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我
、
深
く
汝
等
を
敬
う
。敢
え
て

軽
慢
せ
ず
。所
以
は
何
ん
、
汝
等

皆
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
、
当
に
作

仏
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。 

法
華
経
不
軽
菩
薩
品 

 暑
中
御
見
舞
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

皆
様
に
は
益
々
御
健
勝
の
御

事
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

か
ね
が
ね
檀
信
徒
の
皆
様
ょ

ら
、
当
山
の
護
持
興
隆
の
為
に
ご

浄
財
喜
捨
を
賜
ら
、
又
、
宗
祖
御

生
誕
八
百
年
記
念
事
業
や
諸
行

事
の
ご
奉
仕
な
ど
、
種
々
の
高
配

に
対
し
心
か
よ
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。 

     

さ
て
、
本
年
三
月
十
一
日
、
日

本
全
土
を
震
憾
さ
す
り
巨
大
地

震
が
三
陸
沖
を
震
源
に
国
内
観

測
史
上
最
大
のМ

９
の
地
震
が

発
生
し
、
未
曽
有
の
大
津
波
や

火
災
で
多
数
の
亡
く
な
よ
る
そ
、

地
震
被
災
物
故
者
の
方
々
の
ご

冥
福
を
、
心
か
よ
お
祈
ら
い
そ 

          

そ
ぞ
い
ま
日
蓮
宗
宗
門
で
は
、
宗

祖
日
蓮
大
聖
人
御
生
誕
八
百
年

し
、
「
慰
霊
法
要
並
び
に
復
興
祈

願
会
」を
三
月
の
お
彼
岸
施
餓
鬼

会
で
参
詣
者
の
み
な
さ
ん
と
執

ら
行
い
ま
し
そ
。 

今
後
は
、
ご
本
仏
釈
尊
の
慈

悲
の
光
が
あ
ま
ね
く
世
を
照
よ

し
、
困
難
な
日
々
を
強
い
よ
る
て

い
り
被
災
者
の
方
々
に
は
、
一
日

も
早
く
心
身
と
も
に
安
よ
か
な

時
を
迎
え
、
被
災
地
の
復
興
が

速
や
か
に
達
成
さ
る
ま
す
ょ
う

に
願
っ
て
い
ま
す
。 

       

を
目
指
し
「立
正
安
国
ヷお
題
目 

結
縁
運
動
」
第
二
期
目
に
入
ら
、

「
但そ

ん

行
ぎ
ゆ
う

礼
拝

よ
い
は
い

」
の
精
神
に
基
づ
き

「
敬
い
の
心
で
安
穏
な
社
会
づ
く

ら
、
人
づ
く
ら
」
の
運
動
が
提
起

妙教寺だより 第 31 号 
平成 2３年 8月 
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妙
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元
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園
教
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荒 
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御
生
誕
八
〇
〇
年
慶
讃
運
動 

一
心
合
掌
・但
行
礼
拝 

（１） 

三
月
二
十
七
日
、
慰
霊
法
要
に
て
地
震
被
災 

物
故
者
に
対
し
塔
婆
を
建
立 



さ
る
て
い
ま
す
。 

全
国
の
日
蓮
宗
聖
徒
は
、
い
の

た
を
尊
び
、
立
正
安
国
の
教
え
の

も
と
、
異
体

い
そ

い

同
心

ど
う
し
ん

を
も
っ
て
安
穏

な
社
会
づ
く
ら
に
邁
進
す
り
こ
と

を
目
指
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
こ
と
は
、
日
蓮
大
聖
人
の

法
華
経
に
も
と
づ
く
实
践
思
想

で
あ
り
、
法
華
経
不
軽

ふ
き
ゆ
う

菩
薩
品

ぼ
さ

つ
ぽ
ん

に
、
「
我
深
く
汝
等
（
な
ん
ぞ
た
）

を
敬
う
、
敢
（
あ
え
）
て
軽
慢
（
き

ゆ
う
ま
ん
）
す
ず
。
所
以
（
ゅ
え

ん
）
は
何
（
い
か
）
ん
、
汝
等
皆
菩

薩
の
道
（
ど
う
）
を
行
じ
て
、
当

（
ま
さ
）
に
作
仏
す
り
こ
と
を
得
べ

し
」
と
、
化
導
の
方
法
を
も
っ
て
、

常
に
敬
い
の
心
を
も
っ
て
人
と
接

す
べ
き
こ
と
の
大
切
さ
が
を
説
か

る
て
い
ま
す
。 

   

私
ど
も
が
唱
え
り
、
一
大
秘

法
の
お
題
目
は
、
口
唱
の
お
題
目

で
は
あ
ら
ま
す
ん
。
身
唱
の
实
践

の
お
題
目
で
す
。 

日
蓮
大
聖
人
は
、
寺
泊

て
よ
ど
ま
ら

御
書

ご

し

ゆ

に
「
法
華
経
は
三
世
説
法
の
儀
式

な
ら
。
過
去
の
不
軽
品
は
今
の
勧

持
品
、
今
の
勧
持
品
は
過
去
の
不

軽
品
な
ら
。
今
の
勧
持
品
は
未
来

の
不
軽
品
そ
り
べ
し
。
其
の
時
は

日
蓮
即
た
不
軽
菩
薩
そ
り
べ
し
」

と
逆
縁
下
種
を
な
す
べ
し
、
と
信

念
し
て
、
常

じ
ゆ
う

不
軽

ふ
き
ゆ
う

菩
薩

ぼ

さ

つ

の
跡
を

紹
継
さ
る
、
今
、
末
法
の
時
代
は
、

不
軽
の
行
を
实
践
す
べ
き
時
で
あ

り
と
説
か
る
、
観
念
的
な
修
行

を
打
破
し
、
現
实
の
社
会
に
法
華

経
を
弘
め
实
践
す
り
こ
と
が
末

法
（
現
代
）
に
お
け
り
法
華
経
布

教
の
方
法
と
修
行
の
あ
ら
方
を

示
さ
る
て
い
ま
す
。 

  

常
不
軽
菩
薩
と
い
わ
る
り
方

は
、
出
家
ヷ在
家
を
問
わ
ず
と
人 

      

を
見
て
は
、
「
私
は
あ
な
そ
を
深

く
敬
い
ま
す
。
ど
の
ょ
う
な
こ
と

を
し
て
も
軽
蔑
し
し
ま
す
ん
。
」 

と
、
ぞ
る
に
で
も
合
掌
し
て
拝
み
、

誰
に
で
も
軽
慢
し
な
い
で
尊
敬
す

り
態
度
を
示
し
そ
の
で
す
。 

街
に
出
て
行
き
交
う
人
々
を

礼
拝
し
、
「
あ
な
そ
達
も
菩
薩
の

修
行
を
い
づ
る
は
す
り
方
で
す
、

せ
う
し
そ
よ
あ
な
そ
達
は
仏
に
な

り
の
で
す
。
私
に
は
あ
な
そ
達
が

仏
に
な
り
こ
と
を
疑
い
ま
す
ん
。
」 

       

と
、
人
々
の
「
仏
性

ぶ
っ
し
ゆ
う

」
を
拝
み
、
歩

き
続
け
よ
る
、
「
深じ

ん

敬
き
ゆ
う

精
神

し
ゆ
う
じ
ん

」
の

「
但
行
礼
拝
」
を
实
践
さ
る
そ
菩

薩
さ
ま
で
す
。  

   

そ
と
え
、
「法
華
経
」の
意
味
を

知
よ
な
く
て
も
、
南
無
妙
法
蓮

華
経
の
お
題
目
の
心
を
も
っ
て
、

あ
よ
ゅ
り
人
に
対
し
て
合
掌
ヷ礼 

不
軽
菩
薩
の
但
行
礼
拝 

  

菩
薩
行
の
实
践 

  

お
題
目
布
教
と
修
行
と
は 

 

  

（２） 

常
不
軽
菩
薩
像
（
大
阪
府
本
養
寺
） 

宗
務
院
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
よ
り 



拝
し
、
い
ま
を
生
き
り
こ
と
の
喜

び
を
賛
美
し
感
謝
す
り
こ
と
が
で

き
り
ょ
う
に
な
ら
そ
い
も
の
で

す
。 せ

の
そ
め
に
は
、
菩
薩
行
（
他

を
利
す
り
行
い
）
を
实
践
し
、
ま

ず
日
常
的
に
、
せ
の
人
の
良
い
と 

こ
れ
を
見
つ
け
て
敬
い
褒
め
り
こ

と
か
よ
始
め
そ
い
と
思
い
ま
す
。  

ま
そ
、
「
崇す

峻
し
や
ん

天
皇

て
ん
の
う

御
書

ご

し

ゆ

」
に

「
一
代
の
肝
心
は
法
華
経
、
法
華

経
の
修
行
の
肝
心
は
不
軽
品
に
て

候
な
ら
」と
述
べ
よ
る
て
い
り
ょ
う

に
、
不
軽
菩
薩
の
「但
行
礼
拝
」
こ

せ
、
日
蓮
宗
聖
徒
の
修
行
の
あ
ら

方
に
つ
い
て
ご
教
示
さ
る
て
い
ま

す
。 

   

お
題
目
を
信
唱
す
り
こ
と
は
、

地
涌
の
菩
薩
に
な
ら
ま
す
。
菩
薩

行
を
实
践
し
ま
す
、
と
い
う
誓
い

の
こ
と
ば
な
の
で
す
。
せ
る
が
、
自

已
を
高
め
り
こ
と
で
す
。 

自
已

を
高
め
て
、
人
を
も
高
め
て
、
こ

の
世
を
常
寂
光
土
に
し
て
い
く
こ

と
が
、
お
題
目
を
修
行
し
身
に
唱

え
り
こ
と
な
の
で
す
。 

さ
よ
に
、
水
の
ょ
う
な
信
の
心

を
受
け
用
い
り
そ
め
に
、
自
よ
の

驕
ら
と
疑
い
を
の
ぜ
き
、
正
し
い

信
の
心
を
い
と
な
み
に
な
り
ょ
う

に
、
日
々
つ
と
め
て
ゅ
く
こ
と
と

い
う
こ
と
、
せ
し
て
、
今
生
で
、
現

世
安
穏
（
身
も
心
も
現
实
の
こ
の

世
に
お
い
て
安
穏
で
あ
り
こ
と
）

後
生
善
処
（
後
の
世
に
善
い
処
ヷ

常
じ
ゆ
う

寂
じ
ゃ
っ

光
土

こ
う

ど

ヷ
霊
山

ら
ゆ
う
ず
ん

浄
土

じ
ゆ
う
ど

に
生

ま
る
り
こ
と
）の
妙
法
の
恵
み
を
、

自
よ
に
も
他
の
人
々
に
も
普
く

及
ぼ
し
て
、
菩
薩
の
道
に
精
進
し
、

皆か
い

具ぐ

成
仏

じ
ゆ
う
ぶ
つ

に
向
か
っ
て
自
よ
の
人

生
の
生
き
り
目
的
と
す
り
べ
き
で

あ
り
と
存
じ
ま
す
。 

最
後
に
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人

御
降
誕
八
百
年
の
記
念
す
べ
き

嘉
辰
を
目
途
と
す
り
と
き
、
全

国
日
蓮
宗
寺
院
に
お
い
て
、
各
種

「
慶
讃
記
念
事
業
」
が
計
画
さ
る

て
い
ま
す
。 

宗
祖
の
御
遺
徳
を
お
慕
い
す

り
報
恩
行
と
し
て
、
僧
俗
一
体
と

な
っ
て
但
行
礼
拝
を
实
践
し
、
自

他
成
仏
の
道
に
向
か
っ
て
邁
進
し

そ
い
と
存
じ
ま
す
。
檀
信
徒
各
位

の
一
層
の
御
支
援
御
協
力
を
賜

ら
ま
す
ょ
う
、
心
ょ
ら
お
願
い
申

し
上
げ
挨
拶
と
い
そ
し
ま
す
。 合

掌 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

 

 

福
岡
県
西
筑
組
門
中
会
で
は
、

元
寇
の
役
で
の
殉
難
者
追
悼
の
海

上
施
餓
鬼
大
法
要
が
、
本
年
は

四
十
周
年
と
い
う
記
念
す
べ
き

年
を
迎
え
、
来
り
平
成
二
十
三

年
九
月
二
十
九
日
（
木
）
、
ヒ
ル
ト

ン
福
岡
ヷ
シ
ヸ
ホ
―
ク
「
一
階
ア
ル

ゴ
ス
」
で
九
〇
〇
名
の
参
加
で
執 

                        

（３） 

 

海
上
施
餓
鬼
四
十
周
年
法
要 

 

 

皆
具
成
仏
を
人
生
の
目
的 

   

2021 年（平成 33 年） 

宗祖日蓮大聖人御生誕 800 年 

2028 年（平成 40 年） 

    妙教寺開基開創 150周年 



ら
行
な
わ
る
ま
す
。 

現
代
社
会
に
お
い
て
、
日
蓮
大

聖
人
さ
ま
の
御
意
を
ど
う
活
か

す
か
が
大
い
に
問
わ
る
り
な
か
、

西
筑
組
門
中
会
で
は
、
「
菩
薩

行
ヷ
今
わ
そ
し
そ
た
に
で
き
り
こ 

と
」
を
合
言
葉
に
、
海
上
施
餓
鬼 

四
十
周
年
記
念
大
会
を
「
菩
薩

行
ヷ他
を
利
す
り
行
い
」
の
实
践
の

場
と
し
て
、
ご
参
加
の
聖
徒
の
皆

様
と
共
に
行
動
を
起
こ
し
そ
い
と

考
え
、
日
蓮
大
聖
人
御
生
誕
八

百
年
慶
讃
に
向
か
っ
て
、
宗
祖
の

立
正
安
国
の
祖
願
を
掲
げ
て
世 

          

界
平
和
を
願
う
大
会
で
す
。 

お
題
目
の
信
仰
に
生
き
り
聖

徒
が
一
堂
に
集
い
、
日
々
の
信
行

を
顕
彰
す
り
と
共
に
、
お
互
い
が

喜
び
称
え
合
っ
て
更
な
り
お
題
目

布
教
を
誓
う
場
で
あ
ら
、
如
説

修
行
と
信
行
増
進
の
そ
め
、
お
一

人
で
も
多
く
の
聖
徒
の
皆
さ
ん
と

共
に
、
ご
修
行
ご
参
加
頂
き
ま

す
ょ
う
ご
案
内
申
し
あ
げ
ま
す
。 

妙
教
寺
信
行
会 

   

本
月
は
、
お
盆
会
の
年
行
事
を

迎
え
ま
す
。
特
に
、
来
り
八
月
二

十
一
日
（
日
）
當
山
で
は
盂
蘭
盆

施
餓
鬼
供
養
会
が
奉
修
さ
る
ま

す
。
皆
様
と
共
に
、
「但
行
礼
拝
」

の
菩
薩
行
を
实
践
し
、
ご
家
族
揃

っ
て
ご
先
祖
様
へ
塔
婆
供
養
の
積

善
の
功
徳
を
送
ら
ご
報
恩
の
ま
こ

と
を
さ
さ
げ
そ
い
と
存
じ
ま
す
。 

妙
教
寺 

   

婦
人
会
会
長 

古
賀 

静
枝 

 

暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

        

厳
し
い
暑
さ
の
中
に
大
勢
の

方
々
が
、
朝
早
く
か
よ
妙
教
寺
の

大
掃
除
に
汗
を
流
し
て
一
生
懸

命
に
し
て
あ
り
姿
は
、
何
と
素
晴

よ
し
い
事
で
し
ゆ
う
。 

人
は
せ
る
ぜ
る
徳
を
積
む
方

法
は
あ
り
と
思
い
ま
す
。
私
達
は

午
後
か
よ
元
寇
園
教
会
の
掃
除 

に
行
き
ま
し
そ
。
暑
い
中
、
外
で

草 

  

草
刈
ら
を
す
り
人
、
又
私
達
は

御
宝
前
の
掃
除
を
お
手
伝
い
さ

す
て
頂
き
ま
し
そ
。
御
前
様
が
、

暑
い
の
に
ょ
う
来
そ
ね
と
、
お
っ
し

ゃ
っ
そ
様
な
感
じ
が
し
ま
し
そ
。

御
前
様
を
偲
び
な
が
よ
、
な
ん
ぞ

か
幸
す
な
気
持
た
で
一
杯
で
し

そ
。 草

取
ら
や
野
菜
を
作
っ
て
は
皆

様
方
に
ご
供
養
な
さ
っ
て
い
ま
す
。

素
晴
よ
し
い
人
達
ば
か
ら
で
す
、

も
う
八
十
歳
を
と
っ
く
に
過
ぎ

ま
し
そ
け
る
ど
も
、
皆
様
か
よ
の

素
晴
よ
し
い
元
気
を
頂
い
て
お
ら

ま
す
。 

帰
ら
に
御
宝
前
に
お
参
ら
す

り
と
、
光
輝
い
て
あ
ら
が
と
う
と

お
し
ゃ
っ
て
い
り
様
で
、
今
日
は
幸

す
な
一
日
で
し
そ
。
皆
様
お
疲
る

さ
ま
で
し
そ
。
何
時
ま
で
も
お
元

気
で
い
て
下
さ
い
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 
各

会

役

員

挨

拶 

盂
蘭
盆
お
施
餓
鬼
供
養
会 

 

当山住職上人が導師を勤めた時の 

海上施餓鬼会の様子 

（４） 

檀信徒総会で挨拶する 

古賀婦人会会長 



 
信
行
会
会
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

植
村 

俊
親 

          

今 

ま
さ
に
想
定
外
の
こ
と
が

起
き
、
東
北
大
災
害
が
起
き
釈

尊
の
時
代
か
よ
す
る
ば
想
定
が

で
な
く
日
蓮
大
聖
人
が
言
わ
る

そ
未
法
の
時
代
で
は
な
か
れ
う
か

震
災
を
受
け
よ
る
そ
人
々
の
辛

苦
を
感
じ
て
心
か
よ
復
興
を
祈

ら
申
し
あ
げ
ま
す
と
同
時
に
一

日
も
早
い
復
興
を
願
っ
て
い
ま
す
。

妙
教
寺
で
も
卒
塔
婆
供
養
を
行

い
ま
し
そ
。 

 

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
の
御
生
誕

八
百
年
を
目
指
し
「
立
正
安
国
ヷ

お
題
目
結
縁
運
動
第
二
期
目
に

入
ら
「
但
行
礼
拝
」
の
精
神
に
基

づ
き
「
敬
い
の
心
で
安
穏
の
社
会

づ
く
ら
、
人
づ
く
ら
」
運
動
が
提

起
さ
る
て
い
ま
す
。
こ
の
「
敬
い
の

心
で
安
穏
の
社
会
づ
く
ら
、
人
づ

く
ら
」
に
つ
い
て
こ
こ
に
、
、
釈
尊

が
説
か
る
て
不
軽
菩
薩
品
を
ご

紹
介
し
ま
す
。 

 

「
常じ

ょ
う

不
軽

ふ
き
ょ
う

菩
薩

ぼ

さ

つ

品
」 

不
軽
品
に
説
か
る
り
菩
薩
。
略
し

て
不
軽
菩
薩
、
不
軽
品
は
不
軽

菩
薩
、
の
故
事
を
示
し
て
、
こ
の

経
及
び
持
経
者
を
信
ず
り
者
の

福
徳
と
、
逆
に
誹
謗
す
り
も
の
の

罪
過
と
を
説
く
も
の
で
あ
り
。
不

軽
菩
薩
の
故
事
と
は
、
釈
尊
の
前

世
に
お
け
り
衆
生

し
や
じ
ゆ
う

救
済

き
や
う
さ
い

の
菩
薩

行
を
説
く
本
生
物
語

ほ
ん
し
ゆ
う
も
の
が
そ
ら

の
一
つ
で

あ
り
。
す
な
は
た
、
無
量
無
辺
の

昔
に
、
威
音

い
お

ん

王の
う

如
来

に
ゆ
よ
い

と
い
う
佛
が

い
そ
が
、
滅
後
像
法

め
つ
ご
ぜ
う
ぼ
う

の
世

に

増
上
慢

ぜ
う
じ
ゆ
う
ま
ん

の
比
丘
尼

び

く

に

達
が
大
い
に

勢
力
を
得
り
に
い
そ
っ
そ
。
時
の

一
人
の
菩
薩
が
現
る
て
、
比
丘
ヷ

比
丘
尼
ヷ
優う

婆ば

塞せ
く

ヷ
優う

婆ば

夷い

の
四

衆
に
行
き
会
う
そ
び
に
必
ず
礼

拝
し
、
「
我
る
深
く
汝
等
を
敬
い
。

敢
え
て
軽
慢
す
ず
。
所
似
は
何
ん
。

汝
等
は
皆
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
、

当
に
作
佛
す
り
こ
と
を
得
べ
け
る

ば
な
ら
」
と
讃
歎

さ
ん
そ
ん

し
そ
。
こ
の
菩

薩
は
経
典
を
読
誦
す
り
こ
と
を

専
よ
に
す
ず
、
そ
ぞ
こ
の
礼
拝
の

み
を
ぎ
ゆ
う
じ
そ
の
で
あ
り
。
と

こ
れ
が
四
衆
の
中
に
は
こ
の
礼
拝

行
に
対
し
、
か
え
っ
て
瞋い

か

ら
の
心

を
起
こ
し
て
悪
口

あ

っ
く

罵
詈

め

ら

し
、
甚

は
な
は

ぞ
し
き
に
至
っ
て
は
杖
木
を
も
っ

て
打
た
、
瓦
石
を
投
ず
り
者
さ

え
あ
っ
そ
し
か
し
、
菩
薩
は
ひ
り

む
こ
と
な
く
、
な
お
一
層
礼
拝
し
、

讃
歎
し
、
「
汝
等
を
軽
し
め
ず
、

み
な
ま
さ
に
佛
と
な
り
べ
し
」と 

                        

 

肥後本妙寺での頓写会にお参りした 

植村信行会会長（左より 2 人目） 

（５） 



唱
え
続
け
そ
の
で
あ
り
。
せ
こ
で

四
衆
は
こ
の
菩
薩
を
「
常
不
軽
」

と
名
づ
け
そ
。
不
軽
菩
薩
は
命
終

す
ん
と
す
り
時
、
空
中
に
法
華
経

の
偈
を
聞
い
て
信
受
し
、
六
根
清

浄
の
功
徳
を
得
て
、
せ
の
結
果
寿

命
が
さ
よ
に
二
百
万
億
歳
延
び

て
、
せ
の
間
、
広
く
人
々
の
そ
め

に
法
華
経
を
説
い
そ
。
こ
る
を
聞

い
そ
増
上
慢
の
比
丘
そ
た
は
皆か

い

信
伏

し
ん
ぶ
く

随
従

ず
い
じ
や
う

し
そ
の
で
あ
り
。
不

軽
菩
薩
は
命
終
の
後
、
二
千
億
の

日
月

に
た
が
つ

燈
明
佛

と
う
み
ゆ
う
ぶ
つ

及
び
二
千
億
の
雲う

ん

自
在
燈
王
佛

じ
ざ
い
と
う
お
う
ぶ
つ

に
仕
え
、
法
華
経

を
受
持
読
誦
し
て
他
の
そ
め
に
説

き
、
佛
の
功
徳
を
成
就
し
そ
の
で
、

い
ま
こ
の
世
に
現
る
て
成
仏
す
り

こ
と
が
で
き
そ
の
で
あ
り
。
こ
の
不

軽
菩
薩
と
は
誰
あ
れ
う
、
今
の
我

釈
迦
牟
尼
佛
で
あ
り
。
我
る
が
す

み
や
か
に
佛
に
成
る
そ
の
は
、
こ

の
法
華
経
受
持
の
過
去
世
の
善

行
の
そ
め
で
あ
り
と
説
く
の
で
あ

り
。
こ
る
に
対
し
て
、
か
っ
て
不
軽

菩
薩
を
軽
じ
て
毀
っ
そ
四
衆
は
、

謗
法
の
罪
に
に
ょ
っ
て
千
劫
の
間
、

無
間
地
獄
の
大
苦
を
受
け
そ
の
で

あ
り
が
、
不
軽
菩
薩
と
結
縁
に
ょ

っ
て
、
つ
い
に
法
華
経
に
ょ
っ
て
成

仏
す
り
こ
と
が
で
き
そ
と
い
う
。

せ
の
人
々
と
は
、
今
、
こ
の
法
華

経
の
会
座
に
あ
っ
て
不
退
転
の
位

に
入
っ
そ
汝
等
四
衆
の
こ
と
で
あ

り
、
と
釈
尊
は
明
よ
か
に
し
、
「
こ

の
故
に
如
来
の
滅
後
に
こ
の
経

受
持

じ

や

じ

読
誦

ど
く
じ
や

解
説

げ

す

つ

書
写

し
ゆ
し
ゃ

す
べ
し
」
と

勧
め
り
の
で
あ
り
。 

           

    

妙
教
寺
山
務
員 

松 

尾 
 

英 

勝 

 

妙
教
寺
ぞ
ょ
ら
三
十

号
（
平
成
二
十
三
年
一

月
）
に
、
当
山
住
職
上
人

の
御
挨
拶
の
中
で
、
只
今
、

宗
門
で
は
日
蓮
大
聖
人

御
生
誕
八
百
年
に
向
け

て
「
い
の
た
に
合
掌
」
を
テ

ヸ
マ
に
活
動
を
行
っ
て
お

ら
ま
す
。
せ
こ
で
当
山
に

於
い
て
も
御
生
誕
八
百
年

記
念
事
業
の
一
環
と
し

ま
し
て
、
弟
子
の
法
器
育

成
を
あ
げ
よ
る
て
あ
ら
ま

す
。
こ
の
事
に
ょ
ら
、
私
の

師
僧
で
あ
よ
る
り
当
山
の

住
職
上
人
の
御
教
導
に

ょ
ら
、
総
本
山
身
延
山
久 

   

遠
寺
に
あ
ら
ま
す
信
行
道
場
に
、

去
り
四
月
十
五
日
か
よ
五
月
十

九
日
ま
で
の
三
十
五
日
間
の
修

行
に
入
場
さ
す
て
頂
き
ま
し
そ
。 

（６） 

小林直光氏作、常不軽菩薩受難の図 

（柴又帝釈天・題経寺帝釈堂） 

平
成
二
十
三
年 

第
一
期
信
行
道
場
入
場
し
て 



信
行
道
場
入
場
に
あ
そ
ら
、

檀
信
徒
の
皆
様
ょ
ら
、
御
声
援

戴
き
ま
し
そ
事
厚
く
御
礼
申
し 

上
げ
ま
す
。 

 

こ
の
信
行
道
場
は
日
蓮
宗
の
教

師
に
な
り
そ
め
の
智
質
を
身
に
つ

け
り
道
場
で
あ
ら
、
修
了
し
ま
す

と
、
教
師
と
な
っ
て
布
教
の
第
一

線
へと
旅
立
た
ま
す
。 

 

私
が
参
加
し
ま
し
そ
平
成
二
十

三
年
第
一
期
信
行
道
場
ヷ
訓
育

主
任
に
、
元
身
延
山
大
学
学
長
ヷ

山
梨
県
法
傳
寺

ほ
う

で
ん
じ

住
職
仲
澤

な
か
ざ
わ

浩こ
う

祐ゅ
う

先
生
が
指
導
に
あ
そ
っ
て
頂
き
ま

し
そ
。 

 

訓
育

く
ん
い
く

主
任
の
指
導
要
綱
は
、 

        

僧
侶
と
し
て
必
要
不
可
欠
の
こ
と

で
あ
ら
ま
す
。
ま
そ
、
人
の
痛
み

が
わ
か
り
ょ
う
に
と
の
指
導
で
し

そ
。 本

年
度
は
、
北
は
北
海
道
、
南

は
熊
本
ょ
ら
全
国
か
よ
八
十
名

の
参
加
が
あ
ら
ま
し
そ
。
参
加
者

の
中
に
は
、
東
日
本
大
震
災
に
ょ

っ
て
被
災
さ
る
そ
お
寺
様
か
よ
、

不
安
を
抱
え
な
が
よ
参
加
し
そ

者
も
い
ま
し
そ
。
ま
そ
大
半
が
三

十
代
で
、
最
年
長
が
六
十
七
才
、 

            

最
年
尐
が
二
十
二
歳
と
年
齢
層

が
幅
広
く
、
私
は
上
ょ
ら
五
番
目

に
位
置
し
て
お
ら
ま
し
そ
。 

 

せ
る
で
は
、
信
行
道
場
で
は
ど

の
様
な
修
行
を
行
う
の
か
、
尐
し

述
べ
て
み
そ
い
と
思
い
ま
す
。 

 

毎
朝
四
時
起
床
、
起
床
し
そ
よ

水
行
（
水
を
か
ぶ
ら
心
身
を
浄
め

ま
す
）
、
次
に
、
本
山
の
朝
勤
に

出
仕
し
ま
す
。
道
場
か
よ
本
山

ま
で
、
一
個
班
が
団
扇
太
鼓
を

叩
き
な
が
よ
、
全
員
で
行
脚
し
て

行
き
ま
す
。
朝
勤
か
よ
帰
っ
て
く

り
と
、
道
場
の
朝
勤
を
行
い
ま

す
。 

 

朝
ヷ
昼
ヷ
夜
の
日
課
は
、
講
義
、

日
蓮
宗
法
要
式
に
基
づ
く
法
要
、

声
明
と
い
っ
そ
所
作
な
ど
、
写
経
、

読
経
、
思
親
閣

し
し
ん
か
く

ヷ
七
面
山

し
た
め
ん
ざ
ん

へ
の
登

詣
、
西
谷
ヷ
東
谷
の
各
宿
房
へ
の

行
脚

あ
ん
ぎ
ゃ

、
日
蓮
大
聖
人
所
縁
の
霊る

い

跡す
き

参
拝
、
祖
廟
の
輪
番

ら
ん
ば
ん

奉
仕

ほ
う

し

、

高
座

こ
う

ざ

説
教

す
っ
き
ゆ
う

等
、
せ
の
他
沢
山
の

科
目
を
修
得
さ
す
て
い
そ
ぞ
き
ま 

                        

 

第 5 班の仲間です 皆優秀な班員で 

良く助け合ってまいりました。 

（７） 



し
そ
。 

 

せ
る
か
よ
、
講
義
な
ど
開
始
時

刻
の
五
分
前
集
合
で
、
お
題
目
を

唱
え
て
先
生
方
を
待
た
ま
す
。 

 

食
事
は
、
精
進
料
理
の
そ
め
野

菜
が
中
心
に
な
っ
て
お
ら
、
作
法

と
し
て
は
、
話
は
す
ず
、
音
を
立

て
て
は
い
け
な
い
、
麺
類
の
時
ぞ

け
は
音
を
立
て
ま
す
。
出
さ
る
そ

も
の
、
注
い
ぞ
も
の
は
残
さ
ず
い

そ
ぞ
く
。
基
本
的
に
主
任
先
生
が

食
べ
終
わ
り
前
に
い
そ
ぞ
い
て
し

ま
う
。
左
利
き
の
者
は
、
出
来
り

ぞ
け
右
で
箸
を
持
つ
ょ
う
に
指
導

頂
き
ま
し
そ
。 

 

こ
の
信
行
道
場
で
学
ん
ぞ
事
は
、

こ
る
か
よ
独
ら
立
た
し
そ
時
に
、

日
蓮
宗
の
僧
侶
と
し
て
恥
ず
か
し

く
な
い
ょ
う
指
導
し
て
頂
き
ま
し

そ
。
私
も
こ
の
信
行
道
場
で
身
に

つ
け
て
来
そ
こ
と
、
気
配
ら
、
気

遣
い
、
気
働
き
、
お
互
い
に
助
け

合
う
こ
と
、
人
の
痛
み
が
わ
か
り

こ
と
、
一
番
大
事
な
、
初
心
を
忘

る
り
こ
と
な
く
、
こ
る
か
よ
の
日

蓮
宗
教
師
の
道
へ
と
邁
進
し
て
ま

い
ら
そ
い
と
考
え
て
お
ら
ま
す
。 

                     

行
き
届
か
な
い
と
こ
れ
ば
か
ら

で
す
が
、
皆
様
ど
う
ぜ
ょ
れ
し
く
、

お
願
い
致
し
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

                    

                        

霊跡参拝：北山 本門寺根源 信行道場入り口の門 

法要実習：道場全員による施餓鬼大法要 七面山登詣：旭日遥拝 

（８） 



一生の大半を法華経に捧げた日蓮聖人に
とっての唯一の心残りは、世間的な孝養を
充分に果たせなかったことでした。しかし、
御書で見られるように、常に父母の慈愛に
感謝し、追慕の情を失うことはありません
でした。 

                        

                      

  

            

私
達
は
、
あ
そ
ら
ま
え
の
ょ
う

に
両
親
や
祖
父
母
の
愛
情
を
受

け
て
育
っ
て
き
ま
し
そ
、
し
か
し
、

年
が
そ
つ
に
つ
る
て
、
せ
の
祖
父

母
も
亡
く
な
ら
、
親
も
高
齢
と

な
ら
、
自
分
の
事
す
よ
ま
ま
な
よ

な
い
歳
と
な
っ
て
き
ま
す
。 

 
深
い
宿
縁

し
や
く
え
ん

で
親
子
と
し
て
生
ま

る
そ
私
達
は
、
長
年
育
て
て
頂
い

そ
ご
恩
を
感
じ
そ
時
、
人
と
し
て

感
謝
し
な
い
で
は
い
よ
る
ま
す
ん
。

聖
人
も
「
我
が
身
は
天
ょ
ら
も
ふ

よ
ず
、
地
ょ
ら
も
涌
か
ず
、
親
の 

 

血
肉
を
わ
か
た
そ
り
身
で

あ
り
。
」
と
お
し
ゃ
っ
て
お

よ
る
り
ょ
う
に
、
御
先
祖
、

親
無
し
で
私
達
は
存
在
し

な
い
の
で
す
。 

 

上
記
ご
遺
文
を
現
代
語

に
訳
す
ば
、 

 

「
親
孝
行
に
は
三
つ
の
段

階
が
あ
り
。
衣
食
住
、
す

な
わ
た
着
り
も
の
、
食
べ
り

も
の
、
寝
り
所
を
た
ゃ
ん

と
確
保
し
て
あ
げ
り
こ
と
は
、
親

孝
行
の
第
一
歩
で
す
。
ご
両
親
の

心
に
反
し
そ
こ
と
を
し
な
い
こ
と
、

つ
ま
ら
親
に
心
配
を
か
け
な
い
こ

と
が
親
孝
行
の
第
二
段
階
で
す
。

な
か
で
も
一
番
の
孝
行
は
、
功
徳

を
回
向
す
り
こ
と
で
す
。
今
な
お

生
き
て
お
よ
る
り
両
親
に
功
徳

を
回
向
す
る
ば
、
両
親
の
喜
び
は

こ
の
上
も
あ
ら
ま
す
ん
。
ま
し
て

や
、
今
は
な
き
両
親
の
喜
び
は
如

何
ば
か
ら
で
し
ゆ
う
か
」 

 

こ
こ
で
言
わ
る
り
「
功
徳
を
回

 

十
王
讃
歎
抄

じ
ゅ
う
お
う
さ
ん
だ
ん
し
ょ
う 

孝
養

き
ょ
う
よ
う

に
三
種
あ
り
、 

衣
食

え

じ

き

を
施
す
を
下
品

げ

ぼ

ん

と
し
、 

父
母
の
意

こ
こ
ろ

に
違た

が

わ
ざ
る
を
中
品

ち
ゅ
う
ぼ
ん

と
し
、 

功
徳

く

ど

く

を
回
向
す
る
を
上
品

じ
ょ
う
ぼ
ん

と
す
。 

存
生

ぞ
ん
じ
ょ
う

の
父
母
に
だ
に
尚
功
徳
を 

回
向
す
る
を
上
品
と
す
、 

況
い
わ
ん

や
亡
き
親
に
於お

て
お
や
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
建
長
六
年
、
聖
人
聖
寿
三
十
二
歳
） 

日
蓮
大
聖
人
の
お
こ
と
ば 

⑧ 

（９） 



向
す
り
」と
は
ど
ん
な
こ
と
で
し
ゆ

う
か
。 

             

功
徳
と
い
う
の
は
、
現
世
や
来

世
に
幸
福
を
も
そ
よ
す
元
に
な

り
善
行
の
こ
と
で
す
。
善
因
善
果

の
因
果
応
報
の
原
則
か
よ
い
え
ば
、

来
世
の
幸
福
が
も
そ
よ
さ
る
り

ょ
う
に
今
現
在
に
お
い
て
善
な
り

こ
と
を
為
す
こ
と
で
す
。
も
っ
と

わ
か
ら
や
す
く
言
え
ば
、
他
人
に

役
に
立
つ
こ
と
を
す
り
こ
と
で

す
。 

 

次
の
「
回
向
す
り
」
と
は
、
め
ぐ

よ
し
む
け
り
こ
と
で
す
。
す
な
わ

た
、
「
両
親
が
生
き
て
い
り
間
に

功
徳
を
回
向
す
り
と
は
、
そ
と
え

ば
「
息
子
さ
ん
に
は
お
世
話
に
な

ら
ま
し
そ
。
娘
さ
ん
に
は
ご
足
労

い
そ
ぞ
き
ま
し
そ
」と
、
他
人
か
よ

父
母
に
お
礼
を
い
っ
て
い
そ
ぞ
け

り
人
間
と
な
り
こ
と
。
す
な
わ
た
、

社
会
の
役
に
立
つ
人
間
そ
り
こ
と
、

こ
る
が
一
番
の
親
孝
行
ぞ
、
と
日

蓮
聖
人
は
言
っ
て
お
よ
る
り
の
で

は
な
い
で
し
ゆ
う
か
。 

 

せ
し
て
、
私
達
も
い
ず
る
歳
を

と
ら
、
家
族
や
周
ら
の
人
々
の
手

を
煩
わ
す
な
が
よ
、
い
つ
の
日
か

霊
山
浄
土
へ
と
旅
立
つ
日
が
や
っ

て
来
り
の
で
す
。
せ
の
時
に
な
っ
て

悔
い
を
残
さ
な
い
ょ
う
日
頃
ょ
ら

積
善
の
功
徳
を
積
ん
で
お
き
そ
い

も
の
で
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

（
御
一
代
記
他
諸
書
参
照
） 

 

     

人
は
み
な
生
ま
る
そ
か
よ
に
は
、

必
ず
死
な
ね
ば
な
よ
な
い
ヷヷヷヷヷ 

せ
る
は
、
ま
こ
と
に
き
び
し
い
人

生
の
現
实
で
す
。 

 

日
蓮
聖
人
は
、
こ
う
し
め
さ
る

て
い
ま
す
。 

  

「
人
の
寿
命
は
無
常
で
あ
る
。
出

る
息
は
入
る
息
を
待
つ
こ
と
が
な
い
。

風
に
吹
か
れ
て
消
え
る
露
さ
え
た
と

え
に
な
ら
な
い
ほ
ど
は
か
な
い
。賢
い
者

も
愚
か
な
者
も
、
老
い
た
者
も
若
い

者
も
皆
同
じ
さ
だ
め
で
あ
る
。
だ
か
ら

ま
ず
、
臨
終
の
こ
と
を
習
っ
た
の
ち
に

他
の
事
を
習
う
べ
き
で
あ
る
。」 

※
妙
法
尼
御
前
御
返
事 

 

 

私
そ
た
は
、
い
つ
も
死
と
背
中

あ
わ
す
に
生
き
て
い
ま
す
。
そ
え 

     

ず
死
への
恐
る
や
不
安
を
持
た
な 

が
よ
く
よ
し
て
い
ま
す
。
せ
し
て
、 

思
い
も
か
け
ず
死
に
直
面
す
ざ

り
を
え
ま
す
ん
。
人
の
命
が
は
か

な
く
無
常
で
あ
り
こ
と
は
、
こ
の

世
の
さ
ぞ
め
で
あ
ら
、
ま
ぬ
が
る

り
こ
と
の
で
き
な
い
習
い
で
あ
ら

ま
す
。 

 

死
に
直
面
し
な
け
る
ば
な
よ
な

い
人
生
に
お
い
て
、
私
そ
た
は
ま

ず
臨
終
ヷ
ヷ
ヷ
ヷ
ヷ
死
に
臨
ん
で
悔
い

り
こ
と
の
な
い
覚
悟
が
必
要
で

す
。 

  

日
ご
れ
か
よ
臨
終
の
心
が
ま
え

を
も
つ
こ
と
が
そ
い
す
つ
な
ょ
う

に
、
親
し
い
人
と
の
別
離
に
直
面

し
そ
と
き
に
ど
う
す
る
ば
ょ
い
か
、

葬
儀
の
作
法
を
知
っ
て
お
く
こ
と

信 

行 

会 

よ 

り 

仏
事
作
法
（
葬
儀
の
こ
こ
ろ
え
） 

（１０） 

家族皆でご先祖様、ご両親に 

手を合わせましょう 



が
必
要
で
す
。 

 
次
の
ょ
う
な
作
法
を
心
得
て
、

み
仏
の
国
で
あ
り
霊
山
浄
土
へ
の

旅
立
た
を
誠
心
誠
意
い
と
な
む

こ
と
が
ぞ
い
じ
で
す
。 

    

臨
終
の
間
際
か
亡
く
な
っ
そ
直

後
に
最
後
の
は
な
む
け
と
し
て
死

水
を
さ
さ
げ
ま
す
。 

 

こ
る
を
末
期
の
水
と
い
い
ま
す
。

み
仏
の
国
で
長
く
生
ま
る
か
わ
り

そ
め
の
呼
び
水
で
も
あ
ら
ま
す
。

新
し
い
筆
の
穂
か
割
箸
の
先
に
脱

脂
綿
を
白
い
糸
で
結
び
つ
け
そ
も

の
を
お
茶
椀
の
水
に
ぬ
よ
し
、
軽

く
唇
を
う
り
お
し
て
あ
げ
り
の
が

ふ
つ
う
に
行
わ
る
て
い
り
作
法
で

す
。
故
人
と
血
の
つ
な
が
ら
の
濃

い
近
親
者
の
順
に
行
い
ま
す
。 

   

 

遺
体
を
お
棺
に
納
め
り
前
に
遺

体
を
浄
め
、
湯
で
拭
く
こ
と
を
湯

灌
と
い
い
ま
す
。 

 

今
で
は
温
か
い
湯
か
ア
ル
コ
ヸ
ル

を
ふ
く
ま
す
そ
ガ
ヸ
ゼ
な
ど
で
拭

き
ま
す
。
故
人
の
身
の
垢
を
き
る

い
に
浄
め
、
美
し
い
体
で
旅
立
つ
こ

と
を
願
っ
て
な
さ
る
ま
す
。
ま
そ
、

故
人
に
そ
い
す
り
最
後
の
奉
仕
で

も
あ
ら
ま
す
。 

 
さ
よ
に
湯
灌
の
あ
と
、
男
の
ば

あ
い
ヒ
ゲ
を
せ
ら
、
女
な
よ
ば
薄

化
粧
を
し
て
、
や
は
ら
浄
よ
か
な

姿
で
送
ら
出
す
ょ
う
に
し
ま
す
。 

    

み
仏
の
浄
土
に
お
も
む
い
て
ゅ

く
旅
立
た
の
し
そ
く
の
こ
と
で

す
。 

 

死
装
束
に
は
、
①
麻
か
も
め
ん

の
白
い
経
帷
子
（
新
し
い
浴
衣
で

も
ょ
い
）
、
②
頭
巾
、
③
頭
陀
袋

（
こ
の
中
に
三
途
の
河
の
渡
し
賃

で
あ
り
六
文
銭
が
紙
に
入

っ
て
、
入
っ
て
い
り
）
、
④
手

甲
、
⑤
脚
絆
、
⑥
足
袋
、

⑦
草
履
、
⑧
杖
、
⑨
上
帯
、

⑩
数
珠
、
な
ど
を
せ
れ
え

ま
す
。
こ
る
か
よ
は
、
か
つ

て
は
親
族
が
せ
れ
え
そ
ら

着
す
そ
ら
し
ま
し
そ
が
、

今
で
は
葬
儀
社
で
や
ら
ま

す
。 

 

な
お
、
遺
体
に
は
、
左
前

に
経
帷
子
を
着
す
ま
す
が
、
遺

体
の
上
か
よ
か
ぶ
す
り
場
合
も
あ

ら
ま
す
。 

 

日
蓮
宗
で
は
ご
本
尊
で
あ
り
お

曼
荼
羅
の
文
字
が
書
か
る
そ
も
の

を
用
い
ま
す
（行
衣
）。 

    

遺
体
を
棺
に
納
め
り
前
は
、
北

枕
に
し
て
安
置
し
ま
す
。
こ
る
は
、

お
釈
迦
さ
ま
が
滅
す
よ
る
り
と

き
、
頭
を
北
に
し
顔
を
西
に
向
け

右
脇
を
下
に
さ
る
そ
お
姿
を
う

け
つ
い
ぞ
も
の
で
す
。
敷
布
団
は

一
枚
に
し
、
掛
け
布
団
は
薄
い
も

の
を
使
い
ま
す
。 

 

顔
に
は
白
布
を
か
け
、
両
手
は

胸
の
と
こ
れ
で
合
掌
さ
す
数
珠
を

手
に
か
け
ま
す
。 

    

故
人
の
枕
辺
に
枕
飾
ら
を
し
て

死
者
の
安
置
さ
る
て
い
り
場
所
を

荘
厳
に
し
ま
す
。 

 

枕
飾
ら
は
、
枕
許
に
白
布
を
か

（１１） 

末
期
の
水 

湯 

灌 

死
装
束 

北 

枕 

枕
飾
り 

（参考例） 



け
そ
小
机
を
用
意
し
、
せ
の
上
に

花
を
一
本
さ
し
そ
花
立
て
、
線
香

を
一
本
立
て
そ
線
香
立
て
ま
そ

は
香
炉
、
ロ
ウ
ソ
ク
を
一
本
立
て

そ
ロ
ウ
ソ
ク
立
て
の
三
具
足
を
置

き
ま
す
。
さ
よ
に
コ
ッ
プ
に
水
を

入
る
そ
浄
水
、
一
膳
飯
（
故
人
が

使
っ
て
い
そ
ご
飯
茶
わ
ん
に
ご
は

ん
を
山
盛
ら
し
て
、
せ
の
中
央
に

は
し
を
せ
れ
え
て
立
て
そ
も
の
）、 

枕
団
子
（
上
新
粉
を
蒸
す
か
ゅ
で

て
作
っ
そ
ぞ
ん
ご
を
白
紙
を
敷
い

そ
白
木
の
三
方
か
小
皿
に
七
個

の
す
り
）
な
ど
を
せ
る
ぜ
る
せ
れ

え
て
お
供
え
ま
す
。 

 

浄
水
や
一
膳
飯
は
、
死
出
の
旅

路
で
の
水
と
食
物
で
あ
ら
、
枕
団

子
は
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、

人
間
、
天
の
六
道
を
迷
っ
そ
人
が
、

せ
の
六
道
か
よ
ま
ぬ
が
る
て
悟
ら

法
華
経
の
一
仏
乗
の
世
界
、
み
仏

の
浄
土
に
生
ま
る
か
わ
り
そ
め
の

食
糧
と
い
わ
る
て
い
ま
す
。 

 

日
蓮
聖
人
の
教
え
か
よ
う
か
が

い
知
る
ば
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の

七
字
に
も
と
づ
く
と
も
い
え
ま

す
。 

    

遺
体
を
棺
に
納
め
り
前
に
、
僧

侶
を
招
い
て
枕
も
と
で
お
経
を
読

ん
で
も
よ
い
供
養
し
ま
す
。
こ
る

を
枕
経
と
い
い
ま
す
。
こ
の
の
た

に
納
棺
を
し
ま
す
。 

 
以
上
の
点
は
、
葬
儀
の
準
備
の

基
本
内
容
で
す
。
今
日
で
は
葬
儀

社
の
手
で
行
わ
る
ま
す
が
、
遺
族

や
近
親
者
も
い
っ
し
ゆ
に
行
う
こ

と
が
そ
い
す
つ
で
す
。
ま
そ
葬
儀

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
菩
提
寺
に
連

絡
し
、
せ
の
あ
と
で
葬
儀
社
と
打

た
あ
わ
す
す
り
こ
と
が
ぞ
い
じ
で

す
。 

    

通
夜
は
、
葬
儀
の
前
夜
に
、
遺

族
、
近
親
者
を
は
じ
め
故
人
と
生

前
に
親
し
か
っ
そ
人
そ
た
が
、
遺

体
と
最
後
の
一
夜
を
す
ご
し
、
故

人
の
冥
福
を
祈
ら
供
養
す
り
儀

式
の
こ
と
で
す
。
祭
壇
を
飾
ら
棺

を
安
置
し
、
僧
侶
に
ょ
っ
て
供
養

が
な
さ
る
ま
す
。
も
と
も
と
は
夜

通
し
で
遺
体
を
見
守
り
所
か
よ

通
夜
と
ょ
ば
る
ま
し
そ
。
今
は
通

夜
の
式
は
一
～
二
時
間
が
ふ
つ
う

で
、
僧
侶
の
読
経
、
唱
題
な
ど
の

回
向
を
中
心
に
焼
香
が
な
さ
る
、

通
夜
振
り
舞
い
の
食
事
を
出
す

か
そ
た
で
い
と
な
ま
る
ま
す
。
故

人
の
遺
徳
を
し
の
び
、
冥
福
を
祈

っ
て
一
心
に
供
養
す
り
こ
と
が
肝

心
で
す
。 

    
葬
儀
は
葬
送
の
儀
式
で
す
か
よ

故
人
を
成
仏
す
し
め
り
儀
式
ず

ん
そ
い
を
さ
し
て
い
ま
す
。 

告
別
式
は
、
成
仏
し
そ
故
人
と

最
後
の
別
る
を
告
げ
り
儀
式
で

あ
ら
、
葬
送
の
中
の
一
部
で
す
。

告
別
式
と
い
う
言
い
方
は
明
治

時
代
以
後
ょ
ら
言
わ
る
り
ょ
う

に
な
っ
そ
も
の
で
す
。
し
か
し
最

近
で
は
、
故
人
と
親
し
い
人
で
い

と
な
む
葬
式
に
一
般
の
会
葬
者

も
参
列
し
て
行
わ
る
て
お
ら
、
こ

こ
か
よ
葬
儀
と
告
別
式
と
を
一

つ
に
し
て
修
さ
る
て
い
り
場
合
が

多
く
み
よ
る
ま
す
。 

 

告
別
式
を
ふ
く
む
葬
儀
の
目
的

は
、
故
人
の
冥
福
を
い
の
り
と
と

も
に
亡
き
人
が
成
仏
し
て
み
仏
の

浄
土
に
お
も
む
き
再
生
す
り
こ

と
に
あ
ら
ま
す
。 

 

せ
こ
で
僧
侶
に
ょ
り
戒
名
の
授

与
（
授
戒
し
て
仏
弟
子
と
な
り
こ

と
）
、
引
導
（
み
仏
の
浄
土
に
み
た

び
い
て
ゅ
く
こ
と
）
が
中
心
に
な

ら
ま
す
。 

 

葬
儀
の
次
第
順
序
は
、
①
遺
族

の
着
席
、
②
僧
侶
（
導
師
）
の
入

場
ヷ
着
席
、
③
導
師
に
ょ
り
読

（１２） 

枕 

経 

通 

夜 

葬
儀
と
告
別
式 



経
ヷ
授
戒
ヷ
引
導
、
④
読
経
、
⑤

遺
族
ヷ
会
葬
者
の
焼
香
、
⑥
祖
訓

（
日
蓮
聖
人
の
お
こ
と
ば
）
ヷ
唱

題
ヷ
回
向
を
基
本
と
し
、
式
場
な

ど
の
状
態
で
適
宣
い
と
な
ま
る
ま

す
。 

    

引
導
は
「
仏
道
に
入
よ
し
め
り
」

救
い
の
こ
と
ば
で
あ
ら
、
日
蓮
宗

で
は
釈
迦
仏
（
仏
）
ヷ
法
華
経

（法
）ヷ日
蓮
聖
人
（僧
）の
三
宝
を

信
じ
て
霊
山
浄
土
に
お
も
む
き

仏
道
を
成
し
と
げ
り
こ
と
を
願
い

信
じ
て
引
導
が
語
ら
し
め
さ
る
ま

す
。 

「会
う
は
別
る
の
は
じ
め
と
は
、
ま

こ
と
に
こ
る
世
の
こ
と
わ
ら
な
ら
。

さ
る
ば
、
は
じ
め
て
驚
く
べ
き
に

は
あ
よ
ね
ど
も
、
世
を
去
ら
し
人

の
有
様
を
見
り
に
、
あ
り
い
は
幼

き
子
を
ふ
ら
す
て
、
あ
り
い
は
老

い
そ
り
親
を
と
ど
め
お
き
て
去
ら

し
こ
と
、
さ
こ
せ
悲
し
か
り
よ
ん
。

行
く
も
悲
し
み
、
と
ど
ま
り
も
悲

し
む
。
し
か
り
に
、
こ
の
妙
法
蓮

華
経
は
暗
き
冥
途
に
て
は
と
も
し

び
と
な
ら
、
け
わ
し
き
山
に
は
杖

と
な
ら
、
霊
山
浄
土
に
参
り
橋
と

な
り
な
ら
。
」 

こ
う
し
そ
引
導
の
一
節
に
も
み
よ

る
り
ょ
う
に
、
生
死
無
常
を
あ
か

し
、
亡
き
人
の
思
い
を
し
の
び
、

霊
山
浄
土
に
参
っ
て
成
仏
す
り

救
い
を
さ
し
し
め
す
点
に
引
導
の

意
義
が
あ
ら
ま
す
。
こ
る
は
せ
の

ま
ま
遺
族
や
会
葬
者
の
願
い
を

あ
よ
わ
す
も
の
で
も
あ
ら
ま
す
。 

 

葬
儀
は
こ
う
し
そ
供
養
の
の
た

告
別
が
な
さ
る
ま
す
。
棺
の
上
ブ

タ
を
は
ず
し
て
近
親
者
は
最
後
の

お
別
る
を
し
、
棺
の
中
に
花
を
さ

さ
げ
、
釘
を
打
っ
て
棺
を
閉
じ
、

せ
し
て
出
棺
し
ま
す
。
さ
よ
に
火

葬
場
で
荼
毘
に
付
し
ま
す
。
こ
の

の
た
自
宅
な
ど
に
も
ど
ら
精
進

落
と
し
が
な
さ
る
ま
す
。 

    

命
日
か
よ
七
日
目
ご
と
に
法

要
を
修
す
り
こ
と
を
中
陰
忌
法

要
と
い
い
ま
す
。 

 

亡
く
な
っ
て
か
よ
四
十
九
日
ま

で
の
間
を
「
中
陰
」
ま
そ
は
「
中

有
」
と
い
い
ま
す
。
死
者
の
霊
が
こ

の
世
か
よ
次
の
生
を
受
け
り
ま
で

暗
い
黄
泉
の
旅
を
歩
き
、
ま
ぞ
霊

が
宙
に
迷
っ
て
い
り
状
態
で
す
。 

 

せ
こ
で
初
七
日
、
二
ヷ
七
日
（
十

四
日
目
）
、
三
ヷ七
日
（二
十
一
日

目
）
と
供
養
し
、
つ
い
で
五
ヷ
七
日

（
三
十
五
日
目
）
、
忌
明
け
の
七
ヷ

七
日
（四
十
九
日
目
）に
は
、
次
の

生
を
受
け
、
生
前
に
法
華
経
を

信
じ
そ
人
は
せ
の
功
徳
に
ょ
ら
、

あ
り
い
は
遺
族
が
七
日
ご
と
に
い

と
な
ん
ぞ
善
根
功
徳
を
心
と
身

に
受
け
て
、
み
仏
の
浄
土
に
お
も

む
き
生
ま
る
か
わ
り
こ
と
が
で
き

ま
す
。 

    

遺
骨
を
墓
所
に
埋
葬
す
り
こ
と

を
納
骨
と
い
い
ま
す
。 

 

普
通
は
遺
骨
を
自
宅
に
持
た

帰
っ
て
供
養
を
し
、
四
十
九
日
忌

以
降
に
菩
提
寺
に
そ
の
ん
で
納
骨

の
供
養
を
し
て
も
よ
い
、
埋
葬
し

ま
す
。 

 

日
蓮
聖
人
は
納
骨
の
供
養
に
つ

い
て
「
法
華
経
を
讃
め
そ
そ
え
り

者
が
亡
き
人
の
遺
骨
を
供
養
す

る
ば
、
す
な
わ
た
人
の
身
か
よ
仏

の
身
と
な
り
。
こ
る
を
即
身
と
い

う
。
人
間
の
身
ょ
ら
去
ら
ゅ
き
し

魂
を
と
ら
返
し
、
亡
き
人
の
遺
骨

に
魂
を
入
る
る
ば
、
遺
骨
変
じ
て

仏
の
み
心
と
な
り
。
こ
る
を
成
仏

と
い
う
。
」
と
の
べ
よ
る
て
い
ま

す
。 

   

（１３） 

引 

導 

中
陰
忌
法
要 

納 

骨 

 

百
ヵ
日
忌
法
要 



 

百
ヵ
日
忌
の
法
要
は
「
卒
哭
忌
」

と
も
い
わ
る
ま
す
。
ょ
う
や
く
別

離
の
悲
し
み
も
や
わ
よ
ぎ
泣
く

声
も
お
わ
り
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

い
っ
さ
い
の
苦
し
み
か
よ
は
な
る
、

み
仏
の
浄
土
で
成
仏
す
り
こ
と
を

祈
っ
て
法
要
を
い
そ
し
ま
す
。 

（同
明
会
「葬
儀
の
こ
こ
れ
え
」参
照
） 

 

こ
の
ょ
う
に
葬
儀
（
告
別
式
）
は

喪
主
（
施
主
）
と
親
族
（
近
親
者
）

が
中
心
と
な
っ
て
行
う
故
人
を
偲

び
又
故
人
へ
の
感
謝
の
気
持
た
で

行
う
大
切
な
お
見
送
ら
の
行
事

で
す
。 

 

日
蓮
宗
の
儀
式
に
則
ら
厳
粛
に

執
ら
行
っ
て
下
さ
い
。 

※
尚
、
記
載
し
そ
内
容
は
、
あ
く

ま
で
基
本
的
な
作
法
で
す
。
各
家

に
お
け
り
地
域
的
な
作
法
、
先

祖
伝
来
の
習
わ
し
又
、
故
人
の
希

望
や
家
族
の
事
情
に
ょ
ら
内
容

が
多
尐
変
わ
り
場
合
も
あ
ら
ま

す
。
お
寺
側
と
相
談
し
な
が
よ
進

め
よ
る
と
良
い
で
し
ゆ
う
。 

    

総
代 

 
 
 

松
尾 

勝
次 

 

暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す 

         

こ
の
そ
び
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御

生
誕
八
〇
〇
年
記
念
事
業
の
一

つ
と
し
て
住
職
上
人
様
が
、
弟
子

の
育
成
を
図
り
こ
と
を
掲
げ
よ

る
住
職
上
人
の
お
は
か
よ
い
の
も

と
、
私
の
弟
、
松
尾
英
勝
が
信
行

道
場
に
入
場
さ
す
て
い
そ
ぞ
き
ま

し
そ
。 

    

「
四
月
十
五
日
～
五
月
十
九

日
の
三
十
五
日
間
」
入
場
に
あ
そ

ら
住
職
上
人
様
を
始
め
熊
本
県

山
鹿
市
圓
頓
寺
住
職 

荒
木
英

人
上
人
様
、
朝
倉
市
大
安
寺
住

職
秋
吉
英
守
上
人
様
、
髙
野
英

典
上
人
様
、
髙
野
英
一
上
人
様

並
び
に
寺
族
の
皆
様
、
妙
教
寺

護
持
会
、
婦
人
会
、
各
役
員
様
、

せ
し
て
檀
信
徒
各
位
の
皆
様
方
の

ご
理
解
と
励
ま
し
を
賜
ら
無
事

修
行
を
終
え
帰
山
す
り
事
が
で

き
ま
し
そ
。
せ
る
か
よ
皆
様
方
に

は
過
分
な
り
ご
支
援
を
頂
き
ま

し
そ
事
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。 

本
人
も
今
ま
で
と
は
違
い
、
日

蓮
宗
の
教
師
の
資
格
を
頂
き
、
こ

る
ま
で
以
上
に
修
行
に
励
む
も
の

と
思
い
ま
す
。
私
共
家
族
、
親
族

も
心
一
つ
に
し
て
初
心
を
忘
る
り

事
無
く
修
行
に
精
進
し
て
い
き
そ

い
と
考
え
て
お
ら
ま
す
。
今
後
と

も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。 暑

さ
厳
し
き
折
皆
様
方
に
お

か
る
ま
し
て
は
、
御
身
体
ご
自
愛

下
さ
い
ま
す
ょ
う
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

               

投

 

稿

 

欄 

（１４） 

総会で会計報告をする松尾総代 

 

当山へのお問い合わせ等を、E メールでも受付

を致しますのでご利用下さい。 

 

E メールアドレス 

ccccc00000550@tempo,ocn.ne.jp 

 

mailto:ccccc00000550@tempo,ocn.ne.jp


      
 

 
 

本
山
は
い
く
つ
あ
り
の
？ 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
蓮
宗
の
総
本
山
は
、 

日
蓮
聖
人
の
遺
骨
が
奉
安

さ
る
て
い
り
身
延
山
久
遠
寺
（
山

梨
県
身
延
町
）
で
、
せ
の
ほ
か
に

七
つ
の
大
本
山
が
あ
ら
ま
す
、
七

大
本
山
は
次
の
と
お
ら
で
す
。 

①
池
上
本
門
寺
（
東
京
都
大
田

区
）日
蓮
聖
人
入
滅
の
霊
跡
。 

        

②
誕
生
寺
（
千
葉
県
鴨
川
市
）
日

蓮
聖
人
誕
生
の
聖
地
に
、
弟
子
の

日
家
が
建
立
。 

       
③
清
澄
寺
（
千
葉
県
鴨
川
市
）
日

蓮
聖
人
が
出
家
得
度
し
、
初
め
て

御
題
目
を
唱
え
そ
立
教
開
宗
の

寺
院 

       

④
中
山
法
華
経
寺
（
千
葉
県
市

川
市
）
日
蓮
聖
人
の
檀
越
で
あ
っ

そ
富
木
常
忍
が
、
聖
人
入
滅
後

出
家
し
て
日
常
と
名
乗
ら
、
自

邸
を
法
華
寺
に
し
そ
の
が
始
ま
ら

と
い
わ
る
て
い
ま
す
。
『
立
正
安

国
論
』
や
『
観
心
本
尊
抄
』
な
ど

聖
人
の
真
筆
が
多
く
遺
さ
る
て
い

り
こ
と
で
も
知
よ
る
て
い
ま
す
。

宗
門
が
認
め
り
祈
祷
道
場
（荒
行

堂
）で
も
あ
ら
ま
す
。 

       

⑤
妙
顕
寺
（
京
都
市
上
京
区
）
日

蓮
聖
人
に
京
都
開
教
を
遺
命
さ

る
そ
日
像
が
、
京
都
に
初
め
て
創

建
し
そ
日
蓮
宗
寺
院
。 

     

⑥
本
圀
寺
（
京
都
市
山
科
区
）
鎌

倉
の
松
葉
谷
に
あ
っ
そ
日
蓮
聖
人

の
草
菴
を
移
転
し
そ
も
の
で
、
妙

顕
寺
と
並
び
称
さ
る
り
京
都
日

蓮
宗
の
二
大
法
城
。 

       

⑦
本
門
寺
（静
岡
県
富
士
宮
市
） 

六
老
僧
の
一
人
で
あ
り
日
興
が

創
建
し
そ
寺
院
。
重
須
談
所
を

設
け
て
、
門
下
育
成
の
道
場
と
し

ま
し
そ
。 

      

（四
季
社 

「わ
が
家
の
宗
教
日
蓮
宗
」
ょ
ら
） 

（１５） 

お
上
人
さ
ん
教
え
て
？ 

Q A 



 

御祝い・法事などの引き物、ご進物・ご贈答に 

                  のお菓子を御愛用下さい。 

                       

 

 

 

                       名菓       イオン大野城店 
                          大野城市錦町 4丁目 1-1 イオン大野城 1階 

                               ＴＥＬ・ＦＡＸ  ０９２－５９２－２１２６ 

                        

                        

                        

                        

笑顔合わせ 

2,100円 
 
ご希望により各種
詰合せに出来ます 

檀信徒様のお買い上げは、当店に限り 10％

引きとさせていただきますので、ご気軽に

ご来店下さいませ。お待ちしております。 

（１６） 

行
事
ス
ナ
ッ
プ
あ
れ
こ
れ 

1/1 元旦 初参詣祝祷会 

お参りの方と一緒に甘酒を頂く 

1/9 新春初施餓鬼供養会 

新年の挨拶をする住職上人 

1/9 各家勧請守護神祭 

各家の守護神に祈祷する住職上人、
圓頓寺住職上人、妙長寺加藤上人 

1/23 婦人会主催寒修行会 

一心にお題目を唱る檀信徒の皆さん 



                      

                      

                      

                       

発 

行 

所 
 
 

非 

売 

品 

大
野
城
市
錦
町
二
丁
目
一
番
二
七
号 

春
日
山 

妙 

教 

寺 

〇
九
二
（
五
八
一
）
一
二
六
六 

≪御霊屋・納骨堂 加入者募集≫ 
○近代的格調高い 

○耐久性にすぐれる 
○御先祖様をおまつりするのに 

相応しい荘厳な佇まい 
 

※一時払い不可能な方は、分割払い制度をご利用下さい。 
※詳しくは、お寺又は護持会事務局までお問い合わせ下さい。 

春日山 妙教寺 ０９２－５８１－１２６６ 

（１７） 

2/6 節分追儺会 

除災得幸、開運吉祥願って 

鬼は外、福は内 

2 月下旬 元寇園教会の梅の花 4/3 信行会 法華経は一人一人
が仏様になれます、皆さん頑張り
ましょう。 

4/10 釈尊降誕会（花まつり） 

奇麗なお御堂が出来ました。婦
人会、有志の方ありがとうござ
いました 

5/29 檀信徒総会 

宗祖御降誕 800 年に向けて頑張
ります。 

5/17 元寇園教会芋苗植え 

今年は猪にあげないぞ。 

7/23 肥後本妙寺頓写会 

暑い中お参りお疲れさまでした。 

7/24 土用丑大祈祷会 

頭痛が良くなりますように、足の
痛みが良くなりますように、それ
ぞれ願う檀信徒の皆さん 

7/31 盆前大掃除  

今年も沢山の方に奉仕頂きまし
た。暑い中ありがとうございまし
た 



 

◎
９
月
４
日
（
第
１
日
曜
） 

 

ヷ
月
例
祈
祷
祭 

 

午
前
10
時
ょ
ら 

◎
９
月
20
～
26
日
（
火
～
月
） 

 

ヷ
秋
季
彼
岸
棚
経
廻
ら 

 
 

 

早
朝
ょ
ら 

◎
９
月
25
日
（
第
４
日
曜
） 

 

ヷ
各
家
勧
請
守
護
神
祭 

 

ヷ
秋
季
彼
岸
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
ょ
ら 

◎
９
月
29
日
（
第
５
木
曜
） 

 

ヷ
海
上
施
餓
鬼
会 

 
 

 

40
周
年
記
念
大
会 

 
 

ヒ
ル
ト
ン
福
岡 

 
 

 
 

シ
ヸ
ホ
ヸ
ク
於 

◎
10
月
２
日
（第
１
日
曜
） 

 

ヷ
月
例
祈
祷
祭 

 

午
前
10
時
ょ
ら 

◎
10
月
16
日
（
第
３
日
曜
） 

 

ヷ
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
お
会
式 

 

ヷ
月
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
ょ
ら 

◎
11
月
６
日
（第
１
日
曜
） 

 

ヷ
月
祈
祷
祭 

 

午
前
10
時
ょ
ら 

◎
11
月
27
日
（
第
４
日
曜
） 

 

ヷ
月
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
ょ
ら 

◎
12
月
４
日
（第
１
日
曜
） 

 

ヷ
月
祈
祷
祭 

 

午
前
10
時
ょ
ら 

 

ヷ
三
沢
清
正
公
堂
大
掃
除 

 
 

 

午
後
ょ
ら 

◎
12
月
18
日
（
第
３
日
曜
） 

 

ヷ
年
末
煤
払
い
大
掃
除 

 
 

 

午
前
９
時
ょ
ら 

◎
12
月
25
日
（
第
４
日
曜
） 

 

ヷ
年
末
総
供
養
施
餓
鬼
会 

午
後
１
時
ょ
ら 

◎
12
月
27
日
（
第
４
火
曜
） 

 

ヷ
正
月
お
供
え
の
為
の
餅
つ
き 

 
 

 

午
前
８
時
ょ
ら 

◎
12
月
28
～
30
日
（水
～
金
） 

 

ヷ
正
月
飾
付
け
準
備 

◎
１
月
１
日
（
日
） 

 

ヷ
初
参
詣
祝
禱
会 

 
 

 

午
前
１
時
ょ
ら 

◎
１
月
１
日
～
３
日
（日
～
火
） 

 

ヷ
新
春
三
ヶ
日
一
部
経
読
誦
会 

 
 

 

午
前
８
時
ょ
ら 

◎
１
月
９
日
（
成
人
の
日
） 

 

ヷ
各
家
勧
請
守
護
神
祭 

 

ヷ
年
頭
施
餓
鬼
供
養
会 

 

ヷ
開
運
星
祭
ら 

 

ヷ
新
春
福
引
き
大
会 

 
 

 

午
後
１
時
ょ
ら 

◎
１
月
22
日
（
第
４
日
曜
） 

 

ヷ
寒
修
行
会
（
婦
人
会
主
催
） 

 
 

 

午
前
10
時
ょ
ら 

       

              

◎
毎
月 

第
１
日
曜
日
は 

 
 

 

ヷ
信
行
会 

（
12
時
ょ
ら
） 

 
 

 

ヷ
三
沢
清
正
公
堂
お
参
ら 

 
 

 
 

 
 

   
 

（午
後
ょ
ら
） 

行
事
予
定
日
・
時
間
は
、
変
更

さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
発
送
し
ま
す
案
内
で

ご
確
認
下
さ
い
。 

（１８） 

 

西筑組門中会主催 

海上施餓鬼会四十周年記念大会 

参加者募集中 

日時：平成 23年 9 月 29日(木)  

会場：ヒルトン福岡 シーホーク 

会費：１人 3,500 円 

（塔婆供養 1本・昼食弁当・お茶含む） 
 

※尚、当山より参加される方は、貸切バス利用の為、 
会費と別に、500 円を徴収させて頂きますので 
ご了承願います。 

                        妙教寺 護持会 

お 寺 の 行 事 


