身
も
団
扇
太
鼓
を
持
っ
て
い
て
、

山
の
上
で
奉
納
演
奏
を
し
た
時
に
使
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

院
首　
ド
ラ
マ
ー
の
梶
原
さ
ん
が
団
扇
太
鼓
を

叩
く
姿
と
い
う
の
は
、
想
像
で
き
な
い
の
で
す

が
…
。

梶
原　
普
通
に
ト
ン
ト
ン
ト
ン
ト
ン
と
単
純
に

リ
ズ
ム
を
刻
む
だ
け
で
す
。
な
ぜ
音
楽
に
リ
ズ

ム
が
つ
き
も
の
な
の
か
と
い
う
と
、
心
臓
の
鼓

梶
原
徹
也
さ
ん　

１
９
６
３
年
生
ま
れ
の
61
歳
。
九
州
出
身
。『
リ
ン
ダ
リ
ン
ダ
』
等

の
名
曲
で
知
ら
れ
る
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
で
、
ド
ラ
マ
ー
と
し
て
活
躍
。

１
９
９
５
年
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
解
散
後
も
様
々
な
音
楽
活
動
を
続
け
、

寺
社
で
の
奉
納
演
奏
も
各
地
で
行
っ
て
い
る
。２
０
１
５
年
に
は「
鼓

童
」
の
舞
台
『
混
沌
』
の
ド
ラ
ム
監
修
も
手
が
け
ら
れ
た
。

「
祈
り
」の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
リ
ズ
ム
に
込
め
て

― 
奉
納
演
奏
・
ド
ラ
マ
ー   

梶
原
徹
也
さ
ん
に
聞
く

　

	

ド
ラ
ム
と
い
う
楽
器
を
演
奏
す
る

	

こ
と
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
？	

梶
原　
そ
も
そ
も
は
中
学
時
代
に
ビ
ー
ト
ル
ズ
に

夢
中
に
な
っ
て
、
リ
ン
ゴ
・
ス
タ
ー
が
カ
ッ
コ
い
い
！

と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
最
初
は
枕
や
座
布
団
を
周

り
に
置
い
て
叩
き
、
高
校
か
ら
は
ド
ラ
ム
セ
ッ
ト

を
買
って
叩
き
始
め
ま
し
た
。

	

そ
し
て
二
十
歳
過
ぎ
で
、
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ

	

の
ド
ラ
マ
ー
に
な
る
ん
で
す
ね
。

梶
原　
大
学
入
学
で
上
京
し
て
、
ア
マ
チ
ュ
ア

バ
ン
ド
で
活
動
し
て
い
ま
し
た
。
ブ
ル
ー
ハ
ー

ツ
の
ド
ラ
マ
ー
が
抜
け
た
と
い
う
話
を
聞
い
て

会
い
に
行
き
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
し
た
ら
フ
ィ
ー
リ

ン
グ
が
合
っ
て
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

	
	

私
は
高
校
の
教
員
だ
っ
た
の
で
す
が
、

	
	

不
登
校
の
生
徒
で
、
学
校
に
来
な
い
日

は
布
団
の
中
で
ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
を
聞
い
て
い
る
と

い
う
子
が
い
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
私
に
は
、
生

Ｑ  

Ｑ  Ｑ  Ｑ  

Ｑ  

2024年『妙光寺の送り盆』 Ｑ  昨
年
８
月
、「
送
り
盆
」
で
素
晴
ら
し
い
奉
納
演
奏
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
ド
ラ
マ
ー
・
梶
原
徹
也
さ
ん
が
、

今
年
は
５
月
31
日
㊏ 
開
山
会
で
演
奏
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

５
月
11
日
㊐ 

に
は
、
子
ど
も
た
ち
と
の
＊
「
リ
ズ
ム
あ
そ
び
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
も
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

梶
原
さ
ん
の
奉
納
演
奏
に
か
け
る
思
い
を
テ
レ
ビ
電
話
で
う
か
が
い
ま
し
た
。

＊
詳
細
は
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

Ｑ  

Ｑ  Ｑ  

Ｑ  Ｑ  

0607



09 08

　私たちが想像も出来ないはる
か昔、雲

うん

雷
らい

音
おん

宿
しゅく

王
おう

華
け

智
ち

如
にょ

来
らい

とい
う仏様が現れた頃のことです。当
時の国王である妙荘厳王はバラ
モン教に帰依していました。妙荘
厳王には良く出来た２人の王子が
おりましたが、彼らは仏弟子となっ
て厳しい修行に励み、その全て
を成就させていました。

　２人の王子は雲雷音宿王華智
如来の説く法華経を是非両親にも
伝えたいと考え、王妃である母親
に「一緒に仏様の御前に参りましょ
う」と頼み込みます。王妃は「そ
れならば、あなたたちの持つ神通

力を使いなさい。修行の成果で
起こす奇跡を目にすればお父様も
心を打たれて、共に行くことを許
してくれるでしょう」と答えました。
　父親を案ずる息子たちは、瞬
間移動や空中浮遊、身体から火
や水を出すなどの様々な奇跡を
起こしてみせました。父王はすっ
かり感心して喜び、「お前たちの
師は誰なのか」と尋ねます。そ
こで王子たちは、自分たちの師
は雲雷音宿王華智如来であるこ
と、仏様の説かれる法華経は、
＊「盲

もう

亀
き

の浮
ふ

木
ぼく

・優
う

曇
どん

華
げ

の花」
と喩えられるように、滅多に出会
うことはない大変ありがたい教え
であること、父と母にも信仰の道
に入って欲しいことを告げました。
妙荘厳王はその言葉を受け入
れ、王妃、そして大勢の国民と

共に雲雷音宿王華智如来の御前
へ赴き、信仰の道へ入りました。
妙荘厳王はやがて華

け

徳
とく

菩
ぼ

薩
さつ

となり
ます。

　この章で説かれるのは、過去
に仏教を信じていなかった者も変
わることが出来ること。そして、
出会い難い仏様と法華経に出会
うためには、父子が互いに善知識
（人を仏道に入らしめる者）となっ
て導くことが大切であるということ
です。

上 法 話誌

『妙
みょう

荘
しょう

厳
ご ん

王
の う

本
ほ ん

事
じ

品
ほ ん

第二十七』

妙
み ょ う

荘
し ょ う

厳
ご ん

王
お う

の帰依

小川良恵

妙荘厳王の２人の王子

2人の王子の奇跡で
王は仏の道へ

出会うのが難しい仏さまと
法華経の教え

タイトルの「本事」とは過去世（前世）からの因縁を意味します。
妙荘厳王本事品には、妙荘厳王が如何にして仏教に帰依することになったのか、

そのあらましが説かれています。

＊「盲亀の浮木」…目の見えない亀
が海面に浮かび上がった時、浮かん
でいた木の穴に頭が入ること。「優曇
華の花」…３千年に１度しか咲かない
とされる伝説の花。ともにめったに起
こらないことに出会うことのたとえ。

　残念ですが　宗教法人への寄付金は、

所得税の原則控除対象にはなりません。

　特例として国宝や重要文化財などの国指

定文化財を修理する場合や震災復旧等の

寄付の際には、寄付者が税制上の優遇措

置を受けられる制度があります。しかし妙

光寺で現在お願いしている寄付は対象外で

す。全ての寄付金が控除対象になるわけで

はなく、「公益性の高い事業に対してのみ

控除を適用する」という考え方に基づいて

います。

　なお、宗教法人への贈与は非課税です。

寄付金に課税されることはありませんので、

ご安心ください。

　寄付は任意で強制ではありません。ご無

理のない範囲でご協力頂けますと幸いです。

妙光寺への寄付は、
所得税の控除対象になりますか？Q妙

光
寺
質
問
箱
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超
過
で
お
断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
衣
装
も
経
年
劣
化
で
汚
れ
や
傷
み
が
目
立

つ
よ
う
に
な
り
、
数
も
不
足
し
て
い
ま
す
。

新
調
す
る
に
し
て
も
技
術
者
の
減
少
と
高
齢

化
で
金
額
が
高
騰
し
、
制
作
日
数
も
見
通
せ

な
い
そ
う
で
す
。

　

相
談
の
結
果
、
生
地
を
正
絹
か
ら
洗
濯
可

能
な
化
繊
に
変
更
し
、
刺
繍
も
一
部
を
断
念

し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
複
製
に
よ
る
プ
リ
ン
ト
に

し
ま
す
。
こ
う
し
た
一
連
の
行
程
と
縫
製
を
、

韓
国
の
デ
ジ
タ
ル
円
光
大
学
伝
統
服
飾
学
科

池
教
授
の
研
究
室
に
委
託
し
ま
し
た
。
高
度

な
技
術
を
持
つ
学
生
さ
ん
た
ち
が
研
究
を
か

ね
て
担
当
し
、
費
用
も
極
め
て
安
価
に
抑
え

ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
下
に
着
る
和
服
を
、
地

元
角
田
浜
の
石
田
ト
ミ
（
92
歳
）
さ
ん
が
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
縫
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
冠
と

袴
は
レ
ン
タ
ル
の
予
定
で
す
。　

　

お
稚
児
さ
ん
の
新
品
衣
装
に
よ
る
今
年
の

開
山
会
は
、
一
層
華
や
か
に
な
り
ま
す
。
是

非
お
参
り
く
だ
さ
い
。

等
の
住
職
の
お
手
伝
い
を
勤
め
る
」
と
申
出

が
あ
り
ま
し
た
。
菊
池
さ
ん
は
住
職
と
高
校

の
同
級
生
の
ご
縁
で
、
2
年
前
か
ら
妙
光
寺

に
勤
務
し
、
住
職
の
良
き
相
談
相
手
で
す
。

　

ま
た
住
職
の
従
兄
弟
で
あ
る
東
京
在
住
の

名
和
国
光
さ
ん
か
ら
も
「
来
年
定
年
退
職
な

の
で
、
一
緒
に
沙
弥
に
な
っ
て
お
手
伝
い
し
て

も
良
い
」
と
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
名
和

さ
ん
の
母
親
が
妙
光
寺
生
ま
れ
な
の
で
幼
い

頃
か
ら
妙
光
寺
に
遊
び
、
近
年
は
専
門
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
技
術
を
活
か
し
て
妙

光
寺
の
シ
ス
テ
ム
を
全
て
担
っ
て
い
ま
す
。
非

常
に
あ
り
が
た
い
話
で
す
。

　

今
年
1
月
に
9
日
間
の
集
中
講
義
を
行
い
、

さ
ら
に
修
行
を
継
続
中
で
す
。
3
月
27
、
28

日
に
本
山
の
千
葉
県

清
澄
寺
で
の
度ど

牒ち
ょ
う

交

付
式
を
経
て
、
沙
弥

と
し
て
僧
服
の
着
用

も
許
可
さ
れ
ま
す
。

僧
侶
一
歩
手
前
の
仮

免
許
と
いっ
た
と
こ
ろ

で
し
ょ
う
か
。

　

今
後
は
こ
の
お
２
人

が
葬
式
や
法
事
以
外

の
お
参
り
を
担
当
し

ま
す
。
お
盆
や
大
き

　

認
知
症
や
重
篤
な
病
気
の
際
に
親
族
等
の

保
証
人
が
い
な
い
と
、
入
院
や
施
設
入
所
が

困
難
で
す
。
本
人
の
権
利
や
財
産
も
守
ら
れ

な
い
の
で
、
裁
判
所
か
ら
法
定
後
見
人
が
割

り
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
そ
の

心
配
の
あ
る
方
は
ご
自
分
が
納
得
で
き
る
人

（
法
人
）
を
選
べ
る
、
任
意
後
見
人
を
決
め

て
お
く
こ
と
を
お
奨
め
し
て
い
ま
す
。
後
見

人
の
業
務
は
大
変
な
た
め
に
な
り
手
が
少
な

く
、
そ
の
た
め
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
一
部
で
社
会

問
題
化
し
て
い
ま
す
。
妙
光
寺
で
は
以
前
か

ら
相
談
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
信
頼
の
お
け

る
一
般
社
団
法
人
〝
生い
き

支し

縁え
ん

〟
を
ご
紹
介
し
、

連
携
し
て
い
ま
す
。

　
一
人
暮
ら
し
の
Ａ
さ
ん
（
82
歳
女
性
、
新

潟
市
在
住
）
は
御
主
人
が
他
界
さ
れ
、
子

ど
も
が
お
ら
ず
県
外
在
住
の
妹
さ
ん
も
高

齢
で
す
。
最
近
に
な
っ
て
親
し
い
友
人
が
認

知
症
に
な
っ
た
り
ご
自
身
が
倒
れ
た
り
し

た
こ
と
で
心
配
が
増
し
て
、
現
在
〝
生
支

援
〟
と
の
任
意
後
見
契
約
の
た
め
の
手
続
き

を
進
め
て
い
ま
す
。
契
約
金
は
必
要
で
す

が
、
お
元
気
な
う
ち
は
安
否
確
認
す
る
毎

月
の
訪
問
経
費
し
か
か
か
り
ま
せ
ん
。
認

知
症
を
発
症
す
る
と
契
約
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
事
前
契
約
が
必
要
で
す
。
手
続
き

が
慎
重
に
行
わ
れ
る
た
め
時
間
を
要
し
ま
す
。

な
行
事
等
の
お
手
伝
い
は
こ
れ
ま
で
通
り
、
先

の
お
上
人
や
鎌
田
上
人
等
に
も
お
手
伝
い
い
た

だ
く
体
制
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

沙
弥
を
希
望
す
る
2
人
の
た
め
の
研
修
会

で
し
た
が
、
少
人
数
で
は
も
っ
た
い
な
い
と
の
声

で
檀
信
徒
の
皆
様
に
自
由
参
加
の
『
第
14
回

浄
土
講
座
』
と
し
て
ご
案
内
し
ま
し
た
。
丸

9
日
間
、
朝
か
ら
夕
方
ま
で
の
長
時
間
の
講

座
に
、延
べ
50
人
近
い
方
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

専
門
的
な
内
容
も
多
く
心
配
し
ま
し
た
が
、

皆
さ
ん
熱
心
に
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聴
講
さ

れ
、
沙
弥
希
望
者
が
一
人
増
え
ま
し
た
。
今

後
も
続
け
て
欲
し
い
と
の
要
望
が
多
く
、
次

回
を
3
連
休
に
な
る
11
月
22
、
23
、
24
日
の

3
日
間
連
続
で
開
講
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

昨
年
末
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
『
菩
薩

の
森
』
計
画
で
す
が
、
唐
突
感
も
あ
り
ご
心

配
を
お
掛
け
し
て
い
る
こ
と
を
お
詫
び
い
た
し

ま
す
。
お
陰
様
で
別
表
の
よ
う
に
、
2
ヶ
月

ほ
ど
で
目
標
額
の
半
分
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

お
陰
様
で
冬
の
積
雪
時
は
イ
ノ
シ
シ
対
策
に

薩
石
像
は
、
石
工
の
漆
山
さ
ん
が
掲
載
の
よ

う
な
下
絵
を
そ
れ
ぞ
れ
に
描
い
て
下
さ
っ
て
い

ま
す
。
目
標
金
額
ま
で
あ
と
の
半
分
が
厳
し

い
か
と
案
じ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
「
菩
薩

名
指
定
の
石
像
ご
奉
納
」
を
受
付
中
で
す
の

で
、
是
非
と
も
お
問
い
合
わ
せ
ご
奉
納
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。「
菩
薩
名
指
定
の
な
い
ご

奉
納
」
は
年
内
一
杯
を
目
標
に
受
付
を
継
続

し
ま
す
。
諸
物
価
高
騰
で
多
難
な
時
節
柄
誠

に
恐
縮
で
す
が
、
1
口
1
万
円
か
ら
の
ご
協

力
を
重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

３
０
０
年
来
続
く
と
言
わ
れ
る
妙
光
寺
の

最
大
行
事
（
一
昨
年
よ
り
『
開
山
会
』
と
改

め
ま
し
た
）
で
は
、
毎
年
お
稚
児
さ
ん
の
出

仕
が
あ
り
ま
す
。
近
年
そ
の
希
望
者
が
増
え

て
〝
狩か
り

衣ぎ
ぬ

〟
と
呼
ぶ
衣
装
が
不
足
し
、
定
員

　

非
常
勤
の
交
代
制
で
お
手
伝
い
い
た
だ
い
て

い
た
田
村
上
人
ご
兄
弟
と
遠
山
上
人
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
の
お
寺
が
多
忙
と
な
り
こ
れ
ま
で
の

頻
度
で
は
お
手
伝
い
を
お
願
い
で
き
な
く
な
り

ま
し
た
。
一
昨
年
春
ま
で
の
菊
池
上
人
の
よ

う
に
、
常
勤
で
き
る
方
を
幅
広
く
声
が
け
し

て
探
し
ま
し
た
が
、
僧
侶
の
な
り
手
減
少
で

本
山
で
も
困
っ
て
い
る
昨
今
の
状
況
で
は
見
つ

か
り
ま
せ
ん
。
仮
に
見
つ
か
っ
て
も
短
期
間
で

は
不
安
定
で
す
。　

　

そ
こ
で
寺
務
職
員
の
菊
池
崇
子
さ
ん
か
ら

「
僧
侶
資
格
ま
で
は
無
理
で
も
そ
の
手
前
の

沙し
ゃ

弥み

に
な
って
、
通
常
の
月
参
り
や
お
墓
参
り

早
め
に
お
考
え
い
た
だ
く
こ
と
を
お
奨
め
し
ま

す
。
いつ
で
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
が
故
人

の
冥
福
を
祈
る
追
善
供
養

の
た
め
に
、
法
事
や
お
盆
で

立
て
る
の
が
卒
塔
婆
で
す
。

　

イ
ン
ド
で
の
お
釈
迦
様
の
遺
骨
を
納
め
た
塔

（
ス
ト
ゥ
ー
パ
）
が
起
源
と
さ
れ
、
日
本
で
は

当
て
字
を
し
て
卒
塔
婆
と
な
り
ま
し
た
。

　

近
年
そ
の
原
材
料
費
が
高
騰
し
て
、
現
行

の
5
尺
（
１
５
０㎝
）
２,
０
０
０
円
で
は
ご
用

意
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
使
用
す
る
板
材

は
元
々
間
伐
材
で
す
か
ら
、
自
然
環
境
破
壊

の
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
件
費
と
輸
送
費

の
値
上
が
り
に
よ
る
も
の
で
す
。
そ
こ
で
皆
様

の
ご
負
担
を
増
や
さ
な
い
た
め
現
行
金
額
の
ま

ま
据
え
置
い
て
、
寸
法
を
4
尺
（
１
２
０㎝
）

に
変
更
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
5
尺
の
在

庫
が
な
く
な
り
次
第
4
尺
に
移
行
い
た
し
ま

す
の
で
、
ご
理
解
の
ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

効
果
が
な
い
電
気
柵
に
代
わ
り
、
本
堂
・
客

殿
裏
手
の
ブ
ロッ
ク
塀
工
事
を
降
雪
期
前
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
3
月
か
ら
は
整

地
と
植
栽
を
進
め
ま
す
。
更
に
は
近
年
夏
の

酷
暑
対
策
と
し
て
客
殿
冷
房
設
備
・
参
道
の

舗
装
等
、
皆
様
が
安
心
安
全
に
参
拝
で
き
る

環
境
整
備
の
拡
充
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

同
時
に
奉
納
お
申
込
み
を
い
た
だ
い
た
菩

 

併
設
の『
浄
土
講
座
』好
評
で
し
た

 
『
菩
薩
の
森
』事
業
経
過
報
告

 

卒そ
と
う
ば

塔
婆
の
寸
法
が
変
わ
り
ま
す

 

Ａ
さ
ん
の
任
意
後
見
契
約

金  額 件数 合計金額       割  合

1～9万円 100   1,760,000

10～99万円 53   7,210,000 32%

100万円 4   4,000,000   3%

200万円 7 14,000,000   4%

計 164 26,970,000

受講中の菊池さん

圓久寺で読経練習する名和さん

現在の”狩衣”を見ながら打合せ中の池先生

石工の漆山さんの「菩薩石像」下絵

石田トミさん

61%

『菩薩の森』お申込み集計表　
（2025.2.17現在）

39%

100%

 

新
体
制
が
始
動
し
ま
し
た

 

開
山
会
の
稚
児
衣
装
を
新
調


