
月

一
月

二
　
こ
の
お
言
葉
は
、弘
安
元
年（
一二
七
八
）

の
９
月
６
日
に
身
延
山
に
お
い
て
、妙
み
ょ
う
ほ
う法

尼あ
ま

宛
て
に
書
か
れ
た
お
手
紙
の
一
節
で

す
。
残
念
な
が
ら
ご
真
蹟
は
現
存
せ
ず
、

写
本
が
身
延
山
と
平
賀
本
土
寺
に
現
存

し
ま
す
。

　

本
書
は
妙
法
尼
が
兄
嫁
か
ら
預
か
り

日
蓮
大
聖
人
へ
贈
っ
た
太た

ふ布
帷か
た
び
らに

対

す
る
お
礼
と
、
妙
法
尼
の
兄
で
あ
る
尾お

張わ
り

次じ

郎ろ

兵べ

衛え

の
逝
去
に
対
す
る
供
養
の

お
言
葉
で
始
ま
り
、
第
一
に
太
布
帷
へ

の
感
謝
の
た
め
に
、『
付
法
蔵
経
』と
い

う
経
典
の
商
し
ょ
う

那な

わ和
修し
ゅ

尊
者
の
こ
と
を
記

さ
れ
ま
し
た
。
尊
者
は
過
去
世
に
仏
を

懇ね
ん
ごろ

に
供
養
し
た
功
徳
に
よ
っ
て
生
ま

れ
な
が
ら
に
し
て
聖
衣
を
授
か
り
ま
し

た
。

　

大
聖
人
は
、
妙
法
尼
と
兄
嫁
が
供
養

し
た
太
布
帷
は
、
そ
の
聖
衣
に
も
勝
る

も
の
で
あ
る
と
深
い
感
謝
の
気
持
ち
を

伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
残
念
な
が
ら
当
時
の
日
本
の

人
々
は
仏
法
を
敬
っ
て
い
る
つ
も
り
で

逆
に
誤
っ
た
教
え
を
信
奉
し
、
私
た
ち

末
法
の
衆
生
が
、
三
つ
の
徳（
私
た
ち
の

主
で
あ
り
、
師
で
あ
り
、
親
で
あ
ら
れ

る
）を
具
え
ら
れ
た
釈
尊
を
蔑
な
い
が
しろ

に
す

る
謗
法
の
大
罪
を
犯
し
て
い
る
状
況

を
、
諸
宗
の
教
え
と
そ
の
誤
り
を
挙
げ

ら
れ
て
、
そ
の
あ
か
し
が
承
久
の
乱
を

は
じ
め
と
す
る
内
乱
の
頻
発
や
、
蒙
古

襲
来
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
と
説
か
れ

ま
し
た
。

聖
訓
カ
レ
ン
ダ
ー

一い
っ

切さ
い

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

の
た
め
に
は
釈し

ゃ

迦か

仏ぶ
つ

は

主し
ゅ

な
り
師し

な
り
親し

ん

な
り

立り
っ

正し
ょ
う

安あ
ん

国こ
く
ろ
ん論

文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
大
聖
人
三
十
九
歳 

千
葉
市  

本
行
寺  

朝
倉
俊
泰

解
説

妙み
ょ
う

法ほ
う

比び

丘く

尼に

御ご

返へ
ん

事じ

弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
大
聖
人
五
十
七
歳 

汝な
ん
じ

は
や
く
信し

ん
こ
う仰
の
寸す

ん
し
ん心
を
改あ

ら
た

め
て

速す
み

や
か
に
実じ

つ

乗じ
ょ
う

の
一い

ち
ぜ
ん善

に
帰き

せ
よ

　

こ
の
お
言
葉
は
、日
蓮
大
聖
人
の
御
書

の
中
で
も
有
名
な『
立
正
安
国
論
』の
一
節

で
す
。
本
書
は
、
文
応
元
年（
一
二
六
〇
）

７
月
16
日
、当
時
の
鎌
倉
幕
府
の
最
高
権

力
者
で
あ
っ
た
北ほ
う

条じ
ょ
う

時と
き
よ
り頼

に
対
し
て
出

さ
れ
た
国
家
諌か
ん
ぎ
ょ
う暁の

書
で
す
。

　

ご
真
蹟
は
中
山
法
華
経
寺
に
現
存
し

国
宝
と
な
り
、
ご
真
蹟
の
断
片
や
写
本

は
全
国
の
寺
院
に
も
現
存
し
て
い
ま
す
。

　

本
書
は「
旅り
ょ

客き
ゃ
く

来き
た
り
て
歎な
げ
い
て
い
わ

く
」で
始
ま
り
、
対
話
形
式
で
著
さ
れ
て

い
ま
す
。
仏
法
に
つ
い
て
問
い
か
け
て

く
る
旅
客
に
対
し
て
主
人
が
答
え
る
形

式
で
、分
か
り
易
い
文
章
で
す
。

　

本
書
は
、（
当
時
の
日
本
で
）次
々

と
起
こ
る
災
難
に
つ
い
て
、
刀と
う
へ
い兵・

疾し
つ
え
き疫・

飢き

饉き
ん

の
小
三
災
と
、
火・
水・
風

の
大
三
災
や
、『
薬
師
経
』の
七
難（
①

人に
ん
し
ゅ
し
つ

衆
疾
疫え
き
な
ん難

、
②
他た

国こ
く

侵し
ん
ぴ
つ
な
ん

逼
難
、
③
自じ

界か
い

叛ほ
ん
ぎ
ゃ
く
な
ん

逆
難
、
④
星せ
い
し
ゅ
く
へ
ん

宿
変
怪げ

難な
ん

、
⑤
日に
ち
が
つ月

薄は
く
し
ょ
く
な
ん

触
難
、⑥
非ひ

じ時
風ふ
う

雨う

難な
ん

、⑦
過か

じ時
不ふ

う雨

難な
ん

）、他
に
も『
法
華
経
』『
仁
王
経
』等
の

災
難
が
挙
げ
ら
れ
、
法
華
経
を
蔑

な
い
が
しろ

に

し
た
誤
っ
た
教
え
が
日
本
国
中
に
満
ち

て
い
る
か
ら
、こ
の
よ
う
な
災
難
が
湧
き

起
こ
る
と
説
か
れ
ま
し
た
。

　

災
難
を
対た
い

治じ

す
る
に
は
邪
法
を
捨
て

て
、
唯
一
の
正
法
で
あ
る『
法
華
経
』を
国

中
で
信
仰
せ
よ
と
の
大
聖
人
の
お
言
葉

で
す
。
疫
病・領
土
問
題・治
安
の
乱
れ・

風
水
害・地
震・干
ば
つ
等
は
、今
ま
さ
に

私
た
ち
の
目
の
前
で
起
こ
っ
て
お
り
、昔

話
で
は
な
い
の
で
す
。
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月

三
天て

ん

晴は

れ
ぬ
れ
ば　
地ち

明あ
き

ら
か
な
り

観か
ん
じ
ん心

本ほ
ん

尊ぞ
ん

抄し
ょ
う

文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
大
聖
人
五
十
二
歳 

　
こ
の
お
言
葉
は
、『
観
心
本
尊
抄
』の
一

節
で
す
。本
書
は
文
永
10
年（
一
二
七
三
）

４
月
25
日
、
佐さ

ど渡
に
お
い
て
日
蓮
大
聖

人
が
著
さ
れ
た
も
の
で
す
。『
観
心
本

尊
抄
』に
は
、
釈
尊
の
教
え
を
ど
の
よ
う

に
実
践
し
て
い
く
か
と
い
う「
観か
ん
も
ん門

」に

つ
い
て
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、『
開か
い
も
く目

抄し
ょ
う』

と『
観
心
本
尊
抄
』の
二
つ
の
御
書
は
仏

教
に
お
い
て
大
切
な「
教き
ょ
う
か
ん観

二に

門も
ん

」を
著

さ
れ
た
重
要
な
も
の
で
す
。

　

ご
真
蹟
は
中
山
法
華
経
寺
に
現
存
し

て
お
り
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

正
式
な
書
題
は『
如に

ょ
ら
い来

滅め
つ

後ご

五ご

五ご

百ひ
ゃ
く

歳さ
い

始し

観か
ん

心じ
ん

本ほ
ん
ぞ
ん
し
ょ
う

尊
鈔
』と
い
い
ま
す
。
こ

れ
は
、「
釈
尊（
如
来
）が
ご
入
滅
さ
れ
て

後
、
二
千
二
百
二
十
二
年
を
経
た
今
日
、

佐
渡
に
お
い
て
、『
法
華
経
』の
究
極
の

教
え
と
も
い
え
る
事じ

の
一い
ち
ね
ん念

三さ
ん
ぜ
ん千

に
則

り
、日
蓮
が
初
め
て
、末
法
の
世
に
法
華

経
を
信
仰
す
る
た
め
の
大
曼
荼
羅
御
本

尊
を
図
顕
す
る
に
あ
た
り
、す
べ
て
の
経

典
や
釈
書
の
大
事
を
撰せ
ん

述じ
ゅ
つし

た
書
」と

い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

　

大
聖
人
は
、『
開
目
抄
』で「
仏
教
の

真
理
で
あ
る
一
念
三
千
は『
法
華
経
』の

如
来
寿
量
品
第
十
六
の
経
文
の
底
に
秘

め
ら
れ
て
い
る
」と
述
べ
ら
れ
、
そ
し
て

「『
法
華
経
』こ
そ
が
正
し
い
教
え
だ
と
知

る
者
は
、天
が
晴
れ
れ
ば
、地
面
が
照
ら

さ
れ
て
す
べ
て
が
見
え
る
か
の
よ
う
に
、

煩
悩
の
迷
い
の
闇
を
明
ら
か
に
見
通
し

て
、
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」と
説

か
れ
ま
し
た
。

大川猊下による御親教特命布教師 秋葉妙琳師

千葉県 市原市・妙経寺より参詣の檀信徒顕立雅楽会

　10 月 12 日、13 日に、宗
祖日蓮大聖人第 742 回目
のご命日をお偲びする、
報恩御会式が総本山妙満
寺にて厳修されました。
　両日ともに、大導師を
大川日仰猊下、脇導師を
河野時巧宗務総長、土持

栄孝本山総務がお勤めになられ、また、宗務院各
部長、近末寺院、什青会（西日本青年会）、顕立雅
楽会（千葉青年僧有志）の各師の法要出仕もあり、
厳かな法要となりました。
　法要後には、 特命布教師
秋葉妙琳師（東京都 法成寺
内）による、「心 幸せになるた
めに」の法話があり、参詣者は
熱心に耳を傾けていました。

総本山 妙満寺
第７４2 回

宗祖日蓮大聖人報恩御会式
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
は

「
六ろ
く

波は

羅ら

蜜み
つ

」に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
六
波
羅
蜜
の
文
言
は
顕
本
法
華
宗
要
品

（
赤
本
）の
回
向
文
に
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

仏
さ
ま
や
菩
薩
さ
ま
は
、
人
々
を
救
済
せ
ん
と
す
る

お
誓
い
を
た
て
ら
れ
て
、
そ
の
中
で
六ろ
く

波は

羅ら

蜜み
つ

と

第
十
七
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
。

え
る
こ
と
。
以
上 

三さ
ん

施せ

。

② 

持じ

戒か
い

・
殺
さ
な
い
、盗
ま
な
い
、な
ど
の
人
間
が
し

て
は
な
ら
な
い
根
本
的
な
ル
ー
ル
の
こ
と
。

③ 

忍に
ん
に
く辱

・
苦
し
み
を
乗
り
越
え
る
こ
と
、
努
力
を
辞

め
な
い
忍
耐
的
精
神
の
こ
と
。

④ 

精し
ょ
う

進じ
ん

・
精
魂
込
め
て
ひ
た
す
ら
に
励
む
生
き
方
の

こ
と
。

⑤ 

禅ぜ
ん

定じ
ょ
う ・

正
し
い
信
仰
を
積
み
重
ね
ら
れ
る
よ
う
、

雑
念
を
払
う
よ
う
に
す
る
こ
と
。

⑥ 

智ち

慧え

・
仏
さ
ま
の
教
え
の
深
い
意
味
も
理
解
で
き

る
よ
う
に
、
学
び
を
積
み
重
ね
る
こ
と
。

現
代
に
も
通
じ
る
こ
の
六
波
羅
蜜
の
教
え
は
利り

た他

の
心
と
い
っ
て
、
自
己
中
心
的
な
考
え
で
は
な

く
、
他
者
を
も
大
切
に
す
る
、
思
い
や
り
の
心
で
す
。

　

自
分
だ
け
良
け
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え
は
、
心
が
貧

し
く
な
り
不
幸
に
な
り
ま
す
。
そ
の
反
対
に
、
身
近
な

と
こ
ろ
で
は
家
族
の
た
め
、
子
や
孫
の
た
め
、
広
く
は

地
域
や
社
会
の
た
め
な
ど
、
無
償
の
気
持
ち
で
接
す
る

と
、
自
分
だ
け
で
は
な
く
他
者
も
幸
せ
に
な
れ
ま
す
。

こ
の
六
波
羅
蜜
の
教
え
を
実
行
し
、自
身
の
み
な
ら
ず
、

他
者
を
も
救
お
う
と
す
る“
仏
の
道
”を
実
践
す
る
私
た

ち
を
、
お
釈
迦
さ
ま
は
常
に
温
か
く
見
守
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。

　

そ
し
て
、
私
た
ち
顕
本
法
華
宗
の
信
徒
と
し
て
何
よ

り
も
大
切
な
こ
と
は
、
六
波
羅
蜜
な
ど
の
お
釈
迦
さ
ま

の
教
え
す
べ
て
が
込
め
ら
れ
た
お
題
目
を
、
感
謝
の
心

を
持
ち
お
唱
え
す
る
こ
と
で
す
。

私
は
住
職
と
し
て
実
感
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
日
頃
よ
り
お
仏
壇
や
お
墓
を
綺
麗
に
掃
除

し
、
ご
先
祖
に
感
謝
し
、
家
族
み
ん
な
で
お
題
目「
南
無

妙
法
蓮
華
経
」を
唱
え
ら
れ
て
い
る
ご
家
庭
は
、
家
族

の
絆
や
和
の
心
を
自
然
に
持
た
れ
て
い
ま
す
。

　

信
仰
生
活
の
実
践
は
、
心
も
身
体
も
成
長
さ
せ
て
く

れ
る
も
の
で
す
。
今
年
一
年
も
素
直
な
気
持
ち
で
、
心

も
身
体
も
元
気
で
い
ら
れ
る
よ
う
お
題
目
を
唱
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
洋
）

い
う
、
菩
薩
が
行
う
修
行

を
実
践
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
６
つ
あ
り
ま
し
て
、

① 

布ふ

せ施
・
財ざ
い

施せ

－

真
心
を
も
っ
て
ご
供
養
す
る
こ
と

で
貪
欲
の
心
を
退
け
る
こ
と
。

法ほ
う

施せ

－

正
し
く
仏
の
教
え
を
弘
め
安
心
を

与
え
る
こ
と
。

無む

畏い

施せ

－

悪
い
道
に
堕
ち
て
い
か
な
い
よ
う

仏
の
道
を
勧
め
、と
も
に
励
み
、
そ
の
結
果
、

畏お
そ

れ
を
無
く
し
て
い
く
と
い
う
恵
み
を
与

「
六ろ

く

波は

羅ら

蜜み
つ

」
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開
基　

日
澤
上
人 　
　
　
　
　

創
建　

天
正
12
年
（
１
５
８
４
年
）    　

住
職　

第
43
世  

吉
永
義
聰
師

　

大
乗
寺
は
、千
葉
県
の
ほ
ぼ
中
央
、緑
豊
か
な
田
園
地
域
に
あ
っ
て
、境
内
七
百
坪
を
有
し

て
い
ま
す
。
朱
塗
り
の
山
門
、
桜
と
百
日
紅
・
藤
棚
に
囲
ま
れ
た
本
堂
、
参
道
を
進
む
と
高

台
に
楼
鐘
堂
と
続
き
、
緑
豊
か
な
寺
域
は
四
季
の
自
然
の
折
々
を
楽
し
む
人
々
の
憩
い
の
場

と
し
て
も
広
く
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
大
正
７
年
、
蓮
成
寺
・
観
行
寺
・
本
城
坊
・
円
實
坊

の
四
ヶ
寺
を
合
併
し
、
日
蓮
宗
妙
満
寺
派
か
ら
顕
本
法
華
宗
に
改
め
ま
し
た
。

 

勝し
ょ
う

林り

ん

山ざ

ん 
大だ

い

乗じ
ょ
う

寺じ

千
葉
県
茂
原
市
小
林
５
７
８

　

大
乗
寺
は
、
今
を
去
る
こ
と
約
４
４
０
年
前
に
日
澤
上
人
に
よ
っ
て
、
京
都
中
・
北
部
の
法
華
経
布
教
の
道
場
と
し
て
創

建
さ
れ
ま
し
た
。
お
檀
家
の
多
く
が
園
部
藩
の
時
代
か
ら
近
隣
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
ご
家
庭
で
、
地
域
に
根
差
し
た
お
寺
と

し
て
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
地
域
で
ち
ゃ
わ
ん
山
と
呼
ば
れ
る
山
の
中
腹
に
位
置
し
、
お

寺
の
前
か
ら
は
園
部
町
の
町
並
み
が
一
望
で
き
ま
す
。
本
堂
の
み
の
小
さ

な
お
寺
で
は
あ
り
ま
す
が
、
平
成
６
年
に
は
、
自
動
車
で
お
寺
ま
で
上
が

れ
る
参
道
を
造
成
、
平
成
21
年
に
は
新
た
な
本
堂
に
建
て
替
え
ら
れ
、
法

華
信
仰
の
拠
点
と
し
て
装
い
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

　

大
乗
寺
は
檀
家
数
30
数
軒
の
小
さ
な
お
寺
で
は
あ
り
ま
す
が
、
少
な
い

檀
家
数
な
が
ら
も
参
道
の
造
成
や
本
堂
の
新
築
と
い
う
大
事
業
を
行
え
た

こ
と
は
、
ひ
と
え
に
檀
信
徒
の
皆
様
が
信
仰
の
下
に
心
を
一つ
に
し
、
仏
様

の
た
め
、
ご
家
族
の
た
め
に
一
致
団
結
さ
れ
た
結
果
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
尊
い
信
仰
を
後
世
に

伝
え
る
た
め
に
も
、僧
俗
一
丸
と
な
り
、法
華
の
教
え
の
受
持
に
勤
め
る
よ
う
心
が
け
て
お
り
ま
す
。

 

法ほ

っ

け華
山ざ

ん 

大だ

い

乗じ
ょ
う

寺じ

京
都
府
南
丹
市
園
部
町
上
木
崎
町

宮
ノ
口
43
番
地

開
基　

日
達
上
人　
　
　

    　

創
建　

不
詳　
　
　
　
　
　
　

      　

住
職　

第
41
世  

古
山
純
正
師

　

お
寺
の
見
ど
こ
ろ

　

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

ぶ
ら
り

第
４
教
区

第
６
教
区

　

齢よ
わ
いを

重
ね
し
今
、
よ
し
、
や
る
ぞ
！　

と
志
を
お
こ
し
、
新
し
い
世
界
に
飛
び
込
み
ま
し
た
。

し
か
し
、
人
生
の
旅
路
は
平
坦
で
は
な
い
。
雨
の
日
も
嵐
の
日
も
あ
る
。
病
に
た
お
れ
る
日
も
あ
る
。
何
度
も
何
度

も
心
を
奮
い
立
て
て
学
び
続
け
、
よ
う
や
く
僧
侶
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
就
き
ま
し
た
。

　

法ほ
う
ろ
う臘

浅
き
身
で
あ
り
ま
す
が
、
先
師
の
教
え
を
守
り
、さ
ら
に
は
先
輩
諸
氏
の
御
指
導
を
い
た
だ
き
、ま
た
、
檀

家
の
皆
様
方
の
お
か
げ
で
今こ
ん
に
ち日

が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、こ
れ
か
ら
も
一生
懸
命
、精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

住
職
と
し
て
心
が
け
て
い
る
こ
と

★

千葉県

★
京都府
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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
14

（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。）

作り方

切り餅を小さく切る。板チョコも小さく割っておく。
パイシートを好みの形に切る。
パイシートの大きさによって3等
分か4等分に切る。
餠とチョコを置いて巻いていく。
生地の表面をフォークで穴をあ
ける。
予熱したオーブン200°で23分
くらい焼く。

1

作り方

玉ねぎを細かいみじん切りにする。
ボールで鶏ひき肉と玉ねぎと　をよく混ぜ合わせる。
油揚げを半分に切り、お餅はそれそれ5等分に切る。
油揚げを開き　とお餅をいれる。口は波型にし、爪
楊枝で閉じる。
鍋で　を一煮立ちさせ、　をいれ中火で10分煮込
む。火を消し５分から10分ほど味をしみこませる。
爪楊枝を抜いて盛り付ける。汁を少しかけてお好み
でネギをのせたら完成。

1

2

2

3

3

3

4

4

5

3

1

鶏つくねの餠巾着

餠チョコパイ

鶏ガラスープの素………小さじ1
生姜チューブ／
ニンニクチューブ………各3cm
塩胡椒… ………………… 適量

水… …………………… 600ml
白だし………………………70ml
しょうゆ…………………大さじ1
みりん……………………小さじ2

A

B

材 料

鶏ひき肉……………………… 200g
玉ねぎ……………………………1/4個
お餅……………………………… 2個
油揚げ…………………………… 5枚

（10コ分）

材 料
パイシート………2枚
切り餅……………2個
板チョコ……… 1/2個

（6個分）

2
3

4

5

B

A

1

油抜きをしたほうが味が染み込みやすくなります。 出汁まで飲む場合は、水で濃さを調
整してください。

住職さんのメモ

中村文治師
1976年5月5日生、兵庫県姫路市出身。身延山大学仏教学部卒業。岡山県の
寺院で5年間の法務経験を経て、現在は円乗寺(兵庫県明石市)住職を務める。

パイシートは解凍して
やわらかくしておく

鶏つくねの餠
も ち

巾
き ん

着
ちゃく

＆
餠チョコパイ

お
正
月
に
残
っ
た
お
餅
を

ご
馳
走
に

メイン
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わ　 げ ん あ い　 ご

“笑顔 ”や“感動した言葉”募集します！！

　
平
成
30
年
春
号
よ
り
、『
心
の
宝
』編
集
局
は
西

日
本
在
住
の
僧
員
が
担
当
と
な
り
、
今
年
で
6
年

目
を
迎
え
ま
す
。
読
者
の
皆
様
に
は
、
顕
本
法
華

宗
の
信
仰
の“
入
り
口
”に
な
る
よ
う
な
誌
面
を

お
届
け
で
き
る
よ
う
、常
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
編
集
作
業
に
は
苦
労
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、

読
者
の
皆
さ
ま
よ
り
い
た
だ
い
た
ご
意
見
や
感
謝

の
お
便
り
は
、
編
集
局
員
の
励
み
に
な
っ
て
お
り

ま
し
た
。
読
者
の
皆
様
に
は
こ
の
場
を
お
借
り
し
、

感
謝
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昭
和
44
年
創
刊
の『
心
の
宝
』は
、
新
聞
紙
面
時

代
を
経
て
季
刊
誌
と
な
り
、
今こ

ん
に
ち日

ま
で
長
き
に
わ

た
っ
て
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
お
読
み
い
た
だ
い
て

い
る
、
宗
門
唯
一
の
布
教
誌
で
す
。

　
50
年
以
上
の
歴
史
あ
る『
心
の
宝
』は
今
後
も
宗

門
の
出
来
事
や
、
顕
本
法
華
宗
の
教
義
を“
や
さ
し

く
・
分
か
り
や
す
く
”伝
え
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

今
後
と
も
ご
家
族
皆
さ
ん
で
ご
愛
読
く
だ
さ
い
。

南
無
妙
法
蓮
華
経

「
編
集
後
記
」 

主
任 

京
都
市
・
寂
光
寺
内 

大
川
孝
瑛

　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書にて、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。絵は大人でも子どもでも、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。※写真のみ掲載後お返し致します。

応募要項
官製はがきまたは封書にて、
住所・氏名・年齢・菩提寺名・

『心の宝』への感想を記入の
上、下記宛先までご応募くだ
さい（匿名で掲載希望の方は、
その旨お書きください）。
〒 700-0818　岡山市北区

蕃山町 3-5  本行寺内
『心の宝』編集局　

〆切り 1 月末日
（当日消印有効） 

岡山市

則
のりたけ
武　奈

な な
々さん（9歳）

「キリン」
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宗
務
院

日
蓮
聖
人
門
下
連
合
会

佐
渡
結
集

　

9
月
13
日
、
日
蓮
大
聖
人

『
観
心
本
尊
抄
』述
作
７
５
０

年
慶
讃
記
念
佐
渡
結
集（
主

催
、日
蓮
聖
人
門
下
連
合
会
）

が
新
潟
県
佐
渡
島
に
お
い
て

行
わ
れ
、
本
宗
か
ら
は
河
野

宗
務
総
長
を
は
じ
め
、
宗
務

院
各
部
長
、
関
係
者
が
出
席

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
翌
日
に

は
門
下
各
代
表
者
が
集
い
、

盛
大
な
慶
讃
法
要
が
厳
修

さ
れ
ま
し
た
。

　

初
日
に
は
、
門
下
を
代
表

し
て
河
野
宗
務
総
長
の
ご
挨

拶
の
後
、立
正
大
学
仏
教
学
部

准
教
授
・
本
間
俊
文
氏
に
よ
る

「
佐
渡
に
お
け
る
日
蓮
聖
人

の
法
華
経
布
教
～
曼
荼
羅

本
尊
図
顕
と
授
与
」の
記
念

講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

布
教
部

第
2
回
全
国
布
教
研
修
会

　

10
月
3
日
、
全
国
布
教
師

研
修
会
が
リ
モ
ー
ト
開
催

さ
れ
、
妙
塔
学
林
准
教
授
・

藤
﨑
裕
学
師（
千
葉
県
成
田

市
・
大
経
寺
内
）よ
り「
初
期
の

宗
祖
本
仏
論
と
そ
の
現
代
的

展
開
」の
講
義
が
、
特
命
布
教

師
・
川
崎
英
真
師（
千
葉
県
茂

原
市
・
龍
教
寺
）と
朝
倉
俊
泰

師（
千
葉
市
・
本
行
寺
）よ
り

「
想
定
問
答
～
法
華
問
答
～
」

が
行
わ
れ
、
参
加
者
か
ら
は

質
問
や
活
発
な
意
見
交
換
が

あ
り
ま
し
た
。

第
六
教
区

日
経
上
人
報
恩
の
会

　

10
月
26
日
、
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
が
厳
修

さ
れ
ま
し
た
。
各
地
よ
り

参
列
の
会
員
諸
師
、
並
び
に

音
川
教
会
を
熱
心
に
護
持
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
若
瀬
氏

と
と
も
に
、日
経
上
人
終
焉
の

地
で
お
題
目
を
唱
え
、
不
惜

身
命
の
ご
精
神
で
法
華
経
弘

通
に
邁
進
さ
れ
た
日
経
上
人

の
ご
遺
徳
を
お
偲
び
い
た
し

ま
し
た
。

写真左より４人目、河野総長。

お
祝
い
の
お
言
葉
と
と
も
に
、

代
表
の
方
に
記
念
の
数
珠
が

授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

法
要
後
、
教
区
内
布
教
と

し
て
吉
永
義
聰
師（
京
都
・
大

乗
寺
住
職
）の
法
話
が
あ
り
、

参
詣
者
一
同
、
真
剣
な
面
持
ち

で
拝
聴
し
て
い
ま
し
た
。

第
７
４
２
回

宗
祖
日
蓮
大
聖
人

報
恩
御
会
式

　

10
月
12
日
・
13
日
の
２
日

間
に
わ
た
り
、
第
７
４
２
回
目

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
。

　

千
葉
よ
り「
顕
立
雅
楽
会
」

所
属
の
僧
員
が
出
仕
し
て
法

要
に
華
を
添
え
、
関
西
か
ら

秋
季
彼
岸
会
中
日
法
要

　

９
月
23
日
、
大
川
日
仰
猊

下
大
導
師
の
も
と
、
秋
季
彼

岸
会
中
日
法
要
が
奉
行
さ
れ

ま
し
た
。

　

併
せ
て
、
敬
老
の
日
に
ち

な
み「
敬
老
会
」を
執
り
行
い
、

全
国
末
寺
檀
信
徒
の
健
康
長

寿
を
祝
う
祈
念
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
今
年
古
希
を

迎
え
ら
れ
た
本
山
檀
信
徒
に

対
し
て
は
、
大
川
猊
下
よ
り

は
若
手
僧
員
の
会「
什
青
会
」

の
会
員
各
聖
が
出
仕
す
る
な

ど
、
全
国
各
地
よ
り
僧
員
各

師
が
多
数
登
山
さ
れ
、
賑
や

か
に
各
法
要
が
奉
修
さ
れ
ま

し
た
。

　

逮
夜
法
要
に
先
立
ち
挙
行

さ
れ
た「
新
命
住
職
奉
誓
式
」

に
出
席
の
岡
山
久
成
寺
・
長
濱

良
瑛
新
住
職
並
び
に
檀
家
総

代
や
、
千
葉
妙
経
寺（
住
職
・

橘 

無
我
師
）の
団
体
参
拝
な

ど
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
に
迫
る

参
詣
者
が
あ
り
ま
し
た
。

　

12
日
の
逮
夜
法
要
で
は
、

「
雪
の
庭
」や
仏
舎
利
塔
な
ど

が
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
、
幽
玄

な
雰
囲
気
の
中
で
の
法
要
と

な
り
、
翌
13
日
は
、
清
々
し

い
秋
晴
れ
の
好
天
に
恵
ま
れ

る
な
か
、
参
詣
さ
れ
た
檀
信

徒
と
と
も
に
厳
か
に
正
当
法

要
が
奉
修
さ
れ
ま
し
た
。

　

法
要
後
は
、
特
命
布
教
師・

秋
葉
妙
琳
師（
東
京
・
法
成

寺
内
）に
よ
る「
心　

幸
せ
に

な
る
た
め
に
」と
題
す
る
法
話

が
あ
り
、
参
詣
者
は
熱
心
に

耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。
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