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重
要
な
の
は
行
為
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、

結
果
で
は
な
い
。

行
為
が
実
を
結
ぶ
か
ど
う
か
は
、

自
分
の
力
で
ど
う
な
る
も
の
で
は
な
く
、

生
き
て
い
る
う
ち
に
わ
か
る
と
も
限
ら
な
い
。

だ
が
、正
し
い
と
信
ず
る
こ
と
を
行
い
な
さ
い
。

結
果
が
ど
う
出
る
に
せ
よ
、

何
も
し
な
け
れ
ば
何
の
結
果
も
な
い
の
だ
。

マ
ハ
ト
マ・ガ
ン
デ
ィ―

（
ガ
ン
ジ
ー
）

　
令
和
元
年
、五
十
才
の
記
念
に
息
子
と
共
に
人
生
初
の
富
士
登
山
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
天
候
に
も
恵
ま
れ
何
と
か
登
頂
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。今
ま
で

山
か
ら
の
ご
来
光
は
幾
度
と
な
く
拝
ん
で
き
ま
し
た
が
、富
士
山
頂

か
ら
拝
し
た
ご
来
光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、今
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い

力
強
い
も

の
で
し
た
。

流
石
霊
峰

富
士
で
す
。

で
も
、も
う
登

る
ガ
ッ
ツ
は

な
い
か
な
。
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こ
数
年
、世
界
は
自
国
主
義
的
な
考
え
が
強
く
な
り
、昨
年
は
そ
れ
が
顕
著
に
現
れ
る
よ
う
に
な

　
　
っ
た
年
で
し
た
。そ
ん
な
状
況
を
見
な
が
ら
法
華
経
の
目
指
す
世
界
と
は
反
対
の
方
向
に
進
ん
で

い
る
と
密
か
に
懸
念
し
て
い
ま
し
た
。法
華
経
の
目
指
す
世
界
は
皆
共
に
幸
い
に
な
る
道
で
す
。世
界

全
体
の
幸
福
が
な
け
れ
ば
、一個
人
の
完
全
な
る
幸
福
は
な
い
。な
ぜ
な
ら
ば
全
て
は
繋
が
っ
て
い
る
か

ら
！「
風
が
吹
け
ば
桶
屋
が
儲
か
る
」で
は
な
い
で
す
が
、繋
が
っ
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
、巡
り
巡

っ
て
す
べ
て
は
繋
が
り
、影
響
し
合
い
、宿
し
合
い
成
立
し
て
い
る
の
が
こ
の
世
の
中
で
す
。「
自
分
だ
け

が
」「
自
国
だ
け
が
」良
い
状
態
に
な
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
で
は
、一瞬
は
良
い
？
状
態
に
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、長
続
き
は
し
ま
せ
ん
。

　
　
ん
な
時
代
に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は「
お
前
た
ち
は
分
断
を
望
ん
で
い
る
の
だ
ろ
。な
ら
ば
と
こ
と
ん

　
　

分
断
さ
せ
て
や
る
！
」と
人
類
に
語
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
が
分
断
と
い
う
魔
を
増
長
さ
せ
て
く
る
の
な
ら
ば
、我
々
仏
教
徒
は
と
こ
と
ん
縁
を
大
切
に
し
、

共
に
生
き
、共
に
乗
り
切
る
仏
道
を
歩
み
ま
し
ょ
う
。

　
　

際
に
コ
ロ
ナ
禍
は
辛
い
で
す
が
、様
々
な
と
こ
ろ
で
助
け
合
い
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。新
た
な
価
値

　
　
の
構
築
を
迫
ら
れ
て
い
る
今
、近
代
文
明
の
名
の
も
と
で
物
質
主
義
に
よ
る
歩
み
の
限
界
を
認

め
、真
の
豊
か
さ
を
皆
で
求
め
る
時
期
に
き
て
い
ま
す
。全
て
は「
縁
」＝「
関
わ
り
」に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
。だ
か
ら
こ
そ
他
の
幸
福
を
願
い
、他
に
尽
く
す
こ
と
は
巡
り
巡
っ
て
自
分
の
幸
福
の
為
に
尽

く
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。こ
れ
は
人
と
人
の
関
わ
り
だ
け
で
は
な
く
、地
球
と
人
の
関
わ
り
も

同
じ
で
す
。数
十
年
後
に
、人
類
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
契
機
に
真
の
幸
福
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
た

と
振
り
返
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。

　
住
職
か
ら
唱
導
寺
だ
よ
り
に「
寺
嫁
コ
ー
ナ
ー
」を
作
る

と
言
わ
れ
、慣
れ
な
い
執
筆
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

私
は
青
森
の
リ
ン
ゴ
農
家
の
三
姉
妹
の
末
っ
子
と
し
て

生
ま
れ
、横
浜
の
看
護
学
校
に
入
学
し
、そ
の
ま
ま
横
浜
の
病
院

で
看
護
婦
と
し
て
働
い
て
い
ま
し
た
。姉
二
人
は
既
に
嫁
い
で
い

た
の
で
、私
が
青
森
に
帰
り
リ
ン
ゴ
農
家
を
継
ご
う
と
思
い
、そ
ろ
そ
ろ
青

森
に
帰
ろ
う
か
な・・と
思
っ
て
い
た
時
に
職
場
の
先
輩
の
紹
介
で
住
職
と

出
会
い
、結
婚
し
寺
嫁
に
な
り
ま
し
た
。ま
さ
か
自
分
が
お
寺
に
嫁
ぐ
な
ん
て
こ
と
は
、全
く
想
像

し
て
い
な
い
人
生
展
開
で
自
分
で
も
び
っ
く
り
で
す
。周
囲
か
ら「
よ
く
お
寺
に
嫁
ぐ
決
心
を
し
た

ね
。」と
言
わ
れ
た
の
で
す
が
、自
分
で
は
不
思
議
に
も
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
、住
職
と
結
婚
し

よ
う
と
思
い
ま
し
た
。き
っ
と
こ
れ
も
お
釈
迦
様
の
お
導
き
だ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

嫁
い
で
間
も
な
い
頃
は
、お
寺
の
習
慣
や
仕
来
り
な
ど
全
く
分
か

ら
ず
、戸
惑
う
こ
と
ば
か
り
。毎
朝
本
堂
の
ご
本
尊
や
ご
尊
像
に
仏

飯
や
お
茶
を
お
上
げ
す
る
の
は
寺
嫁
の
役
目
な
の
で
す
が
、沢
山
あ

る
の
で
ど
の
器
が
ど
の
ご
神
仏
様
か
を
覚
え
る
だ
け
で一苦
労
、メ
モ

帳
片
手
に
色
々
や
っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
仏
縁
を
大
切
に
し
唱
導
寺
に
尽
く
し
て
参
り
ま
す
の

で
、至
ら
な
い
と
こ
ろ
は
仰
っ
て（
で
き
れ
ば
少
し
優
し
く
）い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。次
回
か
ら
も
こ
の
企
画
が
あ
れ
ば
住
職
に
怒
ら
れ

な
い
程
度
に
つ
ぶ
や
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
海
應
コ
ラ
ム
」
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宝永３年(1706)建立。平成３年大改修。間口８間。
宝暦年間の大火の際焼け残った誕生寺最古の建造物。
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来年2021年には、日蓮大聖人の御降誕800年を迎えます。

日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
の
地

大
本
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小
湊
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寺
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仁
王
門
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日
蓮
宗
の
宗
祖
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
日
蓮
大
聖
人
で
す
。

　
天
台
宗
の
開
祖
は
最
澄
様
、真
言
宗
の
開
祖
は
空
海
様
、浄
土
宗

の
開
祖
は
法
然
様
、浄
土
真
宗
の
開
祖
は
親
鸞
様
、曹
洞
宗
の
開
祖

は
道
元
様
で
す
。こ
れ
を
見
て
何
か
気
付
き
ま
し
た
か
？
そ
う
で
す

日
本
の
仏
教
教
団
の
中
で
宗
祖
の
お
名
前
が
そ
の
ま
ま
宗
派
名
に

な
っ
て
い
る
の
は
恐
ら
く
日
蓮
宗
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。そ
れ
だ
け
宗
祖
に
対

す
る
信
仰
が
厚
く
、イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
存
在
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
日
蓮
大
聖
人
が
ご
生
誕
さ
れ
て
来
年（
二
〇
二
一
）で
八
百
年
の
節
目

（
数
え
年
）の
年
を
迎
え
ま
す
。日
蓮
大
聖
人
は
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）二
月

十
六
日
に
現
在
の
千
葉
県
鴨
川
市
小
湊（
現
在
は
日
蓮
宗
大
本
山
誕
生
寺
が

建
って
い
ま
す
）で
ご
生
誕
さ
れ
ま
し
た
。歴
史
的
に
は
承
久
の
乱
の
翌
年
に
な

り
ま
す
。お
釈
迦
様
の
ご
命
日
が
二
月
十
五
日
で
す
の
で
、そ
の
翌
日
に
日
蓮

大
聖
人
が
ご
生
誕
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
宿
縁
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
父
親
の
名
は
貫
名
二
郎
重
忠
、母
の
名
は
梅
菊
、そ
し
て
日
蓮
大
聖
人
の
幼

名
は
善
日
麿
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。梅
菊
様
が
善
日
麿
様
を
出
産
さ
れ
る

と
、庭
か
ら
は
清
水
が
湧
き
、浜
辺
に
は
青
蓮
華
が
咲
き
、海
面
に
は
大
小
の

鯛
の
群
れ
が
集
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
日
蓮
大
聖
人
は
ご
自
身
の
生
ま
れ
に
つ
い
て「
日
蓮
は
東
海
道
十
五
カ
国
の

内
、第
十
二
に
相
当
た
る
安
房
の
国
、長
狭
の
郡
、東
条
の
郷
、片
海
の
海
人
が

子
な
り
」、ま
た「
旃
陀
羅

が
子
な
り
」と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。旃
陀
羅
と
は
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語（
古
い
イ
ン

ド
の
言
語
）の「
チ
ャ
ン
ダ
ー

ラ
」を
音
写
し
た
語
で
、イ

ン
ド
の
カ
ー
ス
ト（
身
分
）制

度
の
四
つ
の
枠
組
み
に
も
入

れ
な
い
ア
ウ
ト・カ
ー
ス
ト

（
賤
民
）の
こ
と
で
す
。

　
善
日
麿
様
は
漁
師
の
子
と
し

て
生
ま
れ
ま
し
た
。漁
師
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
漁
業
で
生
計
を
立

て
ま
す
。そ
れ
は
殺
生
を
生
業
と

す
る
た
め
、イ
ン
ド
で
は
ア
ウ
ト・

カ
ー
ス
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。日
本
で
は
仏
教
伝
来
当
初
か

ら
、僧
侶
の
世
界
で
も
貴
族
出
身

の
子
弟
が
重
ん
じ
ら
れ
る
な
ど
、

生
ま
れ
に
よ
る
格
差
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
日
蓮
大
聖
人

は
自
ら
の
生
ま
れ
が
旃
陀
羅
の
家
で
あ
っ
て
も
、逆
に
そ
の
生
ま
れ
に
誇
り
を

持
た
れ
、法
華
経
の
教
え
の
下
で
は
全
て
が
平
等
で
あ
り
、お
題
目
の
光
明
に

照
ら
さ
れ
れ
ば
仏
も
旃
陀
羅
も一体
不
二
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
境
地
を
貫
か

れ
ま
し
た
。お
釈
迦
様
が「
人
は
生
ま
れ
に
よ
って
尊
い
の
で
は
な
い
、行
い
に
よ

って
尊
く
も
賤
し
く
も
な
る
の
だ
」と
言
わ
れ
、カ
ー
ス
ト
を
否
定
さ
れ
た
絶
対

平
等
を
日
蓮
大
聖
人
は
身
を
以
って
実
践
さ
れ
た
の
で
す
。

　
最
近
、格
差
社
会
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。世
界
で
も
日
本
で
も

貧
富
の
差
が
大
き
く
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、人
間
は
本
来
平
等
で

あ
り
、皆
は
尊
い
存
在
で
あ
り
、共
に
幸
福
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。八
百

年
前
に
ご
降
誕
さ
れ
た
日
蓮
大
聖
人
は
、そ
の
こ
と
を
私
達
に
伝
え
続
け
て
く

だ
さ
って
い
ま
す
。ご
生
誕
八
百
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、お
題
目
を
唱
え
て
い

る
我
々
は
時
空
を
超
え
て
日
蓮
大
聖
人
の
お
気
持
ち
を
頂

き
、皆
が
幸
福
に
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
向
け
て
力
を

合
わ
せ
る
時
で
す
。そ
れ
こ
そ
が
日
蓮
大
聖
人
へ
の

ご
報
恩
で
す
。

　
是
非
、日
蓮
大
聖
人
を
偲
び
誕
生
寺
へ
ご
参
拝

く
だ
さ
い
。

　唱導寺護持会会長をお勤めいただいている、
刻字作家の佐藤琴帥先生の作品が日蓮宗総本
山である身延山久遠寺様に奉納されました。
　３月１４日、身延山大奥において内野法主猊下
直々にお出ましいただき、奉納式を執り行まし
た。法主猊下が全国の檀信徒とお目通りされる

お部屋に飾
られる予定
です。是非、
身延山参拝
の折りはご
覧ください。

日
蓮
大
聖
人
ご
降
誕
８
０
０
年

仁王門をくぐると
多数の灯篭が立ち並ぶ

日蓮聖人の
生誕霊場碑

日蓮聖人と
御両親のお像
を安置する
誕生堂

日蓮聖人
幼少期の
善日麿像

日蓮聖人を奉祀する
祖師堂

１体５００円

鯛の浦から望む
誕生寺

波木井の御影
(身延山久遠寺蔵)

唱導寺護持会長が
　　　　総本山に奉納

　唱導寺では毎月、第一土曜日・８日・１８日・
２９日に参拝日を設けています。参拝日により
内容は異なりますが、どの参拝日もご祈祷を
行い、「倶生霊神守護札（月守り）」を授与し
ています。「人の左右の肩には同名・同生とい
う名の神様がいて、母の胎内に宿った時から
一生が終わるまで、影の身に添うがごとく付き
従えている」と日蓮大聖人は教えてくれていま
す。倶生霊神様は自分専属の神様です。この
お守りは毎月取り替えて、倶生霊神様の守護
力を高めるお守りです。
　コロナ禍の中、先が見えない時代だからこ
そ、倶生霊神様のお
力をいただき、ご神
佛の加護と自らの努
力の中で、共に幸い
の道を切り開いてい
きましょう。

倶生霊神守護札（月守り）

じ
ょ
う
お
う

ぬ
き
な   

じ
ろ
う  

し
げ
た
だ

ぜ
ん
に
ち
ま
ろ

あ
わ                    

な
が
さ      

こ
お
り 

と
う
じ
ょ
う              

か
た
う
み         

あ
ま

う
め
ぎ
く

せ
ん
だ
ら

〒299-5501　千葉県鴨川市小湊183
TEL：04-7095-2621（代）
FAX：04-7095-2055

大本山  小湊  誕生寺

交通アクセス
車●＜東京・横浜方面より＞
　　東京湾アクアライン→館山自動車道「君津IC」→房総スカイライン→鴨川
　　有料道路→国道128号線→「日蓮交差点」を右折。（君津ICから約70分）

電車●JR外房線安房小湊駅から徒歩25分

バス●JR外房線「安房小湊駅」から路線バス(興津駅行)で「誕生寺入口」
　        下車徒歩約5分またはコミュニティバスで「鯛の浦入口」徒歩約1分

ほっす　げいか

ほうのうしき

ぐ    しょう   れい   じん    しゅ     ご    ふだ

ぐ  しょうれい じん しゅ   ご  ふだ

ぐ  しょうれい じん さま

しゅ   ご

りき

かご

どうみょう   どうしょう
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