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﹁
や
ら
れ
た
ら
や
り
返
す
︒
倍
返
し
だ
！
﹂ 

ド
ラ
マ
﹃
半
沢
直
樹
﹄
が
終
わ
r
て
し
ま
い
⽇
曜
⽇
の
楽
し
み
が
な
く

な
r
て
し
ま
い
ま
し
た
︒ 

と
こ
ろ
で
︑
私
た
ち
の
⽇
常
に
お
い
て
も
職
場
︑
ご
近
所
︑
ま
た
家
族

で
あ
r
て
も
つ
い
つ
い
イ
ラ
�
と
す
る
事
は
あ
る
で
し
�
う
︒そ
の
よ
う

な
時
に
︑﹁
よ
し
︑
半
沢
直
樹
の
よ
う
に
や
ら
れ
た
ら
何
倍
に
も
し
て
返 

日
蓮
大
聖
人
の
お
言
葉 

た
と
い
敵
人
等
悪
口
を
吐
く
と 

い
え
ど
も
、
各
々
当
身
の
事
、 

一
二
度
ま
で
は
聞
か
ざ
る
が
ご
と
く

す
べ
し
。三
度
に
及
ぶ
の
時
、顔
貌
を

変
ぜ
ず
麁
言
を
出
さ
ず
、 

語
を
も

つ
て
申
す
べ
し
。 

 
 
    

  

  

門
注
得
意
鈔 

１ 

圓 藏 寺 新 聞 

おおいちょう 
 

圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

日蓮大聖人のお言葉に触れ、日々の生活の指針を求めたいと思います。 
このお言葉は、文永6年（1269年)、大聖人48歳の時、門柱所に
召喚され法門上の取り調べをうける富木常忍達に、その心得を記した
お手紙の一説です。 
 

て
き
に
ん
ら
あ
r
く

 

し
て
や
る
﹂
と
い
う
の
も
⼀
つ
の
考
え
⽅
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑

何
で
も
か
ん
で
も
お
返
し
を
す
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
ご
ざ
い

ま
せ
ん
︒
ド
ラ
マ
で
あ
れ
ば
︑
半
沢
直
樹
は
バ
ン
カ
®
︵
銀
⾏
員
︶
と
し
て
︑
さ

ら
に
⾔
え
ば
︑
⼈
と
し
て
の
確
固
た
る
﹁
正
義
﹂
に
反
し
た
も
の
に
対
し
て
倍
返

し
を
し
て
い
る
事
を
⾒
落
と
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒
例
え
ば
︑
遅
刻
を
し
て
怒
ら

れ
た
︒そ
れ
に
対
し
て
腹
を
⽴
て
て
何
か
仕
返
し
を
し
よ
う
な
ん
て
事
は
と
て
も

﹁
正
義
﹂
と
は
⾔
え
ま
せ
ん
︒ 

で
は
︑
私
た
ち
の
﹁
正
義
﹂
と
は
何
か
を
信
仰
的
に
考
え
て
み
ま
す
と
︑
⼀
つ

に
﹁
お
釈
迦
様
が
お
喜
び
に
な
る
事
か
﹂
と
⾔
え
る
と
思
い
ま
す
︒
会
社
員
で
あ

れ
ば
﹁
顧
客
が
喜
ん
で
下
さ
る
事
か
﹂
と
い
う
基
準
に
⾔
い
換
え
る
事
も
で
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
そ
の
時
は
︑
堂
々
と
断
固
た
る
決
意
を
持
r
て
⽴
ち
向
か
う

必
要
も
あ
る
で
し
�
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
ま
ま
怒
り
に
任
せ
て
応
対
す
る
と
︑
ス

ム
®
ズ
に
い
く
案
件
で
あ
r
て
も
こ
じ
れ
て
し
ま
う
場
合
も
よ
く
あ
る
事
で
す
︒ 

⽇
蓮
⼤
聖
⼈
も
正
し
い
信
仰
を
勧
め
る
為
に
真
r
直
ぐ
に
⽴
ち
向
か
r
た
⽅

で
す
︒
し
か
し
︑
誰
で
も
彼
で
も
敵
と
み
な
し
て
押
し
付
け
て
い
r
た
わ
け
で
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
︒
⼤
聖
⼈
は
︑﹁
た
と
え
相
⼿
が
悪
⼝
を
吐
い
て
も
︑
⼀
︑
⼆
度

ま
で
は
聞
か
ぬ
ふ
り
を
し
な
さ
い
︒
も
し
三
度
⽬
に
も
及
ぶ
の
で
あ
れ
ば
︑
顔
⾊

を
変
え
て
語
気
を
荒
く
す
る
の
で
は
な
く
︑丁
寧
な
⾔
葉
を
持
r
て
穏
や
か
に
応

対
し
な
さ
い
﹂
と
ご
教
⽰
な
さ
r
て
お
り
ま
す
︒ 

も
し
︑
⾃
⾝
の
﹁
正
義
﹂
が
仮
に
正
し
い
事
だ
と
し
て
も
︑
そ
の
対
応
⼀
つ
で

望
ま
ぬ
結
果
を
⽣
ん
で
し
ま
い
ま
す
︒
ま
ず
は
︑
⾃
⾝
の
﹁
正
義
﹂
が
本
当
の
正

義
な
の
か
を
精
査
す
る
事
︒
そ
し
て
︑
正
し
い
事
で
あ
r
て
も
闇
雲
に
⽴
ち
向
か

う
の
で
は
な
く
︑
丁
寧
な
⾔
葉
︑
穏
や
か
な
⼼
で
応
対
す
る
事
で
⾃
⾝
も
相
⼿
も

理
想
の
境
地
へ
と
辿
り
着
く
は
ず
で
す
︒
共
に
精
進
致
し
ま
し
�
う
︒︵
良
海
︶ 

耎 

 

と
う
し
ん

 

い
ち
に
ど

 

げ
ん
み
�
う

 

そ
ご
ん

 

い
だ

 

な
ん
ご

 



 
                                 

令
和
３
年
２
⽉
16
⽇
︑
⽇
蓮
⼤
聖
⼈
御
降
誕
８
０
０
年
の
節
⽬
を
迎
え
ま
す
︒
報
恩
感
謝
シ
リ

®
ズ
２
回
⽬
は
︑
⼤
聖
⼈
ご
⼊
滅
後
の
教
団
に
つ
い
て
ご
紹
介
︒
現
代
に
繋
が
る
⾨
流
の
始
ま
り
と

⼤
聖
⼈
の
念
願
で
あ
r
た
京
都
で
の
布
教
に
つ
い
て
お
伝
え
し
て
い
き
ま
す
︒ 

 

２ 圓藏寺新聞 ⼤銀杏 圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
８
０
０
年
報
恩
感
謝
シ
リ
2
ズ
２
5
全
３
回
9 

日
蓮
大
聖
人
の
後
継
者 

 六⽼僧と⾨流の始まり 

⼤聖⼈は、お亡くなりになる５⽇前に６⼈のお弟⼦（⽇昭・⽇朗・⽇興・⽇向・⽇頂・
⽇持）を「本弟⼦」と定め、⼼を⼀つにお題⽬を伝えていくように遺⾔なさいました。
この６⼈を「六⽼僧」と⾔います。 

また、遺⾔通りに⼤聖⼈の御遺⾻は⾝延に納められ、六⽼僧はそれぞれの地で布教を
続けながら 1ヶ⽉交替で⾝延の⼤聖⼈の墓所をお守り（輪番守塔）していきました。し
かし、各地で布教を続ける中で、その地を離れて⾝延へと⾏く事は容易なことではなく、
次第に⾝延近郊の甲斐・駿河を地盤とする⽇興が⾝延に常住する事となりました。 

ところが、⽇興は⾝延の開⼭に貢献してくれた檀越の波⽊井実⻑と信仰上の考え⽅の
違いから対⽴し、⽇興は⾝延を下り、富⼠⾨流を興します。その後、⾝延は⽇向が運営・
教化にあたる事となりました。これをきっかけに、徐々に教団の結束は破れ、⾃らの正
当性を主張しながら発展し、様々な⾨流が⽣まれていくのです。 
六⽼僧以外にも、⼤聖⼈の有⼒な檀越であった富⽊常忍が出家をし、⽇常と名乗り⾨
流を形成していきます。⼤きく 5 つの⾨流が出来、さらにそこからも多くの⾨流が誕⽣
し、抗争と発展を続けていく事となりました。 

⽇像〜帝都弘通の遺命〜 

 ⽇蓮⼤聖⼈ご⼊滅時の教団は、弟⼦信徒を合わせても数百⼈程度と⾔われています。鎌倉を中⼼に布教された⼤
聖⼈、さらに各⾨流の活動も東⽇本が中⼼でした。そこで、全国へとお題⽬を弘めるためにも政治・⽂化の中⼼で
ある京都への布教は⼤聖⼈の念願でもありました。 
 それを託されたのが、⽇朗⾨流の筆頭、⼤聖⼈ご⼊滅時は少年僧であった経⼀丸、のちの⽇像です。25歳になっ
た⽇像は鎌倉由⽐ヶ浜で 100 ⽇間の荒⾏を⾏って成就を祈願しました。 

そして、⼩湊・佐渡・⾝延と巡拝し、2 年がかりで⼊洛した⽇像の京都での布教 
活動が始まりました。商⼯⼈を中⼼に次々と信徒を加え、「京の町は法華題⽬の巷」 
と呼ばれるほどに教線を拡⼤していきました。 

ところが、信徒の増加に伴い、延暦寺をはじめとする他宗からの圧⼒も強くな 
り、度重なる弾圧を受けてしまいます。三度にわたり京都を追放されますが、 
困難を乗り越え、ようやく京都での布教が認められ、1321 年に妙顕寺を創建 
致します。そして、1334 年には鎌倉幕府を倒して「建武の新政」を果たした 
後醍醐天皇の勅願寺となったのです。⽇像が⼊洛して 40 年、ついに⽇蓮教団 
は天下公認の宗派となったのです。 

⾝
延
⼭
久
遠
寺 

藻
原
寺
︵
妙
光
寺
︶ 

 

富
⼠
⼤
⽯
寺
  

重
須
本
⾨
寺 

 

⽐
企
⾕
妙
本
寺 

池
上
本
⾨
寺
  

平
賀
本
⼟
寺 

 
浜
⼟
法
華
寺 

︵
妙
法
華
寺
︶
  

 

中
⼭
法
華
経
寺 

   

︵
法
華
寺
︶ 

真
間
弘
法
寺 

 

⽇
昭
・
浜
⾨
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朗
・
⽐
企
⾕
⾨
流 

池
上
⾨
流 

 

⽇
興
・
富
⼠
⾨
流 

⽇
向
・
⾝
延
⾨
流 

 
 

 

藻
原
⾨
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興 

⽇ 
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常 

︵
富
⽊
常
忍
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⽇ 
朗 

 

初期⾨流図 

に
r
こ
う 

に
こ
う 

⽇
常
・
中
⼭
⾨
流 

 

に
r
し
�
う 

に
ち
ろ
う 

に
ち
じ
�
う 
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３ 圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

︻
マ
ス
ク
・
除
菌
シ
®
ト
・
フ
E
イ
ス
シ
®
ル
ド
等
︼ 

 

︻
掃
除
機
２
台
・
掃
除
道
具
⼀
式
︼
 
 
 
  

︻
お
茶
 

沢
⼭
︼
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

︻
掃
除
道
具
︵
軍
⼿
・
雑
⼱
等
︶︼
 
 
 
  

︻
⼿
作
り
マ
ス
ク
︼
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

︻
仏
画
︵
普
賢
菩
薩
像
・
観
世
⾳
菩
薩
像
︶︼ 

 
 
 
 
 
     

当
⼭
筆
頭
総
代
  

 

ご
奉
納
感
謝
い
た
し
ま
す
︒ 

⼤
切
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒ 

 
⼤法要（盂蘭盆施餓⻤会・秋季彼岸会） 
盂蘭盆施餓⻤会(8/23)は、総代・世話⼈・新盆

のご家族のみ。秋季彼岸会(9/22)は、総代・世話
⼈のみにそれぞれ参拝⼈数を制限させていただ
き法要を営みました。⼀般の檀家様においては、
法要後、午後からご参拝賜り、本堂にてお焼⾹い
ただきました。 
特に盂蘭盆施餓⻤会においては、僧侶・参列者

全員が⼀⽅向を向き、フェイスシールド着⽤・ソ
ーシャルディスタンス確保の上でお勤めしまし
た。皆様のご協⼒に感謝申し上げます。 

奉
納
感
謝 

 
第 20回⽴川談慶「開運落語会」（8/4） 
        特別ゲスト：⽴川談笑 師匠 

⽴川談慶師匠・ご参加の皆様と作り上げて
きた「開運落語会」が 20回⽬の節⽬を迎え、
特別ゲストに⽴川談笑師匠をお招きして開催
いたしました。コロナ禍のため、⼈数制限の
中の開催でしたが、堂内に笑いが満ちた特別
な時間となりました。これからも益々賑やか
に開催してまいります。 

○総代様より御奉納い
ただきました仏画もお
披露⽬されました。 
○お焼⾹は⼀⽅通⾏で
密にならないように！ 
 

行事報告 & 本のご紹介 
 

寺
子
屋
新
企
画 

掃
除
の
⽇
�
し
�
り
は
ん
ど
く
に
学
ぶ
� 

 
⽉
に
⼀
度
の
掃
除
の
⽇
で
す
︒
掃
除
は
⾃
⾝
の 

⼼
も
磨
く
⽴
派
な
仏
道
修
⾏
︒
お
礼
は
何
も
出
来 

ま
せ
ん
が
︑
仏
様
か
ら
の
御
加
護
が
必
ず
ご
ざ
い 

ま
す
︒
初
回
は
13
名
も
の
ご
参
加
で
し
た
︒ 

ご
協
⼒
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
⽉
⼀
回
開
催
︒ 

    

神
⽥
紅
佳
﹁
開
運
講
談
会
﹂ 

 
講
談
師
・
神
⽥
紅
佳
様
と
ご
縁
を
い
た
だ
き
︑
お
寺
で
講
談
の
会
を

定
例
開
催
致
し
ま
す
︒
開
運
シ
リ
®
ズ
と
し
て
︑ 

講
談
の
前
に
は
御
祈
祷
も
ご
ざ
い
ま
す
︒ 

第
⼀
回
 

11
⽉
7
⽇
︵
⼟
︶
13
時
� 

・
布
施
︵
参
加
費
︶
⼆
千
円
 
・
予
約
不
要 

談慶師匠も駆けつけてくれました！ 

 

 
『花は咲けども噺せども 

〜⼈情七転び⼋起き〜』 
（PHP 11 ⽉増刊号・連載⼩説） 

初回からウルッとなりながら読んでいました。
続きが今から待ち遠しい⼈情物語です。 

 
『教養としての落語』（サンマーク出版） 
 オリエンタルラ ジオ中⽥淳彦さ ん も
YouTube⼤学で⼤絶賛の話題の本です。 
落語に対する理解はもちろん、⽇常に活かせる
内容が盛り沢⼭でお勧めです。 

🍁🎃読書の秋におすすめ🎃🍁 
⽴川談慶師匠 ⼈気著作のご紹介 

⽥
邉
聖
⼦
 

様 

⾚
坂
 
翠
 

様 

⽴
川
談
慶
 

様 

亮
 
想 

 
様 

⼩
林
え
く
⼦
様 

 

⼩
倉
利
夫
 

様 

🌸 

🌸 



 
    

４ 圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

 

十
月
（
神
無
月
） 

8
日
（
木
）
お
経
の
会
 
 
 
（
午
前
10
時
） 

11
日
（
日
）
掃
除
の
日
 
 
 
（
午
後
1
時
） 

13
日
（
火
）
写
経
会
 
 
 
 
（
午
前
10
時
） 

13
日
（
火
）
開
運
落
語
会
 
 
（
午
後
6
時
） 

16
日
（
金
）
寺
ヨ
ガ
 
 
 
 
（
午
前
10
時
） 

18
日
（
日
）
法
話
会
 
 
 
 
（
午
後
1
時
） 

30
日
（
金
）
寺
ヨ
ガ
 
 
 
 
（
午
前
10
時
） 

十
一
月
（
霜
月
） 

1
日
（
日
）
掃
除
の
日
 
 
 
（
午
後
1
時
） 

3
日
（
火
）
当
山
御
会
式
（
別
紙
ご
案
内
） 

7
日
（
土
）
開
運
講
談
会
 
 
（
午
後
1
時
） 

9
日
（
月
）
寺
ヨ
ガ
 
 
 
 
（
午
前
10
時
） 

12
日
（
木
）
お
経
の
会
 
 
 
（
午
前
10
時
） 

17
日
（
火
）
写
経
会
 
 
 
 
（
午
前
10
時
） 

24
日
（
火
）
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
（
午
後
2
時
） 

29
日
（
日
）
法
話
会
 
 
 
 
（
午
後
1
時
） 

30
日
（
月
）
寺
ヨ
ガ
 
 
 
 
（
午
前
10
時
） 

◉
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
E
は
⽔
曜
⽇
か
ら
⽕
曜
⽇
に
移
動
し
ま
す
︒ 

開
始
時
間
も
し
ば
ら
く
午
後
２
時
か
ら
の
短
縮
と
な
り
ま
す
︒ 

ま
た
︑
浦
和
区
か
ら
の
指
導
に
よ
り
︑
引
き
続
き
中
⽌
の
可
能
性

も
ご
ざ
い
ま
す
︒
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
︒ 

◉
感
染
予
防
︑
ま
た
法
務
の
た
め
︑
急
遽
中
⽌
・
延
期
等
の
可
能

性
も
ご
ざ
い
ま
す
︒
変
更
の
際
は
︑
ホ
®
ム
ペ
®
ジ
・SN

S

・
境

内
設
置
掲
⽰
板
等
に
て
ご
案
内
致
し
ま
す
︒
ご
了
承
く
だ
さ
い
︒ 

◉
ご
参
加
の
前
に
︑
必
ず
検
温
を
い
た
だ
き
︑
体
調
に
不
安
が
あ

る
場
合
は
ご
参
加
を
お
控
え
く
だ
さ
い
︒ 

暦 
 

⽴川談笑師匠 

︻
組
⽴
式
⾼
座
⼀
式
︼
完
成
致
し
ま
し
た
！ 

昨
年
よ
り
円
蔵
寺
と
ご
縁
の
あ
る
⽅
々
に
ご
寄
付
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た﹁
組
⽴
式
⾼
座
﹂が
こ
の
度
︑

無
事
に
完
成
い
た
し
ま
し
た
︒
こ
の
⾼
座
は
︑
開
運
落
語
会
は
も
ち
ろ
ん
︑
今
年
よ
り
開
催
し
て
い
る
法
話
会

で
活
躍
し
て
い
き
ま
す
︒
ま
た
︑﹁
落
語
に
も
⾼
座
説
教
に
も
使
え
る
﹂﹁
組
⽴
式
﹂﹁
限
ら
れ
た
貴
重
な
浄
財
﹂

そ
の
よ
う
な
注
⽂
の
多
い
条
件
に
も
関
わ
ら
ず
︑
三
友
⼯
務
店
様
︑
並
び
に
ご
縁
の
あ
る
職
⼈
の
皆
様
が
熟
練

の
技
で
⾒
事
に
応
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
共
に
︑
今
後
︑
よ
り
良
い
お
説
教
︑
落
語
会

を
開
催
し
て
い
く
事
で
皆
様
の
ご
恩
に
報
い
て
い
き
た
い
と
強
く
感
じ
て
お
り
ま
す
︒ 

御
奉
納
下
さ
い
ま
し
た
皆
様
︑
職
⼈
の
皆
様
︑
⼼
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
当
⼭
の
宝
と
し
て
︑
今
後
も

⻑
く
⼤
切
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒ 

※
⽇
蓮
⼤
聖
⼈
御
降
誕
８
０
０
年
の
記
念
事
業
の
⼀
つ
し
︑
後
世
に
残
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

︻
寄
付
者
御
芳
名
⼀
覧
︼︵
敬
称
略
︶ 

︽
三
万
五
千
円
︾
⾚
坂
 
翠   

︽
⼀
万
円
︾
⿑
藤
光
法 

︽
五
千
円
︾
荒
井
登
喜
夫
 
⼩
⼭
脩
 
髙
津
奈
津
⼦
 
本
多
敦
美
  

︽
三
千
円
︾
尾
花
伸
 
髙
津
奈
津
⼦
 
⽔
川
憲
司 

︽
⼆
千
円
︾
⽯
浜
悦
⼦
 
岡
⽥
勉
・
洋
⼦
 
太
⽥
量
⼀
 
⼩
野
利
恵
⼦
 
⼭
⼝
耕
司 

︽
千
円
︾      

安
中
ひ
ろ
み
 
北
川
浩
 
柴
⽥
永
⼆
 
柴
⽥
理
絵
 
嶋
⽥
美
由
利
 
⽥
井
秀
⼦
 

⽵
⽥
明
美
 
⽥
中
祐
⼦
 
⽥
邉
聖
⼦
 
旦
⼋
重
⼦
 
樋
⼝
嬉
⼦
 
久
⼭
俊
⼦
  

福
島
秀
明
 
堀
交
⼦
 
松
本
寛
美
 
村
上
信
⼦ 

︽
製
作
︾三
友
⼯
務
店
様
 

職
⼈
の
皆
様 

 
 

毎⽉開催の「法話会」では、
副住職が修⾏中の「⾼座説
教」が⾏われます。 
⼤聖⼈の御⼀代記を講談や
落語のように語る「繰り弁」
があるのも特徴の⼀つで
す。ご参加お待ちしており
ます。 

職⼈の皆様！有難うございます！ 
 

組⽴式の為、簡単に移動・設営が可能。
落語の時は上部が平らに変形！ 

檀
信
徒
問
わ
ず
ど
な
た
で
も

ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
︒ 


