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り

唱導寺だより

第５号
2021.11月

第５号

日
蓮
大
聖
人
の
お
言
葉
で
す
。

私
達
は
健
康
を
願
う
が
、病
に
な
っ
て
初
め
て
悟
れ
る
こ
と

が
あ
る
。そ
の
時
、病
は
導
き
手
に
な
る
。苦
し
い
事
ほ
ど

沢
山
の
気
付
き
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　
ご
信
者
さ
ん
が
元
気
な
男
の
子
を
授
か
り
、初
参
り
祈
祷
を
さ
せ
て

も
ら
っ
た
一
枚
。コ
ロ
ナ
禍
で
当
た
り
前
の
日
常
が
失
わ
れ
て
い
た
中
で
、

新
し
い
命
を
授
か
っ
た
こ
と
へ
の
御
礼
と
、こ
れ
か
ら
こ
の
子
が
歩
む
道

に
は
様
々
な
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、ど
ん
な
困
難
を
も
乗
り
越
え
幸

い
な
人
生
を
歩
ん
で
ほ
し
い
と
の
願
い
を
込
め
ご
祈
祷
さ
せ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
　

赤
ち
ゃ
ん
は

見
て
い
る
だ

け
で
幸
せ
に

な
れ
る
。
凄

い
力
だ
！
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年
も
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
翻
弄
さ
れ
た
一
年
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。コ
ロ
ナ
禍
で
ご
苦
労
さ
れ

　
　
て
い
る
方
々
が
沢
山
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、そ
の
一
方
で
沢
山
の
気
付
き
を
得
た
方
も
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。私
は
コ
ロ
ナ
禍
で
自
分
を
リ
セ
ッ
ト
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。お
寺
も
コ
ロ
ナ

禍
の
影
響
は
大
き
い
で
す
。年
中
行
事
も
思
っ
た
よ
う
に
で
き
ず
、こ
れ
か
ら
お
寺
は
ど
う
な
っ
て
い
く

の
だ
ろ
う
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。

　
　
か
し
、コ
ロ
ナ
禍
の
お
か
げ
で
あ
ま
り
興
味
の
な
か
っ
た
外
部
の「
会
議
」と
い
う
名
の
集
ま
り
や
、

　
　
俗
に
い
う「
お
付
き
合
い
」で
外
出
す
る
機
会
が
な
く
な
り
、自
分
の
求
め
る
も
の
へ
の
意
識
が
高

ま
り
、時
間
を
使
う
よ
う
に
な
れ
ま
し
た
。コ
ロ
ナ
禍
で
な
く
て
も
そ
う
す
れ
ば
良
か
っ
た
の
で
す
が
、

私
は
人
一
倍
意
志
が
弱
く
、楽
し
い
こ
と
や
楽
な
こ
と
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
人
間
で
す
。コ
ロ
ナ
禍
の

お
蔭
で
強
制
的
に
様
々
な
行
動
が
制
約
さ
れ
、自
然
と
流
れ
が
で
き
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。な
の

で
、今
現
在
の
私
は
コ
ロ
ナ
に
導
か
れ
た
感
じ
が
あ
り
ま
す
。

　
　

論
、た
ま
に
は
外
で
一
杯
や
り
た
い
し
、仲
間
に
も
会
い
た
い
。お
寺
の
行
事
も
檀
信
徒
の
皆
さ

　
　
ん
と
行
い
た
い
し
、本
山
へ
の
団
参
も
し
た
い
。こ
れ
ら
は
一
昨
年
ま
で
は
当
た
り
前
に
行
っ
て
い

た
こ
と
で
す
。当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が「
有
り
難
し
」と
い
う
こ
と
を
実
感
さ
せ
て
も
ら
っ

た
の
も
コ
ロ
ナ
禍
の
お
蔭
で
す
。

　
　

釈
迦
様
は「
世
の
中
に
常
な
る
も
の
は
な
い
ぞ
。常
で
な
い
も
の
を
常
だ
と
思
う
か
ら
苦
し
み
が

　
　

生
ま
れ
る
」と
三
千
年
も
前
か
ら
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。常
で
な
い
か
ら
こ
そ
今
日
と
い
う

一
日
は「
有
り
難
し
」と
気
付
く
。こ
れ
幸
いへ
と
繋
が
る
道
。今
日
も
一
日
あ
り
が
と
う
。合
掌

　

前
号
で
一
部
の
方
か
ら「
次
号
も
楽
し
み
に
し
て
い
る
よ
」と
お
言
葉
を
頂
戴
し

た
の
で
、今
号
で
も
つ
ぶ
や
か
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

私
は
幼
い
頃
か
ら
母
に「
何
か
資
格
を
取
っ
て
、手
に
職
を
つ
け
な
さ
い
」と
言
わ

れ
て
育
ち
ま
し
た
。耳
が
聞
こ
え
な
か
っ
た
祖
父
に
対
す
る
私
の
接
し
方
を
み
て
、母

か
ら「
美
代
子
は
看
護
婦
に
な
る
と
よ
い
よ
」と
事
あ
る
毎
に
言
わ
れ
、単
純
な
私
は
そ
れ

が
目
標
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

実
家
か
ら
通
え
る
看
護
学
校
は
弘
前
市
内
に
一
校
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、高
校
三
年
の
私

は
受
験
勉
強
に
身
が
入
ら
ず
、当
然
不
合
格
。高
校
の
先
生
が
紹
介
し
て
く
れ
た
神
奈
川
県
の
看
護

学
校
を
受
験
す
る
も
不
合
格
。も
は
や
諦
め
モ
ー
ド
に
な
っ
て
い
た
あ
る
日
、母
に
お
使
い
を
頼
ま
れ
、

雪
道
を
歩
い
て
い
る
と
、倒
れ
た
自
転
車
の
横
で
座
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
お
じ
い
さ
ん
を
発
見
。

「
大
丈
夫
で
す
か
？
」と
声
を
掛
け
る
と
、転
ん
で
し
ま
っ
た
と
の
こ
と（
降
雪
の
中
を
普
通
に
自
転
車

に
乗
る
と
こ
ろ
は
流
石
青
森
県
人
）。歩
け
そ
う
だ
っ
た
の
で
私
が
家
ま
で
送
ろ
う
と
す
る
と
、「
あ
ん

た
ど
こ
の
家
の
娘
だ
？
優
し
い
な
。何
人
か
前
を
通
っ
た
が
誰
も
声
を
掛
け
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。わ

（
私
）は
大
丈
夫
だ
。あ
り
が
と
な
」と
い
う
の
で
、お
じ
い
さ
ん
を
見
送
っ
て
家
に
帰
る
こ
と
に
。帰
宅

す
る
と
直
ぐ
さ
ま
電
話
が
鳴
り
、そ
の
電
話
は
神
奈
川
県
看
護
学
校
の
補
欠
合
格
の
知
ら
せ
で
し
た
。

　

後
か
ら
振
り
返
る
と
、あ
の
お
じ
い
さ
ん
と
の
出
会
い
は
、仏
様
の
お
試
し
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。困
っ
た
人
を
見
て
ど
う
振
る
舞
う
か
。看
護
師
に
な
る
資
質
が
あ
る
か
ど
う
か
と（
試

験
で
点
数
が
取
れ
て
い
れ
ば
こ
の
お
試
し
は
い
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が・・）。何
は
と
も
あ
れ
、晴
れ
て

神
奈
川
県
看
護
学
校
に
入
学
し
、卒
業
後
は
そ
の
ま
ま
横

浜
で
病
院
勤
務
を
し
、住
職
と
出
会
い
結
婚
し
寺
嫁
と
な

り
ま
し
た
。青
森
の
看
護
学
校
に
入
学
し
て
い
れ
ば
、当
然

住
職
と
も
皆
さ
ん
と
も
出
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う

と
、つ
く
づ
く
人
間
は
何
が
幸
い
す
る
か
分
か
ら
な
い
と
感

じ
て
し
ま
い
ま
す
。住
職
が
よ
く「
お
導
き
」と
い
う
言
葉

を
使
い
ま
す
が
、不
合
格
も
寺
嫁
と
な
る
為
の
お
導
き
だ
っ

た
と
感
じ
る
感
謝
の
日
々
で
す
。

「
海
應
コ
ラ
ム
」
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「龍ノ口法難」絵

日
蓮
と
い
ゐ
し
者
は

去
年
九
月
十
二
日
子
丑
の
時
に

頸
は
ね
ら
れ
ぬ
。

こ
れ
は
魂
魄
佐
土
の
国
に
い
た
る

「
病
に
よ
り
て
道
心
は
お
こ
り
候
か
」

今を去ること750年前の文永８（１２７１）年9月12日 
日蓮大聖人は龍ノ口（現在の藤沢市片瀬）の処刑場で首の座（斬首）に 

その時江の島の方から光物が飛来し難を免れました。
これを龍口法難といい、上行菩薩の御自覚へのターニングポイントとなりました。

その刑場後に本山龍口寺があります。

寺嫁の
つぶやき
…　

　  

こ
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
う
し

く
び

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
ぱ
く



知
っ
て
い
る
よ
う
で
実
は
よ
く
分
か
ら
な
い
、お
寺
や
仏
壇
へ
の
日
頃
の
お
勤
め
の
こ
と
な
ど
、

皆
さ
ん
か
ら
よ
く
尋
ね
ら
れ
る
い
ろ
い
ろ
な
ご
質
問
に
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

①
燭
台
と
花
瓶
が

　
各
一
つ
の
場
合

　（
三
具
足
）

②
燭
台
と
花
瓶
が

　
各
二
つ
の
場
合

　（
五
具
足
）

　

宗
派
に
よ
り
考
え
が
違
い
ま

す
。日
蓮
宗
で
は
香
を
供
養
す

る
と
い
う
本
義
か
ら
す
れ
ば
一

本
で
よ
い
と
い
う
考
え
で
す
。し

か
し
、本
数
に
あ
ま
り
固
執
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。例
え
ば

「
今
日
は
亡
き
父
の
命
日
だ
か

ら
、い
つ
も
の
一
本
に
加
え
て
父

の
為
に
も
う
一
本
お
香
を
供
養

し
よ
う
」と
す
る
時
は
、合
計
二

本
で
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。お

香
を
捧
げ
る
と
い
う
気
持
ち
が

何
よ
り
も
大
切
で
す
。

　
御
本
尊
は
安
置
し
て
く
だ
さ
い
。

　

御
本
尊
が
入
っ
て
い
な
い
仏
壇
は
、仏
壇

で
は
な
く
位
牌
箱
で
す
。仏
壇
に
御
本
尊
を

安
置
す
る
こ
と
に
よ
り
お
仏
壇
は
お
寺
の

本
堂
と
同
じ
に
な
り
ま
す
。

　

本
尊
と
は「
本
来
尊
重
」「
根
本
尊
崇
」

「
本
有
尊
形
」の
三
義
で
あ
る
と
教
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　本年は当寺檀徒であり、昭和の歌姫と
呼ばれ国民栄誉賞を受賞された、歌手の
美空ひばりさん（故加藤和枝様 慈唱院美
空日和清大姉）の第三十三回忌でした。
　ひばりさんは平成元年6月24日に霊山
浄土へと赴かれました。加藤家の墓所は
横浜市営日野公園墓地にあります。ひばり

さんがお亡くなりになられてから、ご命日には後援会をはじめとして毎年何百
人という方が墓前に集い、ひばりさんに思いを伝えられています。
　本年は第三十三回忌の節目の年ですので、本来ならば皆で集いご供養
をさせていただくべき年ですが、コロナ禍の為それは叶いません。そこで
ご子息である和也様が考案され世界中のひばりさんファンの方と共に
オンライン法要を行う運びとなりました。オンラインならば普段は墓前に
お参り出来ない海外在住の方も参列していただけます。コロナ禍だからこそ
皆と繋がることができるという素晴らしい発想の転換でした。

　当日は朝から不安定な天候で、開式
1時間前位からは、傘を差していても濡
れてしまうような雨でした。これは傘を
差しながらのご回向かな？と思っている
と開式と同時にピタッと雨が止み晴れ
間さえも見ることができました。「流石は
ひばりさん持っていらっしゃる。」心の中
でそんな思いを懐きながら雨上がりの墓前でご回向させていただきました。

　ひばりさん最後のシングル曲となった
「川の流れのように」は、信仰とは川の
流れのように弛まない姿勢が大切だと
教えてくださった、日蓮大聖人の御教
えに重なる気がして
なりません。

よ
く
あ
る
ご
質
問
に
お
答
え
し
ま
す

美空ひばりさんの第三十三回忌法要美空ひばりさんの第三十三回忌法要美空ひばりさんの第三十三回忌法要

御本尊

燭
　
台

香
　
炉

花
　
瓶

御本尊

燭
　
台

香
　
炉

燭
　
台

花
　
瓶

花
　
瓶

お
線
香
は
何
本
立
て
れ
ば
い
い
？

Q

A

A

　

唱
導
寺
で
は
特
に
決
ま
っ
た
戒
名
料
は
設
定
し
て
い

ま
せ
ん
。た
だ「
院
」と
い
う
字
は
元
来
一
人
で
お
寺
を

一
ケ
寺
建
立
し
た
篤
信
の
方
に
付
け
て
い
た
よ
う
で

す
。例
え
ば
唱
導
寺
を
一
人
で
建
立
す
れ
ば「
唱
導
院
」

み
た
い
な
感
じ
で
す
。規
模
が
小
さ
い
お
堂
を
建
立
さ

れ
た
方
に
は「
軒
」や「
庵
」と
い
う
字
を
使
っ
て
い
ま
し

た
。な
の
で
、よ
く
法
号
を
お
付
け
す
る
時
に「
院
号
を

つ
け
る
と
値
段
が
高
い
の
で
し
ょ
？
」と
聞
か
れ
ま
す
が
、

本
来
か
ら
言
え
ば「
お
寺
一
件
分
で
す
」っ
て
答
え
に
な

り
ま
す
。現
代
で
は
そ
の
よ
う
な
事
は
ほ
ぼ
あ
り
え
ま

せ
ん
が
、そ
ん
な
所
か
ら

色
々
な
意
味
で
お
寺
に
貢

献
し
て
く
れ
た
方
に
お
付

け
を
す
る
文
字
に
な
っ
て

い
ま
す
。

お
戒
名
に「
院
」が
付
く
と

　
　
な
ぜ
戒
名
料
が
高
い
の
？

Q

仏
壇
に
は
御
本
尊
を
入
れ
た
方
が
良
い
の
？

Q

A

A

　日蓮宗ではお祈りを始める前に三打、終わった時
に三打を基本とし、お経の切れ目などでも打ちます。
お仏壇でのお参りの時は、最初と最後に三打を基本
にすればよいでしょう。

鈴は何回打つものなの？Q
A

　はい、お建てするべきです。お釈迦様は「皆、塔を建てて供養すべし」と
教えて下さっています。その昔は亡き方の遺徳を讃える為や、信仰を表す
為にストゥーパ＝塔を建てて供養していました。インドのストゥーパが日本に
伝わり「五重の塔」や「五輪塔」などとなりました。しかし、我々が供養の度
　　　　　　　に「五輪塔」を建てるというのは不可能です。

　そこで考えられたのが、現在の卒塔婆です。
五重の搭を板で表し、そこにお題目をしたため
宝塔とし、故人の法号（お戒名）を書き「塔を建
てて供養すべし」の功徳を故人にお送りするの
です。また、お塔婆は故人への「お手紙」と思っ
て下さっても良いでしょう。

お塔婆は建てるべきなの？Q
A

お堂に入る時は
　どっちの足から？

Q

A

　決まりはありません。お題目を唱えながら、
次第に心が落ち着きお題目と一体になるよ
うな感覚が得られるまで。また、自分の気持
ちがご先祖様に届いた感覚を得られるまで
お唱えできれば理想的でしょう。
　数で決めるのであれば、「玄題三唱」とい
う言葉があるくらいですので3遍や、仏教で
は七という数字を大切にしますので、7遍・
14遍・21遍・35遍等でしょうか。

お題目は何遍
　　唱えればいい？

Q

A

　日蓮宗では「左進右退」
といい、左足からお堂に入
り、右足から出ます。勿論、
敷居は踏みません。

さしん　 うたい

ほ
ん
ら
い
そ
ん
ち
ょ
う         

こ
ん
ぽ
ん
そ
ん
す
う

げんだいさんしょう

ごりんとう

ほうとう ほうごう

そとうば

　唱導寺には「護持会」という、お寺
を守る会があります。会費はお寺の
修繕費や御会式での奉納金等に使わ
れています。広間のテーブルと椅子
も護持会様からの寄進です。
 皆さまに気持ちよくご参拝いただけ
るお寺であるために、是非皆さんの
ご入会をお待ちしております。

唱導寺護持会員募集唱導寺護持会員募集唱導寺護持会員募集

入会金1万円　年会費5千円

 

ほ
ん
ぬ
そ
ん
ぎ
ょ
う

唱導寺本堂の五具足唱導寺本堂の五具足

加藤和也氏と住職

加藤家墓所

加藤和也氏と住職

信仰の証し護持会員輪袈裟信仰の証し護持会員輪袈裟

加藤家墓所

りん

お
仏
壇
に
あ
る
燭
台
と
花
瓶
の
位
置
を
教
え
て

Q

し
ょ
く
だ
い
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