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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
昨
年
は
コ
ロ
ナ
に
翻
弄
さ
れ

た
一
年
で
あ
り
ま
し
た
が
、
今
年
こ

そ
は
コ
ロ
ナ
が
収
束
し
、
日
常
の
生

活
に
戻
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。さ
て
、

　

皆
様
も
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、

お
釈
迦
さ
ま
は
、
十
二
月
八
日
に
イ

ン
ド
の
ブ
ッ
タ
ガ
ヤ
で
お
悟
り
を
開

か
れ
ま
し
た
。
お
寺
で
も
毎
年
そ
の

日
に
は
「
成
道
会
」
の
法
要
を
勤
め

て
い
ま
す
。
お
悟
り
を
開
い
た
お
釈

迦
さ
ま
は
そ
の
教
え
を
伝
え
る
た
め

に
サ
ル
ナ
ー
ト
鹿ろ

く

野や

苑お
ん

で
五
人
の
比

丘
に
最
初
の
説
法
を
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
を「
初し

ょ

転て
ん

法ぼ
う

輪り
ん

」と
い
い
ま
す
。「
法

輪
」
と
は
仏
教
の
教
義
の
こ
と
で
あ

り
「
転
」
と
は
他
人
に
伝
え
る
こ
と

を
意
味
し
ま
す
の
で
、「
初
転
法
輪
」

と
は
お
釈
迦
さ
ま
が
初
め
て
ご
自
分

の
教
え
を
他
の
人
に
伝
え
た
こ
と
で

す
。
ま
さ
に
「
仏
」
が
「
教
え
」
を

説
く
、「
仏
教
」
の
始
ま
り
で
す
。
お

釈
迦
さ
ま
は
そ
の
後
も
四
十
五
年
に

わ
た
り
多
く
の
方
に
そ
の
教
え
を
説

く
遊ゆ

行ぎ
ょ
うの
旅
を
さ
れ
ま
し
た
。
様
々

な
方
に
教
え
を
説
く
中
で
お
釈
迦
さ

ま
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
方
に
ど
う
お
話

す
れ
ば
分
か
り
易
い
か
、
ど
の
よ
う

に
話
せ
ば
理
解
で
き
る
か
、
そ
の
場

そ
の
場
で
最
適
な
例
え
や
比
喩
を
駆

使
し
て
法
を
説
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ

を
「
対た

い

機き

説せ
っ

法ぽ
う

」
と
い
い
ま
す
。
お

医
者
様
が
患
者
の
病
気
に
応
じ
て
薬

を
与
え
る
「
応お

う

病び
ょ
う

与よ

薬や
く

」
と
い
う
言

葉
も
同
じ
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。『
大

般
涅
槃
経
』
に
は
病
を
煩
悩
に
例
え
、

薬
を
法
に
例
え
る
一
節
も
あ
り
ま
す
。

　

お
釈
迦
様
の
教
え
は
そ
の
後
、
脈
々

と
人
か
ら
人
へ
言
葉
や
経
典
を
通
し

て
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
近

年
に
な
る
と
伝
え
る
手
段
と
し
て
新

た
な
も
の
が
加
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
す
。
お
気
づ

き
の
方
も
お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す

が
、
前
回
よ
り
こ
の
季
刊
安
善
寺
の

表
紙
タ
イ
ト
ル
の
下
に
二
つ
の
「
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
」
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」
と
い
う
の
は
携
帯
電

話
で
読
み
取
る
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
指
定
し
た
ペ
ー
ジ
の
内
容
が
見

れ
る
も
の
で
す
。
季
刊
安
善
寺
の
「
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
」
は
お
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
と
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
が
見
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
伝
え
る
手
段
の
一
つ

で
す
。こ
う
い
っ
た
も
の
が
苦
手
な
方
、

興
味
の
な
い
方
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ

る
と
思
い
ま
す
。
私
も
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
得
意
な
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
実
際
に
こ
う
い
っ
た
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
は
う
ま

く
利
用
す
る
と
何
か
を
伝
え
る
と
き

に
と
て
も
便
利
な
も
の
で
す
。
本
来

何
か
を
伝
え
る
と
い
う
と
き
は
お
釈

迦
様
の
様
に
面
と
向
か
っ
て
そ
の
方

に
合
わ
せ
な
が
ら
伝
え
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
相

手
を
見
て
伝
え
る
こ
と
は
出
来
ま
せ

ん
。
た
だ
興
味
の
あ
る
方
が
簡
単
に

自
分
か
ら
教
え
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

今
ま
で
は
話
し
手
が
相
手
に
応
じ

る
「
対
機
説
法
」
で
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
か
ら
は
あ
ふ
れ
る
情
報
か
ら
聞

き
手
が
取
捨
選
択
す
る
「
対た

い

機き

問も
ん

法ぽ
う

」

の
時
代
に
な
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。
原

点
で
あ
る
「
対
機
説
法
」
は
当
然
心

掛
け
、
新
た
な
時
代
の
新
た
な
伝
え

方
も
で
き
う
る
限
り
利
用
し
て
、
よ

り
多
く
の
方
に
仏
の
教
え
に
触
れ
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
エ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー

ズ
）
は
「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い

社
会
」
を
目
指
し
て
、
世
界
中
が

一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
み
を
進
め

る
国
際
目
標
で
す
。
今
、
こ
の
地

球
に
共
に
暮
ら
す
人
々
も
、
未
来

に
暮
ら
す
人
々
も
含
め
て
、
誰
も

が
安
心
・
安
全
に
、
そ
し
て
自
分

ら
し
く
豊
か
に
生
き
る
こ
と
が
出

来
る
世
界
に
し
て
い
こ
う
と
い
う

理
想
が
、
こ
の
目
標
の
背
景
に
あ

り
ま
す
。

　

長
い
人
類
の
歴
史
の
中
で
、
私

た
ち
は
過
去
に
類
を
見
な
い
ほ
ど

恵
ま
れ
た
時
代
を
生
き
て
い
ま

す
。
ま
た
先
進
国
と
よ
ば
れ
る
こ

の
国
で
生
活
す
る
私
た
ち
の
多
く

は
、
安
全
で
、
快
適
で
、
豊
か
な

生
活
を
享
受
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
同
時
に
世
界
に
は
、
貧
困
や
飢

餓
に
苦
し
み
、
病
気
や
争
い
の
恐

怖
に
怯
え
な
が
ら
暮
ら
す
人
々
が

大
勢
い
ま
す
。
教
育
や
医
療
、
一

滴
の
飲
み
水
で
さ
え
も
ま
ま
な
ら

な
い
人
々
が
大
勢
い
ま
す
。
自
分

で
は
選
べ
な
い
の
に
、
生
ま
れ
た

場
所
や
性
別
に
よ
っ
て
運
命
は
大

き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
が
現
実

な
の
で
す
。

　

昨
年
は
特
に
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
の
紛
争
地
域
に
お
け
る
貧
困
や

女
性
差
別
の
問
題
が
大
き
く
報
道

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
ウ
イ
グ
ル
の

強
制
労
働
で
栽
培
さ
れ
た
綿
が
、

多
く
の
国
で
使
わ
れ
る
安
価
な
衣

服
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
話
題

に
な
り
ま
し
た
。
貧
困
や
労
働
搾

取
、
差
別
や
環
境
汚
染
な
ど
、
テ

レ
ビ
で
流
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な

ニ
ュ
ー
ス
を
眼
に
し
、
苦
し
み
を

抱
え
る
人
々
の
存
在
を
知
っ
た
時
、

私
た
ち
は
何
を
思
い
、
考
え
る
で

し
ょ
う
か
。

　

曹
洞
宗
お
経
『
修
証
義
』
第
四

章
に「
菩ぼ

提だ
い

心し
ん

を
発お

こ

す
と
い
う
は
、

己お
の

れ
未い

ま

だ
度わ

た

ら
ざ
る
前さ

き

に
一い

っ

切さ
い

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

を
度わ

た

さ
ん
と
発ほ

つ

願が
ん

し
営い

と
な

む
な

り
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。

「
私
の
幸
せ
は
、私
の
行
い
に
よ
っ

て
生
ま
れ
る
多
く
の
人
の
幸
せ
の

先
に
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

仏
教
が
教
え
る
私
た
ち
の
本
当
の

安
ら
ぎ
は
、
自
ら
の
欲
望
の
追
及

の
果
て
に
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
誰
し
も
が
持
っ
て
い
る
、

苦
し
ん
で
い
る
人
や
困
っ
て
い
る

人
を
「
ほ
っ
と
け
な
い
」
と
い
う

「
菩
薩
の
心
」
を
、
行
い
や
形
に

し
て
届
け
る
。
そ
の
「
優
し
さ
の

リ
レ
ー
」
に
参
加
す
る
こ
と
こ
そ

が
、
信
仰
に
生
き
る
私
た
ち
の
喜

び
と
幸
せ
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

　

ま
た
『
修
証
義
』
第
五
章
に
は

「
我わ

れ

等ら

が
行

ぎ
ょ
う

持じ

に
依よ

り
て
諸し

ょ

仏ぶ
つ

の

行ぎ
ょ
う持じ

見け
ん

成じ
ょ
うし
、
諸し

ょ

仏ぶ
つ

の
大だ

い

道ど
う

通つ
う

達だ
つ

す
る
な
り
」
と
い
う
一
節
が
あ
り

ま
す
。「
私
の
行
い
の
中
に
、
仏

さ
ま
が
宿
る
」と
い
う
意
味
で
す
。

日
々
の
生
活
の
中
で
多
く
の
人
々

の
こ
と
を
思
い
、
食
べ
物
や
着
る

も
の
と
の
向
き
合
い
方
を
丁
寧
に

考
え
る
こ
と
。
冷
暖
房
の
温
度
を

よ
く
確
か
め
な
が
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
ム
ダ
を
見
直
し
て
い
く
こ
と
。

教
育
や
医
療
や
ト
イ
レ
な
ど
の
支

援
活
動
に
、
募
金
な
ど
の
形
で
参

加
し
て
み
る
こ
と
。
そ
う
し
た
実

践
は
す
べ
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
へ
の
取
り

組
み
に
繋
が
り
、「
仏
道
修
行
の

信
仰
実
践
」
と
し
て
、
取
り
組
む

「
わ
た
し
」
を
「
仏
ら
し
く
」
成

長
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。

　

今
日
の
自
分
は
、「
仏
ら
し
く
」

生
活
で
き
た
だ
ろ
う
か
？
と
確
認

し
な
が
ら
、
多
く
の
人
々
の
安
寧

を
願
っ
て
生
活
す
る
。
そ
ん
な
穏

や
か
で
豊
か
な
毎
日
を
皆
で
実
現

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
特
集
】

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
仏
教
・
禅

～「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
」
が
意
味
す
る
も
の

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員

山
形
県
地
福
寺
副
住
職 

宇
野　
全
智

SDGs（エスディージーズ）は「持続可能な開発目標」と訳され、2015年の国際サミッ
トで加盟 193 ヵ国の全会一致で採択された「貧困や飢餓の解消」「平和的社会の実現」
などに関連する 17 の課題を、統合的・包括的に解決していこうとする国際目的です。

最も貧しく脆弱なところからの声を最優先に。
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長
岡
市
旧
栃
尾
地
区
に
伽
藍
を

構
え
る
常
安
寺
は
天
文
十
六
年

（
一
五
四
七
）
に
長
尾
景
虎
（
後

の
上
杉
謙
信
公
）
に
よ
っ
て
創
建

さ
れ
ま
し
た
。
謙
信
公
は
創
建
後

ま
も
な
く
天
文
二
十
年
に
常
安
寺

に
仏ぶ

供く

田で
ん

（
大
名
な
ど
寺
の
外
護

者
が
仏
様
に
米
を
供
え
る
た
め
に

寄
進
し
た
田
畑
）
と
七
堂
を
寄
進

さ
れ
、「
秋あ

き

葉ば

三さ
ん

尺じ
ゃ
く

坊ぼ
う

大だ
い

権ご
ん

現げ
ん

」
を

管
掌
す
る
別
当
般
若
院
の
所
領
と
、

栃
尾
城
の
ふ
も
と
に
あ
っ
た
法
用

寺
の
寺
領
を
寄
進
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
弘
治
元
年
（
一
五
五
五
）

に
は
後
奈
良
天
皇
よ
り
「
清
瀧
山

護
国
報
恩
常
安
禅
寺
」の
宸し

ん

翰か
ん（
天

皇
直
筆
の
書
）
の
額
を
賜
り
、
勅

願
寺
と
な
り
ま
し
た
。
謙
信
公
亡

き
後
も
景
勝
公
の
外
護
を
受
け
、

一
時
は
七
堂
伽
藍
を
配
し
壮
大
な

威
容
を
誇
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

般
若
院
寄
進
の
際
に
は
、
常
安
寺

裏
山
の
山
上
に
火
伏
の
（
火
防
）

の
神
様
で
あ
る
秋
葉
三
尺
坊
大
権

現
が
遷
宮
さ
れ
ま
し
た
。

　

秋
葉
神
社
奥
の
院
は
弘
化
三
年

（
一
八
四
六
）
年
の
建
築
で
あ
り

建
物
全
体
に
は
江
戸
の
名
工
石
川

雲
蝶
と
熊
谷
源
太
郎
が
八
年
の
歳

月
を
か
け
て
彫
っ
た
彫
刻
が
ほ
ど

こ
さ
れ
て
お
り
、
長
岡
市
の
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
も
秋
葉
三
尺
坊
の
命
日
に

あ
た
る
七
月
二
十
四
日
に
は
遺
徳

を
た
た
え
た
火
祭
り
が
行
わ
れ
、

家
族
連
れ
な
ど
多
く
の
方
で
賑
わ

い
を
み
せ
て
い
ま
す
。

秋葉神社　奥の院

常安寺　本堂

https://www.joanji.jp
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7月24日に行われる秋葉の火祭り
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越
後
曹
洞
宗
名
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巡
り
】
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本
総
本
廟

　

謙
信
公
所
縁
の
古
刹
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前
回
の
記
事
で
は
コ
ロ
ナ
ワ
ク

チ
ン
が
普
及
し
、
世
の
中
は
落
ち

着
き
を
見
せ
、
観
光
が
復
活
し
た

ら
…
な
ん
て
こ
と
を
思
っ
て
い
た

ら
、
今
こ
の
記
事
を
書
い
て
い
る

段
階
で
は
全
国
的
に
コ
ロ
ナ
を
抑

え
込
み
、
県
内
で
は
ほ
と
ん
ど
発

生
す
る
こ
と
も
な
く
、
東
京
に
至

り
ま
し
て
も
一
桁
な
ど
夏
に
は
想

像
で
き
な
い
ほ
ど
ウ
ィ
ル
ス
が
抑

え
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
お
か

げ
で
全
国
的
に
旅
行
も
活
性
化
し

て
き
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
か
な
り
遠
慮
さ
れ
て
き

た
東
京
に
目
を
向
け
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
東
京
は
見

所
が
沢
山
あ
っ
て
歴
史
・
文
化
の

あ
る
も
の
か
ら
最
先
端
物
ま
で
多

く
の
も
の
が
融
合
し
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
も
の
で
は
弥
彦
山
と
同

じ
高
さ
６
３
４
メ
ー
ト
ル
の
東
京

ス
カ
イ
ツ
リ
ー
。
展
望
台
か
ら
の

景
色
は
圧
巻
で
す
。
今
で
は
東
京

の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
す
ね
。
東
京

タ
ワ
ー
も
人
気
で
は
ま
だ
ま
だ
負

け
て
い
ま
せ
ん
。
お
買
い
物
は
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
の
下
に
あ
る
ソ
ラ
マ

チ
タ
ウ
ン
を
は
じ
め
六
本
木
ヒ
ル

ズ
や
お
台
場
、
銀
座
、
新
宿
、
渋

谷
な
ど
キ
リ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

歴
史
あ
る
も
の
で
は
仲
見
世
通

り
の
有
名
な
浅
草
寺
や
徳
川
家
菩

提
寺
の
増
上
寺
、
赤
穂
浪
士
の
泉

岳
寺
、
商
店
街
で
も
有
名
な
と
げ

ぬ
き
地
蔵
、
有
名
人
も
多
く
結
婚

し
て
い
る
明
治
神
宮
や
寅
さ
ん
で

有
名
な
柴
又
帝
釈
天
。
商
店
街
が

大
変
有
名
で
す
が
題
経
寺
と
い
う

名
の
お
寺
で
本
堂
の
彫
刻
が
大
変

素
晴
ら
し
く
、
彫
刻
の
寺
と
も
呼

ば
れ
て
い
る
の
で
一
見
の
価
値
あ

り
で
す
。

　

美
術
館
・
博
物
館
で
は
東
京
国

立
博
物
館
を
は
じ
め
、
建
物
が
世

界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
国
立

西
洋
美
術
館
。
当
時
の
日
本
橋
が

原
寸
大
で
展
示
し
て
お
り
、
東
京

の
歴
史
が
わ
か
る
江
戸
東
京
博
物

館
。

　

そ
し
て
東
京
な
ら
で
は
の
皇
居

（
江
戸
城
）
の
見
学
や
建
物
が
素

晴
ら
し
い
赤
坂
迎
賓
館
、
見
所
の

沢
山
あ
る
国
会
議
事
堂
や
日
本
銀

行
・
造
幣
局
の
見
学
。

　

観
劇
で
は
新
し
く
な
っ
た
歌
舞

伎
座
、
帝
国
ホ
テ
ル
の
目
の
前
に

あ
る
東
京
宝
塚
歌
劇
団
、
デ
ィ
ズ

ニ
ー
好
き
に
は
た
ま
ら
な
い
劇
団

四
季
、
幅
広
く
公
演
の
あ
る
帝
国

劇
場
。

　

お
食
事
で
は
有
名
で
美
味
し
い

お
店
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
皆
さ
ん

で
行
く
な
ら
築
地
場
外
市
場
で
散

策
も
楽
し
み
な
が
ら
の
お
食
事
。

市
場
は
新
し
く
な
っ
た
豊
洲
へ
移

転
し
ま
し
た
が
お
店
は
残
っ
て
い

ま
す
。
あ
と
夜
景
を
見
な
が
ら
の

墨
田
川
の
屋
形
船
や
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー

で
東
京
湾
の
船
上
デ
ィ
ナ
ー
ク
ル
ー

ズ
、
大
相
撲
観
戦
の
後
、
両
国
で

ち
ゃ
ん
こ
を
食
べ
る
の
も
い
い
で

す
ね
。

　

私
の
お
す
す
め
は
感
染
拡
大
の

た
め
今
現
在
は
一
時
休
止
を
し
て

い
ま
す
が
、
羽
田
空
港
で
の
Ｊ
Ａ
Ｌ

と
Ａ
Ｎ
Ａ
の
工
場
見
学
。
大
き
な

格
納
庫
の
中
で
目
の
前
で
航
空
機

を
見
学
で
き
、
大
変
迫
力
が
あ
り

ま
す
。

　

見
所
は
ま
だ
ま
だ
沢
山
あ
り
ま

す
が
ペ
ー
ジ
の
都
合
で
こ
こ
ま

で
。
安
心
し
て
観
光
が
で
き
、
多

く
の
人
で
賑
わ
う
東
京
を
ま
た
見

て
み
た
い
も
の
で
す
ね
。

　

さ
て
、
安
善
寺
様
で
は
令
和
４

年
４
月
５
日
か
ら
２
泊
３
日
で
昨

年
中
止
と
な
っ
た
御
誕
生
寺
参
拝

と
古
都
奈
良
寺
院
巡
り
の
旅
を
再

び
計
画
致
し
ま
し
た
。
前
回
お
話

し
た
信
貴
山
は
来
年
寅
年
の
特
別

御
開
帳
の
年
に
あ
た
り
、
秘
仏
を

見
学
で
き
ま
す
。
ま
た
奈
良
で
は

歴
史
あ
る
寺
院
を
多
数
参
拝
し
。

奈
良
の
夜
景
を
一
望
で
き
る
宿
に

ご
宿
泊
致
し
ま
す
。
タ
イ
ミ
ン
グ

が
合
え
ば
桜
も
鑑
賞
で
き
る
見
所

の
沢
山
あ
る
旅
行
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
皆
様
ご
参
加
の
ほ
ど
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。

■
旅
の
ご
相
談
・
お
申
し
込
み
は

　

新
潟
ビ
ー
エ
ス
観
光
ま
で

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ  

０
２
５
８
－
３
４
－
４
８
４
８

　
　
　
　
見
所
た
く
さ
ん
の
東
京
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　

  

安
善
寺  

奈
良
寺
院
巡
り
の
旅

新
潟
ビ
ー
エ
ス
観
光　

飯
泉　
隆
史

第２回

建物が素晴らしい「赤坂迎賓館」

すごい迫力の羽田空港「JAL 格納庫」
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新
年
を
迎
え
気
持
ち
も
新
た
に

今
年
が
良
い
一
年
で
あ
る
よ
う
に

と
願
っ
て
い
る
方
も
大
勢
お
ら
れ

る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
世
界
中
で
地
球
温
暖

化
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
災
害
が
多

発
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓

延
で
生
活
基
盤
が
崩
壊
、
環
境
の

変
化
等
で
大
き
な
ス
ト
レ
ス
を
感

じ
た
人
も
多
数
お
ら
れ
た
と
思
い

ま
す
。
日
本
に
お
い
て
も
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開

催
、
総
理
大
臣
の
交
代
・
衆
議
院

議
員
総
選
挙
等
何
か
と
落
ち
着
か

ず
、
暮
れ
に
は
オ
ミ
ク
ロ
ン
と
い

う
変
異
株
の
出
現
で
、
忍
耐
の
一

年
で
し
た
。

　

そ
ん
な
折
、
境
内
を
見
渡
す
と

木
々
等
は
、
人
間
社
会
の
心
配
と

は
関
係
な
く
、
春
に
は
新
緑
、
夏

に
は
深
緑
、
秋
に
は
紅
葉
、
晩
秋

か
ら
初
冬
に
は
落
ち
葉
、
冬
は
裸

木
と
淡
々
と
年
輪
を
増
や
し
、
春

に
向
け
て
悠
久
の
生
命
を
育
み
、

静
か
に
力
を
蓄
え
、
眠
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。

　

地
球
の
気
候
の
歴
史
を
み
る

と
、
過
去
七
十
万
年
の
間
に
約
七

回
の
寒
冷
期
と
、
そ
の
間
の
温
暖

期
が
存
在
し
た
そ
う
で
す
。

　

現
在
は
約
三
千
年
前
に
始
ま
っ

た
氷
河
期
の
中
で
、
少
し
暖
か
い

間
氷
期
に
あ
た
る
そ
う
で
す
。
し

か
し
、
人
間
活
動
に
作
り
出
す
二

酸
化
炭
素
等
の
温
室
効
果
ガ
ス
が

過
去
に
類
を
み
な
い
水
準
に
ま
で

増
え
て
い
る
為
、
地
球
全
体
の
気

候
が
変
化
し
、
各
地
に
色
々
な
新

し
い
リ
ス
ク
が
起
き
る
こ
と
が
想

像
さ
れ
ま
す
。

　

現
代
は
、
経
済
の
た
め
か
、
地

球
狭
し
と
動
き
回
り
、
自
然
破
壊

も
進
み
必
要
以
上
に
便
利
さ
を
追

い
続
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

ま
す
。
そ
ん
な
様
子
を
観
て
い
る

と
、
人
間
も
生
き
物
の
一
員
、
謙

虚
に
驕お

ご

ら
ず
、
地
球
に
自
然
に
畏い

敬け
い

の
念
を
抱
い
て
生
活
せ
ね
ば
と

強
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

故
・
板
橋
禅
師
様
の
日
め
く
り

に
、
次
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
あ

わ
て
る
な  
昔
は
み
ん
な
歩
い
て

い
た
。」

　

昨
年
の
「
大
本
山
總
持
寺
に
お

米
を
送
る
運
動
」
で
す
が
、
安
善

寺
檀
信
徒
の
皆
様
か
ら
も
沢
山
の

ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
今
回
は
總
和
会・

嶽
山
会
新
潟
県
中
越
支
部
全
体
で

３
７
５
名
の
方
か
ら
ご
協
力
を
賜

り
、
８
，６
６
４
キ
ロ
の
お
米
が

集
ま
り
ま
し
た
。
集
ま
っ
た
お
米

は
昨
年
十
一
月
二
十
四
日
に
無

事
、
大
本
山
總
持
寺
に
お
届
け
い

た
し
ま
し
た
。
大
本
山
總
持
寺
に

お
米
が
届
く
と
一
部
を
大
黒
尊
天

前
に
運
び
、
献
米
諷
経
を
行
い
ま

す
。
越
後
の
お
い
し
い
お
米
を
戴

き
、
修
行
僧
も
益
々
修
行
に
精
進

し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ

の
運
動
は
来
年
以
降
も
継
続
し
て

行
う
予
定
で
す
。
ま
た
こ
の
紙
面

や
お
寺
で
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

集まった 8,664 キロのお米

東
堂
和
尚
の
ひ
と
り
ご
と
（
第
六
回
）

あ
わ
て
る
な  

昔
は
み
ん
な
歩
い
て
い
た

「
大
本
山
總
持
寺
に
お
米
を
送
る
運
動
」
の

ご
報
告

よ
ろ
ず
掲
示
板

安
善
寺

境内　春の新録

参道　晩秋から初冬の落ち葉

境内　冬の裸木

お便り原稿用紙
皆様からの原稿をお待ちしております。

原稿の例
● 思い出話／ご家族、ご先祖、お寺の思い出話など。
● 私に言わせて／家事や子育てのお話、身近な出来事など。
● 教えてください／仏事のしきたりや疑問（編集部や住職が

お答えします）など。

〈原稿送付先〉
 FAX 0258-32-2870

メール info@anzenji-nagaoka.com
HP にも申込フォームがあります
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
年
は

コ
ロ
ナ
禍
で
動
け
ず
何
も

出
来
ず
の
年
で
し
た
。
今
年
は
ど
う

な
る
か
判
り
ま
せ
ん
が
良
き
年
と
な

る
よ
う
に
祈
る
ば
か
り
で
す
。

　

今
年
は
寅
年
で
年
男
に
な
っ
て
い

ま
す
。
２
０
２
２
年
の
干
支
は
壬

み
ず
の
え

寅と
ら

で
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
干
支
は

世
の
理

こ
と
わ
りを
知
り
、
未
来
に
備
え
る
た

め
に
生
み
出
さ
れ
た
暦
の
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
よ
う
で
す
。
壬
寅
は
陽
気
を

孕は
ら

み
、
春
の
胎
動
を
助
く
。
冬
が
厳

し
い
ほ
ど
春
の
芽
吹
き
は
生
命
力
に

溢
れ
、
華
々
し
く
生
ま
れ
る
年
に
な

る
と
い
う
事
ら
し
い
。
ち
ょ
っ
と
期

待
し
て
良
い
年
に
な
り
そ
う
で
す

ね
。

　

春
の
胎
動
が
大
き
く
花
開
く
為
に

は
地
道
な
自
分
磨
き
を
行
い
、
実
力

を
養
う
必
要
が
あ
る
と
い
っ
た
こ
と

を
指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
ス
タ
ー
ト
と
し
て
は
良
き
年
で

し
ょ
う
。
も
う
終
盤
に
来
て
い
る
小

生
に
は
ど
う
か
な
！
と
言
っ
た
こ
と

に
は
な
り
ま
す
が
、
生
か
さ
れ
て
い

る
間
は
何
に
お
い
て
も
チ
ャ
レ
ン
ジ

で
し
ょ
う
。

　

広
報
委
員
会
も
長
い
間
行
わ
せ
て

頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
ろ
そ
ろ
世

代
交
代
の
時
期
に
な
っ
て
い
ま
す
。

若
干
の
若
い
方
々
が
参
加
し
て
く
れ

て
い
ま
す
の
で
安
心
で
す
が
ま
だ
ま

だ
参
加
者
募
集
中
で
す
。
そ
れ
と
同

時
に
皆
様
の
投
稿
が
必
須
で
す
。
お

気
軽
に
投
稿
し
て
下
さ
い
。
ど
ん
な

こ
と
で
も
大
丈
夫
で
す
が
あ
ま
り
偏

ら
ず
、思
い
出
や
お
寺
と
の
関
わ
り
、

旅
行
の
経
験
趣
味
の
事
な
ど
な
ど
何

で
も
結
構
で
す
。
若
い
方
々
が
お
寺

に
お
参
り
に
来
て
下
さ
る
こ
と
も
大

切
で
す
。
宗
教
行
事
も
大
切
で
す
が

ま
ず
身
近
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
重

要
で
し
ょ
う
。

　

お
釈
迦
様
の
教
え
は
人
生
を
豊
か

に
し
て
下
さ
い
ま
す
。
宗
派
を
超
え

て
神
も
仏
も
祈
る
行
為
か
ら
始
ま
り

心
に
響
き
豊
か
に
し
て
下
さ
い
ま

す
。
人
生
に
お
い
て
目
に
見
え
な
い

何
か
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

お
寺
に
行
き
ま
し
ょ
う
よ
。
笑
顔
・

言
葉
が
け
・
有
難
う
の
感
謝
。
そ
こ

に
は
常
に
合
掌
を
行
い
、
謙
虚
で
あ

り
寛
容
で
あ
り
感
謝
し
奉
仕
す
る
こ

と
が
自
然
と
身
に
つ
く
も
の
で
す
。

変
化
す
る
世
の
中
で
も
基
本
的
な
こ

と
は
変
わ
ら
な
い
も
の
で
し
ょ
う
。

心
豊
か
に
過
ご
せ
る
こ
と
は
至
極
の

生
活
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
林　

国
二
）

ボ
ブ
の
ひ
と
り
言

 またまた
ボブのひとり言

　

長
岡
は
曇
天
の
続
く
毎
日
で
あ

る
。
日
を
追
う
ご
と
に
寒
さ
も
加

わ
っ
て
、
散
歩
す
る
ど
こ
ろ
か
ベ
ラ

ン
ダ
に
出
る
気
分
に
す
ら
な
ら
な

い
。
窓
か
ら
見
え
る
木
々
達
も
葉
っ

ぱ
の
衣
を
脱
が
さ
れ
て
寒
そ
う
だ
。

そ
ん
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
気
分
に
ひ

た
っ
て
い
る
の
は
私
だ
け
…
毎
日
住

職
達
は
大
量
の
落
ち
葉
を
掃
き
、
ま

だ
落
ち
き
っ
て
い
な
い
葉
を
見
て
は

た
め
息
を
つ
く
。

　

そ
ん
な
大
変
さ
を
見
か
ね
て
か
、

近
所
の
子
供
達
が
手
伝
い
に
き
て
く

れ
た
。
普
段
お
そ
ら
く
ほ
う
き
す
ら

持
っ
た
こ
と
の
な
い
子
供
達
。
初
め

て
使
う
竹
ぼ
う
き
に
苦
戦
し
、
集
め

て
も
集
め
て
も
風
で
散
ら
か
っ
て
し

ま
う
葉
っ
ぱ
に
文
句
を
言
い
、
掃
い

て
も
掃
い
て
も
ま
た
空
か
ら
舞
い
落

ち
る
葉
を
に
ら
み
な
が
ら
、
そ
れ
で

も
一
生
懸
命
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
あ

あ
、
み
ん
な
よ
く
頑
張
っ
た
、
集
め

た
落
ち
葉
で
焼
き
芋
で
も
、
と
言
い

た
く
な
る
の
だ
が
こ
の
ご
時
世
そ
れ

が
難
し
い
。

　

今
の
子
供
達
が
落
ち
葉
焚
き
の
音

や
匂
い
を
知
ら
な
い
の
は
残
念
だ
。

竹
ぼ
う
き
が
地
面
を
擦
る
と
き
の
音

や
手
に
伝
わ
る
感
覚
も
そ
う
だ
。
経

験
す
れ
ば
い
く
つ
に
な
っ
て
も
音
や

匂
い
を
を
感
じ
る
だ
け
で
そ
の
当
時

の
こ
と
を
思
い
出
す
。
懐
か
し
か
っ

た
り
、
胸
が
キ
ュ
ン
と
な
っ
た
り
、

友
を
思
い
出
し
た
り
。
手
伝
っ
て
く

れ
た
子
供
達
が
大
人
に
な
っ
た
と

き
、
ど
こ
か
で
竹
ぼ
う
き
の
音
を
聞

い
た
ら
安
善
寺
を
思
い
だ
し
て
く
れ

る
と
う
れ
し
く
思
う
。

　

思
い
出
に
残
る
と
い
え
ば
、
久
美

さ
ん
に
も
素
敵
な
？
思
い
出
が
で
き

た
よ
う
だ
。
山
門
に
あ
る
銀
杏
の
木

は
毎
年
た
わ
わ
に
実
を
つ
け
る
。
プ

チ
プ
チ
と
実
を
踏
み
つ
け
な
が
ら
漂

う
匂
い
を
こ
ら
え
な
が
ら
落
ち
葉
掃

き
を
す
る
の
は
大
変
だ
。

　

毎
年
も
っ
た
い
な
い
な
あ
と
思
っ

て
い
た
久
美
さ
ん
。
今
年
初
め
て
ぎ

ん
な
ん
拾
い
を
決
行
。
そ
し
て
決
死

の
ぎ
ん
な
ん
処
理
。
そ
の
匂
い
と

い
っ
た
ら
…
し
ば
ら
く
身
体
に
し
み

つ
い
て
い
て
、
大
好
き
な
久
美
さ
ん

と
い
え
ど
も
近
づ
く
の
は
遠
慮
し
た

い
ほ
ど
だ
っ
た
。
苦
労
の
末
に
で
き

あ
が
っ
た
翡
翠
色
に
輝
く
ぎ
ん
な
ん

は
こ
の
上
な
く
美
味
し
い
ら
し
く
、

来
年
は
も
っ
と
も
っ
と
収
穫
し
よ
う

と
う
れ
し
そ
う
に
話
し
て
い
る
。
銀

杏
の
季
節
は
久
美
さ
ん
の
お
膝
を
諦

め
る
し
か
な
い
ニ
ャ
ー
ん
。

い
つ
か
は
思
い
出
に
な
る

子
供
た
ち
の
落
葉
掃
き

第
九
十
七
号
は
令
和
四
年
三
月
十
日（
木
）発
刊
予
定
で
す

季節は移ろっていくニャ〜ん！

編
集

雑
感


