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国祷会・お火焚祭り
2 月 11 日（祝）は国祷会が催されます
世界全体の平和と豊穣を祈る行事です

続いて大駐車場でお火焚祭りが執り行われます
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生
命
に
宿
る
仏
性

桑
木 

信
弘

　

冷
た
い
冬
の
大
気
。
白
い
息

を
吐
き
な
が
ら
見
上
げ
る
と
冬

ら
し
く
煌
め
く
星
た
ち
が
澄
ん

だ
夜
空
に
拡
が
っ
て
い
ま
す
。

周
囲
は
米
を
作
る
棚
田
が
あ
る

為
、
日
照
以
外
の
余
分
な
光
を

当
て
ぬ
よ
う
に
外
灯
も
少
な
い

の
で
夜
は
暗
く
、
沈
黙
の
空
に

月
も
静
か
に
浮
か
び
ま
す
。
霜

が
降
り
た
棚
田
は
昇
る
朝
日
と

共
に
濃
霧
と
な
り
、
霧
の
中
に

輝
く
太
陽
は
黄
金
に
さ
え
み
え

ま
す
。
山
の
上
か
ら
望
め
ば
そ

こ
に
は
雲
海
が
拡
が
り
ま
す
。

　

便
利
な
都
会
生
活
に
は
な
い

生
活
リ
ズ
ム
と
感
覚
。
時
間
の

流
れ
に
刻
ま
れ
る
社
会
生
活
に
、

私
た
ち
は
息
を
切
ら
せ
な
が
ら

も
息
を
し
て
い
る
事
す
ら
忘
れ

て
し
ま
う
日
々
に
疲
れ
き
っ
て

し
ま
う
事
も
あ
り
ま
す
。

「
忙
し
い
」
と
は
「
心
を
亡
く
す
」

こ
と
だ
と
言
い
ま
す
。

　

先
日
、
寒
い
中
を
ハ
イ
キ
ン

グ
の
途
中
に
お
寺
を
訪
れ
た
年

輩
の
夫
婦
。
大
阪
市
内
か
ら
み

え
た
そ
う
で
本
堂
の
前
で
お
参

り
を
す
ま
す
と
、

「
能
勢
の
自
然
に
触
れ
て
い
る
と

人
ら
し
い
感
覚
を
思
い
出
す
よ

う
だ
」
と
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に

伸
び
を
し
て
深
呼
吸
を
し
な
が

ら
歩
い
て
い
か
れ
ま
し
た
。

　

お
寺
の
境
内
に
は
一
本
の
大

き
な
古
い
松
の
木
が
立
っ
て
い

ま
す
。
私
が
能
勢
へ
来
た
十
年

程
前
、
そ
の
松
は
葉
が
ほ
ぼ
赤

く
て
枯
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
切
り
倒
さ
れ

て
し
ま
う
。
長
き
に
わ
た
り
境

内
で
檀
信
徒
を
見
守
っ
て
来
た

松
。
先
代
住
職
と
二
人
で
何
と

か
な
ら
な
い
も
の
か
と
優
し
く

撫
で
た
り
話
し
か
け
た
り
し
ま

し
た
。
時
に
は
手
を
触
れ
な
が

ら
お
題
目
を
唱
え
ま
し
た
。

　

す
る
と
徐
々
に
葉
が
緑
に
な

り
始
め
、
今
で
は
毎
年
、
美
し

く
緑
を
輝
か
せ
て
い
ま
す
。

　

仏
さ
ま
の
教
え
で
は
、
す
べ

て
の
生
き
物
に
仏
性
が
宿
っ
て

い
る
と
い
い
ま
す
。
木
や
草
花

に
、
人
の
心
が
け
や
感
情
に
応

え
る
生
命
の
息
吹
き
が
あ
る
と

い
う
よ
い
体
験
を
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
私
た
ち
の
心
の
奥

深
く
に
は
蓮
華
の
華
が
在
り
ま

す
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え

る
事
で
、
心
中
の
蓮
の
華
が
少

し
ず
つ
私
た
ち
の
生
命
の
息
吹

き
と
共
に
開
き
始
め
ま
す
。

　

妙
見
大
菩
薩
と
心
で
語
ら
い

北
極
星
を
中
心
と
し
た
星
々
の

宇
宙
の
息
吹
き
と
、
私
た
ち
が

忘
れ
が
ち
な
生
命
の
鼓
動
を
感

じ
る
た
め
に
、
是
非
と
も
妙
見

山
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

投と
う

機き

　

辞
典
に
は
、
相
場
の

変
動
に
よ
っ
て
生
じ
る

差
益
を
得
る
た
め
に
行

う
取
引
と
説
明
が
あ
る

と
お
り
、
現
代
で
は
経

済
用
語
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
が
、
も
と
は
仏
教
用
語

で
、
機
と
は
仏
道
修
行
を
な
し
得

る
精
神
的
な
能
力
、
ま
た
心
の
力

や
性
質
を
い
う
も
の
で
、
教
え
を

説
く
師
匠
の
機
と
教
え
を
受
け
る

弟
子
の
機
が
相
投
じ
て
冥
合
す
る

こ
と
、
つ
ま
り
お
互
い
の
心
が
相

通
じ
て
合
致
し
投
合
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。

　

機
は
人
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る

の
は
当
然
で
、
し
か
も
心
と
い
う

も
の
は
見
る
こ
と
も
で
き
ず
、
捉

え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

教
え
を
投
げ
か
け
る
師
匠
と
こ
れ

を
受
け
止
め
る
弟
子
の
、
そ
の

心
と
心
が
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

ぴ
っ
た
り
息
を
合
わ
せ
る
こ
と
を

投
機
と
い
う
。
師
と
弟
子
の
真
剣

勝
負
の
世
界
と
言
え
よ
う
。

　

経
済
の
先
行
き
不
安
定
な
今
、

経
済
用
語
の
投
機
も
ま
さ
に
真
剣

勝
負
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

『
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
』

頼た
よ
り
に
さ
れ
れ
ば
嬉う
れ
し
い
し

　

助た
す
け
て
や
り
た
い
気き

も
起お

こ
る

頼た
よ
り
に
す
る
の
を
依え

こ怙
と
い
い

頼た
よ
り
に
な
る
の
も
依え

こ怙
と
い
う

　
　

嗚あ

あ呼 

そ
れ
な
の
に

　
　
　
　
　
　

そ
れ
な
の
に

嫌い
や
な
言こ
と
ば葉
は　

依え
こ
ひ
い
き

怙
贔
屓

そ
こ
が
凡ぼ
ん
ぷ夫
の
悲か
な
し
さ
と

　
　

観か
ん
の
ん
さ
ま

音
様
は

　
　
　
　
　
　

苦に
が
わ
ら笑
い

観か
ん

世ぜ

音お
ん

浄じ
ょ
う

聖し
ょ
う

は

 
苦く

悩の
う

死し

厄や
く

に
於お

い

て

能よ

く
為た

め

に

　

依え

怙こ

と
な
れ
り

国
土

一
般
に
は
領
土
あ
る
い

は
郷
土
を
い
い
ま
す
が
、

仏
教
で
は
衆
生
の
住
む

領
域
・
世
界
。
つ
ま
り

私
た
ち
を
含
む
生
き
と

し
生
け
る
全
て
の
も
の

が
住
み
暮
ら
す
場
を
い

い
ま
す
。
自
国
主
義
を

越
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な

世
界
観
で
す
。


