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「
此
の
経
は
持
ち
難
し 

若
し

暫
く
も
持
つ
者
は 

我
即
ち
歓

喜
す 
諸
仏
も
亦
然
な
り 

是

の
如
き
の
人
は 

諸
仏
の
歎
め
た

も
う
所
な
り 

 

是
れ
則
ち
勇

猛
な
り 

是
れ
則
ち
精
進
な
り 

是
れ
を
戒
を
持
ち 
頭
陀
を
行

ず
る
者
と
名
く 

則
ち
為
れ
疾

く 

無
上
の
仏
道
を
得
た
り 

能
く
来
世
に
於
て 

此
の
経
を

読
み
持
た
ん
は 

是
れ
真
の
仏

子 

淳
善
の
地
に
住
す
る
な
り 

仏
の
滅
度
の
後
に 

能
く
其
の

義
を
解
せ
ん
は 

 

是
れ
諸
の

天
人 

世
間
の
眼
な
り 

恐
畏

の
世
に
於
て 

能
く
須
臾
も
説 

    

か
ん
は 

一
切
の
天
人 

皆
供

養
す
べ
し
」 

（
見
宝
塔
品
第
十
一
）  

檀
信
徒
の
皆
様
方
に
は
、

日
々
、
お
題
目
修
行
と
行
学
二

道
の
信
行
を
深
め
ら
れ
、
護
法

護
持
の
ご
奉
仕
や
種
々
の
高
配

に
対
し
、
役
員
一
同
共
々
心
か

ら
深
謝
い
た
し
、
暑
中
御
見
舞

申
し
上
げ
ま
す
。 

   

巻
頭
の
法
華
経
の
「
宝
塔
偈
」

で
、
法
華
経
を
末
世
に
信
じ
行

い
ひ
ろ
め
る
こ
と
の
困
難
さ
を
あ

か
し
、
そ
の
苦
難
に
ひ
る
ま
な
い

で
、
つ
ね
に
法
華
経
を
信
じ
、
読

み
、
知
り
、
説
い
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
わ

た
し
た
ち
は
、
法
華
経
を
信
じ

行
う
こ
と
が
、
ほ
ん
と
う
の
勤
め

で
あ
り
努
力
で
あ
る
こ
と
を
し
っ

か
り
と
心
に
刻
み
、
信
心
を
根

本
と
し
た
「
信
と
行
と
学
」
の
三

つ
を
実
践
し
励
む
こ
と
の
大
切

さ
を
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
は
、
「
全

人
類
が
等
し
く
救
わ
れ
る
、
一

閻
浮
提
第
一
の
御
本
尊
に
帰
依

し
な
さ
い
。
心
し
て
強
い
信
心
を

も
っ
て
、
諸
仏
の
守
護
を
得
て
い

き
な
さ
い
。
行
学
の
二
道
の
修

行
を
励
ん
で
い
き
な
さ
い
。
行
学

が
絶
え
た
と
こ
ろ
に
仏
法
は
あ

り
ま
せ
ん
。
自
分
も
実
践
し
、
人

に
も
教
え
、
導
い
て
い
き
な
さ
い
。

行
学
は
信
心
か
ら
起
こ
る
の
で

す
。
人
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
な

ら
ば
、
衆
生
に
一
文
一
句
で
も

語
っ
て
い
き
な
さ
い
。
」
と
諸
法

実
相
抄
で
仰
せ
ら
れ
、
「
行
学

の
二
道
」
の
修
行
の
在
り
方
を
具
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体
的
に
説
か
れ
て
い
る
。 

            

人
間
の
世
界
で
は
、
一
番
大

事
な
も
の
は
「
信
」
で
あ
る
と
い
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、
あ
の
人
を
尊

敬
す
る
根
源
に
あ
る
も
の
は
「信

頼
」
と
い
う
心
が
篭
っ
て
い
ま
す

し
、
「
信
」
な
く
し
て
人
生
の
そ
の

道
を
お
さ
め
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
何
を
「
師
」
と
す
る
か
に

よ
っ
て
、
人
生
は
変
わ
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。 

私
共
が
、
日
蓮
大
聖
人
を
人

生
の
永
遠
の
師
と
選
ん
だ
な
ら

ば
、
そ
の
教
え
示
さ
れ
る
行
学

が
根
本
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。 日

蓮
大
聖
人
の
教
え
の
中
身

を
理
解
す
る
べ
く
学
を
研
鑽
し

教
え
示
さ
れ
た
人
の
道
を
行
ず

る
こ
と
が
修
行
に
な
り
、
道
を

究
め
る
（
学
）
、
道
を
行
ず
る

（
行
）
、
こ
れ
が
な
く
な
れ
ば
日

蓮
大
聖
人
の
仏
法
も
な
く
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
の
で
す
。 

そ
し
て
、
そ
れ
は
自
分
の
み
な

ら
ず
、
人
に
も
そ
の
教
え
を
教

化
し
な
さ
い
と
教
え
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。
行
学
の
二
道
は
日
蓮

大
聖
人
を
深
く
「
信
」
ず
る
こ
と

か
ら
始
ま
る
の
で
す
。 

「
信
」
と
は
、
仏
道
修
行
の
出

発
点
で
あ
り
、
そ
の
究
極
で
あ
る

大
曼
荼
羅
御
本
尊
に
帰
依
し
信

ず
る
こ
と
で
す
。 

「
行
」
と
は
、
修
行
を
い
い
、

自
行
（
じ
ぎ
ょ
う
）
と
化
他
行

（
け
た
ぎ
ょ
う
）
が
あ
り
ま
す
。

自
行
と
は
自
身
の
成
仏
の
た

め
に
行
ず
る
勤
行
唱
題
（
ご

ん
ぎ
ょ
う
し
ょ
う
だ
い
）
な
ど

を
い
い
、
化
他
行
と
は
他
の
人

を
教
化
・
化
導
（
け
ど
う
）
す

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。 

「
学
」
と
は
、
日
蓮
大
聖
人
の

仏
法
の
道
理
教
義
を
学
び
教

え
を
受
け
つ
い
で
、
正
し
い
信
仰

と
実
践
へ
の
指
針
を
相
承
す
る

こ
と
で
、
宗
学
は
「
行
」
を
助
け
、

「
信
」
を
よ
り
深
い
も
の
に
さ
せ

る
力
と
な
り
ま
す
。  

こ
の
三
つ
の
ど
れ
が
欠
け
て
も
、

正
し
い
仏
道
修
行
に
は
な
ら
な

い
の
で
す
。 

日
蓮
宗
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
自
行
化
他
の
実
践
を
仏
道

修
行
の
基
本
と
す
る
の
で
す
。 
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で
は
、
當
山
の
修
行
方
法
を

紹
介
し
ま
す
と
、
法
華
経
修
行

の
五
種
を
い
い
、
「
受
持
・
読
・

誦
・
解
説
・
書
写
」
の
五
種
の
修

行
の
こ
と
で
す
。 

「
受
持
」
と
は
、
法
華
経
お
題

目
を
受
け
持
つ
こ
と
、
「
読
」
は

経
文
を
見
な
が
ら
読
む
こ
と
、

「誦
」と
は
経
文
を
暗
誦
す
る
こ 

と
、
「
解
説
」
と
は
経
を
解
釈
し

て
説
く
こ
と
、
「
書
写
」
と
は
、
妙

法
蓮
華
経
を
写
す
こ
と
で
す
。 

        

日
蓮
聖
人
は
、
観
念
成
仏
の

全
て
の
修
行
を
打
破
し
、
現
実

の
社
会
に
法
華
経
成
仏
を
実
現

す
る
こ
と
が
末
法
の
お
題
目
修

行
で
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。 

現
代
に
お
け
る
法
華
経
修
行

と
は
、
久
遠
ご
本
仏
釈
尊
が
留

め
お
か
れ
た
妙
法
蓮
華
経
の
色

読
至
心
受
持
に
あ
り
、
天
地
和

合
の
即
身
成
仏
の
道
こ
そ
、
こ
の

世
の
全
て
を
浄
土
に
す
る
の
で

す
。 

   

宗
祖
は
、
「釈
尊
の
因
行
果
徳

の
二
法
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
字

に
具
足
す
。
我
等
こ
の
五
字
を

受
持
す
れ
ば
自
然
に
彼
の
因
果

の
功
徳
を
譲
り
与
え
た
も
う
」

（
観
心
本
尊
抄
七
一
一
頁
）
と

述
べ
ら
れ
、
末
法
の
「
成
仏
修

行
」
の
あ
り
方
を
明
確
に
示
さ

れ
て
い
ま
す
。 

即
身
成
仏
の
修
行
を
目
指
す
、

私
共
は
、
信
唱
受
持
を
も
っ
て
、

正
行
（
唱
題
正
行
）
と
し
、
読
・

誦
・
解
説
・
書
写
を
助
行
と
し
ま

す
。
正
行
（
お
題
目
）
は
成
仏
の

正
因
と
な
る
主
要
の
行
で
あ
り
、

助
行
は
信
心
を
増
進
す
る
助
縁

の
行
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。 

日
蓮
大
聖
人
の
御
心
は
、
慈

悲
心
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
大

慈
は
安
楽
を
与
え
、
大
悲
は
苦

悩
を
抜
き
去
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。
私
共
は
、
ご
報
恩
の
心
を

う
け
つ
い
で
、
仏
道
・
お
題
目
修

行
を
重
ね
て
、
日
蓮
聖
人
ご
生

誕
八
百
年
や
加
藤
清
正
公
ご

入
滅
四
〇
〇
年
の
「
慶
讃
記
念

事
業
」
な
ど
の
懸
案
諸
事
業
を

推
進
し
て
、
忍
難
慈
勝
の
大
恩

に
報
い
「
行
学
二
道
の
五
種
の
修

行
」
に
僧
俗
共
に
一
層
精
勤
し

た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
慶

節
に
向
か
い
信
行
に
精
進
し
、

日
蓮
宗
の
信
徒
の
つ
と
め
を
果

し
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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又
、
慶
讃
記
念
事
業
な
ど
の

（
以
下
・
本
年
度
総
会
資
料
引

用
）
「
慶
讃
委
員
会
の
設
立
」
に

関
し
て
は
、
昨
年
五
月
の
檀
信

徒
総
会
で
の
挨
拶
の
中
で
、
宗

祖
御
生
誕
八
百
年
記
念
事
業

を
進
め
る
に
当
た
り
、
慶
讃
委

員
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
て
、
計

画
の
立
案
や
事
業
内
容
を
推
進

し
て
行
く
事
を
確
認
さ
せ
て
頂

く
と
共
に
、
本
年
一
月
発
刊
の

「
妙
教
寺
だ
よ
り
」
に
も
そ
の
主

な
内
容
を
記
し
、
檀
信
徒
皆
様

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

致
し
た
と
こ
ろ
で
す
。 

こ
の
様
な
中
で
今
日
ま
で
総

代
会
や
役
員
会
を
数
回
開
催
し
、

慶
讃
委
員
会
の
立
ち
上
げ
に
向

け
て
、
会
議
を
重
ね
て
ま
い
り
ま

し
た
。 

こ
れ
ら
の
会
議
の
中
で
宗
祖

御
生
誕
八
百
年
記
念
事
業
の
検

討
に
止
ま
ら
ず
、
「
自
分
達
の
寺

を
護
っ
て
行
く
、
菩
提
寺
を
護
っ

て
行
く
」
を
合
言
葉
に
、
妙
教
寺

の
発
展
に
寄
与
す
べ
く
、
妙
教

寺
が
持
っ
て
い
る
諸
懸
案
事
項
の

解
決
も
併
せ
ま
し
て
、
護
持
会

が
主
体
的
に
取
り
組
ん
で
行
く

事
を
確
認
し
、
こ
れ
が
為
、
多
く

の
英
知
を
集
め
、
計
画
立
案
・
具

現
化
に
向
け
て
、
慶
讃
委
員
会

の
委
員
の
選
考
が
現
在
慎
重
に

進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

        

委
員
の
選
考
に
は
、
本
総
代

会
で
鋭
意
努
力
中
で
あ
り
ま
す

こ
と
を
ご
報
告
し
、
一
日
で
も

早
く
委
員
会
が
発
足
出
来
ま
す

事
を
期
待
い
た
し
ま
す
と
共
に
、

発
足
の
暁
に
は
、
護
持
会
を
始

め
、
檀
信
徒
皆
様
の
絶
大
な
る

ご
理
解
と
ご
協
力
を
再
度
、
改

め
て
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第

で
す
。 

   

来
る
八
月
十
六
日
（
日
）
、
當

山
で
は
盂
蘭
盆
施
餓
鬼
供
養
会

が
奉
修
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
忙

し
く
と
も
必
ず
参
詣
す
る
よ
う

心
が
け
て
、
皆
様
と
共
に
、
ご
先

祖
様
へ
積
善
の
功
徳
を
送
り
報

恩
の
ま
こ
と
を
さ
さ
げ
た
い
と

存
じ
ま
す
。 

尚
、
日
々
の
お
参
り
必
携
の

妙
教
寺
檀
家
袈
裟
・
念
珠
と
経

本
・
行
衣
（
経
帷
子
）
な
ど
着
帯

し
ご
参
拝
下
さ
い
。 

 
 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

  

                        

総会に於て宗祖御生誕 800年

記念事業に協力をお願いさ

れる住職上人 

（４） 

ひよ子の 
ピィナンシェ 

九州限定新発売 

 

慶
賛
委
員
会
設
立
は 

お
盆
法
要
会
の
参
加 



暑中御見舞申し上げます 

平成二十一年霹靂火己丑歳 盛夏 

    妙教寺 筆頭総代 

  村 上  夘 三 

   

妙
教
寺
筆
頭
総
代 

 
 
 
 
 
 
 

村 
上 

 

夘 

三 

          

月
日
の
経
つ
の
も
〝
夢
の
内
〟

と
は
良
く
申
さ
れ
、
つ
い
こ
の
頃

お
正
月
の
新
し
い
年
を
お
迎
え

し
た
と
思
っ
た
ら
も
う
酷
暑
の

八
月
を
迎
え
ま
し
た
。 

 

檀
信
徒
の
皆
様
方
が
お
元
気

で
長
生
き
出
来
、
平
穏
に
暮
ら

せ
ま
す
事
は
生
前
信
者
で
あ
ら

れ
ま
し
た
各
家
の
御
先
祖
様
の

信
行
の
お
蔭
だ
と
思
い
ま
す
。 

    

こ
の
有
難
い
感
謝
の
気
持
ち
を

御
先
祖
様
や
故
人
に
ど
う
や
っ

て
お
返
し
出
来
る
か
と
考
え
ま

し
た
結
果
、
一
番
正
し
く
望
ま

し
い
の
は
〝
南
無
妙
法
蓮
華
経

〟
の
七
文
字
を
色
読
（身
を
も
っ

て
実
行
し
て
行
く
こ
と
）
し
て
い

く
こ
と
し
か
頭
に
浮
か
ん
で
来

ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

献
花
、
御
供
物
、
金
銭
等

色
々
と
御
献
上
の
品
々
も
大
切

で
す
が
妙
教
寺
檀
信
徒
と
し
て

誇
り
の
持
て
る
信
仰
心
の
強
い

信
者
に
な
る
事
が
大
切
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

霊
界
に
先
立
た
れ
ま
し
た
日

貫
上
人
、
日
賢
上
人
様
も
霊
界

よ
り
今
の
妙
教
寺
の
姿
を
み
ら

れ
て
安
心
な
さ
れ
、
檀
信
徒
の

日
々
を
見
守
っ
て
戴
い
て
い
る
こ

と
を
思
う
と
感
謝
せ
ず
に
は
い

ら
れ
ま
せ
ん
。 

今
後
は
よ
り
一
層
上
人
ご
生

前
同
様
の
妙
教
寺
が
再
現
出
来

て
檀
信
徒
老
い
も
若
き
も
一
致

団
結
し
、
檀
信
徒
の
皆
様
と
協

力
し
共
に
智
慧
を
出
し
合
っ
て
、

妙
教
寺
を
盛
り
立
て
て
行
き
た

い
と
考
え
ま
す
。 

檀
信
徒
数
が
一
人
二
人
と
増

え
て
い
く
事
を
願
い
、
妙
教
寺
檀

信
徒
会
員
の
拡
張
に
も
努
力
し

て
行
き
度
い
と
思
い
ま
す
。 

 

妙
教
寺
及
び
檀
信
徒
の
皆
様

の
健
康
と
ご
活
躍
を
祈
念
し
、

ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

婦
人
会
会
長 

古 

賀 
 

静 

枝 
〝
三
沢
お
清
正
公
堂 

 

修
復
に
つ
い
て
〟 

 

長
か
っ
た
梅
雨
も
や
っ
と
終

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
お
清
正
公 

                        

（５） 

護持会会長 

各

会

役

員

よ

り 

海上施餓鬼法要会にて西筑組
檀信徒の皆さんに挨拶される
村上総代 



 

様
の
御
堂
が
、
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト

を
架
け
た
ま
ま
又
梅
雨
を
迎
え

る
事
に
成
っ
た
ら
ど
う
し
ま
し
ょ

う
と
、
夢
に
ま
で
御
守
護
神
様

が
出
て
こ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

皆
様
の
ご
浄
財
で
屋
根
、
御

堂
等
完
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

浄
財
を
出
さ
れ
た
方
、
そ
れ
を

支
援
さ
れ
た
方
々
の
信
仰
の
賜 

で
し
ょ
う
。 

 
 

        

御
堂
の
中
も
電
球
等
綺
麗
な

も
の
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
清

正
公
様
も
心
な
し
か
笑
顔
に
成

ら
れ
た
よ
う
で
す
、
清
掃
し
て
、

感
謝
の
気
持
ち
で
お
参
り
さ
せ

て
頂
い
て
、
お
経
が
終
わ
り
皆
様

で
お
話
を
し
て
帰
り
ま
す
が
、
お

清
正
公
様
を
振
り
返
る
時
に
、

今
日
も
お
参
り
で
き
て
有
り
難

う
御
座
い
ま
し
た
と
、
心
の
中
で

唱
え
る
と
、
云
と
う
な
ず
か
れ

ま
す
。
ひ
と
月
に
一
回
で
す
が
、

気
持
ち
の
い
い
一
日
に
な
り
ま

す
。 南

無
妙
法
蓮
華
経 

   

信
行
会
会
長 

 
 植 

村 
 

俊 

親 

 

信
行
会
も
新
し
い
人
の
参
加

が
増
え
て
き
ま
し
た
。
お
経
の
練

習 

作
法
等
毎
回
実
施
し
て
い

ま
す
。 

毎
日
の
お
勤
め
に
、
次
の
御 

妙
判
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
参
考

に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

         

「波
木
井
殿
御
書
」に
い
わ
く 

日
蓮
は
日
本
第
一
の
法
華
経

の
行
者
な
り
。
日
蓮
が
弟
子
檀

那
等
の
中
に
日
蓮
よ
り
後
に
来

た
り
給
い
候
わ
ば
、
梵
天

ぼ
ん
て
ん

・

帝
釈

た
い
し
ゃ
く

・
四
大
天
王
、
閻
魔
法
皇

の
御
前
に
て
も
、
日
本
第
一
の

法
華
経
の
行
者
、
日
蓮
房
が
弟

子
檀
那
な
り
と
名
乗
っ
て
通
り

給
う
べ
し
。 

こ
の
法
華
経
は
三
途

さ

ん

ず

の
河か

わ

に

て
は
船
と
な
り
、
死
出
の
山
に
て

は
大
白

だ
い
び
ゃ
く

牛
車

ご

し

ゃ

と
な
り
、
冥
土

め

い

ど

に 

て
は
燈

と
も
し
び

と
な
り
霊
山

り
ょ
う
ぜ
ん

へ参
る
橋 

                     

団扇太鼓を叩いて唱題修行
をされる古賀婦人会会長 

檀信徒総会で挨拶される 

植村信行会会長 

（６） 



              

              早い仕事より確かな仕事、技術と信用の 

           （有）臼 井 組  
                     〒811-2108 福岡県粕屋郡宇美町ゆりが丘 4-3-9 ℡(092)932-7397 

 

な
り
。
霊
山
へま
し
ま
し
て
艮

う
し
と
ら 

の

廊
わ
た
り
ど
の

に
て
尋
ね
さ
せ
給
え
。

必
ず
待
ち
奉

た
て
ま
つ

る
べ
く
候
。 

 

「中
興
入
道
御
消
息
」に
い
わ
く 

去
み
ま
か
り

ぬ
る
幼
子
の
む
す
め
御

前
の
十
三
年
に
、
丈
六

じ
ょ
う
ろ
く

の
卒そ

塔と

婆ば

を
た
て
て
、
そ
の
面

お
も
て

に
南
無

妙
法
蓮
華
経
の
七
字
を
顕

あ
ら
わ

し
て

お
わ
し
ま
せ
ば
、
北
風
吹
け
ば

南
海
の
魚
族

い
ろ
く

づ

、
そ
の
風
に
あ
た

り
て
大
海
の
苦
を
は
な
れ
、
東

風
来
た
れ
ば
西
山
鳥

ち
ょ
う

鹿ろ
く

、
そ
の

風
を
身
に
触
れ
て
畜
生
道
を
ま

ぬ
が
れ
て
、
都と

卒そ

つ

の
内
院
に
生
ま

れ
ん
。
況

い
わ
ん

や
、
か
の
卒
塔
婆
に

随
喜

ず

い

き

を
な
し
、
手
を
ふ
れ
、
眼

ま
な
こ

に
見
ま
い
ら
せ
候
人
類
を
や
。

過
去
の
父
母
も
、
か
の
卒
塔
婆

の
功
徳
に
よ
り
て
、
天
の
日
月
の

如
く
浄
土
を
照
ら
し
、
孝
養
の

人
な
ら
び
に
妻
子
は
現
世
に
は 

寿
い
の
ち

を
百
二
十
年
た
も
ち
て
、
後

生
に
は
父
母
と
と
も
に
、
霊
山

浄
土
に
参
り
給
わ
ん
事
、
水
澄

め
ば
月
う
つ
り
、
鼓
を
打
て
ば

響
き
の
あ
る
が
如
し
と
思
し
め

し
候
え
等
云
々
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 
事
業
担
当
長 

臼 

井 
 

義 

光 

 

「雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」 

 

先
日
、
妻
と
三
歳
の
息
子
が

「
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
で
古
本

（
リ
サ
イ
ク
ル
本
）
を
三
冊
か
っ
て

着
ま
し
た
。
子
供
用
の
「
読
み
聞

か
せ
」の
本
で
す
。 

そ
の
中
の
一
冊
に
宮
沢
賢
治

の
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」
の
本
が
あ
り

ま
し
た
。 

私
が
中
学
生
の
時
、
そ
の
文

章
を
暗
記
し
よ
う
と
し
た
事
を

思
い
出
し
、
「
懐
か
し
い
な
あ
…
」

と
思
い
ま
し
た
。 

 

早
速
、
そ
の
夜
寝
る
前
に
息
子

と
読
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
読
ん
で
聞
か
せ
て
い

る
う
ち
に
、
そ
の
言
葉
一
つ
一
つ

の
気
高
さ
に
、
奥
の
深
さ
に
感

動
し
、
声
が
詰
ま
り
、
読
み
続

け
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。 

          

こ
の
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」
は
、
私

た
ち
が
、
人
生
に
迷
っ
た
時
、
壁

に
ぶ
つ
か
っ
た
時
、
「本
当
の
幸 

                        

建 設 業 

（７） 

信行会に於て講演される 
臼井事業担当長 



福
と
は
何
か
！
人
間
と
し
て
の

本
来
の
生
き
方
は
何
か
！
」
を

再
度
考
え
直
す
機
会
を
与
え
て

く
れ
る
作
品
だ
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
作
品
は
、
賢
治
が
作

品
と
し
て
発
表
し
た
の
で
は
な
く
、

彼
が
亡
く
な
っ
た
後
に
肌
身
離

さ
ず
持
っ
て
い
た
、
手
帳
の
中
か

ら
発
見
さ
れ
、
世
に
出
た
も
の

だ
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
彼
の

人
生
の
中
で
最
も
重
要
な
事
を

書
き
記
し
、
繰
り
返
し
、
繰
り

返
し
つ
ぶ
や
い
て
い
た
「
祈
り
の

言
葉
」
だ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。 ま

さ
に
、
私
達
仏
法
を
護
る

者
に
と
っ
て
の
仏
典
（
法
華
経
）

と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。 

 

思
え
ば
、
今
年
で
七
回
忌
を

お
迎
え
に
な
る
、
日
貫
上
人
（元

当
山
住
職
、
花
田
英
忠
上
人
）

が
朝
参
り
の
説
法
の
折
「
『
南
無

妙
法
蓮
華
経
』の
七
文
字
を
口 

         

先
だ
け
で
唱
え
る
べ
か
ら
ず
。
心

の
底
よ
り
、
噛
み
し
め
る
様
に
唱

え
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
自
ら

の
口
か
ら
出
で
た
お
題
目
は
、

再
び
自
ら
の
耳
よ
り
入
り
、
体

の
隅
々
ま
で
行
き
渡
り
、
そ
し
て
、

自
ら
の
骨
を
通
っ
て
魂
（
自
我
）

に
染
み
込
み
ま
す
。
そ
の
恩
徳

は
、
た
と
え
肉
体
が
滅
ん
だ
後

も
、
未
来
永
劫
引
き
継
が
れ
る

大
徳
に
な
る
の
で
す
よ
。
」
と
お

っ
し
ゃ
っ
て
た
事
を
思
い
出
し
ま

す
。 

 

今
日
、
日
蓮
宗
は
、
立
正
安
国
、

お
題
目
結
縁
運
動
の
真
っ
只
中 

         

で
す
。 

 

繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
、
心
を

込
め
て
魂
に
染
み
込
む
様
に
唱

え
る
事
が
大
切
で
す
。 

 

今
、
息
子
は
、
小
さ
な
寝
息
を

た
て
て
い
ま
す
。
こ
の
子
が
、
こ
の

子
の
魂
が
、
法
華
経
を
心
の
支

え
と
し
て
、
本
当
の
幸
福
を
理

解
で
き
る
大
人
に
成
長
す
る
事

を
願
っ
て
、
明
日
は
き
っ
と
最
後

ま
で
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」
の
読
み
聞

か
せ
を
き
ち
ん
と
終
わ
ら
せ
た

い
と
思
っ
て
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

                      

（８） 

人の安全・車の保安・真心サービス 

全国ネットワークのロータス優良メンバー工場 

本  社  福岡市博多区麦野 1 丁目１－３８  
電 話 （５８１）４６０７・３０８９ 

            F A X （５８１）４ ７ ９ ６ 
第二工場  福岡市博多区井相田 2 丁目３－２５ 
         電 話  ５ ７ １ － ７ ３ ７ ６ 

〠 ８ １ ２ 
－０８８２ 

井上自動車株式会社 
民間車検・国土交通省指定整備工場 
スピーディをモットーに 

宮
沢
賢
治(

満
三
十
七
歳
没) 

法
華
経
の
信
者
で
あ
る
彼
は
、
農
業

指
導
に
も
貢
献
さ
れ
た
。 

宮沢賢治の故郷、岩手県花巻市
に建てられた「雨ニモ負ケズ」
の詩碑 



                        

                        

         

文
永
八
年
九
月
十
二
日
の
竜
の

口
法
難
の
虎
口
を
脱
れ
た
聖
人

は
、
翌
十
月
佐
渡
流
罪
と
な
り

雪
は
降
り
積
も
っ
て
消
え
る
こ
と

な
く
、
昼
は
日
の
光
も
射
さ
な
い

極
寒
の
中
、
塚
原
三
昧
堂
の
配
所

に
住
さ
れ
る
こ
と
と
な
ら
れ
た
。 

 

追
い
撃
ち
を
か
け
る
よ
う
日
蓮

教
団
は
幕
府
禁
断
の
宗
教
と
な

り
、
正
に
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
た
、

か
か
る
迫
害
受
難
の
数
々
は
法

華
経
の
予
言
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
、
聖
人
自
信
に
あ
っ
て
は
法
華

経
色
読
の
歓
喜
法
悦
心
境
に
あ

ら
れ
た
が
、
弟
子
檀
那
の
中
に
は

疑
惑
を
懐
き
動
揺
す
る
者
も
多

か
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
教
団
の
内

外
の
危
機
の
中
、
自
ら
も
死
を
覚

悟
さ
れ
、
そ
し
て
迫
り
来
る
死
の

危
機
と
直
面
し
た
環
境
に
中
「
一

期
の
大
事
」
、
「
日
蓮
が
不
思
議
」

を
「
万
難
を
す
て
て
道
心
あ
ら
ん

者
に
し
る
し
と
ど
め
て
み
せ
ん
」

と
い
う
内
的
（
心
の
中
か
ら
無
意

識
に
涌
い
て
く
る
）
要
求
か
ら
、

述
作
さ
れ
た
の
が
こ
の
開
目
抄
で

末
法
に
お
け
る
主
師
親
三
徳
兼

備
の
導
師
と
し
て
三
大
誓
願
を

立
て
、
自
ら
本
化
上
行
の
応
現
な

る
こ
と
を
開
顕
さ
れ
た
。 

         

「日
蓮
宗
事
典
参
考
」 

髙
野 

英
典 

日
蓮
大
聖
人
の
お
こ
と
ば 

⑥ 

開か

い

目
抄

も
く
し
ょ
う 

善ぜ
ん

に
付つ

け
悪あ
く

に
つ
け
法
華
経

ほ
け

き
ょ
う

を
す
つ
る
、
地
獄

じ

ご
く

の 

業ご
う

な
る
べ
し
。
本
願

も
と
が
ん

を
立た

つ
。 

日
本

に
っ
ぽ
ん

国こ
く

の
位
く
ら
い

を
ゆ
づ
ら
む
、
法
華
経
を
す
て
ゝ 

観か
ん

経
ぎ
ょ
う

等と
う

に
つ
い
て
後
生

ご
し
ょ
う

を
期ご

せ
よ
。 

父
母
ふ

ぼ

の
頸く
び

を
刎
は
ね
ん

、
念
仏

ね
ん
ぶ
つ

申も
う

さ
ず
わ
。 

な
ん
ど
の
種
々

し
ゅ
じ
ゅ

の
大
難

た
い
な
ん

出
来

し
ゅ
っ
た
い

す
と
も
、
智
者

ち

し

ゃ

に 

 
 

我わ
が

羲ぎ

や
ぶ
ら
れ
ず
ば
用も
ち

い
じ
と
な
り
。 

其
外

そ
の
ほ
か

の
大
難

だ
い
な
ん

、
風か
ぜ

の
前ま
え

の
塵ち
り

な
る
べ
し
。 

我わ

れ
日
本

に

ほ

ん

の
柱
は
し
ら

と
な
ら
む
、 

 
 

 

我
れ
日
本
の
眼
目

が
ん
も
く

と
な
ら
む
、 

 
 

 

我
れ
日
本
の
大
船

た
い
せ
ん

と
な
ら
む
、 

 
 

等と
う

と
ち
か
い
し
願が
ん

、
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
。 

（聖
人
五
十
一
歳
佐
渡
で
の
著
述
） 

（９） 

聖人五十歳で三昧堂に入られ 
「開目抄」・「佐渡御書」等を 
書かれた。 

竜の口処刑場の不思議な現象
により、聖人は助かりました 



   

世
界
平
和
記
念
鳩 

「
グ
ロ
ー
バ
ル
ピ
ー
ス
」 

  

当
山
第
五
世 

順
忠
院
日
貫

上
人
が
ご
遷
化
さ
れ
、
早
い
も

の
で
本
年
十
一
月
に
第
七
回
忌

を
迎
え
ま
す
。
日
貫
上
人
は
幼

い
頃
に
、
お
母
様
を
亡
く
さ
れ
、

お
父
様
と
年
の
離
れ
た
お
姉
様

（
故 

平
山
先
生
）
の
手
で
育
て

ら
れ
た
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。 

 

時
代
背
景
の
厳
し
い
中
で
育
た

れ
た
上
人
は
生
ま
れ
も
っ
た
深
い

信
仰
心
で
、
皆
様
も
ご
存
知
の

よ
う
に
い
か
な
る
時
で

も
信
仰
的
な
物
の
考
え

方
を
し
、
意
志
堅
固
、

明
朗
快
活
で
オ
ピ
ニ
オ

ン
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が

あ
り
、
こ
と
の
ほ
か
慈
悲

深
く
平
和
を
愛
さ
れ
た

方
で
し
た
。 

宗
教
界
に
お
い
て
も

長
年
福
岡
県
仏
教
連
合
会
会

長
・
西
日
本
宗
教
懇
話
会
会

長
・
福
岡
県
青
少
年
教
化
協
議

会
会
長
等
を
勤
め
ら
れ
、
各
会

の
礎
を
築
か
れ
ま
し
た
。 

 

い
つ
も
私
達
に
『
全
人
類
の
同

一
利
益
目
標
で
あ
る
平
和
と
幸

福
と
繁
栄
を
創
造
し
、
共
存
共

栄
の
楽
土
と
い
う
社
会
を
建
設

し
よ
う
』
を
合
言
葉
に
ご
指
導

し
て
頂
き
ま
し
た
。 

扠
、
紹
介
の
品
は
「世
界
平
和

記
念
鳩
」
（
グ
ロ
ー
バ
ル
ピ
ー
ス
）

と
い
い
、
こ
れ
は
一
九
八
七
年
十

二
月
八
日
、
ア
メ
リ
カ
、
ワ
シ
ン

ト
ン
で
執
り
行
わ
れ
た

IN
F

（IN
T

E
R
M

E
D

IA
T

E

‐RA
N

G
E
 

N
U

C
L
E
A

R
 

F
O

R
C

E
S

）
中
距

離
核
戦
力
全
廃
条
約
の
記
念
の

品
と
し
て
当
時
の
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
大
統

領
よ
り
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
共
産
党
ミ

ハ
イ
ル
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
長
へ

世
界
平
和
を
祈
念
し
て
贈
ら
れ

た
も
の
で
す
。 

尚
こ
の
作
品
は
、
一
個
作
る

為
に
十
個
の
製
作
が
行
わ
れ
、

最
終
的
に
三
個
が
完
全
な
形
で

完
成
の
為
、
世
界
に
三
個
の
み 

        

存
在
す
る
逸
品
で
す
。 

 

一
個
は
当
然
世
界
平
和
ノ
ー

ベ
ル
賞
受
賞
者
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ

書
記
長
の
手
元
に
、
一
個
は
製

作
を
し
たB

O
E
H

M

（ベ
ー
ム
）社

に
永
久
保
存
さ
れ
、
そ
し
て
最

後
の
一
個
が
当
山
に
あ
る
こ
の

作
品
で
す
。
希
少
な
品
の
為
入

手
の
経
緯
は
詳
し
く
話
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
日
貫
上
人
ご

生
前
の
さ
ま
ざ
ま
な
功
績
に
対

し
贈
ら
れ
た
も
の
と
聞
い
て
お

り
ま
す
。  

 
 

（髙
野 

英
典
） 

寺 

宝 

⑥ 

（１０） 



          

ご
法
事
は
先
に
亡
く
な
っ
た
ご

先
祖
や
親
族
に
対
し
冥
福
を
祈

り
忌
日
に
執
り
行
う
仏
教
の
大

切
な
行
事
で
す
。 

 

ご
先
祖
様
へ
感
謝
の
気
持
ち
で

心
の
こ
も
っ
た
法
事
執
り
を
行
い

た
い
も
の
で
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
心
の

こ
も
っ
た
ご
法
事
が
出
来
る
の
で

し
ょ
う
。
大
き
く
四
つ
に
ま
と
め

て
み
ま
し
た
。 

 

第
一
に
、
供
養
を
す
る
故
人
を

し
っ
か
り
思
い
出
す
こ
と
で
す
。 

 

思
い
出
す
こ
と
で
故
人
は
あ
な

た
の
す
ぐ
そ
ば
に
お
呼
び
す
る
こ 

      

と
に
な
る
の
で
す
。
思
い
出
す
こ

と
で
故
人
の
声
が
聞
こ
え
た
り
、

お
顔
が
見
え
て
き
ま
す
。 

 
第
二
に
、
作
法
を
き
ち
ん
と
行

う
こ
と
で
す
。 

作
法
は
心
の
表
現
で
す
、
前
準

備
か
ら
当
日
の
流
れ
等
わ
か
ら

な
い
所
は
お
寺
か
慣
れ
た
ご
親
族

の
年
長
者
の
方
等
に
尋
ね
ら
れ
る

こ
と
も
よ
い
で
し
ょ
う
。 

特
に
当
日
の
お
上
人
へ
の
挨
拶

や
、
法
事
中
の
合
掌
や
お
数
珠
の

使
い
方
、
お
焼
香
（
お
線
香
）
の
作

法
な
ど
、
一
度
覚
え
る
と
重
宝
で

す
（
信
行
会
に
て
ご
指
導
し
て
お

り
ま
す
）。 

又
、
服
装
も
気
に
な
る
時
が
あ

り
ま
す
、
法
事
の
お
手
伝
い
を
す

る
私
達
僧
侶
は
法
衣
を
着
て
正

装
し
て
伺
い
ま
す
が
、
当
事
者
の

施
主
さ
ん
が
普
段
着
で
は
故
人

に
対
し
失
礼
に
な
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

 

第
三
に
、
故
人
を
語
る
こ
と
で

す
。 

 

故
人
が
お
元
気
で
あ
ら
れ
た
こ

ろ
の
人
柄
、
功
績
を
皆
で
語
り
合

う
こ
と
で
す
。
〝
い
い
人
だ
っ
た
な

ぁ
と
懐
か
し
ん
だ
り
〟
〝
大
変
お

世
話
に
な
っ
た
な
ぁ
〟
と
感
謝
の

思
い
を
お
互
い
に
述
べ
合
う
こ
と

で
す
。 

 

第
四
に
、
故
人
に
喜
ん
で
も
ら

う
こ
と
の
で
き
る
よ
う

な
日
送
り
、
人
生
の

歩
み
を
深
い
ご
縁
に

結
ば
れ
た
皆
さ
ん
が
、

故
人
に
お
誓
い
を
す

る
こ
と
で
す
。 

 

私
達
が
故
人
を
偲

ぶ
よ
う
、
故
人
も
残

さ
れ
た
私
達
の
幸
せ

を
願
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

以
上
、
今
述
べ
た
こ
と
を
実
行

す
る
こ
と
で
誠
に
心
の
こ
も
っ
た

ご
法
事
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

作
法
も
心
の
表
現
で
す
、
心
を

こ
め
る
と
お
の
ず
か
ら
態
度
に
現

れ
る
も
の
で
す
。 

 

※
ご
法
事
の
予
約
の
連
絡
を
し
て

こ
ら
れ
る
際
に
よ
く
尋
ね
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
〝
お
布
施
は

ど
の
く
ら
い
し
た
ら
い
い
の
で
す

か
？
〟
皆
さ
ん
の
言
わ
れ
る
お

布
施
と
は
、
六
波
羅
蜜
「
覚
り
の

世
界
（
彼
岸
）
に
到
る
為
の
仏
道

修
行
」
の
中

の
布

施
行

の
一
つ
の
財

施
の
こ
と
で

す
、
自
ら
の

出
来
る
範

囲
で
精
一

杯
の
も
の
を

お
包
み
さ

信 

行 

会 

よ 

り 

〝
心
の
こ
も
っ
た 

ご
法
事
を
〟 

（１１） 



れ
れ
ば
よ
い
の
で
す
、
こ
れ
は
、
お

経
料
と
か
お
坊
さ
ん
の
手
間
賃

で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
施
主
方
が
故

人
へ
送
る
供
養
で
す
。
そ
れ
を
お

寺
を
介
し
て
法
の
た
め
に
使
わ
れ
、

そ
の
功
徳
が
故
人
へ
届
く
の
で

す
。 

◎
の
し
袋
の
書
き
方
の
一
例
を
ご

紹
介
し
ま
す
。
参
考
に
し
て
下
さ

い
。 

    

◎
お
線
香
の
あ
げ
方
は
次
の
よ
う

で
す
。 

 

普
段
の
お
勤
め
の
時
は
三
本
立

て
ま
す
、
又
お
葬
儀
の
時
や
法
事

の
焼
香
の
時
に
は
一
本
で
も
良
い

で
す
。 

㊟
日
蓮
宗
の
場
合
線
香
を
二
本

立
て
る
こ
と
は
い
か
な
る
場
合
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。  

 
 

 

合
掌 

「各
資
料
か
ら
」 

髙
野
英
典 

   

お
盆
の
時
期
に
は
お
精
霊

さ
ま
と
呼
ば
れ
る
各
家
の
ご

先
祖
の
霊
が
一
年
に
一
度
だ

け
我
が
家
に
帰
っ
て
く
る
と

さ
れ
、
仏
壇
に
供
物
を
供
え
、

お
坊
さ
ん
を
招
い
て
読
経
し

て
い
た
だ
い
て
祖
先
の
恩
に

報
じ
る
家
も
多
い
こ
と
か
と

思
い
ま
す
。 

こ
の
お
盆
の
時
期
に
合
わ

せ
て
執
り
行
わ
れ
る
法
会
に

「
施
餓
鬼
会
」
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
餓
鬼
に

施
す
」
と
そ
の
字
が
示
し
て
い

る
よ
う
に
六
道
輪
廻
の
世
界

に
あ
る
凡
夫
の
中
で
も
、
死
後

に
特
に
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
衆

生
の
た
め
に
食
べ
物
を
布
施

し
、
そ
の
霊
を
供
養
す
る
た
め

に
行
わ
れ
る
法
要
で
す
。 

お
盆
の
時
期
に
合
わ
せ
て

施
餓
鬼
会
を
執
り
行
う
よ
う

に
な
っ
た
い
わ
れ
は
『
盂
蘭
盆

経
（
う
ら
ぼ
ん
き
ょ
う
）
』
と

い
う
お
経
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
。 

         

お
釈
迦
様
の
十
大
弟
子
で

神
通
第
一
と
称
さ
れ
る
目
連

尊
者
が
神
通
力
に
よ
り
亡
き

母
の
行
方
を
探
し
ま
す
と
、
母

は
餓
鬼
道
に
落
ち
、
肉
は
痩
せ

衰
え
骨
ば
か
り
で
地
獄
の
よ

う
な
苦
し
み
を
得
て
い
ま
し

た
。
目
連
は
神
通
力
で
母
を
供

養
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
食

べ
物
は
お
ろ
か
、
水
も
燃
え
て

し
ま
い
飲
食
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
困
っ
た
目
連
尊

者
は
お
釈
迦
様
に
何
と
か
母

を
救
う
手
だ
て
が
な
い
か
尋

ね
ま
し
た
。
す
る
と
お
釈
迦
様

は
「
お
前
の
母
の
罪
は
と
て
も

重
い
。
生
前
は
人
に
施
さ
ず
自

分
勝
手
だ
っ
た
の
で
餓
鬼
道

に
落
ち
た
」
と
し
て
、
「
多
く

の
僧
が
九
十
日
間
の
雨
季
の

修
行
を
終
え
る
七
月
十
五
日

に
、
ご
馳
走
を
用
意
し
て
経
を

読
誦
し
、
心
か
ら
供
養
し
な
さ

い
。
」
と
答
え
、
目
連
が
早
速

そ
の
通
り
に
す
る
と
目
連
の

母
親
は
餓
鬼
道
の
苦
し
み
か

ら
救
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
そ
し
て
今
も
こ
の
逸
話

に
な
ぞ
ら
え
、
お
盆
の
時
期
に

は
亡
き
先
祖
へ
の
報
恩
感
謝
、

追
考
供
養
の
た
め
に
各
地
の

お
寺
さ
ん
で
は
施
餓
鬼
会
を

執
り
行
う
な
ら
わ
し
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。 

施
餓
鬼
に
つ
い

て 

（１２） 

餓鬼草紙（平安時代） 

飢えに苦しむ餓鬼道の様
子が描かれています 



し
か
し
、
本
来
施
餓
鬼
会
は

特
定
の
時
期
（
お
盆
）
の
時
に

限
定
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

施
餓
鬼
会
そ
の
も
の
の
い

わ
れ
は
『
救
抜
焔
口
陀
羅
尼
経

（
く
ば
つ
え
ん
く
だ
ら
に
き

ょ
う
）
』
と
い
う
お
経
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。 

釈
迦
仏
の
十
大
弟
子
で
多

聞
第
一
と
称
さ
れ
る
阿
難
尊

者
が
静
か
な
場
所
で
坐
禅
瞑

想
し
て
い
る
と
、
焔
口
（
え
ん

く
）
と
い
う
餓
鬼
が
現
れ
ま
し

た
。
痩
せ
衰
え
て
喉
は
細
く
口

か
ら
火
を
吐
き
、
髪
は
乱
れ
目

は
奥
で
光
る
醜
い
餓
鬼
で
、
そ

の
餓
鬼
が
阿
難
に
向
か
っ
て

「
お
前
は
三
日
後
に
死
ん
で
、

私
の
よ
う
に
醜
い
餓
鬼
に
生

ま
れ
変
わ
る
だ
ろ
う
」
と
言
い

ま
し
た
。
驚
い
た
阿
難
が
、
ど

う
し
た
ら
そ
の
苦
難
を
逃
れ

ら
れ
る
か
と
餓
鬼
に
問
う
と

餓
鬼
は
「
そ
れ
に
は
わ
れ
ら
餓

鬼
道
に
い
る
苦
の
衆
生
、
あ
ら

ゆ
る
困
苦
の
衆
生
に
対
し
て

飲
食
を
施
し
、
仏
・
法
・
僧
の

三
宝
を
供
養
す
れ
ば
、
汝
の
寿

命
は
の
び
、
我
も
又
苦
難
を
脱

す
る
こ
と
が
で
き
、
お
前
の
寿

命
も
延
び
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ

た
。
し
か
し
阿
難
に
は
そ
の
よ

う
な
事
を
で
き
る
金
銭
が
無

か
っ
た
た
め
、
お
釈
迦
様
に
助

け
を
求
め
ま
し
た
。
す
る
と
お

釈
迦
様
は
「
観
世
音
菩
薩
の
秘

呪
が
あ
る
。
一
器
の
食
物
を
供

え
、
こ
の
『
加
持
飲
食
陀
羅
尼
』

（
か
じ
お
ん
じ
き
だ
ら
に
）
を

唱
え
て
加
持
す
れ
ば
、
そ
の
食

べ
物
は
無
量
の
食
物
と
な
り
、

一
切
の
餓
鬼
は
充
分
に
空
腹

を
満
た
さ
れ
、
無
量
無
数
の
苦

難
を
救
い
、
施
主
は
寿
命
が
延

長
し
、
そ
の
功
徳
に
よ
り
仏
道

を
証
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
阿
難
が
早

速
そ
の
通
り
に
す
る
と
、
阿
難

の
生
命
は
延
び
て
八
十
八
歳

ま
で
の
寿
命
を
得
る
事
が
で

き
た
と
い
い
ま
す
。 

         

こ
の
逸
話
に
出
て
く
る
餓

鬼
は
い
わ
ゆ
る
無
縁
仏
で
あ

り
、
満
足
な
供
養
を
受
け
る
事

が
で
き
ず
に
苦
し
ん
で
い
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
盆
の
期

間
中
、
仏
壇
に
施
餓
鬼
棚
や
精

霊
馬
を
設
け
る
風
習
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
も
無
縁
仏
と
な

り
、
成
仏
で
き
ず
に
俗
世
を
さ

ま
よ
う
餓
鬼
へ
向
け
た
も
の

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
お

盆
の
期
間
中
、
皆
様
方
は
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
身
の

祖
先
の
み
な
ら
ず
普
段
供
養

し
て
も
ら
え
る
事
の
無
い
無

縁
仏
の
方
々
を
も
供
養
し
て

い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
施
餓
鬼
会
は

十
方
三
界
有
縁
無
縁
の
一
切

の
諸
霊
に
飲
食
を
与
え
供
養

す
る
大
切
な
法
会
で
す
。
こ
の

法
会
に
お
い
て
一
切
の
諸
霊

に
施
す
事
は
自
ら
の
貪
り
の

心
を
鎮
め
る
事
に
も
つ
な
が

り
、
い
ず
れ
そ
の
功
徳
は
自
ら

に
も
返
っ
て
く
る
事
で
し
ょ

う
。
今
月
は
お
盆
の
月
で
す
。

ぜ
ひ
と
も
お
施
餓
鬼
に
足
を

お
運
び
い
た
だ
き
、
十
方
三
界

有
縁
無
縁
の
諸
霊
に
手
を
合

わ
せ
る
と
共
に
、
自
ら
の
信
仰

を
よ
り
深
い
も
の
に
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

「各
資
料
参
考
」 髙

野 

英
一 

（１３） 

当山での盂蘭盆施餓鬼供養会 



    

妙
教
寺
総
代 花 

田 
 

正 

月 

〝
総
会
を
終
え
て
〟 

 

四
月
五
月
は
村
の
行
事
が
多

く
て
中
々
祈
祷
祭
に
来
れ
ま
せ

ん
、
田
植
え
、
茶
摘
と
重
な
り
、

忙
し
い
日
を
過
ご
し
て
き
ま
し

た
が
、
三
沢
の
お
堂
の
修
復
も

出
来
ま
し
た
の
で
、
六
月
は
お
参

り
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
ら
、

護
持
会
の
総
会
が
来
て
し
ま
い

ま
し
た
、
足
の
方
が
座
れ
な
く

な
り
総
会
に
出
ら
れ
る
か
と
心

配
し
て
い
ま
し
た
が
、
無
事
終
了

し
ま
し
た
、
毎
年
毎
年
総
会
の

時
期
に
な
る
と
会
計
の
集
計 

を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
今
年
は 

特
に
足
が
悪
く
な
り
、
御
守
護 

神
さ
ま
の
御
守
を
頂
か
ね
ば
、 

            

終
了
し
な
い
こ
と
を
痛
感
し
ま

し
た
。 

日
蓮
聖
人
の
生
誕
八
百
年
、

御
守
護
神
様
の
入
滅
四
百
年
も

参
り
ま
す
。 

今
年
は
御
前
様
の
七
回
忌
も

迫
っ
て
い
ま
す
、
護
持
会
も
忙
し

い
日
々
が
続
ま
す
、
新
し
い
役
員

の
方
も
徐
々
に
決
定
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。
信
仰
を
篤
く
し
て

乗
り
切
ら
ね
ば
と
思
考
し
ま
す
。

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

春
日
市
惣
利
地
区 

古 

賀 
 

喜 

美 

代 

 

「二
度
目
の
自
転
車
大
当
た
り
」 

         

一
昨
年
と
今
年
と
、
続
け
て

自
転
車
を
い
た
だ
い
た
。 

 

一
つ
は
折
り
た
た
み
自
転
車
で
、

今
年
は
軽
快
車
、
有
難
い
事
で

す
。 

 

お
寺
さ
ん
に
は
、
な
か
な
か
足

が
向
か
な
い
の
で
、
ご
先
祖
さ
ま

が
「
自
転
車
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
れ

ば
、
顔
を
見
せ
て
く
れ
る
か
し

ら
」
と
の
計
ら
い
か
も
し
れ
な

い
。 

 

何
は
さ
て
お
き
、
正
月
か
ら
縁

起
が
い
い
の
で
、
こ
の
不
況
を
乗

り
越
え
る
た
め
の
〝
カ
ン
フ
ル
剤

〟
と
思
い
、
一
年
を
無
事
に
過

ご
し
た
い
も
の
で
す
。 

  

福
岡
市
東
区
箱
崎 髙 

野  

幸 

子 

 

〝
海
上
施
餓
鬼
大
法
要
に 

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
〟 

  

今
年
初
め
て
海
上
施
餓
鬼
会

大
法
要
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

こ
の
法
要
は
亡
く
な
ら
れ
た

当
山
の
御
前
様
（
日
貫
上
人
）
が

元
寇
の
役
の
日
本
軍
・
蒙
古
軍

と
わ
け
へ
だ
て
な
く
、
又
犠
牲
に

な
っ
た
多
く
の
民
、
先
の
大
戦
で

亡
く
な
っ
た
英
霊
等
、
た
く
さ
ん

の
精
霊
を
供
養
す
る
為
に
、
西

筑
組
の
お
上
人
様
方
と
始
め
ら

檀

信

徒

投

稿

覧 

本年の総会に挑まれる 

花田総代（写真中央） 

二台目の自転車を前に住職
上人と記念撮影 

（１４） 



れ
た
法
要
だ
と
お
聞
き
し
て
お

り
ま
す
。
「
僕
は
、
目
に
見
え
な

い
霊
の
方
も
大
切
に
す
る
ん
だ

よ
」
と
日
頃
か
ら
お
話
し
さ
れ
て

た
御
前
様
だ
か
ら
こ
の
法
要
を

思
い
つ
か
れ
た
ん
だ
な
ぁ
と
思
い

ま
し
た
。 

         

午
前
中
は
、
お
施
餓
鬼
大
法

要
に
続
き
参
加
者
全
員
で
会
場

外
の
テ
ラ
ス
で
博
多
湾
に
む
か
っ

て
、
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
お

題
目
を
唱
え
な
が
ら
献
華
を
い

た
し
ま
し
た
。 

 

午
後
か
ら
は
お
上
人
様
方
の

法
話
・
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

お
話
の
中
で
、
あ
る
小
学
校
で

給
食
の
時
の
「
い
た
だ
き
ま
す
」

を
父
母
の
強
い
希
望
で
廃
止
し
、

代
わ
り
に
笛
の
合
図
で
食
べ
始

め
る
と
の
事
で
し
た
。
「い
た
だ
き

ま
す
」
と
言
う
の
が
「
宗
教
的
な

感
じ
が
す
る
」
と
い
う
の
が
理
由

だ
そ
う
で
す
。 

私
は
も
の
心
つ
い
た
時
か
ら
ご

飯
の
前
は
〝
い
た
だ
き
ま
す
〟

後
は
〝
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た

〟
と
言
っ
て
ま
す
が
、
何
の
不
思

議
も
感
じ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
私
達
の
口
に
入
る
物
に
対

し
て
、
又
作
っ
て
い
た
だ
い
た
方

に
対
し
て
感
謝
の
意
味
と
気
持

で
〝
い
た
だ
き
ま
す
〟
〝
ご
ち

そ
う
さ
ま
で
し
た
〟
を
言
う
の

が
お
か
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
、

私
に
は
と
て
も
理
解
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
お
話
の
中
で
お
上
人
様

が
「日
蓮
宗
に
は
〝
食
法
〟
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
が
ご
存
知
で

す
か
」
と
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

私
は
お
寺
で
教
え
て
い
た
だ
い
て

い
た
の
で
「
ハ
イ
！
知
っ
て
ま

す
！
」
と
手
を
挙
げ
た
か
っ
た
の

で
す
が
遠
慮
し
ま
し
た
、
そ
の
時

に
お
上
人
様
が
〝
食
法
〟
を
唱

え
出
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
一
緒
に

唱
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

         

当
日
は
、
思
い
が
け
な
く
お
休

み
が
と
れ
て
、
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
幸
せ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

九
月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
ま

す
「
立
正
安
国
論
」
奏
進
七
五

〇
年
記
念
、
福
岡
県
大
会
に
も

是
非
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

 

信
行
会
役
員 

伊 

藤  

敏 

夫 

〝
日
蓮
宗
と
の 

出
会
い
か
ら
感
じ
た
こ
と
〟 

 

妙
教
寺
様
に
は
日
頃
か
ら
お

世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

私
が
日
蓮
宗
の
お
経
を
聞
い

た
の
は
、
今
思
い
出
せ
ば
十
七
年

前
で
日
曜
日
の
朝
、
襖
越
し
に

両
親
が
「
是
諸
天
人 

世
間
之

眼 

於
恐
畏
世 

能
須
臾
説 

一
切
天
人 

皆
応
供
養
」
と
宝

塔
偈
の
最
後
の
部
分
で
あ
っ
た

と
記
憶
し
て
い
ま
す
。 

私
の
実
家
は
浄
土
真
宗
の
為

最
初
は
戸
惑
い
も
あ
り
ま
し
た

が
、
十
二
年
前
父
が
亡
く
な
り
、

以
来
仏
前
で
お
題
目
「
南
無
妙

法
蓮
華
経
」
を
唱
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。 

平
成
十
八
年
三
月
ま
で
は
母

が
健
在
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
仏

（１３） 

（１５） 

博多港国際ターミナルに於て
海上施餓鬼大法要は厳粛に行
われた。 

初めての参加は親子での
参加になりました（筆者 2

列目左） 



様
の
事
は
す
べ
て
母
と
家
内
が

お
世
話
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
お

経
を
始
め
朝
の
お
つ
と
め
等
あ

ま
り
感
心
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。 

        

平
成
十
八
年
四
月
、
母
の
病

気
と
同
時
に
家
内
に
よ
る
介
護

が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。 

そ
こ
で
私
が
仏
様
の
お
世
話

を
す
る
よ
う
に
な
り
植
木
等
庭

の
掃
除
、
朝
の
お
つ
と
め
で
あ
る
、

お
茶
・
水
・
生
花
の
取
替
え
・
氏

神
様
の
榊
・
荒
神
様
の
ね
ず
み

も
ち
の
お
供
え
を
し
て
簡
単
で

す
が
お
経
を
唱
え
る
こ
と
が
日

課
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
、
お
供

え
す
る
花
は
ど
こ
に
行
っ
て
も
目

に
つ
く
よ
う
に
な
り
、
四
季

折
々
こ
ん
な
に
多
く
の
種
類
の

花
が
点
在
し
て
い
る
の
に
驚
か
さ

れ
ま
す
。
毎
日
の
お
つ
と
め
を
す

る
う
ち
に
、
先
祖
さ
ま
・
両
親
へ

の
感
謝
、
一
日
健
康
で
動
か
れ

る
こ
と
の
喜
び
、
何
と
も
云
え
な

い
満
足
感
・安
ら
ぎ
を
感
じ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。 

昨
年
四
月
よ
り
信
行
会
に
参

加
す
る
よ
う
に
な
り
、
お
題
目

に
そ
っ
て
お
経
を
少
し
で
も
覚
え

よ
う
と
思
う
の
で
す
が
難
し
く

努
力
も
た
り
な
い
た
め
時
間
を

か
け
て
習
得
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
皆
さ
ん
と
大

き
な
声
で
お
経
を
唱
え
る
の
が

夢
で
す
。 

こ
れ
か
ら
の
人
生
は
心
も
ち

よ
う
で
良
く
も
な
り
悪
く
も
な

り
ま
す
、
自
分
を
忘
れ
ず
修
行

を
積
む
こ
と
に
よ
り
生
き
て
い
る

こ
と
の
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ

な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

婦
人
会
役
員 

村 

上 
 

英 

子 

〝
お
と
き
当
番
に
つ
い
て
〟 

 

こ
の
度
、
お
と
き
当
番
に
つ
い

て
そ
の
記
録
を
出
す
事
に
な
り
、

一
筆
書
か
せ
て
頂
き
ま
す
。 

毎
回
の
献
立
は
い
つ
も
変
わ

る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
前
日

に
二
名
で
買
い
物
に
行
き
、
当

日
は
七
時
三
十
分
に
集
合
し
ま

し
た
。
今
回
は
九
名
で
切
る
人
、

煮
る
人
、
味
付
け
を
す
る
人
、

そ
の
他
い
ろ
い
ろ
準
備
す
る
人

と
分
担
し
ま
し
た
。
ま
た
、
各
々

の
味
付
け
は
皆
で
味
見
し
て
、
一

致
し
た
所
で
最
後
の
盛
付
に
入

り
ま
す
。
皆
和
気
あ
い
あ
い
と

慣
れ
た
手
付
き
で
料
理
も
ス
ム

ー
ズ
に
出
来
上
が
り
、
十
一
時

に
は
檀
家
の
皆
様
に
食
べ
て
頂
く

事
が
出
来
ま
し
た
事
、
嬉
し
く

思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
人

が
美
味
し
く
頂
い
て
く
れ
ま
し

た
事
は
、
皆
様
と
協
力
し
合
っ
た

事
で
こ
そ
努
め
て
来
ら
れ
た
物

で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
先
も
ず
っ
と

お
付
き
合
い
出
来
る
事
が
何
よ

り
の
財
産
で
す
。 

      

こ
れ
か
ら
も
健
康
で
い
る
限

り
、
お
寺
様
と
の
関
わ
り
を
大

切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。 最

後
に
な
り
ま
す
が
、
私
達

の
当
番
は
お
釈
迦
様
の
日
に
さ

せ
て
戴
き
、
良
い
ご
縁
が
あ
る
の

か
と
私
は
私
な
り
に
感
謝
し
て

お
り
ま
す
。 

 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

（１６） 

信行会の役員になられた 

乙金地区の伊藤敏夫氏 

4 月おとき当番の
皆さんで作られた
お弁当 



     

昨
年
六
月
に
得
度
式
を
し
て
頂

き
、
僧
侶
の
道
へ
と
歩
み
始
め
ま

し
た
。
そ
し
て
、
今
年
二
月
五
日
・

六
日
に
亘
っ
て
、
出
家
得
度
・
立

教
開
宗
の
霊
場
で
あ
る
、
千
葉
県

清
澄
の
大
本
山
清
澄
寺
に
於
い
て

平
成
二
十
年
度
第
四
回
度
牒
交

付
式
に
、
師
僧
と
実
兄
の
付
き
添

い
の
も
と
、
式
典
に
出
席
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。 

今
回
の
度
牒
生
は
、
北
は
北
海

道
か
ら
南
は
宮
崎
県
よ
り
、
四
十

六
名
の
出
席
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
中
に
は
外
国
人
が
一
名
、
私
が

一
番
年
上
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま

し
た
が
、
六
十
七
歳
を
筆
頭
と
し

八
名
の
年
上
の
方
が
出
席
さ
れ
、

そ
の
中
に
女
性
が
一
名
お
ら
れ

ま
し
た
。 

 

こ
の
度
得
度
式
か
ら
度
牒
に
至 

   

る
ま
で
に
各
方
面
か
ら
、
協
力
・

支
援
等
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
、
厚

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た 

         

式
典
は
、
大
導
師
に
宗
務
総
長

を
お
迎
え
し
て
、
清
澄
寺
祖
師
堂

に
於
い
て
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。
宗
務
総
長
の
訓
論
で
は
、

度
牒
生
へ
の
激
励
の
言
葉
と
、
何

故
、
こ
こ
で
度
牒
交
付
式
が
行
わ

れ
る
の
か
？ 

と
い
う
こ
と
で
、
お

話
が
あ
り
、
こ
の
清
澄
寺
は
日
蓮

聖
人
が
十
二
歳
で
立
願
登
山
さ

れ
、
十
六
歳
で
出
家
得
度
な
さ

れ
修
行
さ
れ
た
寺
で
あ
る
こ
と
、

又
、
境
内
地
の
旭
が
森
に
て
、
建

長
五
年
四
月
二
十
八
日
、
昇
っ
て

く
る
旭
に
向
っ
て
「
南
無
妙
法
蓮

華
経
」と
唱
え
ら
れ
開
宗
宣
言
さ

れ
た
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

霊
場
を
肌
で
感
じ
、
こ
れ
か
ら
日

蓮
宗
の
僧
侶
と
し
て
努
め
て
い
く

出
発
点
に
相
応
し
い
所
で
あ
る
こ

と
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

式
典
が
終
わ
っ
て
旭
が
森
ま
で

唱
題
行
進
し
東
の
方
向
に
向
か
っ

て
唱
題
続
け
、
六
時
二
十
分
ご
ろ

で
し
ょ
う
か
、
雲
の
輪
郭
が
赤
く

な
り
も
う
直
ぐ
旭
が
昇
っ
て
く
る

と
思
う
と
お
題
目
を
唱
え
る
声

が
大
き
く
な
り
、
六
時
三
十
分

頃
東
の
空
か
ら
鮮
明
に
輝
く
旭

が
昇
っ
て
く
る
と
、
自
然
に
全
員

の
唱
え
る
お
題
目
が
一
段
と
大

き
く
な
り
ま
し
た
。 

感
激
の
あ
ま
り
か
、
目
に
流
れ

る
も
の
を
感
じ
又
、
寒
さ
と
違
っ

た
身
震
い
と
鳥
肌
が
た
ち
ま
し
た
。

旭
に
向
っ
て
、
感
謝
の
気
持
ち
と
、

こ
れ
か
ら
一
層
精
進
し
て
行
く
こ

と
の
誓
い
を
立
て
、
お
題
目
で
答

え
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

         

日
蓮
宗
の
僧
侶
と
し
て
一
生
に

一
度
し
か
な
い
こ
の
時
に
、
旭
を

拝
め
る
事
は
、
大
変
幸
せ
な
事
だ

と
思
い
、
こ
れ
か
ら
の
修
行
の
励

み
と
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま

す
。 

 

二
日
間
の
行
事
も
終
わ
り
帰
福
、

諸
天
善
神
仏
菩
薩
様
の
お
陰
を

も
ち
ま
し
て
、
無
事
終
わ
っ
た
こ

と
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

輝
く
旭
日 

 

清澄寺山門前で師僧と 

一緒に記念撮影 

旭が森にて、出席者全員
による旭日遥拝 

松 

尾 
 

英 

勝 

『度
牒
交
付
式
に
参
加
し
て
』 

（１７） 



                        

                        

                        

                        

行
事
ス
ナ
ッ
プ
あ
れ
こ
れ 

元旦  新春初参詣祝禱会、本年
初めての御法味を差上げました。 

１/12  星祭り、新春福引大会 

お酒が当たって大喜びの檀家さん 

2/2  節分追儺会、福は内、鬼は外 

福は内、鬼も内。今年も無病息災 

1/18 婦人会主催寒修行、団扇太鼓
を叩いて唱題行に励みました。 

5/2４ 檀信徒総会  宗祖御
生誕 800 年記念に向けて皆様
の協力を願う。 

7/23 肥後本妙寺頓写会 

来年の第 400 遠忌に向けて 

祈られる参加者の皆さん。 

2 月 咲きほころぶ元寇園
教会の梅の花。  

7/17 海上施餓鬼大法要、博多
湾に向かって献花をされる檀
信徒の皆さん。 

7/20 盆前大掃除 仏具の
手入れをされる檀信徒の皆
さん。お疲れ様でした。 

4/12  花まつり釈尊降誕会 
甘茶を戴く檀信徒の皆さん。 

（１８） 



    

渡
り
鳥
は
気
候
温
暖
な
日
本

に
越
冬
し
島と

う

（党と
う

）か
ら
島と

う

（
党と

う

）

へ渡
り
歩
く
信
念
も
な
く
居
心

地
の
良
い
処
を
求
め
る
も
の
あ

り
、
言
い
た
い
放
題
困
っ
た
も

の
。 

 

カ
イ
ワ
レ
騒
動
で
業
者
は
倒
産 

そ
ん
な
大
臣
も 

他
の
政
（島
）

党
に
移
り 

言
い
た
い
放
題 

そ

ん
な
大
臣
は
信
用
し
な
い
。 

 

自
分
の
言
い
分
が
通
じ
な
い 

新
（島
）党
結
成 

国
民
は 

無

視 

そ
ん
な
大
臣
は 

無
視
。  

 

党
（島
）首
会
談 

国
民
不
在 

政
権
を
執
っ
た
み
た
い
に
話
す

人
困
っ
た
も
の
。 

 

（相
撲
の
関
取
）東
関
親
方
が 

ア
メ
リ
カ
議
会
か
ら
表
彰
さ
れ

る
。
日
本
の
国
技
相
撲
の
貢
献

し
た
こ
と
が
多
大
と
評
価
さ
れ

る
。 

 

国
会
解
散 

首
相
の
牽
引
力

不
足
で 

あ
っ
ち
こ
っ
ち 

足
を

引
っ
張
り 

自
民
も 

民
主
も 

欠
点 

欠
点 

ア
ナ
探
し 

こ
の

国
は 

ど
こ
へ行
く
の
や
ら 

 

北
朝
鮮 

ミ
サ
イ
ル
発
射 

射

程 

日
本
国
を
含
む 

拉
致
被

害
者 

多
数 

ど
こ
ま
で
続
く
や

ら
。 

（編
集
委
員
長 

植
村
俊
親
） 

    

【新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
】 

 

メ
キ
シ
コ
で
発
症
し
、
今
日
で

は
日
本
を
含
め
世
界
各
国
に
広

が
り
、
ま
だ
ま
だ
衰
え
る
気
配

が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

よ
そ
の
事
と
思
っ
て
い
ま
し
た

が
、
福
岡
県
で
も
感
染
者
が
あ

ら
わ
れ
、
私
が
住
ん
で
い
る
校
区

で
も
感
染
者
が
確
認
さ
れ
る
な

ど
身
近
な
事
に
な
り
ま
し
た
。 

 

校
区
の
小
学
校
で
は
一
週
間

の
休
校
措
置
が
と
ら
れ
る
な
ど
、

素
早
い
対
応
で
新
た
な
感
染
者

を
見
る
こ
と
な
く
一
応
終
息
し

た
よ
う
で
す
。 

 

こ
の
間
、
小
学
校
で
は
子
供
達

の
楽
し
い
声
は
な
く
、
通
り
に
も

子
供
達
の
姿
は
な
く
な
ど
、
ひ
っ

そ
り
と
し
た
空
間
と
な
り
、
何

か
異
様
な
雰
囲
気
を
感
じ
た
の

は
私
だ
け
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

（
当
の
子
供
達
は
自
宅
で
勉
強

し
、
外
出
は
出
来
な
い
こ
と
か
ら

大
変
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
よ
） 

 

現
在
は
少
し
納
ま
っ
て
来
て
い

ま
す
が
、
初
夏
で
の
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
が
発
症
す
る
中
で
、
秋

か
ら
冬
に
か
け
て
、
例
年
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
が
発
生
す
る
時
季
を
目

前
に
控
え
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
が
あ
ら
た
め
て
猛
威
を
振
る

わ
な
い
よ
う
に
祈
る
ば
か
り
で

す
。 

そ
の
為
に
も
、
転
ば
ぬ
先
の
杖
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
頃
か
ら

健
康
に
気
を
付
け
、
日
常
の
手

洗
い
・
う
が
い
の
励
行
を
し
た
い

も
の
で
す
。 

混
迷
の
現
在
こ
そ
、
正
法
で

あ
る
法
華
経
を
信
仰
す
る
私
達

檀
信
徒
は
、
日
蓮
聖
人
が
北
条

時
頼
に
呈
出
し
た
「
立
正
安
国
」

へ
の
思
い
を
知
り
、
水
が
汚
濁
し

て
い
よ
う
と
澱
み
に
染
ま
る
こ
と

な
く
、
清
廉
な
花
を
咲
か
せ
る

蓮
の
花
の
よ
う
に
菩
薩
行
を
糧

と
し
て
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
社

会
浄
化
に
努
と
め
た
い
と
お
も

い
ま
す
。 

 

八
月
の
盛
夏
、
残
暑
と
暑
い
日

が
続
き
ま
す
、
皆
様
に
は
く
れ

ぐ
れ
も
健
康
に
留
意
さ
れ
、
ご

慈
愛
く
だ
さ
い
。 

（編
集
副
委
員
長 

白
水
岩
人
） 

   

寸

言 

あ 

と 
が 

き 

（１９） 



 

 

◎
８
月
２
日
（
第
１
日
曜
） 

 
・
月
祈
祷
祭 

午
前
10
時
よ
り 

 

・
三
沢
清
正
公
堂
大
掃
除 

午
後
よ
り 

◎
８
月
７
日
～
15
日
（
金
～
土
） 

 

・
盂
蘭
盆
棚
経
廻
り 

 
 

 

早
朝
よ
り 

◎
８
月
16
日
（
第
３
日
曜
） 

 

・
盂
蘭
盆
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

◎
９
月
６
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・
月
祈
祷
祭 

午
前
10
時
よ
り 

◎
９
月
20
～
26
日
（
日
～
土
） 

 

・
秋
季
彼
岸
棚
経
廻
り 

早
朝
よ
り 

◎
９
月
27
日
（
第
４
日
曜
） 

 

・
各
家
勧
請
守
護
神
祭 

 

・
秋
季
彼
岸
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

◎
９
月
29
日
（
第
５
火
曜
） 

 

・
「
立
正
安
国
論
」 

 
 

 

奏
進
七
五
〇
年
記
念 

 
 

日
蓮
宗
福
岡
県
大
会 

 
 

 

福
岡
サ
ン
パ
レ
ス 

於 

◎
10
月
４
日
（第
１
日
曜
） 

・
月
祈
祷
祭 

午
前
10
時
よ
り 

◎
10
月
18
日
（
第
３
日
曜
） 

 

・
お
会
式 

 

・
月
施
餓
鬼
供
養
会 

午
後
１
時
よ
り 

◎
11
月
１
日
（第
１
日
曜
） 

 

・
月
祈
祷
祭 

午
前
10
時
よ
り 

◎
11
月
22
日
（
第
４
日
曜
） 

 

・
月
施
餓
鬼
供
養
会 

 

・
順
忠
院
日
貫
上
人 

 
 

 
 

第
七
回
忌
法
要 

午
後
１
時
よ
り 

◎
12
月
６
日
（第
１
日
曜
） 

 

・
月
祈
祷
祭 

午
前
10
時
よ
り 

 

・
三
沢
清
正
公
堂
大
掃
除 

午
後
よ
り 

◎
12
月
13
日
（
第
２
日
曜
） 

 

・
年
末
煤
払
い
大
掃
除 

 
 

 

午
前
９
時
よ
り 

◎
12
月
20
日
（
第
３
日
曜
） 

 

・
年
末
総
供
養
施
餓
鬼
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

◎
12
月
27
日
（
第
４
日
曜
） 

 

・
正
月
お
供
え
の
為
の
餅
つ
き 

 
 

 

午
前
４
時
よ
り 

◎
12
月
28
～
30
日
（月
～
水
） 

 

・
正
月
飾
付
け
準
備 

            

                               

                               

◎
毎
月 

第
１
日
曜
日
は 

・信
行
会 

（
12
時
よ
り
） 

・三
沢
清
正
公
堂
お
参
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

（午
後
よ
り
） 

発 

行 

所 
 

 

非 

売 

品 

大
野
城
市
錦
町
二
丁
目
一
番
二
十
七
号 

 
 

 
  

  

春
日
山 

妙 

教 

寺 

 
 

 
 

 
  

〇
九
二
（五
八
一
）一
二
六
六 

（２０） 

行
事
予
定
日
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
。 

平成 21 年行事予定（8 月～12 月まで） 

                 

 
 

 

 

 

日時：平成 21 年 9 月 29 日（火） 会場：福岡サンパレス 

～～～～～ 11：30 受付開始 ～～～～～ 

第一部 記念式典並びに法要 

第二部 日蓮劇「日蓮さま 龍の口の奇跡」 

プロデュース＆脚本：栗原 美和子  総合演出：永峰 明 

出演：福岡県日蓮宗青年会及び県内僧有志 

※ご来場には奉賛券が必要となります。詳しくは当山にお尋ね下さい。 

「立正安国論」奏進 750年記念 

日蓮宗福岡県大会 
参加者募集中 


