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次
回
は
第
１
組　

光
德
寺　

水
嶋　

聡
さ
ん
で
す
。

豊島
今回

次回

水嶋

第5回

井上
第4回

比後

第3回

渡邉

つ
な
ぎ
法
話

数
珠

第2回

藤島

第1回

金子

リ
レ
ー
方
式
の

リ
レ
ー
方
式
の
珠珠
数
つ
な
ぎ
で

数
つ
な
ぎ
で

法
話
を
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

法
話
を
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

第
６
回　

第
６
回　

た
だ
念
仏
す
べ
し
と
い
う
教
え

た
だ
念
仏
す
べ
し
と
い
う
教
え

第
６
組
　
西
光
寺

第
６
組
　
西
光
寺
　
豊
島
　
信
　

　
豊
島
　
信
　

　

た
だ
念
仏
す
べ
し
と
い
う
教
え
は
、
声
に
出
し
て
念
仏
を
す
る
と
い
う

　

た
だ
念
仏
す
べ
し
と
い
う
教
え
は
、
声
に
出
し
て
念
仏
を
す
る
と
い
う

至
極
シ
ン
プ
ル
な
教
え
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
簡
単
で
わ
か
り
や
す
い
教
え
は

至
極
シ
ン
プ
ル
な
教
え
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
簡
単
で
わ
か
り
や
す
い
教
え
は

他
に
類
を
見
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ほ
ど
誰
も
が
納
得
で
き
ず
に
信
じ
難
い
教

他
に
類
を
見
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ほ
ど
誰
も
が
納
得
で
き
ず
に
信
じ
難
い
教

え
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
教
え
に
対
し
て

え
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
教
え
に
対
し
て

私
た
ち
は
、
た
だ
念
仏
す
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
内
実
が
伴

私
た
ち
は
、
た
だ
念
仏
す
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
内
実
が
伴

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
信
仰
心
の
な
い
念
仏
は
空
念
仏
だ
と
、
こ
う
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
信
仰
心
の
な
い
念
仏
は
空
念
仏
だ
と
、
こ
う
い

う
発
想
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
か
く
い
う
私
自
身
も
長
い

う
発
想
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
か
く
い
う
私
自
身
も
長
い

間
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
実
は
そ
れ
は
信
仰
心
に
序
列
を
つ

間
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
実
は
そ
れ
は
信
仰
心
に
序
列
を
つ

け
る
差
別
心
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

け
る
差
別
心
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

親
鸞
聖
人
の
師
で
あ
る
法
然
上
人
が
亡
く
な
る
直
前
に
弟
子
に
宛
て
て

　

親
鸞
聖
人
の
師
で
あ
る
法
然
上
人
が
亡
く
な
る
直
前
に
弟
子
に
宛
て
て

書
か
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
『
一
枚
起
請
文
』
と
い
う
一
枚
の
紙
に
は
、

書
か
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
『
一
枚
起
請
文
』
と
い
う
一
枚
の
紙
に
は
、

　
　
　
　

��

念
仏
を
信
ぜ
ん
人
は
、
た
と
い
一
代
の
法
を
能
く
能
く
学
す
と
も
、

念
仏
を
信
ぜ
ん
人
は
、
た
と
い
一
代
の
法
を
能
く
能
く
学
す
と
も
、

一
文
不
知
の
愚
ど
ん
の
身
に
な
し
て
、
尼
入
道
の
無
ち
の
と
も
が
ら

一
文
不
知
の
愚
ど
ん
の
身
に
な
し
て
、
尼
入
道
の
無
ち
の
と
も
が
ら

に
同
し
て
、
ち
し
ゃ
の
ふ
る
ま
い
を
せ
ず
し
て
、
只
一
こ
う
に
念
仏

に
同
し
て
、
ち
し
ゃ
の
ふ
る
ま
い
を
せ
ず
し
て
、
只
一
こ
う
に
念
仏

す
べ
し
。（
聖
典
９
６
２
頁
）

す
べ
し
。（
聖
典
９
６
２
頁
）

　
　
　
　

��

現
代
語
訳
：
念
仏
を
信
ず
る
者
は
、
た
と
え
釈
尊
が
説
い
た
教
法
を

現
代
語
訳
：
念
仏
を
信
ず
る
者
は
、
た
と
え
釈
尊
が
説
い
た
教
法
を

詳
し
く
学
ん
だ
と
し
て
も
文
字
ひ
と
つ
知
ら
な
い
無
学
、
無
智
の
身

詳
し
く
学
ん
だ
と
し
て
も
文
字
ひ
と
つ
知
ら
な
い
無
学
、
無
智
の
身

に
な
っ
て
在
俗
の
男
女
と
共
に
、
智
者
の
振
る
舞
い
を
せ
ず
に
、
た

に
な
っ
て
在
俗
の
男
女
と
共
に
、
智
者
の
振
る
舞
い
を
せ
ず
に
、
た

だ
一
筋
に
念
仏
を
申
す
こ
と
で
す
。（
訳
：
筆
者
）

だ
一
筋
に
念
仏
を
申
す
こ
と
で
す
。（
訳
：
筆
者
）

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
信
仰
心
の
浅
深
や
念
仏
に
対
し
て
の
理
解

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
信
仰
心
の
浅
深
や
念
仏
に
対
し
て
の
理
解

度
な
ど
、
心
の
中
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

度
な
ど
、
心
の
中
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

自
分
の
知
識
や
能
力
を
ひ
け
ら
か
さ
ず
に
高
み
に
立
つ
こ
と
な
く
、
た
だ

自
分
の
知
識
や
能
力
を
ひ
け
ら
か
さ
ず
に
高
み
に
立
つ
こ
と
な
く
、
た
だ

念
仏
し
て
等
し
く
す
べ
て
の
人
を
尊
敬
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
究

念
仏
し
て
等
し
く
す
べ
て
の
人
を
尊
敬
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
究

極
的
に
平
易
に
簡
素
に
し
た
「
行
為
」
を
共
有
し
、
最
優
先
し
て
個
々
の

極
的
に
平
易
に
簡
素
に
し
た
「
行
為
」
を
共
有
し
、
最
優
先
し
て
個
々
の

心
の
在
り
様
、
状
態
を
問
題
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

心
の
在
り
様
、
状
態
を
問
題
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
善
悪
や
優
劣
で
し
か
も
の
ご
と
を
量
れ
な
い
差
別
心
を
持
っ

　

し
か
し
、
善
悪
や
優
劣
で
し
か
も
の
ご
と
を
量
れ
な
い
差
別
心
を
持
っ

た
私
た
ち
は
、す
べ
て
の
人
を
等
し
く
尊
敬
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。

た
私
た
ち
は
、す
べ
て
の
人
を
等
し
く
尊
敬
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。

私
た
ち
人
間
の
差
別
心
が
あ
ら
ゆ
る
争
い
や
悲
し
み
を
生
み
出
し
、
筆
舌

私
た
ち
人
間
の
差
別
心
が
あ
ら
ゆ
る
争
い
や
悲
し
み
を
生
み
出
し
、
筆
舌

に
尽
く
し
難
い
ほ
ど
の
恐
怖
と
苦
し
み
を
与
え
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で

に
尽
く
し
難
い
ほ
ど
の
恐
怖
と
苦
し
み
を
与
え
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
生
き
て
い
く
上
で
最
も
重
要
な
理

も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
生
き
て
い
く
上
で
最
も
重
要
な
理

念
と
し
て
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
忘
れ

念
と
し
て
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
忘
れ

な
い
よ
う
に
、
誰
に
で
も
で
き
る
旗
印
と
し
て
の
称
名
念
仏
で
す
。

な
い
よ
う
に
、
誰
に
で
も
で
き
る
旗
印
と
し
て
の
称
名
念
仏
で
す
。

　

念
仏
を
申
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
を
敬
い
、
認
め
、
許
す

　

念
仏
を
申
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
を
敬
い
、
認
め
、
許
す

こ
と
が
で
き
な
い
私
た
ち
が
、
他
者
を
敬
い
、
認
め
、
許
す
こ
と
を
旗
印

こ
と
が
で
き
な
い
私
た
ち
が
、
他
者
を
敬
い
、
認
め
、
許
す
こ
と
を
旗
印

に
掲
げ
て
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
は
知
識
や
能
力
な
ど

に
掲
げ
て
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
は
知
識
や
能
力
な
ど

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
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今
さ
ら
聞
け
な
い

知
り
た
い
こ
と⑥

答　

町
田
閻
魔
堂
の
ご
紹
介
に
寄
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
12
組
　
西
願
寺
　
幽
渓
英
夫

　

昨
年
12
月
に
12
組
通
信
で
西
願
寺
境
内
に
あ
り
ま
す
町
田

閻
魔
堂
の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
御
縁
と
思

い
ま
す
が
質
問
に
つ
い
て
の
作
文
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
私

に
は
大
変
な
難
題
で
す
。
ち
ょ
う
ど
私
に
も
近
く
に
住
む
４

歳
と
、
６
歳
の
孫
が
い
ま
す
。
孫
は
普
段
か
ら
身
近
に
閻
魔

さ
ん
を
見
て
い
ま
す
が
怖
が
る
時
と
怖
が
ら
な
い
時
が
あ
り

ま
す
。
私
も
思
い
起
す
と
そ
う
で
し
た
。
幼
い
頃
、
閻
魔
堂

に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
事
が
あ
り
ま
す
。
怖
さ
か
ら
、
も
う
し

ま
せ
ん
。
と
泣
い
て
出
し
て
も
ら
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

で
も
、
普
段
は
、
閻
魔
堂
の
中
で
遊
ん
で
い
ま
し
た
。

　

可
愛
い
可
愛
い
孫
で
あ
り
ま
す
が
、
私　

爺
も
怒
る
時
が

あ
り
ま
す
。
悪
さ
を
す
る
と
、
時
に
は
閻
魔
さ
ん
の
所
に
連

れ
て
行
く
よ
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
し
た
時
は
、
閻

魔
様
を
怖
が
り
言
う
事
を
聞
い
て
く
れ
る
よ
う
で
す
。で
も
、

普
段
は
閻
魔
様
が
お
堂
の
中
か
ら
こ
ち
ら
を
じ
っ
と
見
て
い

ま
す
が
怖
が
り
ま
せ
ん
。
閻
魔
さ
ん
を
じ
っ
と
観
察
し
絵
を

描
い
て
く
れ
る
事
も
あ
り
ま
す
。

　

閻
魔
様
が
私
達
を
見
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
悪
い
こ
と
を

し
た
ら
叱
ら
れ
る
。
幼
心
に
良
し
悪
し
を
、
閻
魔
様
を
通
し

て
感
じ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

お
孫
さ
ん
に
答
え
る
と
し
た
ら
、「
閻
魔
さ
ん
は
い
る
か

問　

６
歳
の
孫
と
湯
船
で
向
か
い
合
っ
て

い
る
と
、

　

�「
お
爺
ち
ゃ
ん
閻
魔
さ
ん
は
い
る

の
？
」

　
「『
天
国
』『
地
獄
』
は
あ
る
の
？
」

と
、
真
剣
な
ま
な
ざ
し
で
質
問
し
て
来

ま
し
た
。

　
私
が
子
供
の
頃
、
五
智
国
分
寺
本
堂

脇
に
あ
っ
た
閻
魔
さ
ん
を
見
て
、
怖
く

な
り
母
親
に
質
問
し
た
時
に
言
わ
れ
た

事
を
伝
え
る
と
、
う
な
ず
い
て
い
ま
し

た
。

　
近
年
の
子
供
は
、
漫
画
・
ア
ニ
メ
な

ど
か
ら
の
影
響
に
よ
り
、
爺
の
答
え
で

は
納
得
し
ま
せ
ん
。

　
ど
の
よ
う
に
答
え
た
ら
よ
い
の
か
教

え
て
く
だ
さ
い
。

も
知
れ
な
い
ね
、
天
国
も
地

獄
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い

ね
、
誰
か
見
て
く
れ
る
人
が

い
な
い
と
爺
も
悪
い
子
に

な
っ
て
し
ま
う
よ
」
と
答
え

た
い
。

　

今
、
私
達
は
自
分
の
目
で

見
え
る
も
の
だ
け
し
か
信
じ

ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
漫
画
や
ア
ニ

メ
な
ど
は
目
で
見
て
楽
し
ま

せ
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
、
教

え
ら
れ
る
事
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
現
実
の
世
界
に
お
い

て
は
困
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
、

閻
魔
様
が
見
て
い
る
よ
、
地
獄
に
落
ち
る
よ
、
で
も
、
悲
し

い
事
も
、
う
れ
し
い
事
も
、
困
っ
て
い
る
事
も
み
ん
な
閻
魔

様
が
見
て
い
る
よ
。
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
考
え
て
く
れ
て
い

る
よ
。
お
母
さ
ん
も
お
父
さ
ん
も
そ
う
だ
よ
。
そ
う
し
た
心

が
お
子
様
に
伝
わ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
、
私
達
の
生
活
の

中
で
、
宗
教
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。
親
や
祖
父
母
か
ら
聞
い
て
い
る
事
を
伝
え
る
。
ご
質
問

さ
れ
た
方
も
母
親
か
ら
言
わ
れ
た
事
を
お
孫
さ
ん
に
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
答
え
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

悦
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⑥

コ
コ
ロ
テ
ラ
ス

２
０
２
１
年

２
０
２
１
年
1212
月月
2525
日
に
日
に
開開か
い
か
い
催催さ
い
さ
い

さ
れ
た
「

さ
れ
た
「
別別べ
つ
べ
つ

院院い
ん
い
ん

寺寺て
ら
て
ら

子子ここ

屋屋やや

書書し
ょ
し
ょ

道道ど
う
ど
う

のの
巻巻ま
き
ま
き

」
に
」
に

おお
邪邪じ
ゃ
じ
ゃ
魔魔まま

し
ま
し
た
。

し
ま
し
た
。

　
テ
ラ
ス
さ
ん
に
聞き

き

た
い
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、
手て

紙が
み

や
メ
ー
ル
を

送お
く

っ
て
く
だ
さ
い
。

待ま

っ
て
い
ま
す
。

　
青せ
い
し
ょ
う
ね
ん
れ
ん
ら
く
き
ょ
う
ぎ
か
い
し
ゅ
さ
い

少
年
連
絡
協
議
会
主
催
の
「
べ
つ
い
ん
寺て
ら

子こ

屋や

書し
ょ

道ど
う

の
巻ま
き

」
は
毎ま
い

回か
い

満ま
ん

員い
ん

盛せ
い

況き
ょ
うの

人に
ん

気き

で
す
。

そ
こ
に
は
子こ

ど
も
た
ち
を
温あ
た
たか
く
見み

守ま
も
る
目め

、
そ
っ
と
寄よ

り
添そ

い
語か
た
り
合あ

う
優や
さ
し
い
声こ
え
、
安あ
ん
全ぜ
ん
に

楽た
の

し
く
遊あ
そ

べ
る
よ
う
入
に
ゅ
う

念ね
ん

な
下し
た

準じ
ゅ
ん

備び

を
す
る
手て

…
子こ

ど
も
た
ち
の
コ
コ
ロ
を
テ
ラ
ス
、
様さ
ま

々ざ
ま

な

ス
タ
ッ
フ
の
姿す
が
たが
あ
り
ま
し
た
。
企き

画か
く
内な
い
容よ
う
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
別べ
つ
院い
ん
で
出で

会あ

え
る
お
坊ぼ
う
さ
ん
た

ち
の
魅み

力り
ょ
くも

人に
ん

気き

の
秘ひ

密み
つ

な
の
で
し
ょ
う
。
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第
６
組　

福
成
寺　

鎮ち
ん

西ぜ
い　

広こ
う

円え
ん

第
11
組　

光
圓
寺　

竹た
け
内う
ち　
淳
じ
ゅ
ん
一い
ち

拝
啓

 
通
信
員
よ
り

ね
ほ
り
は
ほ
り

第
４
組　

養
性
寺　

内う
ち
山や
ま　
真ま
さ
明あ
き

第
８
組　

明
岸
寺　

法ほ
う
り
ゅ
う隆　
光み
つ
昭あ
き

第
５
組　

聽
信
寺　

居こ

多た　
啓さ
と
し　

　

昨
年
の
冬
の
記
憶
を
残
し
た
ま
ま
こ
の

冬
を
迎
え
ま
し
た
が
、
今
年
は
除
雪
に
苦

労
す
る
こ
と
も
な
く
春
の
気
配
が
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。

　

春
を
待
つ
心
と
共
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
蔓
延
が
落
ち
着
き
、
聞
法
の
場
に

出
遇
え
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

第
12
組　

善
立
寺　

山や
ま
越こ
し　
英ひ
で
隆た
か

第
13
組　

福
淨
寺　

井い
の
上う
え　
立り
つ
英え
い

第
２
組　

常
圓
寺　

鈴す
ず
井い　
祐
ゆ
う
き
ょ
う恭

　

先
日
、
リ
モ
ー
ト
で
檀
払
い
を
さ
せ
て

頂
い
た
。
自
坊
に
い
な
が
ら
、
遠
方
の
檀

を
払
う
。
先
方
の
都
合
や
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
状
況
、
そ
し
て
、
私
自
身
の
体

調
な
ど
も
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

ま
さ
か
、
私
が
こ
ん
な
仏
事
を
す
る
こ

と
に
な
る
と
は
、
と
、
戸
惑
い
な
が
ら
の

お
参
り
で
あ
っ
た
。

　

新
潟
の
田
舎
で
暮
ら
し
て
い
て
も
、
時

代
の
流
れ
は
い
や
お
う
な
し
に
私
た
ち
を

吞
み
込
ん
で
い
く
よ
う
で
あ
る
。

　

雪
が
降
っ
た
お
か
げ
で
気
づ
く
こ
と
で

す
が
、
梵
鐘
を
撞
く
時
に
本
堂
の
前
に
立

ち
止
ま
っ
た
足
跡
が
あ
り
ま
す
。
新
聞
配

達
員
さ
ん
が
、
配
達
時
に
本
堂
に
向
か
い

お
参
り
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
足
跡
で
す
。

寒
い
朝
で
す
が
、
私
よ
り
一
足
早
く
お
参

り
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
の
足
跡
に
心
を
温

め
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

第
７
組　

願
生
寺　

平ひ
ら
い
で出　

文ふ
み

勇お

第
３
組　

正
光
寺　

髙た
か
橋は
し　
良よ
し
暁あ
き

　

12
月
31
日
、
自
坊
で
除
夜
の
鐘
撞
会
を

行
い
ま
し
た
。
吹
雪
の
中
、
寒
さ
と
コ
ロ

ナ
禍
に
も
関
わ
ら
ず
、
お
寺
に
足
を
運
ん

で
い
た
だ
き
有
り
難
く
思
い
ま
す
。ま
た
、

今
年
は
い
つ
も
と
違
い
、
小
３
の
息
子
が

「
今
年
は
寝
な
い
で
鐘
撞
を
し
た
い
」
と

言
い
、
は
じ
め
て
参
加
し
ま
し
た
。
静
ま

り
返
っ
た
夜
空
に
鐘
の
音
が
響
き
渡
り
ま

し
た
。
と
て
も
寒
か
っ
た
で
す
が
、
少
し

嬉
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

去
る
３
月
６
日（
日
）
高
田
別
院
会
館
に
て
真
宗

終
活
講
座
が
行
わ
れ
た
。
全
４
回
の
講
座
で
昨
年

８
月
か
ら
始
ま
り
最
後
と
な
る
今
回
は
、
春
の
お

待
ち
受
け
大
会
で
帰
敬
式
を
受
式
さ
れ
る
方
も
交

え
、
１
０
０
名
を
超
す
大
勢
の
参
加
と
な
っ
た
。
先

に
受
式
さ
れ
た
方
の
き
っ
か
け
や
、
そ
の
後
の
生
活

に
つ
い
て
体
験
談
を
４
名
よ
り
発
表
。
う
ち
２
名

が
７
組
の
御
門
徒
だ
っ
た
。
皆
さ
ん
大
切
な
方
の

死
を
き
っ
か
け
に
、
仏
縁
を
深
め
て
お
ら
れ
る
事

を
聞
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
前
向
き
に
、
プ
ラ
ス
に
捉

え
て
お
ら
れ
る
姿
が
、
と
て
も
感
動
的
で
あ
っ
た
。

　

冬
場
は
組
で
の
活
動
は
あ
り
ま
せ
ん
。

年
末
年
始
の
人
間
の
移
動
が
あ
り
、
高
田

教
区
の
周
り
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

者
が
増
え
て
ま
す
。
と
て
も
人
と
の
接
触

を
拒
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
私
自
身
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
物
理
的
な
接
触

を
控
え
た
と
し
て
も
心
の
距
離
を
離
す
の

は
も
ち
ろ
ん
間
違
っ
て
る
で
し
ょ
う
。
そ

う
い
っ
た
意
味
で
は
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て

あ
る
寺
院
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
の
が

私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
な
の
だ
と
感

じ
て
な
り
ま
せ
ん
。

・�

四
組
は
と
く
に
公
開
講
座
等
の
予
定
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

10
月
29
日
に
勤
ま
り
ま
し
た
、
組
お
待

ち
受
け
講
座
に
て
数
名
の
門
徒
さ
ん
か
ら

「
響
流
で
各
組
の
お
待
ち
受
け
の
様
子
を

特
集
し
て
も
ら
え
な
い
か
。
そ
れ
が
、
高

田
教
区
の
門
徒
全
体
が
慶
讃
法
要
と
向
き

合
う
き
っ
か
け
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
」

と
の
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
の
で
、

編
集
に
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
は
ど
ん
な
お
話
が

聞
け
た
で
し
ょ
う
か
？

　

数
年
前
、
八
組
門
徒
会
の
聞
法
会
で
。

あ
る
人
「
念
仏
す
る
と
ど
う
な
る
の
か
」

返
答
「
何
も
な
ら
な
い
」。

　
　
　
　

§　

§　

§　

§

　

念
仏
申
す
と
首
が
飛
ぶ
。
弾
圧
上
等
。

村
田
静
照
和
上
が
、
人
に
念
仏
を
勧
め
て

「
念
仏
し
て
た
ら
食
え
ん
と
？�

な
ら
死
ん
だ

ら
ど
う
で
す
？
」
と
。
生
命
財
産
よ
り
も

念
仏
が
尊
い
。（
あ
あ
怖
い
、
ナ
マ
ン
ダ
ブ
）

　

と
も
す
れ
ば
変
わ
り
映
え
の
な
い
日
々

を
嘆
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
変
わ
ら
な

い
日
々
を
送
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
だ

け
尊
い
こ
と
か
。

第
１
組　

光
照
寺　

梅う
め
澤ざ
わ　
謙け
ん
吾ご

　

先
日
、
書
店
で
５
冊
の
紙
の
本
、
帰
宅

後
、２
冊
の
電
子
書
籍
を
購
入
し
ま
し
た
。

翌
日
、
別
途
購
入
し
て
い
た
４
冊
の
本
が

届
き
ま
し
た
。
そ
い
つ
ら
に
は
目
も
く
れ

ず
、
い
ま
読
ん
で
い
る
の
は
だ
い
ぶ
前
に

購
入
し
た
も
の
で
す
。
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
で
し
ょ
う
か
。

　

浄
土
論
で
観
仏
本
願
力
…
観
彼
世
界
相
…
と
嘆
ぜ

ら
れ
ま
す
が
、
ア
ミ
タ
浄
仏
土
に
か
か
る
願
文
へ
の

一
つ
の
頷
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
仏
菩
薩
の
観
と
は
、

事
実
な
の
か
、
観
念
や
イ
マ
ジ
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
過
ぎ

な
い
の
か
、
理
想
論
に
終
わ
る
の
か
、
身
の
事
実
を

気
づ
か
せ
、
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
、
幸
あ
る
世
界
を
も

た
ら
さ
ん
と
具
体
策
を
煮
詰
め
る
に
ま
で
至
る
の
か
。

　

何
に
よ
り
て
か
西
に
あ
る
と
問
わ
れ
ま
す
な
ら
、

仏
と
共
に
自
己
と
人
民
の
為
に
、
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
縁
起
無
自
性
空
義
及
び
曠
劫
来
流
転
の
お

覚
り
と
無
執
着
の
お
諭
し
に
囚
わ
れ
の
境
涯
の
ま
ま

に
愈
々
、
人
間
を
喜
び
友
を
好
む
大
慈
大
悲
に
呼
び

覚
ま
さ
れ
る
私
が
見
つ
か
っ
た
。
開
発
！
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境
内
は
す
ぐ
海
の
近
く
な
の
で
取
材
中
ず
っ
と
強
風

の
音
が
聞
こ
え
て
い
ま
し
た
が
、
本
堂
は
少
し
も
揺
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
環
境
に
相
応
し

い
堅
牢
な
造
り
な
の
で
し
ょ
う
。
冬
だ
け
で
な
く
夏
も

比
較
的
風
が
強
い
そ
う
で
す
が
、
エ
ア
コ
ン
の
ク
ー

ラ
ー
は
い
ら
な
い
と
の
こ
と
。
そ
れ
よ
り
も
塩
害
が
問

題
だ
と
か
。
昨
年
の
大
雪
は
例
外
と
し
て
毎
年
雪
は
そ

れ
ほ
ど
積
も
ら
な
い
そ
う
で
す
が
、
風
の
た
め
に
と
て

も
寒
く
そ
こ
ら
中
が
凍
っ
て
い
ま
し
た
。

　

外
波
集
落
は
親
不
知
を
越
え
た
旅
人
が
最
初
に
入
る

宿
場
と
な
る
場
所
に
あ
り
、
親
不
知
の
波
地
獄
か
ら
抜

け
出
し
た
「
波
の
外
」
だ
か
ら
「
外
波
」
と
名
付
け
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
と
由
来
に
思
い
を
馳
せ
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
じ
め
、
親
不
知
を
乗
り
越
え
て
き
た
人

た
ち
に
と
っ
て
こ
の
外
波
の
集
落
は
命
懸
け
の
難
所
が

終
わ
っ
た
証
で
あ
り
、
や
っ
と
安
堵
す
る
こ
と
が
で
き

る
極
楽
浄
土
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ
の
誰

も
い
な
い
冬
の
荒
波
と
強
風
の
日
本
海
を
目
の
前
に
し

て
寒
さ
に
凍
え
て
い
る
現
代
人
の
私
に
も
理
解
に
は
困

ら
な
い
感
覚
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
日
、
下
越
地
方
で

は
波
浪
警
報
発
令
中
。
真
冬
の
親
不
知
・
大
雲
寺
パ
ッ

ク
ツ
ア
ー
お
ス
ス
メ
で
す
！

　

外
波
に
坐
す
る
飛
龍
山
大
雲
寺
は
『
天
下
の
険
・
親

不
知
』
を
形
成
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
重
要

な
存
在
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
う
け
ま
し
た
。

編
集
長
記

そ
う
だお寺
に
行
こ
う

『
天
下
の
険
　
親
不
知
』
の
極
楽
浄
土

飛
龍
山  

大
雲
寺

真
宗
大
谷
派
高
田
教
区 

寺
院
探
訪
③

親不知遠望

如砥如矢（とのごとくやのごとし）

親不知より外波集落方面を眺望

主要道の集まる外波集落

懐かしさを感じる佇まい日本初の海上高速道路〈第４世代の道〉

波しぶきがあがる『投げ岩』
その昔、地元の鬼と出雲の大国主命
が大岩を投げて力くらべをした伝説。
鬼の岩は波打ち際に落ち、大国主命
の岩は海まで飛んで２つに割れ、こ
の「投げ岩」となったという。
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東本願寺池の平
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野尻湖

日本海
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富山県

糸
魚
川
駅

親
不
知
駅

飛龍山　大雲寺

高田教区　第１組
住職　宮原英治
〒949-0308
新潟県糸魚川市大字外波245
Tel.＆Fax. 025-562-3030

飛
龍
山
大
雲
寺
略
縁
起

　
開
基
は
正
五
位
下
・
前
の
若
狭
守
右
近
太
夫
平
宗
輝
・

外
波
村
の
庄
司
神
職
。
仔
細
あ
っ
て
大
文
字
屋
右
近
と
称

す
る
。
承
元
々
年
弥
生
中
旬
、
宗
祖
聖
人
が
流
刑
の
宣
旨

を
蒙
り
、
師
弟
三
人
で
越
路
の
荒
磯
・
親
不
知
に
差
し
掛

か
り
大
波
小
波
が
渦
巻
く
中
で
立
ち
往
生
し
て
い
た
。
そ

の
と
き
、
菅
笠
短
蓑
姿
の
一
人
の
里
人
が
忽
然
と
現
れ
た
。

聖
人
が
道
案
内
の
助
け
を
求
め
る
と
里
人
は
、
自
分
は
こ

の
先
の
里
に
住
む
『
た
ち
す
く
み
』
と
申
す
も
の
で
、
貴

僧
が
こ
こ
を
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
迎
え
に
き
た
旨

を
述
べ
、難
所
を
首
尾
よ
く
お
送
り
し
姿
を
消
し
て
し
ま
っ

た
。
師
弟
三
人
は
不
思
議
に
思
い
な
が
ら
も
先
を
進
む
と

程
な
く
外
波
の
里
に
入
っ
た
。
な
か
な
か
宿
を
借
り
ら
れ

ず
大
文
字
屋
の
庭
の
大
石
で
腰
を
休
め
、
弟
子
の
西
仏
房

が
右
近
太
夫
に
宿
を
頼
み
に
行
く
と
、
右
近
太
夫
は
、
聖

人
の
お
顔
を
見
る
や
否
や
、
こ
の
方
が
凡
人
で
あ
る
は
ず

が
な
い
と
直
ち
に
宿
を
用
意
し
た
。
聖
人
は
親
不
知
で
出

会
っ
た
里
人
の
こ
と
を
話
す
と
右
近
が
「
私
の
妻
の
内
仏

の
阿
弥
陀
如
来
を
、『
た
ち
す
く
み
』
と
申
し
ま
す
。」
と

お
答
え
し
つ
つ
不
思
議
に
思
い
、
ご
安
置
仏
を
開
き
見
る

と
、
裾
は
潮
に
濡
れ
、
下
段
に
降
り
て
い
た
。
こ
の
奇
瑞

に
感
じ
右
近
太
夫
は
聖
人
の
弟
子
と
な
り
法
名
宗
雲
を
賜

る
。
そ
し
て
終
夜
聖
人
の
教
え
を
賜
り
、
翌
日
十
字
の
名

号
を
授
か
っ
た
。
こ
れ
よ
り
代
々
子
孫
に
伝
え
崇
敬
し
て

今
日
に
至
る
。

大雲寺参道

天 保10年 こ ろ、
大波にこの石があ
ら わ れ 里 人 が こ
ぞって宗祖聖人石
霊として尊敬して
きた『御影石』

師弟三人を導いた
「立ちすくみ如来」

↓山号の飛龍は、荒波に龍が現れたことに由来する。↑ 大迫力！ その飛竜の『柱またぎ：彫刻が柱をまたいでいる』の欄間

『天下の険　親不知』
〈第１世代の道〉
　北陸最大の難所『親不知』は北アルプス北端の
断崖である。そこへ日本海の荒波が止めどなく押
し寄せるため、波が引いた僅かな合間を縫って通
行しなければならなかった。そのため古来より旅
人が命がけで通行する『天下の険』といわれてきた。
　そして、親は子を、子は親をかえりみる余裕さ
えなかったことから「親不知・子不知」と呼ばれ
るようになったと伝えられる。
　一説には、今から約800年前の源平盛衰の昔、
越後の五百刈村へ移り住んだ、池大納言平頼盛（平
清盛の異母弟）夫人が夫の後を追って、この地を
通りかかった際、懐に抱えた二歳の愛児を荒波に
さらわれ悲しみのあまりに詠んだ歌が由来ともい
われる。
　　�親しらず　子はこの浦の波まくら　
　　　　　　　　　越路の磯のあわと消えゆく

〈第２世代の道〉
　明治天皇御巡幸を契機に1883（明治16）年に
東西日本を結ぶ日本海側の大動脈が完成。この工
事は、断崖絶壁を縫って、すべて人力で行われた。
　記念して親不知で最も通行が困難な「天下無双
の難所」と呼ばれた断崖絶壁の大きな一枚岩に、「如
砥如矢：砥石のように滑らかで矢のようにまっす
ぐである」と刻まれた。現在の市道天険親不知線
〈第３世代の道〉
　車社会に対応して1966（昭和41）年に国道８
号天険トンネル（延長734ｍ）が完成
〈第４世代の道〉
　1988（昭和63）年、日本初の海上高架橋、親不
知インターチェンジを含む、北陸自動車道が完成
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母
の
死
を
機
に
ひ
た
す
ら
仏
道
に
励
む
。
稀
な

る
美
男
子
の
た
め
、
近
郷
の
女
性
た
ち
か
ら
恋

文
が
弥
彦
山
の
よ
う
に
届
い
た
。
外
道
丸
に

と
っ
て
恋
文
は
無
用
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
恋
文

を
送
っ
た
女
性
が
、
返
事
の
来
な
い
こ
と
を
悲

観
し
命
を
絶
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
仕
儀
を
知
ら

さ
れ
た
外
道
丸
は
、
恋
文
の
詰
ま
る
葛
籠
を
開

け
た
。
忽
ち
葛
籠
か
ら
紫
色
の
煙
が
立
ち
、
外

道
丸
の
顔
が
鬼
へ
と
豹
変
し
た
。
日
本
の
鬼
退

治
は
悪
事
が
す
っ
ぽ
り
抜
け
る
。
戦
後
高
度
経

済
成
長
期
に
映
画
『
大
江
山
酒
呑
童
子
』
で
長

谷
川
一
夫
が
演
じ
た
。
六
十
年
安
保
の
時
代
を

反
映
し
、革
命
家
と
し
て
酒
吞
童
子
を
描
い
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
仏
教
へ
の
関
心
が
薄
い
こ
と
を
嘆

く
。
感
染
拡
大
防
止
を
最
優
先
に
、
医
学
面
だ

け
を
重
視
し
た
政
策
だ
け
で
、
苦
し
み
悩
む

人
々
を
本
当
に
救
え
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
。

余
り
に
短
絡
的
す
ぎ
や
し
な
い
か
。
一
方
、
仏

教
に
救
い
を
求
め
る
人
々
も
多
い
。
日
本
仏
教

は
、
檀
家
制
度
に
よ
り
僧
の
生
活
を
安
定
さ
せ

た
反
面
、
本
質
的
な
自
由
な
仏
教
を
抑
圧
し
て

き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

江
戸
期
の
円
空
・
良
寛
は
清
貧
に
し
て
芸
術

を
生
み
出
す
高
い
精
神
性
を
追
求
し
て
い
た
。

　

明
治
以
降
の
廃
物
毀
釈
の
時
代
に
あ
っ
て

も
、
宗
派
仏
教
に
拘
ら
な
い
無
寺
院
仏
教
者
で

あ
る
鈴
木
大
拙
や
、
宮
沢
賢
治
の
仏
性
が
滲
む

童
話
を
輩
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

荒
々
し
い
コ
ロ
ナ
禍
の
収
束
の
後
に
、
や
が

て
人
は
穏
や
か
で
、
普
遍
的
な
世
界
を
肯
定
す

る
居
場
所
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
所
に

仏
教
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。

　

現
代
に
お
い
て
も
、
鬼
退
治
の
よ
う
な
正
義

の
大
合
唱
に
偏
ら
な
い
、
多
様
性
の
あ
る
社
会

を
希
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
門
徒
仏
々
言
い
た

い
放
題
を
捲
し
立
て
る
。

酒
呑
童
子�

�　

門
徒
仏
々
放
題

言
いた
い

ぶ
つ

ぶ
つ

⑥

　

本
稿
の
連
載
が
６
回
と
な
る
。
多
く
の
門

徒
の
皆
さ
ん
と
ご
寺
院
の
方
々
な
ど
の
目
に

留
ま
る
だ
け
で
光
栄
な
こ
と
と
身
の
引
き
締

ま
る
思
い
だ
。

　

本
稿
で
は
“
酒
呑
童
子
”
と
ペ
ン
ネ
ー
ム

を
つ
け
た
。吞
兵
衛
だ
っ
た
往
時
を
省
み
て
、

敢
え
て
名
前
に
し
た
。
更
に
古
く
か
ら
妖
怪

で
名
高
い
酒
吞
童
子
の
伝
説
に
興
味
が
あ
っ

た
か
ら
だ
。
一
説
に
は
童
子
の
生
ま
れ
は
、

旧
分
水
町
で
「
酒
呑
童
子
屋
敷
跡
」
が
あ
り
、

酒
呑
童
子
伝
説
の
看
板
が
置
い
て
あ
る
。
郷

土
伝
説
研
究
家
で
あ
る
小
山
直
嗣
氏
が
本
に

書
い
て
い
る
。
桓
武
天
皇
の
皇
子
が
越
後
へ

下
り
、
妻
が
戸
隠
山
の
九
頭
竜
権
現
の
祈
願

で
子
宝
に
恵
ま
れ
、
誕
生
し
た
男
児
を
外
道

丸
と
名
付
け
た
。
成
長
す
る
に
つ
れ
乱
暴
者

と
な
り
、
国
上
寺
に
預
け
ら
れ
た
外
道
丸
。
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愚
僧
の
つ
ぶ
や
き

〈
真
宗
の
葬
儀
編
⑭
〉　

　

次
に
杉す
ぎ

盛も
り

華け
そ
く束

一
対
と
根こ
ん

菓か

餅ぺ
い

一
対
又
は
二

対
を
供
え
ま
す
。
杉
盛
華
束
の
供
笥
は
、
銀
又

は
木
地
を
用
い
、
方ほ

立だ
て

は
銀
地
紺
縁
の
も
の
を

用
い
ま
す
。
根
菓
餅
と
は
、
山
の
物
（
栗
や
椎

茸
等
）、
海
の
物
（
海
苔
や
昆
布
等
）、
里
の
物

（
湯
葉
や
菓
子
等
）
を
四
角
柱
の
各
面
に
張
り

付
け
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
別
名
「
百
味
の
御

食
」
と
も
呼
ば
れ
、
神
仏
へ
の
供
物
と
し
て
、

一
千
年
の
歴
史
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
願
寺
に
於
い
て
確
認
さ
れ
ま
す
の
は
、
本

願
寺
第
八
代
の
蓮
如
上
人
の
葬
儀
と
な
り
ま

す
。
当
時
は
根
菓
餅
と
い
う
名
称
は
な
く
、「
け

そ
く
」
と
い
え
ば
、
餅
の
盛
り
物
の
こ
と
で
す

が
、
そ
の
頃
は
盛
り
物
を
全
て
「
け
そ
く
」
と

呼
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
後
に
餅
以
外
の
物
を
根

菓
餅
と
呼
ぶ
様
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

本
願
寺
に
於
け
る
根
菓
餅
の
数
で
す
が
、
蓮

如
上
人
の
時
は
十
二
基
、
本
願
寺
が
門
跡
寺
院

と
な
っ
た
第
十
一
代
の
顕
如
上
人
の
時
は

四
十
八
基
、
そ
し
て
、
十
三
代
の
宣
如
上
人
の

時
に
百
基
と
な
り
、
文
字
通
り
「
百
味
の
御
食
」

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
戦
中
の
物
資
不
足

に
よ
り
、
そ
の
数
が
減
り
、
現
在
は
二
十
基
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

又
、
根
菓
餅
に
は
銀
の
水
引
が
つ
け
ら
れ
ま

す
。
ご
本
山
で
用
い
ら
れ
る
根
菓
餅
に
は
、
上

中
下
三
ヵ
所
に
色
々
な
結
び
方
の
水
引
が
つ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
私
、
こ
の
水
引
の
結
び
方
や

約
束
事
な
ど
を
教
え
て
頂
き
た
い
と
思
い
、
ご

本
山
の
根
菓
餅
作
り
を
伝
承
さ
れ
て
い
る
京
菓

子
司
の
『
末
富
』
さ
ん
を
訪
ね
ま
し
た
。
そ
し

て
、「
祝
儀
袋
や
香
典
袋
に
つ
け
ら
れ
て
い
る

水
引
に
は
、
何
度
あ
っ
て
も
い
い
も
の
に
は
、

ほ
ど
け
や
す
い
蝶
結
び
、
葬
儀
や
結
婚
な
ど
何

度
も
あ
っ
て
ほ
し
く
な
い
も
の
に
は
、
結
び
切

り
と
い
っ
た
約
束
事
が
あ
り
ま
す
の
で
、
根
菓

餅
も
結
び
切
り
に
す
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね
ま

し
た
と
こ
ろ
、「
浄
土
真
宗
の
葬
儀
と
は
、
そ

う
い
う
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
人
生
を
全

う
し
た
ら
、
阿
弥
陀
様
の
お
用
き
に
よ
り
お
浄

土
へ
還
ら
せ
て
頂
き
、
仏
様
と
成
ら
せ
て
頂
く

と
い
う
尊
い
仏
事
で
は
な
い
の
で
す
か
。
そ
ん

な
縁
起
を
担
ぐ
様
な
事
は
し
ま
せ
ん
の
で
、
ど

ん
な
結
び
方
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
第
一
、
浄
土

真
宗
の
お
坊
さ
ん
が
、
そ
ん
な
事
を
言
っ
て
も

ら
っ
て
は
困
り
ま
す
。」
と
、
お
叱
り
を
受
け

ま
し
た
。
お
恥
ず
か
し
い
事
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
念
仏
相
続
な
る
仏
事
と
し
て
の
葬
儀
の
心

が
、
根
菓
餅
の
水
引
の
中
に
も
ち
ゃ
ん
と
伝
承

さ
れ
て
い
る
事
を
、大
変
嬉
し
く
、有
難
く
思
っ

た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

合
掌　

称
六
字　
　

ペ
ン
ネ
ー
ム　

維
摩
教
信　
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第１回新教区準備委員会が高田教務所で開催され、
正副委員長及び常任委員が選定されました！（8/20）

さんじょうたかだ 新教区準備委員会 かわら版第１号 2021年8月発行

第
01
号

2021.08 かわら版
さんじょうたかだ 新教区準備委員会

２年後の２０２３年７月１日の新潟教区発足に向けて、
新教区準備委員会が設置されました！

今後、本誌において協議の進捗状況を逐一お伝えしていきます。

≪委 員 長≫ 青木 仁（三条教区／教区会議長）

≪副委員長≫ 尾﨑秀行（高田教区／教区会議長）

≪常任委員≫

堀川秀道（三条教区／教区会副議長） 藤原 哲 （高田教区／教区会副議長）

田伏研二（三条教区／教区門徒会長） 五味川千秋（高田教区／教区門徒会長）

伊藤猛治（三条教区／教区門徒会副会長） 平野 宏 （高田教区／教区門徒会副会長）

関根正隆（三条教区／参事会員） 森 惠成 （高田教区／参事会員）

山宮修霊（三条教区／参事会員） 岩崎 修 （高田教区／参事会員）

澤 辰雄（三条教区／門徒会常任委員） 村松哲夫 （高田教区／門徒会常任委員）

松尾正行（三条教区／門徒会常任委員）

≪委 員≫

吉藤廣麿（三条教区／参事会員） 渡邉闡壽（高田教区／参事会員）

北島栄誠（三条教区／参事会員） 楠田昌樹（高田教区／参事会員）

関﨑幸孝（三条教区／参事会員） 内山順恵（高田教区／参事会員）

石川 満（三条教区／参事会員） 関 英隆（高田教区／参事会員）

松本雅裕（三条教区／参事会員） 井上一英（高田教区／参事会員）

江口信義（三条教区／門徒会常任委員） 長﨑信子（高田教区／門徒会常任委員）

佐藤 寛（三条教区／門徒会常任委員） 松井俊一（高田教区／門徒会常任委員）

西野 登（三条教区／門徒会常任委員） 岸波敏夫（高田教区／門徒会常任委員）

関矢 隆（三条教区／門徒会常任委員） 阿部利秀（高田教区／門徒会常任委員）

奥田富子（三条教区／門徒会常任委員） 田中栄一（高田教区／門徒会常任委員）

酒井敏子（高田教区／門徒会常任委員）

両両教教区区内内のの皆皆様様かかららももたたくくささんんののごご意意見見ををいいたただだききななががらら、、新新潟潟教教区区発発足足にに向向けけてて上上記記新新
教教区区準準備備委委員員会会委委員員をを中中心心にに協協議議をを進進めめてていいききまますす！！

発行：三条・高田 新教区準備委員会

さんじょうたかだ 新教区準備委員会 かわら版第１号 2021年8月発行

組織・教化・財務の３つの小委員会を設置しました
合意書の合意項目および地方協議会からの引継事項を協議するため、３つの小委員会を設置。
新教区準備委員会委員が各小委員会に構成されたほか、小委員会の協議事項に応じて教区内
の寺院に所属する僧侶・寺族・門徒の中から選定（条例第39条の3第1項第7号による委員）
をいたしました。

組織小委員会 財務小委員会

教化小委員会

主な協議事項
１ 旧教区規程の改正について
２ 諸会議の組織・運営について
３ 真宗学院（2学舎）の継続運営について
４ 現高田教務所の呼称及び事務取扱について
５ 業務計画に応じた輪番・教務所員の

人員配置に関する宗務所との相談
６ 別院に関する協議の場について
７ 組の名称について

主 査：青木仁委員【三条教区】
副主査：五味川千秋委員【高田教区】
委 員：【三条教区】

関根正隆委員、松本雅裕委員
伊藤猛治委員、西野登委員
奥田富子委員
【高田教区】
尾崎秀行委員、楠田昌樹委員
内山順恵委員、田中栄一委員
村松哲夫委員

主な協議事項
１ 教区独自の門徒戸数調査について
２ 御依頼・教区費等の割当基準について
３ 旧教区における特別会計・積立金の扱いについて
４ 各種教化助成金について
５ 特別会計・積立金会計にかかる諸規則について
６ 新教区における予算について

主 査：藤原哲委員【高田教区】
副主査：松尾正行委員【三条教区】
委 員：【三条教区】

山宮修霊委員、吉藤廣麿委員
関﨑幸孝委員、江口信義委員
関矢隆委員
関﨑勝彦委員（三条別院会計）
【高田教区】
渡邉闡壽委員、岩崎修委員
長﨑信子委員、岸波敏夫委員
阿部利秀委員
桃井正尊委員（新井別院責任役員）

主な協議事項
１ 新教区における各組織（教区・組・連組・寺院）の役割について
２ 各教化事業の具体的な実施形態について（既存事業の現状ヒアリング）
３ 合意内容に基づいた教化体制の具体化について (教化委員選出方法を含む)
４ 都市教化の可能性について ７ 教化助成金について
５ 各関係団体の運営方法について ８ 教区教化委員会と別院教化事業との連携について
６ 教学研鑽機関の運営方法について ９ 教化拠点の呼称について

主 査：北條賴宗委員【高田教区】
副主査：田伏研二委員【三条教区】
委 員：【三条教区】堀川秀道委員、北島栄誠委員、石川満委員、佐藤寛委員、澤辰雄委員

池田陽委員（企画委員長）、佐々木惠一郎委員（企画副委員長）
【高田教区】関英隆委員、森惠成委員、井上一英委員、平野宏委員、松井俊一委員、

酒井敏子委員、藤島直委員（教化本部長）、滋野康賢委員（教化副本部長）

教区改編に関するご意見をお聞かせください。
ぜひ、皆さんの声を新教区準備委員会にお届けください。
※ご意見はFAX・メールの他、QRコードをスマホのカメラで読み取りお寄せください→

発行：三条・高田 新教区準備委員会

三条教務所：三条市本町2丁目1-57
TEL：0256-33-2805 FAX：0256-33-2847 mail：sanjo@higashihonganji.or.jp

高田教務所：上越市寺町2丁目24-4
TEL：025-524-3913 FAX：025-524-2645 mail：takada@higashihonganji.or.jp
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さんじょうたかだ 新教区準備委員会

発行：三条・高田 新教区準備委員会

第1回 日時： 9/27（月）会場：三条教務所
第2回 日時：10/28（木）会場：高田教務所

教区改編に関する各事項の具体的協議が
本格的にスタート！

第１回教化小委員会(9/27)が開催され、今
後の取り組みスケジュールが検討されました。
その結果、各教区教化委員会、関係諸団体、

組等からご意見をいただき、2022年2月頃まで
に新教区の教化素案(新教化委員会体制等)策定
を目指すこととなりました。
上記組織に限らず、教区内の御一人でも多くの方からお声をいただき、
素案検討に入っていきたいと考えております。ぜひ下記の連絡先を活
用いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。

第２回教化小委員会(10/28)にて、説明員として本山担当職員を招聘
し、新教区準備委員会常任委員を交え、寺院活性化支援室の説明を聞
きました。
今後も新教区準備委員会にて継続的に説明を受けつつ、支援室設置

に関する協議が行われる見込みです。

新教区教化像検討へ向けた意見聴取開始！

教化小委員会

寺院活性化支援室の説明を聞きました

新教区準備委員会に設置された教化・財務・組織の各小委員会が順次開催
され、委託された項目について協議を進めております！
来たる2022年1月14日には常任委員会を開催し、小委員会の進捗を共有し、
更に詳細を進めます。

教区改編に関するご意見をお聞かせください。
どんな些細な事でも結構です。
ぜひ、皆さんの声を新教区準備委員会にお届けください。
※ご意見はFAX・メールの他、QRコードをスマホのカメラで読み取りお寄せください→

三条教務所：三条市本町2丁目1-57 TEL：0256-33-2805 FAX：0256-33-2847
mail：sanjo@higashihonganji.or.jp

高田教務所：上越市寺町2丁目24-4 TEL：025-524-3913 FAX：025-524-2645
mail：takada@higashihonganji.or.jp

改編に関する
お問い合わせ
はこちらまで

さんじょうたかだ 新教区準備委員会 かわら版第２号 2021年12月発行

。

発行：三条・高田 新教区準備委員会

第1回 日時： 9/21（火） 会場：三条教務所
第2回 日時：10/20（水） 会場：新井別院
第3回 日時：11/15（月） 会場：三条教務所

①①教区独自の門徒戸数調査については、実施要項や調査票（報告書）の
内容について、現三条・高田教区の調査内容の違いを勘案しながら正
確な数値が記入される内容とするために議論を重ね小委員会案を策定。

②②御依頼割当基準については、特に本山経常費について、コロナウイル
スの影響による特別減額がなされる以前の2019年度本山経常費御依頼
額を基準に試算を行い、新教区の割当基準案を定めることとしました。
なお、教区費は本山行財政改革の進捗状況も注視し、必要な金額を算
定しながら今後試算していくことが確認されました。

③③特別会計や積立金の扱いについては、各会計の設置目的や使用用途、
金額の多寡を確認しながら、そのまま新教区へ承継するもの、一度現
教区で協議を要するものなど選別を行いながら、現在精査中です。

上記事項を第4回会議（12/9）で確認し、常任委員会へ報告・提案予定。

財務小委員会

第1回 日時： 9/21（火）会場：三条教務所
第2回 日時：10/26（火）会場：高田教務所 組織小委員会

財務小委員会の主な協議事項である6項目から、
特に以下の3点について優先して協議を進めています。

当小委員会に委託された主な協議事項の進捗は下記の通りです。
旧教区規程の改正について まずは大きく「①両教区に同趣旨の法規が
あるもの」と「②片方の教区にしか法規がないもの」に仕分けし、各法規
それぞれ「改正」「廃止」「新規設定」について検討中です。

諸会議の組織・運営について
教区会…委員会審議の持ち方、通常会会期、参事会員選定方法など協議中。
教区門徒会…会員定数は教区会同数（49人）とし、各組門徒会に振り分
ける会員の選定人数について現在協議中です。

真宗学院（三条・高田２学舎）の継続運営について 新潟真宗学院の設
置に向けて、現在は三条・高田両真宗学院の指導会議及び運営委員会等
で今後の運営の方向性について意見聴取を行っています。

別院に関する協議の場について ３別院合同協議会を開催する前段階と
して、各別院へ聞き取り項目を示して協議・検討を依頼しました。

組の名称について 新教区発足後も現行名称の承継が前提とされていま
すが、同名の組がありますので重複しないように方向性を定める必要が
あるため、該当組組長（両教区第11・12・13組）へ組内の意見集約を依
頼しております（2022/01/14締切）。提出された意見をもとに、組織小
委員会で協議を進めてまいります。

教区改変に向けて
2023年７月発足に向けた教区改編に関する進捗報告については『かわら版』が発行されています。
「よりよい新潟教区づくり」のため、共に考えて、声を出していきましょう！
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2022.01

さんじょうたかだ 新教区準備委員会

1/14に常任委員会を開催し、これまでの各小委員会協議の進
捗状況を確認するとともに、協議項目の課題を共有しました。

旧教区規程の改正
①両教区に同じ趣旨の規則・規程・規約・内規があるもの⇒基本「新潟教区」に残します。
②いずれかの教区にのみ規定されており、新教区での制定について協議が必要な法規
⇒「改正」「廃止」「継続協議」のいずれとするか協議を行い、一定程度の方向性を確認。
諸会議の組織・運営
①教区会…会期１日（午前中開会）・委員会制（予算・決算・特別）。委員会審議後に全体採決。
②教区門徒会…教区会議員数と合わせ会員数は49人以内。各組1人（27人）＋組内寺院数の多い
組から順に１人追加（22人）を基本とします。※2024年4月改選以降の教区門徒会員に適用
③参事会（常任委員会）…参事会9人（正副議長含む）及び常任委員会9人（正副会長含む）を、
三条エリア5人、高田エリア4人の選出とします。申し合わせは、2期ごとに見直し可能。
現高田教務所の呼称・事務取扱
高田教区において協議を行い、その結果を受けて検討を進めます。

今号のかわら版は拡大号としてお届けし、これまでの協議内容と課題を両教区の皆様
と共有することで、今後の協議に向けてたくさんのご意見をいただきたいと思います。

組の名称について
三条・高田両教区で組名が重複する該当組組長（両教区第11・12・13組）へ、「新教区の組の
名称に関する聞き取りについて（依頼）」の文書を10/27付で送付し、組内の意見集約を依頼。
1/14締切で提出された各組の意見を整理し、新教区における組の名称について検討中です。
別院に関する協議の場について
３別院からの聞き取り内容を踏まえて以下の内容を組織小委員会で確認しました。
＊高田別院の輪番人事については、高田別院が要望する「高田教務事務所への次長職の配置と
輪番兼任」の方向性を尊重する。
＊新井別院の要望は基本的に高田別院と同様だが、次長職の指定ではなく「宗務役員の配置と
輪番兼任」と文言が異なるため、新井別院で次長職の輪番兼任について同意を得る。
＊3別院の合同協議の場の設定については、今後時期を見定めて設定をする。
真宗学院（２学舎）の継続運営について
これまで両真宗学院指導会議等にて意見聴取などが進められてきましたが、今後三条と高田の
指導関係者や運営委員会の懇談会を設定し、新教区発足後の方向性について懇談を行います。

財務・教化小委員会の協議に基づき、今後、法規制定等の作業を進める事項
①教化小委員会との連携…教化に必要な組織に関する法規（教区教化委員会規則、関係団体に関する法
規）など、教化小委員会での協議内容を受けた後に条文起草を行います。
②財務小委員会との連携…会計に関連する法規は財務小委員会との連携が必要のため、そちらの協議を
受けて今後協議を進めます。

拡大版

組織小委員会報告

［組織小委員会］
①新教区ホームページへの寺院情報掲載について
教区内全寺院の寺院基本情報（住所・代表者名・電話番号・地図）を掲載します。

②新教区役職者の選定について
新教区発足時に必要な教区役職者（正副議長、正副門徒会長など）は、改編前の

新教区準備委員会で仮役職者を定めておきます。

③教区監事について
改編で４人になる教区監事は、新教区最初の教区会・教区門徒会での旧教区監査報告

後、あらかじめ新教区準備委員会で選定した監事２名を残して他２名は辞任します。

④宗議会議員選挙条例等の改正について
教区内９つの投票区の見直し、現在三条・高田各教区の一部寺院に定められている
郵便投票区域を見直します。

［財務小委員会］
①未納寺院に対する願事停止の申し合わせ事項について
現在、高田教区においては御遠忌や諸建設等の御依頼未納寺院に対する願事停止の

申し合わせが適用されますが、三条教区には同様の申し合わせがないため、新教区で
の取り扱いについて、財務小委員会のみならず新教区準備委員会全体で課題とします。

②三条・高田教区 門徒戸数調査について
新教区の御依頼割当基準策定のため、財務小委員会で作成した調査概要（調査票素案

及びスケジュール等）に基づき、2022年10月15日に両教区において統一の門徒戸数調
査を実施します。

［教化小委員会］
①寺院活性化支援室の設置について（今後の流れの確認）
4/6開催予定の3小委員会合同会において寺院活性化支援室設置についての説明会を

行い、新教区での設置について検討し、年度内の新教区準備委員会で決定します。

②教化素案作成にあたっての予算規模（目安）
現時点で新教区の明確な予算規模が算出できない状況のため、現在の両教区の

教化費の合算額を上限目安として検討します。

③教化関連団体の運営方針について
今まで通りの教化活動を希望する傾向が多い中、教区助成金に対する会計の明朗化

や自主的な事務取扱について、今後も継続して懇談を行い方向性を定めます。

教区改編に関するご意見をお聞かせください。
どんな些細な事でも結構です。
ぜひ、皆さんの声を新教区準備委員会にお届けください。
※※ご意見はFAX・メールの他、右のQRコードをスマホのカメラで読み取ると
回答フォームにアクセスできます。是非ご利用ください。

三条教務所：三条市本町2丁目1-57 TEL：0256-33-2805 FAX：0256-33-2847
mail：sanjo@higashihonganji.or.jp

高田教務所：上越市寺町2丁目24-4 TEL：025-524-3913 FAX：025-524-2645
mail：takada@higashihonganji.or.jp

＊常任委員会で確認された方向性に基づき協議を進める事項について

改編に関する
お問い合わせ
はこちらまで
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新潟教区発足までの今後のスケジュール ※予定は変更になる場合があります。
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第２号でお知らせの通り、昨年10月から12月にかけて
教化小委員会では三条・高田両教区の教区教化委員会や
各組、教化関連団体（坊守会や推進員連絡協議会等）、
教学研鑽機関（三条教区教化センター、聞思学場）らに
対して、新教区への要望や希望する運営形態について聞
き取りを行ってきました（右記写真㊦：坊守会の様子）。
その聞き取りが終了し、2021年12月23日に開催された第
3回教化小委員会にて、その内容の確認が行われました。
（右記写真㊤）
頂戴した皆様からのご意見は、本誌添付資料（※1）の
ようにまとめ、委員一人一人、現場の率直な声として受
け止めさせていただきました。
その上で、会議中において今後教化素案を検討するに
あたり、以下の点について確認されました。

教化小委員会報告

教化小委員会主査の交代について 第 3 回教化小委員会（12/23 開催）にて、北條賴宗前主査（高田教区
第６組照行寺）より、一身上の都合により役職を辞したいという申し出があり、教化小委員会としてはそ
の旨を了承しました。なお後任については、森惠成氏（高田教区第８組善巧寺）が教化小委員会において
互選され、新主査にご就任いただいております。

※※1 添付資料『新教区へ向けた第1回意見聴取 とりまとめ』
教化小委員会で各教区の意見を確認するためにまとめた資料を元に、全寺院向けに個人名や組名などを伏せるな
ど一部編集したものです。
当初は新教区準備委員会の内部資料とする予定でしたが、教化小委員会では改編に関する協議内容を教区内の皆
さんと積極的に共有するべきであると考え、添付資料という形で今回共有させていただく事といたしました。

財務小委員会報告

①教区独自の門徒戸数調査…調査票の作成、スケジュール策定
2022年10月15日を実施日と定め、実施要項の作成を進めています。これまで両教区で独自に取り組ま
れてきた調査における門徒戸数の定義が違うことから、その差異を埋めていく必要があります。その
ため設問内容は全国門徒戸数調査の設問を参考にしながら策定しております。
調査にあたっては「御依頼割当の是正」「財政基盤の安定」「現況把握と教化の推進」を調査の目的と
願いとし、両教区でこれまで取り組まれてきた調査の３原則「自主申告制の原則」「公開の原則」「調査
継続の原則」を大切にしていく内容といたします。

②本山経常費・教区費等の割当基準…門徒戸数調査結果に応じた割当基準の作成
教区独自の門徒戸数調査結果を用いた、「門徒戸数（指数）割」と教区内寺院に斉しく同じ基準で割当す
る「寺院均等割」の２つの要素を用いて基準を定めることが確認されました。その割合については、複数
の基準案によって試算を行い、大まかな方針を策定し検討しています。また、改編合意事項でも確認され
ている通り、現行の御依頼額との増減を試算し、3年間の移行措置を講じていきます。
なお、教区費については、宗派が取り組む宗務改革（行財政改革）における交付金の在り方が大きく変わ
ることが予想されること、新教区内三別院への助成方法のあり方が定まっていないことなどから、現段階
で新教区に必要な教区費の金額を算定することは困難であること、また、本山経常費を含めた寺院にかか
る御依頼を総合的に把握しながら策定する必要があることなどから、現時点で具体的な方針策定は行わず、
しかるべき時期に改めて協議することを確認しました。
③旧教区における特別会計・積立金の扱い…特別会計・積立金の精査
両教区の諸会計・積立金の運用状況や金額を確認し、精査を進めました。基本的には全て新教区が承継
していきますが、現在両教区で大きく保有金額の違う会計については、新教区発足前に現教区でその取扱
を協議することとしたいと考えています。

④各種教化助成金…組教化助成金、所属団体助成金等
教化小委員会において組や各種団体に対する聞き取りが行われております。今後教化小委員会としての方
針や要望を受けて、試案を作成していきたいと思います。

⑤特別会計・積立金会計にかかる諸規則について…各会計にかかる諸規則の作成（共済制度など）
今後事務局において作業を進めていきます。
特に、共済制度については、火災や自然災害などの寺院建物被害に特化した内容で策定していくことし、
人への共済は内容を精査したうえで、一般会計で支出していくことが検討されております。

⑥新教区における予算
事務局において今後作業を進めていきます。なお、教化予算については両教区の教化に関する予算規模を
基準に教化小委員会の方針を策定いただいたうえで進めていきます。

財務小委員会に付託された事項について継続協議中です。現時点での方針を以下の通りお知らせします。
より詳細な内容については、今後教区改編委員会に提示した後、全寺院へお知らせする予定です。

その他、上記項目に含まれない財務関連事項についても今後鋭意協議を進めてまいります。

①聞き取った声を可能な限り反映させ、素案を検討する。→現状を維持したいという大きな傾向がある。
②新教区での教化関係団体の運営にあっては、当事者での自主的な運営を原則とし、必要な経費は助成し
ていくが、その助成が必要な根拠並びに結果を事業計画・報告で適切に報告してもらうことを願いとする。
③寺院活性化支援室については、継続して新教区準備委員会（常任委員会）において協議が進められる。
④宗派の行財政改革によって交付金制度等の見直しが進められており、現時点において明確な予算規模を算
出することは不可能である。しかし検討を進めなくてはならないので、現在の両教区の教化費の合算額を
上限目安として素案を検討する。
⑤素案完成後、各小委員会と意見交換を行いつつ、関係組織に対して再度意見聴取を実施していく。
⑥教化体制、助成金等も含んだ上で可能な限り具体的な素案を作る。→具体的な内容が示されないと議論が
進捗しない。
上記確認内容をしっかりと踏まえ、現在教化素案を鋭意協議中（3月末完成予定）であり、今後はその素
案を基本として、さらに意見交換を進めていく見通しとなっています。
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　お寺の事務で欠かせないものが毎年の会計処理です。手作業ではなかなか
大変なものですが、パソコンを利用すれば効率がアップします。今回は事務処理
に必須な表計算ソフトウェアである「EXCEL（エクセル）」について解説します。

ネットDE 仏教
教区ホームページ連動企画『響流』～ＷＥＢ版～

今回の記事
  第６回  　EXCEL活用術！（１）

〈高田教区ホームページアドレス　⇒  http://takada-kyoku.jp〉 
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。
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さ
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。
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葉
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ど
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。
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・
オ
ミ
ク
ロ
ン　

玄
関
先
で　
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さ
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ろ
の
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川
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晴
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て
み
て
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い
か
が
で
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ょ
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。

み
な
さ
ま
の
声
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　
『
響
流
』
に
対
す
る
ご
意
見
、
ご
要
望
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
各
コ
ー
ナ
ー
に
ご
応
募
お
待
ち
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て
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す
。
高
田
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務
所
に
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た
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付
箱
、
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下
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ー
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ア
ド
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て
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け
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。
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り
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く
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教
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報
に
す
る
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様
の
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お
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り
ま
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。

高田教務所（響流担当宛）
takada@higashihonganji.or.jp

高田教区のホームページ（http://takada-kyoku.jp）よりバックナンバーが閲覧できますのでそちらの方もご覧ください。 12
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