
不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いまいしまい 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 赤口 女 

旧 2 月 23 日   

月曜    1 

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
世
の
中
だ
と
わ
か
っ
て
い
て

も
、
な
ぜ
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
の
か
が
わ
か
ら
ず
に

苦
し
む
の
が
私
た
ち
凡
夫
で
す
。 

原
因
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
対
処
法
も
解
決
策
も
見
つ

か
り
ま
せ
ん
。 

苦
し
み
の
原
因
も
、
そ
れ
を
取
り
除
く
方
法
も
わ
か
ら

ず
ジ
タ
バ
タ
も
が
い
て
い
る
と
、
さ
ら
に
迷
い
が
深
く

な
る
も
の
で
す
。 

そ
こ
か
ら
脱
す
る
道
が
仏
道
な
の
で
す
。 

  
 

不
識
苦
尽
道 

 
 

「
苦
し
み
を
断
つ
道
が
わ
か
ら
な
い
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

ふ 
 

 

し
き 

 
 

く 
 

 

じ
ん 

 

ど
う 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 先勝 虚 

旧 2 月 24 日   

火曜    2 
｢

諸
天
衆｣

と
は
天
上
界
の
住
人
の
こ
と
。 

天
上
界
は
悦
び
の
世
界
を
表
し
て
い
ま
す
。 

迷
い
が
深
く
な
る
と｢

諸
天
衆｣

も
暗
い
餓
鬼
道
や
畜
生

道
を
を
さ
ま
よ
う
こ
と
に
な
り
、
悦
び
を
も
っ
て
毎
日

を
送
る
者
が
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

ま
た
、｢

諸
天
衆｣

は
仏
教
信
仰
者
を
守
護
す
る
役
割
も

担
っ
て
い
る
た
め
、
仏
の
道
か
ら
外
れ
迷
い
の
中
に
い

る
者
が
増
え
る
と
、
守
護
の｢

諸
天
衆｣

が
減
り
、
国
が

ま
す
ま
す
乱
れ
る
と
い
う
悪
循
環
に
陥
り
ま
す
。 

   

減
損
諸
天
衆 

 
 

「
諸
天
衆
が
減
損
す
る
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

げ
ん 

 
 

そ
ん 

 

し
ょ 

 
 

て
ん 

 

じ
ゅ 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 友引 危 

旧 2 月 25 日   

水曜    3 

大
通
智
勝
仏
が
悟
り
を
得
た
と
き
、
十
方
の
五
百
万
億

の
諸
仏
の
世
界
が
六
種
に
震
動
し
ま
し
た
。 

数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
仏
の
国
が
震
動
し
た
と
い
う
こ

と
は
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
通
用
す
る
仏
の
教
え
に
天
地

も
打
ち
震
え
て
感
動
し
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。 

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
国
土
で
道
に
迷
っ
て
い
た

人
々
が
仏
さ
ま
の
慈
悲
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
顔
を
見

合
わ
せ
、
迷
っ
て
い
る
の
は
自
分
一
人
で
は
な
い
と
気

づ
き
、
自
己
中
心
の
考
え
を
改
め
た
の
で
し
た
。 

    

十
方
各
五
百
万
億
諸
仏
世
界 

 
 

 

「
五
百
万
億
も
の
仏
の
世
界
が
感
動
に
打
ち
震
え
た
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

じ
っ
ぽ
う 

か
く
ご
ひ
ゃ
く
ま
ん
の
く 

し
ょ
ぶ
っ
せ
か
い 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 先負 室 

旧 2 月 26 日   

木曜    4 

梵
天
王
は
宮
殿
を
大
通
智
勝
仏
に
献
上
し
ま
し
た
。 

仏
さ
ま
に
宮
殿
を
献
上
す
る
と
、
宮
殿
が
仏
さ
ま
の
も

の
と
な
り
、
献
じ
た
者
は
そ
の
宮
殿
で
仏
さ
ま
の
教
え

を
聞
き
、
仏
さ
ま
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

仏
さ
ま
に
受
け
取
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
あ
り
が
た

く
こ
れ
ほ
ど
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。 

お
寺
に
布
施
を
す
る
の
も
、
仏
さ
ま
に
物
や
行
な
い
を

お
供
え
し
て
、
仏
さ
ま
の
教
え
を
い
た
だ
き
、
悟
り
に

近
づ
く
た
め
な
の
で
す
。 

   

各
以
宮
殿 

奉
上
彼
仏 

 
 

「
宮
殿
を
仏
に
献
上
す
る
」 

 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

か
く 

 

い 

く
う 

で
ん 

 
 

 

ぶ 

じ
ょ
う 

ひ 

ぶ
つ 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 仏滅 壁 

旧 2 月 2７日   

金曜    5 

大
通
智
勝
仏
が
悟
り
を
得
た
時
、
十
方
の
諸
仏
の
国
は

震
動
し
、
慈
悲
の
光
に
包
ま
れ
ま
し
た
。 

そ
の
時
、
東
方
・
東
南
方
・
南
方
・
西
南
方
・
下
方
・

上
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
梵
天
た
ち
は
驚
き
、
大
通
智

勝
仏
が
悟
り
を
開
い
た
こ
と
を
知
り
、
大
い
に
喜
び
、

宮
殿
を
献
上
し
、
教
え
を
説
く
よ
う
に
要
請
し
ま
す
。 

お
釈
迦
さ
ま
が
菩
提
樹
下
で
悟
り
を
開
い
た
時
に
も
、

娑
婆
世
界
の
衆
生
に
説
法
を
要
請
し
た
の
も
梵
天
た
ち

で
し
た
。 

  

梵
天
懇
請  

 
 

「
梵
天
が
仏
に
説
法
を
請
い
願
う
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

ぼ
ん 

 
 

て
ん 

 

こ
ん 

 

じ
ょ
う 

清明   



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 友引 虚 

旧２月 28 日   

土曜    6 

「
世
雄
」
と
は
世
の
中
で
最
も
勝
れ
て
い
る
こ
と
。 

「
両
足
」
と
は
福
と
慧
の
両
方
を
具
え
て
い
る
こ
と
。 

「
世
雄
両
足
尊
」
と
は
仏
さ
ま
の
尊
称
で
す
。 

尊
い
教
え
を
説
き
大
い
な
る
慈
悲
の
力
で
苦
悩
の
中
に

い
る
衆
生
を
お
救
い
く
だ
さ
い
と
、
梵
天
た
ち
が
大
通

智
勝
仏
に
請
い
願
っ
た
際
の
尊
称
が｢

世
雄｣

で
す
。 

梵
天
た
ち
は
、
説
法
を
聞
い
て
仏
に
近
づ
き
た
い
と
願

い
、
そ
の
思
い
が
伝
わ
り
、
大
通
智
勝
仏
は
黙
然
と
し

て
そ
の
願
い
を
受
け
止
め
た
の
で
し
た
。 

  

世
雄
両
足
尊 

 
 

「
世
の
中
で
最
も
勝
れ
た
存
在
で
あ
る
仏
さ
ま
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

せ 
 

 

お
う 

 

り
ょ
う 

ぞ
く 

 

そ
ん 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 赤口 婁 

旧 2 月 29 日   

日曜    7 
｢

天
中
天｣

と
は
仏
さ
ま
の
こ
と
。 

天
界
は
人
間
界
を
一
段
超
越
し
た
苦
の
な
い
喜
び
の
世

界
、
「
天
中
天
」
は
天
界
を
さ
ら
に
超
越
し
た
苦
も
楽

も
超
え
た
仏
さ
ま
の
世
界
で
す
。 

人
間
界
に
い
る
私
た
ち
に
は
想
像
し
難
い
世
界
で
す
。 

天
中
天
の
仏
さ
ま
は｢

迦
陵
頻
伽
（
か
り
ょ
う
び
ん
が

）｣

と
い

う
鳥
の
よ
う
な
美
し
い
声
で
教
え
を
説
き
、
人
々
の
心

に
深
く
沁
み
渡
り
、
憐
れ
み
を
も
っ
て
苦
楽
を
除
き
、

救
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。 

  

聖
主
天
中
天 

「
天
界
を
超
え
た
世
界
の
仏
さ
ま
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

じ
ょ
う 

 

じ
ゅ 

 

て
ん 
 

ち
ゅ
う 

 

て
ん 



不変山 永寿院 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法華経 日めくり 令和６年（2024）4 月① 

妙
法
蓮
華
経
薬
草
喩
品
第
五 

衆
生
常
苦
悩 

盲
冥
無
導
師 

不
識
苦
尽
道 

不
知
求
解
脱 

長
夜
増
悪
趣 

減
損
諸
天
衆 

従
冥
入
於
冥 

永
不
聞
仏
名 

今
仏
得
最
上 

安
穏
無
漏
法 

我
等
及
天
人 

為
得
最
大
利 

 
是
故
咸
稽
首 

帰
命
無
上
尊 

 

〈
略
〉 

仏
告
諸
比
丘
。
大
通
智
勝
仏
。
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
時
。
十
方
各
五
百
万
億
諸
仏
世
界
。 

 

〈
略
〉 

即
時
諸
梵
天
王
。
頭
面
礼
仏
。
繞
百
千
喝
。
即
以
天
華
。
而
散
仏
上
。
其
所
散
華
。
如
須
弥
山
。 

竝
以
供
養
。
仏
菩
提
樹
。
其
菩
提
樹
。
高
十
由
旬
。
華
供
養
已
。
各
以
宮
殿
。
奉
上
彼
仏
。 

 

〈
略
〉 

 

世
尊
両
足
尊 

唯
願
演
説
法 

以
大
慈
悲
力 
度
苦
悩
衆
生 

 

〈
略
〉 

聖
主
天
中
天 

迦
陵
頻
伽
声 

哀
愍
衆
生
者 

我
等
今
敬
礼 

 

世
尊
甚
希
有 

久
遠
乃
一
現 

一
百
八
十
劫 
空
過
無
有
仏 

 

三
悪
道
充
満 

諸
天
衆
減
少 

今
仏
出
於
世 
為
衆
生
作
眼 

 

世
間
所
帰
趣 

救
護
於
一
切 

為
衆
生
之
父 

哀
愍
饒
益
者 

 

我
等
宿
福
慶 

今
得
値
世
尊 

 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

月曜    8 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 先勝 胃 

旧 2 月 30 日   

「
優
曇
波
羅
」
は
三
千
年
に
一
度
咲
く
花
で
、
仏
さ
ま

の
教
え
に
会
い
難
い
こ
と
の
喩
え
に
使
わ
れ
ま
す
。 

苦
し
み
を
取
り
除
こ
う
と
も
が
い
て
い
る
う
ち
に
、
次

か
ら
次
へ
と
苦
し
み
が
わ
い
て
く
る
こ
と
が
り
ま
す
。 

そ
れ
は
霧
を
ホ
ウ
キ
で
掃
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、

掃
い
て
も
掃
い
て
も
終
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
ん
な
と
き
に
仏
さ
ま
の
教
え
に
出
会
う
と
、
霧
が
晴

れ
る
よ
う
に
苦
し
み
が
除
か
れ
ま
す
。 

そ
ん
な
出
会
い
が
稀
で
有
難
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

  

如
優
曇
波
羅 

 

「
仏
さ
ま
の
教
え
に
は
会
い
難
い
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
六
七 

に
ょ 

 

う 
 

 

ど
ん 

 
 

ば 
 

 

ら 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 先負 胃 

旧３月１日   

火曜    9 

「
甘
露
」
は
天
上
の
神
々
の
飲
む
甘
い
霊
液
で
、

飲
む
と
不
死
を
得
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

転
じ
て
、
仏
さ
ま
の
教
え
に
喩
え
ら
れ
ま
す
。 

「
甘
露
」
は
甘
さ
や
甘
辛
さ
を
表
現
す
る
言
葉
と

し
て
日
常
生
活
に
も
浸
透
し
て
い
ま
す
が
、
本
来

の
意
味
は
苦
が
消
滅
し
た
、
平
穏
な
心
の
状
態
を

表
し
て
い
ま
す
。 

天
か
ら
降
る
甘
露
は
、
人
々
に
悦
び
を
与
え
、
苦

し
み
を
取
り
除
き
、
悟
り
へ
と
導
き
ま
す
。 

   

能
開
甘
露
門 

 
 

「
甘
露
の
門
を
開
く
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

の
う 

 
 

か
い 

 

か
ん 

 
 

ろ 
 

 

も
ん 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 仏滅 昴 

旧 3 月 2 日   

水曜    10 

梵
天
た
ち
は
、
仏
の
救
い
が
限
り
な
い
こ
と
を
理
解
し

た
う
え
で
、
大
通
智
勝
仏
の
説
法
を
請
い
願
い
発
し
た

言
葉
で
す
。 

仏
教
に
帰
依
し
て
自
分
が
救
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

仏
さ
ま
の
教
え
が
広
く
行
き
渡
り
、
自
分
も
皆
も
共
に

仏
に
成
る
道
を
進
も
う
と
願
う
大
乗
仏
教
を
学
ぶ
者
の

心
持
ち
を
表
し
た
言
葉
で
す
。 

宗
派
を
超
え
て
、
経
典
を
読
誦
し
た
後
に
回
向
文
等
に

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。 

  

願
以
此
功
徳 

普
及
於
一
切 

我
等
与
衆
生 

皆
具
成
仏
道  

 

「
大
乗
仏
教
を
学
ぶ
者
の
心
得
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

が
ん 

に 

し 

く
ど
く 

 
 

ふ
ぎ
ゅ
う 

お 

い
っ
さ
い 

 
 

 

う 
 

 

ま 
 

 

じ 

が 

と
う
よ 

し
ゅ
じ
ょ
う 

 

か
い
ぐ 

じ
ょ
う
ぶ
つ
ど
う 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   
旧 12 月 1 日   

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   

 大安 畢 

木曜    11 

十
方
の
梵
天
王
と
い
う
の
は
、
果
て
し
な
く
広
い
世
界

中
の
住
人
の
こ
と
を
指
し
「
非
常
に
縁
の
遠
い
者
」
を

表
し
て
い
ま
す
。 

大
通
智
勝
仏
の
十
六
の
王
子
は
、
仏
の
子
で
あ
る
か
ら

「
最
も
縁
の
近
い
者
」
を
表
し
て
い
ま
す
。 

縁
の
遠
い
者
と
近
い
者
の
両
方
か
ら
教
え
を
説
く
よ
う

に
と
懇
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
世
の
中
の
す
べ
て

の
も
の
が
教
え
を
求
め
、
そ
し
て
す
べ
て
の
者
に
教
え

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。 

   

十
方
諸
梵
天
王 

及
十
六
王
子
請 

 
 

「
遠
い
世
界
の
梵
天
も
、
息
子
た
ち
も
教
え
を
求
め
た
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

じ
っ
ぽ
う
し
ょ
ぼ
ん
て
ん
の
う 
 

 

ぎ
ゅ
う
じ
ゅ
う
ろ
く
お
う
じ
し
ょ
う 

旧３月３日   



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   
旧 12 月 2 日   

大
通
智
勝
仏
は
最
初
に｢

苦
・
集
・
滅
・
道｣

の
四
諦
を

三
回
繰
り
返
し
、
十
二
行
の
法
を
転
じ
ま
し
た
。 

三
転
に
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

①
示
転…

四
諦
を
実
際
の
事
柄
に
当
て
は
め
て
示
す 

②
勧
転…
四
諦
を
理
解
し
て
実
践
す
る
よ
う
に
勧
め
る

③
証
転…

四
諦
で
あ
る
と
見
極
め
て
実
践
し
証
明
す
る 

 

こ
の
よ
う
に
視
点
を
変
え
て
の
説
法
は
仏
に
し
か
で
き

な
い
独
特
な
も
の
で
、
お
釈
迦
さ
ま
の
最
初
の
説
法

「
初
転
法
輪
」
で
も
十
二
行
法
輪
が
説
か
れ
ま
し
た
。 

 

じ
ん 

 
 

ど 
 

 

ぼ
ん 
 

し
ん 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   

 赤口 觜 

金曜    12 

   

三
転 

十
二
行
法
輪 

 
 

 

「
三
た
び
十
二
行
の
法
輪
を
転
じ
た
も
う
」 

  

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

さ
ん 

て
ん 

 
 

 

じ
ゅ
う 

に 

ぎ
ょ
う
ほ
う 

り
ん 

旧３月４日   



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   
旧 12 月 3 日   

「
三
転
十
二
行
」
の
一
転
目
は
「
示
転
」。 

「
示
」
と
は
説
き
示
す
こ
と
で
あ
り
、
仏
さ
ま
が
お
悟

り
に
な
っ
た
そ
の
ま
ま
に
説
き
、
伝
え
る
こ
と
で
す
。 

し
か
し
、
教
え
を
聞
い
て
す
ぐ
理
解
し
、
実
行
で
き
る

人
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

関
心
も
持
た
ず
、
聞
き
流
し
、
実
行
し
よ
う
と
も
し
な

い
人
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。 

仏
さ
ま
は
ど
ん
な
人
も
見
捨
て
る
こ
と
な
く
、
次
の
手

を
差
し
伸
べ
て
下
さ
い
ま
す
。 

 

お 
 

 

に 
 

じ
ゅ
う 
 

ね
ん 

 

ち
ゅ
う 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   

 先勝 参 

土曜    13 

  
 

示
転 

「
ま
ず
は
説
き
示
す
」 

 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

じ 
 

 

て
ん 

旧３月５日   



不変山 永寿院 

  

勧
転 

「
次
に
実
践
す
る
よ
う
に
勧
め
る
」 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   
旧 12 月 4 日   

「
三
転
十
二
行
」
の
二
転
目
は
「
勧
転
」。 

「
勧
」
と
は
仏
さ
ま
の
教
え
を
信
じ
、
実
践
す
る
よ
う

に
と
勧
め
る
こ
と
で
す
。 

教
え
を
聞
い
た
だ
け
で
は
実
生
活
に
も
生
か
さ
れ
ず
、

世
の
中
が
良
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

仏
さ
ま
の
教
え
を
実
践
す
る
よ
う
に
勧
め
る
の
で
す
。 

し
か
し
、
勧
め
ら
れ
て
し
ば
ら
く
は
努
力
を
し
て
も
、

す
ぐ
に
結
果
が
あ
ら
わ
れ
な
い
と
気
が
抜
け
て
し
ま
う

人
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

か
ん 

 

て
ん 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   

 友引 井 

日曜    14 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

旧３月６日   



不変山 永寿院 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

「
須
菩
提
の
授
記
」 

法華経 日めくり 令和６年（2024）４月② 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

以
法
雨
充
満 

昔
所
未
曾
覩 

無
量
智
慧
者 

如
優
曇
波
羅 

今
日
乃
値
遇 

 

 
 

 
〈
略
〉 

 

愍
哀
群
萌
類 

能
開
甘
露
門 

広
度
於
一
切 

於
昔
無
量
劫 

空
過
無
有
仏 

 

 
 

 

〈
略
〉 

唯
垂
哀
納
受 

願
以
此
功
徳 

普
及
於
一
切 

我
等
与
衆
生 

皆
共
成
仏
道 

〈
略
〉 

爾
時
大
通
智
勝
如
来
。
受
十
方
諸
梵
天
王
。
及
十
六
王
子
請
。
即
時
三
転
。
十
二
行
法
輪
。 

若
沙
門
。
婆
羅
門
。
若
天
。
魔
梵
。
及
余
世
間
。
所
不
能
転
。
謂
是
苦
。
是
苦
集
。
是
苦
滅
。

是
苦
滅
道
。
及
広
説
。
十
二
因
縁
法
。
無
明
縁
行
。
行
縁
識
。
識
縁
名
色
。
名
色
縁
六
入
。 

六
入
縁
触
。
触
縁
受
。
受
縁
愛
。
愛
縁
取
。
取
縁
有
。
有
縁
生
。
生
縁
老
死
憂
悲
苦
悩
。
無
明

滅
則
行
滅
。
行
滅
則
識
滅
。
識
滅
則
名
色
滅
。
名
色
滅
則
六
入
滅
。
六
入
滅
則
触
滅
。
触
滅
則

受
滅
。
受
滅
則
愛
滅
。
愛
滅
則
取
滅
。
取
滅
則
有
滅
。
有
滅
則
生
滅
。
生
滅
則
老
死
憂
悲
苦
悩

滅
。
仏
於
天
人
大
衆
之
中
。
説
是 

法
時
。
六
百
万
億
。
那
由
佗
人
。
以
不
受
一
切
法
故
。 

  



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

４月   日   

 先負 鬼 

旧３月７日   

月曜    15 

「
三
転
十
二
行
」
の
三
転
目
は
「
証
転
」。 

「
証
」
と
は
仏
さ
ま
が
悟
ら
れ
た
こ
と
や
、
仏
さ
ま
が

実
行
さ
れ
た
こ
と
を
事
実
と
し
て
証
明
す
る
こ
と
。 

仏
さ
ま
は
、
そ
の
人
が
実
践
し
た
こ
と
が
真
の
悟
り
を

得
る
道
に
沿
っ
て
い
る
か
、
手
本
を
示
し
証
明
す
る
よ

う
に
道
を
開
い
て
下
さ
い
ま
す
。 

説
き
示
し
、
じ
実
践
す
る
よ
う
に
勧
め
、
手
本
を
示
し

証
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
視
点
を
変
え
て
、
三
段
階
で

導
い
て
く
だ
さ
る
の
が
仏
さ
ま
で
す
。 

   

証
転 

「
最
後
に
手
本
を
示
し
証
明
す
る
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
六
七 

じ
ょ
う 

て
ん 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

４月   日   

 仏滅 柳 

旧３月８日   

火曜    16 
｢

苦
・
集
・
滅
・
道｣

の
「
四
諦
法
」
を
三
転
す
る
の
が

｢
十
二
行
法
輪｣

で
す
。 

「
苦
」
は
不
満
足
・
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と 

「
集
」
は
煩
悩
の
集
ま
り
・
苦
し
み
の
原
因
の
こ
と 

「
滅
」
は
迷
い
を
滅
し
た
状
態 

「
道
」
は
悟
り
に
入
る
た
め
の
方
法
手
段 

こ
の｢

苦
集
滅
道
」
の
四
つ
を
三
段
階
に
渡
り
、
徹
底
的

に
諦
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悩
み
や
苦
し
み
か

ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
す
。 

  

謂
是
苦 

是
苦
集 

 

是
苦
滅 

是
苦
滅
道 

「
苦
・
集
・
滅
・
道
の
四
諦
法
」 

い 

ぜ 

く 
 

 
 

ぜ 

く 

じ
ゅ
う 

 
 

 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

ぜ 

く 

め
つ 

 
 

ぜ 

く 

め
つ
ど
う 

 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

４月   日   

 大安 星 

旧３月９日   

水曜    17 

大
通
智
勝
仏
は
次
に｢

十
二
因
縁
法｣

を
説
き
ま
す
。 

「
序
品
」
の
日
月
灯
明
仏
も
説
い
た
教
え
で
す
。 

迷
い
（
無
明
）
、
行
い
（
行
）
、
も
っ
て
生
ま
れ
た
性
質

（
識
）
、
体
と
心
（
名
色
）
、
眼
耳
鼻
舌
身
意
の
六
根

（
六
入
）
、
感
覚
（
触
）
、
感
情
（
受
）
、
愛
憎
の
念

（
愛
）
、
選
択
（
取
）
、
差
別
（
有
）
を
抱
き
、
生
き

（
生)

、
老
い
て
死
ぬ
こ
と
（
老
死
）。 

こ
の
十
二
因
縁
を
繰
り
返
す
凡
夫
の
一
生
か
ら
離
れ
る

こ
と
を
徹
底
的
に
求
め
る
修
行
法
を
示
さ
れ
ま
し
た
。 

   

十
二
因
縁
法 

 
 

「
苦
悩
を
滅
す
る
た
め
の
十
二
の
条
件
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

じ
ゅ
う 

 

に 
 

 

い
ん 
 

ね
ん 

 
 

ほ
う 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

４月   日   

 赤口 張 

旧３月 10 日   

木曜    18 

十
二
因
縁
の
第
一
、「
無
明
」
と
は
心
が
明
ら
か
で
は
な

い
こ
と
、
智
慧
が
十
分
に
備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
。 

教
え
も
受
け
ず
、
道
も
学
ば
ず
に
、
真
っ
暗
な
通
り
に

放
り
出
さ
れ
た
ら
誰
で
も
迷
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

無
明
は
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
の
根
本
的
な
原
因
で
す
。 

無
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
物
事
の
因
果
関
係
を
理
解
で

き
ず
、
煩
悩
を
と
い
う
欲
望
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う

の
で
す
。 

無
明
を
解
決
す
れ
ば
心
は
安
ら
か
に
な
る
の
で
す
。 

  

無
明 

 
 

「
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
の
原
因
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

む 
 

 

み
ょ
う 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

        
 

19 ４月   日   

 先勝 翼 

旧３月 1１日   

金曜    
十
二
因
縁
の
第
二
「
行
」
と
は
行
い
、
行
動
の
こ
と
。 

無
明
ゆ
え
に
心
に
迷
い
を
抱
い
た
ま
ま
行
動
す
れ
ば
、

問
題
に
突
き
当
た
る
こ
と
は
必
定
で
す
。 

無
明
と
い
う
明
か
り
の
な
い
暗
闇
の
中
で
下
手
に
動
き

回
る
と
、
自
分
の
立
ち
位
置
も
見
失
い
、
さ
ら
に
迷
路

の
奥
を
さ
ま
よ
い
、
恐
怖
や
疑
念
ま
で
生
じ
ま
す
。 

迷
路
の
出
口
に
導
く
光
が
仏
さ
ま
の
慈
悲
で
す
。 

そ
の
光
に
向
か
っ
て
、
仏
さ
ま
の
智
慧
を
学
ぼ
う
と
す

る
行
動
こ
そ
が
「
行
」
な
の
で
す
。 

  

行 
 

 

「
無
明
の
中
で
行
動
し
な
い
よ
う
に
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

ぎ
ょ
う 

 
 

穀 雨   

令和６年 甲辰 

２０２４年   



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

４月   日   

 友引 軫 

旧３月 1２日   

十
二
因
縁
の
第
三
、「
識
」
と
は
識
別
す
る
働
き
。 

識
は
生
ま
れ
た
と
き
に
具
わ
っ
て
い
る
性
質
で
あ
り
、

何
も
学
ば
ず
に
成
長
す
る
と
生
ま
れ
た
と
き
の
不
完
全

な
性
質
の
ま
ま
年
老
い
て
し
ま
い
ま
す
。 

仏
さ
ま
の
智
慧
を
学
び
、
長
所
を
伸
ば
し
、
欠
点
を
修

正
し
て
い
く
か
ら
、
人
生
が
豊
か
に
な
る
の
で
す
。 

無
明
の
ま
ま
行
動
す
る
と
、「
識
」
も
育
ち
ま
せ
ん
。 

「
行
」
に
よ
っ
て
「
識
」
が
影
響
さ
れ
る
の
で
、｢

無
明

の
行｣

は｢

識｣

の
迷
い
の
も
と
に
な
る
の
で
す
。 

  

識 
 

「
不
完
全
な
性
質
の
ま
ま
人
生
を
終
え
な
い
よ
う
に
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

し
き 

        
 

土曜    20 

令和６年 甲辰 

２０２４年   

４月   

 友引 軫 

旧３月 12 日   



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

４月   日   

 先負 角 

旧 3 月 13 日   

日曜    21 

十
二
因
縁
の
第
四
、｢

名｣

は
心
、｢

色｣

は
身
、
「
名
色｣

は
心
身
の
こ
と
。 

生
ま
れ
た
と
き
に
具
わ
っ
て
い
る
性
質｢

識｣

が
育
っ
て

く
る
と
、
心
と
身
体
も
発
達
し
て
き
ま
す
。 

赤
ち
ゃ
ん
が
表
情
が
豊
か
に
な
り
言
葉
を
覚
え
、
ハ
イ

ハ
イ
し
、
や
が
て
立
っ
て
歩
く
過
程
で
、
周
囲
の
大
人

が
愛
情
も
っ
て
接
す
れ
ば
、
情
緒
が
安
定
し
心
も
身
も

育
ま
れ
て
い
き
ま
す
。 

凡
夫
の｢

名
色｣

も
仏
さ
ま
に
よ
っ
て
育
ま
れ
ま
す
。 

  

名
色 

 
 

「
健
全
な
心
身
を
育
む
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
品
第
七 

み
ょ
う 

 

し
き 



不変山 永寿院 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法華経 日めくり 令和６年（2024）４月③ 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

 
 

 

〈
略
〉 

爾
時
大
通
智
勝
如
来
。
受
十
方
諸
梵
天
王
。
及
十
六
王
子
請
。
即
時
三
転
。 

十
二
行
法
輪
。
若
沙
門
。
婆
羅
門
。
若
天
。
魔
梵
。
及
余
世
間
。
所
不
能
転
。 

謂
是
苦
。
是
苦
集
。
是
苦
滅
。
是
苦
滅
道
。
及
広
説
。
十
二
因
縁
法
。
無
明
縁
行
。 

行
縁
識
。
識
縁
名
色
。
名
色
縁
六
入
。
六
入
縁
触
。
触
縁
受
。
受
縁
愛
。
愛
縁
取
。 

取
縁
有
。
有
縁
生
。
生
縁
老
死
憂
悲
苦
悩
。
無
明
滅
則
行
滅
。
行
滅
則
識
滅
。 

識
滅
則
名
色
滅
。
名
色
滅
則
六
入
滅
。
六
入
滅
則
触
滅
。
触
滅
則
受
滅
。 

受
滅
則
愛
滅
。
愛
滅
則
取
滅
。
取
滅
則
有
滅
。
有
滅
則
生
滅
。 

生
滅
則
老
死
憂
悲
苦
悩
滅
。
仏
於
天
人
大
衆
之
中
。
説
是
法
時
。
六
百
万
億
。 

那
由
佗
人
。
以
不
受
一
切
法
故
。
而
於
諸
漏
。
心
得
解
脱
。
皆
得
深
妙
禅
定
。 

 
 

 

〈
略
〉 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

４月   日   

仏滅 亢 

旧３月 1４日   

月曜    22 

十
二
因
縁
の
第
五
、
「
六
入
」
と
は
眼･

耳･

鼻･

舌･

身･

意
の
六
種
の
感
覚
器
官
の
こ
と
。 

こ
の
六
つ
を
通
し
て
外
か
ら
受
け
た
刺
激
を
取
り
入
れ

る
の
で
「
六
入
」
と
い
う
の
で
す
。 

｢

六
入｣
の｢
意｣

は｢

眼･

耳･

鼻･

舌･

身｣

か
ら
入
っ
て
く

る
情
報
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
受
け
取
る
器
官
で
す
。 

｢

意｣

の
働
き
に
よ
っ
て
、
自
分
を
知
り
、
仏
さ
ま
の
教

え
を
知
る
た
め
の
刺
激
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。 

そ
し
て
さ
ら
に｢

六
入｣

が
育
ま
れ
て
い
く
の
で
す
。 

  

六
入 

 
 

「
眼･

耳･

鼻･

舌･

身･

意
の
六
種
の
感
覚
器
官
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

ろ
く 

 

に
ゅ
う 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

3 月   日   

 先負 軫 

旧 2 月 14 日   

土曜    23 

十
二
因
縁
の
第
六
、
「
触
」
と
は
外
界
の
刺
激
に
触
れ

感
じ
る
こ
と
。 

｢
六
入｣

が
受
け
止
め
た
刺
激
を
、
色
や
形
・
音
・
味
・

香
り
・
触
感
な
ど
と
し
て
、
初
め
て
感
じ
る
小
さ
い
子

供
の
頃
の
よ
う
な
状
態
で
す
。 

｢

六
入｣

の｢
意｣
は
仏
さ
ま
の
教
え
を
刺
激
と
し
て
受
け

入
れ
る
の
で
、
子
供
の
頃
に
よ
い
教
え
に
触
れ
る
こ
と

が
「
触
」
を
育
て
る
た
め
に
大
事
に
な
る
わ
け
で
す
。 

大
人
に
な
っ
て
か
ら
で
も
遅
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

    

触 
 

 

「
外
界
の
刺
激
に
触
れ
る
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

し
ょ
く 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 赤口 房 

旧 3 月 16 日   

水曜    24 

十
二
因
縁
の
第
七
、｢

受｣

と
は
「
触
」
で
受
け
止
め
た

感
覚
を
、
好
ま
し
い
か
否
か
と
感
じ
る
は
た
ら
き
。 

す
な
わ
ち
感
情
の
こ
と
で
す
。 

春
に
な
っ
て
暖
か
さ
を
感
じ
る
の
は
感
覚｢

触｣

、
春
に

咲
く
花
を
美
し
い
と
感
じ
る
の
が
感
情｢

受｣

で
す
。 

幼
児
期
の
周
囲
の
人
と
の
関
わ
り
や
置
か
れ
た
環
境
に

よ
っ
て
感
情
が
育
ま
れ
て
い
く
よ
う
に
、
私
た
ち
凡
夫

は
仏
さ
ま
の
教
え
に
触
れ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
よ
り
善
い｢

受｣

が
育
ま
れ
て
い
く
の
で
す
。 

   

受 
 

 

「
感
情
の
こ
と
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

じ
ゅ 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 先勝 心 

旧 3 月 17 日   

木曜    25 

十
二
因
縁
の
第
八
、「
愛
」
と
は｢

愛
憎｣

の
こ
と
。 

す
な
わ
ち
、
好
ま
し
い
も
の
を
愛
し
、
不
愉
快
に
感
じ

る
も
の
を
憎
む
こ
と
。 

愛
す
る
も
の
は
自
分
の
も
と
に
と
ど
め
、
憎
い
も
の
か

ら
は
離
れ
よ
う
と
す
る
心
が
起
こ
り
ま
す
。 

｢

愛｣

が
あ
る
か
ら
、
そ
の
反
対
の｢

憎｣

が
生
じ
ま
す
。 

仏
さ
ま
は｢

愛｣
も｢
憎｣

も
な
く
、
す
べ
て
を
慈
し
ん
で

く
だ
さ
る
か
ら
安
心
で
き
る
の
で
す
。 

｢

愛｣

ゆ
え
に
人
が
仏
に
成
る
の
は
難
し
い
の
で
す
。 

   

愛 
 

「
愛
憎
の
こ
と
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

あ
い 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

４月   日   

 友引 尾 

旧３月 1８日   

金曜    26 

十
二
因
縁
の
第
九
、｢

取｣

と
は
選
択
す
る
こ
と
。 

｢
愛
憎｣

が
生
じ
る
と
、
愛
す
る
も
の
を
そ
ば
に
置
き
た

く
な
り
、
憎
む
も
の
を
遠
ざ
け
た
く
な
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
あ
れ
が
欲
し
い
、
こ
れ
も
欲
し
い
と
欲
望
が

起
こ
り
、
手
に
入
ら
な
け
れ
ば
不
満
が
生
じ
ま
す
。 

選
択
の
余
地
が
な
け
れ
ば
分
か
ち
合
え
る
こ
と
も
、
何

ら
か
の
選
択
に
よ
っ
て
自
分
の
欲
望
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
る
と
な
る
と
餓
鬼
の
心
が
表
れ
ま
す
。 

力
づ
く
の
選
択
が
争
い
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

   

取 
 

 

「
選
択
す
る
こ
と
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

し
ゅ 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

４月   日   

 先負 箕 

旧３月 19 日   

土曜    27 

十
二
因
縁
の
第
十
、｢

有｣

と
は
差
別
の
こ
と
。 

｢
取｣

の
選
択
で
、
自
分
が
好
ま
し
い
も
の
を
選
び
、
不

都
合
な
も
の
を
遠
ざ
け
る
と
差
別
が
生
ま
れ
ま
す
。 

利
害
損
得
で
生
じ
た
差
別
が
、
他
者
と
の
折
り
合
い
が

つ
か
な
く
な
る
と
争
い
が
生
じ
ま
す
。 

仏
さ
ま
の
広
大
な
心
を
も
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
自
分
の

都
合
で
物
事
を
差
別
し
な
い
で
し
ょ
う
。 

私
た
ち
凡
夫
は
差
別
に
囚
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
一
生
を

終
え
て
し
ま
う
の
で
す
。 

  

有 
 

 

「
差
別
の
事
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

う 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

4 月   日   

 仏滅 斗 

旧３月 20 日   

日曜    28 

十
二
因
縁
の
第
十
一
、「
生
」
と
は
生
活
の
こ
と
。 

｢
有｣

と
い
う
差
別
に
囚
わ
れ
、
自
分
の
都
合
に
振
り
回

さ
れ
て
い
る
う
ち
に
一
生
が
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
現
世
に
造
っ
た
罪
業
は
、
生
ま
れ
変
わ
っ
て

も
来
世
に
受
け
継
が
れ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。 

今
か
ら
で
も
挽
回
す
る
た
め
に
、
仏
さ
ま
の
教
え
を
学

び
よ
り
よ
い
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

現
世
に
満
足
し
て
生
き
て
い
る
人
は
、
さ
ら
に
徳
を
積

み
よ
り
よ
い
明
日
を
築
き
ま
し
ょ
う
。 

   

生 
 

 

「
よ
り
よ
く
生
き
る
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

し
ょ
う 



不変山 永寿院 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法華経 日めくり 令和６年（2024）４月④ 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

 
 

 爾
時
大
通
智
勝
如
来
。
受
十
方
諸
梵
天
王
。
及
十
六
王
子
請
。
即
時
三
転
。 

十
二
行
法
輪
。
若
沙
門
。
婆
羅
門
。
若
天
。
魔
梵
。
及
余
世
間
。
所
不
能
転
。 

謂
是
苦
。
是
苦
集
。
是
苦
滅
。
是
苦
滅
道
。
及
広
説
。
十
二
因
縁
法
。
無
明
縁
行
。 

行
縁
識
。
識
縁
名
色
。
名
色
縁
六
入
。
六
入
縁
触
。
触
縁
受
。
受
縁
愛
。
愛
縁
取
。 

取
縁
有
。
有
縁
生
。
生
縁
老
死
憂
悲
苦
悩
。
無
明
滅
則
行
滅
。
行
滅
則
識
滅
。 

識
滅
則
名
色
滅
。
名
色
滅
則
六
入
滅
。
六
入
滅
則
触
滅
。
触
滅
則
受
滅
。 

受
滅
則
愛
滅
。
愛
滅
則
取
滅
。
取
滅
則
有
滅
。
有
滅
則
生
滅
。 

生
滅
則
老
死
憂
悲
苦
悩
滅
。
仏
於
天
人
大
衆
之
中
。
説
是
法
時
。
六
百
万
億
。 

那
由
佗
人
。
以
不
受
一
切
法
故
。
而
於
諸
漏
。
心
得
解
脱
。
皆
得
深
妙
禅
定
。 

  



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

４月   日   

 大安 女 

旧３月 21 日   

月曜    29 

十
二
因
縁
の
第
十
二
。 

仏
さ
ま
の
教
え
に
出
会
う
こ
と
な
く
十
二
因
縁
を
進
ん

で
い
る
と
、
不
安
に
満
ち
た
生
活
を
送
り
老
い
、
悩
み

悲
し
み
苦
し
み
を
抱
え
死
ん
で
し
ま
う
で
し
ょ
う
。 

苦
悩
が｢
無
明｣

か
ら
始
ま
る
の
で
あ
れ
ば｢

明
か
り｣

を

求
め
、
仏
さ
ま
の
教
え
を
学
び
ま
し
ょ
う
。 

そ
し
て
、
来
世
に
ま
で
憂
悲
苦
悩
を
引
き
継
が
な
い
よ

う
に
、
仏
さ
ま
の
教
え
を
実
践
し
よ
う
と
い
う
心
が
け

が
大
事
な
の
で
す
。 

    

老
死
憂
悲
苦
悩 

 
 

「
老
い
て
死
し
て
も
憂
悲
苦
悩
は
引
き
継
が
れ
る
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

ろ
う 

 
 

し 
 

 

う 
 

 
 

ひ 
 

 

く 
 

 

の
う 



不変山 永寿院 

法華経 日めくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

２０２４年   

令和６年 甲辰 

3 月   日   

 仏滅 箕 

旧 2 月 2１日   

土曜    30 

十
二
因
縁
で
苦
悩
が｢

無
明｣

か
ら
始
ま
る
こ
と
を｢

順

観
」
、
苦
悩
を
滅
す
る
た
め
に｢

無
明｣

か
ら
滅
す
る
こ

と
を｢

逆
観
」
と
い
い
ま
す
。 

お
釈
迦
さ
ま
は
菩
提
樹
下
で
、
順
・
逆
の
両
方
か
ら
、

苦
悩
を
見
つ
め
成
道
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

十
二
因
縁
を｢
順
観｣

し
、
い
つ
ま
で
も
繰
り
返
し
て
救

わ
れ
な
い
の
で
、｢
無
明｣

か
ら
一
つ
ず
つ
制
御
し
、
滅

す
る
努
力
を
す
る
こ
と
で
、
苦
悩
か
ら
脱
出
す
る
道
を

示
さ
れ
た
の
で
す
。 

  

順
観
と
逆
観 

 
 

「
十
二
因
縁
を
一
つ
ず
つ
滅
し
て
い
く
」 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

じ
ゅ
ん 

 

か
ん 

 
 

 
 

 
 

ぎ
ゃ
っ 

か
ん 



不変山 永寿院 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法華経 日めくり 令和６年（2024）4 月⑤ 

妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
第
七 

 
 

 

〈
略
〉 

爾
時
大
通
智
勝
如
来
。
受
十
方
諸
梵
天
王
。
及
十
六
王
子
請
。
即
時
三
転
。 

十
二
行
法
輪
。
若
沙
門
。
婆
羅
門
。
若
天
。
魔
梵
。
及
余
世
間
。
所
不
能
転
。 

謂
是
苦
。
是
苦
集
。
是
苦
滅
。
是
苦
滅
道
。
及
広
説
。
十
二
因
縁
法
。
無
明
縁
行
。 

行
縁
識
。
識
縁
名
色
。
名
色
縁
六
入
。
六
入
縁
触
。
触
縁
受
。
受
縁
愛
。
愛
縁
取
。 

取
縁
有
。
有
縁
生
。
生
縁
老
死
憂
悲
苦
悩
。
無
明
滅
則
行
滅
。
行
滅
則
識
滅
。 

識
滅
則
名
色
滅
。
名
色
滅
則
六
入
滅
。
六
入
滅
則
触
滅
。
触
滅
則
受
滅
。 

受
滅
則
愛
滅
。
愛
滅
則
取
滅
。
取
滅
則
有
滅
。
有
滅
則
生
滅
。 

生
滅
則
老
死
憂
悲
苦
悩
滅
。
仏
於
天
人
大
衆
之
中
。
説
是
法
時
。
六
百
万
億
。 

那
由
佗
人
。
以
不
受
一
切
法
故
。
而
於
諸
漏
。
心
得
解
脱
。
皆
得
深
妙
禅
定
。 

 


