
                            

 

汝
等
比
丘
、
悲
悩
を
懐
く
こ
と
勿
れ
。

若
し
我
れ
世
に
住
す
る
こ
と
一
劫
す
る

と
も
、
会
う
も
の
は
亦
た
当
に
滅
す
べ

し
。
会
う
て
而
も
離
れ
ざ
る
こ
と
終
に

得
べ
か
ら
ず
。 

 
 
 

遺
教
経 

 
  

 

「
修
行
者
よ
、
悲
し
む
こ
と
な
か
れ
。

も
し
私
が
一
劫
（
き
わ
め
て
長
い
年
月
）

を
生
き
た
と
し
て
も
、
会
う
者
は
必
ず

滅
す
る
も
の
で
あ
り
、
会
っ
て
離
れ
な

い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
」 

 

「
諸
行
無
常
」
の
教
え
が
あ
り
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
は
す
べ
て
の
も
の
が
移
り

変
わ
り
一
つ
と
し
て
止
ま
る
も
の
は
な

い
と
い
う
無
常
の
道
理
を
我
が
身
を
も

っ
て
お
示
し
く
だ
さ
れ
ま
し
た
。 

 

現
在
の
世
の
中
を
見
ま
す
と
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
世
界
中

が
大
き
な
影
響
を
受
け
、
二
年
経
ち
ま

す
が
ま
だ
収
ま
る
気
配
が
あ
り
ま
せ

ん
。
今
ま
で
当
た
り
前
で
あ
っ
た
日
常

が
大
き
く
変
化
を
し
、
新
た
な
生
活
様

式
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
た
り
前

が
何
と
有
り
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
と

痛
感
し
て
い
ま
す
。
そ
う
こ
う
し
て
い

る
う
ち
に
も
無
常
で
あ
り
ま
す
か
ら

「
歳
月
人
を
待
た
ず
」
で
ど
ん
ど
ん
時

は
過
ぎ
去
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
ん
な
時

こ
そ
日
々
の
命
を
大
切
に
し
て
生
き
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
は
遺
教
経
の
最
後
に

「
無
常
迅
速
、
怠
る
こ
と
な
く
一
生
修

行
を
続
け
よ
」
と
お
説
き
に
な
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
た
っ
た
一
つ
し
か
な
い
命
、

二
度
と
な
い
人
生
、
一
日
一
日
、
時
間

を
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
過
ご
し
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
は
変

異
株
で
予
断
を
許
し
ま
せ
ん
。
皆
さ
ま

の
平
穏
無
事
を
祈
り
ま
す
。 

 

令
和
四
年 

年
回
忌
表 

[

回
忌] 

 
 

[

没
年] 

一
周
忌     

令
和
三
年 

三
回
忌     

令
和
二
年 

七
回
忌     

平
成
二
十
八
年 

十
三
回
忌   

平
成
二
十
二
年 

十
七
回
忌   

平
成
十
八
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
十
二
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
八
年 

三
十
三
回
忌 

平
成
二
年 

五
十
回
忌   

昭
和
四
十
八
年 

百
回
忌     

大
正
十
二
年 

 

▼
令
和
四
年
度(2

0
2
2

)

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
。

正
当
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
。 

 

宗旨 曹洞宗（そうとうしゅう）/ 本尊 釈迦牟尼仏 / 両祖 永平寺道元禅師 總持寺瑩山禅師 (一仏両祖) 
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遺
教
経
（
ゆ
い
き

ょ
う
ぎ
ょ
う
）
は
お

釈
迦
さ
ま
が
ご
自
分

の
ご
臨
終
に
際
し
弟

子
た
ち
に
説
か
れ
た

最
後
の
教
え
で
あ
り

ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま

は
二
月
十
五
日
満
月

の
夜
、
イ
ン
ド
の
ク

シ
ナ
ガ
ラ
の
沙
羅
の

樹
の
生
い
茂
る
林
の

中
で
沢
山
の
弟
子
た

ち
、
あ
ら
ゆ
る
生
き

も
の
に
囲
ま
れ
て
静

か
に
ご
入
滅
な
さ
れ

ま
し
た
。
御
年
八
十
、

宗
侶
は
仏
寿
の
年
と

呼
び
ま
す
。 

    



                            

新
年
役
員
会
開
催 

 
一
月
十
六
日
（
日
）
午
前
十
一
時
よ

り
本
堂
に
於
い
て
新
年
役
員
会
を
開
催

し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ

り
二
年
間
開
催
な
し
で
し
た
が
、
今
回

は
感
染
拡
大
を
考
慮
し
て
会
議
後
の
会

食
を
止
め
、
参
加
者
に
は
お
弁
当
持
ち

帰
り
と
い
た
し
ま
し
た
。
住
職
挨
拶
、

総
代
長
榎
本
善
一
氏
挨
拶
の
後
、
新
役

員
の
紹
介
、
令
和
三
年
度
の
行
持
報
告
、

令
和
三
年
度
護
持
費
納
入
状
況
、
令
和

四
年
度
の
行
持
予
定
等
の
説
明
後
解
散

と
な
り
ま
し
た
。 

 

▼
令
和
四
年
二
月
よ
り
役
員
が
交
代
い

た
し
ま
す
。 

退
任 

佐
藤
昭
一
氏
（
本
郷
町
）、
小
野
昭
二
氏

（
大
川
町
）、
松
本
光
平
氏
（
関
沢
） 

新
任 

 

佐
藤
岩
男
氏
（
本
郷
町
）、
小
野
政
春
氏

（
大
川
町
）、
松
本 

誠
氏
（
関
沢
） 

 

境
内
整
備 

▼
法
人
土
地
の
地
目
変
更 

お
寺
の
貸
地
（
宅
地
）
の
一
部
が
借
地

人
よ
り
の
申
し
出
に
よ
り
令
和
三
年
十

二
月
に
更
地
返
還
と
な
り
ま
し
た
。
墓

地
に
隣
接
し
た
土
地
で
す
の
で
、
地
目

を
墓
地
に
変
更
し
新
た
に
墓
地
を
造
成

い
た
し
ま
す
。 

             

▼
参
拝
者
駐
車
場
に
夜
間
照
明
灯
設
置 

 

本
堂
向
か
っ
て
右
の
駐
車
場
に
夜
間

防
犯
の
為
設
置
し
ま
し
た
。 

 

  

お
袈
裟
を
縫
う
会 

 

新
潟
市
秋
葉
区
久
昌
寺
様
で
は
、
昨

年
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
四
回
開
催
し

絡
子
が
縫
い
上
が
り
ま
し
た
。 

    

絡
子
は
お
袈
裟
を
普
段
使
い
に
簡
略

化
し
た
も
の
で
僧
侶
及
び
在
家
信
者
の

方
も
受
衣
作
法
を
行
っ
て
身
に
付
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
月
か
ら
は
再
度

絡
子
裁
縫
の
功
徳
を
積
み
、
次
に
小
三

衣
（
小
さ
な
お
守
り
袈
裟
）
で
す
。 

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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お知らせ 

６月１０日に予定し

ておりました当寺大

般若会は新型コロナ

感染症が未だ収束に

至らない状況ですの

で、お檀家さまの安

全安心を考慮し中止

と致します。 

 

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
止

ま
り
ま
せ
ん
。
新
潟
県
も
一
月
二
十
一
日
よ

り
二
月
十
三
日
の
三
週
間
、
ま
ん
延
防
止
等

重
点
措
置
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
不
要
不

急
の
外
出
は
避
け
、
手
洗
い
、
う
が
い
、
マ
ス

ク
着
用
な
ど
十
分
な
安
全
対
策
を
講
じ
て
く

だ
さ
い
。
ご
法
事
の
延
期
も
可
能
で
す
。 

 
大
本
山
永
平
寺
ご
本
葬
儀 

第
七
九
世
貫
首 

慈
航
玄
徳
禅
師 

 

絶
学
諦
法
（
福
山
諦
法
）
大
和
尚 

令
和
三
年
九
月
十
日
に
ご
遷
化
（
死

去
）
な
さ
れ
ま
し
た
福
山
禅
師
（
世
寿
九

十
歳
）
の
ご
本
葬
儀
が
、
令
和
三
年
十
二

月
十
五
日
十
六
日
に
大
本
山
永
平
寺
法

堂
に
於
い
て
九
人
の
導
師
（
九
仏
事
）
に

よ
り
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
秉
炬
師
は
大
本

山
總
持
寺
石
附
周
行
紫
雲
臺
猊
下
が
お

勤
め
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
新
潟
県
下
越
佐

渡
祖
門
会
会
長
と
し
て
参
列
焼
香
し
て

参
り
ま
し
た
。
宗
門
関
係
各
位
、
他
宗
派

代
表
各
位
、
福
井
県
知
事
、
信
徒
総
代
福

井
銀
行
頭
取
、
他
縁
故
寺
院
総
勢
千
名
近

い
参
列
者
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

 

 
大本山永平寺第七十九世ご本葬儀 

 

本町通りよりお寺入り口左側土地 
 

 

絡子（五条衣） 



                           

法
の
鏡
を
拝
む 

 
人
は
拝
む
と
き
、
何
を
思
う
の
だ
ろ

う
か
。
い
ま
生
き
て
い
る
自
分
は
先
祖

さ
ま
が
生
き
て
き
た
長
い
時
間
を
経
て

い
ま
す
。
先
祖
さ
ま
は
そ
の
長
い
時
間

を
見
て
き
ま
し
た
。
手
を
合
わ
せ
て
礼

を
す
る
こ
と
は
法
の
鏡
を
拝
む
こ
と
で

す
。
仏
の
教
え
は
「
法
鏡
」
と
い
う
明
る

く
迷
い
の
な
い
真
実
で
す
。
そ
し
て
、
仏

の
道
を
歩
む
人
は
恭
敬
仏
法
僧
（
く
ぎ

ょ
う
ぶ
っ
ぽ
う
そ
う
）
を
持
ち
ま
す
。
仏

と
仏
の
教
え
、
教
え
在
る
僧
、
こ
の
三
つ

を
仏
法
僧
と
い
い
、
三
宝
（
さ
ん
ぼ
う
）

と
呼
ん
で
敬
い
、
仏
の
教
え
を
守
り
ま

し
た
。 

 

寺
の
本
尊
さ
ま
や
仏
壇
に
鏡
は
な
い

で
す
が
、
本
尊
さ
ま
は
教
え
を
示
し
て

生
き
た
法
の
鏡
で
す
。
拝
む
と
き
、
拝
ん

で
い
る
自
分
を
本
尊
さ
ま
や
先
祖
さ
ま

に
映
し
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
拝
み

は
投
影
さ
れ
る
も
の
で
す
。
本
尊
さ
ま 

や
先
祖
さ
ま
を
拝
む
行
い
は
一
方
的
な

感
じ
も
し
ま
す
。
し
か
し
、
拝
ん
で
い
る

私
た
ち
は
法
鏡
の
お
力
を
授
か
り
拝
ま

れ
て
い
ま
す
。 

 

「
身
光
自
照
」
と
は
、
仏
法
を
身
に
つ

け
た
人
が
自
ら
輝
く
こ
と
で
す
。
修
行

僧
は
こ
の
言
葉
の
ご
と
く
、
自
分
か
ら

光
の
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
修
行
し
て
い
ま

す
。
修
行
僧
た
ち
は
す
れ
違
う
と
き
、
一

度
立
ち
止
ま
っ
て
お
互
い
に
合
掌
礼

拝
、
拝
み
合
う
挨
拶
を
し
て
ま
た
歩
き

始
め
ま
す
。
仏
の
世
界
は
「
恭
敬
仏
法

僧
」
を
大
切
に
し
ま
す
。
怒
り
や
恨
み
を

行
い
ま
せ
ん
。
拝
む
気
持
ち
が
素
直
で

あ
れ
ば
、
修
行
僧
の
挨
拶
の
よ
う
に
拝

み
が
帰
っ
て
き
ま
す
。
拝
ん
だ
と
き
、
そ

の
素
直
さ
が
「
法
の
鏡
」
に
映
り
ま
す
。

拝
む
こ
と
は
拝
ま
れ
る
こ
と
で
す
。
人

は
昔
か
ら
拝
む
こ
と
で
法
鏡
の
お
力
を 

 
 
 
 
 

授
か
り
拝
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

雲
泉
寺 

神
田
恭
真 

梅
花
だ
よ
り 

 

梅
花
流
詠
讃
歌
と
は
・
・
・ 

人
は
幸
せ
を
願
っ
て
生
き
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
誰
し
も
悩
み
、
悲
し
み
、

苦
し
み
を
体
験
し
な
い
人
は
い
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
う
し
た
時
に
心
を
支
え
て

く
れ
る
の
が
梅
花
流
詠
讃
歌
（
御
詠
歌
）

で
す
。
そ
の
歌
詞
に
は
私
た
ち
を
安
ら

ぎ
の
世
界
へ
と
導
い
て
く
だ
さ
る
仏
さ

ま
の
教
え
や
想
い
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。 お

唱
え
を
聴
い
て 

見
ま
し
ょ
う
。 

 

 
 
 
 

仏
事
の
知
識 

畳
の
縁
（
へ
り
） 

 

最
近
の
住
宅
は
畳
の
部
屋
が
ほ
と
ん

ど
無
く
な
り
ま
し
た
。
お
仏
壇
も
小
規
模

の
も
の
と
な
り
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
や
じ
ゅ

う
た
ん
の
部
屋
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
お

寺
の
本
堂
や
一
般
の
住
宅
で
も
床
の
間

の
あ
る
部
屋
に
は
畳
が
敷
か
れ
て
い
ま

す
。
畳
の
長
辺
に
縫
い
合
わ
さ
れ
た
布
を

縁
（
へ
り
）
と
言
い
ま
す
。
昔
か
ら
縁
は

踏
ん
で
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
縁
は
結
界
で
あ
り
上
下
の
座
る
位
置

を
示
し
て
い
た
り
、
縁
の
模
様
で
序
列
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
紋
の
付
い
た
縁
も
あ

り
、
縁
を
踏
む
と
そ
の
家
の
家
紋
を
踏
む

こ
と
に
な
る
と
言
っ
て
避
け
て
い
ま
し

た
。 永

平
寺
で
修
行
中
も
畳
の
縁
は
踏
ま

な
い
こ
と
、
畳
内
を
巡
る
と
き
は
斜
め
に

横
切
ら
な
い
で
な
る
べ
く
直
角
に
曲
が

る
こ
と
、
歩
く
と
き
に
は
す
り
足
を
心
が

け
る
こ
と
等
指
導
を
受
け
ま
し
た
。
ま

た
、
敷
居
も
踏
ま
な
い
よ
う
に
教
え
ら
れ

ま
し
た
。
僧
侶
は
読
経
中
に
道
場
内
を
巡

る
と
き
に
は
特
に
気
を
付
け
て
い
ま
す
。 

  
 

仏
事
の
知
識 

→
 

 

 曹洞宗公式ホームページ https://www.sotozen-net.or.jp/ 曹洞宗の活動をご覧ください。QR コード  
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雲
泉
寺
解
制
法
要 

 

関
川
村
雲
泉
寺
（
住
職
神
田
恭
真
）
で

は
入
制
令
和
三
年
十
月
十
五
日
か
ら
解

制
令
和
四
年
一
月
十
五
日
ま
で
の
冬
前

安
居
（
九
旬
）
結
制
が
終
わ
り
、
一
月
二

十
三
日
に
解
制
法
要
（
報
恩
諷
経
、
解
制

土
地
堂
念
誦
、
円
鏡
調
印
式
）
を
如
法
に

厳
修
い
た
し
ま
し
た
。 

円
福
寺
住
職
就
任
式 

 

夏
井
円
福
寺
様
で
は
六
月
二
十
六
日

に
大
澤
一
彦
師
（
昨
年
三
月
入
山
）
の
住

職
就
任
式
及
び
大
般
若
法
要
が
厳
修
さ

れ
ま
す
。 

 

 

礼 拜 



                  

教
区
護
持
会
研
修
旅
行 

 
開
創
七
百
年
大
本
山
總
持
寺
祖
院 

参
拝
と
輪
島
・
和
倉
温
泉
の
旅 

期
日 
令
和
四
年
十
月
二
十
七
日 

 
 

～
十
月
二
十
九
日
（
二
泊
三
日
） 

 

旅
費 

六
万
二
千
円 

 

（
總
持
寺
祖
院
で
の
供
養
料
含
む
） 

 

人
員 

七
十
名 

 

締
切 

令
和
四
年
九
月
末
日 

 
 

お
寺
か
ら
の
お
願
い 

▼
お
墓
の
お
供
え
（
菓
子
、
果
物
等
）
は

カ
ラ
ス
が
食
い
荒
ら
し
ま
す
の
で
お
参

り
が
済
み
ま
し
た
ら
お
下
げ
し
て
ご
自

宅
で
お
召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
。 

▼
缶
類
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
類
も
お
供
え
後

お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。 

▼
ゴ
ミ
は
必
ず
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

お
墓
参
り
の
際
に
は
ゴ
ミ
入
れ
用
の
ビ

ニ
ー
ル
袋
な
ど
を
持
参
し
て
必
ず
お
持

ち
帰
り
下
さ
い
。
参
道
脇
の
自
然
ゴ
ミ

（
花
、
草
、
落
葉
、
枯
れ
た
樹
木
類
）
は

墓
地
掃
除
の
ゴ
ミ
で
す
。
何
も
捨
な
い

で
く
だ
さ
い
。 

▼
花
を
包
ん
で
あ
る
紙
、花
を
縛
っ
て
あ

る
ビ
ニ
ー
ル
紐
、
ア
ル
ミ
ホ
イ
ル
、
ラ
ッ

プ
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
、
ト
レ
イ
、
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
、
ナ
イ
ロ
ン
等
や
、
墓
掃
除
の

雑
巾
、
タ
ワ
シ
、
洗
剤
容
器
、
軍
手
、
ビ

ニ
ー
ル
手
袋
等
は
持
ち
帰
っ
て
燃
え
る

ゴ
ミ
と
し
て
町
の
ゴ
ミ
収
集
車
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。
自
然
ゴ
ミ
と
町
に
出
す

ゴ
ミ
の
分
別
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

●
大
般
若
は
今
年
も
中
止
し
ま
す
。
コ
ロ

ナ
禍
で
思
う
よ
う
に
行
事
も
開
催
で
き

ま
せ
ん
が
、
こ
の
寺
便
り
「
乗
雲
」
が
檀

信
徒
皆
様
の
心
の
平
安
を
も
た
ら
す
一

助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

広厳寺ホームページ 2000.4開設 https://www.kogonji.jp/ お寺の情報をご覧ください。QRコード 

2022.2.1 発行 乗雲 第 116号 (4) 

 

 

 

能登 大本山總持寺祖院 

羽咋 永光寺 

▼
令
和
三
年
に
予
定
し
て
お
り
ま
し
た

十
七
教
区
護
持
会
研
修
旅
行
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て

中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
再
度
今
年
（
令

和
四
年
）
同
じ
コ
ー
ス
で
計
画
い
た
し

ま
し
た
。
能
登
沖
地
震
か
ら
の
復
興
な

っ
た
伽
藍
、
そ
し
て
こ
の
た
び
開
創
七

百
年
を
迎
え
た
大
本
山
總
持
寺
祖
院
参

拝
の
旅
で
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

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
。 

  

動物供養塔（ペットのお墓） 寂光塔（永代供養合同墓所） 

 


