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浄
敬
寺

じ
ょ
う
き
ょ
う
じ

だ
よ
り 

 
 
 

 

 

 

【 

法
語 

】 
 

法 ほ
う

敬
坊

き
ょ
う
ぼ
う

、
九
十
ま
で
存
命
そ
う
ろ
う
。 

「
こ
の
と
し
ま
で
聴
聞

ち
ょ
う
も
ん

も
う
し
そ
う
ら
え
ど
も
、 

こ
れ
ま
で
と
存
知

ぞ

ん

じ

た
る
こ
と
な
し
。 

あ
き
た

 
 

り
も
な
き
こ
と
な
り
」
と
、 

も
う
さ
れ

 

そ
う
ろ
う
。 

 

 
 

 
 

 
   

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
四
七 

真
宗
聖
典
八
六
四
項 

 
 

 

【 

意
訳
・
解
説 

】 
 

浄
敬
寺
の
本
堂
の
再
建
当
時
か
ら
大
変
お
世
話
に
な
り
、
長
ら
く
総
代

を
務
め
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
が
昨
年
お
浄
土
に
還
ら
れ
、
通
夜
葬
儀
を

通
し
て 

そ
の
生
き
様
を
お
聞
き
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
様
々
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
そ
の
方
々
の
穏
や
か
さ
や
懐
の
広
さ
、
人
生
を
退

屈
さ
せ
な
い
行
動
力
の
背
景
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

右
は
、
蓮
如
上
人
の
御
言
葉
を
ま
と
め
た
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞

書
』
の
法
語
で
す
。
蓮
如
上
人
の
お
話
を
よ
く
聞
い
て
お
ら
れ
た
法
敬
坊

は
、
当
時
と
し
て
は
と
て
も
ご
長
寿
で
九
十
歳
を
過
ぎ
て
も
ご
存
命
で
し

た
。
「
こ
の
歳
ま
で
仏
法
を
聴
聞
し
続
け
て
き
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
分

か
っ
た
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
聞
き
飽
き
た
と
い
う
こ
と
も
な

い
」
と
、
仰
っ
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
命
あ
る
限
り
煩
悩
を
離
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
人
間
の
本
質
を
見
抜
き
、
そ
の
私
た
ち
に
対
し
て
説

か
れ
た
仏
教
に
は
、
人
生
を
退
屈
さ
せ
な
い
力
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。 
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２ 

☆
巻
頭
法
話
☆ 

暮
れ
に
い
た
だ
く
年
賀
欠
礼
は
が
き
も
心
な
し
か
年
々
増

え
て
、
か
つ
年
齢
も
近
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ

ら
れ
ま
す
。
諸
行
無
常
が
世
の
習
い
と
は
い
え
、
寂
し
さ
も

つ
の
っ
て
く
る
気
持
ち
が
し
て
き
ま
す
。
コ
ロ
ナ
の
た
め
に

４
年
間
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
市
役
所
Ｏ
Ｂ
会
に
出
席
し
ま
し

た
が
、
こ
の
間
に
他
界
さ
れ
た
方
も
多
く
、
黙
祷
の
間
に
改

め
て
生
き
て
い
る
こ
と
の
不
思
議
さ
、
有
難
さ
も
思
わ
さ
れ

た
こ
と
で
し
た
。 

新
年
早
々
暗
い
話
で
恐
縮
で
す
が
、
昨
年
十
一
月
十
三
日

に
、
私
の
大
学
時
代
か
ら
の
友
人
（
先
輩
で
す
が
）
が
命
終

さ
れ
ま
し
た
。
七
十
三
歳
で
し
た
。
一
昨
年
十
月
二
十
八
日
、

二
十
九
日
と
近
県
の
Ｏ
Ｂ
の
方
々
４
人
で
全
国
旅
行
支
援
を

利
用
し
て
宇
奈
月
温
泉
に
行
っ
て
き
た
記
憶
も
新
し
い
中
、

後
に
聞
け
ば
昨
年
４
月
頃
か
ら
体
調
を
崩
し
、
検
査
の
結
果

「
骨
髄
異
形
症
候
群
」
と
い
う
難
病
だ
っ
た
ら
し
く
、
昨
年

十
一
月
二
日
に
最
後
の
入
院
し
て
間
も
な
い
命
終
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
学
生
時
代
、
同
じ
ア
パ
ー
ト
で
部
屋
こ
そ
違
え
、

貧
乏
生
活
を
共
に
し
て
き
た
仲
で
し
た
。
帰
郷
後
は
旧
吉
川

町
、
山
直
海
「
専
徳
寺
」
と
い
う
そ
れ
は
大
き
な
お
寺
の
ご

住
職
で
し
た
が
、
柏
崎
に
遊
び
に
来
て
は
共
に
盃
を
交
わ
し

ま
し
た
。
寺
の
住
職
と
い
う
役
目
柄
、
数
々
の
ご
葬
儀
を
執

行
し
、
そ
の
都
度
悲
し
い
思
い
を
経
験
し
て
き
て
は
い
ま
し

た
が
、
さ
す
が
に
こ
の
度
の
葬
儀
は
心
に
大
き
な
穴
が
開
い

た
思
い
で
し
た
。
御
葬
儀
で
拝
読
す
る
御
文
に
「
白
骨
の
御

文
」
が
あ
り
ま
す
。
も
う
何
度
と
な
く
拝
読
し
て
き
た
御
文

で
は
あ
り
ま
す
が
、
果
た
し
て
そ
の
真
髄
を
い
た
だ
け
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
「
朝
に
は
紅
顔
あ
っ

て
夕
べ
に
は
白
骨
と
な
れ
る
身
な
り
」
五
百
年
以
上
も
昔
か

ら
読
ま
れ
て
き
た
こ
の
御
文
が
、
今
現
在
の
私
た
ち
の
身
の

上
に
何
も
変
わ
る
こ
と
な
く
起
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
こ
そ
が
私
た
ち
の
身
の
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
し
ょ
う
。
一
年
間
楽
し
く
見
て
き
た
大
河
ド
ラ
マ
も
先
日

終
わ
り
ま
し
た
。
数
々
の
歴
史
を
色
取
っ
て
き
た
英
雄
た
ち

も
今
で
は
語
り
話
の
中
で
し
か
知
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

長
い
歴
史
の
中
の
ほ
ん
の
一
時
を
生
き
て
い
る
私
た
ち
で
す

が
、
そ
の
中
で
喜
ん
だ
り
、
悩
ん
だ
り
、
怒
っ
た
り
、
そ
の

時
そ
の
時
を
懸
命
に
生
き
て
い
ま
す
。
い
つ
か
は
終
わ
る
と

分
か
っ
て
い
る
人
生
で
あ
っ
て
も
、
私
た
ち
は
与
え
ら
れ
た

今
を
生
き
て
い
る
の
で
す
。
白
骨
の
御
文
は
た
だ
人
間
の
は

か
な
さ
を
憂
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
御
文
の
後
半
に

「
さ
れ
ば
人
間
の
は
か
な
き
事
は
、
老
少
不
定
の
さ
か
い
な

れ
ば
、
た
れ
の
人
も
早
く
後
生
の
一
大
事
を
心
に
か
け
て
、

阿
弥
陀
仏
と
ふ
か
く
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
申
す
べ
き

も
の
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
人
の
命
に
は
年
齢
の
多
少
の
定

め
は
無
い
の
だ
か
ら
、
仏
様
の
教
え
を
い
た
だ
き
、
自
分
が

今
を
ど
う
生
き
る
か
が
大
切
な
の
で
す
よ
、
と
教
え
て
く
だ



 

３ 

さ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
「
私
が
今
こ
こ
に
生
き
て
い

る
不
可
思
議 

そ
れ
以
上
の
不
思
議
が
何
処
に
あ
る
と
い
う

の
だ
ろ
う
」
亡
き
方
は
、
私
た
ち
に
い
の
ち
の
姿
を
身
を
賭

し
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
「
余
生
」
と
は
余
り
の
人

生
で
は
な
く
余
す
こ
と
な
く
い
た
だ
く
人
生
で
あ
る
と
お
聞

き
し
ま
し
た
。
今
年
一
年
、
皆
様
の
お
力
を
お
借
り
す
る
こ

と
が
様
々
出
て
参
り
ま
す
が
、
浄
敬
寺
住
職
と
し
て
の
お
仕

事
を
精
一
杯
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
何

卒
ご
協
力
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

合
掌 

 

（ 

住 

職 

） 

 
       

☆
庫
裡
便
り 

 

◎
庫
裡
改
修
に
つ
い
て 

慶
応
三
年
（
江
戸
時
代
終
わ
り
頃
）
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
し
ま
っ

た
本
堂
と
庫
裡
。
仮
本
堂
兼
庫
裡
と
し
て
今
の
建
物
が
建
て
ら
れ
た
そ
う

で
す
。 

平
成
三
年
、
御
門
徒
の
総
意
で
本
堂
が
再
建
さ
れ
、
御
本
尊
様
を
お
移

し
し
て
か
ら
旧
お
内
陣
は
応
急
措
置
を
し
て
い
た
だ
い
て
、
中
座
敷
と
し

て
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
旧
内
陣
の
隣
は
中
二
階
の
部
屋
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
は
昔
、
御
門
徒
の
方
や
学
校
の
先
生
が
下
宿
を

し
た
り
、
住
職
の
部
屋
だ
っ
た
り
と
、
寺
族
の
生
活
を
支
え
た
大
切
な
場

所
だ
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
現
在
は
物
置
と
し
て
使
っ
て
い
ま
す
が
、

老
朽
化
が
進
み
、
二
十
年
程
前
、
天
井
や
壁
に
パ
ネ
ル
を
張
り
、
畳
を
フ

ロ
ー
リ
ン
グ
に
し
た
り
し
て
対
応
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
地
震
等

で
風
が
吹
く
度
に
砂
埃
で
ザ
ラ
ザ
ラ
に
な
る
状
態
で
す
。
建
物
全
体
が
耐

震
性
が
弱
く
、
今
後
の
維
持
管
理
を
考
え
て
も
、
是
非
と
も
改
修
工
事
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
、
新
年
一
月
中
に
は
住
職
よ
り
正
式
に
御
依
頼
状

が
発
送
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
何
卒
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

  

◎
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た 

千
晶
は
十
月
二
十
二
日
～
一
週
間
、
東
京
六
本
木

の
俳
優
座
劇
場
で
「
検
察
側
の
証
人
」
に
出
演
し
ま

し
た
。
柏
崎
か
ら
も
観
劇
に
行
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方

が
あ
り
、
本
人
は
と
て
も
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
十
一
月
二
十
五
日
柏
崎
小
学
校
一
五
〇
周
年
の
朗
読
劇
に
も
出
演

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

次
の
出
演
予
定
作
品
を
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

＊
「
紛
争
地
域
か
ら
生
ま
れ
た
演
劇
シ
リ
ー
ズ
」 

『
Ｂ
ａ
ｄ 

Ｒ
ｏ
ａ
ｄ
ｓ ―

悪
路―

 

』 

一
月
二
十
日
（
土
）
～
二
十
一
日
（
日
）
三
ス
テ
ー
ジ 

り
ゅ
ー
と
ぴ
あ
新
潟
市
民
芸
術
文
化
会
館
ス
タ
ジ
オ
Ｂ
に
て 

 

＊
映
画
「
Ｇ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｎ
Ａ 

ぎ
な
ぎ
な
」 

 
 

二
月
三
日
～
九
日 

上
越
市
高
田
世
界
館
に
て
上
映 

 
 

 
 

三
日
・
四
日 

舞
台
挨
拶
登
壇
予
定 

 

＊
良
寛
記
念
館 
朗
読
会 

 
 

三
月
二
十
四
日
（
日
）
十
四
時
～ 

 

浄
敬
寺
の
日
々
の
出
来
事
か
ら 

坊
守
の
所
感
を
お
伝
え
し
ま
す
。 



 

４ 

☆
二
〇
二
三
年
後
半
を
振
り
返
っ
て 

 
◎
秋
彼
岸
（
お
中
日
・
九
月
二
十
三
日
）
法
話 

住
職 

住
職
か
ら
法
話
の
後
、
勤
行
・
お
と
き
が
あ
り
ま
し
た
。
春
の
お
彼
岸
か

ら
手
作
り
の
お
と
き
が
復
活
。
大
事
に
伝
え
て
い
き
た
い
仏
事
が
回
復
し
た

こ
と
を
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
お
申
し
込
み
は
不
要
で
す
の
で
、
お
彼
岸

の
中
日
に
は
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 ◎
三
条
別
院
お
取
り
越
し
報
恩
講
団
体
参
拝
（
十
一
月
六
日
） 

久
々
に
組
で
の
団
参
を
組
み
、
お
参
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

本
山
か
ら
お
鍵
役
を
お
迎
え
し
た
荘
厳
な
入
楽
法
要
に
遇
い
、
法
話
は
「
三

河
す
ー
ぱ
ー
絵
解
き
座
」
の
井
野
優
介
氏
に
よ
る
絵
解
き

法
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。
御
絵
伝
に
描
か
れ
た
内
容
を

解
説
さ
れ
な
が
ら
、
親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
を
問
い
尋
ね
る

こ
と
、
報
恩
講
を
勤
め
る
こ
と
の
大
切
な
意
味
を
お
話
し

い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
と
き
に
は
報
恩
講
弁
当
を
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
、
コ
ロ
ナ
前
の
形
に
お
お
よ
そ
戻
っ
て
お

勤
ま
り
に
な
っ
た
お
取
り
越
し
報
恩
講
で
し
た
。 

 

◎
有
縁
講
（
十
一
月
十
四
～
十
五
日
） 

 

今
年
の
有
縁
講
の
講
師
は
仏
典
童
話
作
家
の
渡
邊
愛
子

先
生
で
し
た
。
イ
ン
ド
の
民
族
衣
装
の
サ
リ
ー
に
着
替
え

ら
れ
、
童
話
の
中
か
ら
「
い
の
ち
の
重
さ
」
の
お
話
を
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
仏
典
童
話
（
ジ
ャ
ー
タ
カ
）
は
、

イ
ン
ド
の
民
話
に
も
な
っ
て
い
る
お
釈
迦
様
の
過
去
世
の

物
語
で
す
。 

 

こ
の
度
同
朋
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
お
話
が
「
仏
典
の
星

ぼ
し
」
と
い
う
絵
本
に
な
り
ま
し
た
。
本
棚
に
あ
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
お
読
み
く
だ
さ
い
。  

（
坊
守
・
記
） 

 

◎
年
末
法
話
会
（
十
二
月
十
一
日
）   

法
話 

田
澤 

一
明 

 

師 
 

「
苦
悩
の
旧
里
は
す
て
が
た
く ―

『
歎
異
抄
』
第
九
章
に
学
ぶ―

」 

「
歎
異
抄
」
の
第
九
章
は
、
「
歎
異
抄
」
の
著
者
と
云
わ
れ
る
唯
円
が
日
頃
疑
問

に
感
じ
、
ど
う
し
て
も
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
親
鸞
聖
人
に
質
問
す
る
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
唯
円
の
質
問
に
対
し
親
鸞
聖
人
は
、
実
に
丁
寧
に
応
え
ま

す
。
田
澤
先
生
は
、
そ
の
や
り
取
り
か
ら
、
師
か
ら
弟
子
に
お
念
仏
の
教
え
が
伝

わ
る
、
血
脈
を
感
じ
る
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
故
、
「
歎
異
抄
」
は
「
体
温
の
書
」
と

云
わ
れ
る
そ
う
で
す
。 

 

唯
円
は
親
鸞
聖
人
に
二
つ
の
疑
問
を
話
し
ま
す
。
先
ず
、
お
念
仏
の
教
え
を
聞

い
て
も
以
前
の
様
に
、
感
動
し
な
い
こ
と
。
次
に
、
早
く
お
浄
土
に
生
ま
れ
た
い

と
い
う
気
持
ち
が
起
き
な
い
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
こ
ろ
は
、
ど

う
し
た
ら
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
の
が
唯
円
の
質
問
で
す
。
そ
の
質

問
に
対
し
、
親
鸞
聖
人
は
、
驚
く
こ
と
に
「
自
分
も
唯
円
と
同
じ
こ
こ
ろ
で
あ
る
」

と
答
え
る
の
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
お
念
仏
の
教
え
を
聞
い
て
躍
り
上
が
る
よ
う
な
感
動
が
な
い
の
は
、

煩
悩
が
働
い
て
い
る
か
ら
と
説
明
し
ま
す
。
我
々
は
、
生
ま
れ
て
こ
の
方
こ
れ
ま

で
、
ず
っ
と
煩
悩
の
働
き
の
中
で
生
き
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
生
ま
れ
た
ふ
る

さ
と
を
捨
て
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
煩
悩
の
ふ
る
さ
と
（
旧
里
）
を
捨
て
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
、
と
言
い
ま
す
。
阿
弥
陀
様
は
、
そ
ん
な
煩
悩
の
旧
里
を
捨
て
ら
れ
な

い
凡
夫
を
、
特
に
憐
れ
ん
で
本
願
を
お
こ
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
我
々
の
煩
悩

の
働
き
が
顕
か
に
な
る
の
は
、
阿
弥
陀
様
が
本
願
を
呼
び
掛
け
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
の
煩
悩
が
顕
か
に
な
る
こ
と
は
、
本
願
に

よ
っ
て
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
逆

に
、
お
念
仏
の
教
え
を
聞
い
て
毎
回
、
躍
り
上
が
る
よ
う
な

感
動
を
し
て
、
早
く
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
人
が
い
た

ら
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
、
と
言
い
ま
す
。 

『
歎
異
抄
』
第
九
章
が
示
す
通
り
、
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯

と
は
、
お
念
仏
の
教
え
の
中
で
、
自
ら
の
煩
悩
の
働
き
を
訊

ね
る
ご
生
涯
で
あ
っ
た
と
お
教
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

（
当
院
・
記
） 



 

５ 

☆
二
〇
二
四
年
前
半
の
行
事
予
定
（
参
加
お
申
込
み
不
要
） 

  

一
月
一
日 

 
 

修
正
会
勤
行 

午
前
六
時
よ
り
本
堂 

 

一
月
一
～
二
日 
年
始
参 

＊
真
宗
門
徒
の
一
年
は
御
本
尊
へ
の
お
参
り
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 一
月
十
三
日
（
土
）
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

  

二
月 

十
日
（
土
）
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

  

三
月 

九
日
（
土
）
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

  

三
月
十
六
日
（
土
）
第
十
組
同
朋
会
報
恩
講 
於
産
業
文
化
会
館 

 
 

＊
法
話 

藤
原
千
佳
子 

氏
（
金
沢
教
区
浄
秀
寺
前
坊
守
） 

 
 

＊
参
詣
に
つ
い
て
は
別
途
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。
合
唱
団
と
し
て

ご
参
加
い
た
だ
け
る
方
を
随
時
募
集
し
て
お
り
ま
す
。 

  

三
月
十
七
～
二
十
三
日 

春
彼
岸 

 
 

お
中
日
二
十
日
（
春
分
の
日
）
午
前
十
時
半
～
法
話
勤
行 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

お
と
き
は
お
持
ち
帰
り
予
定 

  

四
月
十
三
日
（
土
）
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

  

五
月
十
一
日
（
土
）
報
恩
講
お
引
き
上
げ
準
備
会 

午
後
一
時
よ
り 

 
 

＊
仏
具
の
お
磨
き
・
境
内
清
掃 

等
に
ご
協
力
く
だ
さ
い 

  

五
月
二
十
一
日
（
火
）
報
恩
講
お
引
き
上
げ 

午
前
十
時
よ
り 

 
 

＊
法
話 

今
泉 

温
資 

師
（
新
潟
市
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

お
と
き
は
お
持
ち
帰
り
予
定 

 
 

 

六
月 

八
日
（
土
）
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 

  

六
月
二
十
二
日
（
土
）
仏
教
文
化
講
演
会 

於 

ア
ル
フ
ォ
ー
レ 

 
 

＊
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー 

や
な
せ
な
な 

氏 

（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
教
恩
寺
住
職
） 

 
 

 

七
月
十
四
・
十
五
日
（
日
・
月
） 

盆
参
会
（
盆
内
）
午
前
十
時
半
～ 

＊
法
話
・
勤
行
後
、
両
日
と
も
お
と
き
は
持
ち
帰
り
に
な
り
ま
す 

 
 

 
 

 
  

八
月
四
日
（
日
） 

夏
休
み
お
楽
し
み
会
（
子
ど
も
会
）
午
後
四
時
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

八
月
十
三
～
十
六
日
（
火
～
金
） 

お
盆 

 
 

＊
十
三
日
午
前
六
時
～
勤
行 

  

定
例
法
話
会…

『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会
（
シ
ー
ズ
ン
Ⅱ
）
の
ご
案
内 

二
〇
二
四
年
一
月
か
ら
の
『
歎
異
抄
』
を
読
む
会
は
、
最
初
に
戻
り
、 

再
出
発
い
た
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 
・
基
本
的
に
第
二
土
曜
日
午
前
九
時
よ
り 

・
内
容 

『
歎
異
抄
』
の
解
説
、
正
信
偈
の
お
勤
め 

（
終
了
後
、
さ
さ
や
か
な
茶
話
会
あ
り
） 

・
持
ち
物 
赤
本
・
念
珠
・『
歎
異
抄
』
の
テ
キ
ス
ト 

 
 

 



 

６ 

ちょっこら 

Q＆A

通
夜
と
葬
儀
を
本
堂
に
て
執
り
行
い
、
葬
儀
の
後
に

献
花
・
最
後
の
お
別
れ
を
し
て
出
棺
と
な
り
ま
す 

☆
真
宗
門
徒
の
豆
知
識 

 
浄
土
真
宗
の
教
え
に
つ
い
て
の
疑
問
や
お
参
り
し
て
い 

て
不
思
議
に
思
う
こ
と
。
ま
た
、
こ
ん
な
時
ど
う
し
た
ら 

い
い
の
？
と
ご
質
問
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

皆
さ
ん
と
共
有
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

Ｑ
１
、『
法
要
の
と
き
に
僧
侶
が
扇
子
を
落
と
す
の
は
何
故
？
』 

Ａ
、
扇
子
は
中

啓

ち
ゅ
う
け
い

と
言
い
、
落
と
す
理
由
は
合
図
で
す 

 

こ
れ
は
、
法
要
に
お
参
り
さ
れ
た
方
か
ら
よ
く
い
た
だ
く
質
問
で
す
。 

法
要
事
に
勤
行
を
す
る
僧
侶
が
着
座
す
る
場
所
は
、
内
陣

な
い
じ
ん

竪 た
て

畳
じ
ょ
う

と
外
陣

げ

じ

ん

（
＊
）

が
あ
り
、
大
き
な
法
要
に
な
る
と
大
勢
の
僧
侶
が
順
番
に
出
仕
し
ま
す
。
先
に
外

陣
に
座
る
僧
侶
、
そ
の
後
は
内
陣
に
座
る
僧
侶
が
出
仕
し
て
い
ま
す
。
法
要
に
よ

っ
て
は
、
参
詣
席
か
ら
は
見
え
な
い
後
堂

ご
う
ど
う

（
＊
）
に
式 し

き

支
配

し

は

い

と
い
う
役
割
で
法
要

全
体
を
執
り
仕
切
る
方
が
お
ら
れ
、
出
仕
や
掛
役
（
＊
）
の
僧
侶
は
式
支
配
の
方

の
指
示
で
動
い
て
い
ま
す
。
法
要
の
は
じ
ま
り
に
僧
侶
が
出
仕
す
る
際
は
、
式
支

配
は
中
啓
を
落
と
し
た
「
パ
タ
ン
」
と
い
う
音
を
聞
い
て
、
今
案
内
し
た
僧
侶
が

座
に
つ
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
す
。 

つ
ま
り
、
出
仕
の
際
に
僧
侶
が
中
啓
を
落
と
す
の
は
、
「
座
に
着
き
ま
し
た
」
と

い
う
こ
と
を
伝
え
る
合
図
で
す
。 

 

＊
内
陣

な
い
じ
ん

と
外
陣

げ

じ

ん…

真
宗
の
寺
院
は
内
陣
を
浄
土
の
世
界
に
見
立
て
て
い
ま
す
。
法

要
の
際
に
内
陣
の
畳
に
座
す
る
僧
侶
は
、
仏
の
説
法
の
座
に
集
う
菩
薩

の
役
割
り
を
担
い
、
外
陣
に
座
す
る
僧
侶
は
娑
婆
世
界
か
ら
仏
の
徳
を
、

声
を
も
っ
て
讃
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。 

＊
後
堂

ご
う
ど
う…

本
堂
の
御
本
尊
の
後
ろ
扉
を
後
門

ご
う
も
ん

・
そ
こ
に
続
く
廊
下
を
後
堂

ご
う
ど
う

と
呼
び

ま
す 

＊
掛
役

か
か
り
や
く…

法
要
中
に
蝋
燭
の
立
て
替
え
、
御
和
讃
を
の
せ
た
和
讃

わ

さ

ん

卓
じ
ょ
く

や
必
要
な

お
道
具
を
運
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
役
目
を
担
う
方
の
こ
と
で
す 

Ｑ
２
、『
お
盆
や
お
正
月
の
お
寺
参
り
や
お
墓
参
り
は
ど
う
す
る
の
？
』 

 

Ａ
、
一
年
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
お
正
月
に
は
、
御
本
尊
（
阿
弥
陀
如
来
）
の
い
ら
っ

し
ゃ
る
手
次
寺
の
本
堂
に
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
。
お
盆
に
も
ご
先
祖
を
縁
と
し

て
お
集
ま
り
に
な
る
方
々
、
寺
の
本
堂
・
阿
弥
陀
様
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 
 

こ
れ
は
子
育
て
の
同
士
で
あ
っ
た
マ
マ
友
か
ら
の
質
問
で
す
。
「
親
を
送
る
こ
と

に
な
っ
て
、
う
ち
真
宗
大
谷
派
な
ん
だ
け
ど
ど
う
し
た
ら
い
い
か
な
ぁ
」…

と
尋

ね
て
く
れ
ま
し
た
。
歳
上
の
兄
が
い
る
先
輩
マ
マ
で
し
た
の
で
、
私
が
育
児
相
談

に
乗
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
断
然
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
お
互
い
に
少
々
歳
を
重
ね
、

育
児
相
談
が
仏
事
相
談
に
変
わ
り
ま
し
た
。 

 

真
宗
門
徒
で
あ
る
こ
と
の
欠
か
せ
な
い
要
素
は
『
念
仏
申
す
生
活
』
で
す
。 

自
分
本
位
に
し
か
生
き
ら
れ
な
い
私
に
、
私
と
世
界
、
私
と
他
者
、
私
と
歴
史
や

先
祖…

等
の
繋
が
り
を
回
復
さ
せ
る
呼
び
か
け
が
お
念
仏
で
す
。
一
年
の
は
じ
ま

り
や
ご
先
祖
を
縁
と
し
て
、
御
本
尊
の
前
に
身
を
据
え
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い

ま
す
。 

 

Ｑ
３
、『
お
寺
で
お
葬
儀
は
で
き
ま
す
か
？
』 

 

Ａ
、
勿
論
で
す
。
既
に
お
受
け
し
て
い
る
ご
法
事
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
り
、
少
々
日

程
調
整
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ご
希
望
の
形
で
大
事
な
方
を
お

送
り
で
き
る
よ
う
に
、
で
き
る
限
り
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

  

年
末
に
浄
敬
寺
の
本
堂
に
て
葬
儀
を
執
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
遺
族

の
了
解
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

        

 
通
夜
ま
で
の

間
は
庫
裡
に

ご
尊
骸
を
安

置
し
、
通
夜

前
に
本
堂
へ 

庫
裡
を
控

室
と
し
て

ご
利
用
く

だ
さ
い 



 

７ 

☆2023 年 8 月 8 日 総代・世話人会議 

栗原設計士の説明を受けながら現況確認 

☆8 月 29 日撮影  

床下の現況確認 

 

砂地の上に大き

な束石の基礎 

＊
工
事
の
概
要 

浄
敬
寺
庫
裡
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
工
事 

施
工
床
面
積･･･

約
二
〇
〇
㎡
（
約
六
〇
坪
） 

 

＊
改
修
工
事
の
主
な
内
容
（
基
本
方
針
） 

 

①
古
く
な
り
劣
化
し
た
屋
根
瓦
や
外
壁
を
交
換
し
、
建
物
の
耐
久
性
を

高
め
る 

 

②
筋
か
い
を
入
れ
た
壁
を
新
設
し
、
建
物
の
耐
震
性
を
高
め
る 

 

③
床
下
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
基
礎
を
新
設
し
、
建
物
の
耐
震

性
・
耐
久
性
を
高
め
る 

 

④
屋
根
・
外
壁
・
基
礎
に
断
熱
材
を
入
れ
、
窓
を
複
層
ガ
ラ
ス
入
り
断

熱
サ
ッ
シ
に
交
換
し
、
建
物
の
断
熱
性
を
高
め
る 

 

⑤
今
後
想
定
さ
れ
る
使
い
方
に
合
わ
せ
た
間
取
り
に
変
更
（
一
部
増

築
）
す
る 

 

⑥
建
物
の
歴
史
を
活
か
し
な
が
ら
、
今
後
の
使
い
方
に
あ
っ
た
空
間
デ

ザ
イ
ン
に
す
る 

 

⑦
エ
ア
コ
ン
・
手
洗
い
・
ト
イ
レ
・
コ
ン
セ
ン
ト
な
ど
設
備
関
係
を
充

実
さ
せ
る 

☆
浄
敬
寺
庫
裡
改
修
工
事
に
つ
い
て 

 

昨
年
の
お
盆
後
に
皆
様
に
お
願
い
の
お
手
紙
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
庫
裡

改
修
工
事
に
つ
き
ま
し
て
、
設
計
士
・
業
者
等
の
打
ち
合
わ
せ
、
総
代
・
世
話
人

会
議
を
重
ね
な
が
ら
進
め
て
お
り
ま
す
。
一
月
中
に
詳
細
が
決
定
し
、
ご
依
頼
を

お
送
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
御
門
徒
の
皆
様
か
ら
気
軽
に
便
利
に
、
何
よ
り
安
全
に
利
用
し
て
い
た

だ
け
る
庫
裡
と
な
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。
二
〇
二
四
年
の
庫
裡
を
使
用
す
る

行
事
に
関
し
て
は
、
お
と
き
の
持
ち
帰
り
等
、
若
干
の
変
更
が
あ
り
ま
す
が
、
工

事
の
進
捗
状
況
も
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
極
力
例
年
通
り
の
日
程
で
開
催
の

予
定
を
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
今
回
に
引
き
続
き
「
浄
敬
寺
だ
よ
り
」
特
別
号

を
発
行
し
、
工
事
の
進
捗
や
記
録
を
お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

                  

                   
庫
裡
改
修
工
事
の
会
議
や
推
進
員
の
方
々
へ
の
説
明
の
折
、
「
こ
の
改
修

工
事
を
機
会
に
、
御
門
徒
の
お
一
人
お
一
人
に
と
っ
て
、
浄
敬
寺
が
自
分
た

ち
の
お
寺
で
あ
り
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
場
所
な
の
だ…

と
考
え
て
い
た
だ
け

る
よ
う
に
し
て
い
こ
う
」
と
の
願
い
を
言
葉
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
お
ら

れ
ま
し
た
長
い
歴
史
の
中
で
、
寺
が
大
事
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
こ
と
を
再

認
識
し
て
お
り
ま
す
。 

 



 

８ 

 
☆
当
院
の
仏
教
名
言
集 

第
三
十
五
回 

 

『
ど
っ
こ
い
し
ょ
（
六
根
清
浄
）』 

 
 

 

 

お
参
り
に
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
よ
く
耳
に
す
る
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
お
参
り
が
終
わ
り
ま
す
と
、
後
か
ら
よ
く
「
ど
っ
こ
い
し
ょ
」

と
言
う
声
を
耳
に
し
ま
す
。
こ
の
「
ど
っ
こ
い
し
ょ
」
の
語
源
は
「
六

根
清
浄
」
と
い
う
仏
教
の
言
葉
で
す
。
修
験
道
者
は
「
六
根
清
浄
」
と

称
え
な
が
ら
山
を
登
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
ど
っ
こ
い
し
ょ
」
と
聞
こ
え

た
こ
と
か
ら
、
何
か
力
を
籠
め
る
時
に
「
ど
っ
こ
い
し
ょ
」
と
言
う
の

が
広
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
六
根
と
は
、
私
た
ち
の
感
覚
器
官
の
視
覚
、

聴
覚
、
嗅
覚
、
味
覚
、
触
覚
、
心
の
根
本
の
こ
と
で
す
。
そ
の
六
根
が

清
浄
に
な
れ
ば
、
お
悟
り
を
開
け
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

昨
年
、
イ
ベ
ン
ト
で
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
八
海
山
に
登
っ
て
き
ま

し
た
。
登
っ
て
い
る
時
は
「
も
う
帰
り
た
い
」
と
思
い
ま
し
た
が
、
登

っ
て
み
ま
す
と
澄
ん
だ
景
色
と
空
気
と
一
体
に
な
る
感
覚
が
あ
り
、
実

に
爽
快
で
し
た
。
に
わ
か
で
す
が
、
ま
た
山
に
登
っ
て
み
た
い
と
思
い

ま
し
た
。
修
験
道
者
が
山
に
登
る
の
は
、
六
根
清
浄
の
疑
似
体
験
も
兼

ね
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
体
験
は
老
い
や
病
気
な
ど

も
あ
り
、
誰
に
で
も
体
験
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰

に
で
も
」
で
き
る
お
念
仏
こ
そ
、
真
に
て
お
わ
し
ま

す
、
と
伝
え
た
親
鸞
聖
人
の
言
葉
が
有
難
い
と
思
え

る
の
で
す
。 

（ 

当
院 

） 

 

☆
編
集
を
終
え
て･･･ 

 

昨
年
十
一
月
、
五
年
か
け
て
読
ん
で
き
た
『
歎
異
抄
』
が
最
後
に
到
達
し

一
区
切
り
し
ま
し
た
。
今
後
の
第
二
土
曜
日
の
定
例
会
の
持
ち
方
や
内
容
を

悩
み
、
参
加
し
て
く
だ
さ
る
皆
さ
ん
に
お
た
ず
ね
し
た
と
こ
ろ
、
『
歎
異
抄
』

を
も
う
一
度
は
じ
め
か
ら
読
ん
で
い
く
こ
と
で
同
意
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

思
い
返
す
と
、
『
お
正
信
偈
を
よ
む
会
』
と
い
う
定
例
会
を
始
め
た
の
が
、

二
〇
〇
四
年
の
九
月
で
し
た
。
途
中
産
休
を
い
た
だ
き
な
が
ら
で
し
た
が
、

二
〇
二
四
年
の
今
年
は
二
〇
年
目
を
迎
え
ま
す
。
既
に
お
浄
土
に
お
か
え
り

に
な
ら
れ
た
方
も
含
め
、
た
ど
た
ど
し
い
私
の
お
話
を
辛
抱
強
く
聞
い
て
く

だ
さ
っ
た
皆
様
に
押
し
出
さ
れ
て
今
が
あ
る
こ
と
を
思
い
ま
す
。
新
年
か
ら

は
、
あ
ら
た
め
て
『
歎
異
抄
』
を
大
事
に
読
み
解
い
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
お
誘
い
合
わ
せ
て
ご
参
加
い
た
だ
け
た
ら
幸

い
で
す
。
庫
裡
改
修
工
事
、
『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会
の
再
ス
タ
ー
ト
等
新
た

な
動
き
の
あ
る
年
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（ 

晴
香 

） 

 
 

 

  

☆連絡先 浄敬寺 

 〒945-0051 

 柏崎市東本町 1‐11‐35 

TEL:0257-22-2481 

FAX:0257-22—2140 

Mail :   

住職   tomi814@kisnet.or.jp 

当院 minipapa@kisnet.or.jp 

晴香 jyoukyouji222481@gmail.com 

mailto:tomi814@kisnet.or.jp
mailto:minipapa@kisnet.or.jp

