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◎
信
の
一
字

人
間
の
暮
ら
し
は
、も
ち
つ
、も
た
れ
つ
と
い

う
の
が
原
則
で
す
。ど
ん
な
に
エ
ラ
イ
人
で
も
、

自
力
だ
け
で
は
暮
ら
せ
ま
せ
ん
。多
く
の
人
や
、

物
の
お
か
げ
に
依
存
し
て
生
き
て
い
る
の
で
す

か
ら
、社
会
と
い
う
立
場
か
ら
見
れ
ば
、み
ん
な

細
胞
で
、全
体
に
対
し
て
自
分
の
役
目
を
果
た

さ
な
け
れ
ば
、生
存
を
許
さ
れ
ま
せ
ん
。し
た
が

っ
て
他
と
の
協
力
方
法
が
下
手
だ
と
、ヒ
ド
イ
目

に
あ
い
ま
す
。

人
体
に
と
っ
て
有
毒
な
も
の
は
排
泄
さ
れ
、大

は
い

せ
つ

切
な
も
の
は
外
に
出
な
い
よ
う
に
守
ら
れ
ま
す
。

血
液
は
大
切
で
す
か
ら
、誤
っ
て
出
血
し
て
も
、

ス
グ
血
が
固
ま
っ
て
切
り
口
を
ふ
さ
ご
う
と
し

ま
す
。同
様
、社
会
で
も
有
害
な
人
は
、刑
務
所

に
入
れ
て
害
毒
を
他
に
及
ぼ
さ
ぬ
よ
う
に
、社
会

か
ら
締
め
出
さ
れ
ま
す
し
、そ
こ
ま
で
い
か
な
い

で
も
、人
が
嫌
が
っ
て
目
に
見
え
な
い
垣
を
さ
れ
、

か
き

警
戒
さ
れ
ま
す
。有
害
で
も
な
く
、有
益
で
も
な

い
人
は
、排
斥
も
さ
れ
な
い
が
歓
迎
も
さ
れ
ま
せ

は
い

せ
き

ん
。有
益
で
、い
て
く
れ
な
け
れ
ば
困
る
と
い
う

人
は
、人
か
ら
歓
迎
さ
れ
て
、多
忙
な
日
を
送
り
、

生
活
に
も
困
ら
ぬ
で
し
ょ
う
。

で
は
有
益
な
人
と
は
、ど
う
い
う
人
で
し
ょ
う

か
。会
社
を
例
に
と
れ
ば
、会
社
が
発
展
す
る
図

星
を
心
得
て
、そ
れ
に
役
立
つ
働
き
を
、自
己
の

立
場
に
応
じ
て
や
る
人
が
大
事
に
さ
れ
、見
当

違
い
の
力
の
入
れ
方
を
す
る
人
は
喜
ば
れ
ま
せ

ん
。む
ろ
ん
、発
展
を
阻
害
す
る
人
は
嫌
わ
れ
、

そ

が
い

と
き
に
は
首
に
な
る
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
、た
だ
働
い
て
い
れ
ば
、何
と
か
な

る
と
い
う
よ
う
な
ネ
ボ
ケ
タ
や
り
方
は
だ
め
で
、

要
点
を
正
確
に
把
握
し
て
、そ
れ
に
協
力
す
る

こ
と
が
肝
要
で
す
。

信
心
上
の
ご
奉
公
で
も
、た
と
え
ば
、総
助
行

運
動
開
始
と
い
う
と
き
に
、ご
奉
公
の
要
点
を
ま

ず
つ
か
み
、そ
れ
を
達
成
す
る
良
法
を
考
え
、そ

の
上
で
骨
惜
し
み
を
し
な
い
行
動
が
大
事
で
す
。

つ
ま
り
前
期
と
後
期
の
中
間
に
行
な
わ
れ
る

助
行
運
動
と
い
う
性
格
だ
け
を
考
え
て
も
、今

回
は
、こ
の
点
に
重
点
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
す
し
、運
動
の
趣
意
書

を
よ
く
読
め
ば
、ど
こ
に
ネ
ラ
イ
が
あ
る
か
わ
か

り
ま
す
。

当
宗
で
最
も
強
調
す
る
「
信
の
一
字
」
と

い
う
こ
と
で
も
、た
だ
疑
い
な
く
、素
直
に
聞

く
こ
と
だ
と
い
う
一
般
の
解
釈
だ
け
で
は
満

足
で
き
ま
せ
ん
。仏
の
意
を
く
み
取
っ
て
、特

に
力
の
入
っ
た
点
を
間
違
い
な
く
信
受
す
る

こ
と
に
努
め
る
こ
と
で
す
。そ
の
仏
の
本
心

に
即
応
す
る
努
力
を
し
な
い
で
、単
に
仏
説

を
信
じ
て
も
、方
便
や
、随
他
意
の
仏
説
で

ほ
う

べ
ん

ず
い

た

い

は
、仏
の
真
意
を
信
ず
る
こ
と
に
な
り
ま
せ

ん
か
ら
、当
宗
の
信
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、当
宗
の
信
者
は
、い
つ
で
も
、仏
祖

の
根
本
の
心
に
か
な
っ
て
い
る
や
否
や
を
反

省
し
つ
つ
、信
行
を
進
め
る
こ
と
が
大
事
で

す
。も
ろ
も
ろ
の
ご
奉
公
も
、生
活
建
直
し

運
動
も
、一
番
大
事
な
心
構
え
は
、根
本
精

神
に
即
応
し
て
行
動
す
る
ケ
イ
コ
を
し
て
い

る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。ど
う
し
て
も
、手

前
勝
手
な
考
え
方
が
前
面
に
出
て
き
て
、

根
本
の
心
が
行
方
不
明
に
な
り
が
ち
で

す
。「
信
の
一
字
」
に
つ
い
て
も
、当
宗
流

の
解
釈
を
持
っ
て
如
説
修
行
を
し
て
ほ

し
い
も
の
で
す
。
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開
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無
事
奉
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化
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成

と
各

教

区

の
後

続

者

育

成

②
自
宅
の
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宝
前
の
お
給
仕
見
直

し
と
改
良
断
行
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四
月
の
ご
奉
公
の
す
ゝ
め

◎
「高
祖
日
蓮
大
士
七
五
〇
回
御
遠
諱
」

ご

お
ん

き

報
恩
ご
奉
公

第
一
年
度
き
り
か
え
の
年

今
月
の
二
十
一
日
は
、当
山
『
門
祖
会
』
が
館
林
常
信

寺
御
高
職
・横
谷
日
熾
上
人
ご
唱
導
の
も
と
奉
修
さ
れ

し

ま
す
。

お
会
式
は
全
信
徒
が
願
主
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
、お

寺
の
大
規
模
な
お
講
で
す
。お
供
え
教
化
と
共
に
奉
修

費
の
随
喜
奉
納
に
気
張
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
！

一
、『
門
祖
会
』
に
つ
い
て

来
る
四
月
二
十
一
日
（
日
）
十
一
時
よ
り
当
山
『
門

祖
会
』
を
館
林
常
信
寺
御
高
職
・横
谷
日
熾
上
人
ご
唱

導
の
も
と
奉
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

横
谷
御
導
師
は
、現
在
宗
務
本
庁
総
務
局
で
秘
書
部

長
の
ご
奉
公
を
な
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、乗
泉
寺
門
末
寺
院
「
信
廣
会
」
の
幹
事
長
や
第

し
ん
こ
う

六
宗
務
支
庁
長
、関
越
布
教
区
長
を
歴
任
さ
れ
た
御
導

師
で
す
の
で
、家
族
総
参
詣
を
心
が
け
て
御
法
門
を
聴
ち
よ
う

聞
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
！

も
ん

な
お
、当
日
は
桐
生
常
薫
寺
御
高
職
・服
部
歓
要
御

く
ん

か
ん
よ
う

住
職
、水
田
廣
清
講
師
も
ご
出
座
く
だ
さ
れ
ま
す
。

こ
う
せ
い

コ
ロ
ナ
禍
の
未
だ
つ
づ
く
な
か
で
す
の
で
、く
れ
ぐ
れ

い
ま

も
体
調
に
は
留
意
し
、当
日
は
受
付
で
検
温
と
ア
ル
コ
ー

ル
消
毒
を
し
て
か
ら
本
堂
へ
お
入
り
下
さ
い
。

記

◎
門
祖
日
隆
大
聖
人
御
開
山
会
式

日
時

四
月
二
十
一
日
（
日
）
十
一
時

◎
奉
修
導
師

館
林
常
信
寺
・栃
木
常
法
寺
御
高
職横

谷
日
熾
上
人

御
教
歌

此
君
の

い
ま
さ
ゞ
り
せ
ば

遠
つ
お
や
の

こ
の
き
み

と
お

清
き
な
が
れ
を

誰
か
く
ま
ゝ
し

二
、立
教
開
宗
記
念
口
唱
会

今
か
ら
七
七
一
年
前
の
建
長
五
年
（
西
暦
一
二
五
三

年
）
四
月
二
十
八
日
、高
祖
日
蓮
大
士
は
現
在
の
千
葉

県
清
澄
山
清
澄
寺
の
旭
ヶ
森
に
於
い
て
、昇
る
旭
に
向

き
よ
す
み

せ
い
ち
よ
う

お

か
っ
て
『
上
行
所
伝
の
御
題
目
』
を
声
高
ら
か
に
お
唱
え

に
な
ら
れ
「
立
教
開
宗
《
宗
旨
開
き
》
」
の
ご
宣
言
を
な

し
ゆ
う

し

さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
を
『
立
教
開
宗
記
念
日
』
と
し
て
、宗
内
で
は

「
報
恩
口
唱
会
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

当
日
は
、九
時
よ
り
十
一
時
ま
で
二
時
間
の
報
恩
口

唱
会
を
本
堂
に
於
い
て
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
年
は
、令
和
十
三
年
に
お
迎
え
す
る
『
高
祖
日
蓮

大
士
七
五
〇
回
御
遠
諱
』
報
恩
ご
奉
公
の
第
一
年
度
目

の
記
念
す
べ
き
年
で
す
。

報
恩
の
ま
こ
と
を
尽
く
す
べ
く
教
化
必
成
を
目
指
し

熱
闘
の
お
看
経
を
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
！

御
教
歌

吾
祖
師
の

宗
旨
び
ら
き
の

は
じ
め
に
は

旭
の
そ
ら
に

鶴
の
舞
ひ
し
と

三
、佛
立
菩
薩
道
実
践
に
つ
と
め
よ
う
！

本
年
は
、令
和
十
三
年
に
お
迎
え
さ
せ
て
い
た
だ
く

『
高
祖
日
蓮
大
士
七
五
〇
回
御
遠
諱
』
の
第
一
度
目
、き

り
か
え
の
年
で
す
。

常
照
寺
で
は
、お
祖
師
さ
ま
の
ご
降
誕
八
百
年
慶
讃

ご
奉
公
の
一
環
と
し
て
、令
和
元
年
よ
り
「
信
行
相
続

教
化
」
の
促
進
ご
奉
公
を
勧
め
て
参
り
ま
し
た
が
、ご
信

者
の
皆
さ
ま
の
ご
尽
力
に
よ
っ
て
数
多
く
の
信
行
相
続

じ
ん
り
よ
く

を
成
就
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

し
か
し
、油
断
は
禁
物
で
す
。何
故
な
ら
ば
、現
在
の

常
照
寺
は
信
徒
の
高
齢
化
が
著
し
く
、ご
信
者
さ
ん
お

ひ
と
り
が
帰
寂
な
さ
れ
る
と
、そ
れ
で
も
う
一
件
の
正

き

じ
や
く

宗
徒
が
減
少
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、た
と
え
そ
の

ご
家
庭
の
ご
子
息
や
ご
息
女
が
信
行
相
続
な
さ
れ
た

と
し
て
も
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
ゼ
ロ
で
す
！

高
祖
大
士
七
五
〇
回
御
遠
諱
を
お
迎
え
す
る
に
あ

た
っ
て
、引
き
つ
づ
き
「
信
行
相
続
」
を
推
進
さ
せ
て
い

た
だ
き
、ま
た
「
宗
外
者
教
化
」
も
成
就
さ
せ
て
い
た

じ
よ
う
じ
ゆ

だ
き
ま
し
ょ
う
！

◇

◇

◇

「
わ
た
し
は
口
下
手
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
、お
教
化
は

他
の
ご
信
者
が
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
方
は
い
ま

せ
ん
か
？

法
華
経
の
『
法
師
品
』
に
は
、

『
若
し
是
の
善
男
子
・善
女
人
我
が
滅
度
の
後
、能

も

こ

ぜ
ん
な
ん

し

ぜ
ん
に
よ
に
ん

の
ち

よ

く
竊
か
に
一
人
の
為
に
も
法
華
経
の
一
句
を
説
か
ん
。

ひ
そ

い
ち
に
ん

た
め

と

当
に
知
る
べ
し
、是
の
人
は
則
ち
、如
来
の
使
な
り
』

ま
さ

こ

す
な
わ

に
よ
ら
い

つ
か
い

（
法
華
経

開
結
三
〇
八
頁
）

と
お
示
し
で
す
。

善
男
子
・善
女
人
と
は
教
え
を
い
た
だ
く
男
女
の
ご

ぜ
ん
な
ん

し

ぜ
ん
に
よ
に
ん

信
者
と
い
う
こ
と
で
、た
と
え
密
か
で
、ど
う
ど
う
と
し

ひ
そ

て
な
く
て
も
い
い
か
ら
、た
っ
た
一
人
の
方
に
で
も
よ
い

か
ら
、ご
信
心
の
お
話
を
し
て
、お
教
化
に
つ
と
め
る
人

は
立
派
な
如
来
（
仏
さ
ま
）
の
お
使
い
で
あ
る
と
お
示

し
で
す
。◇

◇

◇

お
祖
師
さ
ま
七
五
〇
回
御
遠
諱
報
恩
ご
奉
公
第
一

年
度
の
記
念
す
べ
き
年
、報
恩
の
ま
こ
と
を
尽
く
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
！

御
教
歌

一
人
の

為
に
も
法
を

と
く
人
は

い
ち

に
ん

た
め

の
り

是
が
如
来
の

つ
か
ひ
也
け
り

こ
れ

に
よ
ら
い

な
り
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◎
教
務
部
か
ら
の
お
願
い

●
三
月
か
ら
「
ご
祈
願
カ
ー
ド
」
の
変
更
に
つ
い
て

①
今
ま
で
の
黄
色
の
ご
祈
願
カ
ー
ド
か
ら
、ブ
ル
ー
の
「
ご

祈
願
用
紙
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。変
更
の
理
由
は
、「
ご

祈
願
」
が
成
就
す
る
ま
で
自
宅
の
御
宝
前
で
、ご
祈
願

を
お
か
け
し
た
本
人
が
、祈
願
成
就
す
る
ま
で
、御
題
目

口
唱
に
気
張
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
だ
か
ら
で

す
。

②
ご
住
職
が
、お
寺
で
の
御
宝
前
で
言
上
な
さ
っ
て
い
た
だ

い
た
ら
、自
宅
御
宝
前
に
「
祈
願
カ
ー
ド
」
を
お
あ
げ
し

て
、お
看
経
に
励
ん
で
、一
か
月
過
ぎ
た
ら
、必
ず
お
礼

を
お
あ
げ
し
、翌
月
に
ま
た
新
た
に
「
ご
祈
願
」
を
お
か

け
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、佛
立
信
心
の
基
本
で
す
。

③
悪
い
と
思
っ
た
ら
、即
座
に
ご
信
心
を
改
良
さ
せ
て
い
た

だ
く
努
力
を
す
る
こ
と
が
、祈
願
成
就
の
近
道
で
す
。

開
導
聖
人
は
、

祈
願
し
て
成
ず
る
物
と
捨
お
か
ば

権
兵
衛
が
種
ま
き

烏
ほ
ぜ
く
る

と
、ご
祈
願
の
掛
っ
ぱ
な
し
は
、御
宝
前
に
失
礼
で
あ
る
と

か
け

お
諭
し
下
さ
れt

い
ま
す
！

ご
利
益
が
頂
戴
で
き
る
ま
で
、

御
題
目
口
唱
に
励
ま
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
何
よ
り
も
肝
心
で
す
！

6月9日（日）
くんげ会御講奉修
お参詣まってるよ！

詳しくは５月号の弘報にて
くわ

4月13日（土）8：00より約1時間、境内
地清掃（除草など）を行います。一緒に、
「みんなの常照寺」をきれいにしませんか？
10：30からは「高祖日蓮大士ご命日総
講」です。家族でお参りしましょうね！！

◎
木
更
津
妙
蓮
寺
門
祖
会
団
参
記

去
る
三
月
十
日(

日

)

、木
更
津
妙
蓮
寺
さ
ま
の
門
祖
会

に
代
表
参
詣
六
名
で
お
参
詣
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

奉
修
導
師
・当
山
住
職
内
田
日
孝
導
師
ご
唱
導
の
も
と
晴

天
の
な
か
無
事
奉
修
さ
れ
ま
し
た
。

奉
修
導
師
の
御
法
門
は
、

御
教
歌わ

す
れ
て
は

お
も
ひ
出
し
て

は
げ
め
ど
も

い
だ

を
こ
た
り
が
ち
に

成
ぞ
く
や
し
き

な
る

私
た
ち
信
者
は
、勉
強
に
し
ろ
仕
事
に
し
ろ
最
初
の
う
ち

は
と
に
か
く
頑
張
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
が
、慣
れ
て
き
た
り

覚
え
て
く
る
と
、途
端
に
怠
け
心
が
出
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。

ご
信
心
の
場
合
も
同
様
で
、お
互
い
信
者
は
常
づ
ね
口
唱

信
行
に
励
む
こ
と
が
大
切
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
会
式
の
終
了
後
、妙
蓮
寺
御
住
職
・竹
村
日
愛
導
師
の

お
話
を
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
、ま
た
、二
本
の
貴
重
な
ビ
デ

オ
を
観
賞
し
、多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

①
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
「
子
ど
も
食
堂
」
へ
の
参
加
を
広
く

呼
び
か
け
て
、地
域
交
流
を
計
っ
て
い
る
こ
と
。

開
催
す
る
と
「
百
人
以
上
」
の
方
が
集
ま
っ
て
く
だ
さ
り
、

そ
こ
か
ら
お
教
化
に
も
繋
が
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。

つ
な

②
寺
号
公
称
さ
れ
て
か
ら
の
ご
信
者
さ
ん
の
お
話
で
は
、「
何

ご
と
も
異
体
同
心
で
な
け
れ
ば
ご
奉
公
は
成
し
と
げ
ら
れ
な

い
。一
人
で
も
他
を
向
い
て
い
て
は
ダ
メ
」
と
い
う
体
験
談
に
は
、

今
日
ま
で
の
ご
苦
労
が
偲
ば
れ
、深
く
心
に
刻
ま
れ
ま
し
た
。

③
境
内
の
す
み
ず
み
ま
で
、景
観
が
整
え
ら
れ
て
お
り
、ご
信

者
の
皆
さ
ま
の
心
を
尽
く
し
、身
を
労
し
て
い
る
ご
奉
公
ぶ
り

ハ
ッ
キ
リ
と
判
っ
た
こ
と
。

④
接
待
や
案
内
係
の
方
の
細
や
か
な
お
声
が
け
が
、ま
ご
こ
ろ

こ
も
っ
て
い
て
、そ
の
有
り
難
い
気
遣
い
に
参
詣
者
一
同
、と
て

が
た

も
随
喜
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、自
分
自
身
の
ご
奉
公
へ
の
取
り

組
み
方
を
見
直
す
キ
ッ
カ
ケ
と
な
っ
た
こ
と
。

⑤
低
年
齢
の
お
子
さ
ん
か
ら
壮
年
期
の
方
が
た
ま
で
が
、幅

広
く
ご
奉
公
に
参
加
さ
れ
て
い
て
、規
律
が
あ
り
な
が
ら
も

和
気
あ
い
あ
い
で
、勢
い
を
感
じ
る
お
寺
で
し
た
。

自
坊
へ
の
篤
い
思
い
の
深
さ
と
、異
体
同
心
の
和
、ま
た
慈

悲
心
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
た
だ
け
た
団
参
で
し
た
。

妙
蓮
寺
の
皆
さ
ま
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

濵
口

明
子

記

次回のお焚き上げは
5月5日（日）です。
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教区名 部 義納金 御講賽銭 願主奉納金 人数 基金 人数 特志

7 37,500 1 20,000

1 3,300 310 5 8,500
2 6,000 500 630 17 20,000
3 550

3,900 300 390 9 10,500
16,500 700 1,430 17 30,500

900 500 680 5 25,500
3,600 200 290 8 6,500

1 17,700 500 1,350 23 17,500
2 29,200 1,060 20 34,000
1 6,300 700 280 7 7,500
2 8,100 800 850 19 27,500
1 2,400 200 4 7,000
2 6,000 700 710 18 31,000
1 14,400 1,000 740 14 25,000
2 2,400 150 3 3,000

3,900 300 260 9 9,000
1,380 300 4 13,000

1,800 600 180 5 6,000
1 2,100 500 210 6 4,500
2

2,100 700 210 3 4,500

500
1,600

700
131,980 11,100 10,480 203 328,500 1 20,000

壮年会

市 外 合 同

合計

塩原

高根沢

芳賀南

結城

湯 西 川

婦人会

壬生

今光

鹿沼

矢板

玉生

那 須

清原

陽北

西原

松原

江曽島

石宮

諸納金月報  令和6年2月 単位 円 法城護持基金

寺    内

他寺院

常照寺

城東

春
季
彼
岸
会
総
回
向

三
月
二
十
日
（
水
）
十
時
よ
り
、春
季
彼
岸
会
総
回
向
が

当
山
ご
住
職
ご
唱
導
の
も
と
、無
事
奉
修
さ
れ
ま
し
た
。お

参
詣
は
百
二
十
三
名
で
し
た
。天
気
予
報
で
は
降
雨
が
心
配

さ
れ
ま
し
た
が
、納
骨
堂
で
の
お
看
経
が
終
了
す
る
ま
で
本

降
り
に
は
な
ら
ず
、お
は
か
ら
い
を
い
た
だ
け
た
と
感
謝
し
て

お
り
ま
す
。

佛
立
ベ
ビ
ー
初
参
り

〇

堀
江

詞
葉
さ
ん
（
壬
生
教
区
二
部
）

こ
と
は

父
＝
紀
彰
さ
ん
、母
＝
由
衣

の
り
あ
き

さ
ん
の
長
女
と
し
て
、令
和
五

年
十
月
十
一
日
に
生
ま
れ
、令

和
六
年
二
月
二
十
四
日
、
ご

両
親
、
兄
さ
ん
の
倫
生
く
ん
、

り
ん
せ
い

伯
母
の
桃
代
さ
ん
と
一
緒
初

お

ば

参
り
を
さ
れ
ま
し
た
。

健
や
か
な
成
長
を
祈
念
い

す
こ

た
し
ま
す
。因
み
に
陽
哲
師
の

ち
な

お
孫
さ
ん
で
す
。

宇都宮城址公園

3月20日撮影
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●
事
務
局
か
ら

【
変

更
】

月
締
め
日
の
変
更
に
つ
い
て

現
勢
報
告
書
が
様
式
変
更
と
な
り
ま
し
た
。そ
れ
に
と

も
な
い
各
奉
納
金
・諸
納
金
の
月
締
め
日
を
、「
十
三
日
か

ら
二
十
五
日
に
変
更
」
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。出
来
る
だ

け
小
銭
を
避
け
、釣
り
銭
が
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

【
教
区
で
の
取
り
ま
と
め
】

御
供
米
料
・奉
修
費
・彼
岸
会
や
夏
期
総
回
向
な
ど
の
ご

回
向
料
や
お
塔
婆
料
な
ど
も
、個
人
ご
と
に
は
お
預
か
り
出

来
ま
せ
ん
。御
供
米
料
も
各
教
区
の
会
計
業
務
と
し
て
、現

勢
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

【
確

認
】

①
金
銭
に
関
わ
る
こ
と
は
、十
四
時
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

②
連
絡
事
項
が
あ
る
場
合
は
、受
付
カ
ウ
ン
タ
ー
前
に
掲
示

し
ま
す
の
で
ご
覧
下
さ
い
。

③
事
務
所
で
の
お
塔
婆
の
申
し
込
み
は
三
日
前
ま
で
で
す
。

急
な
ご
用
の
場
合
、直
接
、教
務
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

④
ご
み
の
持
ち
帰
り

寺
内
の
ご
み
は
「
事
業
系
ご
み
」
の
扱
い
の
た
め
、地
域
の

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
出
せ
ず
、有
料
回
収
と
な
り
ま
す
。

お
参
詣
の
際
に
は
、ご
み
（
特
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
缶
類
）

の
持
ち
帰
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

能
登
半
島
地
震
支
援
金
は
三
月
二
十
日
で
締
め
切
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、総
額
八
万
百
四
円
と
な
り
ま
し
た
。

ご
信
者
の
皆
さ
ま
の
温
か
な
ご
支
援
と
ご
協
力
に
感
謝
申

し
あ
げ
ま
す
。

宇
陽
山
の
散
歩
道

掲
載
作
品
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
“ギ
ャ
ラ
リ
ー
文
芸
”に
お

い
て
、片
桐
基
城
先
生
（
那
須
教
区
）
の
推
敲
、寸
評
、添
削
を

し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

今
月
号
か
ら
狂
歌
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。狂
歌
は
和
歌

（
短
歌
）
の
形
式
に
、卑
俗
滑
稽
な
内
容
を
盛
っ
て
詠
ん
で
い

ひ

ぞ
く
こ
つ
け
い

よ

る
も
の
で
す
。思
わ
ず
吹
き
出
し
そ
う
に
な
る
作
品
も
あ
り

ま
す
の
で
御
拝
読
下
さ
い
。投
稿
者
は
増
加
中
で
す
が
、ま
だ

投
稿
さ
れ
て
い
な
い
み
な
さ
ん
、少
し
だ
け
勇
気
を
出
し
て
み

ま
せ
ん
か
。ぜ
ひ
一
緒
に
言
葉
遊
び
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
！

ま
た
、く
ん
げ
会
の
み
な
さ
ん
か
ら
の
投
稿
も
待
ち
遠
し
い

で
す
。俳
句
、川
柳
、短
歌
に
は
限
り
ま
せ
ん
。詩
や
作
文

は
い
く

せ
ん
り
ゆ
う

た
ん

か

（
家
族
旅
行
や
参
加
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
）
、

絵
画
や
イ
ラ
ス
ト
・写
真
・動
画
な
ど
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
リ
ン

ク
し
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、お
と
な
の

方
も
大
歓
迎
で
す
。作
品
は
宇
清
師
あ
る
い
は
事
務
所
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
も
結
構
で

す
が
、必
ず
教
区
・部
は
書
い
て
下
さ
い
）
。

俳

句

春
を
待
つ
寒
さ
こ
ら
え
る
ふ
き
の
と
う鈴
木
サ
ト
子
（
石
宮
）

庭
花
壇
新
芽
探
し
て
春
を
待
つ

清
澤
久
子
（
壬
生
②
）

寒
暖
差
身
も
心
に
も
す
き
ま
風

澤
村
ま
つ
子
（
矢
板
）

春
陽
射
し
感
謝
を
込
め
て
ふ
と
ん
干
し澤村
ま
つ
子
（
矢
板
）

春
一
番
過
ぎ
た
る
後
の
穏
や
か
さ
大
和
佳
子
（
松
原
）

春
雪
や
日
の
出
と
と
も
に
姿
消
す

は
る
ゆ
き

角
田
和
道
（
今
光
）

鶯
鳴
き
持
病
癒
す
八
十
路
か
な

い
や

金
子
龍
夫
（
江
曽
島
②
）

小
綬
鶏
の
ク
ヌ
ギ
の
小
道
駆
け
去
り
ぬ

こ
じ
ゅ
け
い

か

金
子
龍
夫
（
江
曽
島
②
）

学
童
の
花
下
で
鬼
ご
っ
こ

か

金
子
龍
夫
（
江
曽
島
②
）

春
告
げ
る
初
鳴
き
調
子
今
一
つ

清
澤

修
（
壬
生
②
）

病
室
の
妣
の
手
鏡
窓
凍
て
る

は
は

い

青
木
幸
子
（
事
務
局
職
員
）

枝
揺
ら
し
青
空
睨
む
巣
立
鳥

に
ら

渡
邉
孝
之
（
江
曽
島
②
）

梅
花
散
り
残
り
香
の
こ
す
彼
岸
か
な

ば

い
か

渡
邉
孝
之
（
江
曽
島
②
）

菜
の
花
や
揺
ら
ぐ
川
面
に
揺
ら
ぐ
色渡

邉
孝
之
（
江
曽
島
②
）

短

歌

・

狂

歌

此
処
は
ど
こ
頼
り
の
ナ
ビ
も
道
迷
う清

澤

修
（
壬
生
②
）

お
焚
き
上
げ
冬
は
ヨ
イ
ヨ
イ
夏
は
コ
ワ
イ
コ
ワ
イ
な
が
ら
も
通

り
ゃ
ん
せ
通
り
ゃ
ん
せ

ア
ボ
シ
（
江
曽
島
②
）

寺
内
に
て
ち
ょ
っ
と
い
い
か
と
言
わ
れ
た
ら
心
は
ソ
ッ
コ
ウ
寂
光

参
拝

ア
ボ
シ
（
江
曽
島
②
）

コ
ロ
ナ
あ
け
桜
咲
く
頃
会
う
約
束
の
高
期
に
な
っ
た
同
窓
の
友

石
川
け
い
子
（
城
東
①
）

茶
色
の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
渋
め
の
ネ
ク
タ
イ
目
を
輝
か
せ
二
十
才
初

孫

石
川
け
い
子
（
城
東
①
）

出
番
な
し
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
古
希
過
ぎ
て
じ
っ
と
眺
め
て
そ
っ
と

微
笑
む

福
田
時
子
（
江
曽
島
②
）

人
生
訓

揉
め
事
の
種
は
撒
く
ま
い
拾
う
ま
い

も

清
澤
久
子
（
壬
生
②
）

今
日
の
日
は
明
日
の
た
め
の
道
し
る
べ
心
を
軽
く
意
気
揚
々
と

清
澤
久
子
（
壬
生
②
）

世
の
中
は
悪
い
人
ば
か
り
で
は
な
し

隣
の
先
生
菩
薩
の
つ
か
い

て
っ
ち
ゃ
ん

令和６年４月1日 常照寺弘報 第７６０号◆
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金
子
み
す
ゞ
さ
ん
の
詩
に
魅
せ
ら
れ
て

山
口
県
萩
市
か
ら
国
道
１
９
１
号
線
を
長
門
市
方
面
に
約

一
時
間
く
ら
い
走
る
と
、金
子
み
す
ゞ
さ
ん
の
『
ふ
る
さ
と
』

で
あ
る
漁
師
町
、仙
崎
湾
に
到
着
す
る
。

金
子
さ
ん
は
明
治
三
十
六
年
に
こ
の
地
で
生
ま
れ
、こ
よ

な
く
こ
の
仙
崎
の
町
を
愛
し
た
と
い
う
。当
時
の
仙
崎
は
今
よ

り
も
も
っ
と
漁
業
が
盛
ん
で
町
は
活
気
に
あ
ふ
れ
、と
く
に

『
お
お
ば
い
わ
し
』
の
収
穫
時
期
に
な
る
と
夜
か
ら
明
け
方
に

か
け
て
、海
に
は
漁
船
が
所
狭
し
と
並
び
、一
キ
ロ
に
及
ぶ
ガ

と
こ
ろ
せ
ま

ス
灯
の
明
か
り
を
た
よ
り
に
、子
ど
も
ま
で
も
が
総
出
で
網
を

引
き
、そ
の
姿
は
ま
る
で
祭
り
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
。

そ
ん
な
金
子
さ
ん
の
童
謡
集
の
中
に
あ
る
一
首
が
次
の

『
大
漁
』
と
い
う
詩
だ
。

大
漁
朝
焼
け
小
焼
け
だ

大
漁
だ

お
お
ば
い
わ
し
の

大
漁
だ
。

浜
は
祭
り
の

よ
う
だ
け
ど

海
の
な
か
で
は

何
万
の

い
わ
し
の
と
む
ら
い

す
る
だ
ろ
う
。

※
金
子
み
す
ゞ
童
謡
集

ハ
ル
キ
文
庫
よ
り

三
歳
の
時
父
親
を
失
な
い
、結
婚
を
さ
れ
て
か
ら
も
夫
に

詩
を
書
く
こ
と
を
反
対
さ
れ
た
り
、多
難
な
人
生
を
歩
ま
れ

た
金
子
さ
ん
。

誠
に
残
念
な
こ
と
に
二
十
六
歳
の
若
さ
で
自
ら
の
命
を
絶

た
れ
こ
の
世
を
去
る
の
だ
が
、生
涯
に
残
さ
れ
た
詩
、五
一
二

編
の
中
す
べ
て
に
、今
も
金
子
さ
ん
が
生
き
続
け
て
い
る
よ
う

な
気
が
す
る
。

小
中
学
校
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
有
名
な
金
子

さ
ん
の
詩
で
あ
る
が
、現
代
の
私
た
ち
日
本
人
が
失
っ
て
し
ま

っ
た
、自
然
へ
の
思
い
や
り
や
暖
か
い
心
を
持
つ
こ
と
の
大
切
さ

を
金
子
さ
ん
は
数
か
ず
の
詩
を
通
じ
、私
た
ち
に
教
え
て
く

れ
て
い
る
の
で
な
な
い
か
！

す
た
み
な
次
郎

記

「
メ
ロ
ン
味
」
の
メ
ロ
ン
パ
ン

パ
ン
の
語
源
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
Ｐ
・O

で
あ

る
。日
本
の
パ
ン
の
歴
史
は
安
土
桃
山
時
代
に
ま

で
遡
り
、フ
ラ
ン
シ
ス
コ
＝
ザ
ビ
エ
ル
な
ど
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣

教
師
が
、食
料
と
し
て
パ
ン
を
持
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

そ
れ
以
来
約
五
百
年
、パ
ン
は
日
本
で
総
菜
パ
ン
や
菓
子
パ
ン

な
ど
独
自
の
発
展
を
と
げ
、こ
れ
ら
は
世
界
に
逆
輸
入
さ
れ

注
目
を
集
め
て
い
る
。

私
は
特
に
メ
ロ
ン
パ
ン
が
好
き
で
あ
る
。メ
ロ
ン
パ
ン
と
は
パ
ン

生
地
を
ク
ッ
キ
ー
生
地
で
覆
っ
て
焼
く
こ
と
で
、外
の
ク
ッ
キ

ー
の
サ
ク
ッ
と
し
た
食
感
と
中
の
パ
ン
の
し
っ
と
り
も
ち
っ
と
し

た
食
感
が
お
い
し
い
パ
ン
で
あ
る
。老
若
男
女
か
ら
高
い
人
気

を
誇
り
、ど
の
パ
ン
屋
で
も
売
ら
れ
て
い
る
。高
速
道
路
の
サ

ー
ビ
ス
エ
リ
ア
に
は
よ
く
パ
ン
屋
が
あ
り
私
は
必
ず
メ
ロ
ン
パ
ン

を
買
う
の
だ
が
、し
ば
し
ば
問
題
が
起
き
る
。

問
題
は
「
メ
ロ
ン
味
」
の
メ
ロ
ン
パ
ン
で
あ
る
。も
と
も
と
メ

ロ
ン
パ
ン
と
は
、形
が
メ
ロ
ン
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
メ
ロ
ン
パ
ン

と
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。決
し
て
メ
ロ
ン
の
味
が
す
る
パ

ン
を
メ
ロ
ン
パ
ン
と
呼
ぶ
の
で
は
な
い
。し
か
し
、そ
の
メ
ロ
ン
味

の
メ
ロ
ン
パ
ン
に
は
、メ
ロ
ン
味
の
ク
リ
ー
ム
が
中
に
入
っ
て
お
り
、

普
通
の
メ
ロ
ン
パ
ン
を
食
べ
た
い
私
を
裏
切
っ
て
く
る
の
だ
。

商
品
棚
の
説
明
に
は
「
メ
ロ
ン
パ
ン
○
○
円
」
と
だ
け
し
か

書
か
れ
て
お
ら
ず
、私
を
は
め
よ
う
と
す
る
の
だ
。も
し
、メ
ロ

ン
味
の
メ
ロ
ン
パ
ン
を
売
る
場
合
は
「
メ
ロ
ン
パ
ン
○
○
円

※

こ
れ
は
特
殊
な
メ
ロ
ン
パ
ン
で
す
。」
と
書
い
て
ほ
し
い
も
の
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、私
が
「
メ
ロ
ン
味
」
や
「
メ
ロ
ン
風
味
」
と
い

っ
た
も
の
が
嫌
い
な
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。世
の
中
に
は
メ
ロ
ン

味
の
メ
ロ
ン
パ
ン
を
待
っ
て
い
る
者
も
い
て
、メ
ロ
ン
味
の
メ
ロ
ン

パ
ン
を
売
っ
て
い
る
パ
ン
屋
は
そ
の
需
要
に
商
機
を
見
出
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。実
際
、メ
ロ
ン
が
特
産
の
場
所
で
は
、

メ
ロ
ン
パ
ン
は
メ
ロ
ン
味
に
し
た
方
が
観
光
客
や
外
国
人
の
目

に
も
止
ま
り
や
す
く
売
れ
る
で
あ
ろ
う
。結
局
は
、真
の
メ
ロ

ン
パ
ン
好
き
は
パ
ン
屋
の
ト
ラ
ッ
プ
に
引

っ
か
か
ら
な
い
よ
う
慎
重
に
生
き
る
し

か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

実
家
が
お
寺
に
近
い
大
学
生

◇
訃

報

飯
野
晴
一（
城
東
①
）

行
年
八
十
一
歳（
二
月
十
四
日
帰
寂
）

法
号

永
壽
院
法
晴
信
士

宇
梶
利
男（
今
光
②
）

行
年
七
十
五
歳（
三
月
五
日
帰
寂
）

法
号

本
御
院
法
警
日
利
信
士

水
野
耕
次（
城
東
③
）

行
年
八
十
歳
（
三
月
十
二
日
帰
寂
）

法
号

本
善
院
法
味
日
耕
信
士

加
藤
和
夫（
西
原
）

行
年
九
十
三
歳
（
三
月
十
八
日
帰
寂
）

法
号

卒
壽
院
法
道
日
和
信
士

心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
ま
す
。

編
集
後
記

先
日
、納
骨
堂
か
ら
春
季
彼
岸
会
の
お
塔
婆
を
運
び
出
す

御
奉
公
を
し
て
い
ま
し
た
。コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
砂
利
と
の
段
差

で
足
首
が
カ
ク
ン
と
な
り
、ひ
さ
し
を
支
え
て
い
る
鉄
柱
に

肩
で
タ
ッ
ク
ル
。大
き
な
音
が
響
い
た
の
で
、ど
う
や
ら
転
倒

し
た
と
思
わ
れ
た
み
た
い
で
、少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
大

丈
夫
？
」
と
声
か
け
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
当
は
あ
の
時
、大
丈
夫
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。私
の
腕

時
計
が
震
え
だ
し
、画
面
に
は
「
緊
急
通
報
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
。慌
て
て
、「
い
え
転
倒
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
メ
ッ
セ

ー
ジ
ボ
タ
ン
を
押
し
て
キ
ャ
ン
セ
ル
し
ま
し
た
。

実
は
ス
キ
ー
場
で
転
倒
し
、本
人
が
気
づ
か
な
い
う
ち
に

救
急
車
が
到
着
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
発
し
て
い
る
そ
う

で
す
。こ
の
機
能
を
利
用
し
た
警
備
会
社
の
見
守
り
サ
ー
ビ

ス
も
あ
り
ま
す
が
、思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
実
証
実
験
を
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。便
利
と
言
え
ば
便
利
な
の
で
す
が
・・・。

「
本
門
佛
立
宗
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ
Ｐ
）
が
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
さ
れ
、大
変
充
実
し
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧
下
さ
い
。ま

た
、常
照
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、完
成
後
、す
ぐ
に
弘
報
が

見
ら
れ
ま
す
（
前
月
の
二
十
七
日
ご
ろ
）
。

常
照
寺
Ｈ
Ｐ

本
門
佛
立
宗
Ｈ
Ｐ
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日 曜日 時間 教区・行事 席　主 場所・区分 事務併修 住職 宇清 陽哲 備　　　考

10:30 　月始め祈願総講 当番　江曽島①・石宮・今光

12:50 役中会

2 火 10:30 護念寺総講 ◎ （住）護念寺へ出張

3 水 ◎ （住）乗泉寺へ出張

4 木 11:00 陽北 高橋勝彦 甲御講 ○ ○

5 金 13:00 陽北 阿久津英治 乙御講 ○

6 土 10:30 護念寺門祖会 ◎ ◎ （住・宇）護念寺へ出張

男子信徒 弘通促進助行 ◎ 晨朝勤行（朝参詣）に併修

14:00 松原 栗山和夫 乙御講 ○ （住）宗務本庁へ出張(７～９日）

8 月 10:00 西原 小林昭吏 乙御講 ◎ ○

9 火 ◎

10 水 14:00 清原 山口俶甫 乙御講 ○

11 木 10:30 ○

14:00 石宮① 金田小代子 甲御講 ○ ○

12 金 14:00 城東① 阿部軍太郎 甲御講 ○ ○

8:00 男子信徒・女子信徒合同

10:30 　高祖日蓮大士ご命日総講 当番　城東・清原・壬生

11:40

12:50 三役会議 ○ ○ ○

女子信徒 弘通促進助行 晨朝勤行（朝参詣）に併修

11:00 前橋・本勝寺門祖会 ◎ ◎ （住・宇）本勝寺へ出張

9:00 婦人会 小野美智子 ○

11:00 結城 坂本　博 乙御講 ○

12:00 那須 渡部　貢 乙御講 ○

16 火 佛立修学塾開校式・閉校式（妙玉寺） ◎ ◎ ◎ ※住職・宇清・陽哲、妙玉寺へ出張

10:30 　開導日扇聖人ご命日総講 当番　西原・松原・高根沢

12:50 市外合同 井上　眞 甲御講 ○ ○

11:00 江曽島① 沼尾正稔 乙御講 ○

11:00 今光① 高橋　稔 乙御講 ○ 一部・二部合同

19 金 　　　門祖会準備ご奉公 ○ ○ ○

　　　門祖会準備ご奉公 ○ ○ ○

12:00 芳賀南① 藤林昌弘 乙御講 ○

14:00 高根沢 高田三樹男 乙御講 ○

11:00 門祖日隆大聖人御開山会式

男子信徒 弘通促進助行 晨朝勤行（朝参詣）に併修

22 月 14:00 西原 田代正夫 甲御講 ○ ○

11:00 江曽島② 近藤佐知子 乙御講 ○

11:00 石宮① 半澤節子 乙御講 ○ 一部・二部合同

11:00 矢板 澤村まつ子 乙御講 ○

11:00 松原 小松充光 本堂回向 ○

10:30 　門祖日隆大聖人ご命日総講 当番　陽北・江曽島②・鹿沼

12:50 局長室会儀 ○ ○ ○

11:00 鹿沼 前川長司 乙御講 ○ ○

14:00 壬生② 金子恵子 乙御講 ○

11:00 城東③ 水野喜美子 自宅回向 ○ 尽七日記・納骨

◎ （住）博多・本法寺へ出張（27～29日）

女子信徒 弘通促進助行 晨朝勤行（朝参詣）に併修

10:00 西原 石島洋子 本堂回向 ○

◎

9:00 壮年会 卯月英雄 寺  内 ○ 壮年会御講

30 火

○担当　◎出張

1 月

28 日

7 日

　佛立宗学塾団委員会

13 土

　境　内　地　清　掃（除　草）

14 日

弘通促進助行

15 月

17 水

18 木

20 土

21 日

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

29 月
　博多・本法寺「門祖会」講有巡教


