
                            

 

 
 

二
菩
薩
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
寺

所
有
の
掛
け
軸
は
「
昭
和
十
九
年
一
月
柴

橋
渡
邉
喜
八
寄
進 

十
七
世
徳
仙
代
」
と

箱
書
き
が
あ
り
ま
す
。 

法
要
で
は
随
喜
の
僧
侶
が
祈
祷
太
鼓

を
打
ち
な
が
ら
般
若
心
経
を
読
誦
し
、
玄

奘
三
蔵
が
持
ち
帰
っ
た
大
般
若
経
六
百

巻
を
大
音
声
で
経
題
と
真
言
を
読
み
上

げ
、
経
典
を
一
巻
ご
と
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く

り
ま
す
。
こ
れ
を
転
読
と
言
い
ま
す
。
め

く
り
終
わ
る
と
「
降
伏
一
切
大
魔
災
障
成

就
」
（
す
べ
て
の
災
難
や
諸
悪
を
取
り
除

き
、
願
い
を
か
な
え
て
欲
し
い
）
と
声
を

上
げ
て
祈
り
、
次
の
経
典
も
同
じ
よ
う
に

繰
り
返
し
ま
す
。
導
師
は
六
百
巻
の
第
五

百
七
十
八
巻
「
理
趣
分
経
」
を
一
心
に
読

誦
い
た
し
ま
す
。
大
般
若
経
転
読
の
功
徳

力
に
よ
っ
て
、
世
界
平
和
、
国
家
安
泰
、

檀
信
徒
の
皆
様
の
ご
健
康
と
家
内
安
全
、

心
身
堅
固
に
し
て
安
穏
な
日
送
り
が
で

き
ま
す
よ
う
に
と
祈
願
い
た
し
ま
す
。 

お
参
り
の
際
に
は
思
い
や
願
い
を
込

め
て
一
心
に
祈
り
、
十
六
善
神
様
を
拝
み

大
般
若
経
の
風
に
あ
た
り
、
所
願
成
就
を

ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

頂
戴
す
る
祈
願
の
「
般
若
札
」
は
守
護
札

で
す
の
で
、
大
切
に
各
家
の
所
定
の
安
置

場
所
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。 

 

令
和
七
年 

年
回
忌
表 

[

回
忌]

 
 

 
 
[

没
年]

 

一
周
忌     

令
和
六
年 

三
回
忌     

令
和
五
年 

      

 

十
三
回
忌   

平
成
二
十
五
年 

十
七
回
忌   

平
成
二
十
一
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
十
五
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
十
一
年 

三
十
三
回
忌 

平
成
五
年 

五
十
回
忌   

昭
和
五
十
一
年 

百
回
忌     

大
正
十
五
年 

 

▼
令
和
七
年
度(2

0
2

5
)

の
年
回
忌
表
で
す
。 

当
寺
で
は
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
本

堂
に
は
張
り
出
し
し
て
い
ま
せ
ん
。
年
忌
に

当
た
ら
れ
て
い
る
各
家
に
は
昨
年
十
一
月
中

旬
に
通
知
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
▼
日
曜
・
祝
日
の
ご
法
事
の
申
し
込
み

は
お
早
め
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
▼
「
周
」

は
「
め
ぐ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
、
亡

く
な
っ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
め
ぐ
り
し
た
翌

年
の
そ
の
日
を
一
周
忌
と
呼
ぶ
。
回
忌
と
は

亡
く
な
ら
れ
た
日
を
最
初
の
忌
日
と
考
え

て
、
三
回
目
の
忌
日
が
「
三
回
忌
」
と
な
る
。

以
降
は
丸
六
年
目
が
七
回
忌
、
丸
十
二
年
目

が
十
三
回
忌
と
な
る
。 
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大
般
若
祈
祷
法
要 

毎
年
六
月
十
日
は
恒
例
の
「
大
般
若

会
」
を
修
行
い
た
し
ま
す
。
大
般
若
会
法

要
に
は
ご
本
尊
と
し
て
十
六
善
神
様
の

掛
け
軸
を
お
祀
り
し
ま
す
。
こ
の
善
神
様

は
玄
奘
三
蔵
が
天
竺
よ
り
持
ち
帰
っ
た

大
般
若
経
を
守
護
す
る
護
法
神
の
こ
と

で
す
。
図
の
中
央
に
は
釈
迦
如
来
、
右
下

に
普
賢
菩
薩
、
左
下
に
文
殊
菩
薩
が
描
か

れ
て
お
り
、
こ
の
三
体
を
釈
迦
三
尊
と
呼

び
ま
す
。
ま
た
、
右
下
の
隅
に
は
経
典
を

背
負
っ
た
玄
奘
三
蔵
（
大
般
若
経
を
イ
ン

ド
か
ら
中
国
に
持
ち
帰
り
、
漢
文
に
翻
訳

さ
れ
た
）
、
左
下
隅
に
は
深
沙
大
王
（
玄
奘

三
蔵
法
師 

令

和

元

年 

平
成
三
十
一
年 

七
回
忌 

 

 

三
蔵
法
師
が
経
典
を
中

国
に
持
ち
帰
る
の
を
助

け
た
）
が
お
り
、
そ
し
て
、

左
右
に
八
人
ず
つ
の
十

六
善
神
（
大
般
若
経
を
守

護
し
、
仏
法
に
帰
依
す
る

者
た
ち
を
護
っ
て
く
だ

さ
る
）
他
法
涌
、
常
啼
の

二
菩
薩 

般若経転読 



                             

               

三
月
二
十
六
日
、
大
本
山
永
平
寺
第
八

十
世
貫
首
・
南
澤
道
人
禅
師
様
の
白
寿
を

祝
う
会
が
福
井
市
内
で
開
か
れ
、
全
国
の

曹
洞
宗
寺
院
三
百
余
名
が
出
席
し
禅
師

様
の
聖
体
長
養
を
祈
念
し
た
。
禅
師
様
は

仏
遺
教
経
の
「
忍
の
徳
た
る
こ
と
持
戒
苦

行
も
及
ぶ
こ
と
能
わ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
」

か
ら
、「
忍
の
徳
」（
苦
難
に
耐
え
忍
び
、

怒
ら
ず
動
揺
せ
ず
）
を
こ
れ
か
ら
も
人
々

と
共
に
互
い
に
深
め
合
っ
て
行
き
た
い

と
お
話
さ
れ
ま
し
た
。
白
寿
の
会
は
第
七

十
八
世
宮
崎
奕
保
禅
師
様
以
来
二
人
目
。 

  

 

写経の会  毎月第２日曜 午後１時～３時（１月２月は休会）静かなお寺で功徳を積みましょう。 
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大
般
若
法
要 

期
日 

六
月
十
日
（
火
） 

＊
折
り
込
み
案
内
を
御
覧
下
さ
い
。 

新潟県曹洞宗第四宗務所 

テレホン（WEB）法話 

和尚
おしょう

さんの言
こと

の葉
は

 

和
尚
さ
ん
の
言
の
葉 

 

曹
洞
宗
新
潟
県
第
四
宗
務
所
（
所
長 

新
潟
市
観
音
寺
住
職
阿
部
正
機
師
）
で
は

宗
務
所
管
内
寺
院
に
よ
る
テ
レ
ホ
ン
法

話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
和
尚
さ
ん

の
お
話
を
お
聞
き
く
だ
さ
い
。 

□
永
平
寺
不
老
閣
猊
下
白
寿
祝
賀
会 

◆曹洞宗長野県第二宗務所 テレフォン法話 

「なむなむやまびこ法話」0265-73-7676 

◆曹洞宗新潟県第一宗務所 テレフォン法話 

「禅 の 散 歩 道」0258-34-4455 

◆曹洞宗北信越管区教化センター  テレフォン 法話 

「心 の 電 話」026-244-4141 

北信越管区内宗務所（長野第二、新潟第一）

管区教化センターにもテレホン法話があ

ります。 

 

◆
寺
院
葬
◆ 

乗
雲
閣
（
位
牌
堂
）
ホ
ー
ル
で 

通
夜
・
葬
儀
が
で
き
ま
す
。 

□
当
寺
役
員
退
任
・
新
任 

西
条
の
世
話
役
員
と
し
て
長
年
ご
尽

力
く
だ
さ
れ
た
渡
辺
虎
雄
氏
が
二
月
末

を
以
て
退
任
さ
れ
ま
し
た
。
後
任
に
は
同

町
桑
島
敏
雄
氏
が
就
任
さ
れ
、
令
和
八
年

新
年
役
員
会
に
て
委
嘱
状
が
渡
さ
れ
ま

す
。
渡
辺
氏
に
は
長
年
の
ご
労
苦
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
桑
島
氏
に
は
今
後
お
世

話
に
な
り
ま
す
が
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

■
訃
報 

並 

槻 
加
茂
幸
夫
氏
逝
去 

 

三
月
五
日
寂
、
享
年
九
十
。
長
年
当
寺

役
員
と
し
て
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
謹
ん
で

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

■
訃
報 

大
川
町 

小
野
昭
二
氏
逝
去 

 

四
月
一
日
寂
、
享
年
八
十
一
。
長
年
当

寺
役
員
と
し
て
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
謹
ん

で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

■
訃
報 

小
舟
戸 

髙
橋
雅
男
氏
逝
去 

 

四
月
十
九
日
寂
、
享
年
八
十
八
。
長
年

当
寺
役
員
と
し
て
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
謹

ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

▼
コ
ロ
ナ
感
染
症
以
後
、
葬
儀
の
形
態
が

変
わ
り
ま
し
た
。
家
族
や
近
親
者
の
み
の

小
規
模
葬
が
一
般
的
と
な
り
、
葬
儀
社
会

館
で
の
葬
儀
も
少
人
数
で
執
行
さ
れ
て

い
ま
す
。
当
寺
位
牌
堂
ホ
ー
ル
で
の
通

夜
、
葬
儀
は
控
え
室
も
あ
り
、
万
一
の
場

合
に
は
控
え
室
に
搬
送
し
お
寺
か
ら
出

棺
も
可
能
で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

お話をされている南澤禅師様 

乗雲閣１F ホール 



                           

将
来
の
夢 

 

～
脚
下
照
顧
か
ら
の
学
び
～ 

 
 
 
 
 
 
 

長
谷
寺 

安
澤
尚
永 

 

私
は
今
、
住
職
の
お
つ
と
め
と
並
行

し
な
が
ら
民
生
児
童
委
員
と
し
て
、
子

供
達
の
悩
み
を
聞
く
ご
意
見
番
の
よ
う

な
事
を
し
て
い
ま
す
。
部
活
動
の
こ
と
、

友
達
の
こ
と
、
い
じ
め
、
家
庭
内
で
の
事

な
ど
、
悩
み
の
数
は
多
岐
に
わ
た
り
ま

す
が
、
中
で
も
一
番
多
い
の
は
将
来
に

つ
い
て
の
悩
み
事
で
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
バ

ー
に
な
り
た
い
と
い
う
相
談
が
非
常
に

増
え
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま

す
。 ユ

ー
チ
ュ
ー
バ
ー
は
初
期
投
資
の
低

さ
や
ジ
ャ
ン
ル
の
多
様
性
が
見
込
ま

れ
、
今
多
く
の
方
が
注
目
し
て
い
る
職

業
の
一
つ
で
す
が
、
度
重
な
る
迷
惑
行

為
の
報
道
や
破
天
荒
す
ぎ
る
動
画
内
容

な
ど
か
ら
、
親
御
さ
ん
達
が
反
対
す
る

気
持
ち
も
わ
か
り
ま
す
し
、
私
も
同
意

見
な
所
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
何
か
を

や
り
た
い
と
思
う
子
供
達
の
夢
を
阻
害

す
る
の
も
今
後
の
成
長
に
悪
影
響
を
及

ぼ
し
て
し
ま
う
と
も
考
え
て
い
ま
す
。 

禅
の
教
え
に
は
、
自
分
の
足
元
を
顧 

み
て
、
自
己
を
反
省
せ
よ
と
い
う
『
脚
下

照
顧
き
ゃ
っ
か
し
ょ
う
こ
』
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
家
を
建
て
る
際
、
柱
か
ら

立
て
て
屋
根
を
作
っ
て
も
す
ぐ
に
倒
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
縁
の
下
の
基

礎
を
盤
石
に
す
る
こ
と
で
、
い
つ
ま
で
も

倒
れ
な
い
立
派
な
家
が
出
来
上
が
り
ま

す
。「
脚
下
」
と
は
足
元
、「
照
顧
」
は
照

ら
し
合
わ
せ
て
よ
く
見
る
こ
と
を
指
し

ま
す
が
、
私
は
こ
の
足
元
を
家
の
基
礎
と

捉
え
、
人
生
を
生
き
て
い
く
中
で
様
々
な

経
験
を
し
、
人
と
し
て
の
基
礎
を
少
し
ず

つ
組
み
上
げ
、
ど
ん
な
こ
と
に
も
負
け
な

い
、
強
く
く
じ
け
ぬ
心
を
養
う
事
が
で
き

た
な
ら
、
新
し
い
事
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て

み
て
は
ど
う
か
と
子
供
達
に
教
え
て
い

ま
す
。 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
等
で
子
育

て
の
仕
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
昨

今
で
す
が
、
皆
様
と
一
緒
に
色
々
な
悩
み

事
の
解
決
に
努
め
て
参
り
た
い
と
心
か

ら
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

＊
こ
の
法
話
は
令
和
六
年
七
月
一
日
よ

り
十
日
ま
で
新
潟
県
第
四
宗
務
所
テ
レ

ホ
ン
法
話
（
和
尚
さ
ん
の
言
の
葉
）
で
の

お
話
を
掲
載
し
ま
し
た
。 

 

 

 
 
 

仏
事
の
知
識 

 

墓
じ
ま
い 

 

 

先
祖
が
眠
る
代
々
の
お
墓
を
こ
れ
か

ら
も
存
続
し
て
い
き
た
い
が
今
後
に
跡

を
継
ぐ
者
が
い
な
い
、
高
齢
と
な
り
お
墓

参
り
が
で
き
な
い
、
子
ど
も
に
迷
惑
を
掛

け
た
く
な
い
、
ま
た
、
遠
方
に
住
ま
い
し

て
い
る
の
で
頻
繁
に
来
る
こ
と
が
で
き

な
い
等
、
お
墓
継
承
に
関
わ
る
い
ろ
い
ろ

な
問
題
で
墓
じ
ま
い
を
し
た
い
と
い
う

人
が
増
え
て
い
る
。
お
墓
は
寺
院
境
内
、

地
域
集
落
、
民
間
業
者
及
び
市
営
の
霊
園

が
あ
る
。
墓
じ
ま
い
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
管

理
者
の
承
諾
と
役
所
へ
の
許
可
申
請
が

必
要
と
な
る
。
そ
の
後
、
業
者
に
よ
る
墓

解
体
工
事
、
お
骨
取
り
出
し
、
新
た
な
永

代
供
養
墓
地
に
納
骨
と
な
る
。
そ
の
後
の

供
養
は
お
寺
の
場
合
は
墓
地
管
理
者
（
住

職
）
が
永
代
に
渡
り
務
め
る
。
墓
じ
ま
い

の
準
備
（
親
戚
縁
者
、
菩
提
寺
へ
の
通
知
）

や
手
続
き
、
そ
れ
に
伴
う
諸
費
用
は
そ
れ

ぞ
れ
の
管
理
者
に
相
談
し
て
決
定
す
る
。 

 

＊
以
前
の
「
仏
事
の
知
識
」
は
当
寺
の 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
だ
た
け
ま
す
。 

                ＊
今
ま
で
の
仏
事
の
知
識
は
当
寺
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 
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境
内
風
景 

・
三
月
二
日 

彼
岸
前
の
位
牌
堂
清
掃 

 
 

・
三
月
六
日
～
七
日
、
十
八
日 

 

 
 

境
内
墓
地
清
掃 

 

高
橋
土
建 

・
三
月
二
十
四
日 

墓
地
花
片
付
け 

・
三
月
二
十
六
日 

住
職 

 
 

大
本
山
永
平
寺
第
八
十
世
貫
首 

南
澤
道
人
猊
下
白
寿
祝
賀
会 

 

於
福
井
市
内
ホ
テ
ル 

 

・
四
月
一
日 

 

墓
地
ゴ
ミ
処
理 

 

小
野
工
務
店 

・
四
月
～
十
月 

草
取
り
（
週
一
回
） 

 
 

 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー 

・
通
年 

本
堂
・
位
牌
堂
清
掃
（
週
一
回
） 

 
 

 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー 

         

 

 

仏
事
の
知
識  

 

乗雲閣前の桜 
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動
物
供
養
塔
（
ペ
ッ
ト
墓
地
） 

動
物
の
お
骨
を
埋
葬
い
た
し
ま
す
。
檀

家
さ
ん
以
外
で
も
納
骨
供
養
で
き
ま
す
。 

寂

光

塔
（
永
代
供
養
墓
地
） 

一
人
暮
ら
し
の
方
、
お
墓
継
承
に
お
悩

み
の
方
、
お
寺
が
永
代
に
わ
た
り
供
養
い

た
し
ま
す
。
広
厳
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

詳
細
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

動物供養塔（ペットのお墓） 寂光塔（永代供養合同墓所） 

 

 

 
 

お
寺
か
ら
の
お
願
い 

▼
位
牌
堂
の
各
家
位
牌
壇
の
ロ
ー
ソ
ク
、

お
線
香
に
つ
い
て 

お
寺
で
用
意
し
た

ミ
ニ
ロ
ー
ソ
ク
、
お
線
香
を
ご
使
用
く
だ

さ
い
。
お
線
香
は
香
炉
か
ら
灰
が
こ
ぼ
れ

な
い
よ
う
に
真
っ
直
ぐ
に
立
て
、
お
参
り

が
済
み
ま
し
た
ら
点
し
た
ロ
ー
ソ
ク
は

火
災
予
防
の
為
必
ず
火
を
消
し
て
く
だ

さ
い
。 

▼
墓
地
の
自
然
ゴ
ミ
（
枯
れ
枝
、
枯
れ
草
、

枯
れ
た
お
供
え
の
お
花
等
）
は
、
お
寺
で

業
者
に
依
頼
し
て
処
分
し
ま
す
が
、
そ
れ

以
外
の
お
花
を
包
ん
で
あ
っ
た
紙
、
ビ
ニ

ー
ル
類
、
お
墓
掃
除
の
た
わ
し
、
雑
巾
、

洗
剤
容
器
、
欠
け
た
茶
碗
等
は
捨
て
な
い

で
く
だ
さ
い
。
各
自
持
ち
帰
っ
て
処
理
し

て
く
だ
さ
い
。 

▼
古
い
塔
婆
は
、
参
道
中
程
に
「
古
塔
婆

入
れ
」
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
集
落
墓
地
の
古
塔
婆
も
お
持
ち
く
だ

さ
い
。 

▼
お
墓
の
お
参
り
に
は
、
墓
地
の
枯
れ
草

等
乾
燥
し
て
い
ま
す
の
で
、
ロ
ー
ソ
ク
、

お
線
香
を
点
す
際
は
火
の
取
り
扱
い
に

十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

＊
墓
地
美
化
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。 

 

□
ご
法
事
に
つ
い
て 

 

年
末
に
お
寺
か
ら
正
当
各
家
に
、
新
年

度
の
回
忌
法
要
の
ご
案
内
を
郵
送
す
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
二
十
年
以
上
経
ち

ま
す
。
そ
れ
以
前
は
本
堂
に
張
り
出
し
し

て
あ
る
だ
け
で
し
た
。
そ
れ
で
は
お
彼

岸
、
お
盆
の
お
参
り
の
と
き
し
か
見
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
周
忌
、
三
回
忌
、

七
回
忌
く
ら
い
ま
で
は
皆
さ
ん
覚
え
て

お
り
ま
す
が
、
そ
れ
か
ら
先
の
年
忌
法
事

は
忘
れ
て
い
る
方
が
多
く
見
受
け
ら
れ
、

「
今
年
の
法
事
を
お
知
ら
せ
し
て
も
ら

え
ま
す
か
」
と
い
う
お
電
話
も
度
々
い
た

だ
い
て
お
り
ま
し
た
。
年
忌
の
通
知
は
法

事
を
強
制
し
て
い
る
よ
う
で
悩
み
ま
し

た
が
、
今
で
は
「
知
ら
せ
て
も
ら
っ
て
助

か
っ
て
い
ま
す
」
と
の
檀
家
さ
ん
の
声
を

聞
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
通
知
す
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
は
本
堂
の
張
り
出
し

は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
個
人
情
報
保
護
の

た
め
、
ど
な
た
で
も
閲
覧
で
き
る
年
回
表

は
止
め
に
し
ま
し
た
。
な
お
、
合
同
法
事

を
行
っ
て
い
る
お
寺
も
あ
り
ま
す
が
、
当

寺
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
お
家
の
方
で
供
養

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ご
法
事

の
日
だ
け
で
な
く
て
も
命
日
に
は
お
墓

に
お
参
り
し
故
人
を
お
偲
び
く
だ
さ
い
。 

□
涅
槃
聖
苑
（
永
代
供
養
墓
） 

              

         

 

 

銅板の屋根が出来、屋根の四隅に

は寺紋（菊水）が入りました。も

うすぐ完成します。 


