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年
回
法
要
に
つ
い
て

　

年
回
法
要
は
、
一
周
忌
・
三
回
忌
・
七
回
忌
・

十
三
回
忌
・
十
七
回
忌
・
二
十
三
回
忌
・
二
十
七
回

忌
・
三
十
三
回
忌
・
五
十
回
忌
・
百
回
忌
の
順
で
お

つ
と
め
し
ま
す
。

　

地
方
に
よ
っ
て
は
、
二
十
三
回
忌
・
二
十
七
回
忌

の
代
わ
り
に
二
十
五
回
忌
を
つ
と
め
る
所
も
あ
り
、
ま
た
、
三
十
七
回
忌
・

四
十
三
回
忌
・
四
十
七
回
忌
を
つ
と
め
る
地
域
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

菩
提
寺
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

新
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
仏
壇
を
清
掃
し
て
、
位
牌
等
で
回
忌
を
確
認
し
、

回
忌
が
分
か
っ
た
ら
早
目
に
菩
提
寺
に
連
絡
し
て
、
年
回
法
要
を
お
つ
と
め
し

ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
年
回
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年
の
祥
月
命
日
（
亡
く
な
っ
た
当
日
）
に

は
、
大
切
に
供
養
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

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

 【
令
和
三
年  

年
回
表
】

回
忌

年

一
周
忌

令
和
二
年

三
回
忌

平
成
三
十
一
年
、

令
和
元
年

七
回
忌

平
成
二
十
七
年

十
三
回
忌

平
成
二
十
一
年

十
七
回
忌

平
成
十
七
年

二
十
三
回
忌

平
成
十
一
年

二
十
五
回
忌

平
成
九
年

二
十
七
回
忌

平
成
七
年

三
十
三
回
忌

平
成
元
年

三
十
七
回
忌

昭
和
六
十
年

四
十
三
回
忌

昭
和
五
十
四
年

四
十
七
回
忌

昭
和
五
十
年

五
十
回
忌

昭
和
四
十
七
年

百
回
忌

大
正
十
一
年

※「一語一話」、「まちがい絵さがし」は今回はお休みです。



謹
賀
新
年

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
ご
妙
判
『
四し

条じ
ょ
う

金き
ん

吾ご

女に
ょ
う

房ぼ
う

御ご

書し
ょ

』
に
曰
く

「
明あ
き
ら

か
な
る
事こ
と

日に
ち

月げ
つ

に
す
ぎ
ん
や
。
浄き
よ

き
事こ
と

蓮れ
ん

華げ

に
ま
さ
る
べ
き
や
。

法
華
経
は
日に
ち

月げ
つ

と
蓮
華
と
な
り
。
故ゆ
え

に
妙
法
蓮
華
経
と
名な
づ

く
。
日

蓮
又
日
月
と
蓮
華
と
の
如
く
な
り
」

　

令
和
３
年
の
新
年
を
迎
え
、
全
国
各
寺
院
の
お
上
人
方
を
は
じ
め
、
檀
信
徒
の
皆
々
様
、
明

け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

新
し
い
年
を
迎
え
、
一
日
も
早
く
疫
病
が
終
息
す
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
本
年
は
、宗
祖
日
蓮
大
聖
人
が
鎌
倉
時
代
の
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
2
月
16
日
に
、

東
海
安あ

房わ
の

国く
に

（
千
葉
県
）
小こ

湊み
な
と

片か
た

海う
み

に
て
、
本
仏
釈
尊
の
使
者
・
上じ
ょ
う

行ぎ
ょ
う

菩ぼ

薩さ
つ

の
再
誕
、
末ま
っ

法ぽ
う

濁じ
ょ
く

世せ

の
人
々
を
救
う
た
め
に
降
誕
あ
そ
ば
さ
れ
て
八
百
年
目
の
聖
年
を
迎
え
ま
す
。
私
達
が

こ
の
大
慶
事
の
機
縁
に
め
ぐ
り
合
え
た
こ
と
は
、
正
に
千
載
一
遇
の
幸
せ
と
申
さ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

ご
承
知
の
通
り
諸
経
の
王
で
あ
る
法
華
経
は
、
一
部
八
巻
二
十
八
品
あ
り
、
前
半
の
十
四
品

を
「
迹し
ゃ
く

門も
ん

」
と
い
い
、
後
半
の
十
四
品
を
「
本ほ
ん

門も
ん

」
と
い
い
、
こ
の
「
本
門
」
の
中
の
「
如
来

寿
量
品
第
十
六
」
が
一
番
大
切
な
教
え
な
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
法
華
経
を
、
大
聖
人
が
つ
き

ふ
る
い
和
合
さ
れ
た
の
が
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
お
題
目
で
す
。「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
を

お
唱
え
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
華
経
の
教
え
に
帰き

依え

（
南
無
）
し
、
顕
本
法
華
宗
の
正
し
い

教
え
を
守
り
、
命
を
か
け
て
弘
め
て
ま
い
り
ま
す
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
聖
人
は
お
題
目
を
お
唱
え
す
る
功
徳
に
つ
い
て

「
釈
尊
の
因い
ん

行ぎ
ょ
う

果か

徳と
く

の
二
法
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
具ぐ

足そ
く

す
。
我
等
こ
の
五
字
を
受
持
す
れ

ば
、
自じ

然ね
ん

に
彼
の
因い
ん

果が

の
功く

徳ど
く

を
譲ゆ
ず

り
与
え
た
も
う
な
り
」（
観か
ん

心じ
ん

本ほ
ん

尊ぞ
ん

抄し
ょ
う

）

と
ご
教
示
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

輝
か
し
い
新
年
を
迎
え
、
私
た
ち
は
御
降
誕
八
百
年
の
意
義
を
心
の
“
信
仰
の
小
箱
”
に
し

っ
か
り
と
納
め
て
、
信
仰
生
活
（
菩
薩
行
）
に
励
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
仏
釈
尊
よ
り
大だ
い

慈じ

大だ
い

悲ひ

の
大
功
徳
を
い
た
だ
き
、
人
と
し
て
豊
か
な
心
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

南
無
妙
法
蓮
華
経　

合
掌

大お
お

川か
わ

日に
ち

仰ご
う

総
本
山
妙
満
寺
貫
首

顕
本
法
華
宗
管
長

年

頭

法

話

2令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。3 23



謹
ん
で
年
頭
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す

　

新
年
を
迎
え
気
持
ち
を
新
た
に
す
る
一
方
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
が
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
の
心
や
生
活
に
与
え
る
影
響
は
計
り

知
れ
ず
、
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
は
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
の
聖
年
を
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
厳
し
い
状
況
の
中
、
檀
信
徒
の
皆
様
と
共
に
「
照
ら
さ
れ
て
導
か
れ
て
」
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
心
を
一
に
し
て
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
の
お
祈
り
が
で
き
る
こ
と
に
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
全
国
の
ご
寺
院
方
・
檀
信
徒
の
皆
様
よ
り
、
本
慶
讃
事
業
に
寄
せ
て
多
大
な
ご
寄
付

ご
協
力
を
賜
り
、
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
大
聖
人
が
ご
降
誕
な
さ
れ
た
の
は
、「
安あ

房わ
の

国く
に

東と
う

条じ
ょ
う

片か
た

海う
み

の
石
中
の
賤せ
ん

民み
ん

が
子
な
り
」（
善ぜ
ん

無む

畏い

三さ
ん

蔵ぞ
う

抄し
ょ
う

）
と
し
て
、貞
応
元
年
（
一
二
二
二
年
）
２
月
16
日
で
あ
り
ま
す
。

　

大
聖
人
が
ご
降
誕
な
さ
れ
た
八
百
年
前
の
鎌
倉
時
代
は
、
仏
法
が
滅
び
よ
う
と
す
る
「
末
法

の
世
」
で
、
正
し
い
教
え
を
護
ら
な
け
れ
ば
そ
の
国
に
三
つ
の

不
吉
な
こ
と
、
飢
餓
・
戦
乱
・
疫
病
が
起
こ
る
と
、
大
聖
人
は

『
立り
っ

正し
ょ
う

安あ
ん

国こ
く

論ろ
ん

』の
中
で
経
典
を
引
用
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

正
に
大
聖
人
は
、
混こ
ん
と
ん沌
と
し
た
時
代
に
法
華
経
の
伝
道
者

（
上じ
ょ
う

行ぎ
ょ
う

菩ぼ

薩さ
つ

）
と
し
て
、
法
華
経
を
読
み
実
践
さ
れ
て
、
私
た
ち

を
救
済
す
る
た
め
に
降
誕
あ
そ
ば
さ
れ
た
方
で
あ
り
、
大
聖
人

の
御
降
誕
の
意
義
は
深
く
実
に
偉
大
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
総
本
山
妙
満
寺
に
於
け
る
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕

八
〇
〇
年
慶
讃
大
法
要
は
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
参
拝
人
数
を
制
限

す
る
な
ど
規
模
を
縮
小
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、
皆
様
の
お
心

だ
け
は
結け
つ

集じ
ゅ
う

致
し
た
く
、
ご
理
解
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

檀
信
徒
の
皆
様
、
コ
ロ
ナ
禍
の
災
難
を
乗
り
越
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
場
で
大
聖
人
御
降
誕

八
〇
〇
年
に
誠
の
祈
り
を
捧
げ
る
と
共
に
、
我
が
顕
本
法
華
宗
の
「
経き
ょ
う

巻が
ん

相そ
う

承じ
ょ
う

・
直じ
き

受じ
ゅ

法ほ
っ

水す
い

」

の
宗
是
を
再
確
認
し
、
正
し
い
教
え
を
心
に
、
正
し
い
道
を
歩
め
る
よ
う
に
お
題
目
を
お
唱
え

し
ま
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

南
無
妙
法
蓮
華
経

河こ
う

野の

じ時
巧ぎ

ょ
う

顕
本
法
華
宗 

宗
務
総
長

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

4令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。5



　

本
年
は
い
よ
い
よ
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
を
お
迎
え
致
し
ま
す
。

『
法
華
経
』
に
は
、
お
釈
迦
様
の
「
魅
力
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
命
が
け
で
弘
め
ら

れ
た
大
聖
人
に
も
、
布
教
者
と
し
て
、
人
と
し
て
の
「
魅
力
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

一
昔
前
は
、
大
聖
人
と
い
え
ば
「
厳
格
・
孤
高
」
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
と

ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、「
繊
細
」
で
「
温
か
い
」
気
づ
か
い
の
方
で

も
あ
り
ま
し
た
。
檀
信
徒
へ
の
丁
寧
な
お
手
紙
の
数
々
が
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
お
り

ま
す
。

　
『
法
華
経
』
も
大
聖
人
も
、
そ
こ
に
人
を
惹
き
つ
け
る
「
魅
力
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

今
も
な
お
脈
々
と
教
え
が
続
き
、
多
く
の
方
々
を
救
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

私
は
「
魅
力
」
の
あ
る
人
間
に
な
る
た
め
に
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
か
、
常
に

試
行
錯
誤
し
て
お
り
ま
す
。
ど
れ
だ
け
良
い
肩
書
が
あ
っ
て
も
、
人
と
し
て
の
魅
力

が
な
け
れ
ば
、た
だ
の
見
せ
か
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
は
生
き
る
中
で
苦
悩
し
、

時
に
笑
い
、時
に
叱
ら
れ
、多
く
の
こ
と
を
経
験
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、に
じ
み
出
る
「
魅

力
」
と
い
う
も
の
が
表
れ
ま
す
。

　

私
は
布
教
に
生
か
す
た
め
、
落
語
家
と
し
て
も
活
動
し
て
い
ま
す
の
で
、
自
坊
は

三さ
ん

遊ゆ
う

亭て
い

圓え
ん

窓そ
う

師
匠
の
落
語
の
稽
古
場
に
も
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
月
数
回

の
稽
古
で
は
、
師
匠
に
よ
く
叱
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
見
守
り
活
動
や

観
光
の
仕
事
で
は
、
色
々
な
角
度
か
ら
の
意
見
を
地
域
に
生
か
せ
る
よ
う
、
集
約
す

る
作
業
で
頭
を
抱
え
る
毎
日
で
す
が
、
私
に
と
っ
て
違
う
世
界
を
見
る
こ
と
は
、
そ

れ
が
人
に
話
す
ネ
タ
と
し
て
蓄
え
ら
れ
ま
す
。
特
に
、辛
い
こ
と
や
叱
ら
れ
た
こ
と
は
、

大
き
な
ネ
タ
に
な
る
の
で
す
。「
辛
い
こ
と　

暗
く
話
せ
ば
愚
痴
と
な
り　

明
る
く
話

宗
祖
御
降
誕
八
〇
〇
年
を
共
に

～
僧
侶
・
檀
信
徒
の
枠
を
超
え
て
～

茨
城
県
神
栖
市　

長
照
寺
住
職

特
命
布
教
師

吉
本
栄え

い

昶し
ょ
う

6令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。7

〜
令
和
３
年 

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
に
向
け
て
〜



せ
ば　

ネ
タ
と
な
る
」。
こ
れ
が
私
の
「
魅
力
」
に
な
れ
ば
い
い
の
で
す
が
。

　

私
の
こ
の
経
験
を
企
業
の
新
人
育
成
研
修
や
、
リ
ー
ダ
ー
講
習
会
で
は
、
良
く
話

し
て
お
り
ま
す
。
辛
い
こ
と
も
他
者
に
話
し
笑
っ
て
も
ら
え
る
と
、
そ
の
辛
さ
が
無

駄
な
も
の
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
色
々
な
こ
と
に
取
り
組
ん
で
み
よ

う
と
前
向
き
に
な
り
ま
す
。
辛
い
こ
と
は
逆
に
大
き
な
華
を
咲
か
す
た
め
の
肥
料
と

な
る
の
で
す
。

　
『
心
の
宝
』
を
読
ん
で
お
ら
れ
る
方
も
、
コ
ロ
ナ
で
辛
い
こ
と
が
続
い
て
い
る
こ
と

と
思
い
ま
す
が
、
絶
対
に
こ
の
経
験
は
無
駄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
経
験
を
未
来

に
活
用
で
き
る
よ
う
に
一
生
懸
命
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

　

お
寺
も
コ
ロ
ナ
の
影
響
は
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
落
ち
込
ん
で
は
い
ら
れ
ま

せ
ん
。「
冬
の
後
は
春
」
に
な
る
の
を
願
っ
て
、お
寺
は
常
に
元
気
で
お
り
ま
す
。
困
っ

た
方
、
悩
ん
で
い
る
方
に
、
元
気
を
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、

僧
侶
が
元
気
で
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
お
寺
に
檀
信
徒
が
た
く
さ
ん
来

て
い
た
だ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

お
釈
迦
様
の
周
り
に
は
常
に
多
く
の
方
々
が
集
ま
り
ま
し
た
。
同
じ
く
、
大
聖
人

の
周
囲
に
も
多
く
の
人
々
が
集
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
大
聖
人
の
魅
力
を
今
に
伝
え
る

べ
く
、顕
本
法
華
宗
で
は
令
和
３
年
に
正
当
法
要
を
営
み
ま
す
。

　

皆
様
に
は
多
く
の
方
々
に
お
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
お
越
し
い
た
だ
き
た
い
と

願
っ
て
お
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、「
魅
力
」
と
い
う
の
は
派
生
し
て
い
く
も
の
な
の

で
す
。
太
鼓
を
叩
く
と
、
そ
ば
に
い
る
人
に
そ
の
音
が
届
く
よ
う
に
、
魅
力
の
あ
る

方
の
近
く
に
い
る
と
、
そ
の
魅
力
が
備
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

今
を
未
来
に
つ
な
ぐ
た
め
に
も
、『
法
華
経
』
や
大
聖
人
の
魅
力
や
人
徳
を
肌
で
感

じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
全
国
の
僧
員
あ
げ
て
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

総
本
山
妙
満
寺
と
か
け
ま
し
て
、
春は

る

告つ
げ

鳥ど
り

と
と
く

そ
の
こ
こ
ろ
は
、

寒
い
（
作
務
衣
）
来
て
、ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
ウ
（
法
華
経
）
と
唱
う
れ
ば
、

雪
（
逝
き
）
が
転
じ
て
縁
（
援
）
と
な
る
。

　
（
解
説
）
顕
本
法
華
宗
の
僧
侶
は
常
に
皆
様
に
心
の
ぬ
く
も
り
を
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

寒
さ
の
中
『
法
華
経
』
を
お
唱
え
し
て
お
り
ま
す
。『
法
華
経
』
の
縁
を
介
し
て
、
逝
き
し

者
が
温
か
く
、
常
に
身
近
で
援た
す

け
た
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
を
よ
み
ま
し
た
。

8令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。9



　
平
成
19
年
か
ら
２
期
６
年
に
亘わ
た

り
、
元
顕
本
法
華
宗
管
長
で
総
本
山
妙
満
寺
第
３
０
５
世

貫
首
の
中
村
日
玄
猊
下
が
、
御
年
１
０
０
歳
の
百
寿
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

現
在
も
大
変
お
元
気
で
ご
法
務
も
な
さ
れ
て
い
る
中
村
猊
下
に
、
百
寿
の
記
念
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

中
村
日
玄
猊
下
百
寿 

記
念
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

編
集
局　
中
村
日
玄
猊
下
、
百
寿
を
迎
え
ら
れ
ま
し
て
誠
に
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
百
歳
を
迎
え
ら
れ
、
今
の
お
気
持
ち

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

中
村
猊
下　

俗
な
言
葉
で
「
40
、
50
は
ハ
ナ
タ
レ
小
僧　

60
、

70
は
働
き
盛
り　

80
、
90
で
お
迎
え
来
た
ら
百
ま
で
来
る
な
と

追
い
返
せ
」
と
言
い
ま
す
が
、
ま
さ
か
自
分
が
百
歳
ま
で
生
き

る
と
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
。
大
勢
の
人
達
に
支
え
ら
れ
助
け

ら
れ
、
一
人
で
は
生
き
て
い
け
な
い
こ
と
に
気
付
い
て
、
目
に

見
え
な
い
も
の
に
心
安
ら
か
に
感
謝
し
、
両
親
か
ら
授
か
っ
た

体
を
大
切
に
思
い
、
報
恩
の
心
で
毎
日
を
過
ご
し
て
お
り

ま
す
。

　

百
歳
を
迎
え
た
と
い
う
こ
と
で
耳
は
難
聴
、
眼
は
し
ょ
ぼ

中
村
猊
下

編
集
局

し
ょ
ぼ
、
手
足
は
思
う
よ
う
に
動
か
な
い
。
振
り
返
っ
て
み

る
と
良
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
辛
い
日
も
あ
り
、
家
内
と

も
お
互
い
に
助
け
合
っ
て
生
き
て
き
ま
し
た
。
徳
川
家
康
も「
人

の
一
生
は
重お
も

荷に

を
負お
う

て
遠
き
道
を
ゆ
く
が
如
し　

急
ぐ
べ
か
ら

ず
云
々
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
日
蓮
大
聖
人
の
お
弘
め
に
な

ら
れ
た
お
題
目
を
日
々
お
唱
え
し
、
信
仰
生
活
の
喜
び
を
感
じ

て
お
り
ま
す
。

 
編
集
局　

猊
下
は
大
正
９
年
生
ま
れ
と
の
こ
と
で
す
が
、
幼

少
期
～
青
年
期
に
か
け
て
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
で
し
た
か
？

中
村
猊
下　

幼
少
期
（
７
歳
）
に
母
と
死
別
、
家
庭
の
温
か

み
が
薄
く
父
親
（
通
寬
）
の
手
で
育
ち
ま
し
た
。
少
々
ひ
ね

く
れ
た
日
々
を
過
ご
し
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。

　

地
元
の
小
学
校
卒
業
後
、
千
葉
県
西
福
寺
住
職　

山や
ま
お
か岡
日に
っ

紹し
ょ
う

上
人
の
も
と
給
仕
奉
公
し
、
仏
教
学
は
も
と
よ
り
立
ち
居
振
る

舞
い
か
ら
生
き
る
も
の
の
大
切
さ
、
食
事
作
り
に
至
る
ま
で
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
学
び
ま
し
た
。
特
に
食
事
づ
く
り
は
奥
様
か

ら
教
わ
り
、
手
抜
き
は
し
な
い
で
気
持
ち
を
込
め
て
つ
く
る
、

そ
れ
が
何
よ
り
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
ま
た
夕

食
後
は
お
経
の
勉
強
の
毎
日
で
し
た
。
同
じ
文
言
を
何
遍
も
唱

え
、
間
違
え
る
と“
パ
チ
ン
ッ
”と
頭
を
た
た
か
れ
、一
晩
で
た
ん

こ
ぶ
３
つ
は
普
通
、辛
い
思
い
出
で
す
。
全
て
が
未
知
の
世
界
で

し
た
の
で
、夕
方
に
な
る
と
家
が
恋
し
く
て
よ
く
泣
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
私
は
、昭
和
16
年
１
月
兵
役
に
服
し
、東
部
12
部
隊

近こ
の

衛え

野や

砲ほ
う

連れ
ん
た
い隊

に
入
隊
し
終
戦
を
迎
え
ま
し
た
。

 

編
集
局　

猊
下
が
思
い
出
さ
れ
る
、
懐
か
し
い
お
上
人
の
こ

と
や
、思
い
出
に
残
る
法
要
が
あ
れ
ば
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

中
村
猊
下　

総
本
山
妙
満
寺
第
２
９
４
世・吉よ
し

永な
が

日に
ち
よ
う洋

猊
下（
昭

和
50
年
ご
遷
化
）の
お
姿
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。吉
永
猊
下
は
、

総
本
山
の
岩
倉
遷
堂
時
の
管
長
猊
下
で
す
が
、
誰
と
で
も
分

け
隔
て
な
く
、
同
じ
態
度
で
接
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
立
ち

居
振
る
舞
い
や
所
作
、衣
帯
の
召
し
方
、読
経
の
声
な
ど
総
て
が

素
晴
ら
し
く
、法
要
の
際
に
は
威
厳
と
緊
張
感
を
感
じ
る
雰
囲

気
が
漂
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
思
い
出
に
残
る
法
要
は
、
私
が
宗
務
総
長
の
時
の
、

平
成
14
年
４
月
総
本
山
で
３
日
間
に
亘わ
た

り
厳
修
さ
れ
た
「
大

聖
人
立
教
開
宗
７
５
０
年
慶
讃
大
法
要
」
で
す
。
総
本
山
が

岩
倉
遷
堂
以
来
最
大
の
諸
堂
大
改
修
の
も
と
、
全
国
か
ら
約

５
千
人
の
参
詣
者
で
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
７
５
０
年

の
記
念
行
事
で
関
東
（
千
葉
県
会
場
）
関
西
（
岡
山
県
会
場
）

そ
れ
ぞ
れ
の
会
場
で
行
わ
れ
た
「
報
恩
の
つ
ど
い
」
で
す
。

千
葉
会
場
で
は
雅
楽
で
の
法
要
、
岡
山
会
場
で
は
僧
俗
一
体

で
の
団
扇
太
鼓
に
よ
る
唱
題
行
で
、
他
で
は
体
験
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
重
厚
で
緊
張
感
が
あ
る
も
の
で
し
た
。
令
和
３

年
の
大
聖
人
御
降
誕
８
０
０
年
の
行
事
も
、
コ
ロ
ナ
禍
で
は

あ
り
ま
す
が
こ
れ
に
勝
る
様
な
行
事
で
あ
る
よ
う
願
っ
て
い

ま
す
。

中
村
猊
下

編
集
局

中
村
猊
下

編
集
局

11 10令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。



月

一

略
歴

　

大
正
９
年
11
月
１
日
、
中
村
通
寛
上
人
の
長
男
と
し
て
、
千
葉
県
山

武
郡（
現
在
の
山
武
市
）松
尾
町
広
根
の
平
野
山
円
寿
寺
に
生
ま
れ
る
。

　

平
成
６
年
４
月
、本
山
総
務
。
同
12
年
２
月
、
宗
務
総
長
。
同
14
年

４
月
、「
立
教
開
宗
７
５
０
年
慶
讃
事
業
」
奉
行
委
員
会
委
員
長
等
歴

任
。
平
成
19
年
よ
り
２
期
６
年
に
亘わ
た

り
、
顕
本
法
華
宗
管
長
・
総
本

山
妙
満
寺
貫
首
を
歴
任
。

■ 

中
村
猊
下
に
は
大
変
ご
多
忙
の
中
、
編
集
局
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
こ
こ
ろ
よ
く
答
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
後
に
編
集
局
員
の

心
に
残
る
中
村
猊
下
の
思
い
出
を
追
記
し
ま
す
。

・
春
季
大
法
要
で
大
導
師
を
お
勤
め
に
な
ら
れ
た
際
の
、
勧
請

文
・
回
向
文
の
朗
々
た
る
お
声
に
感
激
し
ま
し
た
。

・
平
成
17
年
に
イ
ン
ド
の
仏
蹟
巡
礼
を
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
ハ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
た
め
若
い
方
が
次
々
と
体
調

を
崩
す
中
、
一
番
元
気
な
お
姿
に
大
変
驚
き
ま
し
た
。

・
本
山
に
て
修
行
生
時
代
、
夕
食
後
の
猊
下
（
当
時
本
山
総
務
）

の
お
話
が
楽
し
み
で
し
た
。
山
本
五
十
六
氏
の
格
言
や
地
元

千
葉
県
の
お
話
し
等
、
猊
下
と
の
よ
き
思
い
出
で
す
。

編
集
局　

最
後
に
、
こ
れ
か
ら
宗
門
を
担
う
若
い
僧
侶
と

檀
信
徒
・
読
者
に
お
言
葉
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

中
村
猊
下　

若
い
僧
侶
に
は“
温お
ん

故こ

知ち

新し
ん

”、昔
か
ら
行
わ
れ
て

き
た
慣
習
を
軽
視
せ
ず
、仏
法
を
伝
え
て
行
く
こ
と
を
望
み
ま
す
。

「
古
き
を
温た
ず

ね
、
新
し
き
を
知
る
」、
今
は
効
率
を
求
め
る
が
故

に
古
い
慣
習
が
省
略
さ
れ
た
り
し
て
、
意
味
や
理
由
が
不
明
瞭

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
過
去
（
先
師
、
先
達
の
教
え
）
を
正
し

く
学
び
、
こ
れ
か
ら
の
未
来
を
良
く
す
る
「
糧か
て

」
と
し
て
大
い

に
活
躍
し
て
も
ら
い
た
い
。

　

開
祖
日
什
大
正
師
の
「
経き
ょ
う

巻が
ん

相そ
う

承じ
ょ
う　

直じ
き
じ
ゅ受

法ほ
っ

水す
い

」
の
ご
精

神
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
伝
え
た
い
こ
と
は
、
戦
後
日
本
の
復

興
は
目
覚
ま
し
く
、（
私
の
生
ま
れ
た
）
大
正
時
代
と
違
っ
て
経

済
的
に
は
豊
か
に
な
っ
た
よ
う
に
感
ず
る
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、

「
精
神
的
」
に
は
果
た
し
て
幸
せ
か
ど
う
か
疑
問
を
感
じ
ま
す
。

　

目
に
は
決
し
て
見
え
ま
せ
ん
が
、
日
々
お
互
い
に
お
題
目
、

南
無
妙
法
蓮
華
経
の「
信
仰
の
力
」
を
信
じ
、皆
精
進
に
励
み
、

こ
の
艱か
ん
な
ん難
辛し
ん

苦く

の
世
の
中
を
共
に
生
き
抜
き
ま
し
ょ
う
。

南
無
妙
法
蓮
華
経

　

こ
の
御
遺
文
の
宛
名
の
「
兵
衛
志
」

と
は
官
位
名
で
、
日
蓮
大
聖
人
が
鎌

倉
で
布
教
さ
れ
て
い
た
時
に
熱
心
な

信
者
と
な
ら
れ
た
鎌
倉
武
士
「
池
上

兄
弟
」の
弟
、池
上
宗む
ね
な
が長

の
こ
と
で
す
。

宗
長
は
兄
の
宗む
ね
な
か仲
と
と
も
に
大
聖
人

の
辻
説
法
を
聞
き
、
大
聖
人
の
教
え

の
正
し
さ
に
感
激
し
法
華
経
に
帰
依

さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
父
の
康や
す
み
つ光
は
極
楽
寺
良り
ょ
う

観か
ん

の
熱
心
な
信
者
で
あ
り
、
兄
弟
の

法
華
信
仰
を
喜
ば
ず
、
法
華
信
仰
を

捨
て
よ
と
迫
り
、
信
心
が
強
盛
で
あ

る
兄
の
宗
仲
を
勘
当
し
ま
す
。
弟
の

宗
長
は
父
と
の
関
係
、
信
仰
の
取
捨

に
悩
み
ま
し
た
が
、
大
聖
人
の
懇
切

な
教
導
に
よ
り
信
心
を
さ
ら
に
強
め

兄
弟
と
も
に
父
を
説
得
し
、
紆
余
曲

折
の
末
、
父
は
つ
い
に
兄
の
勘
当
を

と
き
、
熱
心
な
法
華
信
者
と
な
り
ま

し
た
。

　

大
聖
人
は
晩
年
ご
体
調
を
崩
さ

れ
、
そ
の
病
状
を
伝
聞
し
た
宗
長
が

味
噌
一
桶
を
送
っ
た
こ
と
に
対
す
る

礼
状
が
こ
の
御
遺
文
で
す
。
投
薬
に

よ
り
少
し
回
復
さ
れ
た
こ
と
を
報
告

さ
れ
、
池
上
家
が
今
年
も
家
内
一
同

法
華
信
仰
を
継
続
さ
れ
る
こ
と
と
、

家
庭
の
平
安
を
祈
念
さ
れ
た
お
言
葉

と
拝
察
さ
れ
ま
す
。

　

本
年
も
皆
様
の
法
華
信
仰
の
受
持

と
ご
家
庭
の
平
安
を
ご
祈
念
い
た
し

ま
す
。

聖
訓
カ
レ
ン
ダ
ー

 

今こ

と

し年
御お

ん

つ
つ
が
な
き
事こ

と

を
こ
そ

法ほ

華け

経き
ょ
う

に
申も

う

し
上あ

げ
ま
い
ら
せ
候

そ
う
ら

え
兵ひ

ょ
う

衛え

志さ
か
ん

殿ど
の

御ご

返へ
ん

事じ

弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
大
聖
人
五
十
七
歳 

大
阪
府  

香
里
顕
本
教
会  

足
立
幸
謙

解
説

中
村
猊
下

編
集
局
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月 月

三 二
　

こ
の
御
遺
文
は
富
士
重お
も

須す

の
地

頭
、
石
川
新
兵
衛
の
夫
人
に
対
す
る

御
文
で
す
。
ま
ず
正
月
の
供
養
の
品

に
対
す
る
お
礼
を
述
べ
ら
れ
、
そ
し

て
地
獄
や
仏
は
存
在
す
る
の
か
と
い

う
問
い
に
答
え
ら
れ
ま
す
。

　
「
地
獄
と
い
う
の
は
経
典
で
色
々
書

か
れ
て
い
る
が
よ
く
よ
く
調
べ
て
み

る
と
心
の
中
に
も
あ
り
、
例
え
ば
父

を
侮あ
な
ど

り
母
を
疎お
ろ
そ

か
に
す
る
こ
と
は
地

獄
の
心
で
す
。
仏
と
い
う
の
も
心
の

中
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
我
々
凡
夫

に
は
仏
性
と
い
う
の
は
見
え
ま
せ
ん
。

蓮
華
は
泥
沼
に
咲
き
栴せ
ん
だ
ん檀
は
大
地
か

ら
生
え
ま
す
。
桜
は
不
格
好
な
木
か

ら
綺
麗
な
花
を
咲
か
せ
ま
す
（
今
月

の
聖
訓
）。

　

あ
な
た
は
正
月
の
初
め
よ
り
法
華

経
を
修
行
し
ご
供
養
も
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
お
心
は
尊
く
桜
が
花
を
咲
か
せ
、

蓮
華
が
つ
ぼ
み
を
つ
け
、
雪
山
で
栴

檀
が
育
ち
、
月
が
初
め
て
山
よ
り
出

る
よ
う
な
も
の
で
す
。
ま
た
法
華
経

を
信
じ
る
人
は
幸
い
を
万
里
の
外
か

ら
集
め
る
よ
う
な
も
の
で
、
香
り
の

よ
い
栴
檀
に
一
層
香
ば
し
さ
を
添
え

た
よ
う
な
功
徳
が
あ
る
で
し
ょ
う
」

と
述
べ
ら
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
凡
夫
は
法
華
経
を
信
じ
積

み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
性
の
花
が

開
い
て
い
く
も
の
で
す
。
法
華
経
・
久

遠
実
成
の
釈
尊
を
信
じ
お
題
目
を
唱

え
信
仰
を
継
続
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

 

さ
く
ら
は
お
も
し
ろ
き
物も

の

木き

の
中な

か

よ
り
さ
き
い
ず

重お
も
ん
す須
殿ど

の

女に
ょ
う

房ぼ
う

御ご

返へ
ん

事じ

弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
大
聖
人
六
十
歳 

昨き

の

う日
は
人ひ

と

の
上う

え

、

今き

ょ

う日
は
我わ

が

身み

の
上う

え

な
り

寂じ
ゃ
く

日に
ち
ぼ
う房

御ご

書し
ょ

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
大
聖
人
五
十
八
歳

　
こ
の
御
遺
文
は
日
蓮
大
聖
人
の
弟

子
の
寂
日
房
の
関
係
者
に
宛
て
ら
れ

た
返
書
だ
と
拝
察
さ
れ
ま
す
。

　

大
聖
人
が
法
難
に
遭
わ
れ
て
い
る

の
は
法
華
経
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
り
、
法
華
経
の
行
者
の
証
明
で

も
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
そ
の
弟
子
檀

那
と
な
る
こ
と
は
大
変
な
宿
縁
で
あ

る
か
ら
同
じ
よ
う
に
法
華
経
を
弘
め

て
下
さ
い
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。

「
今
生
の
恥
を
気
に
す
る
人
は
多
い

が
、
後
生
の
恥
ま
で
考
え
る
人
は
少

な
い
。
死
後
、
三さ
ん
ず途

の
川
で
＊
奪
衣

婆
や
＊
懸
衣
翁
に
衣
を
剥は

が
れ
る
方

が
恥
で
あ
る
。
法
華
経
の
薬
王
品
に

“
裸
者
の
衣
を
得
た
る
が
ご
と
し
”

と
あ
り
、
御
本
尊
は
冥め
い
ど途
の
恥
を
隠

す
衣
で
、
法
華
経
や
釈
尊
も
守
っ
て

下
さ
い
ま
す
。
ま
た
、
あ
な
た
は
私

の
身
を
助
け
て
今
生
の
恥
を
隠
し
て

下
さ
い
ま
し
た
か
ら
後
生
は
私
が

恥
を
隠
し
ま
す
。“
昨
日
は
人
の
上
、

今
日
は
我
身
の
上
”と
思
い
信
心
を
怠

ら
ず
お
題
目
を
お
唱
え
下
さ
い
。
そ

し
て
こ
の
事
は
寂
日
房
に
も
詳
し
く

語
っ
て
下
さ
い
」と
述
べ
ら
れ
ま
す
。

　

顕
本
法
華
の
信
徒
で
あ
る
こ
と
は

大
変
な
宿
縁
で
す
。
困
難
多
き
ご
時

世
で
す
が
、
法
華
経
に
は
そ
れ
を
乗

り
越
え
る
力
が
あ
り
、
後
生
の
安
心

も
約
束
さ
れ
て
い
ま
す
。
久
遠
実
成

の
釈
尊
を
信
じ
お
題
目
を
唱
え
法
華

経
を
弘
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

＊ 

奪だ
つ

衣え

婆ば

…
三
途
の
川
の
ほ
と
り
に
い
る
老
婆
で
生
前
に

　
　
　
　
　

 

悪
業
が
あ
る
者
の
衣
服
を
剥
ぎ
取
る

＊ 
懸け

ん

衣え

翁お
う

…
奪
衣
婆
の
隣
に
い
る
翁
で
奪
衣
婆
が
剥
ぎ
取
っ
た

　
　
　
　
　

 

衣
服
を
樹
に
か
け
罪
の
重
さ
を
は
か
る
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毎
日
の
食
事
の
時
に
は
、

必
ず
合
掌
し
て
、
一
つ
ひ
と

つ
の
食
材
の
命
に
感
謝
し
、

そ
し
て
携
わ
っ
た
人
々
に
感

謝
し
、
食
前
の
食じ
き
ほ
う法

を
お
唱

え
し
て
く
だ
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（２人前）

ホワイトソース缶 290 ｇ
���������� １缶
生クリーム�100㏄～ 150㏄
オリーブオイル� 大さじ２
ジャガイモ（中）���� ４コ
ほうれん草（下茹でする）� 1/2束
ニンニク������������ 1/2片
玉ねぎ������������� 1/2コ
明太子マヨネーズ� 適量（既製品でもよい）

明太子一本薄皮を取り、明太子の半量の
マヨネーズと合わせる

しめじ�������������30ｇ
バター������������� ８ｇ
お餅�������������� ２コ
塩コショウ����������� 適量
溶けるチーズ���������� 適量
パン粉������������� 適量
パセリ（みじん切り）������� 適量
＊適量は好みの量になります。

お正月のお餅で

もっちりグラタン

器の底に明太マヨを敷き、2のお餅をの
せ、3のソースを入れ、その上に1のジャ
ガイモペーストをしぼり平らにする。溶け
るチーズとパン粉を乗せオーブントース
ターで180℃～200℃で約10分焼く。�
表面に満遍なく焼き目が付いたら、
みじん切りパセリをのせる。

1

2

3

4

フライパンにオリーブオイル、ニンニクを入れ、
香りが付いたらニンニクを取り出し、しめじ、玉

ねぎ、ほうれん草（下茹で）をしんな
り炒め、ホワイトソースを入れる。具
となじませたら火を止める。

お餅をサイコロ状にカッ
トし、バターを溶かした
フライパンでかるく焼き
目を付ける。

ジャガイモをカットし電子レンジで約10 分。
ホクホクになったら皮をむいてジップロック
（袋）に入れ、塩コショウ適量を手で潰しなが
らなじませる。そこに生クリーム（ジャガイモ

の量に合わせる）を少しずつ入れ、
手で押し潰しペースト状にする。

お
餅
を
焼
か
ず
に
薄
く
ス

ラ
イ
ス
し
て
入
れ
る
と
よ

り
一
層
″
も
っ
ち
り
″
に

な
り
ま
す
。

元
料
理
人
の
ご
住
職
に
、

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
２

富田俊光師
1974年3月22日生、
1992 年新宿調理師専
門学校入学、1993 年
ホテルグリーンタワー
幕 張 入 社、1998 年
総本山妙満寺奉仕生、
2011年～現在�千葉県
東金市滝�清滝寺住職

明太マヨを
敷く

お餅を
のせる

ソースを入れる

ジャガイモ
ペーストを
のせて

チーズと
パン粉を
トッピング
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“笑顔 ”や“感動した言葉”
募集します！！

応募要項

官製はがきまたは封筒に住所・氏名・

年齢・菩提寺名（匿名で掲載希望の方は、

その旨お書きください）を記入の上、

〒 700-0818
岡山市北区蕃山町 3-5

本行寺内『心の宝』編集局　
までご応募ください。

※写真のみ掲載後お返し致します。

第２回〆切り１月末日 

　皆さまからの“笑顔”の写真や似顔絵、
心温まる言葉・感動した言葉を募集し
ます。官製はがきまたは封筒に、ご自身・
家族・兄弟・ペットなどの「笑った顔」
の似顔絵（写真でも OK）また、感動
した言葉をお送りください。絵は大人・
子供どなたが描かれても結構です。
　このコーナーにて掲載の方々には、
粗品をプレゼントいたします。

日
蓮
聖
人
門
下
連
合
会
　

結
成
60
周
年
記
念
法
要

　
去
る
10
月
22
日
、
総
本
山
妙
満
寺
に
お
い
て
、「
日
蓮
聖
人
門
下

連
合
会
　
結
成
60
周
年
記
念
法
要
」並
び
に
京
都
理
事
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　「
日
蓮
聖
人
門
下
連
合
会
」と
は
、
大
聖
人
門
下
の
伝
統
教
団
が

昭
和
35
年
に
結
成
さ
れ
た
組
織
で
、現
在
は
顕
本
法
華
宗
、日
蓮
宗
、

法
華
宗（
本
門
流
）、
法
華
宗（
陣
門
流
）、
法
華
宗（
真
門
流
）、
本

門
法
華
宗
、日
蓮
本
宗
、本
門
佛
立
宗
、国
柱
会
、日
本
山
妙
法
寺
、

京
都
日
蓮
聖
人
門
下
連
合
会
の
11
教
団
が
加
盟
し
て
い
ま
す
。

　
本
年
は
結
成
60
周
年
に
あ
た
り
、各
宗
貫
首
猊
下
は
じ
め
代
表
者

参
列
の
中
、
記
念
法
要
大
導
師
を
大
川
日
仰
猊
下
、副
導
師
に
は
京

門
連
理
事
長
の
吉
永
義
康
本
山
総
務
が
お
勤
め
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
法
要
後
に
は
大
川
猊
下
よ
り「
妙
満
寺
の
沿
革
」に
つ
い
て

の
講
演
が
あ
り
、「
コ
ロ
ナ
禍
で
の
厳
し
い
状
況
下
で
は
あ
り
ま
す

が
、
日
蓮
大
聖
人
の
お
題
目
の
教
え
を
、
皆
で
協
力
し
て
世
界
に

弘
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
各
宗
代
表
者
に
対
し
力
強
く
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。

京都市
野村光子さん
「笑顔一筆」

わ　 げ ん あ い　 ご

上：「お父さんへ
　　いつもありがとう」
下：「はい、チーズ！」
京都府　城陽市
浅野青葉さん

岡山市
岡部凪生（なみ）さん（高１）
「高校の美術科で日々勉学
に励んでいます。」

■令和 2 年秋号 まちがい絵さがし正解
　②、③、⑦、⑧、⑨
■当選者
吉田リエ子様（青森県八戸市）、戸村文枝様

（千葉県山武郡）、石井恵子様（千葉県東
金市）、庭和田みち代様（兵庫県姫路市）、
三村幸恵様（岡山県和気郡）

19 18令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。



法　話
慶讃大法要 第一座

（宗祖御真蹟御本尊開眼法要）

休　憩

法　話
慶讃大法要 第二座

（歴代･本宗僧員年回法要）

10時30分

11時00分

12時00分

13時30分

14時00分

令和３年 5月22日（土）

法　話
慶讃大法要 第三座

（祠堂･納骨法要）

休　憩

法　話
慶讃大法要 第四座

（大施餓鬼法要）

10時30分

11時00分

12時00分

13時30分

14時00分

令和３年 5月23日（日）
総本山妙満寺・本堂

日　時

会　場

定　員

入場料

令和３年 6 月6 日（日） 午後（時間未定）

申込受付開始　令和３年３月１日（月）より 申込受付開始　令和３年３月１日（月）より

（お供え）

１００名（定員になり次第、受付終了）

大人＝3,000円、小・中学生＝1,000円
子供・未就学児＝無料

京都市交響楽団のメンバーを中心に結成した弦楽
アンサンブル。グループ名は京都発のメジャーロッ
クバンド “くるり”の岸田繁氏の命名であり、同氏
には楽曲提供も受けている。2019 年に旗揚げ公演
を行い、様々な音楽要素を取り入れた活動に注目
が集まっている。Youtubeチャンネル「弦伍楼」

アンサンブル弦伍楼（げんごろう）

令
和
３
年
５
月
２２
日(

土)

・
２３
日(

日)
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
慶
讃
大
法
要

令
和
３
年 

春
季
報
恩
大
法
要
の
ご
案
内

令
和
３
年
６
月
６
日(

日)

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年

記
念
コン
サ
ー
ト『
幻
想
組
曲
妙
満
寺
』

げ
ん    

そ
う 

く
み    

き
ょ
く 

み
ょ
う     

ま
ん        
じ

主催：顕本法華宗宗務院／総本山妙満寺／宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年慶讃事業奉行委員会

　

令
和
３
年
は
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇

年
の
聖
年
に
当
た
り
（
貞
応
元
年
［
１
２
２
２
］
２

月
16
日
ご
降
誕
）、
京
都
・
総
本
山
妙
満
寺
に
お
い
て

５
月
22
日
・
23
日
の
２
日
間
に
わ
た
っ
て
「
宗
祖
日

蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
慶
讃
大
法
要
」（
春
季

報
恩
大
法
要
併
催
、計
四
座
）
を
奉
行
い
た
し
ま
す
。

　

風
薫
る
好
季
節
、
皆
様
方
の
ご
参
詣
を
関
係
者
一

同
、
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

※
こ
の
た
び
の
行
事
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
の
た
め
、
各
座
の
参
拝

人
数
を
１
０
０
名
に
制
限
し
、
団
体
・
個
人
を
問
わ
ず
事
前
申
し
込

み
制
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、慶
讃
大
法
要・記
念
コ
ン
サ
ー

ト
と
も
ｗ
ｅ
ｂ
で
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
動
画
配
信
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
行
事
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、本
山
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

本
山
も
し
く
は
菩
提
寺
ま
で
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

さ
ら
に
６
月
６
日
、
本
山
を
会
場
に
京
都
市
交

響
楽
団
メ
ン
バ
ー
の
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
「
弦げ
ん

伍ご

楼ろ
う
」

に
よ
る
記
念
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
す
。

　

宗
祖
御
降
誕
八
〇
〇
年
を
記
念
し
て
制
作
さ
れ

た
唱
歌「
日
蓮
大
聖
人
の
う
た
」（
土
持
悠
孝
作
詞・

作
曲
）と「
あ
あ
、日
蓮
大
聖
人
」（
高
吉
日
山
作
詞
、

土
持
悠
孝
作
曲
）、
さ
ら
に
京
都
市
交
響
楽
団
コ

ン
ト
ラ
バ
ス
奏
者
の
ジ
ュ
ビ
レ
ー
ヌ
・
イ
デ
ア
ラ
氏

が
特
別
に
書
き
下
ろ
し
た
新
曲
２
曲（
未
発
表
曲
）

を
加
え
、「
幻
想
組
曲
妙
満
寺
」と
命
名
し
ま
し
た
。

　

日
蓮
大
聖
人
の
偉
大
な
る
ご
遺
徳
を
讃
え
る
弦

楽
五
重
奏
と
中
山
航
介
氏
の
ピ
ア
ノ
＆
打
楽
器
に
よ

る
表
現
豊
か
な
演
奏
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

20令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。21



高
田
市　

蓮
華
寺
住
職
）に
よ

る「
い
ま
・
人
々
の
不
安
を
取

り
除
く
た
め
に
」に
つ
い
て
の

講
義
が
あ
り
、
手
書
き
の
絵

手
紙
等
を
使
っ
た
布
教
方
法

を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
参

加
者
か
ら
質
問
や
活
発
な
意

見
交
換
が
あ
り
ま
し
た
。

第
八
教
区

寛
文
法
難
先
師
顕
彰
参
拝

　

9
月
28
日
、
第
八
教
区
主

催
に
よ
る
寛
文
法
難
先
師
顕

彰
参
拝
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
で
、

例
年
の
団
体
参
拝
は
控
え
、

現
地（
宮
崎
県
日
南
市
北
郷
地

区
）在
住
で
、
日
頃
よ
り
顕
彰

碑
等
の
管
理
を
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
清せ

い

氏
と
関
係
者
代

表
が
、
寛
文
５
年（
１
６
６
６
）

に
配
流
と
な
ら
れ
た
精
進
院

日
英
上
人
・
福
智
院
日
応
上

人
の
ご
遺
徳
を
偲
び
、
先
師

顕
彰
碑
前
に
お
い
て
報
恩
法

要
を
厳
修
致
し
ま
し
た
。

第
六
教
区

常
楽
院
日
経
上
人
報
恩
の
会

　

10
月
26
日
、
第
六
教
区
音

川
教
会（
富
山
市
婦
中
町
外

輪
野
）に
て
常
楽
院
日
経
上
人

御
命
日
忌
報
恩
法
要
を
厳
修

い
た
し
ま
し
た
。

　

本
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
も
あ
り
、
規
模
を

縮
小
し
て
の
法
要
と
な
り
ま

し
た
が
、
各
地
よ
り
参
列
の
会

員
諸
師
、並
び
に
音
川
教
会
を

熱
心
に
護
持
い
た
だ
い
て
い
る

若
瀬
氏
と
共
に
日
経
上
人
の

終
焉
の
地
で
お
題
目
を
唱
え
、

不
惜
身
命
の
精
神
で
法
華
経

弘
通
に
邁
進
さ
れ
た
日
経
上

人
の
ご
遺
徳
を
偲
び
ま
し
た
。

宗
務
院

全
国
布
教
師
研
修
会

　

10
月
22
日
、
全
国
布
教

師
研
修
会
並
び
に
総
会
が
、

ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
使
っ
た
リ
モ
ー
ト

会
議
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

研
修
会
で
は
、
特
命
布
教
師

の
吉
本
乗
明
師（
広
島
県
安
芸

　

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ
り
、
参
詣

者
も
ま
ば
ら
で
し
た
が
、
近

末
寺
院
は
じ
め
関
西
の
お
上

人
方
に
ご
出
仕
い
た
だ
き
、

厳
粛
に
報
恩
法
要
を
お
勤
め

し
ま
し
た
。

　

12
日
の
逮
夜
法
要
で
は
、

幽
玄
な
雰
囲
気
の
な
か
で
大

聖
人
の
ご
遺
徳
を
お
偲
び
し
、

翌
13
日
は
、
出
仕
僧
員
と
参

詣
さ
れ
た
檀
信
徒
の
方
々
と

と
も
に
正
当
法
要
が
奉
修
さ

れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
特
命
布
教
師
・

藤
本
智
成
師（
岡
山
県　

久
米

郡
美
咲
町　

本
経
寺
住
職
）の

「
御
会
式
に
よ
せ
て
」と
題
す

る
法
話
が
あ
り
、
参
詣
者
は

真
剣
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し

た
。

第
７
３
９
回 

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
報
恩

御
会
式
奉
行

　

10
月
12
日
・
13
日
の
２
日

間
に
わ
た
り
、
第
７
３
９
回

に
当
た
る
宗
祖
日
蓮
大
聖
人

報
恩
御
会
式
が
大
川
日
仰
猊

下
大
導
師
の
も
と
、
厳
修
さ

れ
ま
し
た
。

瀧
本
幹
也
氏
個
展

「
C
H
A
O
S 

2
0
2
0
」開
催

　

京
都
を
舞
台
と
す
る
第
８

回
目「
京
都
国
際
写
真
祭
２

０
２
０
」の
テ
ー
マ
は「
Ｖ
Ｉ

Ｓ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
」。
５
月
開
催
の
予

定
が
コ
ロ
ナ
禍
で
延
期
と
な

り
、
9
月
19
日 

～
10
月
18
日

に
時
期
を
ず
ら
し
て
の
開
催

と
な
り
ま
し
た
。

　

メ
イ
ン
会
場
の
一
つ
と
な
っ

た
妙
満
寺
で

は
、
Ａ
ｓ
ｏ
ｃ

ｉ
ａ
ｔ
ｅ
ｄ 

Ｐ

ｒ
ｏ
ｇ
ｒ
ａ
ｍ
ｓ

「
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｏ
Ｓ 

２
０
２
０
」と
し
て
、写
真
家・

瀧
本
幹
也
氏
の
展
覧
会
を
開

催
し
ま
し
た
。

　

瀧
本
氏
は
、
初
め
て
と
な

る
お
寺
で
の
個
展
に
向
け
て
、

昨
年
秋
か
ら
綿
密
な
構
想
を

練
っ
て
展
示
に
臨
み
、
写
真

作
品
の
他
に
も
、
映
像
、
イ

ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
駆
使
、

さ
ら
に
妙
満
寺「
雪
の
庭
」か

ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

受
け
た
作
品
群
を
、
大
書
院

の
空
間
を
最
大
限
に
活

か
し
て
展
示
さ
れ
好
評

を
博
し
ま
し
た
。

　

瀧
本
氏
の
意
欲
的
な

個
展
は
、
今
年
の
国
際

写
真
祭
で
も
ひ
と
き
わ

大
き
な
話
題
を
呼
び
、

盛
況
の
う
ち
に
幕
を
閉

じ
ま
し
た
。

秋
葉　

敬
真
上
人

因
幡　

信
篤
上
人

高
吉　

佑
明
上
人

橘　
　

無
我
上
人

土
持　

栄
孝
上
人

川
崎　

英
宗
上
人

児
玉　

俊
常
上
人

児
玉　

常
信
上
人

児
玉　

常
優
上
人

世
良　

隆
善
上
人

藤
本　

智
成
上
人

順
不
同

23 22令和 3年は宗祖日蓮大聖人御降誕八〇〇年です。



菩提寺

▶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

▶6/6（日）
　宗祖日蓮大聖人御降誕
　八〇〇年　記念コンサート

▶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

除夜の鐘・新歳国祷会
令和3年
本山行事

23：30 〜 除夜の鐘12月31日（木）

1月1日（金・祝） 

　大晦日に鐘を108回撞
つ

くことで私たちの煩悩を取り除き、新し
い年の招福を願う行事・除夜の鐘。本山では、今年も仏舎利大
塔および境内全域をライトアップし、幻想的な雰囲気のなか檀
信徒をはじめ参詣された方全員に鐘を撞いていただきます。
　なお、今年は新型コロナウイルス感染防止のため、お茶席と甘
酒の接待は中止しますので、あらかじめご了承ください。

 0：00 〜 新歳国祷会

令和 2 年

令和 3 年
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