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一
、
私わ

た
し

た
ち
の
宗し

ゅ
う

旨し

は
顕け

ん

本ぽ
ん

法ほ
っ

華け

宗し
ゅ
う

で
す

一
、
顕け

ん

本ぽ
ん

法ほ
っ

華け

宗し
ゅ
う

の
総そ

う

本ほ
ん

山ざ
ん

は
京き

ょ
う

都と

の
妙み

ょ
う

満ま
ん

寺じ

で
す

一
、
私わ

た
し

た
ち
は
日に

ち

蓮れ
ん

大だ
い

聖し
ょ
う

人に
ん

が
定さ

だ

め
ら
れ
た
大だ

い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

を 
 

御ご

本ほ
ん

尊ぞ
ん

と
し
て
篤あ

つ

く
仏ぶ

つ

・
法ほ

う

・
僧そ

う

の
三さ

ん

宝ぼ
う

さ
ま
に  

 

帰き

依え

し
ま
す

一
、
私わ

た
し

た
ち
は
妙み

ょ
う

法ほ
う

蓮れ
ん

華げ

経き
ょ
う

と
日に

ち

蓮れ
ん

大だ
い

聖し
ょ
う

人に
ん

の
御ご

書し
ょ

を
教お

し

え
の 

拠よ

り
所ど

こ
ろ

と
し
ま
す

一
、
私わ

た
し

た
ち
は
お
釈し

ゃ

迦か

さ
ま
を
教き

ょ
う

主し
ゅ

と
仰あ

お

ぎ
日に

ち

蓮れ
ん

大だ
い

聖し
ょ
う

人に
ん

を
宗し

ゅ
う

祖そ 

日に
ち

什じ
ゅ
う

大だ
い

正し
ょ
う

師し

を
開か

い

祖そ

と
し
て
経き

ょ
う

巻が
ん

相そ
う

承じ
ょ
う

を
宗し

ゅ
う

是ぜ

と
し
ま
す

一
、
私わ

た
し

た
ち
は
お
釈し

ゃ

迦か

さ
ま
の
大だ

い

慈じ

大だ
い

悲ひ

を
信し

ん

じ
て

 

努つ
と

め
て
菩ぼ

薩さ
つ

の
行ぎ

ょ
う

を
実じ

っ

践せ
ん

し
ま
す

土つ
ち
も
ち持 

栄え
い
こ
う孝

総
本
山
妙
満
寺
総
務

本
山
総
務
就
任
の
あ
い
さ
つ

　

３
期
９
年
に
亘わ
た

り
、
本
山
総
務
と
し
て
ご
活
躍
に
な
ら
れ
ま
し
た
吉
永
義
康
上
人
が
、
任
期
満
了
に
よ
り
ご

退
任
さ
れ
、
こ
の
度
菲ひ

才さ
い
を
顧
み
ず
、
後
任
と
し
て
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

総
本
山
妙
満
寺
塔
頭　

大
慈
院
住
職
を
退
任
し
、
総
本
山
を
離
れ
る
こ
と
33
余
年
、
当
時
と
は
立
場
の
違
う

重
責
に
一
段
と
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
上
は
総
本
山
の
た
め
、
微
力
な
が
ら
も
執
務
に
邁ま
い

進し
ん

さ
せ
て
い
た
だ
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。
何
卒
宜
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
の
聖
年
に
あ
た
り
ま
す
本
年
、
毎
年
恒
例
の
春
季
報
恩
大
法
要
も
、
コ

ロ
ナ
禍
に
よ
り
規
模
を
縮
小
し
て
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。『
心
の
宝
』
今
号
が
皆
様
の
お
手
元
に
届
く
頃
、
多
少
状

況
の
変
化
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
後
ど
う
な
っ
て
い
く
か
は
先
が
見
え
ま
せ
ん
。

　

今
私
た
ち
の
心
や
社
会
、
環
境
は
劇
的
に
変
化
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
仏
様
の
私
た
ち
に
対
す
る
思
い
と

教
え
は
、
時
代
や
環
境
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
様
の
教
え
に
は
、
私
た
ち
が
正
し
く

生
き
て
い
く
た
め
の
方
法
が
説
か
れ
、
ま
た
全
て
に

平
等
で
、
私
た
ち
を
見
守
り
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

今
の
こ
の
苦
し
い
状
況
に
屈
せ
ず
、
檀
信
徒
の
皆

様
と
私
た
ち
僧
俗
一
同
が
、
共
に
笑
顔
で
安
心
し
て

総
本
山
に
お
参
り
で
き
る
日
が
一
日
で
も
早
く
来
る

こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

土
持 

栄
孝

昭
和
26
年
生
ま
れ
。
千
葉
県
出
身
。
立
正
大

学
仏
教
学
部
卒
。
昭
和
55
年
総
本
山
妙
満
寺

塔
頭　

大
慈
院
住
職
・
妙
満
寺
執
事
。『
心
の

宝
』編
集
局
員
、
宗
務
院
主
事
、
宗
会
議
員
、

監
査
委
員
等
を
歴
任
。
平
成
16
年
千
葉
県
茂

原
市　

萬
光
寺（
本
務
）、
光
明
寺
、
円
能
寺
、

能
泉
寺
、
正
立
寺
、
玉
泉
寺
、
行
光
寺
住
職
。



人
と
の
繋つ

な

が
り

＊
街
を
恐
怖
に
陥
れ
た
殺
人
鬼
、
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ（
指
の
首
飾
り
を
持
つ
者
）は
そ
の
１
人
で
す
。「
指
の
首
飾
り
を
持
つ
者
」と
の

俗
称
が
示
す
通
り
、
猟
奇
殺
人
を
繰
り
返
し
て
い
た
が
、
100
人
目
と
し
て
狙
い
を
定
め
た
お
釈
迦
様
に
諭
さ
れ
て
出
家
し
ま
し
た
。

犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
が
罪
を
償
い
被
害
者
に
対
し
て

の
深
い
謝
罪
を
し
た
な
ら
ば
、彼
ら
を
社
会
か
ら
排
除
・

孤
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
再
び
受
け
入
れ
る
社
会
が

必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
釈
迦
様
は『
法ほ
っ

句く

経き
ょ
う

』と
い
う
お
経
の
中
で
次
の

よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
以
前
に
は
怠
り
な
ま
け
て
い
た
人
で
も
、
の
ち
に

怠
り
な
ま
け
る
こ
と
が
無
い
な
ら
、
そ
の
人
は
こ
の
世

の
中
を
照
ら
す
。___

雲
を
離
れ
た
月
の
よ
う
に
。（『
法

句
経
』172
） 

」

　
「
以
前
に
は
悪
い
行
い
を
し
た
人
で
も
、
の
ち
に
善

に
よ
っ
て
つ
ぐ
な
う
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
こ
の
世
の
中

を
照
ら
す
。___

雲
を
離
れ
た
月
の
よ
う
に
。（『
法
句

経
』173
）」

今
年
3
月
京
都
で
開
催
さ
れ
た
、
首
相
や
法
務
大

臣
も
出
席
の
、
国
連
最
大
の
大
規
模
国
際
会
議

「
第
14
回
国
連
犯
罪
防
止
刑
事
司
法
会
議
」（
京
都
コ
ン

グ
レ
ス
）に
お
い
て
、
日
本
の
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア「
保

護
司
」に
つ
い
て
世
界
各
国
の
状
況
が
話
し
合
わ
れ
ま

し
た
。
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
の
立
ち
直
り
を
地
域
で

支
援
す
る
、
官
民
協
働
の
保
護
司
制
度
は
、
約
130
年
前

の
明
治
時
代
に
日
本
で
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。

　

保
護
司
が
地
域
で
活
動
す
る
た
め
の
拠
点
で
あ
る

「
更
生
保
護
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」を
、
海
外
の
関
係
者

が
訪
問
す
る
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン（
団
体
で
行
う
視
察
）

が
有
り
、
そ
の
会
場
で
海
外
の
方
か
ら「
日
本
で
は
、

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
大
変
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
さ
れ
る
の

か
。
な
ぜ
人
生
の
大
切
な
時
間
を
犯
罪
者
の
た
め
に
使

京
都
府 

舞
鶴
市 

法
光
寺
住
職

京
都
府
保
護
司
会
連
合
会
会
長

特
命
布
教
師

う
の
か
」と
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
あ
る

女
性
保
護
司
さ
ん
が「
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
ら
な
い
よ

う
に
応
援
し
て
あ
げ
た
い
、
地
域
の
子
ど
も
達
を
自
分

の
子
ど
も
の
よ
う
に
世
話
し
て
い
る
だ
け
で
、
特
別
な

こ
と
は
し
て
い
な
い
」と
、
自
然
な
形
の
奉
仕
の
心
と

地
域
の
理
解
が
大
変
大
切
で

あ
る
こ
と
を
伝
え
ら
れ
ま
し

た
。

　

犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
も

い
ず
れ
地
域
に
戻
っ
て
き
ま

す
。
少
な
か
ら
ず
彼
ら
の
背

景
に
は
、
相
談
で
き
る
人
が

い
な
い
孤
独
と
孤
立
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
。

　

お
釈
迦
様
は
、
過
去
に*

悪
業
を
犯
し
た
者
で
も
改

心
す
れ
ば
弟
子
と
し
て
迎
え
入
れ
、
悟
り
の
道
を
お
教

え
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
仏
教
に
は「
受
け
入
れ
る
」と
い

う
道
が
あ
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
日
本
の『
今こ
ん

昔じ
ゃ
く

物も
の

語が
た
り

』に
も
次
の
よ
う
な
お
話

も
あ
り
ま
す
。

　

平
安
時
代
初
期
、
昼
夜
に
法
華
経
を
読ど
く

誦じ
ゅ

し
遊ゆ
う

行ぎ
ょ
う

修

行
し
て
い
た
法
華
持
経
者
の
春し
ゅ
ん

朝ち
ょ
う

と
い
う
法
師
が
い
ま

し
た
。
春
朝
は
慈
悲
心
が
深
く
、
人
が
苦
し
む
と
こ
ろ

を
見
る
と
自
分
の
苦
し
み
と
思
い
、
人
が
喜
ぶ
と
こ
ろ

を
見
て
は
自
分
の
楽
し
み
と
思
う
人
で
し
た
。あ
る
時
、

京み
や
こ

に
あ
る
東
西
の
獄
舎
を
見
て「
こ
の
罪
人
た
ち
の
心

に
仏
の
善ぜ
ん

根こ
ん

の
種
を
植
え
、
彼
ら
を
苦
し
み
か
ら
何
と

し
て
で
も
救
い
た
い
、
も
し
こ
の
罪
人
が
仏
と
縁
を
結

ば
ず
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
三さ
ん

悪あ
く

道ど
う（

地じ

獄ご
く

道ど
う

・
餓が

鬼き

道ど
う

・
畜ち
く

生し
ょ
う

道ど
う

）に
堕
ち
て
し
ま
う
。
さ
れ
ば
、
わ
た

く
し
自
ら
罪
を
犯
し
投
獄
さ
れ
、彼
ら
の
そ
ば
に
行
き
、

桑
村
信
慶

令
和
２
年
新
年
号
に
掲
載
の「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
」に
は
多
く
の
お
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

桑
村
師
に
引
き
続
き
の
テ
ー
マ
で
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

罪
人
へ
の
仏
教
的
考
え

会場にて：上川陽子法務大臣（中央）を囲む
京都府保護司会連合会役員

2令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。3



心
を
こ
め
て
法
華
経
を
読
誦
し
菩
提
の
心
を
芽
生
え
さ

せ
よ
う
」と
決
意
し
、
わ
ざ
と
高
貴
の
人
の
館
に
入
り

金
銀
の
器
を
盗
み
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
春
朝
は

獄
舎
に
投
獄
さ
れ
ま
し
た
。
春
朝
は
獄
舎
に
入
れ
ら
れ

る
と
喜
ん
で
、
か
ね
て
の
願
い
を
遂
げ
る
た
め
に
、
心

を
こ
め
て
法
華
経
を
読
誦
し
て
、
罪
人
た
ち
に
聞
か
せ

ま
し
た
。

　

法
華
経
を
聞
い
た
多
く
の
罪
人
た
ち
は
、
皆
涙
を
流

し
て
頭
を
垂
れ
て
、
仏
縁
を
結
び
ま
し
た
。
春
朝
は
喜

ん
で
日
夜
読
誦
し
続
け
た
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
話
が
京
に
広
ま
り
、
こ
れ
を
知
っ
た
上
皇
や
皇

族
は
検け

非び

違い

使し

庁
長
官
に「
春
朝
な
る
者
は
、
長
年
の

法
華
経
の
持
者
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
拷
問
な
ど
は
し

な
い
よ
う
に
」と
書
簡
を
送
り
、
ま
た
、
書
簡
を
受
け

取
っ
た
長
官
も
、
普ふ

賢げ
ん

菩ぼ

薩さ
つ

が
白
象
に
乗
り
春
朝
の
た

め
に
食
事
を
供
養
す
る
た
め
獄
舎
を
訪
れ
て
い
る
夢
を

見
て
大
い
に
驚
き
、
直
ち
に
春
朝
を
釈
放
し
ま
し
た
。

春
朝
は
そ
の
後
、
６
度
も
投
獄
さ
れ
獄
舎
に
お
い
て
そ

の
都
度
罪
人
の
た
め
に
法
華
経
を
読
誦
し
ま
し
た
が
、

罪
を
糾き
ゅ
う

明め
い

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
７
回
目
の
罪
を
犯
し
入
獄
し
た
と
き
、
検

非
違
使
達
は
集
ま
り
相
談
し
、「
春
朝
は
７
回
も
罪
を
犯

し
、
そ
の
都
度
処
罰
さ
れ
ず
に
釈
放
さ
れ
て
い
る
。
今

回
は
最
も
重
い
刑
罰
で
あ
る
両
足
切
断
に
処
す
べ
き
で

あ
る
」と
決
定
さ
れ
、
春
朝
を
刑
場
に
連
れ
て
行
き
両

足
を
切
ろ
う
と
し
た
と
き
、
春
朝
は
声
高
く
法
華
経
を

読
誦
し
、
そ
の
美
し
い
春
朝
の
声
を
聞
い
た
役
人
達
は

涙
を
流
し
尊
ぶ
こ
と
限
り
な
く
、
直
ち
に
今
回
も
春
朝

を
釈
放
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
そ
の
晩
、
長
官
は
ま
た
も
や
夢
を
見
ま
す
。

気
品
高
い
童
子
が
現
れ「
春
朝
法
師
が
獄
舎
の
罪
人
を

救
わ
ん
が
た
め
に
、故
意
に
罪
を
犯
し
７
度
獄
舎
に
入
っ

た
の
は
仏
の
方
便
と
同
じ
で
あ
る
」と
告
げ
ま
し
た
。
こ

の
話
が
広
ま
り
当
時
の
人
々
は
、
春
朝
は
た
だ
の
人
で

は
な
く
権ご
ん

化げ（
仏
・
菩
薩
が
人
々
を
救
う
た
め
、
仮
の
姿

で
現
れ
る
こ
と
）の
人
で
あ
る
と
敬
っ
た
の
で
す
。

　

法
華
経
に
は
人
々
の
仏
性
を
甦
よ
み
が
えら

す
力
が
あ
り
ま

す
。
更
生
保
護
の「
更
生
」二
文
字
を
一
つ
に
す
れ
ば

「
甦
よ
み
が
え
る

」で
す
。
私
た
ち
の
心
の
中
に
は
、
お
釈
迦
様
か

ら
植
え
て
い
た
だ
い
た
仏
性「
仏
に
な
る
種
」が
具そ
な

わ
っ

て
い
る
の
で
す
。

お
釈
迦
様
の
命
ま
で
を
も
狙
い
、
最
後
に
は
生
き

た
ま
ま
地
獄
に
堕
ち
た
提
婆
達
多
は
悪
人
と
し

て
法
華
経
以
外
の
経
典
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
日

蓮
大
聖
人
は『
開か
い

目も
く

抄し
ょ
う

』に
て「
今
法
華
経
の
時
こ
そ
女

人
成
仏
の
時
、
悲
母
の
成
仏
も
顕
れ
、（
提
婆
）達
多
の

悪
人
成
仏
の
時
、
慈
父
の
成
仏
も
顕
る
れ
。
こ
の
経
は

内
典
の
孝
経
な
り
」と
示
さ
れ
、
更
に『
種し
ゅ

々じ
ゅ

御お

振ふ
る

舞ま
い

御ご

書し
ょ

』で
も「
釈
迦
如
来
の
御
為
に
は
、
提
婆
達
多
こ
そ
第

一
の
善ぜ
ん

知ち

識し
き

な
れ
」と
お
示
し
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

法
華
経
提
婆
達
多
品
第
十
二
で
、お
釈
迦
さ
ま
は「
自

分
が
悟
り
を
開
き
、
人
々
を
救
済
す
る
こ
と
が
出
来
た

の
は
、
私
の
布
教
を
さ
ま
た
げ
た
提
婆
達
多
の
お
か
げ

で
あ
る
。
提
婆
達
多
は
善
知
識
で
あ
る
」と
語
ら
れ
ま

し
た
。
善
知
識
と
は
自
分
に
善
き
教
え
、
方
法
を
教
え

て
く
れ
る
人
の
こ
と
で
す
。
悪
人
で
あ
っ
た
提
婆
達
多

を
善
知
識
・
良
き
友
と
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
罪
を
犯

し
た
人
間
を
憎
み
、
罰
を
与
え
排
除
す
る
だ
け
で
は
本

当
の
解
決
に
は
至
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
、
お

釈
迦
様
は
法
華
経
に
よ
っ
て
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

昔
に
比
べ
現
代
人
は
他
者
と
の
関
わ
り
が
薄
く
、
さ

ら
に
昨
今
の
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
ま

す
ま
す
人
と
人
と
の
繋
が
り
が
希
薄
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
人
は「
人
と
の
繋
が
り
」の
中
で
他
の

動
物
と
は
異
な
る
高
度
な
宗
教
・
文
化
を
築
い
て
き
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
は
、「
人
は
み
な
、
生
か
さ
れ
て　

生

き
て
ゆ
く
」と
い
う
更
生
保
護
50
周
年
記
念
事
業（
平
成

11
年
）の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
も
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
お
釈
迦
様
の
子
ど
も
達
で
す
。
お
互
い
の

繋
が
り
を
大
切
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力

を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
地
域
社
会
を
築
き
た

い
も
の
で
す
。

法
華
経
と
提だ

い

婆ば

達だ
っ

多た

4令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。5



　

６
月
６
日
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年

を
記
念
す
る
コ
ン
サ
ー
ト
、「
幻
想
組
曲
妙
満
寺
」が

総
本
山
妙
満
寺
本
堂
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

ピ
ア
ノ
演
奏
を
通
じ
て
も
布
教
活
動
を
さ
れ
て
い

る
本
山
塔
頭
大
慈
院　
前
住
職 

土
持
悠
孝
師（
現
・

千
葉
県
市
原
市 
泰
安
寺
住
職
）が
、
宗
祖
御
降
誕
慶

讃
事
業
の
一
環
と
し
て
企
画
し
、
土
持
師
と
親
交
の

あ
る
京
都
市
交
響
楽
団（
京
響
）の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ

て
結
成
の
弦
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル「
弦げ
ん

伍ご

楼ろ
う

」と
、
京
響

首
席
打
楽
器
奏
者
の
中な
か
や
ま山

航こ
う
す
け介

氏
等
が
演
奏
。
当

日
は
、
１
０
０
名
を
超
え
る
聴
衆
が
表
現
豊
か
な
演

奏
に
魅
了
さ
れ
ま
し
た
。

　

開
式
の
挨
拶
で
、
大
川
日
仰
猊
下
が「
こ
の
コ
ン

サ
ー
ト
を
通
じ
て
、
日
蓮
大
聖
人
や
妙
満
寺
の
こ
と

を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
」と
述
べ
ら
れ
た

後
、
演
奏
会
が
始
ま
り
、「
日
蓮
大
聖
人
の
う
た
」（
作

詞
作
曲
：
土
持
悠
孝
、
編
曲
：
ジ
ュ
ビ
レ
ー
ヌ
・
イ

デ
ア
ラ
）や
、「
あ
ゝ
日
蓮
大
聖
人
」（
作
詞：高
吉
日
山
、

作
曲
：
土
持
悠
孝
、
編
曲
：
ジ
ュ
ビ
レ
ー
ヌ
・
イ
デ

ア
ラ
）で
は
、
法
華
弘
通
に
よ
っ
て
立
正
安
国
を
願

わ
れ
た
大
聖
人
の
尊
い
ご
精
神
や
、
力
強
い
ご
生
涯

が
マ
ー
チ
の
リ
ズ
ム
や
、
叙
情
的
で
美
し
い
旋
律
で

表
現
さ
れ
ま
し
た
。

　

演
奏
後
、
河
野
時
巧
宗
務
総
長
が「
妙
満
寺
が
日

蓮
大
聖
人
の
教
え
を
し
っ
か
り
と
受
け
継
い
で
い
る

宗
派
だ
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
こ
の
曲
で
表
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
」と
感
謝
の
気
持
ち
を
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
記
念
コ
ン
サ
ー
ト
の
閉
式

を
も
っ
て
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
慶

讃
事
業
の
全
て
が
円
満
成
就
い
た
し
ま
し
た
。

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年 

記
念
コン
サ
ー
ト

京
都
市
交
響
楽
団
メ
ン
バ
ー
ア
ン
サ
ン
ブ
ル「
弦
伍
楼
」with 

中
山
航
介

「弦伍楼」のメンバーの皆さん （左）土持師、（中央）高吉師

河野宗務総長

大川猊下

※
当
日
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
模
様
は
、
総
本
山
妙
満
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

よ
り
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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「
良り

ょ
う

薬や
く

口
に
苦
し
」と
い
う
格
言
が
あ
り
ま
す
。

今
の
薬
は
甘
か
っ
た
り
、
粉
末
の
薬
で
も
ゼ

リ
ー
に
溶
か
し
、
飲
み
や
す
か
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、

こ
の
格
言
は
世
代
に
よ
っ
て
は
伝
わ
ら
な
い
か
な
？

と
思
い
つ
つ
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

江
戸
幕
府
を
開
い
た
徳
川
家
康
は
大
の
薬
マ
ニ
ア
と

し
て
有
名
で
、
李り

し氏
朝
鮮
時
代
の
製
薬
法
の
解
説
本

第
十
一
回

お
経
の
中
に
は
、
た
く
さ
ん
の
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
毎
回
ひ
と
つ
の
言
葉
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
解
説
い
た
し
ま
す
。

医
療
知
識
に
乏
し
か
っ
た
庶
民
に
対
し
、『
和
剤
局
法
』

を
始
め
と
す
る
本
を
出
版
し
た
り
、
小
石
川
療
養
所
を

建
立
し
て
病
気
の
人
た
ち
を
救
っ
た
そ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
で「
良
薬
口
に
苦
し
」は
続
き
が
あ
り
ま
し
て

「
良
薬
口
に
苦
し　

忠ち
ゅ
う

言げ
ん

耳み
み

に
逆さ
か

ら
う
」と
あ
り
、
中
国

の
故
事
か
ら
き
て
お
り
ま
す
。“
忠
告
は
耳
に
す
る
の
は

痛
い
が
、
行
い
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
”が
本
来
の
意

味
と
な
り
ま
す
。

「
良ろ

う

薬や
く

」と
い
う
言
葉
は
、
如に
ょ

来ら
い

寿じ
ゅ

量り
ょ
う

品ほ
ん

第
十
六

で
登
場
し
ま
す
。
お
経
と
し
て
読
み
ま
す
と

「
ろ
う
や
く
」と
読
み
ま
す
の
で「
是ぜ

好こ
う

良ろ
う

薬や
く

」と
な
り

ま
す
。

　

一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
如
来
寿
量
品
の
お
話
の「
良

薬
」が「
お
題
目
」と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
薬
は
色
も
香
り
も
良
い
と
さ
れ
、
お
釈
迦
さ
ま

が
こ
の
色
も
香
り
も
素
晴
ら
し
い
良
薬
を
調
合
さ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
が
お
題
目
で
す
。
た
と
え
ば
、「
日
本
」と

い
う
文
字
の
中
に
地
名
や
風
土
、
文
化
な
ど
全
て
が
含

ま
れ
る
の
と
同
様
に
、「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」の
文
字
の

中
に
、
法
華
経
や
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
の
全
て
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
良
い
お
薬
の
お
題
目
を

唱
え
れ
ば
、
心
の
病
が
癒
え
る
効
能
が
あ
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
い
か
に
薬
が
味
わ
い
よ
く
て
も
、
そ
れ

を
服
用
す
る
我
々
の
心
に
は
い
ろ
ん
な
苦
し
み

や
喜
び
が
あ
り
、
偉
い
人
や
賢
い
人
、
ど
ん
な
人
に
も

様
々
な
苦
し
み
が
あ
る
も
の
で
す
。

　
「
苦
し
み
も
楽
し
み
も
あ
る
も
の
と
踏
ま
え
、
是
好

良
薬
で
あ
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
お
題
目
の
信
心
を
起

こ
し
て
唱
え
な
さ
い
」と
、
日
蓮
大
聖
人
は
我
々
に
お

示
し
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
良
薬
に
は「
私
達
は
仏

の
子
で
あ
る
自
覚
を
持
ち
、
お
釈
迦
さ
ま
の
実

在
を
信
じ
て
服
用
す
る
の
が
大
切
で
す
」と
あ
り
ま
す

の
で
、
皆
様
よ
く
味
わ
っ
て
ご
服
用
下
さ
い
ま
せ
。

（
成
洋
）

『
和わ

剤ざ
い

局き
ょ
く

方ほ
う

』や
、
薬
草

を
刻
む
た
め
の
小
刀
、

薬
壺
や
鉢
・
乳
棒
と

い
っ
た
、
家
康
愛
用
の

道
具
一
式
な
ど
が
今
も

残
っ
て
ま
す
。
ま
た
八

代
将
軍
徳
川
吉
宗
は
、

「
良ろ

う 

薬や
く

」

り
ょ
う
　
や
く

9 8令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。



月

十
一

月

十
法ほ

け華
経き

ょ
う

の
利り

益や
く

諸し
ょ

経き
ょ
う

に

こ
れ
勝ま

さ

る
べ
し

薬や
く

王お
う

品ほ
ん

得と
く

意い

抄し
ょ
う

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
大
聖
人
四
十
四
歳

　

こ
の
御
遺
文
は
日
蓮
大
聖
人
が
54
歳

の
時
に
身
延
で
著
述
さ
れ
た
も
の
で
す
。

病
床
に
あ
る
富と

木き

常じ
ょ
う

忍に
ん

の
妻
・
富と

木き

尼あ
ま

を
心
配
し
て
、
常じ
ょ
う

不ふ

軽き
ょ
う

菩ぼ

薩さ
つ

は
死
に
際

に
法
華
経
を
受
持
し
、
六ろ
っ

根こ
ん

清し
ょ
う

浄じ
ょ
う

の
功

徳
を
得
て
寿
命
が
延
び
た
こ
と
や
、
大

聖
人
の
悲
母
（
慈
悲
深
い
母
）
も
法
華

経
の
功
徳
に
よ
り
４
年
延
命
し
た
こ
と

な
ど
の
例
を
あ
げ
て
、
病
気
は
平
癒
す

る
と
慰
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

法
華
経
は
数
多
く
あ
る
仏
教
経
典
の

　
こ
の
御
遺
文
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
44
歳

の
時
に
鎌
倉
、
も
し
く
は
清
澄
で
著
述
さ

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

法
華
経
の
薬や
く

王お
う

菩ぼ

薩さ
つ

本ほ
ん

事じ

品ほ
ん

第
二
十
三

の
大
意
を
解
説
し
、
十
の
喩
え
の
大
海
・

須し
ゅ

弥み

山せ
ん

・
月
・
日
の
喩
え
に
つ
い
て
論
じ
て

法
華
経
が
諸
経
よ
り
優
れ
て
い
る
と
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。
大
聖
人
は
、
幼
少
期
よ

り
仏
教
各
派
を
学
ば
れ
、
法
華
経
こ
そ
真

実
の
教
え
で
あ
る
と
た
ど
り
着
か
れ
た
の

で
す
。

な
か
で
唯
一
最
上
の
経
典
で
す
。
前
世

の
因
縁
で
定
ま
っ
た
運
命
で
も
法
華
経

を
深
く
信
仰
す
る
こ
と
で
、
良
い
方
向

に
向
か
う
功
徳
が
あ
る
の
で
す
。

　

法
華
経
に
い
わ
く
「
此
の
経
は
則
ち

こ
れ
閻え
ん

浮ぶ

提だ
い

の
人
の
病
の
良
薬
な
り
。

も
し
人
病
あ
ら
ん
に
是
の
経
を
聞
く
こ

と
を
得
ば
、
病
即
ち
消
滅
し
て
不
老
不

死
な
ら
ん
」
と
あ
り
ま
す
。

　

車
の
両
輪
の
よ
う
に
、「
命
を
大
切

に
す
る
こ
と
」
と
「
法
華
経
を
信
仰

　

お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
は
法
華
経
を
通
し

て
大
聖
人
に
伝
授
さ
れ
、
大
聖
人
の
御
遺

文
か
ら
私
た
ち
は
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま

す
。

　
『
波は

木き

井い

殿ど
の

御ご

書し
ょ

』
に
い
わ
く
「
日
蓮
は

日
本
第
一の
法
華
経
の
行
者
な
り
」、
大
聖

人
の
教
え
を
信
じ
て
共
に
法
華
経
を
学
び
、

素
直
な
心
で
法
華
経
を
拝
読
で
き
た
な
ら
、

お
釈
迦
さ
ま
の
大
慈
大
悲
を
い
た
だ
け
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

　
『
当と
う

体た
い

義ぎ

抄し
ょ
う

』
に
い
わ
く
「
正
直
に
方
便

す
る
こ
と
」
の
行ぎ
ょ
う

学が
く

二
道
に
よ
り
、
寿

命
が
延
び
、
信
仰
の
功
徳
も
積
も
る

の
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
大
聖
人
は
法
華
経

を
信
仰
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
か
れ

た
上
で
、
最
後
に
良
医
（
久
遠
実
成
の

お
釈
迦
さ
ま
）
を
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
医
者
と
病
人
の
両
者
に
細
か

な
配
慮
を
し
て
、
人
間
関
係
の
難
し
さ

や
、
機
微
（
わ
か
り
に
く
い
人
の
心
）

を
伝
え
て
お
ら
れ
ま
す
。

を
捨
て
但
法
華
経
を
信
じ
、
南
無
妙
法
蓮

華
経
と
唱
ふ
る
人
は
、煩
悩・業・苦
の
三
道
、

法ほ
っ

身し
ん

・
般は
ん

若に
ゃ

・
解げ

脱だ
つ

の
三
徳
と
転
じ
て
、

三さ
ん

観が
ん

・
三さ
ん

諦た
い

即そ
く
一い
っ

心し
ん

に
顕
は
れ
、
其
の
人
の

所し
ょ

住じ
ゅ
う

の
処
は
常じ
ょ
う

寂じ
ゃ
っ

光こ
う

土ど

な
り
」、
御
本
尊

を
正
直
に
信
じ
て
受
持
す
れ
ば
、
お
題
目

を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
三さ
ん

道ど
う

即そ
く

三さ
ん

徳と
く

の
利

益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
女
人
成
仏
が
法
華
経
だ
け
に
し

か
説
か
れ
て
い
な
い
と
、
法
華
経
が
最
第
一

の
理
由
と
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

聖
訓
カ
レ
ン
ダ
ー

法ほ

け華
経き

ょ
う

に
あ
わ
せ
給た

ま

い
ぬ

一い
ち
に
ち日
も
生い

き
て
お
わ
せ
ば

功く

徳ど
く

積つ

も
る
べ
し

可か

延え
ん

定じ
ょ
う

業ご
う

御ご

書し
ょ

文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）
大
聖
人
五
十
四
歳

千
葉
県
東
金
市　

蓮
成
寺　

小
島
芳
明

解
説

11 10令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。



月

十
二
一い

っ

生し
ょ
う

空む

な

し
く
過す

ご
し
て

万ば
ん

歳ざ

い

悔く

ゆ
る
こ
と
な
か
れ

富と

木き

殿ど
の

御ご

書し
ょ

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
大
聖
人
五
十
六
歳

　
こ
の
御
遺
文
は
日
蓮
大
聖
人
が
56
歳
の

時
に
身
延
で
著
述
さ
れ
た
も
の
で
、「
万ば
ん

歳ざ
い

」
と
は
非
常
に
長
い
歳
月
の
こ
と
で
す
。

　

法
華
経
の
中
の（
方
便
品
第
二
・
譬
喩

品
第
三
・
授
記
品
第
六
・
化
城
喩
品
第
七
）

と
涅
槃
経
を
引
用
し
て
謗ほ
う

法ぼ
う（
正
し
い
教

え
を
そ
し
る
）の
罪
が
大
き
い
こ
と
を
証

明
し
、法
性
論
で
は
悪
知
識
を
さ
け
善
知

識
に
学
ぶ
大
切
さ
を
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
未み

顕け
ん

真し
ん

実じ
つ

の
経
な
ど
を
信
仰

す
る
も
の
は
疑
い
を
知
ら
ず
、
真
実
の
法

で
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
成
仏
は
叶
わ

な
い
。
我
が
一
門
は
夜
は
眠
り
を
断
ち
昼

は
暇
な
く
真
実
の
経
を
追
い
求
め
、
真
実

の
法
に
つ
い
て
思
案
し
な
さ
い
」
と
諭
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
志
あ
る
も
の
は

一
か
所
に
集
ま
り
、
こ
れ
を
学
ぶ
よ
う
鼓

舞
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
等
し
く
生
老

病
死
を
過
ご
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
大
聖

人
の
御
遺
文
を
通
じ
て
少
し
で
も
皆
さ
ん

に
勇
気
を
感
じ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

◆ 

悟
り
へ
の
一
歩
は笑

顔
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す

　
「
世
間
の
法
に
染
ま
ら
ざ
る
こ
と
、
蓮

華
の
水
に
あ
る
が
ご
と
し
」、
蓮
は
泥
に

染
ま
る
こ
と
な
く
美
し
い
華
を
さ
か
せ
、

池
の
水
も
浄
化
し
て
い
く
。
蓮
の
よ
う
に

世
間
に
穢
れ
る
こ
と
な
く
和
顔
愛
語
で
挨

拶
し
よ
う
。

　

鎌
倉
時
代
の
大
聖
人
の
教
え
が
、『
心

の
宝
』
を
通
じ
て
読
者
の
皆
様
に
伝
わ
る

こ
と
を
願
い
ま
す
。

六
第第

教区教区

　

寂
光
寺
は
、
京
都
市
内
の
東
山
地
区
と
い
う
観
光
名

所
が
多
く
点
在
す
る
風
致
地
区
に
あ
り
ま
す
。

　

寂
光
寺
の
法
要
で
は
、
始
ま
る
前
に「
我
ら
の
寂
光

寺
」と
い
う
歌
を
参
詣
者
の
大
人
も
子
供
も
全
員
で
合

唱
い
た
し
ま
す
。「
春
・
秋
の
彼
岸
会
」「
盂
蘭
盆
法
要
」

に
は
、
毎
年
１
３
０
～
１
５
０
名
の
檀
信
徒
が
ご
家
族

誘
い
合
っ
て
参
詣
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
前
の
堂
内
は
い
つ

も
和
や
か
で
活
気
の
あ
る
雰
囲
気
で
し
た
。

　

法
要
後
に
は
必
ず
住
職
・
副
住
職
よ
り
法
話
が
あ
り
、

子
供
た
ち
に
は
別
室
で
保
育
士
か
ら
絵
本
の
読
み
聞
か

せ
や
、
や
さ
し
く
説
い
た

仏
教
の
お
話
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
以
前
の
よ
う
に
檀

信
徒
が
一
堂
に
参
詣
さ
れ

共
に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
コ
ロ
ナ

禍
の
早
期
収
束
を
心
よ
り

願
っ
て
い
ま
す
。

京都市 

寂光寺
（住職 大川日仰猊下）

総代代表 古武司郎氏

このコーナーでは、各寺院で行っている
特色のある法要や、催し物、檀信徒の旅行会や、

   青年会等の取り組みなどを紹介します。

13 令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。 12



　鰯は安くて手に入れやすく、健脳食
としても栄養満点です。美味しく食べ
て、コロナを乗り切って下さい。

（
食
前
の
食じき
ほ
う法）

「
天て
ん

の
三さ
ん
こ
う光
に
身み

を
温
あ
た
た
め
、
地ち

の
五ご

穀こ
く

に
魂
た
ま
し
いを
養
や
し
な
う
。
皆み
な

こ

れ
本ほ
ん
ぶ
つ仏
の
慈じ

ひ悲
な
り
。南
無
妙
法
蓮
華
経
。い
た
だ
き
ま
す
。」

（
天
の
三
光
・
・
太
陽
、
月
、
星
。
　
地
の
五
穀
・
・
米
、
麦
、
粟
、
豆
、
黍
な
ど
の
穀
物
。）

材料（約１人前）

真鰯���������������１尾
トマト��������������１個
ニンニク�������������１片
赤唐辛子��������� 適量
パセリ（彩り用）������ 適量
お好みのパスタ����� 100g
オリーブオイル���� 大さじ１
塩������������ 適量
コショウ��������� 適量

お皿へ盛り付け、
別皿へ移しておい
た鰯・赤唐辛子・
ニンニクをトッピン
グし、パセリをちら
して完成です。

6

下
ご
し
ら
え

・真鰯は頭と内臓を取り除き、腹開きにして両面に軽く塩・コショウをふっておく。
・鰯の骨は柔らかいのでしっかり火を通せば食べられますが中骨などは適宜取り除いてください。
・トマトは湯剥きして２～３センチ角のざく切りにしておく。
・ニンニクはスライスしておく。
・赤唐辛子はホールでも輪切りでもどちらでもよい。お好みで。
・パセリは刻んでおく。

辛みや刺激に弱い方、お子様へ食

べさせる場合はニンニク・赤唐辛子・

胡椒の有無や量を調整してください

3
イワシを焼きながら
パスタの茹で時間を
考慮しパスタを茹で
始める。

パスタの種類により茹で時間が異なるの
で表示に従う。

焼き上がったイワシ
を一旦別皿へ移し、
イワシを焼いたフライ
パンにトマトを加え、
ざっと火を通して塩こしょうで味を整え
トマトソースを作る。

4

トマトの食感を残す為に火を通し過ぎな
いこと。

茹で上がったパスタ
をフライパンでトマト
ソースとからめる。

5

オリーブオイルが好きな方は火を止める
直前にオリーブオイルを適量加えると風
味が増します。

2
弱火から中火程度
の火力で鰯を両面こ
んがりときつね色に
なるまで焼く。

ニンニクとタカノツメは焦げやすいので、
ニンニクがきつね色になったらタカノツメ
と一緒に別皿へ取り出しておくとよい。

1
熱したオリーブオイ
ルへニンニクとタカ
ノツメを入れて香り
を出す。

ご
住
職
が
、
心
の
こ

も
っ
た
一
品
を
紹
介

し
て
い
た
だ
く

コ
ー
ナ
ー
で
す
。

皆
様
も
ぜ
ひ
。

そ
の
５

吉田広心師
1984年 12月26日生、千葉県市原市出身。立正大学
仏教学部卒業。総本山妙満寺奉仕生修了後、品川天妙
国寺山務職員の経験を経て、現在は本妙寺（市原市滝
口）、妙照寺（市原市東国吉）住職を務める。

新鮮な真鰯が手に入っ
た際は是非お試しくださ
い。 開きの状態で手に入
れば調理の手間が省け
てとても楽になります。

住職さんのメモ

簡単美味しいヘルシー

鰯
いわし

とトマトのスパゲッティ

15 14令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。



本年６月に厳修された、本堂落慶式に参詣の方々

★

千葉県

　

本
盛
寺
は
、
千
葉
県
の
中
央
部
九
十
九
里
浜
沿
い
の
豊
か
な
自

然
と
、
温
暖
な
気
候
に
恵
ま
れ
た
白
子
町
に
あ
り
ま
す
。
本
堂
建

替
え
を
行
い
、
境
内
は
高
低
差
も
な
く
、
老
若
男
女
問
わ
ず
参
詣

が
し
や
す
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
山
号（
長
照
山
）の
由
来
な
の
か

は
不
明
で
す
が
、
当
山
は
た
く
さ
ん
の
光
に
長
く
照
ら
さ
れ
て
、

常
に
仏
様
に
包
ま
れ
て
い
る
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　

白
子
町
に
お
越
し
の
際
は
本
盛
寺
に
も
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

　

近
年
は
お
寺
と
の
関
わ
り
も
少
な
く
な
り
、
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

混
迷
と
し
た
社
会
情
勢
で
は
あ
り
ま
す
が
、
お
檀
家
さ
ん
を
は
じ
め
一
人
で
も
多
く
の
方
々
に
仏
教

を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
、
正
し
い
道
に
導
い
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

 

長ち
ょ
う
し
ょ
う照

山ざ

ん 
本ほ

ん

盛じ
ょ
う

寺じ

千
葉
県
長
生
郡
白
子
町
南
日
当
9
1
3

■ 

本
堂
…
…
桃
山
文
化
様
式
。
花
・
家
紋
の
格
天
井
。
頭
貫
と
長
押
の
間
に
御
伽
草
子「
二
十
四
孝
」の
描
画
。
和
気
町
文
化
財
。

■ 

仁
王
門
・
仁
王
像
…
…
仁
王
門
は
貞
享
５
年（
１
６
８
８
）建
立
、
元
禄
７
年（
１
６
９
４
）に
仁
王
像
完
成
。

■ 

日
本
一
の
大
題
目
岩
…
…
和
気
町
中
心
部
に
あ
る
和
気
富
士
の
麓
の
岩
壁
に
、
高
さ
18
ｍ
の
お
題
目
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

大
正
３
年
完
成
。
和
気
町
文
化
財
。 

一
、
朝
夕
の
勤
行
で
の
、
檀
信
徒
健
康
祈
念
、
ご
先
祖
供
養
。

一
、
年
間
行
事
を
大
切
に
、

　
　

ご
参
詣
の
皆
様
と
お
題
目
を
一
心
に
唱
え
ま
す
。

一
、
お
経
回
り
を
通
じ
て
檀
信
徒
と
の
ふ
れ
あ
い
。　

一
、
檀
信
徒
の
皆
様
の
信
仰
心
に
支
え
ら
れ
た
本
山
参
拝
の
継
続
。

一
、
日
々
の
草
取
り
、
落
ち
葉
掃
き
な
ど
、
境
内
整
備
。

一
、
法
話
で
は
必
ず「
法
華
経
の
要
句
」を
お
話
し
し
ま
す
。

一
、 「
漸ぜ

ん

漸ぜ
ん

修し
ゅ
う

学が
く

」少
し
ず
つ
、
少
し
ず
つ
。

 

豊ほ

う

昌し
ょ
う

山ざ

ん 

本ほ

ん

成じ
ょ
う

寺じ

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
和
気
53

開
基　

本ほ
ん

行ぎ
ょ
う

院い
ん

日に
ち
ね
ん然

上し
ょ
う

人に
ん　

創
建　

慶
長
６
年（
１
６
０
１
年
）　

住
職　

第
36
世  

早
川
義
正
師  

開
基　

日に
ち
う
ん運

上し
ょ
う

人に
ん　

　
　
　

創
建　

文
禄
３
年（
1
5
9
4
年
）　　
住
職　

第
43
世  

川
崎
英
尚
師  

　

お
寺
の
見
ど
こ
ろ

　

住
職
と
し
て
心
が
け
て
い
る
こ
と

　

住
職
と
し
て
心
が
け
て
い
る
こ
と

寺
々
を
訪
ね
て

か
つ
て
好
評
を
い
た
だ
い
た
連
載
コ
ー
ナ
ー
が
新
し
く
な
り
ま
し
た
。

ご
住
職
か
ら
の
一
言
も
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

お
寺
の
見
ど
こ
ろ

★
岡山県

ぶ
ら
り

第
４
教
区

第
８
教
区

17 16令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。



字（
現
在
の
二
本
松
市
不
動
平
）に

移
し
、
14
軒
の
旅
館
や
、
３
つ
の
共

同
浴
場
、
茶
屋
・
商
店
な
ど
を
有

し
た
十
文
字
岳
温
泉
と
し
て
再
建

し
、
賑
わ
い
を
取
り
戻
し
た
と
記
録

が
残
っ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
繁
栄
も
長
く
続

か
ず
、
慶
應
４
年（
明
治
元
年
）戊

辰
戦
争
に
お
い
て
、
新
政
府
軍（
官

軍
）が
進
軍
し
て
く
る
と
、
当
地
が

敵
軍
の
拠
点（
陣
営
）に
な
る
こ
と

を
恐
れ
、
二
本
松
藩
士
に
よ
り
建

物
が
焼
き
払
わ
れ
、
ま
た
、
新
政

府
軍
の
手
に
建
物
が
渡
る
の
を
惜

し
み
、
自
ら
火
を
放
っ
た
宿
や
自
焼

第一教区
福島県二本松市

蓮華寺
　米良道忠

ひとくち
法話

　

私
は
、
彫
刻
家
・
画
家
・
詩
人
で

有
名
な
高
村
光
太
郎
氏
の
詩
集『
智

恵
子
抄
』で
知
ら
れ
る
、
福
島
県
二

本
松
市
に
あ
る
蓮
華
寺
の
住
職
を

し
て
お
り
ま
す
。

　

日
本
各
地
に
は
様
々
な
悲
話
が

伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
本
題
に
入

る
前
に
少
し
、
地
元
二
本
松
の
歴
史

を
紐
解
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

二
本
松
市
に
は
、
登
山
者
の
間
で

は
有
名
な
安あ

達だ

太た

良ら

山や
ま

が
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
の
山
に
平
安
時
代
初
期
、

坂
上
田
村
麻
呂
が
東
夷
東
征
の
際

に
発
見
し
た
温
泉
が
あ
り
ま
す
。

開
湯
は
不
詳
で
す
が
、
古
記
録
に

は
岳
温
泉
神
社
の
前
身
だ
と
い
わ

れ
る
小ゆ

い結
温
泉
神
が
、
貞
観
５
年

（
８
６
３
年
）に
従
五
位
に
列
し
た
と

『
日
本
三
大
実
録
』に
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
８
０
０
年

代
に
は
温
泉
が
発
見
さ
れ
、
温
泉

神
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

当
初
は
安
達
太
良
山
の
鉄
山
の

麓
に
、
小
規
模
な
湯
小
屋
が
あ
り
、

江
戸
時
代
に
入
る
と
二
本
松
藩
主
・

丹
羽
光
重
公
が
入に
ゅ
う

府ふ

さ
れ
た
時
代

に
温
泉
街
と
し
て
整
備
さ
れ
、
藩

主
の
御
殿
場
も
設
け
ら
れ
、
さ
ら
に

開
発
が
進
む
と
知
名
度
も
上
が
り
、

水
戸
藩
主
・
徳
川
光
圀
公
も
寛
永

15
年（
１
６
３
８
年
）と
元
禄
11
年

（
１
６
９
８
年
）に
湯ゆ

日い（
元
岳
）温

泉
を
訪
れ
、
江
戸
中
期
に
は
湯ゆ

女な

も
許
可
さ
れ
、
歓
楽
温
泉
場
と
し

て
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
文
政
７

年（
１
８
２
４
年
）連
日
の
豪
雨
に
よ

り
、
山
津
波
で
一
瞬
に
し
て
長
い
歴

史
を
誇
っ
た
湯
日（
元
岳
）温
泉
は

崩
壊
し
て
し
ま
い
、
土
砂
に
埋
も
れ

た
犠
牲
者
は
２
０
０
名
を
超
え
る

ほ
ど
甚
大
で
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
藩
は
、
文
政
８
年
に
温

泉
を
６
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
下
の
十
文

「悲話とご供養」

し
た
者
も
多
く
、
そ
の
火
災
に
よ
り

犠
牲
と
な
っ
て
亡
く
な
ら
れ
た
遊
女

も
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
の
後
、
現
在
の
二
本

松
市
不
動
平
付
近（
十
文
字
岳
温
泉

跡
）で
、
女
性
の
物
悲
し
く
す
す
り

泣
く
声
が
し
た
と
い
う
噂
や
、
歴
史

的
災
難
等
で
命
を
落
と
し
た
方
々

が
多
数
お
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
土

地
の
人
々
が
哀
れ
に
思
い
、
そ
の
場

所
に
供
養
塔
を
建
立
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
が
、
整
地
の
裏
手
に
、

埋
も
れ
て
い
た
墓
石
が
発
見
さ
れ
、

蓮
華
寺
の
前
護
持
会
会
長
で
当
事

者
で
も
あ
っ
た
遠え
ん

藤ど
う

紀と
し

雄お

氏
が
発

起
人
と
な
り
、
地
元
の
有
志
に
よ
っ

て
、
昭
和
46
年
に
十
文
字
塚
萬
霊

供
養
塔
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
当
山
第
24
世
の
中

嶋
元
道
上
人
以
来
50
年
に
亘
り
、

毎
年
地
元
の
有
志
と
共
に
、
宗
派

を
問
わ
ず
、
継
続
し
て
お
盆
の
季

節
に
お
施
餓
鬼
供
養
を
厳
修
し
て

お
り
ま
す
。

　

近
く
を
お
通
り
の
際
は
、
当
地

の
悲
話
を
思
い
起
こ
し
、
萬
霊
供
養

塔
に
手
を
合
わ
せ
、
お
題
目
を
唱

え
て
ご
供
養
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
に
存
じ
ま
す
。

合
掌

歴
史
に
隠
さ
れ
た
悲
話
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上
の
絵
と
下
の
絵
で
違
う
と
こ
ろ
が
5
つ
あ
り
ま
す
。
間
違
い

を
探
し
て
番
号
で
お
答
え
く
だ
さ
い
。
正
解
者
に
は
、
抽
選
で

粗
品
を
さ
し
あ
げ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　

身
延
山
に
入
山
さ
れ
た
日に

ち

蓮れ
ん

大だ
い

聖し
ょ
う

人に
ん

は
、
弟
子
達
や
檀だ

ん
の
つ越

に
対
し
て
多
く
の

教
え
を
説
か
れ
る
日
々
を
送
ら
れ
、
ま
た

後
世
の
私
達
に
も
、
多
く
の
お
手
紙
（
ご

遺
文
）
や
、
大だ

い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

御ご

本ほ
ん

尊ぞ
ん

を
残
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
何
百
年
と

続
く
正
し
い
信
仰
の
基も

と
い

を
築
き
あ
げ
ら

れ
ま
し
た
。

　

大
聖
人
は
建
治
2
年
（
１
２
７
６
年
）

の
末
頃
よ
り
病や

ま
い

の
身
と
な
ら
れ
、
医
術
に

た
け
た
弟
子
で
あ
る
四
条
金
吾
の
手
当

て
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
弘
安
5
年

（
１
２
８
２
年
）
を
迎
え
る
と
大
聖
人
の

病
は
い
よ
い
よ
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
状
態

と
な
り
、
常ひ

陸た
ち

国
の
温
泉
に
行
き
湯
治

を
す
る
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。
9
月
8

日
可
愛
が
っ
て
い
た
栗
毛
の
馬
に
乗
り
、

9
月
18
日
武
州
池
上
（
現
在
の
東
京
都

大
田
区
）
の
池
上
宗
仲
の
屋
敷
に
入
ら

れ
ま
し
た
。
少
し
の
間
の
滞
在
の
予
定
で

し
た
が
、
病
勢
が
衰
え
ず
、
旅
を
続
け

る
の
も
心
も
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
滞
在
さ

れ
て
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
池
上
氏

が
建
て
ら
れ
て
い
た
堂
宇
が
完
成
し
た

の
で
、
9
月
25
日
、
慶
讃
法
要
の
導
師

を
つ
と
め
ら
れ
、さ
ら
に
『
立
正
安
国
論
』

を
講
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
大

聖
人
最
後
の
ご
説
法
と
な
る
の
で
し
た
。

　

10
月
に
な
り
、
大
聖
人
は
六
老
僧
に

後
を
托
し
、
ま
た
14
歳
の
経
一
麿
（
後
の

日
像
上
人
）
に
帝
都
の
弘
教
を
命
じ
ら

れ
ま
し
た
。

　

13
日
の
早
朝
、
突
如
と
し
て
地
震
が

起
こ
り
ま
す
。
大
曼
荼
羅
の
前
に
集
ま
っ

た
弟
子
信
者
は
寿
量
品
の
自
我
偈
を
読

み
、
厳
粛
な
中
で
の
お
題
目
唱
題
（
心
一

つ
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
え
る
こ
と
）

の
中
、
大
聖
人
は
「
法
華
経
の
行
者
」
と

し
て
の
、
尊
い
61
歳
の
御
生
涯
を
終
え

ら
れ
た
の
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
（
終
）

絵：中村文治

【ご入
にゅう

滅
めつ

】
宗祖日蓮大聖人のご生涯 最終回

147

258

369

ハガキに答えと、住所、氏名、年齢、菩提寺名、『心の宝』への感想を
記入の上、下記あて先までご応募ください。
締め切り：10 月末日（消印有効）
〒 700-0818 岡山市北区蕃山町 3-5 本行寺内

『心の宝』まちがい絵さがし係

■令和３年夏号 まちがい絵さがし正解　①、②、③、⑥、⑦
■当選者
　遠藤紀雄様（福島県二本松市）、山岸良子様（京都市左京区）、
　服部美智子様（京都市左京区）、荒木八重子様（大阪府門真市）、
　井上斐子様（岡山市北区）

21 20令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。



宗
務
院

東
西
僧
員
布
教
講
習
会

　

６
月
18
日
、
東
西
僧
員

布
教
講
習
会（
布
教
部
長　

小
川
正
展
師
）が
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た

Z
O
O
M
に
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
Z
O
O
M
講
習
会
に

は
44
名
が
出
席
し
、「
コ
ロ
ナ

禍
に
お
け
る
、
お
盆
の
布
教

に
つ
い
て
」と
い
う
講
題
の

下
、
特
命
布
教
師
の
各
師
よ

り
自
坊
等
で
実
践
さ
れ
て
い

る
布
教
方
法
や
今
後
の
展
望

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
発
表

が
あ
り
ま
し
た
。
質
疑
応
答

で
は
、
参
加
者
よ
り
活
発
な

意
見
交
換
が
あ
り
ま
し
た
。

第
四
教
区

本
盛
寺
落
慶
式

　

６
月
13
日
、
千
葉
県
長
生

郡
白
子
町　

本
盛
寺（
住
職
・

川
崎
英
尚
師
）に
お
い
て
本
堂

落
慶
式
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

　

梅
雨
の
時
期
に
も
か
か
わ

ら
ず
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
川

崎
住
職
導
師
の
も
と
、
教
区
・

法
縁
関
係
者
、
檀
信
徒
合
わ

せ
て
約
90
名
の
参
詣
者
と
共

に
、
落
慶
の
歓
び
が
御
宝
前

に
て
奉
告
さ
れ
ま
し
た
。

第
六
教
区

総
本
山
妙
満
寺
塔
頭

大
慈
院
住
職
交
代
式

　

6
月
13
日
、
総
本
山
妙
満

寺
塔
頭
の
大
慈
院
に
お
い
て

住
職
交
代
式
が
奉
行
さ
れ
、

教
務
所
長
は
じ
め
近
末
寺
院

の
僧
員
、檀
信
徒
約
60
名
が
出

席
の
中
、前
住
職
の
土
持
悠
孝

師
が
退
任
し
、
新
住
職
と
し

て
足
立
幸
謙
師（
大
阪
府　

香

里
顕
本
教
会　
主
任
）が
法
灯

を
継
承
さ
れ
ま
し
た
。師
の
今

後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

第
六
教
区

日
経
上
人
報
恩
の
会

　

7
月
7
日
、「
常
楽
院
日
経

上
人
報
恩
の
会
」（
会
長
・
大

阪
市
・
蓮
成
寺
住
職　

吉
永

義
康
師
）と
本
山
塔
頭
、
会
員

寺
院
有
志
の
合
同
で
、
日
経

上
人
ゆ
か
り
の
霊
跡
・
本
妙

寺（
京
都
府
南
丹
市
美
山
町

知
見
宮
ノ
向
）に
お
い
て
、
毎

年
恒
例
の
先
師
報
恩
法
要
が

厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
は

雨
に
み
ま
わ
れ
る
中
、
児
玉

石
材
、
有

縁
の
信
徒

も
参
詣
さ

れ
、
歴
代

住
職
の
ご

遺
徳
を
お

偲
び
い
た

し
ま
し
た
。

 
遷
　
化

　

京
都
市
・
本
正
寺
第
35
世
、
京
都
府
木
津
川
市
・
妙
楽
寺
第

41
世
の
山
本
日
惠
猊
下
が
、
令
和
3
年
7
月
31
日
に
世
寿
91
歳

に
て
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

8
月
2
日
、
本
正
寺
に
お
い
て
大
川
日
仰
猊
下
（
京
都
市
・
寂

光
寺
住
職
）
を
大
導
師
に
、
し
め
や
か
に
密
葬
が
厳
修
さ
れ
ま
し

た
。
尚
、
本
葬
は
9
月
12
日
に
本
正
寺
に
て
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

略
歴 　
昭
和
６
年
、
岡
山
県
生
ま
れ
。

　

昭
和
38
年
京
都
市
・
本
正
寺
住
職
、
平
成
18
年
京
都
府
木
津
川
市
・
妙

楽
寺
住
職
に
就
任
。
伽
藍
復
興
、
寺
門
興
隆
に
尽
力
さ
れ
た
。

　

宗
内
に
お
い
て
は
、
昭
和
44
年
『
心
の
宝
』
創
刊
号
よ
り
編
集
局
員
。

局
長（
昭
和
61
年
）等
歴
任
。昭
和
49
年
、布
教
部
長
。以
後
各
部
長
を
歴
任
。

昭
和
63
年
、ブ
ラ
ジ
ル
顕
本
寺
主
管
。
平
成
４
年
、本
山
総
務
。
平
成
９
年
、

宗
務
次
長
。
平
成
12
年
、
宗
綱
参
議
委
員
長
、
並
び
に
妙
塔
学
林
学
林
長
。

平
成
16
年
、
布
教
総
監
等
宗
門
要
職
を
歴
任
。

　

平
成
25
年
、
顕
本
法
華
宗
管
長
・
総
本
山
妙
満
寺
第
３
０
６
世
貫
首
に

推
挙
さ
れ
、
２
期
６
年
の
任
期
中
に
は
開
祖
日
什
大
正
師
御
生
誕
七
〇
〇

年
慶
讃
大
法
要
、
岩
倉
遷
堂
50
年
記
念
法
要
、
常
楽
院
日
経
上
人
第
四
〇

〇
遠
忌
報
恩
法
要
等
各
法
要
の
大
導
師
を
務
め
ら
れ
た
。

即そ
く
し
ん
い
ん

心
院
日に
っ
け
い惠

上
人

平成 25 年、法燈継承式にて前管長・中村猊下より
拂
ほっ

子
す

を手渡される山本猊下。

開祖日什大正師御生誕七〇〇年
慶讃大法要にて、慶讃文を読ま
れる山本猊下。
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「ひとくち法話」拝読させてい
ただきました。代々の血筋が
流れて今に栄えておりますこ
とを知りました。春のお彼岸
も送り、夏はお施餓鬼がまい
ります。心あらためてお参り
させていただきます。

東京都渋谷区・古澤幸子さん

夏号の盆棚の飾り方図は多い
に役立ちました。仏事に関する
基本をしっかり学べるものが
あればもっと身近に宗教を感
じる一助になるかと思います。

京都市・山岸良子さん

皆様からのご意見、お手紙等多数いただき、誠にあり
がとうございます。今後も編集局員一同、読みやすい
誌面を目指し努力して参ります。

～『心の宝』への感想・
おたより紹介コーナー～

「おつとめのお経一語一話」わ
かりやすく楽しみにしていま
す。「住職からのまごころ一品」
もすぐ作れる内容なのでうれ
しいです。

京都市・服部美智子さん

「おつとめのお経一語一話」は
歌のように唱えてきたお経の意
味がよくわかり、80才代になっ
てようやく賢くなってきまし
た。実行、実現はむつかしいで
すが励みたいと思います。
東京都世田谷区・西村小城子さん

「おつとめのお経一語一話」が
とても良い勉強になります。心
洗われる気持ちになります。

岡山市・井上斐子さん

いつも楽しみに読んでいます。
誌面のお寺の山門の写真を見る
とありがたく思います。
大阪府門真市・荒木八重子さん

いつも楽しみに拝読しており
ます。「住職からのまごころ一
品」早速作ってみます。いつ
も朝食作りは私の仕事です。
福島県二本松市・遠藤紀雄さん

母が亡くなり三回忌法要をすま
せて、時の流れを強く感じる様
になってから『心の宝』が届く
とよく読むようになりました。
新しい発見が沢山あり、心の安
らぎを感じます。

大阪府枚方市・岩崎純一さん

毎号たのしく読んでます。
神奈川県横須賀市・野村伸子さん

と
執
り
行
わ
れ
た「
総
務

交
代
式
」で
は
、
吉
永
師

か
ら
土
持
新
総
務
へ
本
山

歴
代
簿
や
総
務
着
用
の
五

条
が
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。 

　

土
持
新
総
務
は
挨
拶
の

な
か
で
、「
30
数
年
ぶ
り
に
本

山
で
お
世
話
に
な
り
ま
す

が
、
最
後
の
ご
奉
公
と
思

い
、
精
い
っ
ぱ
い
務
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
」と
決
意

の
ほ
ど
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。 

興
を
祈
念
い
た
し
ま
し
た
。

法
要
後
、
大
川
猊
下
の
御
親

教
が
あ
り
参
詣
者
一
同
、
真

剣
に
拝
聴
し
て
い
ま
し
た
。

本
山
総
務
交
代
式

　

６
月
25
日
、
本
山
参
与

会
お
よ
び
宗
綱
参
議
会
を
開

催
。
任
期
満
了
に
伴
う
総
務

の
交
代
が
審
議
さ
れ
、
３
期

盂
蘭
盆
施
餓
鬼
法
要

　

８
月
７
日
、
猛
暑
の
な
か

大
川
日
仰
猊
下
大
導
師
の
も

と
盂
蘭
盆
施
餓
鬼
会
が
厳
修

さ
れ
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
戦

没
者
の
慰
霊
お
よ
び
全
国
各

地
で
相
次
ぐ
災
害
の
物
故
者

追
悼
と
被
災
地
の
復
旧
・
復

９
年
務
め
ら
れ
た
吉
永
義
康

師（
大
阪
市
・
蓮
成
寺
住
職
）

に
代
わ
り
、
土
持
栄
孝
師（
千

葉
県
茂
原
市
・
萬
光
寺
住
職
）

の
就
任
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　

吉
永
師
は
任
期
中
、
本
堂

裏
山
の
取
得
や
宗
祖
日
蓮
大

聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
の
各

種
慶
讃
事
業
を
円
成
さ
れ
る

な
ど
ご
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。 

　

土
持
師
は
、
昭
和
26
年

の
お
生
ま
れ
。
６
月
に
退
山

さ
れ
た
大
慈
院
・
土
持
悠

孝
師
の
師
父
に
あ
た
り
、
昭

和
55
年
か
ら
８
年
間
、
塔

頭
４
ケ
院
復
興
後
の
大
慈

院
初
代
住
職
を
務
め
ら
れ

ま
し
た
の
で
、
ご
存
じ
の

方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。 

　

同
日
午
後
３
時
よ
り
、
大

川
日
仰
猊
下
大
導
師
の
も

土持栄孝師 吉永義康師

25 24令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。



宗祖日蓮大聖人報恩御
お

会
え

式
しき

（火）18:00 〜
逮夜法要　大 導 師　大川日仰猊下	

12日10月

日蓮大聖人は、弘安5年（1282）10月13日、聖寿61歳をもってご入
滅されました。この時、庭先の桜が時ならぬ花を咲かせたと伝え
られています。
御会式は、末法に生きる私たちに、命がけで法華経とお題目の信
仰を弘めて下さった大聖人のご遺徳をお偲びし、報恩感謝の誠を
捧げる大切な法要です。
山内一同、皆様方のご参詣をお待ちしております。

10月 13日（水）11:00 〜
正当法要　大 導 師　大川日仰猊下

法　　話　特命布教師　藤本智成上人（岡山本経寺住職）

顕
け ん ぽ ん

本法
ほ っ

華
け

宗
しゅう

 総
そ う ほ ん ざ ん

本山妙
みょう

満
ま ん

寺
じ
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▶1/1（金・祝）
　新歳国祷会

▶2/28（日）
　御開山会
　釈尊涅槃会
　宗祖降誕会

▶3/20（土・祝）
　春季彼岸会

▶4/3（土）
　花まつり

▶5/22（土）・23（日）
　宗祖日蓮大聖人
　御降誕八〇〇年
　慶讃大法要

▶8/7（土）
　盂蘭盆施餓鬼会

▶9/23（木・祝）
　秋季彼岸会
　敬老会

▶10/12（火）・13（水）
　宗祖日蓮大聖人
　御会式

▶12/5（日）
　釈尊成道会・
　大根だき

▶12/31（金）
　除夜の鐘

令和3年
本山行事

本山広告


