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TOPIC
「伝教」扁額完成  伝教大師一千二百年大遠忌記念

二
月
三
日
節
分
会
大
般
若
経
転
読
法
要

転
禍
為
福
護
摩
祈
願

　

毎
年
二
月
三
日
、
当
山
で
は
、
護
摩
供
修
法
と
共
に
大
般

若
転
読
を
行
い
、皆
様
の
転
禍
為
福
（
禍
い
転
じ
て
福
と
為
す
）

を
祈
願
す
る
節
分
会
を
執
り
行
い
ま
す
。

　

六
〇
〇
卷
に
も
及
ぶ
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
を
、
経
本

を
空
中
で
め
く
る
、「
転
読
」
と
い
う
独
特
の
方
法
で
お
唱
え

し
ま
す
。
大
般
若
転
読
の
功
徳
は
大
き
く
、
転
読
の
風
に
あ

た
れ
ば
様
々
な
ご
利
益
が
得
ら
れ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

開
催
日
時
：
令
和
五
年
二
月
三
日

日　
　

程
：
午
後
三
時　
　

大
般
若
転
読
法
要

　
　
　
　
　

午
後
四
時　
　

法
要
参
加
者
に
よ
る
福
引
会

　
　
　
　
　

午
後
四
時
半　

豆
ま
き
式
（
開
催
未
定
）

節
分
会
参
加
申
込
に
つ
い
て

受　

付　

期　

間
：
令
和
五
年
一
月
四
日
〜
三
十
一
日

授　
　

与　
　

品
：
護
摩
祈
願
札
（
願
意
を
お
選
び
い
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　

け
ま
す
）・
大
般
若
転
読
紙
札
・
節
分
会

　
　
　
　
　
　
　
　

限
定 

「
転
禍
為
福
」
特
別
御
守
り
・
福
枡
・

　
　
　
　
　
　
　
　

福
豆
・
厄
除
飴
・
福
小
判
福
引

参　
　

加　
　

費
：
一
万
円節分会授与品

大般若転読

新
年
一
番
護
摩
祈
願
札

　
　
　
　

予
約
申
込
受
付
中

一
月
三
日
大
縁
日
秘
仏
大
師
像
御
開
帳

大
護
摩
供
修
法

　

龍
蔵
寺
で
お
祀
り
し
て
い
る
元
三
大
師
さ
ま
の
大
縁
日
で
あ

る
一
月
三
日
は
、
秘
仏
大
師
像
の
御
開
帳
と
共
に
、
大
護
摩
供

を
終
日
お
こ
な
い
、
皆
様
の
安
寧
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
大
師
ゆ
か
り
の
当
山
を
お
参
り
し
て
、
今
年
一
年
の
厄

除
け
を
御
祈
願
く
だ
さ
い
。

開
催
日
時
：
令
和
五
年
一
月
三
日　

午
前
０
時
〜
午
後
四
時

受　

付　

期　

間
：
令
和
四
年
十
二
月
一
日
〜
三
十
一
日

事
務
所
受
付
時
間
：
午
前
九
時
〜
午
後
四
時

※

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付
・
郵
送
あ
り

　
　
　
　
　

 

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

護
摩
札
（
厄
除
け
／
方
位
除
け
／
家
内
安
全
／
身
上
安
全
／
商

売
繁
昌
／
交
通
安
全
／
学
業
成
就
／
合
格
祈
願
／
當
病
平
癒
／

大
凶
除
災
／
良
縁
祈
願…

）

一
体
【
一
祈
願
・
一
氏
名
】：
五
千
円

護摩祈願札

一月三日限定　白色角大師お守り

発
行
日
：
令
和
四
年
十
二
月
一
日

発
行
所
：
青
柳
山
談
義
堂
院
龍
蔵
寺

発
行
人
：
眞
木 

興
空

編
集
人
：
眞
木 

興
遼

編
集
後
記

◆

◆

◆

　

来
年
の
干
支
で
あ
る
兎
。
兎
に
は
、
そ
の

身
を
火
に
投
じ
、
自
分
の
体
で
も
っ
て
布
施

を
お
こ
な
っ
た…

と
い
う
有
名
な
仏
教
説
話

が
あ
り
ま
す
。

　

つ
い
保
身
に
走
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
私
で

す
が
、
来
年
は
兎
を
見
習
い
、
勇
気
を
も
っ

て
困
難
と
い
う
火
に
も
身
を
投
じ
て
い
き
た

い
と
思
う
次
第
で
す
。

　

新
し
く
迎
え
る
年
が
皆
様
に
と
っ
て
よ
り

よ
い
年
と
な
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
副
）

コラム：「面が割れる」宝誌和尚立像◆

一月三日大縁日について

二月三日節分会について

ホームページは
こちらから

　

昨
年
暮
れ
上
毛
新
聞
社
か
ら
刊
行
い
た
し

ま
し
た
〈
住
職
法
話
集
〉
は
、
お
陰
様
で
好

評
を
い
た
だ
き
、
年
明
け
に
再
増
刷
（
第
３

刷
）
を
行
う
予
定
で
す
。

　

ま
た
次
作
ご
要
望
の
お
声
も
頂
戴
し
、
現

在
〈
法
話
集
２
〉
の
制
作
に
も
取
り
か
か
っ

て
お
り
ま
す
。

　

完
成
は
、
令
和
５
年
春
彼
岸
頃
の
見
込
み

で
す
。 住

職
法
話
集
２　

鋭
意
製
作
中



※

こ
の
記
事
は
、
龍
蔵
寺
墓
地
水

屋
に
掲
示
し
て
い
る
「
お
墓
ま
い

り
の
法
話
」
か
ら
の
転
載
で
す
。

「
お
墓
ま
い
り
の
法
話
」
は
随
時
更

新
し
て
い
ま
す
の
で
、
門
前
掲
示

板
の
「
今
月
の
こ
と
ば
」
と
共
に
、

ぜ
ひ
お
目
通
し
く
だ
さ
い
。

宝誌和尚立像（ほうしわじょうりつぞう）
重要文化財　京都 西往寺 蔵
京都国立博物館ホームページより転載

ち
ょ
っ
と
寄
り
道

仏
教
コ
ラ
ム
６

 

「
面
が
割
れ
る
」

　

そ
の
人
物
の
正
体
・
素
性
が

分
か
る
こ
と
を
、「
面
が
割
れ

る
」
な
ど
と
申
し
ま
す
が
、
そ

ん
な
言
葉
を
思
い
出
さ
せ
る
、

と
て
も
珍
し
い
仏
さ
ま
が
右
の

仏
像
で
す
。

　

端
正
な
表
情
を
し
た
僧
侶
の

顔
が
中
央
で
二
つ
に
割
れ
、
そ

の
下
か
ら
、
厳
し
い
表
情
を
し

た
「
仏
像
ら
し
き
お
顔
」
が
覗

い
て
い
ま
す
ね
。
こ
の
お
姿
の

主
は
、
宝
誌
和
尚
（
ほ
う
し
わ

じ
ょ
う
）
と
い
う
中
国
・
南
北

朝
時
代
の
お
坊
さ
ん
で
す
。

　

宝
誌
和
尚
は
、
予
言
を
し
た

り
、
分
身
の
術
が
使
え
た
り
、

離
れ
た
場
所
の
様
子
を
察
知
し

た
り…

等
の
、
不
思
議
な
魔
力

を
持
っ
て
い
た
た
め
、
時
の
皇

帝
か
ら
深
い
信
頼
を
得
て
い
た

高
僧
な
の
で
す
が
、
こ
の
仏
像

に
は
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

あ
る
時
、
仏
教
を
信
奉
し
て

い
た
梁
の
武
帝
が
、
宝
誌
和
尚

の
お
姿
を
残
そ
う
と
、
画
家
に

命
じ
て
肖
像
を
描
か
せ
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
、
和
尚
は
「
私
の

　

日
本
天
台
宗
の
開
祖
で

あ
る
、最
澄
（
さ
い
ち
ょ
う
）

さ
ま
は
、
入
滅
後
、
日
本

史
上
初
の
大
師
号
で
あ
る

「
伝
教
大
師
（
で
ん
ぎ
ょ
う

だ
い
し
）」
と
い
う
諡
号
（
し

ご
う
＝
生
前
の
行
い
を
尊

び
没
後
に
天
皇
か
ら
贈
ら

れ
る
称
号
）
を
勅
諡
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
天
台

宗
の
総
本
山
、
比
叡
山
延

暦
寺
の
中
心
の
お
堂
で
あ

る
根
本
中
堂
（
こ
ん
ぽ
ん

ち
ゅ
う
ど
う
）
に
は
、
昭

和
天
皇
ご
染
筆
の
「
傳
教

（
傳
は
伝
の
旧
字
体
）」
と

い
う
二
文
字
が
書
か
れ
た
、

大
き
な
扁
額
（
へ
ん
が
く
）

が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

龍
蔵
寺
の
本
堂
で
は
今

ま
で
こ
の
額
の
写
し
を
掲

げ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ

の
度
、
伝
教
大
師
一
千
二

百
年
大
遠
忌
に
あ
た
り
、

当
山
に
お
い
て
も
比
叡
山

と
同
様
の
額
を
作
成
致
し

ま
し
た
。
お
堂
に
合
わ
せ

て
大
き
さ
は
現
物
よ
り
小

さ
く
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

綺
麗
な
曲
線
の
縁
や
ど
っ

し
り
と
し
た
佇
ま
い
は
そ

の
ま
ま
に
、
小
ぶ
り
な
が

ら
荘
厳
な
仕
上
が
り
と
な

り
ま
し
た
。
中
央
に
掲
げ

ら
れ
た
額
に
よ
り
、
堂
内

の
空
気
が
引
き
締
ま
っ
た

よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

法
要
等
で
お
参
り
の
際

に
、
是
非
ご
覧
い
た
だ
き
、

伝
教
大
師
さ
ま
に
想
い
を

馳
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

真
実
の
姿
を
描
く
と
い
い…

」

と
言
っ
て
、
自
ら
の
顔
を
裂
い

た
そ
う
で
す
。
す
る
と
顔
の
中

か
ら
、
十
一
面
観
音
菩
薩
の
お

姿
が
現
れ
た…

と
の
こ
と
。
な

る
ほ
ど
、
よ
く
見
る
と
、
下
か

ら
現
れ
て
い
る
お
顔
の
額
の
上

に
は
、
十
一
面
観
音
特
有
の
小

さ
な
仏
像
が
、
冠
の
よ
う
に

載
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
逸
話
は
、「
人
の
内
面

に
は
、
実
は
仏
が
い
る
の
だ
よ
」

と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
煩
悩
に
覆
わ

れ
て
、
普
段
な
か
な
か
そ
の
真

実
の
姿
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、

自
分
自
身
も
、
周
囲
の
人
々
も
、

一
人
ひ
と
り
の
真
実
の
姿
は
、

慈
悲
深
い
仏
さ
ま…

。
そ
う
信

じ
て
、
互
い
に
拝
み
合
い
な
が

ら
暮
ら
せ
た
ら
素
晴
ら
し
い
で

す
ね
！

令
和
五
年　

年
回
表

一　

周　

忌　

令
和　

四　

年

三　

回　

忌　

令
和　

三　

年

七　

回　

忌　

平
成
二
十
九
年

十 

三 

回 

忌　

平
成
二
十
三
年

十 

七 

回 

忌　

平
成 

十 

九 

年

二
十
三
回
忌　

平
成 

十 

三 

年

二
十
七
回
忌　

平
成　

九　

年

三
十
三
回
忌　

平
成　

三　

年

五 

十 

回 

忌　

昭
和
四
十
九
年

百　

回　

忌　

大
正 

十 

三 

年　

伝
教
大
師
一
千
二
百
年
大
遠
忌

「
傳
教
」
扁
額
完
成

額正面　総欅の重厚感のある造り

本堂中陣全景

つぼみのような前へのふくらみが特徴的以前まで掲げていた「写し」

　

天
台
宗
の
根
本
経
典
で

あ
る
『
法
華
経
』
に
は
、

お
釈
迦
さ
ま
が
語
ら
れ
た

教
え
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

伝
教
大
師
さ
ま
は
、
そ

の
教
え
を
大
切
に
さ
れ
、

天
台
宗
の
教
理
は
お
釈
迦

さ
ま
か
ら
直
接
繋
が
っ
た

教
え
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
ま
す
。

　

伝
教
大
師
さ
ま
に
は
、

不
思
議
な
力
で
人
を
助
け

た
り
、
奇
跡
を
起
こ
し
た

り
と
い
っ
た
伝
説
が
語
ら

れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
い

わ
ゆ
る
「
伝
教
大
師
信
仰
」

と
い
っ
た
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
は
、

伝
教
大
師
ご
自
身
が
、
自

分
は
あ
く
ま
で
仏
さ
ま
か

ら
伝
わ
っ
た
バ
ト
ン
を
受

け
継
ぎ
、
そ
れ
を
次
代
に

渡
し
て
い
く
役
目
に
す
ぎ

な
い
の
だ
と
、
考
え
て
い

た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
お
心
を
表
す
よ
う

に
、
伝
教
大
師
さ
ま
は
「
自

分
が
死
ん
で
も
、
私
の
供

養
の
為
に
仏
像
を
作
る
な
、

写
経
を
す
る
な
。
た
だ
、

仏
の
教
え
を
受
け
継
い
で

い
く
と
い
う
私
の
志
を
次

の
人
に
伝
え
な
さ
い
。」
と

遺
言
を
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
伝
教
」
と
い
う
二
文
字

は
、
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う

な
お
大
師
さ
ま
の
生
き
様

を
象
徴
し
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
私
た
ち
も
ま
た
、

一
千
二
百
年
か
け
て
受
け

継
が
れ
て
き
た
バ
ト
ン
の

担
い
手
と
し
て
、
正
し
い

教
え
・
正
し
い
行
い
を
次

へ
と
繋
い
で
い
き
た
い
も

の
で
す
。

参
考
：『
伝
教
大
師
本
懐
讃
』
講
義
録

「
伝
教
」
と
い
う
言
葉

最澄像
国宝　兵庫 一乗寺 蔵

ー忘れずにいてくれて　ありがとうー

ご先祖の笑顔は　ご家庭を照らします


