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私
は
今
︑
⼀
⽇
三
⾷
い
た
だ
き
︑
時
に
間
⾷
も
と
り
︑
当

た
り
前
に
⽇
々
を
⽣
き
て
い
ま
す
︒し
か
し
︑こ
れ
が
ど
れ

程
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
し
F
う
か
︒
国
連
機
関
の
発
表

に
よ
る
と
︑コ
ロ
ナ
感
染
拡
⼤
の
影
響
も
あ
り
︑去
年
⼀
年

間
で
飢
え
に
苦
し
む
⼈
々
は
前
年
よ
り
も
⼀
億
⼈
以
上
増

え
︑
七
億
六
千
万
⼈
余
り
に
も
及
ぶ
そ
う
で
す
︒
こ
れ
は
︑ 

い
つ
も
の
御
事
に
候
へ
ば
�

を
ど
ろ
か
れ
ず
︑
め
づ
ら
し
か

ら
ぬ
や
う
に
う
ち
を
ぼ
へ
て

候
ふ
は
︑
凡
夫
の
⼼
な
り
︒�

�
�
�
上
野
殿
御
返
事
��

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、建治３年(1277年)大聖人56歳の時（または、建治
元年・54歳）、信徒へ送られたお手紙の一説です。大聖人の山中での
生活を思いやっての供養へ感謝を記し、その功徳を讃えています。 
 

世
界
の
⼈
⼝
の
⼀
〇
⼈
に
⼀
⼈
に
あ
た
る
割
合
と
な
り
ま
す
︒私
が
⼈
⽣
に
於
い

て
空
腹
が
本
当
に
⾟
か
y
た
の
は
⼆
九
歳
の
時
に
⾏
y
た
⼤
荒
⾏
堂
で
の
修
⾏

の
百
⽇
間
で
す
︒⼀
⽇
⼆
回
の
粥
と
味
噌
汁
だ
け
の
⽇
々
は
⼗
キ
ロ
以
上
体
重
が

落
ち
ま
し
た
︒
⼤
変
⾟
い
経
験
で
あ
り
︑
修
⾏
と
同
じ
に
考
え
て
は
い
け
な
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
世
界
で
は
そ
う
し
た
⽇
々
︑
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
⾷
べ

ら
れ
な
い
⽇
々
が
永
遠
の
ご
と
く
続
く
⽅
々
が
実
際
い
ら
y
し
 
い
ま
す
︒さ
ら

に
︑
国
内
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
y
て
職
を
失
う
な
ど
︑
苦
し
ん
で
い
る

⽅
々
も
多
く
い
ら
y
し
 
る
か
と
存
じ
ま
す
︒直
接
助
け
ら
れ
る
事
は
な
か
な
か

難
し
い
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑そ
う
し
た
中
で
あ
y
て
今
当
た
り
前
に
⽣
活
を

し
て
い
る
事
を
少
な
く
と
も
最
低
限
考
え
る
必
要
は
あ
る
の
か
と
思
う
の
で
す
︒ 

 
こ
の
お
⼿
紙
は
︑⼤
聖
⼈
が
お
供
物
を
い
た
だ
い
た
際
に
記
し
た
お
礼
状
冒
頭

に
⾒
ら
れ
る
部
分
で
す
︒﹁
い
つ
も
い
た
だ
い
て
ば
か
り
で
馴
れ
て
し
ま
い
︑
感

動
も
な
く
感
じ
る
の
は
凡
夫
の
浅
は
か
な
⼼
で
す
︒誠
に
申
し
訳
な
い
と
反
省
し

ま
す
︒﹂
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
後
に
︑
相
⼿
の
状
況
を
鑑
み
て
感
謝
と
そ

の
功
徳
を
記
し
て
い
る
の
で
す
が
︑
⼤
聖
⼈
で
あ
y
て
も
や
は
り
︑
⽇
々
の
﹁
当

た
り
前
﹂
を
振
り
返
り
反
省
を
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
改
め
て
気
付
か
さ
れ
ま
す
︒ 

紙
⾯
に
も
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
︑
こ
の
度
︑
檀
家
様
の
尊
い
ご
寄
進

に
よ
y
て
︑
本
堂
の
畳
を
新
調
し
︑
境
内
に
⼿
す
り
を
設
置
す
る
事
が
で
き
ま
し

た
︒今
後
お
参
り
い
た
だ
く
多
く
の
⽅
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
事
で
あ
り
本
当
に

有
り
難
い
こ
と
で
す
︒
お
寺
は
檀
信
徒
様
に
よ
y
て
⽀
え
ら
れ
︑
私
⾃
⾝
も
出
逢

う
多
く
の
⽅
々
に
⽀
え
ら
れ
て
⽣
き
て
い
ま
す
︒少
し
考
え
る
と
当
た
り
前
の
事

で
あ
る
の
に
︑
そ
の
当
た
り
前
を
忘
れ
て
い
ま
す
︒
今
あ
る
当
た
り
前
は
な
ぜ
あ

る
の
か
し
y
か
り
と
考
え
て
⽇
々
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
︒︵
良
海
︶ 

︶ 

⽇
蓮
⼤
聖
⼈
の
お
⾔
葉
��



 
                                 

 
   

春
分
の
⽇
を
中
⽇
と
し
て
前
後
三
⽇
︑
計
七
⽇
間
を
お
彼
岸
と
⾔
い
ま
す
︒﹁
彼
岸
﹂
と

は
︑
迷
い
の
娑
婆
世
界
︵
此
岸
︶
か
ら
悟
り
の
世
界
︵
彼
岸
︶
へ
と
到
る
事
を
意
味
し
て

い
ま
す
︒
普
段
は
仕
事
や
育
児
・
家
事
に
追
わ
れ
︑
仏
道
修
⾏
や
善
根
功
徳
を
⼗
分
に
積

む
こ
と
が
出
来
な
い
⽅
に
と
k
て
も
︑
仏
道
修
⾏
に
励
む
に
相
応
し
い
期
間
と
さ
れ
ま
し

た
︒
悪
を
⽌
め
︑
善
事
を
実
⾏
す
る
⼤
切
な
⼀
週
間
で
す
︒
さ
ら
に
︑
⽇
本
に
古
来
か
ら

あ
る
祖
先
崇
拝
が
結
び
つ
き
︑
先
祖
供
養
や
お
墓
参
り
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒ 

   

﹁
施
餓
⻤
﹂
で
は
︑
餓
⻤
道
に
あ
k
て
苦
し
む
全
て
の
も
の
に
飲
⾷
を
施
し
供
養
し
ま

す
︒
お
盆
に
は
︑
ご
先
祖
さ
ま
の
精
霊
を
ま
つ
り
ま
す
が
︑
同
時
に
無
縁
仏
や
不
慮
の
事

故
な
ど
に
よ
k
て
横
死
し
た
全
て
の
精
霊
の
た
め
に
施
餓
⻤
棚
を
つ
く
り
施
⾷
供
養
を

致
し
ま
す
︒
私
達
の
命
が
多
く
の
⽣
命
と
繋
が
k
て
い
る
事
を
⾃
覚
し
︑
私
達
に
も
あ
る

欲
や
貪
り
の
⼼
を
反
省
す
る
法
要
で
も
あ
る
の
で
す
︒﹁
施
餓
⻤
´
お
盆
﹂と
考
え
が
ち
で

す
が
︑
毎
⽇
で
も
す
る
べ
き
⼤
事
な
法
要
で
あ
る
の
で
す
︒
盂
蘭
盆
︵
お
盆
︶
に
も
餓
⻤

が
登
場
す
る
の
で
︑
多
く
の
寺
院
で
は
お
盆
の
時
期
に
法
要
を
執
り
⾏
い
ま
す
︒ 

   

秋
分
の
⽇
を
中
⼼
と
し
て
︑
前
後
三
⽇
︑
七
⽇
間
に
⾏
わ
れ
る
仏
道
修
⾏
と
先
祖
供
養

の
期
間
︒
意
は
︑
春
分
の
⽇
と
同
じ
︒
春
は
牡
丹
の
花
が
咲
く
頃
な
の
で
﹁
ぼ
た
も
ち
﹂︑

秋
は
萩
の
花
が
咲
く
頃
な
の
で
︑﹁
お
は
ぎ
﹂
と
し
て
仏
様
に
お
供
え
し
ま
す
︒
基
本
的
に

は
同
じ
物
で
は
あ
り
ま
す
が
︑
⼤
き
さ
の
違
い
︑
あ
ん
こ
の
違
い
︵
春
´
こ
し
あ
ん
︑
秋

´
つ
ぶ
あ
ん
︶︑
五
穀
豊
穣
を
意
味
す
る
︑
⾚
⾊
は
邪
気
を
払
う
⾊
︑
等
様
々
な
説
が
⾔
わ

れ
て
お
り
ま
す
︒
ち
な
み
に
︑
関
東
で
は
︑﹁
あ
ず
き
・
き
な
こ
・
⿊
ご
ま
﹂
の
イ
メ
å
ジ

が
強
い
お
は
ぎ
で
す
が
︑
関
⻄
で
は
﹁
⻘
の
り
﹂
が
⼀
般
的
だ
そ
う
で
す
ね
︒ 

   

⽇
蓮
⼤
聖
⼈
の
ご
命
⽇
︵
⼗
⽉
⼗
三
⽇
︶
を
中
⼼
に
⽇
蓮
宗
寺
院
で
は
︑
宗
祖
に
報
恩

の
誠
を
尽
く
す
お
会
式
を
営
み
ま
す
︒
⼤
聖
⼈
が
ご
⼊
滅
さ
れ
た
際
︑
庭
の
桜
が
季
節
外

れ
の
花
を
咲
か
せ
た
と
い
う
故
事
に
な
ら
い
︑
桜
の
花
を
模
し
た
万
灯
を
飾
り
ま
す
︒ 

２ 圓藏寺新聞 ⼤銀杏 圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

節
分
と
は
季
節
の
分
か
れ
る
時
の
意
味
で
︑
⽴
春
・
⽴
夏
・
⽴
秋
・
⽴

冬
に
移
る
時
を
さ
し
ま
す
︒
中
で
も
⽴
春
は
︑
⼀
年
の
は
じ
め
で
あ
る
た

め
︑
節
分
会
を
⾏
い
︑
邪
気
を
払
い
︑
新
し
い
⼀
年
の
家
内
安
全
・
無
病

息
災
を
祈
願
し
て
⾖
ま
き
を
⾏
い
ま
す
︒ 

年
間
⾏
事
6
⼤
法
要
6 

当
⼭
で
は
︑年
間
を
通
じ
て
年
四
回
⼤
法
要
を
執
り
⾏
い
︑ご
先
祖

様
へ
の
供
養
や
⽇
蓮
⼤
聖
⼈
へ
の
報
恩
法
要
を
執
り
⾏
k
て
お
り
ま

す
︒今
回
は
︑そ
れ
ぞ
れ
の
⾏
事
の
時
期
と
ど
う
い
k
た
意
味
合
い
の

あ
る
法
要
な
の
か
を
改
め
て
お
伝
え
し
て
い
き
ま
す
︒ 

ま
た
︑
近
年
で
は
︑
⼤
法
要
に
加
え
︑
節
分
会
を
復
活
さ
せ
︑
檀
信

徒
様
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
ご
近
所
の
皆
様
や
ご
縁
あ
る
⽅
々
が
供

養
で
き
る
お
寺
・
祈
願
の
出
来
る
お
寺
と
な
り
ま
す
よ
う
努
め
て
お

り
ま
す
︒ 
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※
全
て
の
法
要
は
檀
信
徒
様
以
外
で
も
志
の
あ
る
⽅
ど
な
た
で
も
お
参

り
い
た
だ
け
ま
す
︒
お
参
り
の
際
に
は
︑
ご
本
尊
様
に
お
布
施
︵
お
気
持

ち
︶
を
お
納
め
し
ま
し
S
う
︒ 

ま
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
法
要
︵
ま
た
は
前
後
の
時
期
︶
で
︑﹁
お
墓
参
り
・

卒
塔
婆
建
⽴
・
お
札
祈
願
等
﹂
特
に
何
が
重
要
か
を
○
の
中
に
記
し
ま
し

た
︒
是
⾮
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
︒ 
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平
成
三
十
年
か
ら
復
活
！ 

円
蔵
寺
で
も
か
つ
て
は
毎
年
⾏
k
て
い
た
よ
う
で
し

た
が
︑
残
念
な
が
ら
⻑
く
執
り
⾏
わ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
︒
そ
こ
で
︑
平
成
三
⼗
年
よ
り
新
た
に
復
活
︒
本
堂

で
法
要
を
⾏
k
た
後
は
︑
本
堂
正
⾯
よ
り
⾖
ま
き
を

し
︑
近
所
の
⽅
で
⼤
変
賑
わ
k
て
お
り
ま
す
︒
ち
な
み

に
︑
⽇
蓮
宗
の
お
寺
で
は
⻤
⼦
⺟
神
様
を
祀
る
の
で
︑

﹁
⻤
は
外
﹂
と
は
⾔
わ
な
い
寺
院
も
多
く
あ
り
ま
す
︒ 

 



 
                 !               

３ 圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

本
堂
正
⾯
・
境
内
⼊
⼝
に
あ
る
階
段
の
両
サ
イ
ド
に
⼿
摺
り
を
設
置
致
し

ま
し
た
︒
こ
れ
ま
で
⼿
す
り
が
な
か
k
た
為
︑
不
安
を
覚
え
る
⽅
も
多
か
k

た
か
と
思
い
ま
す
︒ 

総
代
会
に
て
そ
の
旨
を
ご
相
談
し
た
と
こ
ろ
︑﹁
す
ぐ
に
で
も
設
置
し
ま
し

m
う
︒﹂
と
総
代
三
名
様
が
快
く
ご
奉
納
く
だ
さ
り
完
成
に
⾄
り
ま
し
た
︒
当

⼭
に
は
⽇
頃
よ
り
ご
年
配
の
⽅
も
多
く
お
参
り
下
さ
り
︑
今
後
よ
り
安
⼼
し

て
お
参
り
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒⼼
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

当
⼭
の
本
堂
は
昔
な
が
ら
の
⽊
造
建
築
︒
様
々
な
時

代
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
か
ら
こ
そ
の
良
さ
は
あ
る

も
の
の
︑
特
に
畳
に
関
し
て
は
経
年
劣
化
が
激
し
い
状

態
で
し
た
︒ 

⾬
漏
り
の
被
害
に
よ
る
腐
敗
部
分
も
み
ら
れ
︑
場
所

に
よ
k
て
は
フ
ワ
フ
ワ
し
て
お
り
︑
け
が
の
恐
れ
さ
え

あ
る
状
況
で
し
た
︒
そ
う
し
た
中
︑
お
檀
家
様
の
ご
寄

進
を
も
と
に
こ
の
度
本
堂
の
全
て
の
畳
を
新
調
す
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
︒
⼼
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
︑
こ
こ

に
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒ 

い
草
の
良
い
⾹
り
が
堂
内
に
満
ち
︑
本
堂
全
体
が
明

る
く
な
り
ま
し
た
︒
よ
り
安
⼼
感
の
あ
る
中
お
参
り
い

た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
︒
是
⾮
お
参
り
の
際
は
本
堂

の
中
ま
で
あ
が
k
て
い
た
だ
き
︑
お
⼿
を
合
わ
せ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
︒ 

 

※
⼯
事
⼀
式
の
費
⽤
と
し
て
約
三
百
万
円
︒
不
⾜
分
約

百
万
円
に
つ
き
ま
し
て
は
︑
当
⼭
令
和
三
年
度
会
計
よ

り
⽀
出
致
し
ま
し
た
事
を
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

⾦
 

⼆
百
萬
円
也
  

︻
奉
納
者
︼
 

匿
名 

※
円
蔵
寺
は
全
体
的
に
建
⽴
よ
り
年
⽉
の
経
k
た
建

物
が
多
く
︑
修
繕
す
べ
き
箇
所
が
多
く
ご
ざ
い
ま
す
︒

し
か
し
な
が
ら
現
状
︑
全
て
修
繕
す
る
と
莫
⼤
な
資

⾦
が
想
定
さ
れ
る
為
︑
実
現
ま
で
は
⾄
k
て
お
り
ま

せ
ん
︒
お
寺
と
し
て
も
皆
様
に
安
⼼
し
て
お
参
り
い

た
だ
け
ま
す
よ
う
維
持
管
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す

が
︑檀
信
徒
の
皆
様
︑ご
縁
あ
る
皆
様
に
は
今
後
と
も

何
卒
ご
理
解
︑
ご
協
⼒
を
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

※
令
和
三
年
正
⽉
よ
り
︑ご
朱
印
授
与
の
際
に
お
納
め
い
た
だ
い
た
お
布
施
を

も
と
に
境
内
各
所
に
⼿
す
り
を
設
置
す
る
ご
案
内
を
だ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
︒
既
に
沢
⼭
の
⽅
よ
り
ご
賛
同
い
た
だ
き
ご
奉
納
賜
k
て
お
り
︑
⼼
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

こ
れ
ま
で
の
御
朱
印
に
よ
る
ご
奉
納
に
つ
き
ま
し
て
は
︑同
時
に
ご
案
内
し

て
お
り
ま
し
た
﹁
境
内
の
ベ
ン
チ
修
繕
費
・
⽞
関
内
の
⼿
す
り
付
き
ス
ノ
コ
の

設
置
費
﹂
へ
と
当
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
改
め
て
ご
報
告
致
し
ま
す
︒
何
卒
ご
理

解
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
︒ 

◎
境
内
⼿
す
り
⼀
式
︵
本
堂
前
⼀
対
・
境
内
⼊
⼝
⼀
対
︶ 

⾦
三
⼗
⼋
萬
円
也
 

総
代
 

⼩
倉
利
夫 

様 

⾦
 

⼗
⼋
萬
円
也
 

総
代
 

野
⼝
 

武 

様 

⾦
 

⼗
⼋
萬
円
也
 

総
代
 

加
藤
華
⼦ 

様 

◎
本
堂
畳
・
新
調
費
⽤
と
し
て 

本堂内陣（中央部）は、これまで板張りの上に⾚い⽑氈が敷いてありました。畳との境に数ミリの段差があり、また汚れも⽬⽴って
いたため、これを機に全て畳に致しました。安全性も⾼まり、本堂全体が明るい印象になりました。 

奉納感謝 

仏
具
に
埃
が
か
か
ら
な
い
よ
う
︑

⼯
務
店
の
⽅
々
が
丁
寧
に
保
護
を

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒ 



 
    

４ 圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

⼆
〇
⼆
⼀
年
の
⼗
⼀
⽉
⼆
⼗
⼀
⽇
で
︑師
匠
談
志
が
こ
の
世
を
去
k
て
か
ら
丸

⼗
年
︒
そ
し
て
⼆
〇
⼆
⼀
年
が
⼊
⾨
丸
三
⼗
年
で
あ
る
私
は
と
い
う
と
︑
⼊
⾨
し

て
か
ら
九
年
半
が
前
座
だ
k
た
の
で
す
か
ら
︑
ほ
ぼ
丸
⼗
年
が
下
積
み
で
︑
そ
こ

か
ら
師
匠
と
は
約
⼗
年
︑ト
å
タ
ル
で
⼆
⼗
年
し
か
お
付
き
合
い
で
き
な
か
k
た

形
に
な
り
ま
す
︒ 

⽴
川
流
と
は
︑
ひ
と
こ
と
で
⾔
う
な
ら
ば
﹁
天
才
⼯
房
﹂
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
︒
志
の
輔
師
匠
︑
談
春
兄
さ
ん
︑
志
ら
く
兄
さ
ん
と
︑
今
を
時
め
く
兄
弟
⼦
各

位
は
そ
の
天
才
性
を
師
匠
が
⼊
⾨
直
後
か
ら
評
価
す
る
こ
と
に
も
な
り
︑早
々
に

ス
タ
å
ダ
ム
に
駆
け
あ
が
k
た
格
好
で
あ
り
ま
す
︒﹁
志
の
輔
師
匠
の
ポ
ピ
û
ラ

リ
テ
ÿ
﹂︑﹁
談
春
兄
さ
ん
の
⾵
格
﹂︑﹁
志
ら
く
兄
さ
ん
の
狂
気
﹂
は
す
べ
て
師
匠

譲
り
で
そ
れ
ら
が
⼤
衆
の
好
み
と
掛
け
合
わ
さ
れ
て
︑そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
を
獲
得

す
る
に
⾄
り
ま
し
た
︒
が
︑
私
は
と
い
う
と
︑
前
座
で
九
年
半
も
つ
ま
づ
く
鈍
才

で
す
︒
上
記
の
お
三
⽅
と
は
⼀
線
を
画
す
と
こ
ろ
で
す
が
︑
そ
れ
で
も
そ
ん
な
私

に
談
志
が
残
し
て
く
れ
た
最
⾼
の
⾔
葉
は
﹁
俺
に
殉
じ
て
み
ろ
﹂
で
し
た
︒
こ
れ

は
意
訳
す
る
と
﹁
お
前
が
想
像
以
上
に
不
器
⽤
な
の
は
よ
く
わ
か
k
た
︒
だ
と
し 

       

た
ら
︑
そ
の
不
器
⽤
さ
を
貫
い
て
み
ろ
︒
俺
の
昇
進
基
準
を
︑
コ
ツ
コ
ツ
積
み
上

げ
て
み
ろ
︒
鈍
重
さ
を
極
め
ろ
︒
俺
は
我
慢
し
て
付
き
合
k
て
や
る
﹂
と
い
う
こ

と
な
の
で
し
m
う
︒﹁
⼀
を
聞
い
て
⼗
を
知
る
﹂
の
で
は
な
く
﹁
⼗
聞
い
て
や
k

と
⼀
を
知
る
﹂
と
い
う
タ
イ
プ
の
私
も
師
匠
は
﹁
信
じ
て
﹂
く
れ
た
の
で
す
︒
逆

に
⾔
え
ば
︑そ
ん
な
鈍
才
だ
か
ら
こ
そ
談
志
か
ら
か
け
ら
れ
た
⾔
葉
を
い
ま
だ
に

吟
味
し
続
け
る
こ
と
で
⼆
⼗
⼀
冊
も
の
本
が
出
せ
た
の
で
は
と
﹁
信
じ
て
﹂
い
ま

す
︒
何
が
幸
い
す
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
︒
初
⼩
説
﹁
花
は
咲
け
ど
も
噺
せ
ど
も
﹂

に
は
談
春
兄
さ
ん
か
ら
﹁
不
器
⽤
を
拗
ら
せ
た
よ
う
な
男
が
芸
⼈
に
な
k
た
︒
う

ま
く
⽣
き
抜
け
る
わ
け
が
な
い
︒
で
も
︑
だ
か
ら
こ
そ
︑
愛
し
い
﹂
と
︑
⼩
説
の

主
⼈
公
錦
之
助
と
私
と
を
同
時
に
射
貫
く
⾔
葉
を
賜
り
ま
し
た
︒ス
イ
ス
イ
⾏
か

な
い
タ
イ
プ
の
私
で
も
師
匠
は
決
し
て
⾒
捨
て
な
か
k
た
か
ら
こ
そ
す
べ
て
が

つ
な
が
る
の
で
す
︒
ま
た
お
墓
参
り
に
⾏
き
ま
す
︒
あ
︑
コ
ロ
ナ
が
明
け
た
ら
加

藤
副
住
職
を
先
頭
に
み
ん
な
で
師
匠
の
お
墓
参
り
に
⾏
き
ま
せ
ん
か
？   

 
 
 

談
慶
の

 

$
信
じ
て
い
ま
す
か
？
- 

 

 

第
３
回 

落
語
立
川
流
真
打 

立
川
談
慶
師
匠 

コロナ禍を吹き⾶ばしたいと始めたお寺の YouTube チャンネル。 
これまで、お寺で⼈気の寺⼦屋企画より「⽴川談慶・開運落語会」「寺ヨ
ガ」を番外編としてお届けしてきました。そして、本年春からは副住職
が勇気を振り絞って登場、お寺の魅⼒・お坊さんの⽇常などを必死でお
届けしています。素⼈の作りですが、おうち時間に是⾮お楽しみいただ
き、少しでもお寺に興味を持っていただけたら嬉しい限りです。 

!"#$%&'(&')*+,-./0001

!"#$%&'(

!"#$%&'()*+,
,

「⽇蓮⼤聖⼈の御⽣涯(略)」 
「剃髪〜なぜ僧侶は髪を切るのか」 
「お坊さんの DIY シリーズ」 
「お経練習・太⿎の叩き⽅」 
「もう迷わない！お焼⾹の作法」 
「僧侶になるための４ステップ」 
「副住職、ヨガを習う」 などなど 
 
開運落語会／おうちで出来る寺ヨガ 


