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春 
 

お
彼
岸

お彼岸期間中(3月18日～24日)には本堂でお焼香のうえ

卒塔婆をお持ちいただき、お墓参りください。

●受付時間：午前9時～午後5時●

卒塔婆をお持ちいただく前に必ず受付にお寄りください。

お墓参りと卒塔婆はお彼岸中いつでもどうぞ

彼岸法要

3月21日(春分の日) 午後２時～

コロナ対応として行っておりました彼岸法要の分散化は

終了させて頂き、21日(春分の日)のみとなります。
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同
封
の
〝
卒
塔
婆
申
込
用
紙
〟
に
必
要
事

項
を
ご
記
入
い
た
だ
き
同
封
の
返
信
用
封
筒
・

Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

 
 

供
養
料
・
卒
塔
婆
料
は
、
お
布
施
袋
に
お
納

め
い
た
だ
き
、
受
付
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。

　

表
面
に
は
お
名
前
を
、
裏
面
に
は
内
訳
や
合

計
金
額
を
お
書
き
く
だ
さ
い
。

「
お
布
施
袋
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

卒
塔
婆
の
申
込
は
3
月
13
日
ま
で
に

生
花
と
お
線
香

　

3
月
18
日
～
24
日
ま
で
は
墓
地
裏
口
（
小

学
校
側
）
を
臨
時
駐
車
場
と
し
て
開
放
し
て

お
り
ま
す
。
小
学
校
の
前
の
道
路
は
、
朝
8

時
30
分
迄
は
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
の
た
め
車
両

進
入
禁
止
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

駐
車
場
の
ご
案
内

生　

花
：
1
対 

1
5
0
0
円
（
お
線
香
付
）

お
線
香
：
1
0
0
円

 
 
※

墓
地
で
は
販
売
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で

　

 
 

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

3
月
18
日
～
24
日
ま
で
受
付
に
て
お
墓
用
の

生
花
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
：
０
４
５-

８
１
２-
７
６
７
６
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３ 
月

 
 

18
日 

…
 

中
村
地
区 

三
・
四
丁
目 

方
面

 
 

19
日 

…
 

下
地
区 

二
丁
目

 
 

20
日 

…
 

金
房
地
区

 
 

22
日 

…
 

上
矢
部
羽
沢
地
区

 
 

　
　

 
…
 

旭
区
南
本
宿
方
面

 
 

23
日 

…
 

歌
舞
伎
地
区
一
丁
目

お葉書で日時を

  ご連絡いたします

地
元 

お
彼
岸 

棚
経

ど
う
ぶ
つ
供
養
会

　

３
月
21
日
（
春
分
の
日
）
午
前
11
時
よ
り
本
堂
に
て
、
「
ど
う
ぶ

つ
供
養
会
」を
行
い
ま
す
。
納
骨
さ
れ
て
い
る
方
を
は
じ
め
、
ペ
ッ

ト
を
亡
く
さ
れ
た
一
般
の
方
も
お
参
り
頂
け
ま
す
の
で
、
ご
参

列
、ご
焼
香
く
だ
さ
い
。

※

納
骨
を
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
専
用
の
卒
塔
婆
申
込
用
紙
を
郵

　

送
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

※

納
骨
を
さ
れ
て
い
な
い
方
で
、
卒
塔
婆
供
養
を
ご
希
望
の
方
は

　

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ま
か
ら
納
め
て
頂
い
て
お
り
ま
す
、
護
持
費
（
年
会
費
）

の
「
会
計
決
算
報
告
書
」
の
形
式
を
改
訂
す
る
こ
と
が
先
日
の

役
員
会
で
決
定
し
ま
し
た
。

 
 

現
在
、
護
持
会
の
会
計
担
当
者
・
会
計
監
査
担
当
者
・
妙
法

寺
の
顧
問
税
理
士
、
妙
法
寺
住
職
と
協
議
を
重
ね
、
決
算
報
告

書
の
改
訂
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

 
 ◎

変
更
へ
の
経
緯

 
 

先
代
住
職
の
時
代
か
ら
慣
例
と
し
て
、
皆
様
か
ら
納
め
て
頂

い
て
お
り
ま
す
年
会
費
は
、「
護
持
費
」と
「
墓
地
管
理
費
」
の
二

つ
に
分
け
ら
れ
、
「
護
持
費
」
の
み
会
計
決
算
報
告
が
行
わ
れ
、

５
月
頃
に
「
会
計
決
算
報
告
書
」を
郵
送
し
、
お
知
ら
せ
し
て
お

り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
宗
教
団
体
へ
の
献
金
問

題
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
な
か
、
妙
法
寺
も
会
計
報
告
へ
の
一
層

の
透
明
性
が
必
要
と
鑑
み
、
二
つ
に
分
け
て
い
た
慣
例
を
撤
廃

し
、「
墓
地
管
理
費
」を
含
め
た
会
計
決
算
報
告
を
行
う
こ
と
が

先
日
開
催
さ
れ
た
役
員
会
で
決
定
致
し
ま
し
た
。

～
妙
法
寺
護
持
会
よ
り
～

 
 

護
持
費
の
会
計
決
算
報
告
書
が
変
更
に
な
り
ま
す
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次
回
の
ご
案
内

次
回
の
ご
案
内

 

２
月
５
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た

浄
心
道
場
に
は
、
１
０
０
名
を
超

え
る
方
々
が
ご
参
加
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
三
重
県
の
四
天
王
寺
様

か
ら
お
招
き
を
致
し
ま
し
た

倉
島
隆
行
さ
ん
の
丁
寧
に
つ
く

ら
れ
た
「
聖
徳
太
子
」
の
お
話
は
、

と
て
も
わ
か
り
や
す
く
奥
深
い
お
話
で
、
参
加
者
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で

は
、
〝
わ
か
り
や
す
か
っ
た
〟
〝
日
本
人
と
し
て
の
尊
厳
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
た
〟
〝
十
七
条
憲
法
を
深
く
理
解
で
き
た
〟
〝
次
回
か
ら
も
参

加
し
た
い
〟
な
ど
、
嬉
し
い
コ
メ
ン
ト
を
頂
き
、
次
回
開
催
の
大
き
な
励
み

と
な
り
ま
し
た
。

３
月
５
日
（
日
）

午
後
２
時
～
： 

供
養
会
（
お
経
の
時
間
）

午
後
３
時
～
： 

法
話
会
（
法
話
の
時
間
）

法
話
会
で
は
天
台
宗 

普
賢
寺
住
職 

小
野
常
寛
さ
ん

を
お
招
き
し
、
天
台
宗
開
祖
「
最
澄
」
さ
ん
の
ご
法
話

を
頂
き
ま
す
。
是
非
、
お
楽
し
み
に
！

浄 

心 

道 

場

４
月
８
日
（
土
）
、
９
日
（
日
）
に
は
、

　

本
堂
前
に
お
釈
迦
様
の
降
誕
仏
を
奉
安
し
、

　
　

ど
な
た
で
も
甘
茶
を
か
け
て
お
参
り
頂
け
ま
す
。

　
　
　

妙
法
寺
の
自
慢
の
桜
も
ご
一
緒
に
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
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今回の「住職のコーヒータイム」は
仏教の「悟り」について考えて参ります

 どうぞお楽しみに!!

住
職
の
今
年
の
抱
負
は

掃
除
に
よ
っ
て
悟
り
を
開
い
た
お
釈
迦
様
の
弟
子

御祈祷会の余興で疫病退散を祈り行われた秋田
県男鹿半島の伝統行事の「なまはげ」。迫力の
演技でした。

 
 

お
正
月
に
行
わ
れ
た
御
祈
祷
会
で
、
今
年

の
私
の
抱
負
と
し
て
「
自
分
が
出
来
る
こ
と

を
や
る
」と
い
う
、
い
た
っ
て
当
た
り
前
で
、

シ
ン
プ
ル
な
抱
負
を
お
話
し
ま
し
た
。
し
か

し
「
自
分
の
出
来
る
こ
と
を
一
生
懸
命
に
や

る
」
っ
て
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
せ
ん
か
？
仏
教
的
に
は
ス
ゴ
く
深
い
意

味
が
あ
る
ん
で
す
。
今
日
は
そ
ん
な
お
話
を

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

 
 

お
釈
迦
様
に
は
周
梨
槃
特
と
い
う
愛
弟
子
が
い
ま
し
た
。
周
梨
槃
特
は
兄

の
摩
訶
槃
特
に
誘
わ
れ
て
お
釈
迦
様
の
弟
子
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
兄
は
と

て
も
頭
が
良
く
聡
明
な
弟
子
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
弟
の
周

梨
槃
特
は
、
物
覚
え
が
悪
く
、
お
釈
迦
様
の
教
え
を
聞
い
て
も
す
ぐ
に
忘
れ
て

し
ま
い
、
自
分
の
名
前
す
ら
も
覚
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
自
分
の
名
前
を

彫
っ
た
板
を
背
負
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

あ
る
日
の
こ
と
、
周
梨
槃
特
は
ひ
と
り
、
お
寺
の
門
の
前
で
泣
い
て
い
ま
し

た
。
見
か
ね
た
お
釈
迦
様
が
優
し
く
声
を
か
け
る
と
周
梨
槃
特
は
〝
も
う
仏

弟
子
を
や
め
た
い
で
す
〟
と
訴
え
ま
す
。
〝
優
秀
な
兄
と
く
ら
べ
私
は
物
覚

え
が
悪
い
、
お
釈
迦
様
の
教
え
の
ひ
と
つ
も
覚
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
ん

な
自
分
が
情
け
な
い
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
愚
か
者
に
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
〟

し
ゅ 

り 
 

は
ん 

ど
く

ま 
 
 

か 
 

は
ん 

ど
く
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自
他
の
抜
苦
与
楽

こ
ん
な
逸
話
が
残
っ
て
い
ま
す

　

「
仏
教
の
悟
り
」
と
聞
く
と
「
厳
し
い
修
行
の
先
に
得
ら
れ
る
も
の
」「
難
し

い
経
典
を
理
解
し
て
得
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
？
。
し
か
し
周
梨
槃
特
の
よ
う
に
、
難
し
い
教
え
を
理
解
せ
ず

と
も
悟
り
を
開
か
れ
た
仏
弟
子
は
多
く
経
典
の
な
か
に
登
場
し
ま
す
。
仏
教

で
は
「
悟
り
＝
自
他
の
抜
苦
与
楽
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
抜
苦
与

楽
」と
は
、
〝
苦
し
み
を
抜
い
て
、
楽
や
喜
び
を
与
え
る
〟
と
い
う
意
味
で
す
。

自
分
自
身
が
周
り
の
人
々
の
た
め
に
出
来
る
こ
と
を
精
一
杯
に
頑
張
る
こ
と

で
、
周
囲
の
人
々
に
喜
び
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
周
り
の
人
が
喜
ん
で
く
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
〝
自
分
も
人
の
役
に

立
て
る
〟
と
い
う
喜
び
や
、
や
り
甲
斐
が

生
ま
れ
る
。こ
れ
が
「
自
他
の
抜
苦
与
楽
」

と
言
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
一
見
す
る
と
自

分
が
出
来
る
こ
と
を
一
生
懸
命
に
や
る

と
い
う
当
た
り
前
の
よ
う
な
事
が
実
は

仏
教
的
な
生
き
方
で
は
な
い
か
と
感
じ
て

い
ま
す
。

と
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
は
「
悲
し
む
こ
と
は
無
い
。
そ
な

た
は
自
分
の
愚
か
さ
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
世
の
中
に
は
、
自
身
の
愚
か
さ
を

自
覚
し
な
い
で
い
る
者
が
多
い
。
愚
か
さ
を
知
る
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
な
こ

と
だ
。
」と
優
し
く
慰
め
ら
れ
、「
周
梨
槃
特
は
誰
よ
り
も
掃
除
が
得
意
で
は
な

い
か
！
」と
、
一
本
の
箒
と
「
塵
を
払
わ
ん
、
垢
を
除
か
ん
」
の
言
葉
を
授
け
ら

れ
ま
し
た
。
周
梨
槃
特
は
そ
れ
か
ら
毎
日
「
塵
を
払
わ
ん
、
垢
を
除
か
ん
」と
繰

り
返
し
唱
え
な
が
ら
、
精
舎
（
お
釈
迦
様
と
弟
子
達
が
修
行
す
る
お
寺
）
の
掃

除
を
し
続
け
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
も
あ
り
、

精
舎
の
庭
は
い
つ
も
キ
レ
イ
、
修
行
を
す
る
お

堂
は
い
つ
も
ピ
カ
ピ
カ
、
修
行
僧
た
ち
は
気
持

ち
よ
く
修
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
い

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
ひ
た
む
き
な
姿
に
、
当
初

は
バ
カ
に
し
て
い
た
周
囲
の
弟
子
た
ち
か
ら

も
尊
敬
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、
精
舎
の
塵
だ

け
で
は
な
く
、
人
々
の
心
も
清
ら
か
に
し
、
最

後
に
は
掃
除
に
よ
っ
て
悟
り
を
得
た
と
伝
え

ら
れ
て
お
り
ま
す
。

じ 
 

た

み
ょ
う
が

ほ
う
き

あ
か

の
ぞ

は
ら

ち
り

し
ょ
う
じ
ゃ

に

ば
つ 

 

く 
 

よ 
 

ら
く

　

周
梨
槃
特
が
亡
く
な
っ
た
後
、
そ
の
お
墓
の
周
辺
か

ら
名
前
は
わ
か
ら
な
い
が
、
食
べ
る
と
美
味
し
い
植
物

が
生
え
て
き
ま
し
た
。
い
つ
し
か
人
々
は
そ
の
植
物
の

こ
と
を
「
茗
荷
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

周
梨
槃
特
が
自
身
の
名
前
を
荷
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら

由
来
し
ま
す
。そ
の
た
め「
茗
荷
を
食
べ
る
と
、物
忘
れ
が

ひ
ど
く
な
る
」と
言
わ
れ
る
の
も
、
周
梨
槃

特
の
逸
話
か
ら
き
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
赤

塚
不
二
夫
さ
ん
の
代
表
作
「
天
才
バ
カ
ボ

ン
」
に
出
て
く
る｢

レ
レ
レ
の
オ
ジ
サ
ン｣

も
周
梨
槃
特
が
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
言
わ

れ
て
お
り
ま
す
。



開催の詳細は妙法寺のHPまたは公式のSNSをご覧ください。
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日蓮聖人御降誕800年記念事業
日蓮聖人御真筆を未来へ

繋げるプロジェクト

中 間 報 告
こちらのQRからも

ご覧いただけます。

皆様からの多大なるご寄付に心より感謝申

し上げます。ご寄付いただきました方の御

芳名はホームページに掲載させていただい

ております。是非ご覧くださいませ。

※掲載不可の方はお載せしておりません。

こちらのQRからも

ご寄付いただけます。

昨年末に半田九清堂に伺った際の日蓮聖人の御真蹟の修復の進捗状

況をご報告させていただきます。

( 左写真 ) 修復作業は無事に終え、その修復した御真蹟の裏側を見

せて頂きました。ひび割れていた箇所には補強のための細い和紙が、

一枚一枚丁寧に貼られていました。表面は、日蓮聖人が書かれた墨が

これ以上剥げ落ちないように、文字の上から丁寧に膠（にかわ）を施

してあるそうです。

（上写真）新しく表装する生地を選定。表

装する生地は京都の最高級の西陣織だ

そうです。

掛け軸の古い芯棒を、新しい芯棒に換えるため、特別な墨を使い、次

ぎに修復する数百年後の人たちに思いをはせながら、書き入れを行

いました。

引き続き、ご寄付を募集しており
ます。皆様からのお力添え、よろし
くお願い致します。
ご寄付は、妙法寺にご持参いただ
くか、オンラインでも受け付けて
おります。
詳細は妙法寺のホームページをご
覧いただくか、下記のＱＲコード
からアクセスください。

日蓮聖人御真筆を
未来へ繋げるプロジェクト

寄付募集中


