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意
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れ
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あ
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は

れ
て

あ
ら

は
れ

て
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華

法
華

法
華
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華
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高
祖

日
蓮

聖
人

・
第

七
百

三
十

二
回

忌
 

 
御

会
式

 
 

十
一

月
十

四
日

（
木
）

午
後

六
時

半
よ

り
 

 

御
会

式
と
は

、
日
蓮

聖
人
の
ご

命
日

（
十

月
十
三

日
）
を
中

心
に

、
全

国
の
日

蓮
宗

 

寺
院

で
催
さ

れ
る
報

恩
謝
徳
の

法
要

の
こ

と
で
、

本
年
は
宗

祖
日

蓮
聖

人
が
御

入
滅
さ
 

れ
て

か
ら
七

百
三
十

二
年
に
な

り
ま

す
。

 

 
本

住
寺
で

は
、
旧

暦
の
十
月

十
二

日
の

お
逮
夜

（
今
年
は

十
一

月
十

四
日
）

に
宗
祖
 

を
し

の
ぶ
『

御
会
式

』
法
要
を

執
り

行
い

ま
す
。

御
会
式
の

法
要

で
は

、
日
蓮

聖
人
に
 

報
恩

の
誠
を

捧
げ
、

あ
わ
せ
て

檀
家

各
家

の
先
祖

代
々
の
供

養
と

家
内

安
全
・

心
身
健
 

全
の

祈
願
を

致
し
ま

す
。

 

 
末

法
に
釈

尊
の
教

え
の
神
髄

と
も

い
う

べ
き
『

法
華
経
』

を
お

広
め

に
な
っ

た
宗
祖
 

へ
の

報
恩
感

謝
の
気

持
ち
こ
そ

が
、

ご
先

祖
様
と

自
分
へ
の

供
養

に
つ

な
が
る

の
で
す
。

 

粗
餐

の
用
意

も
ご
ざ

い
ま
す
の

で
、

是
非

と
も
ご

参
詣
下
さ

い
ま

す
よ

う
ご
案

内
申

 

し
上

げ
ま
す

。
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祝
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会
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新

年
初

祈
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の
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案
内

 
～

 
 

 
 

平
成

二
十

五
年

一
月

五
日

よ
り

 
 

新
し

い
年

を
迎

え
た

本
住

寺
で

は
、

一
月

五
日

よ
り

新
年

の
お

経
を

し
て

お
り

ま
す

。
年

の
始

め
に

菩
提

寺
を

参
詣

す

る
こ

と
は

、
一

年
が

よ
い

年
で

あ
る

よ
う

に
御

本
尊

様
に

お
祈

り
す

る
と

と
も

に
、

ご
先

祖
様

（
歳

神
様

）
に

感
謝

を
捧

げ
る

大
切
な

節
目
と

な
り
ま
す

。
 

稲
荷

で
頑

張
る

住
職

に
代

わ
り

、
妙

紀
が

皆
様

の
一

年
の

無
事

を
祈

る
御

祈
祷

を
し

、
温

か
い

お
ぜ

ん
ざ

い
と

開
運

茶

を
ご

用
意

し
て

お
待

ち
い

た
し

て
お

り
ま

す
の

で
、

ご
家

族
や

ご
近

所
の

皆
さ

ま
と

お
誘

い
合

わ
せ

の
上

、
ど

う
ぞ

ご
参

詣
く

だ
さ
い

ま
せ
！

 

 

信
行

唱
題

会
信

行
唱

題
会

信
行

唱
題

会
信

行
唱

題
会

    
『
命

に
合

掌
～

お
題

目
を

唱
え

ま
し

ょ
う

』
 

 

    
    
十

二
月

八
日

（
日

）
午

前

１０

時
～

 
・
 

一
月

十
九

日
（

日
）

午
後

２
時

～
 

    

月
に

一
度

の
信

行
唱

題
会

で
は

、
団

扇
太

鼓
で

お
題

目
を

唱
え

る
こ

と
を

中
心

に
、

そ
の

時
々

に
合

わ
せ

た
法

話
も

交
え

な

が
ら

、
お

経
を

唱
え

る
時

の
作

法
等

を
一

緒
に

楽
し

く
実

践
し

て
い

ま
す

。
 

一
心

に
大

き
な

声
で

お
題

目
を

唱
え

る
こ

と
で

日
頃

の
ス

ト
レ

ス
を

解
消

し
た

り
、

ご
本

尊
様

と
向

き
合

い
自

分
を

見
つ

め

直
す

こ
と

で
日

々
の

生
活

が
も

っ
と

素
敵

に
な

る
か

も
し

れ
ま

せ
ん

。
 

初
め

て
の

方
で

も
簡

単
に

出
来

ま
す

し
、

太
鼓

や
お

経
本

は
お

寺
に

ご
ざ

い
ま

す
の

で
、

是
非

お
気

軽
に

ご
参

加
く

だ
さ

い
。

 

 

観
音

経
観

音
経

観
音

経
観

音
経

の
お

の
お

の
お

の
お

写
経

写
経

写
経

写
経

    
    

毎
月

第
三

土
曜

日
 

午
前

１０

時
～

午
後

８
時

の
間
い

つ
で

も
    

    

お
釈

迦
様

は
「
こ

の
経

を
受

持
・
読

・
誦

・
解

説
・
書

写
す

れ
ば

よ
く

大
願

成
就

す
」
と

説
か

れ
て

い
ま

す
。

 

観
音

経
は

観
音

様
の

功
徳

が
説

か
れ

た
有

り
難

い
お

経
で

す
。

お
経

を
書

き
写

す
こ

と
で

清
浄

な
心

を
養

い
、

心
の

平
安

を

得
る

こ
と

に
つ

な
が

り
、

お
経

を
最

後
ま

で
書

き
抜

く
こ

と
で

忍
耐

と
集

中
力

が
養

わ
れ

ま
す

。
信

仰
を

深
め

る
の

は
も

ち
ろ

ん
、

ス
ト

レ
ス

発
散

や
癒

し
の

手
段

と
し

て
、

写
経

を
し

て
み

る
の

は
い

か
が

で
し

ょ
う

か
？

 

お
写

経
は

手
本

を
な

ぞ
る

だ
け

で
す

の
で

、
誰

で
も

簡
単

に
出

来
ま

す
。

お
道

具
も

お
寺

に
揃

っ
て

お
り

ま
す

の
で

、
ま

ず

は
手

ぶ
ら

で
お

気
軽

に
、

お
楽

な
時

間
に

お
越

し
く

だ
さ

い
ま

せ
。

 

本
住

寺
便

り
 
～

錦
秋

特
別

号
～

 


