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弘
長
二
年
二
月
十
日) 

  

譬
（
た
と
）
え
ば
農
人
（
の
う
に

ん
）
の
秋
冬
（
あ
き
ふ
ゆ
）
田
を
作
る

に
種
（
た
ね
）
と
地
（
ち
）
と
人
（
ひ

と
）
の
功
労
（
く
ろ
う
）
と
は
違
（
た

が
）
わ
ざ
れ
ど
も
、
一
分
（
い
ち
ぶ

ん
）
も
益
（
え
き
）
無
く
還
（
か
え
）

つ
て
損
（
そ
ん
）
す
。
一
段
（
た
ん
）

を
作
る
者
は
少
損
（
し
よ
う
そ
ん
）
な

り
。
一
町
二
町
等
の
者
は
大
損
（
だ
い

そ
ん
）
な
り
。
春
夏
耕
作
（
は
る
な
つ

こ
う
さ
く
）
す
れ
ば
上
中
下
に
随
（
し

た
が
）
つ
て
皆
分
分
（
ぶ
ん
ぶ
ん
）
に

益
（
や
く
）
有
る
が
ご
と
し
。
仏
法
も

ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
時
を
知
ら
ず
し

て
法
を
弘
め
ば
、
益
（
や
く
）
無
き

上
、
還
（
か
え
）
つ
て
悪
道
（
あ
く
ど

う
）
に
堕
（
だ
）
す
る
な
り
。 

 

【
現
代
語
訳
】 

  

譬
え
ば
、
農
夫
が
秋
や
冬
に
田

を
耕
し
、
蒔
（
ま
）
く
種
と
耕
す

田
と
農
夫
の
労
働
は
春
夏
に
行
う

こ
と
と
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
少
し

も
収
穫
は
な
く
、
か
え
っ
て
損
を

す
る
。
一
反
耕
作
し
た
者
は
少
し

の
損
、
一
町
二
町
な
ど
を
耕
作
し

た
者
は
大
損
と
な
る
。
春
夏
に
耕

作
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
田
地
に

よ
っ
て
皆
そ
れ
相
応
の
収
穫
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。
仏
法
も
ま
た

こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
時
を
弁

（
わ
き
ま
）
え
な
い
で
法
を
弘
め

る
と
、
そ
の
効
果
が
な
い
う
え

に
、
か
え
っ
て
悪
道
に
堕
落
す
る

こ
と
に
な
る
。 

 
 
 
 
 
 

※
参
考
・
・
『
日
蓮
聖
人
全
集
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 11月12日（火）18時30分より   11月13日（水）11時00分より 

法要後 奉納太鼓・法話(浦野弘正上人)    

       

日蓮大聖人第七百四十三遠忌 御報恩会式 

御逮夜法要 御正当法要 
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お
会
式
っ
て
な
に
？ 

 

日
蓮
大
聖
人
の
御
命
日
に
営

む
法
要
の
こ
と
を
「
お
会
式
」

と
言
い
ま
す
。
古
く
は
「
御
影

講
」
「
御
命
講
」
「
報
恩
講
」

な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。 

 

会
式
と
は
「
法
会
の
儀
式
」

を
略
し
た
も
の
で
、
も
と
も
と

仏
教
各
宗
に
共
通
す
る
語
で
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
日
で

は
専
ら
日
蓮
大
聖
人
の
御
命
日

に
営
む
法
要
の
こ
と
を
指
し
て

い
ま
す
。 

 

い
つ
・
ど
こ
で
亡
く
な
っ
た

の
？ 

 

弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
十

月
十
三
日
、
武
蔵
国
池
上
（
現

在
の
東
京
都
大
田
区
）
の
地
で

六
十
一
年
の
御
生
涯
を
閉
じ
ら

れ
ま
し
た
。 

 

日
蓮
大
聖
人
は
、
五
十
六
歳

の
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
頃

か
ら
身
体
の
不
調
に
悩
ま
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
度
重

な
る
法
難
に
加
え
て
、
冬
の
厳

し
い
寒
さ
、
食
の
貧
し
い
日
々

は
次
第
に
日
蓮
大
聖
人
の
体
力

を
奪
い
、
体
調
は
悪
化
し
て
い

き
ま
し
た
。 

 

弘
安
五
年
九
月
八
日
、
九
年

間
過
ご
し
た
身
延
の
山
を
下

り
、
湯
治
の
た
め
常
陸
国
（
現

在
の
茨
城
県
）
へ
と
向
か
わ
れ

ま
し
た
。
九
月
十
八
日
に
は
武

蔵
国
池
上
に
あ
る
檀
越
池
上
宗

仲
の
館
（
現
在
の
大
坊
本
行

寺
）
に
立
ち
寄
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
以
降
旅
を
続
け
る
こ
と
は

出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

自
身
の
臨
終
が
近
い
こ
と
を

覚
っ
た
日
蓮
大
聖
人
は
、
多
く

の
弟
子
や
信
者
に
対
し
て
法
華

経
・
立
正
安
国
論
を
ご
講
義
な

さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
十
月
八

日
に
は
日
昭
上
人
・
日
朗
上

人
・
日
興
上
人
・
日
向
上
人
・

日
頂
上
人
・
日
持
上
人
の
六
名

を
本
弟
子
と
定
め
、
自
身
滅
後

の
弘
教
を
託
し
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
十
月
十
三
日
辰
の
刻

（
午
前
八
時
頃)

、
門
下
読
経
の

中
、
御
入
滅
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
時
大
地
が
揺
れ
、
桜
の
花
が

咲
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
お
会
式
に
桜
を
模
し
た
花

を
お
飾
り
す
る
由
来
は
こ
こ
に

あ
り
ま
す
。 

 

同
月
十
四
日
子
の
刻
（
午
前

０
時
頃
）
、
葬
送
の
儀
が
営
ま

れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
は
日

興
上
人
が
同
月
十
六
日
に
記
さ

れ
た
『
宗
祖
御
遷
化
記
録
』
と

い
う
書
よ
り
知
る
こ
と
が
出
来

ま
す
。 

 

今
日
、
私
た
ち
が
お
唱
え
す

る
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
、
日
蓮

大
聖
人
が
身
命
を
惜
し
ま
ず
、

命
を
か
け
て
弘
め
ら
れ
た
大
切

な
教
え
で
す
。 

 

尚
、
当
山
で
は
、
月
遅
れ
の

十
一
月
十
三
日
に
御
報
恩
の
法

要
を
営
ん
で
お
り
ま
す
。
是

非
、
御
生
御
影
尊
に
お
参
り
下

さ
い
。 

 
御
会
式
に
つ
い
て 

 

當山では、提灯を奉納して頂きました檀信徒各家の家運隆昌を御祈念させて頂いており、
提灯奉納の新規御申込みにつき、下記の通りの御案内および御協力を御願いする次第でご
ざいます。尚、提灯の奉納は原則として一年毎に更新して頂くということで御願いしてお
ります。既に御奉納頂きました方々も、本年も是非とも提灯奉納を御更新頂けますよう御願
い申し上げます。知人・縁者の方々にも御勧め頂きましたら幸甚です。 

 
奉 納 料  新規・更新共に  寺 院 10,000円  檀信徒 5,000円 
申込み方法  同封済みの振替用紙かお電話にて御申込み下さい 
最終締切   本年 11月９日（新規の方は歳末に掲げます） 
提灯のサイズ １、寺 院 用 尺二寸胴長 

   ２、檀信徒用 尺胴長 
  

御奉納頂いた提灯は、當山御会式並びに新年祝祷会(元旦前後一週間)の際
に、境内に飾ります。ぜひ當日は當山に御参拝頂き、御覧頂ければと存じま
す。御不明な点は、本門寺山務庁まで御問い合わせ下さい。  電話：0544-58-1004 
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阿 あ

闍 じ
ゃ

世 せ

王 お
う

の
帰
依 

 

 

前
回
は
、
頻 び

ん

婆 ば

娑 し
ゃ

羅 ら

王 お
う

と
お
釈
迦
様
の
関
係
、
阿

闍
世
王
が
頻
婆
娑
羅
王
を
殺
し
て
王
位
に
就
い
た
こ

と
を
お
話
し
し
た
と
こ
ろ
で
終
わ
り
ま
し
た
。
な
ぜ

阿
闍
世
王
は
父
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
お
釈
迦
様
に
帰
依

さ
れ
た
の
か
の
お
話
か
ら
始
め
ま
す
。 

 

頻
婆
娑
羅
王
と
韋
提
希
夫
人
の
間
に
は
な
か
な
か

子
供
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
い
、
王
は
様
々
な
仙

人
に
相
談
し
ま
す
。
そ
の
内
の
一
人
が
、
「
私
が
亡

く
な
っ
た
の
ち
、
き
っ
と
貴
方
た
ち
の
下
に
生
ま
れ

変
わ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
ま
で
お
待
ち
な
さ
い
」
と

進
言
さ
れ
ま
す
が
、
王
は
そ
れ
を
待
ち
き
れ
ず
、
そ

の
仙
人
を
殺
害
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

そ
の
仙
人
は
「
生
ま
れ
変
わ
っ
た
な
ら
ば
き
っ
と

あ
な
た
方
を
呪
う
で
あ
ろ
う
」
と
言
い
残
し
て
こ
の

世
を
去
り
ま
す
。 

 

し
ば
ら
く
し
て
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
阿
闍

世
王
子
で
し
た
。
頻
婆
娑
羅
王
は
仙
人
の
最
期
の
言

葉
を
恐
れ
、
幾
度
も
阿
闍
世
を
殺
そ
う
と
し
ま
す

が
、
こ
と
ご
と
く
失
敗
に
終
わ
り
ま
す
。 

 

そ
の
う
ち
に
成
長
し
た
阿
闍
世
は
、
幾
度
と
な
く

自
身
を
殺
そ
う
と
し
て
き
た
父
王
を
幽
閉
し
て
し
ま

い
ま
す
。
お
釈
迦
様
に
反
逆
し
て
、
新
教
団
を
作
ろ

う
と
し
て
い
た
提 だ

い

婆 ば

達 だ
っ

多 た(

お
釈
迦
様
の
従
弟

い
と
こ)

に
そ

そ
の
か
さ
れ
た
た
め
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
幽
閉

さ
れ
て
し
ま
っ
た
父
王
に
対
し
、
母
が
身
体
に
蜜
を

塗
っ
て
施
し
て
い
た
事
を
知
る
と
、
母
ま
で
も
幽
閉

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
つ
い
に
父
王
は
餓
死
し
ま
す

が
、
後
に
阿
闍
世
は
そ
の
罪
を
悔
い
、
激
し
い
頭
痛

を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
医
者
で
も
あ
っ
た
耆 ぎ

婆 ば

大
臣
の
勧
め
で
お
釈
迦
様
に
相
談
し
、
お
釈
迦
様

の
力
で
そ
の
頭
痛
が
治
ま
っ
た
の
で
、
仏
教
に
帰
依

し
て
仏
教
教
団
を
支
援
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い

ま
す
。
こ
の
阿
闍
世
王
も
、
百
千
の
お
供
を
従
え
て

お
釈
迦
様
の
お
説
法
を
待
っ
て
い
ま
す
。 

 

説
法
を
待
つ
聴
聞
衆 

  

以
上
の
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
お
釈
迦
様
の
前
に
出

て
は
、
お
釈
迦
様
の
足
を
礼
拝

ら
い
は
い

し
て
、
自
分
の
席
に

座
り
、
お
説
法
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。
古
代
イ
ン
ド

で
は
「
尊
者
の
足
元
に
ひ
ざ
ま
ず
き
、
頭
を
地
に
付

け
、
両
手
で
相
手
の
足
先
を
手
に
取
っ
て
額
で
触
れ

る
こ
と
」
が
「
最
高
の
敬
礼
方
法
」
と
さ
れ
て
い
た

た
め
で
す
。
御
経
文
で
は
、
「
各 か

く

礼 ら
い

仏 ぶ
っ

足 そ
く 

退 た
い

坐 ざ

一 い
ち

面 め
ん

」
「
お
の
お
の 

仏
足

ぶ
っ
そ
く

を
礼 ら

い

し
て 

退
し
り
ぞ

い
て
一

面
に
坐 ざ

し
ぬ
」
と
あ
り
ま
す
。 

 

礼
仏
足
と
頂

ち
ょ
う

足 そ
く

の
所
作 

 
 

 

皆
さ
ん
も
、
私
た
ち
僧
侶
が
法
要
で
、
本
堂
に
昇

堂
し
て
着
座
し
た
直
後
、
頭
を
床
に
つ
け
、
両
手
を

開
い
て
耳
の
横
で
真
っ
直
ぐ
挙
げ
て
い
る
の
を
、
一

度
や
二
度
は
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
を
「
伏
拝
」
「
頂
足
」
と
い
い
、
特
に
頂

足
は
こ
の
「
仏
足
を
礼
し
て
」
を
基
に
し
た
所
作
で

す
。
法
要
を
営
む
に
あ
た
っ
て
、
仏
さ
ま
方
に
お
出

ま
し
頂
き
、
見
守
っ
て
頂
き
た
い
、
と
い
う
気
持
ち

を
表
し
た
作
法
で
す
。 

別
序
の
始
ま
り
～
此 し

土 ど

六 ろ
く

瑞 ず
い 

  

霊
鷲
山
の
山
中
で
は
、
か
く
も
多
く
の
人
々
が
お

釈
迦
様
の
お
説
法
を
待
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
お
釈

迦
様
は
語
ら
れ
ま
せ
ん
。
次
に
語
ら
れ
る
の
は
、

「
法
華
経
が
説
か
れ
る
【
い
わ
れ
】
」
で
す
。
『
開

結
』
で
は
五
九
頁
か
ら
、
『
岩
波
（
上
）
』
で
は
一

八
頁
か
ら
で
す
。 

 

お
釈
迦
様
が
一
番
大
事
な
教
え
で
あ
る
「
法
華

経
」
を
説
く
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
前
に
、
こ
の
世
界

に
不
思
議
な
こ
と
が
六
つ
起
こ
っ
た
様
子
が
語
ら
れ

ま
す
。 

め
で
た
い
し
る
し
や
不
思
議
な
こ
と
が
起

こ
る
予
兆
を
「
瑞
相
」
と
い
い
ま
す
が
、
「
此
の
土

(

世
界)

で
起
こ
っ
た
六
つ
の
瑞
相
」
で
「
此
土
六

瑞
」
と
い
い
ま
す
。
御
経
文
で
語
ら
れ
る
順
番
に
、

①
説 せ

っ

法 ぽ
う

瑞 ず
い

②

入
に
ゅ
う

定
じ
ょ
う

瑞 ず
い

③
雨 う

華 け

瑞 ず
い

④
地 ち

動 ど
う

瑞 ず
い

⑤

衆
し
ゅ
う

喜 き

瑞 ず
い

⑥
放 ほ

う

光 こ
う

瑞 ず
い

の
六
つ
で
す
。 

 

此
土
六
瑞
～
①
説
法
瑞 

  

お
釈
迦
様
は
ま
だ
法
華
経
の
お
説
法
を
始
め
て
い

ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
前
に
『
無
量
義
経
』
の

教
え
を
説
か
れ
た
か
ら
で
す
。
本
文
で
は
「
爾 に

時 じ

世 せ

尊 そ
ん 

四 し

衆
し
ゅ
う

囲 い

繞
に
ょ
う 

供 く

養 よ
う

恭 く

敬
ぎ
ょ
う 

尊 そ
ん

重
じ
ゅ
う

讃 さ
ん

歎 だ
ん 

為 い

諸 し
ょ

菩 ぼ

薩 さ
つ 

説 せ
つ

大 だ
い

乗
じ
ょ
う

経
き
ょ
う 

名
み
ょ
う

無 む

量
り
ょ
う

義 ぎ 

教
き
ょ
う

菩 ぼ

薩 さ
っ

法 ぽ
う 

佛 ぶ
っ

所 し
ょ

護 ご

念 ね
ん

」
「
爾 そ

の
時 と

き

に
世 せ

尊 そ
ん

、
四 し

衆
し
ゅ
う

に
囲 い

繞
に
ょ
う

せ
ら

れ
、
供 く

養 よ
う

・
恭 く

敬
ぎ
ょ
う

・
尊 そ

ん

重
じ
ゅ
う

・
讃 さ

ん

歎 だ
ん

せ
ら
れ
て
、

諸
も
ろ
も
ろ

の
菩 ぼ

薩 さ
つ

の
為 た

め

に
大 だ

い

乗
じ
ょ
う

経
き
ょ
う

の
無 む

量
り
ょ
う

義 ぎ

・

教
き
ょ
う

菩 ぼ

薩 さ
っ

法 ぽ
う

・
仏 ぶ

っ

所 し
ょ

護 ご

念 ね
ん

と
名 な

づ
く
る
を
説 と

き
た
も
う
。
」

の
部
分
に
あ
た
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 

（
続
く
） 

 
法
華
経
に
学
ぶ 

 

第
二
十
七
回 
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此
処
ま
で
助
行
（
読
誦
）
に
つ
い
て
問
う
て
ま

い
り
ま
し
た
。
諸
論
あ
り
ま
す
が
行
き
着
く
処
は

讃
嘆
文
（
『
御
義
口
伝
』
）
「
品
品
の
初
に
も
五

字
を
題
し
、
終
に
も
五
字
を
以
て
結
し
、
前
後
中

間
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
七
字
也
。
末
法
弘
通
の
要

法
は
唯
此
の
一
段
に
之
有
る
也
。
此
等
の
心
を
失

て
、
要
法
に
結
ば
ず
ん
ば
、
末
法
弘
通
の
法
に
は
不

足
の
者
也
。
」
の
通
り
、
久
遠
本
佛
が
教
示
さ
れ

た
法
華
経
一
部
の
趣
旨
は
、
一
文
一
句
総
て
が
南

無
妙
法
蓮
華
経
の
御
題
目
に
帰
結
す
る
意
。
末
法

の
衆
生
救
済
の
為
、
法
華
経
一
部
を
御
題
目
の
要

法
に
結
び
、
本
化
上
行
菩
薩
の
応
現
・
宗
祖
日
蓮

大
聖
人
に
付
嘱
さ
れ
た
意
。
此
等
の
心
を
忘
れ

て
、
御
題
目
の
唱
題
を
軽
ん
じ
、
専
ら
一
部
の
読

誦
に
重
き
を
置
い
て
専
念
す
る
事
を
謹
し
む
べ
き

事
。
文
の
意
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
。 

 

六 

御
聖
訓 

 

四
十
七
頁 

 

こ
れ
よ
り
御
聖
訓
に
入
り
ま
す
。
聖
訓
と
は

「
聖
人
の
訓
戒
。
天
子
の
訓
示
。
み
こ
と
の
り
。

聖
諭
。
勅
諭
。
」
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
と

あ
り
、
此
処
で
は
宗
祖
の
訓
戒
・
教
訓
と
い
う
意

に
な
り
ま
す
。
所
謂
宗
祖
の
遺
さ
れ
た
文
書
類
の

総
称
を
、
日
蓮
門
下
で
は
御
遺
文
あ
る
い
は
御

書
、
祖
書
、
聖
教
、
御
妙
判
等
と
呼
称
し
て
お
り

ま
す
。
ち
な
み
に
最
も
古
く
か
ら
の
呼
称
は
御
書

の
よ
う
で
、
當
門
流
に
於
て
も
同
様
に
「
大
聖
人

御
筆
の
大
曼
荼
羅
已
下
自
筆
の
御
書
等
」
（
『
日

代
置
状
』
宗
学
全
書
一
三
九
頁
）
、
「
御
書
云
く

佛
滅
後
」
（
『
御
伝
土
代
』
宗
学
全
書
二
四
二

頁
）
、
「
聖
人
御
書
の
事
付
十
一
箇
條
」
（
『
富

士
一
跡
門
徒
存
知
事
』
宗
学
全
書
一
二
一
頁
）

等
、
御
書
の
文
字
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の

宗
祖
の
遺
訓
を
法
要
中
に
拝
読
す
る
所
作
を
、
法

要
次
第
で
は
聖
訓
あ
る
い
は
祖
訓
、
拝
訓
な
ど
と

称
し
ま
す
。
日
蓮
宗
の
行
法
を
十
項
目
に
示
し
た

「
十
正
修
」
に
於
て
祖
訓
は
、
讃
歎
「
読
経
の
前

後
に
は
読
経
唱
題
の
功
徳
を
讃
歎
し
、
以
て
敬
信

を
生
ず
べ
き
で
あ
る
。
運
想
「
運
想
と
は
思
惟
観

念
な
り
。
（
略
）
読
誦
の
意
を
結
し
、
唱
題
中
の

浄
心
を
起
こ
し
発
す
べ
し
。
故
に
、
読
誦
の
終
り

唱
題
の
始
め
に
、
別
し
て
運
想
を
用
ゆ
べ
き
な

り
。
」
（
『
宗
定
日
蓮
宗
法
要
式
』
二
六
九
ー
二

七
二
頁
）
と
、
讃
嘆
文
や
運
想
文
と
し
て
適
宜
に

用
い
る
と
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
日
の
如
く

式
中
に
宗
祖
の
遺
文
を
拝
読
す
る
形
式
は
、
明
治

に
入
り
田
中
智
学
居
士
の
定
め
た
『
妙
行
正
軌
』

に
始
ま
り
、
や
が
て
日
蓮
門
下
に
於
て
も
こ
れ
に

倣
い
読
誦
の
次
に
拝
読
す
る
よ
う
に
な
っ
た
様
で

す
。
「
御
経
文
だ
け
で
は
必
ず
し
も
御
題
目
の
修

行
を
助
け
る
と
い
う
よ
う
に
は
文
上
に
説
か
れ
て

い
な
い
。
（
略
）
末
法
の
衆
生
の
た
め
に
は
、
本

化
上
行
大
菩
薩
と
い
う
大
導
師
が
遣
は
さ
れ
て
あ

る
か
ら
、
そ
の
依
師
に
よ
ら
な
け
れ
ば
正
し
い
修

行
の
方
軌
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
『
妙

行
正
軌
』
五
一
ー
五
二
）
と
説
か
れ
ま
す
。
第
四

十
七
世
日
幹
貫
首
猊
下
は
「
宗
祖
の
遺
訓
は
先
師

も
末
法
の
法
華
経
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、

宗
祖
大
聖
人
色
読
体
験
の
聖
録
で
あ
る
か
ら
、
妙

行
の
際
に
は
必
ず
拝
読
す
べ
き
で
あ
る
。
」

（
『
妙
行
聖
典
』
一
七
六
頁
）
と
教
示
さ
れ
、
第

四
十
八
世
日
諄
貫
首
猊
下
も
「
日
興
上
人
に
よ
っ

て
創
始
せ
ら
れ
た
富
士
門
の
流
れ
は
（
略
）
生
御

影
直
参
・
三
大
秘
法
実
現
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
て

今
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
純
正
に
し
て
別
頭
な
教

学
を
誇
る
伝
統
は
、
日
蓮
聖
人
の
『
開
目
・
観
心

両
抄
』
を
頂
点
と
し
た
『
立
正
・
撰
時
・
報
恩
』

の
主
要
教
判
五
大
部
と
、
『
四
信
五
品
・
下
山
・

本
尊
問
答
』
の
三
抄
な
ど
、
宗
義
信
行
に
関
わ
る

御
書
を
基
盤
と
し
て
培
わ
れ
て
き
た
。
」
（
『
日

興
上
人
の
風
光
』
一
一
六
頁
）
と
説
示
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
ち
な
み
に
日
幹
貫
首
猊
下
は
『
妙
行
聖

典
』
中
に
宗
祖
の
遺
文
全
篇
中
か
ら
、
妙
行
に
肝

要
と
な
る
御
文
八
十
九
抄
を
撰
び
挙
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
又
日
諄
貫
首
猊
下
も
『
抄
出
御
聖
訓
集
』

を
作
成
さ
れ
、
宗
祖
の
御
書
二
十
一
抄
に
、
日
興

上
人
の
聖
文
一
抄
と
元
政
上
人
の
御
文
一
抄
を
集

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
『
本
門
要
軌
』
と
併
せ
て

日
々
の
信
行
に
御
活
用
く
だ
さ
い
。 

 

宗
祖
の
御
書
は
「
当
門
流
に
於
て
は
御
書
を
心

肝
に
染
め
、
極
理
を
師
伝
し
て
若
し
間
有
ら
ば
台

家
を
聞
く
可
き
事
。
」
（
『
日
興
遺
誡
置
文
』
宗

学
全
書
一
三
二
頁
）
と
、
開
山
上
人
よ
り
今
日
ま

で
大
変
に
重
要
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
知
り
う
る

の
で
す
。   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
続
く) 

 

『
本
門
要
軌
』
を
読
む 

第
二
十
六
回 
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令
和
六
年
十
月
四
日
、
当
山
に
本
源

寺(

市
内
白
糸)

第
十
八
世
新
住
職
・
本

間
健
司
上
人
と
共
に
総
代
三
名
の
方
々

が
ご
登
山
致
し
ま
し
た
。 

 
本
堂
に
於
い

て
午
前
十
時
か

ら
、
旭
貫
首
猊

下
よ
り
、
本
間

健
司
上
人
に
対

し
て
、
継
承
御

本
尊
授
与
式
が

行

わ

れ

ま

し

た
。 

 

式
中
に
健
司

上
人
は
、
生
御
影
尊
様
に
本
源
寺
入
寺

の
ご
報
告
と
広
宣
流
布
に
邁
進
す
る
と

共
に
、
本
山
並
び
に
自
坊
護
山
御
給
仕

の
誓
い
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。 

 

ま
た
翌
五
日
に
は
、
午
後
二
時
よ

り
、
本
源
寺
本
堂
に
於
い
て
、
法
灯
継

承
の
入
退
寺
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
第

十
七
世
本
間
光
信
上
人
よ
り
過
去
帳
の

授
与
が
行
わ
れ
、
改
め
て
貫
首
猊
下
よ

り
継
承
御
本
尊
が
本
源
寺
本
堂
に
奉
奠

さ
れ
ま
し
た
。 

 

謝
辞
で
は
、
前
住
職
光
信
上
人
よ

り
「
本
年
は
本
山
第
十
一
世
・
本
源

寺
御
開
山
日
健
上
人
の
正
当
四
百
遠

忌
に
あ
た
り
、
こ
こ
を
節
目
と
し
て

後
進
に
法
灯
を
譲
り
た
い
と
考
え
て

ま
い
り
ま
し
た
。
今
後
も
仏
祖
三
宝

へ
の
御
給
仕
を
精
進
し
て
ま
い
り
た

い
」
と
の
挨
拶
が
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。 

 

健
司
上
人
か
ら
は
、
「
住
職
と
し

て
の
自
覚
を
持
ち
精
進
し
て
ま
い
り

ま
す
。
引
き
続
き
檀
信
徒
の
皆
様
の

ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま

す
」
と
感
謝
の
挨
拶
が
述
べ
ら
れ
、

無
事
に
式
典
が
修
了
致
し
ま
し
た
。 

蓮
華
山
本
源
寺 

入
退
寺
式 

 

令
和
六
年
十
月
十
八
日
、
重
須

婦
人
会
の
皆
様
と
共
に
、
本
山
の

末
寺
で
あ
る
本
能
寺
様
（
沼
津

市
）
、
有
縁
本
山
實
成
寺
様
（
伊

豆
市
）
へ
研
修
参
拝
し
て
参
り
ま

し
た
。 

 

本
能
寺(

保
田
義
彰
住
職)

様
は

当
日
御
会
式
に
あ
た
り
、
本
堂
前

に
は
万
灯(

御
会
式
桜)

が
飾
ら
れ

て
檀
信
徒
の
皆
様
を
迎
え
入
れ
る

準
備
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。 

 

本
山
實
成
寺(

田
中
日
芳
猊
下)

様
よ
り
、
本
門
寺
と
實
成
寺
と
は

深
い
ご
縁
で
結
ば
れ
て
お
り
、
日

興
上
人
の
お
弟
子
の
日
尊
上
人
の

御
開
山
で
あ
る
と
の
縁
起
の
お
話

を
頂
戴
し
ま
し
た
。
当
山
と
の
繋

が
り
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
出
来

る
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。 

 

ご
多
忙
の
中
、
参
拝
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
本
能
寺
様
、
實
成

寺
様
に
は
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。 

本山實成寺貫首田中猊下より 

お迎え頂きました(前列中央) 

重
須
婦
人
会 

研
修
参
拝 

沼津本能寺本堂前にて、保田住職(前列中央)と共に重須婦人会の記念写真 

旭貫首猊下より継承御本尊の授与 

挨拶をされる新住職・本間健司上人（写真右）  
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新

寂

回

向

事

務

局

よ

り 

御
本
堂
に
お
き
ま
し
て
、
各
御
霊
位
の

御
回
向
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

  
 宗

川
寺 

故 

小
澤 

政
子 

様 

宗
川
寺 

故 

籾
山 

澄
子 

様 

宗
川
寺 

故 

籾
山 

博
史 

様 

宗
川
寺 

故 

籾
山 

義
久 

様 

蓮
行
坊 

故 

石
川 

敦 
 

様 

久
成
寺 

故 

勝
又 

祥
子 

様 

久
成
寺 

故 

滝
口 

昭
子 

様 

久
成
寺 

故 

清
水 

正
一 

様 

久
成
寺 

故 

渡
邉 

美
和 

様 

蓮
行
坊 

故 

望
月 

岺
子 

様 

蓮
行
坊 

故 

中
川 

た
つ
子
様 

久
成
寺 

故 

滝
口 

利
一 

様 

久
成
寺 

故 

土
屋 

八
千
代
様 

  
 九

月
末
日
迄 

申
込
み
・
申
請
順 

 

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 

令
和
六
年
十
月 

 

五 

日 

白
糸
本
源
寺
入
退
寺
式 

 

八 

日 

徳
島
県
宗
務
所
団
参 

 

十 

日 

重
須
会
研
修
会 

十 

一 

日 

重
須
婦
人
会
清
掃
奉
仕 

十 

八 

日 

重
須
婦
人
会
団
参 

二
十
五
日 

檀
信
徒
境
内
清
掃
奉
仕 

 
 
 
 

 

重
須
婦
人
会
清
掃
奉
仕 

 
 
 
 

 

三
輪
是
法
先
生
勉
強
会 

 

令
和
六
年
十
一
月 

十 

二 

日 

御
逮
夜
法
要 

十 

三 

日 

宗
祖
御
会
式 

十 

八 

日 

千
葉
県
弘
法
寺 

団
参 

二
十
一
日 

本
間
俊
文
先
生
勉
強
会 

本
門
寺
の
主
な
予
定  

 
 
 
 

 

献
花 

市
内
北
山 

星
谷
と
み
子 

様 
 

石
橋
奉
納 

市
内
北
山 

石
川 

稔 
 

様 
 

海
産
物
奉
納 

千
葉
県 

 

中
谷
雄
一
郎 

様 
 

諸
堂･

境
内
清
掃･

作
業
奉
仕 

本
門
寺
内 

重
須
婦
人
会 

様 

本
山
塔
中 

寺
庭
婦
人 

 

様 

本
門
寺
内 

石
川
由
緒
家 

様 

市
内
北
山 

望
月 

正
見  

様 

静 

岡 

市 

紺
文
シ
ル
ク 

様 

謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す 

丹

精

者

御

芳

名 

10月の三光池の工事状況 

三光池に水を流し始めました 

次号11月号にて完成報告を致します 

九
月
十
三
日 

日
蓮
宗
イ
タ
リ
ア
蓮
光
寺
住
職
・ 

タ
ラ
ビ
ー
ニ
上
人(

写
真
中
央)

が

当
山
へ
お
参

り
に
な
り
、

御
生
御
影
尊

へ
法
味
言
上

さ

れ

ま

し

た
。
ご
遠
方

よ
り
誠
に
ご

苦
労
様
で
す 

 

十
月
八
日 

徳
島
県
宗
務
所
参
拝
団
ご
一
行

(

長
崎
一
隆
所
長)

二
十
二
名
の
教

師
・
檀
徒
が
参
拝
さ
れ
ま
し
た
。 

本
堂
に
て
御
生
身
影
尊
の
御
開

帳
、
並
び
に
日
興
上
人
の
御
廟
を

参
拝
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
十
月
十
日
、
本
門

寺
方
丈
に
お
い
て
、

重
須
会
研
修
会
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
講
師

に
は
、
本
誌
連
載
担

当
で
も
あ
る
当
山
布

教
伝
道
部
執
事
・
山

梨
県
正
法
寺
住
職
、

阿
部
和
正
上
人
を
お

迎
え
し
ま
し
た
。 

「
重
須
に
お
け
る
諸

天
善
神
信
仰
」
を
講

題
と
し
て
、
十
七
名

の
参
加
者
が
聴
講
さ

れ
ま
し
た
。
歴
史
を

重
ね
て
時
代
が
変
化

し
て
も
、
変
わ
ら
ぬ

信
仰
の
有
難
さ
を
改

め
て
一
同
が
再
確
認

致
し
ま
し
た
。 

重
須
会
研
修
会 

参

拝

者

の

御

報

告 

護
山
志
納
金
の
報
告 

 

本
年
度
、
塔
中
末
寺

寺
院
様
に
お
か
れ
ま
し

て
は
護
山
志
納
金
を
お

納
め
頂
き
厚
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。
左
記
に

ご
寺
院
名
を
掲
載
し
、

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す 

 

令
和
六
年
度
分 

 

市
内
北
山 

本
妙
寺 

様 

  

こ
れ
ま
で
座
っ
て
受
付

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
総
受
付
窓
口
を
、

立
ち
な
が
ら
で
き
る
カ
ウ

ン
タ
ー
式
に
変
更
致
し
ま

し
た
。
ま
た
内
側
に
は
事

務
机
を
配
置
し
ま
し
た
。 

 

役
課
上
人
有
志
よ
り
御

寄
進
を
頂
き
誠
に
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。 

総

受

付

 

一

新

！ 

徳島県宗務所 参拝団の皆様方  


