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【
11
月
の
主
な
行
事
】

☆
七
五
三
詣
り
祈
祷
　
　
１
日
〜
30
日

◎
お
子
様
の
成
長
を
祈
り
期
間
中
毎
日
ご
祈
祷
し
ま
す

ご
祈
祷
札
並
び
に
御
守
り･

記
念
品
等
を
贈
呈
し
ま
す

☆
宗
祖
御
会
式
法
要

９
日
㈯
〜
10
日
㈰

　
　
　
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
の
ご
恩
に
感
謝
し
、
報
恩
法
要
を

　
　
二
日
間
厳
修
　
　
御
会
式
桜
・
お
は
ぎ
の
供
養
あ
り

★
清
掃
の
日

15
日
㈮
11
時

★
月
例
祈
願
法
要

15
日
㈮
13
時

★
鴎
様
月
例
祭

22
日
㈮
15
時

　
　
【
12
月
の
行
事
予
定
】

★
写
経
会

8
日
㈰
11
時

★
清
掃
の
日

15
日
㈰
11
時
〜
12
時

★
月
例
祈
願
法
要

15
日
㈰
13
時

★
鴎
様
月
例
祭

22
日
㈰
15
時

　
　
　
こ
の
日
に
ご
祈
祷
を
受
け
た
方
に
は

　
　
　
火
伏
せ
の
守
り
札(

鴎
様
の
黒
札)

を
授
与
し
ま
す

◎
ご
祈
祷･

ご
回
向
等
の
お
申
込
は
Ｆ
Ａ
Ｘ･

メ
ー
ル
で
も

受
け
付
け
て
い
ま
す

◎
写
経
は
ご
自
宅
で
も
で
き
ま
す
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い

◎
送
迎
バ
ス
奉
賛
会
会
員
並
び
に
、
ご
祈
祷
ご
回
向
の
た
め
に
ご
参
拝
の

ご
信
者
様
の
便
宜
を
図
り
、
能
勢
電
鉄
妙
見
口
駅
か
ら
山
上
ま
で
送
迎
車
を

用
意
し
て
い
ま
す
　
ご
希
望
の
方
は
、
必
ず
２
日
前
ま
で
に
電
話
で
連
絡
を

願
い
ま
す
但
し
ご
希
望
に
添
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

　【
11
月
の
主
な
行
事
】

★
月
例
法
要

２
日
㈯
　
13
時
〜
14
時
半

報
恩
法
要
を
厳
修
の
の
ち
、
ご
先
祖
等
の

追
善
回
向
、
修
法
特
別
加
持
祈
祷
を
厳
修

特
別
祈
祷
　
五
千
円

追
善
回
向
　
五
千
円

       ※
回
向
・
ご
祈
祷
は
、

事
前
に
お
申
し
込
み
戴
け
れ
ば
有
難
い
で
す

★
滝
行
会

16
日
㈯
　
10
時
〜

★
日
曜
講
座

24
日
㈰
　
13
時
〜
15
時

法
華
経･
ご
遺
文
を
学
び
ま
す

　
︻
12
月
の
行
事
予
定
】

★
月
例
法
要

７
日
㈯
　
13
時
〜
14
時
半

特
別
祈
祷
・
御
回
向
・
法
話
が
あ
り
ま
す

　
本
年
最
後
の
月
例
法
要
で
す

一
年
の
終
わ
り
に
あ
た
っ
て
感
謝
と

新
年
に
向
け
て
の
祈
り
を
捧
げ
ま
し
ょ
う
　

★
滝
行
会

14
日
㈯
　
10
時
〜

●
12
月
の
日
曜
講
座
は
あ
り
ま
せ
ん

※

予
定
は
変
更
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

　
ご
了
承
下
さ
い
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宗祖日蓮大聖人御会式法要
11月9日（土）～10日（日）　11時･14時　北辰閣2階御宝前にて

日蓮大聖人を偲び感謝する法要が御会式です
参詣者には御会式桜とおはぎの供養があります

七五三詣り祈祷11月中毎日受付
ご祈祷を受けられたお子様には

御札･御守り･記念品ならびに絵馬を差し上げます
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《
法
華
経
に
学
ぶ
現
代
》
〜
〜
純
智
庵
〜
〜

仏教まめ知識
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涅
槃
（
ね
は
ん
）

『
蚊
』

　

こ
の
夏
は
記
録
更
新
を
続
け

る
暑
さ
の
毎
日
で
し
た
。
ま
た

特
に
線
状
降
水
帯
に
よ
る
記
録

的
な
豪
雨
が
続
き
ま
し
た
。
被

害
に
遭
わ
れ
た
方
々
に
は
心
よ

り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
ま
で
に
な
い
こ
と
と
い
え

ば
、
蚊
が
非
常
に
少
な
い
夏
で

し
た
。
例
年
だ
と
、
蚊
取
り
線

香
を
つ
け
た
り
し
ま
す
が
、
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

雨
が
降
ら
な
い
の
で
、
蚊
の

生
育
す
る
水
た
ま
り
が
な
か
っ

た
た
め
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
蚊
に
つ
い
て
少
し
調

べ
て
み
ま
し
た
。

　

蚊
は
水
中
に
産
卵
す
る
の
で

水
た
ま
り
が
必
要
で
す
が
、
川

の
よ
う
に
水
の
流
れ
が
あ
っ
た

り
、
池
で
も
噴
水
な
ど
で
水
紋

が
あ
る
と
産
卵
に
は
適
さ
な
い

そ
う
で
す
。
産
卵
す
る
と
二
日

後
に
は
ボ
ウ
フ
ラ
に
な
り
、
一

週
間
後
に
は
オ
ニ
ボ
ウ
フ
ラ
に

な
っ
て
成
虫
に
な
り
ま
す
。

　

ボ
ウ
フ
ラ
が
生
き
る
た
め
に

は
、
彼
ら
よ
り
も
っ
と
小
さ
い

水
中
の
微
生
物
を
エ
サ
に
し
ま

す
。
浮
い
た
り
沈
ん
だ
り
を
繰

り
返
し
な
が
ら
気
楽
に
生
き
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
金

魚
な
ど
の
水
中
の
動
物
に
と
っ

て
は
格
好
の
エ
サ
と
さ
れ
、
成

虫
に
な
っ
て
空
中
を
飛
ぶ
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
も
少
な
く
は

あ
り
ま
せ
ん
。ま
た
成
虫
に
な
っ

て
も
小
鳥
な
ど
に
狙
わ
れ
た
り
、

人
間
の
身
体
に
止
ま
っ
て
血
を

吸
う
と
き
も
叩
き
つ
ぶ
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う

考
え
る
と
何
か
同
情
し
た
く
な

る
気
も
し
て
き
ま
す
。

　

私
は
夏
に
し
か
蚊
は
い
な
い

も
の
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、

冬
の
厳
し
い
寒
さ
の
中
で
も
成

虫
で
生
き
て
い
る
蚊
が
い
る
そ

う
で
す
。
部
屋
の
片
隅
で
寒
さ

に
耐
え
て
い
る
の
で
す
が
、
寒

い
の
で
動
く
こ
と
が
で
き
ず

じ
っ
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

熊
が
冬
眠
し
て
い
る
よ
う
な

状
態
な
の
で
し
ょ
う
か
。
以
前

部
屋
に
ス
ト
ー
ブ
を
入
れ
た
と

き
、
そ
ん
な
蚊
が
飛
ん
で
き
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
卵

で
越
冬
し
、
温
か
く
な
っ
た
春

に
成
虫
に
な
っ
て
飛
び
回
る
蚊

も
い
る
そ
う
で
す
。

　

や
が
て
訪
れ
る
冬
。
暑
い
夏

の
後
だ
け
に
寒
さ
が
身
に
応
え

そ
う
で
す
。
自
然
環
境
の
激
変

は
蚊
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち

に
も
襲
い
か
か
り
ま
す
。
こ
の

先
地
球
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の

か
、
他
人
事
で
は
な
く
だ
れ
も

が
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
か
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

『
嘱
累
品
第
二
十
二
』

能よ

く 

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

に

 
佛ほ

と
け

の
智ち

慧え

　
　

如に
ょ

来ら
い

の
智ち

慧え
 

自じ

然ね
ん

の
智ち

慧え

を

　
　
　
　
　
　

與あ
た

う

詠
裡
庵

　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
ニ
ル

ヴ
ァ
ー
ナ
の
音
写
。
も
と

は
吹
き
消
す
こ
と
、
ま
た

吹
き
消
し
た
状
態
を
言

う
。
そ
こ
か
ら
煩
悩
の
炎

を
吹
き
消
し
、
迷
い
の
な

い
境
地
を
示
す
仏
教
語
と
な
っ
た
。

　

二
月
十
五
日
が
釈
尊
涅
槃
会

と
呼
ば
れ
る
な
ど
、
釈
尊
の
入
滅

を
指
す
言
葉
に
も
な
って
い
る
。

　

涅
槃
に
二
種
あ
り
、
心
の
迷
い

は
吹
き
消
さ
れ
て
も
肉
体
が
ま
だ

残
っ
て
い
る
状
態
を
有う

余よ

涅ね

槃は
ん
。

心
も
肉
体
も
完
全
に
滅
し
て
煩
悩

の
炎
が
再
び
燃
え
る
こ
と
の
な
い

状
態
を
無
余
涅
槃
と
い
う
。

　

小
乗
仏
教
で
は
こ
の
無
余
涅

槃
を
修
行
者
の
最
終
目
的
と
し
て

い
る
が
、
実
生
活
の
中
で
の
利
他

の
菩
薩
行
を
説
く
大
乗
仏
教
は

こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
法
華
経

の
自
我
偈
で
は
「
衆
生
を
度
せ

ん
が
た
め
に
方
便
し
て
涅
槃
を
現

ず
。
し
か
も
実
に
は
滅
せ
ず
」と
、

釈
尊
の
ご
入
滅
は
方
便
だ
と
し
、

久
遠
本
仏
が
開
顕
さ
れ
て
い
る
。

佛ほ
と
けの
智ち

え慧
を
学ま
な
ぶ
に
は

　
ま
ず
は 

自し
ぜ
ん然
を

　
　
　
　
　
　
　
知し

る
こ
と
だ

自し
ぜ
ん然
の
中な
か
に
は 

知ち

え恵
が
あ
る

た
と
え
学が
っ
こ
う校
行い

か
ず
と
も

生い

き
生い

き
し
て
る
よ
草く
さ
や
木き

も

親お
や
の
生い

き
方か
た
受う

け
継つ

い
で

　
今き
ょ
う日
も
す
く
す
く

　
　
　
　
　
　
　
伸の

び
て
い
る

大だ
い
ち地
に
し
っ
か
り

　
　
　
　
　
　
根ね

を
下お

ろ
そ
う
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広
辞
苑
に
よ
る
と
、﹁
季
節
の
変

化
に
応
じ
て
衣
服
を
着
か
え
る
こ

と
。
江
戸
時
代
で
は
四
月
一
日
、

十
月
一
日
を
も
っ
て
春
夏
の
衣
を

か
え
る
日
と
し
た
。
現
在
、
制
服

な
ど
は
、
六
月
一
日
と
十
月
一
日

に
行
う
こ
と
が
多
い
。﹂
と
あ
り
ま

す
。
当
山
で
も
祖
師
像
や
山
務
員

の
袈
裟
や
法
衣
は
こ
の
よ
う
に
し

て
き
ま
し
た
が
、
十
月
に
入
っ
て

も
暑
さ
は
変
わ
ら
ず
十
五
日
を
以

て
衣
更
え
の
日
と
定
め
ま
し
た
。

衣
更
こ
ろ
も
が
え

　
広
辞
苑
に
よ
る
と
、﹁
季
節
の
変

化
に
応
じ
て
衣
服
を
着
か
え
る
こ

と
。
江
戸
時
代
で
は
四
月
一
日
、

十
月
一
日
を
も
っ
て
春
夏
の
衣
を

か
え
る
日
と
し
た
。
現
在
、
制
服

な
ど
は
、
六
月
一
日
と
十
月
一
日

に
行
う
こ
と
が
多
い
。﹂
と
あ
り
ま

す
。
当
山
で
も
祖
師
像
や
山
務
員

の
袈
裟
や
法
衣
は
こ
の
よ
う
に
し

て
き
ま
し
た
が
、
十
月
に
入
っ
て

も
暑
さ
は
変
わ
ら
ず
十
五
日
を
以

て
衣
更
え
の
日
と
定
め
ま
し
た
。

衣
更
こ
ろ
も
が
え


