
⽇蓮⼤聖⼈の⾔葉から学ぶ：天の三光に⾝をあたため
地の五穀に神を養う

Vol.10

2025

春彼岸号
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彼

岸

!
て
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令
和
七
年
度

●
彼
岸
会
に
は
献
灯
を

本
泉
寺
で
は
春
と
秋
の
彼
岸
法
要
に

/
献
灯
供
養
4
を
行
な
8
て
い
ま
す
=

献
灯
と
は
>
神
社
や
寺
院
に
灯
明
を
奉

納
す
る
こ
と
>
ま
た
は
灯
明
そ
の
も
の

の
こ
と
を
指
す
言
葉
で
す
=

仏
教
に
は
/
光
明
と
は
智
慧
の
か
た

ち
な
り
4
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
=

光
は
心
の
闇
を
照
ら
し
仏
様
の
知
恵
と

慈
悲
を
讃
え
る
と
い
8
た
意
味
で
す
=

大
切
な
ご
先
祖
様
に
慈
悲
の
光
を
お

供
え
し
ま
し
m
う
=

※

献
灯
は
各
家
の
ご
先
祖
だ
け
で
な
く

ペ
t
ト
等
に
も
お
供
え
す
る
事
が
出

来
ま
す
=

春
季
彼
岸
会

彼
岸
会
法
要
終
了
後
/
無
縁
塔
と
水
子
観
音
堂
に
て

墓
前
供
養
を
行
い
ま
す
B
併
せ
て
ご
参
列
く
だ
さ
い
B

法
要
日

令
和
七
年
三
月
二
十
日
,
木
.

時

間

彼
岸
会
法
要

正
午
よ
り

ペ
9
ト
供
養

午
後
二
時
よ
り

場

所

本
泉
寺
本
堂

卒
塔
婆

一
体

四
千
円

献

灯

一
灯

二
千
円

◇
先
祖
各
位
や
水
子
>
ペ
t
ト
の
供
養
な
ど
に 



引
き
続
き
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
2

三
郷
市

恩
田
孝
一

様

三
回
目

計
六
口

八
潮
市

恩
田
勝
廣

様

二
回
目

計
十
三
口

八
潮
市

恩
田
一
夫

様

二
回
目

計
六
口

八
潮
市

恩
田

操

様

二
回
目

計
四
口

八
潮
市

緒
方
智
惠
子
様

二
回
目

計
二
口

新
宿
区

平
野
猛
史

様

一
回
目

計
八
口

八
潮
市

滝
口
勝
四
郎
様

一
回
目

計
三
口

八
潮
市

恩
田
隆
二

様

一
回
目

計
三
口

石
川
塗
装
株
式
会
社

越
谷
市

石
川
智
淳

様

一
回
目

計
三
口

春
日
部
市

髙
橋
真
典

様

一
回
目

計
二
口

足
立
区

恩
田
明
広

様

一
回
目

計
二
口

朝
霞
市

川
端

登

様

一
回
目

計
一
口

葛
飾
区

恩
田
富
美
枝
様

一
回
目

計
一
口

三
郷
市

山
後
和
義

様

一
回
目

計
一
口

八
潮
市

滝
口
義
則

様

一
回
目

計
一
口

八
潮
市

津
谷
一
安

様

一
回
目

計
一
口

株
式
会
社
サ
ン
ラ
イ
ズ

富
士
見
市

杉
山

淳

様

一
回
目

計
一
口

三
郷
市

藤
原

守

様

一
回
目

計
一
口

墨
田
区

恩
田

博

様

一
回
目

計
一
口

八
潮
市

山
田
成
利

様

一
回
目

計
一
口

八
潮
市

井
郷
福
治

様

一
回
目

計
一
口

合
計

六
十
二
口

令
和
六
年
十
一
月
一
日
現
在

奉
納
者
芳
名

本
泉
寺
開
山
四
百
年
慶
讃
浄
財
奉
納
者
芳
名

勧
募
期
間

令
和
九
年
十
月
十
二
日
ま
で

勧
募
金
額

一
口
壱
万
円
よ
り

令
和
6
年

月

三
口

八
潮
市

恩
田
一
夫

様

三
回
目

計
九
口

12

令
和
７
年
１
月

二
口

三
郷
市

恩
田
孝
一

様

四
回
目

計
八
口

十
口

八
潮
市

恩
田
勝
廣

様

三
回
目

計
二
十
三
口

八
口

新
宿
区

平
野
猛
文

様

二
回
目

計
十
六
口

二
口

八
潮
市

山
田
成
利

様

二
回
目

計
二
口

株
式
会
社
サ
ン
ラ
イ
ズ

二
口
富
士
見
市

杉
山

淳

様

二
回
目

計
二
口

株
式
会
社
ミ
ユ
キ
東
京
企
画

二
口

流
山
市

後
藤
幸
美

様

一
回
目

計
二
口

◉
前
号
に
て
緒
方
智
惠
子
様
の
納
入
回
数
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
8

訂
正
し
て
お
詫
び
致
し
ま
す
8



彼
日
本
で
は
春
と
秋
に
彼
岸
と
呼
ば
れ
る
年
中
行
事
が
あ
り
ま
す
8

お
盆
と
同
じ
よ
う
に
お
墓
に
お
参
り
す
る
日
と
思
い
が
ち
で
す

が
D
お
盆
と
お
彼
岸
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
8

彼
岸
と
は
D
サ
ン
ス
ク
リ
N
ト

語
の
パ
S
ラ
ミ
タ
S
W
波
羅
蜜
[

の
訳
で
あ
る
]
到
彼
岸
_
に
由
来

し
て
い
ま
す
8

仏
教
で
は
元
来
D
煩
悩
に
満
ち

溢
れ
る
こ
の
現
世
の
世
界
を
]
此

岸
W
し
が
ん
[
_
と
呼
び
D
あ
の

世
の
世
界
の
事
を
]
彼
岸
W
ひ
が

ん
[
_
と
呼
び
ま
す
8

]
此
岸
_
と
は
]
こ
ち
ら
側
の

岸
_
と
い
う
意
味
で
D
]
彼
岸
_

は
]
あ
ち
ら
側
の
岸
_
を
意
味
し

て
い
ま
す
8

そ
し
て
D
こ
ち
ら
の
岸
と
あ
ち

ら
の
岸
の
間
に
は
川
が
流
れ
て
い

て
D
生
と
死
を
分
け
る
だ
け
で
な

く
D
煩
悩
と
悟
り
D
俗
世
と
来
世

を
分
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
8ま

た
D
古
代
の
中
国
で
は
彼
岸

に
太
陽
が
沈
む
真
西
の
方
角
に
D

極
楽
浄
土
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て

い
て
D
太
陽
が
東
西
へ
一
直
線
に

動
く
]
春
分
の
日
_
と
]
秋
分
の

日
_
は
D
こ
の
世
W
此
岸
[
と
あ

の
世
W
彼
岸
[
が
最
も
通
じ
や
す

い
日
と
考
え
ら
れ
D
死
者
を
偲
ぶ

日
D
来
世
を
偲
ぶ
日
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
8

こ
の
よ
う
に
D
太
陽
の
動
き
や

天
文
学
と
浄
土
信
仰
が
合
わ
さ
«

て
D
]
お
彼
岸
_
と
い
う
風
習
が

成
り
立
«
て
き
た
の
で
す
8

お彼岸の由来

岸"
て
な
に
？

季
節
の
移
り
変
わ
り
を
示
す

言
葉
で
]
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま

で
_
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
8

春
分
と
秋
分
は
D
季
節
の
移

り
変
わ
り
を
示
す
]
二
十
四
節

気
W
に
じ
½
う
し
せ
«
き
[
_

の
ひ
と
つ
で
D
暦
の
上
で
は
春

と
秋
の
折
り
目
と
な
り
ま
す
8

春
分
と
秋
分
は
D
昼
と
夜
の

長
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
に
な
り
ま
す

が
D
春
分
以
降
は
昼
が
長
く
な

る
た
め
寒
さ
が
和
ら
ぎ
D
秋
分

以
降
は
秋
の
夜
長
に
向
か
う
為

涼
し
く
な
«
て
い
き
ま
す
8

こ
う
し
て
彼
岸
を
迎
え
れ
ば

厳
し
い
残
暑
や
寒
さ
に
目
処
が

付
く
た
め
D
]
暑
さ
寒
さ
も
彼

岸
ま
で
_
と
言
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
8

現
代
の
日
本
で
雑
節
の
一
つ

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
彼
岸
は

春
分
と
秋
分
を
中
日
と
し
て
前

後
の
各
３
日
を
合
わ
せ
た
７
日

間
の
事
を
言
い
ま
す
8
最
初
の

日
を
]
彼
岸
の
入
り
_
最
後
の

日
を
]
彼
岸
明
け
_
と
呼
び
D

中
日
に
は
先
祖
に
感
謝
し
D
残

る
六
日
は
悟
り
の
境
地
に
達
す

る
の
に
必
要
な
６
つ
の
徳
目
と

さ
れ
る
]
六
波
羅
蜜
_
を
一
日

暑
さ
寒
さ
も

に
一
つ
ず
つ
修
め
る
日
と
さ
れ

て
い
ま
す
8

此
岸
か
ら
彼
岸
へ
近
づ
く
為

に
善
行
を
積
み
D
先
祖
に
感
謝

す
る
期
間
が
お
彼
岸
で
す
8

彼
岸
の
７
日
間
に
修
す
べ
き

と
さ
れ
る
]
六
波
羅
蜜
_
と
は

ど
の
よ
う
な
善
行
な
の
で
し
÷

う
か
8

岩
波
仏
教
辞
典
に
は
]
大
乗

仏
教
に
お
い
て
菩
薩
に
課
せ
ら

れ
た
６
種
の
実
践
徳
目
で
般
若

経
系
の
初
期
の
大
乗
経
典
が
こ

れ
を
集
大
成
し
た
_
と
あ
る
8

難
し
い
表
現
が
さ
れ
て
い
ま
す

が
D
一
言
で
い
う
と
六
波
羅
蜜

と
は
６
つ
の
善
行
の
事
で
す
8

１)

布
施(

ふ
せ)

財

施
W
衣
食
を
与
え
る
[

法

施
W
真
理
を
与
え
る
[

無
畏
施
W
安
心
を
与
え
る)

２)

持
戒(

じ
か
い)

戒
律
を
守
る
こ
と

３)

忍
辱(

に
ん
に
く
[

苦
難
に
堪
え
忍
ぶ
こ
と

悟
り
へ
の
道



４)

精
進(

し
÷
う
じ
ん)

仏
道
を
実
践
す
る
こ
と

５)
禅
定(

ぜ
ん
じ
÷
う)

瞑
想
で
精
神
を
統
一
す
る
こ
と

６)

智
慧(

ち
え)

悟
り
を
完
成
さ
せ
る
智
慧

の
６
つ
と
な
り
ま
す
8

六
波
羅
蜜
の
中
で
は
こ
の
智
慧

波
羅
蜜
が
肝
要
と
さ
れ
D
前
の
五

波
羅
蜜
は
こ
れ
を
得
る
た
め
の
準

備
手
段
と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い

ま
す
8

お
釈
迦
さ
ま
は
こ
の
よ
う
な
善

行
を
示
し
D
悟
り
に
至
る
道
を
お

示
し
に
な
ら
れ
ま
し
た
8

日
蓮
大
聖
人
と
彼
岸

日
蓮
大
聖
人
は
御
書
_
一
生
成

仏
抄
a
の
一
節
に

]
衆
生
の
心
け
が
る
れ
ば
土
も
け

が
れ
D
心
清
け
れ
ば
土
も
清
し
と

て
D
浄
土
と
い
い
穢
土
と
い
う
も

土
に
二
つ
の
隔
て
な
し
8
た
だ
我

等
が
心
の
善
悪
に
よ
る
と
見
え
た

り
8
衆
生
と
い
う
も
仏
と
い
う
も

亦
か
く
の
如
し
8
迷
う
時
は
衆
生

と
名
付
け
D
悟
る
時
を
ば
仏
と
名

づ
け
た
り
8
譬
え
ば
闇
鏡
も
磨
き

ぬ
れ
ば
玉
と
見
ゆ
る
が
如
し
8
只

今
も
一
念
無
明
の
迷
心
は
磨
か
ざ

る
鏡
な
り
8
こ
れ
を
磨
か
ば
必
ず

法
性
真
如
の
明
鏡
と
な
る
べ
し
8

深
く
信
心
を
発
し
て
D
日
夜
朝
暮

に
ま
た
懈
ら
ず
磨
く
べ
し
8
い
か

よ
う
に
し
て
か
磨
く
べ
き
8
た
だ

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
た
て
ま

つ
る
を
D
こ
れ
を
磨
く
と
は
い
う

な
り
_
と
記
さ
れ
ま
し
た
8

こ
れ
は
D
此
岸
も
彼
岸
も
た
だ

一
つ
の
心
の
置
き
ど
こ
ろ
D
乃
ち

彼
岸
は
我
が
心
の
内
に
あ
る
自
ら

の
心
の
善
悪
に
よ
«
て
お
こ
る
も

の
で
あ
り
D
そ
の
心
を
磨
く
に
は

常
に
お
題
目
を
お
唱
え
す
る
事
で

あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
8

お
釈
迦
さ
ま
は
D
悟
り
に
到
る

た
め
に
六
つ
の
善
行
を
お
説
き
に

な
ら
れ
ま
し
た
が
D
私
た
ち
煩
悩

多
き
凡
夫
に
は
D
す
べ
て
を
行
う

こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
も
の
で

す
8し

か
し
D
日
蓮
大
聖
人
は
お
唱

え
す
る
お
題
目
に
は
６
つ
の
修
行

の
功
徳
が
す
べ
て
納
ま
«
て
い
る

と
説
き
D
私
達
に
は
容
易
で
は
な

い
６
つ
の
修
行
が
唱
題
の
信
心
に

よ
«
て
叶
う
と
さ
れ
た
の
で
す
8

ま
た
_
彼
岸
鈔
a
に
は
]
彼
岸

一
日
の
小
善
は
D
能
く
大
菩
提

に
至
る
な
り
_
と
申
さ
れ
て
い

ま
す
8
こ
れ
は
]
彼
岸
七
日
の

内
に
一
善
の
行
い
を
修
せ
ば
D

悟
り
を
開
い
て
仏
と
な
り
D
他

の
時
節
に
功
徳
を
積
む
よ
り
も

彼
岸
一
日
に
小
善
を
行
え
ば
D

大
い
な
る
悟
り
の
道
に
至
る
こ

と
が
で
き
る
_
と
い
う
こ
と
で

こ
の
時
節
を
よ
く
知
«
た
上
で

小
善
を
行
い
な
さ
い
と
D
私
た

ち
に
お
勧
め
く
だ
さ
«
て
い
ま

す
8

ま
た
D
菩
提
寺
に
出
向
き
D

墓
地
へ
お
参
り
す
る
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
8

墓
参
に
時
間
の
制
限
は
あ
り

ま
せ
ん
が
D
古
来
よ
り
午
後
四

時
以
降
は
仏
さ
ま
の
時
間
と
な

る
の
で
避
け
た
方
が
良
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
8

ま
た
D
供
花
も
匂
い
の
キ
ツ

イ
も
の
や
棘
の
あ
る
花
は
避
け

る
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で

墓
参
用
と
し
て
売
ら
れ
て
い
る

も
の
を
選
べ
ば
良
い
で
す
8

彼
岸
の
お
中
日
を
中
心
に
D

菩
提
寺
の
彼
岸
法
要
で
お
題
目

を
お
唱
え
し
て
仏
道
修
行
に
励

み
D
そ
の
功
徳
を
も
«
て
ご
先

祖
有
縁
の
精
霊
に
ご
回
向
し
た

い
も
の
で
す
8

中
日
は
先
祖
供
養
の
日

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
D
彼

岸
は
７
日
間
に
も
及
ぶ
行
事
で

す
が
D
そ
の
真
ん
中
の
日
で
あ

る
]
中
日
_
は
先
祖
を
敬
う
日

で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
8

自
宅
で
は
ご
先
祖
の
い
ら
«

し
¼
る
仏
壇
を
綺
麗
に
す
る
よ

う
心
掛
け
D
ご
本
尊
や
お
位
牌

仏
具
な
ど
を
丁
寧
に
掃
除
し
ま

し
÷
う
8

お
供
物
に
は
春
は
ぼ
た
も
ち

秋
に
は
お
は
ぎ
が
一
般
的
と
さ

れ
て
い
ま
す
8



子
安
鬼
子
母
神
立
像

像
高

五
十
五
㎝

奥
行

十

六
㎝

明
治
三
十
三
年
造
像

十
羅
刹
女
と
申
す
は
十
人
の
大
鬼
神
女
.
四
天
下

の
一
切
の
鬼
神
の
母
な
り
7
又
十
羅
刹
女
の
母
あ
り

鬼
子
母
神
是
也 

3
日
女
御
前
御
返
事
:

鬼
子
母
神
は
八
大
夜
叉
大

将
の
妻
で
D
五
百
人
の
子
の

母
で
あ
«
た
が
D
こ
れ
ら
の

子
を
育
て
る
だ
け
の
栄
養
を

つ
け
る
た
め
に
人
間
の
子
を

捕
え
て
食
べ
て
い
た
8
そ
の

た
め
多
く
の
人
間
か
ら
恐
れ

ら
れ
て
い
た
8

そ
れ
を
見
か
ね
た
釈
迦
は
D

彼
女
が
最
も
愛
し
て
い
た
末

子
の
ピ
ン
ガ
ラ
W
氷
竭
羅
[

を
鉢
に
隠
し
た
8

彼
女
は
半
狂
乱
と
な
«
て

世
界
中
を
七
日
間
駆
け
抜
け

探
し
回
«
た
が
発
見
す
る
に

は
至
ら
ず
D
助
け
を
求
め
て

釈
迦
に
縋
る
こ
と
と
な
る
8

そ
こ
で
釈
迦
は
D
]
多
く
の

子
を
持
ち
な
が
ら
一
人
を

失
«
た
だ
け
で
お
前
は
そ
れ

だ
け
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
8

そ
れ
な
ら
D
た
だ
一
人
の
子

を
失
う
親
の
苦
し
み
は
い
か

ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
8
_
と
諭

し
D
鬼
子
母
神
が
教
え
を
請

う
と
D
]
戒
を
受
け
人
々
を

お
び
や
か
す
の
を
や
め
な
さ

い
D
そ
う
す
れ
ば
す
ぐ
に
ピ

ン
ガ
ラ
に
会
え
る
だ
ろ
う
_

と
言
«
た
8
彼
女
が
承
諾
し

三
宝
に
帰
依
す
る
と
釈
迦
は

隠
し
て
い
た
子
を
戻
し
た
8

そ
し
て
五
戒
を
守
り
D
施
食

に
よ
«
て
飢
え
を
満
た
す
こ

と
等
を
教
え
た
8
か
く
し
て

彼
女
は
仏
法
の
守
護
神
と
な

り
D
ま
た
D
子
供
と
安
産
の

守
り
神
と
な
り
D
ま
た
盗
難

除
け
の
守
護
と
も
さ
れ
た
8

そ
の
像
は
天
女
の
よ
う
な

姿
を
し
D
子
供
を
一
人
抱
き

右
手
に
は
吉
祥
果
を
持
つ
8

な
お
こ
れ
を
ザ
ク
ロ
で
表
現

〈連載〉

本泉寺⾒仏記

第７回

こやすきしぼじん

子安鬼子母神

す
る
の
は
中
国
文
化
の
影
響

で
あ
り
D
こ
れ
は
仏
典
が
漢

訳
さ
れ
た
時
は
吉
祥
果
の
正

体
が
分
か
ら
な
か
«
た
た
め

に
代
用
表
現
し
た
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
る
が
D
ザ
ク
ロ
が

子
孫
繁
栄
や
豊
穣
の
象
徴
と

し
て
鬼
子
母
神
の
持
ち
物
と

な
«
た
と
す
る
説
も
あ
る
8

當
山
の
子
安
鬼
子
母
神
像

は
明
治
二
十
年
に
起
き
た
本

堂
火
災
に
よ
«
て
焼
失
し
た

鬼
子
母
神
像
を
再
建
し
た
像

で
あ
り
D
明
治
三
十
三
年
に

二
十
三
世
常
在
院
日
泰
上
人

に
よ
«
て
十
羅
刹
女
像
と
共

に
開
眼
さ
れ
た
像
で
あ
る
8

現
在
の
彩
色
は
造
像
当
時

の
も
の
で
あ
り
D
経
年
に
よ

る
劣
化
が
激
し
く
D
良
い
状

態
と
は
言
え
な
い
8
早
急
な

修
復
作
業
が
待
た
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
8

鬼
神
の
母



Topics
お寺の掲示板

當⼭鱬鱴令和９年鱰迎鱍鲐開⼭４００
年鱳佳節鱰向鱖鱫皆様鱐鲎貴重鱯浄財
鲗鱉鱤鱥鱉鱫鱏鲏鲃鱞鱑、鱘鱳度、慶
讃事業鱭鱜鱫本堂天井鱰⿓神図鲗設置
鱞鲐事鱑決定致鱜鲃鱜鱤。
製作鱴⾝延⼭東⾕鱰鱇鲐美術集団「彫
⽞堂」鱰依頼鱜鱫鱉鲃鱞。
詳細鱴鱏鱨鱫鱙報告鱉鱤鱜鲃鱞鱳鱬今
鱜鱵鲎鱔鱏待鱦鱔鱥鱚鱉。

市内鱳葬儀社「鲳鳤鳚鳃鱅藤波」様
鲍鲏、墓参⽤鱳桶鱭柄杓鲗３鲳鲻鳀
鱙奉納鱉鱤鱥鱒鲃鱜鱤。
派⼿鱰名前鱑⼊鱨鱫鱏鲏鲃鱞鱑鱠鱨
鱐鱔鱳鱙厚意鱬鱞鱳鱬、使鲔鱠鱫鱉
鱤鱥鱒鲃鱞。
本堂前鱳⽔場鱰２鲳鲻鳀、本堂裏鱳
⽔場鱰１鲳鲻鳀置鱐鱠鱫鱉鱤鱥鱒鲃
鱞鱳鱬、鱙使⽤鱰鱯鲐際鱴、奉納鱰
感謝鱜、⼤切鱰鱙使⽤鱔鱥鱚鱉。

墓参⽤桶鱳奉納

龍神様が来る

縦横３メートル程度の
⿓神様が描かれる予定
です。
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◉
二
月
十
日
に
大
荒
行
堂
が
閉
堂
し
た
8
行
僧
を
束
ね

る
埼
玉
県
修
法
師
会
の
会
長
を
務
め
て
い
る
都
合
上
D

荒
行
僧
の
帰
山
式
に
参
列
し
た
が
D
行
僧
の
祈
祷
は
他

に
類
を
見
な
い
程
の
迫
力
で
あ
«
た
8

私
の
五
度
目
の
入
行
は
い
つ
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
8

⽇
蓮
⼤
聖
⼈
の
⾔
葉
か
ら
学
ぶ

天
の
三
光
に
身
を
あ
た
た
め

地
の
五
穀
に
神
を
養
う

【
四
恩
抄
】

こ
の
言
葉
は
日
蓮
宗
の
僧
侶
が
修
行
中
の
食
事

前
に
唱
え
る
9
食
法
;
と
い
う
言
葉
で
す
A

私
達
の
生
命
は
F
天
の
三
光
J
日
・
月
・
明
星
O

と
地
の
五
穀
J
米
・
麦
・
粟
・
豆
・
き
び
等
O
と
い

う
大
自
然
の
恩
恵
に
よ
`
て
存
在
し
て
い
ま
す
A

そ
れ
故
に
そ
の
恵
み
に
感
謝
の
念
を
持
ち
続
け
る

事
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
を
教
え
て
い
ま
す
A

地
球
の
恵
み
と
神
仏
や
先
祖
に
感
謝
す
る
と
同
時

に
F
身
と
心
を
健
康
に
保
ち
F
そ
し
て
今
度
は
他
へ

報
謝
す
る
こ
と
を
教
え
説
く
言
葉
な
の
で
す
A

三
月
以
降
の
年
中
行
事

○
春
季
彼
岸
会

三
月
二
十
日
K
水
・
祝
H

○
願
満
地
蔵
尊
大
祭

三
月
二
十
八
日
K
木
H

○
開
運
大
黒
祭
K
甲
子
日
H

四
月
二
十
五
日
K
金
H

六
月
二
十
四
日
K
火
H

て
ん

さ
ん
こ
う

み

ち

ご
こ
く

た
ま
し
い
や
し
な

小 部 屋
茶坊主の


