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【
２
月
の
主
な
行
事
】

☆
節
分
会
星
祭
　
２
日
㈰
節
分
当
日
か
ら
翌
立
春

　
　
　
一
年
間
の
善
星
皆
来･

悪
星
退
散
を
祈
り
ま
す

☆
国
祷
会

 

11
日
㈷
10
時
開
運
殿
に
て
法
要

お
火
焚
祭
り

 

11
日
㈷
10
時
50
分
大
駐
車
場

旧
年
の
お
札
等
や
祈
願
矢
を
火
に
投
じ
て
祈
り
ま
す

祈
願
矢
申
し
込
み
の
方
に
は
大
根
炊
き
引
換
券
あ
り

★
清
掃
の
日

 

15
日
㈯
11
時

★
月
例
祈
願
法
要 

15
日
㈯
13
時

　
　
　
　
妙
見
様
の
ご
縁
日
祈
願
法
要
　
開
運
殿
に
て
厳
修

★
鴎
様
月
例
祭

 

22
日
㈯
15
時

●
２
月
の
写
経
会
は
取
り
や
め
ま
す

【
３
月
の
行
事
予
定
】

☆
報
恩
大
祈
祷
会
２
日
㈰
11
時
　
水
行･

特
別
祈
祷

12
時
半
か
ら
大
駐
車
場
に
て
車
両
交
通
安
全
祈
祷

★
写
経
会

 

９
日
㈰
11
時

★
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

◎
ご
祈
祷･

御
回
向
等
の
お
申
込
は
Ｆ
Ａ
Ｘ･

メ
ー
ル
で
も

　受
け
付
け
て
い
ま
す

○
諸
行
事
は
社
会
情
勢
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
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
ご
信
者
様
の
便
宜
を
図
り
、

能
勢
電
鉄
妙
見
口
駅
か
ら
山
上
ま
で
の
送
迎
車
を
用
意
。

ご
希
望
の
方
は
、
必
ず
２
日
前
ま
で
に
電
話
で
連
絡
願
い

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

　【
２
月
の
主
な
行
事
】

☆
節
分
星
祭
祈
祷
　
　
　
２
日
㈰
　

※

本
年
の
節
分
は
２
日
で
す

一
年
間
の
善
星
皆
来･

悪
星
退
散
を
祈
り
ま
す

ご
祈
祷
の
申
し
込
み
受
付
中
で
す

☆
宗
祖
大
聖
人
御
降
誕
会 

16
日
㈰
10
時
半
か
ら

　
　
　
荒
行
僧
に
よ
る
特
別
加
持
修
法
祈
祷
が
あ
り
ま
す
　

　
月
例
法
要
を
兼
ね
て
執
り
行
い
ま
す

特
別
祈
祷
・
ご
先
祖
等
の
塔
婆
回
向
を
厳
修

※
事
前
の
お
申
込
み
受
付
中
で
す

ウ
ド
ン
供
養
が
あ
り
ま
す

●
2
月
の
滝
行
会
・
日
曜
講
座
は
あ
り
ま
せ
ん

︻
３
月
の
行
事
予
定
】

★
滝
行
会

８
日
㈯
　
10
時
か
ら

☆
春
季
彼
岸
会
法
要

18
日
㈫
　
11
時
〜

月
例
法
要
を
兼
ね
ま
す

★
日
曜
講
座

23
日
㈰
　
13
時
〜
15
時

最
終
日
曜
日
で
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

※

滝
行
会
参
加
ご
希
望
の
方
は
、
ま
ず
電
話
に
て

　
ご
連
絡
い
た
だ
き
、
必
要
事
項
を
確
認
の
上
、

　
お
申
込
戴
き
ま
す
。

※

昇
堂
時
の
感
染
予
防
対
策
は
各
自
で
お
願
い
し
ま
す

信友 R7.2 月号

妙乃見山 R7.2 月号

国祷会･お火焚祭り
２月11日（祝）は国祷会が催されます

世界全体の平和と豊穣を祈る行事です
続いて大駐車場でお火焚祭りが執り行われます



能勢妙見山公式ホームページ　https://myoken.org/

《
法
華
経
に
学
ぶ
現
代
》
〜
〜
純
智
庵
〜
〜

仏教まめ知識
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２
月
16
日
は
、
昨
年
11
月
１
日

か
ら
本
年
２
月
10
日
ま
で
日
蓮
宗

加
行
所
に
て
壱
百
日
間
の
荒
行
を

成
満
さ
れ
た
荒
行
僧
を
迎
え
て
、

宗
祖
御
降
誕
会
法
要
を
厳
修
し
ま

す
。
法
要
に
先
立
ち
、
水
行
で
身

を
清
め
た
荒
行
僧
に
よ
る
特
別
加

持
祈
祷
が
修
せ
ら
れ
ま
す
。
是
非

ご
参
拝
ご
祈
祷
を
受
け
て
下
さ
る

よ
う
ご
案
内
し
ま
す
。
法
要
後
は

温
か
い
饂
飩
の
供
養
が
あ
り
ま
す
。

宗
祖
御
降
誕
会

　
昨
年
11
月
１
日
か
ら
今
年
２

月
10
日
ま
で
日
蓮
宗
加
行
所
に

て
寒
中
壱
百
日
間
の
荒
行
を
成

満
さ
れ
た
荒
行
僧
を
迎
え
て
、

報
恩
大
祈
祷
会
が
厳
修
さ
れ
ま

す
。
水
行
で
身
を
清
め
た
の
ち

北
辰
閣
２
階
ご
宝
前
に
て
特
別

祈
祷
が
修
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
の

の
ち
大
駐
車
場
で
直
接
、
車
両

へ
の
修
法
加
持
に
て
車
両
交
通

安
全
特
別
祈
祷
が
あ
り
ま
す
。

報
恩
大
祈
祷
会

う
き
よ
（
憂
き
世･

浮
世
）

心
機
一
転

　

以
前
、
妙
見
山
で
耳
の
ご
不

自
由
な
方
が
道
を
尋
ね
て
こ
ら

れ
ま
し
た
。
私
は
、
境
内
地
図

を
身
振
り
手
振
り
で
ご
案
内
し

ま
し
た
が
、
後
で
振
り
返
る
と

も
っ
と
出
来
た
こ
と
が
あ
っ
た

と
思
え
て
き
ま
し
た
。

　

昨
年
５
月
よ
り
、
川
西
市
が

行
っ
て
い
る
手
話
奉
仕
員
養
成

講
座
に
参
加
し
ま
し
た
。
参
加

者
は
中
学
生
か
ら
ご
高
齢
の
方

ま
で
、
和
や
か
な
雰
囲
気
で
、

好
き
な
ド
ラ
マ
の
影
響
で
興
味

を
持
た
れ
た
方
な
ど
、
参
加
理

由
は
様
々
で
す
。

　

当
初
は
先
生
の
手
の
動
き
の

速
さ
に
つ
い
て
い
け
ず
呆
然
と

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し

ば
ら
く
す
る
と
、
手
話
を
通
し

て
そ
の
人
が
歩
ん
で
き
た
人
生

が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
伝
わ
り
、
楽

し
く
学
ぶ
こ
と
が
自
然
と
出
来

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
で
は
多
く
の
方
に
周
知
さ

れ
て
い
る
手
話
も
、
昔
は
日
常

生
活
で
も
使
う
こ
と
を
禁
止
さ

れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　

昭
和
８
年
、
世
界
に
倣
っ
て
日

本
で
も
、
聞
こ
え
る
人
と
同
じ
よ

う
に
話
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
口

話
法
（
相
手
の
口
の
形
で
読
み
解

く
）
が
教
育
現
場
で
用
い
ら
れ
ま

し
た
。
し
か
し
口
話
法
で
は
全
て

を
読
み
取
り
聞
き
分
け
、
理
解
す

る
こ
と
ま
で
は
困
難
で
し
た
。
口

話
法
だ
け
に
頼
ら
な
か
っ
た
生
徒

た
ち
は
先
生
に
怒
ら
れ
な
い
よ
う

に
、
ひ
っ
そ
り
手
話
を
し
て
い
た

お
か
げ
で
、
手
話
は
廃
れ
ず
に
も

う
一
度
日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

日
蓮
聖
人
は
『
諸し
ょ

經き
ょ
う

与と

法ほ

華け

経き
ょ
う

難な
ん

易い
の

事こ
と
』
の
中
で｢

仏
法
よ

う
や
く
顛
倒
し
け
れ
ば
、
世
間

も
ま
た
濁
乱
せ
り
。
仏
法
は
体

の
ご
と
し
、
世
間
は
影
の
ご
と

し
。体
曲
れ
ば
影
な
な
め
な
り
」

と
説
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
暮
ら
し
を
包
括
し

て
い
る
の
が
世
間
、
い
わ
ゆ
る

社
会
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、

社
会
を
動
か
し
て
い
る
の
も
一

人
の
人
間
で
す
。
姿
勢
が
悪
く

な
れ
ば
自
然
と
影
も
歪
む
よ
う

に
、
私
た
ち
の
信
仰
姿
勢
が
社

会
を
左
右
し
て
い
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
に
げ
な
い
道
案
内
が
き
っ

か
け
で
、
自
分
の
影
が
曲
が
っ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
良
か
っ

た
で
す
。
い
つ
の
日
か
手
話
で

法
話
が
出
来
る
よ
う
に
道
の
り

は
長
い
で
す
が
、
楽
し
く
勉
強

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
一
年
、
思
い
を
新
た
に

お
題
目
を
お
唱
え
し
て
姿
勢
を

正
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

『
常
不
軽
菩
薩
品
第
二
十
』

常つ
ね

に

　

罵め

詈り

せ
ら
る

　
　
　
　
　

れ
ど
も

瞋し

ん

に恚
を

　
　
　

生し
ょ
う

ぜ
ず

石
原 

崇
広

　
「
浮
世
の
荒
波
に
も
ま

れ
る
」
な
ど
と
い
い
、
こ

の
世
の
中
、
世
間
、
あ
る

い
は
人
生
を
さ
し
て
言
う

と
き
に
使
わ
れ
る
。
も
と

は
「
つ
ら
い
こ
の
世
・
無

常
の
世
」
と
い
う
意
味
で
「
憂う

き

世
」
を
使
って
い
た
と
い
う
。
中
国

の
古
典
に
み
る
、
は
か
な
い
生
活

を
意
味
す
る
「
浮ふ

世せ
い
」
と
い
う
語

に
、
仏
教
的
な
生
活
感
情
が
混
じ

り
合
って
憂
き
世
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

近
世
で
は
泰
平
の
世
の
中
と
な

り
、
こ
と
に
町
人
文
化
の
台
頭
に

よ
り
、
現
実
肯
定
の
享
楽
的
な
風

潮
が
出
て
く
る
と
、
ど
う
せ
は
か

な
い
こ
の
世
な
ら
楽
し
く
生
き
よ

う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
思
い
か
ら

「
浮
世
」
と
表
す
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
さ
ら
に
ま
た
当
世
風
・
現

代
的
、
ま
た
好
色
と
い
う
意
味
も

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

　

浮
世
か
憂
き
世
か
。
釈
尊
は
こ

の
世
を「一切
皆
苦
」と
洞
察
さ
れ
、

苦
の
根
源
を
断
ち
苦
を
乗
り
越
え

た
真
の
法
楽
を
説
か
れ
た
。

昔む
か
し 

耳み
み
に
し
た 

鈍ど
ん
か
ん
り
ょ
く

感
力

　
ち
ょ
っ
と
真ま

ね似
し
て

　
　
　
　
　
　
み
ま
せ
ん
か

言い

い
た
い
奴や
つ
に
は
言い

わ
せ
と
け

い
ち
い
ち
他ひ

と人
の
言い

う
こ
と
に

　
尖と
が
っ
て
ば
か
り
い
た
の
で
は

　
　
心こ
こ
ろも
身か
ら
だ体
も
持も

ち
ま
せ
ん

ど
こ
吹ふ

く
風か
ぜ
と
受う

け
流な
が
す

　
　
心こ
こ
ろの
ゆ
と
り
も
大た
い
せ
つ切
と

　
　
お
経き
ょ
うの
中な
か
に
説と

い
て
ま
す


