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東京教区 埼玉組

月刊養善巧寺報
〒344 - 0 0 3 2埼玉県春日部市備後東4丁目1番17号
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三浦半島最南端の城ヶ烏付近の空撮、左手が城ヶ島(神奈川県最大の自然島)、右手が本土、

間に見えるのが城ヶ島大橋、中央奥が三崎漁港

[東京教区の名品・特産品]～三浦組三崎マグロ/＼*#饂
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参
加
ご
希
望
の
方
は
、

毅寺番

畔
・
一
番
も

]

刊

囀
9
9
9目

月

/

y

Covid-19の影響で、住職が導師も法話

も行ってきましたが、そろそろご講師

を招聘したいところです。

聖
應
太
子
に
販
せ
て
作
ら
れ
た
と
い
う
伝

承
も
あ
る
百
済
観
音
。
だ
と
す
る
と
、
太
子

は
身
長
|
一
メ
ー
ト
ル
近
い
長
身
、
か
な
り
ス

リ
ム
な
体
形
で
あ
ら
れ
た
と
い
う
事
に
な

り
ま
す
ね
。
岡
倉
天
心
が
国
宝
調
査
の
際
、

朝
鮮
風
観
音
と
記
録
し
た
と
推
定
さ
れ
、
和

仕
哲
郎
が
『
古
寺
巡
礼
』
内
て
「
百
済
観
音
」

と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
、
現
在
の
ネ
ー
ミ
ン
グ

に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

み
ほ
と
け
会
月
例
会

-
兼
N
ロ
ロ
ヨ
ミ
ー
テ
ィ
ブ
ブ
誉

み

ほ

と

け

会

で

は

引

き

続

き

N
〇
〇
互
を
用
い
た
法
話
や
学
習

会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

開
催
日
時
は
、

毎
月
第
一
木
曜
日
、
第
三
木
曜
日

午
後
八
時
開
始
・
九
時
す
ぎ
終
了

秦
令
春
日
部
だ
よ
り
令
秦

◎
去
る
五
月
十
八
日
(
日
)
、
善
巧
寺
門
信
徒

総
永
代
経
法
要
を
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
懇
志

を
仏
前
に
奉
呈
し
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。

尊
い
ご
懇
念
、
お
心
遣
い
を
運
ん
で
下
さ
っ

た
皆
様
、
境
内
整
備
や
仏
具
お
み
が
き
等
に

ご
尽
カ
下
さ
っ
た
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
お
蔭
苦
も
ち
ま
し
て
本
年
も
無

事
円
成
さ
せ
て
頂
く
事
が
出
来
ま
し
た
。

⑬
大
阪
万
博
に
合
わ
せ
て
か
、
奈
良
国
立
博

物
館
で
は
開
館
一
三
〇
年
(
そ
れ
も
ス
ゴ

イ
ー
)
の
記
念
企
画
と
し
て
、
法
隆
寺
の
百

済
観
音
(
飛
鳥
時
代
の
作
)
を
始
め
と
す
る

国
宝
百
士
一
点
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ガ

ラ
ス
越
し
で
は
な
く
直
接
拝
見
で
き
る
そ

う
で
、
こ
れ
は
是
非
行
っ
て
み
た
い
と
こ
ろ

で
す
が
、
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
沢
山

あ
り
・
・
・
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
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◎
六
月
十
一
日
(
水
)
午
後
二
時
～

三
時
半

於

法
輪
会
館
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「
法
名
と
は
」

浄
土
真
宗
で
は
開
祖
で
あ
る
「
親

鸞
聖
人
が
「
鐸
親
鸞
」
と
名
乗
ら
れ

た
こ
と
に
基
づ
き
、
「
繹
○
○
」
と

言
う
法
名
を
頂
き
ま
す
。
「
繹
」
は
姓

名
の
「
姓
」
に
当
た
り
ま
す
。
中
国

に
仏
教
が
伝
来
し
た
当
初
は
、
戒
を

授
け
て
く
れ
た
師
匠
の
姓
を
付
す
こ

と
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
四
世

穀
紀
に
活
躍
さ
れ
た
道
安
は
、
仏
教
の

師
は
元
を
た
ど
れ
ば
お
釈
迦
さ
ま
に

寺

帰
す
の
だ
か
ら
、
釈
の
字
を
も
っ
て

氏
と
す
べ
き
と
提
唱
し
、

自
ら
糧
道

番

安

と

名

乗

ら

れ

た

こ

と

が

「

繹

」

氏

の
起
こ
り
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
著
作

『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
は
尊
敬
す
る

刊

曇
鸞
大
師
の
名
を
「
鐸
曇
鸞
法
師
」

月

と
記
し
て
お
り
、
自
ら
も
「
愚
禿
鐸

親
鸞
」
と
名
乗
ら
れ
ま
し
た
。
『
歎
異

抄
』
の
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
「
親
鸞
は

弟
子
一
人
も
も
た
ず
候
」
に
あ
る
よ

う
に
、
仏
の
御
は
か
ら
い
に
よ
っ
て

他
力
の
信
心
を
決
定
し
念
仏
申
す
身

と
成
っ
た
わ
け
で
、
皆
仏
の
力
に
依

る
も
の
と
受
け
取
る
の
が
他
力
本
願

の
教
え
で
す
。
そ
の
大
本
を
た
ず
ね

れ
ば
、
お
釈
迦
さ
ま
が
汝
を
決
し
て

捨
て
ぬ
と
誓
わ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
の

本
願
を
説
か
れ
た
事
に
始
ま
る
訳
で

す
。
よ
っ
て
、
皆
人
平
等
に
お
釈
迦

さ
ま
の
弟
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か

ら
「
繹
○
○
」
と
名
乗
ら
れ
た
と
言

う
事
が
解
り
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
人

は
等
し
く
阿
弥
陀
如
来
の
広
大
な
慈

悲
の
船
に
乗
っ
て
彼
岸
に
渡
ら
せ
て

頂
く
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
位
や

身
分
と
い
う
私
た
ち
凡
夫
の
価
値
を

差
し
挟
む
余
地
は
無
い
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
本
願
寺
の
護
持
発
展

に
寄
与
さ
れ
た
方
、
社
会
的
に
功
労

が
あ
っ
た
方
に
は
「
○
○
院
」
と
い

う
院
号
が
授
与
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
院
号
は
、
嵯
峨
天
皇
が
譲
位

出
家
さ
れ
嵯
峨
院
と
称
さ
れ
た
こ
と

に
始
ま
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
な
る

と
寺
院
を
建
立
し
た
武
家
に
院
号
を

贈
る
と
い
う
事
が
始
ま
り
、
江
戸
時

代
に
な
る
と
そ
れ
が
庶
民
に
も
広
ま

っ
て
い
き
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
に
は

「
院
号
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
他
宗
で
は
戒
名
を
生
前
に
付
け

る
事
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
で
す
が
、

浄
土
真
宗
の
法
名
は
み
教
え
の
性
格

上
、
全
て
の
人
に
開
か
れ
て
い
ま
す
。

京
都
酉
本
願
寺
で
は
元
旦
、

六
日
の
朝
、
お
煤
払
い
が
行
わ
れ
る

十
二
月
二
○
日
を
除
く
ほ
ぼ
毎
日
朝

と
午
後
の
一
一
回
、
法
名
授
与
を
行
う

「
帰
敬
式
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

築
地
本
願
寺
で
も
報
恩
講
や
特
別
な

法
要
時
に
は
「
帰
敬
式
」
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
酉
本
願
寺
・

築
地
本
願
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。


