
 

 
当
寺
は
北
陸
地
方
に
移
住
し
、
室
町
時
代
の
後
期
に
新
潟
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。
長
岡
市

大
積
町
、
宮
内
町
と
移
り
、
江
戸
時
代
に
渡
里
町
に
移
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

現
在
の
本
堂
は
江
戸
時
代
の
長
岡
の
大
火
事
、
戊
辰
戦
争
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
長
岡
空

襲
に
よ
っ
て
全
焼
と
再
建
の
繰
り
返
し
の
後
、
前
々
住
職
が
ハ
ワ
イ
開
教
使
の
頃
の
平
和
で

穏
や
か
な
日
々
を
想
い
、
洋
風
な
建
物
に
し
ま
し
た
。 

当
寺
の
門
徒
は
、
寺
院
の
あ
る
渡
里
町
に
は
一
軒
だ
け
で
、
ど
こ
か
の
地
域
に
は
集
中
せ

ず
長
岡
市
内
に
点
在
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
比
較
的
近
い
地
域
で
「
班
」（
五
名
前
後
）
を

作
り
、
一
年
交
代
で
班
長
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
春
の
彼
岸
会
法
要
の
際
に
「
班
長
会
」

を
開
催
し
、
決
算
・
予
算
・
行
事
計
画
・
営
繕
関
係
等
を
話
し
合
い
ま
す
。
ま
た
、
班
長
に

は
維
持
費
の
徴
収
・
寺
報
・
報
恩
講
の
案
内
状
の
配
布
等
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

近
年
は
高
齢
化
、
核
家
族
化
等
に
よ
り
留
守
宅
が
多
く
な
る
な
ど
、
班
長
制
を
続
け
る
こ
と

が
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
「
他
の
寺
院
は
振
り
込
み
に
し
て
い
る
。」「
子

供
は
忙
し
く
迷
惑
を
か
け
ら
れ
な
い
。」
な
ど
の
意
見
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
こ
こ
ま
で
継

続
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 
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第
二
十
六
回 

平
和
を
誓
う
念
仏
者
の
つ
ど
い 

（1） 

日 

時 

二
〇
二
三(

令
和
五)

年
十
月
二
十
三
日(

月)

十
三
時
三
十
分
～ 

会 

場 

本
願
寺
新
潟
別
院 

本
堂 

テ
ー
マ 

「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
現
状
と
今
後
の
方
向
性
」 

講 

師 

ム
タ
ル
・
サ
リ
フ
さ
ん 

イ
リ
ナ
・
シ
ェ
フ
チ
ェ
ン
コ
さ
ん 

  

第
二
十
六
回
平
和
を
誓
う
念
仏
者
の
つ
ど
い
が
右
記
の
通
り
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
毎
年
本
堂
で
行
な
っ
て
い
る
パ
ネ
ル
展
は
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
現
状
」

を
テ
ー
マ
に
パ
ネ
ル
展
示
を
い
た
し
ま
し
た
。（
写
真
左
下
） 

初
め
に
内
藤
教
行
輪
番
が
導
師
の
も
と
、
新
潟
教
区
全
戦
没
者
追
悼
法
要

が
修
行
さ
れ
、
正
信
念
仏
偈
作
法
第
二
種
が
お
勤
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。 

（
写
真
右
上
） 

 

そ
の
後
の
講
演
で
は
、
初
め
に
二
〇
二
二
年
二
月
に
起
き
た
ロ
シ
ア
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
動
画
を
視
聴
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
新
潟
に
避
難
し
て
き

た
夫
婦
の
ム
タ
ル
・
サ
リ
フ
さ
ん
と
イ
リ
ナ
・
シ
ェ
フ
チ
ェ
ン
コ
さ
ん
か
ら
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
現
状
や
体
験
を
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

（
写
真
右
下
、
左
上
） 

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
っ
て
起
き
た
凄
惨
な
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
現

状
。
医
者
を
目
指
し
て
い
た
サ
リ
フ
さ
ん
が
一
旦
そ
の
夢
を
諦
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。
日
本
で
報
道
さ
れ
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
情
報
だ
け
で
は

知
り
え
な
い
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
生
活
さ
れ
て
い
た
方
の
話
を
聴
き
、
戦
争
の

悲
惨
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。 

最
後
に
非
戦
・
平
和
へ
の
ア
ピ
ー
ル
文
案
を
読
み
、
参
加
者
一
同
に
賛
成

い
た
だ
き
、
全
員
が
非
戦
・
平
和
へ
の
思
い
を
一
つ
に
し
ま
し
た
。 

現
在
で
も
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
続
い
て
お
り
、
被
害
を

受
け
て
い
る
人
は
増
え
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
二
〇
二
三
年
十
月
に
は
、

イ
ス
ラ
ム
組
織
ハ
マ
ス
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
攻
撃
と
そ
の
報
復
に
よ
る

攻
撃
で
双
方
と
も
に
多
く
の
い
の
ち
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も

世
界
各
地
で
戦
争
・
内
戦
・
紛
争
が
絶
え
ま
せ
ん
。
今
一
度
こ
の
現
実
に
向

き
合
い
、
非
戦
・
平
和
へ
の
学
び
を
深
め
、
争
い
の
無
い
世
界
の
実
現
を
目

指
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  お   ん     き ょ う ラ
ジ
オ
法
話 

 

新
潟
教
区
布
教
団
に
よ
る 

ラ
ジ
オ
法
話 

Ｆ
Ｍ
な
が
お
か 

八
〇
．
七 

 

毎
週
月
曜
～
金
曜 

 

十
六
時
十
五
分
よ
り
放
送
中
で
す
。（
放
送
地
域
は
長
岡
市
全
域
、
小
千
谷
市
、
小
国
、
川
口
、
山
古
志
、
出
雲
崎
、
見
附
） 

寺
院
巡
り

(4) 

お
悔
み 

生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、
謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 

▼
十
二
月
九
日 

巻 
 

組 

善
了
寺
前
住
職 

新
田 

昇
陽
さ
ん
（
八
十
二
歳
） 

 
▼
一
月
四
日 

 

地
蔵
堂
組 

勝
敬
寺
前
坊
守 

鈴
木 

ア
サ
さ
ん
（
八
十
五
歳
） 

  

教
務
所
・
別
院
か
ら
の
お
知
ら
せ
（
会
場
記
載
が
な
い
も
の
は
新
潟
別
院
で
行
い
ま
す
） 

二
〇
二
四
（令
和
六
）
年
度 

行
事
予
定 

 

▽
本
願
寺
新
潟
別
院
お
取
越
報
恩
講
法
要 

 

日 

時 

六
月
二
十
五
日 

日
中
法
要
～
二
十
七
日 

日
中
法
要 

 

▽
新
潟
教
区
得
度
講
習
会
・
得
度
考
査 

 

期 

日 

講
習
会 

八
月
十
九
日
・
二
十
日 

得
度
考
査 

八
月
二
十
二
日 

 

▽
本
願
寺
新
潟
別
院
謝
恩
講
法
要 

 

日 

時 

十
月
二
十
三
日 

日
中
法
要
・
二
十
四
日 

日
中
法
要 

 

▽
除
夜
会 

 

日 

時 

十
二
月
三
十
一
日 

二
十
三
時
～ 

 
 ▽

元
旦
会 

 

日 

時 

一
月
一
日 

七
時
～ 

 

▽
常
例
法
座 

 

日 

時 

四
・
六
・
七
・
十
・
十
一
・
三
月 

十
時
三
十
分 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

長
岡
組 

西
福

さ
い
ふ
く

寺 

住
所 

長
岡
市
渡
里
町
三―

二
一 

電
話 

〇
二
五
八―

三
三―

三
一
九
七 

 
   

広
報
部
会
で
は
教
区
報
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
ご
意
見
・
ご
感
想
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
ご
意
見
ご
感
想
等
あ
る
方
は
新
潟
教
区
教
務
所
へ
電
話
や
メ
ー
ル
等
に

て
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

私
は
「
毎
年
お
寺
の
行
事
に
参

加
し
続
け
る
こ
と
は
難
し
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
班
長
に
当

た
っ
た
年
だ
け
は
、
報
恩
講
（
十

月
十
六
日
）
の
日
に
『
お
寺
』
に

行
く
日
と
メ
モ
を
し
て
い
た
だ

け
た
ら
、
多
く
の
い
ろ
ん
な
方
々

に
本
堂
に
参
拝
し
て
も
ら
い
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
」
と
お
願

い
を
し
て
お
り
ま
す
。 

 



三条組 期日：2023年 6月 10日（土）会場：三条組長念寺 法話：松月博宣さん 

      アトラクション フルート演奏：岡部加奈さん サキソフォン演奏：片野蛍さん 

 

新潟組 期日：2023年 9月 5日（火）会場：新潟県民会館小ホール 法話：清水正朋さん 

記念行事 落語・講演：露の団姫さん 太神楽曲芸：豊来家大治朗さん 

巻組 期日：2023年 10月 21日（土）会場：サルナート吉運堂 記念布教講演：釈徹宗さん 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

本
願
寺
新
潟
別
院 

謝
恩
講
法
要 

各
組
の
慶
讃
法
要 

期 
 

日 

二
〇
二
三(

令
和
五)

年
十
月
二
十
三
日(

月)

・
二
十
四
日
（
火
） 

会 
 

場 

本
願
寺
新
潟
別
院 

本
堂 

法
話
講
師 

二
十
三
日 

本
願
寺
派
布
教
使 

三
条
組 

長
念
寺 

山
之
内 

暢
晃
さ
ん 

 
 
 
 
 

二
十
四
日 

本
願
寺
派
布
教
使 

巻 

組 

妙
光
寺 

井
上 

慶
永
さ
ん 

  

新
潟
別
院
謝
恩
講
法
要
と
は
別
院
建
立
の
際
に
犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
の
追
悼
と
別

院
建
立
の
際
に
尽
力
い
た
だ
い
た
す
べ
て
の
方
へ
感
謝
す
る
た
め
の
法
要
で
す
。
本
年

も
十
月
二
十
三
日
・
二
十
四
日
に
両
日
と
も
十
時
三
十
分
か
ら
営
ま
れ
ま
し
た
。 

内
藤
教
行
輪
番
が
導
師
の
も
と
、
教
区
内
の
僧
侶
に
内
陣
出
勤
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
新
潟
楽
風
会
に
も
ご
出
勤
し
て
い
た
だ
き
雅
楽
演
奏
も
あ
る
中
、
二
十
三

日
は
阿
弥
陀
経
作
法
第
二
種
、
二
十
四
日
は
正
信
念
仏
偈
作
法
第
二
種
が
そ
れ
ぞ
れ
お

勤
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。
（
写
真
上
） 

法
話
の
ご
講
師
は
二
十
三
日
に
山
之
内
暢
晃
さ
ん
、
二
十
四
日
に
井
上
慶
永
さ
ん
に

お
取
次
ぎ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
（
写
真
真
ん
中
・
写
真
下
） 

法
要
終
了
後
は
、
報
恩
講
か
ら
再
開
し
た
お
斎
を
謝
恩
講
で
も
再
開
し
ま
し
た
。
法

要
出
勤
者
、
新
潟
楽
風
会
、
参
拝
者
の
方
々
に
お
斎
を
振
舞
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
も
少
な
く
な
り
、
新
潟
別
院
の

恒
例
法
要
が
従
前
通
り
に
修
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
二
〇
一
九
年
度
以
来
で
三
年

ぶ
り
の
こ
と
で
す
。 

こ
れ
か
ら
も
、
先
人
た
ち
の
尽
力
に
よ
っ
て
護
持
発
展
し
て
き
た
本
願
寺
新
潟
別
院

の
歴
史
を
次
の
時
代
ま
で
紡
い
で
い
け
る
よ
う
多
く
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。 

      

 

三
条
組
・
新
潟
組
・
巻
組
で
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法

要
が
修
行
さ
れ
ま
し
た
。
今
号
で
は
、
各
組
の
法
要
の
様
子
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。 

 

法
話 

「
名 

前
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本
願
寺
派
布
教
使 

三
条
組
長
念
寺
衆
徒 

山
之
内 

暢
晃 

令
和
六
年
三
月
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
は
元
旦
か
ら
大
き
な
地
震
に
見
舞
わ
れ

て
、
落
ち
着
か
な
い
年
明
け
と
な
り
ま
し
た
。
私
の
住
ん
で
い
る
三
条
市
で
も
震

度
五
強
の
強
い
揺
れ
が
あ
り
、
す
ご
く
怖
い
思
い
を
し
ま
し
た
が
、
幸
い
大
き
な

被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
被
災
さ
れ
た
方
々
の
こ
と
を
思
う
と
胸
が

痛
み
ま
す
。
被
災
さ
れ
た
皆
様
が
一
日
で
も
早
く
元
の
生
活
を
取
り
戻
す
こ
と
を

念
じ
て
お
り
ま
す
。 

さ
て
、
私
ご
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
も
う
す
ぐ
二
人
目
の
子
ど
も
が
生
ま
れ
て

き
て
く
れ
る
予
定
で
す
。
新
た
な
命
の
誕
生
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
が
、
た

だ
た
だ
楽
し
み
と
言
う
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。
贅
沢
な
悩
み
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
子
ど
も
の
名
前
を
ど
の
よ
う
な
名
前
に
す
る
か
頭
を
抱
え
て
い
ま
す
。
一
人

目
の
子
ど
も
と
つ
な
が
り
を
持
た
せ
た
方
が
い
い
の
か
な
ど
、
頭
を
抱
え
る
こ
と

が
多
く
名
前
を
決
め
る
こ
と
は
大
変
で
す
。
子
ど
も
の
名
前
は
親
か
ら
の
最
初
の

プ
レ
ゼ
ン
ト
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
子
の
一
生
を
決
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

た
く
さ
ん
悩
ん
で
願
い
の
こ
も
っ
た
素
敵
な
名
前
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

名
前
と
言
い
ま
す
と
、
私
の
仏
様
、
阿
弥
陀
様
も
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
名
前
と

な
っ
て
、
そ
の
お
名
前
に
願
い
を
込
め
て
こ
の
私
の
元
に
届
い
て
く
だ
さ
る
仏
様

で
す
。
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
お
名
前
に
も
も
ち
ろ
ん
意
味
が
あ
り
ま
す
。

南
無
と
は
、
帰
命
と
い
う
意
味
で
す
。
命
と
い
う
字
は
命
令
と
い
う
意
味
も
あ
り
、

帰
命
と
は
「
仰
せ
の
ま
ま
に
従
い
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
親
鸞
様
は
お
示

し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
「
計
り
知
れ
な
い
光
」「
計
り
知
れ
な
い
命
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
の
仏
様
は
ど
こ
に
い
て
も
、
ど
の
時
代
に
生
ま
れ
て
も
誰
に
で
も

届
い
て
く
だ
さ
る
仏
様
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
今
こ
こ
に
い
る
私
に
届

い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
計
り
知
れ
な
い
光
と
命
の
阿
弥
陀
様
の
は
た
ら 

 

き
に
従
い
ま
す
と
い
う
の
が
私
の
口
か
ら
出
て
く
だ
さ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
の

お
言
葉
で
す
。 

阿
弥
陀
様
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
名
前
に
、
仏
様
の
願
い
、
功
徳
、
は
た
ら

き
を
全
て
込
め
て
こ
の
私
に
届
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
親
鸞
様
は
、
は
た
ら
き

そ
の
も
の
が
お
名
前
で
あ
る
と
私
に
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
南
無
阿
弥
陀

仏
の
仏
様
の
は
た
ら
き
と
は
こ
の
私
の
命
が
終
わ
っ
た
際
に
、
仏
様
の
国
に
生

ま
れ
さ
せ
仏
様
に
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
全
て
の
命
を
阿
弥
陀
様

の
国
に
生
ま
れ
さ
せ
る
こ
と
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
は
た
ら
き
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
先
立
っ
て
行
か
れ
た
皆
様
の
大
切
な
方
々
も
南
無
阿
弥
陀
仏
の
仏

様
に
抱
か
れ
て
必
ず
仏
様
と
な
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
大
切
な
方
と
ま
た
、
お

浄
土
と
い
う
世
界
で
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
、
ご

利
益
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。 

私
は
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、
必
ず
命
終
わ
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
で
す
が
、
次
に
生
ま
れ
て
い
く
世
界
は
阿
弥
陀
様
の
お
浄
土
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
私
だ
け
で
な
く
、
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
違
っ
て
も
、

生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
も
一
緒
で
あ
り
ま
す
。 

私
も
親
か
ら
頂
い
た
名
前
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
名
前
を
大
切
に
し
な
が
ら
、

次
に
生
ま
れ
る
世
界
お
浄
土
ま
で
の
人
生
を
生
き
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。 

   

(2) 


