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裡
改
修
工
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特
集 

発
行
日 

令
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六
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八
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日 
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浄
敬
寺

じ
ょ
う
き
ょ
う
じ

だ
よ
り 

 
 
 

 

 

 

【 

法
語 

】 
 

親
鸞
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、 

一
返
に
て
も
念
仏
も
う
し
た
る
こ
と
、 

い
ま
だ
そ
う
ら
わ
ず
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
歎
異
抄
』
第
五
章 

 

 
 

 
 

【 

意
訳
・
解
説 

】 
 

「
親
鸞
は
先
祖
供
養
の
た
め
に
、
一
返
も
念
仏
を
申
し
た
こ
と
は 

 

あ
り
ま
せ
ん
」 

  

ご
先
祖
の
た
め
に
お
供
物
を
用
意
し
て
供
養
し
、
お
盆
の
初
日
に
は

ご
先
祖
を
お
迎
え
に
行
き
、
お
盆
が
終
わ
れ
ば
送
り
返
す･

･
･

と
い
う
の

が
一
般
的
な
お
盆
の
認
識
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
親
鸞
は
先
祖

供
養
の
た
め
の
お
念
仏
し
た
こ
と
は
な
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
何
故
で

し
ょ
う
か
。 

そ
れ
は
、
全
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
い
の
ち
の
根
底
の
と

こ
ろ
で
つ
な
が
り
合
っ
た
父
母
兄
弟
の
よ
う
な
も
の
で
、
順
番
に
仏
に

な
っ
て
ゆ
く
身
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
力
で
念
仏
を
し
て
父
母
を

助
け
よ
う
な
ど
と
は
思
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
で
す
。 

こ
こ
に
は
『
念
仏
』
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
か
が
同
時
に
説
か

れ
て
い
ま
す
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
自
分
が
念
仏
を
称
え
た
よ
う
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
念
仏
は
誰
一
人
漏
ら
さ
ず
救
う
と
誓
わ
れ
て
仏

に
な
ら
れ
た
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
が
声
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
そ
の

声
が
届
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
救
い
で
す
。 
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２ 

☆
巻
頭
法
話 

 
異
常
気
象
が
普
通
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
近
年
の
気

候
で
す
。
東
北
地
方
は
目
を
疑
う
よ
う
な
豪
雨
で
甚
大
な
被

害
が
出
て
い
ま
す
。
正
月
の
能
登
半
島
地
震
と
い
い
、
災
害

は
あ
っ
と
い
う
間
に
私
た
ち
の
日
常
生
活
を
奪
っ
て
い
き
ま

す
。
普
通
で
あ
る
こ
と
の
有
難
さ
は
被
害
を
受
け
て
み
な
い

と
気
づ
か
な
い
こ
と
を
中
越
沖
地
震
で
身
を
も
っ
て
体
感
し

た
は
ず
で
す
が
、
時
が
経
つ
と
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が

私
た
ち
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

昨
年
以
来
皆
様
に
は
寺
の
庫
裡
耐
震
・
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

工
事
の
お
願
い
を
し
、
お
陰
様
で
四
月
か
ら
工
事
に
着
工
す

る
こ
と
が
で
き
、
順
調
に
進
捗
し
て
い
ま
す
。
多
大
な
ご
負

担
を
お
願
い
し
て
い
る
中
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
正
月

の
地
震
に
遇
っ
て
、
耐
震
工
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の

重
要
さ
も
改
め
て
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
九
月
ま
で
か

か
る
工
事
に
な
り
ま
し
て
、
ご
門
徒
の
皆
様
に
は
今
し
ば
ら

く
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
こ
の
度
の
東
北
豪
雨
を
ニ
ュ
ー
ス
等
で
見
ま
し
た

時
に
、
被
害
に
遇
わ
れ
た
住
民
の
方
々
に
対
す
る
心
配
の
気

持
ち
を
感
じ
た
の
は
皆
様
同
様
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
私

は
も
う
一
つ
、
と
い
う
よ
り
も
一
番
先
に
思
っ
た
こ
と
は
私

の
三
女
が
嫁
い
で
い
る
地
域
の
被
害
の
心
配
で
し
た
。
秋
田

県
能
代
市
に
居
住
し
て
お
り
ま
す
の
で
直
ぐ
に
大
丈
夫
か
と

連
絡
し
、
無
事
で
あ
る
と
聞
い
て
安
心
し
、
そ
れ
以
後
は
ど

こ
か
他
人
事
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
る
自
分
に
気
が

付
き
ま
し
た
。
能
登
半
島
地
震
で
も
自
分
の
知
り
合
い
の
方

の
無
事
ば
か
り
に
囚
わ
れ
、
無
事
が
分
か
る
と
ど
う
し
て
も

第
三
者
的
な
眼
で
見
て
い
る
自
分
が
否
め
ま
せ
ん
。
そ
う
考

え
ま
す
と
、
日
常
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
考
え
る
時
に
私
た
ち

は
先
ず
自
分
に
と
っ
て
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に

考
え
て
し
ま
い
勝
ち
で
す
。
自
分
中
心
、
そ
れ
は
一
概
に
間

違
っ
て
い
る
こ
と
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
自
分
以
外
の
と
こ

ろ
で
も
同
様
な
苦
し
み
や
悲
し
み
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
は
念
仏
の
教
え
を
い

た
だ
く
私
ど
も
を
御
同
朋
、
御
同
行
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、

人
々
の
様
々
な
苦
し
み
や
悲
し
み
を
共
に
し
て
歩
ま
れ
た
方

で
し
た
。
他
人
の
苦
し
み
悲
し
み
を
我
が
苦
し
み
悲
し
み
と

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
易
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
戦
争
の
止
ま
な
い
世
界
の
中
で
、
苦
し
ん
で
い
る

人
々
の
姿
を
見
る
に
つ
け
、
念
仏
の
教
え
を
い
た
だ
く
私
た

ち
に
問
わ
れ
て
い
る
大
切
な
心
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
間
も
な
く
庫
裡
の
工
事
も
終
了
い
た
し

ま
す
。
安
全
で
き
れ
い
に
な
っ
た
庫
裡
で
、
ま
た
皆
様
と
共

に
お
念
仏
の
教
え
を
聞
い
て
ま
い
り
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま

す
。 



 

３ 

 
今
回
、
修
復
工
事
の
こ
れ
ま
で
の
写
真
を
掲
載
い
た
し
ま

し
た
。
百
年
以
上
の
歴
史
あ
る
浄
敬
寺
の
変
貌
を
ご
覧
い
た

だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。 

 
 

 
 

合
掌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（ 

住 

職 

） 

 
         

☆
庫
裡
便
り 

 

 

◎
今
工
事
中
の
庫
裡
は
、
慶
応
三
年
頃
建
て
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
江
戸
時
代
の
末
期
、
大
政
奉
還
の
年
（
一
八
六
七
年
）
で
あ
り
、

翌
年
が
明
治
元
年
に
な
り
ま
す
。 

 

そ
れ
ま
で
他
の
地
に
建
っ
て
い
た
も
の
を
仮
本
堂
・
庫
裡
と
し
て
移

築
し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
の
で
、
建
材
は
も
っ
と
古
く
二
百
年
以
上
前

に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
写
真
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
江
戸

時
代
の
建
築
様
式
で
、
大
き
な
梁
や
木
組
み
、
小
舞
壁
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
先
代
、
先
々
代
の
住
職
寺
族
の
生
活
、
ご
門
徒
の
方
々

と
の
つ
な
が
り
を
思
い
起
こ
す
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
有
難

い
ご
縁
を
機
に
、
ご
門
徒
の
皆
様
が
集
い
や
す
い
場
、
仏
法
聴
聞
の
場

と
し
て
寺
が
存
在
し
て
い
く
よ
う
努
め
て
参
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

 

◎
三
番
目
の
孫
の
弘
信
が
、
八
月
七
日
に
本
山
で
得
度
式
を
受
け
ま
し

た
。
別
院
で
得
度
考
査
を
受
け
た
後
、
朝
本
堂
で
お
参
り
し
て
登
校
し

て
い
ま
し
た
。
二
人
の
兄
の
得
度
の
後
、
本
人
は
受
式
に
消
極
的
な
様

子
で
し
た
が
、
い
の
ち
の
大
切
さ
を
受
け
止
め
て
い
く
心
が
育
っ
て
き

て
い
る
の
だ
と
思
い
、
住
職
と
と
も
に
感
動
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（ 

坊
守 

） 
  

◎
弘
信
の
得
度
式
に
立
ち
会
う
た
め
、
家
族
五
人
で
真
宗
本
廟
（
東
本

願
寺
）
に
お
参
り
し
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
達
も
大
き
く
な
り
全
員
で

移
動
す
る
機
会
も
減
っ
て
い
た
中
、
良
い
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

「
お
め
で
と
う
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
願
い
を
聞
き
な
が
ら
歩

ん
で
も
ら
え
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（ 

准
坊
守
・
晴
香 

） 
               

浄
敬
寺
の
日
々
の
出
来
事
か
ら 

坊
守
の
所
感
を
お
伝
え
し
ま
す
。 

得度式中に 

浄
じょう

衣
え

から直
じき

綴
とつ

へ 

墨
すみ

袈裟
げ さ

・法名
ほうみょう

を 

授与され、僧侶

となりました 



 

４ 

庫
裡
改
修
工
事
の
進
捗
状
況 

 
＊
着
工
ま
で 

                      

＊
ビ
フ
ォ
ー
＆
ア
フ
タ
ー
（
撤
去
前
） 

                       

会
議
を
重
ね
、
三
月
六
日
に
責
任
役
員

の
今
井
長
司
氏
立
ち
合
い
の
元
、
契
約

書
に
サ
イ
ン
し
ま
し
た 

工
事
前
に 

 

境
内
の
整
備 

仮
設
設
置 

お
斎
会
場
と
し
て
、

ま
た
法
事
の
際
に
は

皆
様
に
お
休
み
い
た

だ
い
て
い
た
広
間
。 

襖
や
障
子
戸
は
極
力

再
利
用
。
物
置
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
二

階
も
改
修
。 

今の本堂が落成する前のお内陣 



 

５ 

＊
ア
フ
タ
ー
（
撤
去
後
） 

                       

＊
耐
震
補
強 

                       

 天井や壁を落とすと、昔ながらの大きな梁や

木組み、小舞作りの壁、昔の電気の配線や碍

子（がいし）等々を見ることができました。 木組み 

小舞壁 

屋根の下地は、南側は小羽 

北側は野地板でした 

 

 

床
板
を
は
が
す
と
、
大
き
な
石
の
土
台
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
砂
地
で
し
た
の
で
、
鉄

筋
を
敷
き
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
流
し
て
も
ら
い

ま
し
た
。
ま
た
、
昔
な
が
ら
の
壁
が
少
な
い
作

り
の
為
、
筋
交
い
を
入
れ
た
壁
を
数
か
所
に
増

設
し
て
い
ま
す
。 

 

取
り
換
え
や
補
強
し
た
柱
も
。 

鏝
こて

を使った 

プロの技術 

筋交いを 

入れた壁 



 

６ 

＊
屋
根
・
外
壁 

                       

＊
ト
イ
レ 

                       

本堂を越えて

運ばれる瓦 

GW頃の晴れ間に 

屋根瓦の作業 

旧
女
性
ト
イ
レ
は

多
目
的
ト
イ
レ

に
、
旧
男
女
共
用

ト
イ
レ
は
男
性
ト

イ
レ
に
、
新
た
に

女
性
ト
イ
レ
を
新

設
し
ま
し
た
。 

女
性
ト
イ
レ
を
新
設
し
た

為
、
中
庭
の
植
木
を
移
動
し

土
台
か
ら
の
作
業
で
し
た
。 

多目的トイレ 



 

７ 

＊
天
井 

                       

元
旦
の
能
登
半
島
地
震
に
つ
い
て 

 

＊
浄
敬
寺
の
被
害･･･

本
堂
の
壁
に
ひ
び
割
れ
・
剥
離
等
の
被
害 

 

庫
裡
改
修
工
事
が
落
ち
着
き
ま
し
た
ら
、
部
分
補
修
の
予
定
で
す
。 

         

＊
被
災
地
へ
の
支
援
金
に
つ
い
て 

 

年
中
行
事
等
で
呼
び
か
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
義
援
金
を
左
記
の
通

り
に
お
届
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

・
一
月
十
五
日 

一
万
円 

 
 

 

真
宗
大
谷
派
金
沢
災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ 

 
・
一
月
十
五
日 

一
万
六
五
〇
〇
円 

 
 

 
真
宗
大
谷
派
災
害
支
援
北
陸
門
徒
ネ
ッ
ト
へ 

 

・
八
月
五
日 
二
万
五
四
七
〇
円 

 
 

 

真
宗
大
谷
派
新
潟
教
区 

能
登
半
島
地
震
義
援
金
へ 

 

七
月
末
か
ら
天
井
の
板

が
入
り
、
古
い
木
組
み

や
梁
が
隠
れ
ま
し
た
。

高
所
の
作
業
の
様
子
。 



 

８ 

☆
二
〇
二
四
年
後
半
の
行
事
予
定 

  

八
月
十
三
日
～
十
六
日 

盂
蘭
盆
会
（
お
盆
） 

＊
十
三
日
・
・
・
午
前
六
時
よ
り 

本
堂
に
て
勤
行 

  

九
月
十
九
～
二
十
五
日 

秋
彼
岸 

 
 

＊
お
中
日 

二
十
二
日
（
秋
分
の
日
）
午
前
十
時
半
～
法
話 

勤
行 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

お
と
き
は
お
持
ち
帰
り 

  

十
月
十
二
日
（
土
） 

『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 

午
前
九
時
よ
り 
 

  

十
一
月
五
～
八
日 

 
 

三
条
別
院
報
恩
講 

＊ 

五
日
（
火
）
午
前
十
一
時
よ
り 
お
待
ち
受
け
音
楽
法
要 

＊ 

団
体
参
拝
は
八
日
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
別
途
ご
案
内
し
ま
す 

  

十
一
月
九
日
（
土
） 

『
歎
異
抄
』
を
よ
む
会 
午
前
九
時
よ
り 

  

十
一
月
十
二
・
十
三
日 

有
縁
講 
 

  

十
二
月
十
五
日
（
日
） 

年
末
法
話
会 

午
後
一
時
半
～
四
時 

講
師 

田
澤 

一
明 

師 
 

（
新
潟
市
明
誓
寺 

御
住
職
） 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
二
五
年
一
月
一
日 

 
 

修
正
会
勤
行 

朝
六
時
よ
り 

 

一
月
一
～
二
日 

年
始
参 

 

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

 

  

定
例
法
話
会
『
歎
異
抄
を
よ
む
会
』
の
ご
案
内 

・
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
冊
子 

 

 
  

☆
編
集
を
終
え
て･･･ 

今
号
は
庫
裡
改
修
工
事
特
集
号
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
の
御

協
力
に
よ
り
、
順
調
に
工
事
を
す
す
め
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
工
事
中

に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
梁
や
小
舞
壁
、
床
下
の
様
子
を
撮
影
し
て
お

り
ま
し
た
の
で
掲
載
し
ま
し
た
。
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

六
月
三
十
日
に
当
院
の
母
（
永
徳
寺
坊
守
・
渡
邊
正
子
）
が
還
浄
い
た
し

ま
し
た
。
六
月
七
日
の
緊
急
入
院
か
ら
、
検
査
の
た
び
に
残
さ
れ
た
時
間
が

減
ら
さ
れ
て
い
き
、
私
た
ち
も
右
往
左
往
す
る
ば
か
り
で
し
た
。
一
度
だ
け

一
時
帰
宅
で
き
た
際
に
、
帰
敬
式
を
受
け
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
、
喜
ん
で

い
た
姿
が
印
象
的
で
し
た
。
教
区
や
組
の
活
動
に
は
関
り
を
控
え
て
い
た
義

母
で
す
が
、
私
た
ち
の
こ
と
は
よ
く
理
解
し
て
影
で
応
援
し
、
孫
の
成
長
を

喜
ん
で
く
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
「
い
の
ち
」
は
預
か
り
も
の
で
、
生

ま
れ
た
以
上
い
つ
か
は
返
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
頭
の
中
で
は
分

か
っ
て
い
た
つ
も
り
で
す
が
、
身
近
な
方
の
死
を
通
し
て
、
自
身
の
身
の
上

の
こ
と
と
な
る
と
本
当
に
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

 

改
修
工
事
後
の
浄
敬
寺
の
庫
裡
が
、
人
生
に
お
け
る
悲
し
み
や
不
安
を
共

有
し
て
い
け
る
場
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
機
能
し
て
い
け
る
よ
う
に
願

っ
て
お
り
ま
す
。 
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