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令
和
三
年 

 

壁
上
土

へ
き
じ
ょ
う
ど

辛
か
の
と

丑 う
し

歳 と
し 

  
 
 
 
 

元
旦 

第 50 号 
令和 3年 1月 

謹

賀

新

年 

妙教寺だより 

日蓮大聖人御幼像：大本山 小湊 誕生寺 

日蓮大聖人が幼少の頃、善日磨と称され、修行出家の為   

12歳で清澄山に登られた時のお姿です。 

令
和
三
年
二
月
十
六
日 

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年 
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一
生

い
っ
し
ょ
う

成
仏

じ
ょ
う
ぶ
つ

鈔
し
ょ
う 

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

の
心

こ
こ
ろ

け
が
る
れ
ば
土ど

も
け
が
れ
、
心

こ
こ
ろ

清き

よ

け
れ
ば
土ど

も
清き

よ

し
と
て
、
浄
土

じ

ょ
う

ど

と
云い

い

穢
土

え

ど

と
云い

う
も
土ど

に
二ふ

た

つ
の
隔へ

だ

て
な
し
。

た
だ
我
等

わ

れ

ら

が
心

こ
こ
ろ

の
善
悪

ぜ

ん
あ

く

に
よ
る
と
見み

え
た

り
。
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

と
云い

う
も
仏

ほ
と
け

と
云い

う
も
亦ま

た

か
く

の
如ご

と

し
。
迷ま

よ

う
時と

き

は
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

と
名な

づ

け
、
悟さ

と

る
時と

き

を
ば
仏

ほ
と
け

と
名な

づ

け
た
り
。 

建
長
七
年
・
世
寿
三
十
四
歳 

 

（ 

健
治
二
年
、
聖
寿 

五
十
五
歳 

） 

                        

                        

                        

                        

【
現

代

語

訳

】 

浄
名
経（
※
注
）の
中
に「
衆

生
の
心
が
け
が
れ
る
な
ら

ば
そ
の
住
む
国
土
も
け
が

れ
、
衆
生
の
心
が
清
け
れ
ば

土
も
清
い
」
と
説
か
れ
る
よ

う
に
、
浄
土
と
い
い
穢
土
と

い
っ
て
も
、
国
土
に
二
つ
あ

っ
て
隔
た
り
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
た
だ
我
ら
の
心

の
善
悪
に
よ
っ
て
浄
土
と

も
穢
土
と
も
な
る
の
で
あ

る
。
衆
生
と
い
い
仏
と
い
う

の
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
迷

う
時
は
衆
生
と
名
づ
け
、
悟

る
時
を
仏
と
名
づ
け
た
の

で
あ
る
。 

 
※
注
（
維
摩
経
と
も
い
い
初

期
の
大
乗
経
典
の
代
表
作

の
一
つ
） 

  

日
蓮
大
聖
人
の
お
こ
と
ば 

㉕ 

 

              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 

                                        TEL ０９２－９３２－７３９７ 
建 設 業 
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こ
の
『
一
生
成
仏
鈔
』
は
日

蓮
聖
人
が
清
澄
山
の
旭
ヶ
森

で
立
教
開
宗
を
宣
言
さ
れ
た

二
年
後
の
建
長
七
（
一
二
五
五
）

年
、
聖
人
三
十
四
歳
の
時
鎌

倉
・
松
葉

ま

つ

ば

ヶが

谷や
つ

の
草
庵
で

認
し
た
た

め
ら
れ
下
総

し
も
ふ
さ

の
富と

木き

常
じ
ょ
う

忍に
ん

殿

に
与
え
ら
れ
た
お
手
紙
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
の

聖
人
は
鎌
倉
を
中
心
に
宗
教

活
動
を
展
開
さ
れ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
（
図
） 

   

本
抄
の
記
載
部
分
の
大
意

と
し
て
は
、
他
宗
で
説
か
れ
て

い
る
よ
う
な
私
達
が
今
居
る

こ
の
娑
婆
世
界
以
外
の
所
に

極
楽
浄
土
や
穢
土
と
い
わ
れ

る
汚
れ
た
世
界
が
在
る
訳
で

は
な
く
、
そ
れ
は
私
達
の
心
の

中
に
在
り
、
私
達
の
心
が
迷
っ

て
い
る
と
こ
の
世
界
は
穢
土

と
な
り
、
心
が
浄
化
さ
れ
悟
っ

て
い
る
と
き
は
こ
の
世
も
浄

土
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

身
を
改
め
ず
に
即
身
成
仏
す

る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
教

示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

※
参
考
文
献 

・
日
蓮
聖
人
御
書
解
説
書 

・
日
蓮
聖
人
御
一
代
記 

・
日
蓮
宗
事
典 

・
岩
波
仏
教
辞
典
第
二
版 

 

     

皆
様
が
菩
提
寺
に
お
参
り

に
行
か
れ
た
時
に
、
住
職
上
人

方
々
か
ら
法
話
を
聞
か
れ
た

時
に
「
八
大
龍
王
」
と
言
う
キ

ー
ワ
ー
ド
を
耳
に
し
て
い
ま

せ
ん
か
？ 

   

八
大
龍
王
は
、
法
華
経
を
守

護
す
る
天
龍
八
部
衆
の
一
つ

で
あ
る
龍
族
で
、
難
蛇
（
な
ん

だ
）
龍
王
・
跋
難
蛇
（
ば
つ
な

ん
だ
）
龍
王
・
沙
竭
羅
（
し
ゃ

か
ら
）
龍
王
・
和
修
吉
（
わ
し

ゅ
き
つ
）
龍
王
・
徳
叉
迦
（
と

く
し
ゃ
か
）
龍
王
・
阿
那
婆
達

多
（
あ
な
ば
だ
っ
た
）
龍
王
・

摩
那
斯
（
ま
な
し
）
龍
王
・
憂 

     

鉢
羅
（
う
は
つ
ら
）
龍
王
の
八

王
を
い
い
ま
す
。 

こ
の
八
大
龍
王
は
、
妙
法
蓮 

華
経
序
品
第
一
に
書
か
れ
て

あ
り
、
釈
尊
が
霊
鷲
山
（
り
ょ

う
じ
ゅ
う
せ
ん
）
で
法
華
経
を

説
か
れ
た
時
、
そ
の
場
に
列
な

っ
て
教
え
を
聞
い
て
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
八
大
竜
王
に
つ
い

て
簡
単
で
は
あ
り
ま
す
が
、
説

明
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 

① 

難
蛇

な

ん

だ

龍
り
ゅ
う

王お
う

・
②
跋
難

ば
つ
な
ん

蛇だ

龍
り
ゅ
う

王お
う

は
兄
弟
で
あ
り
、
お
釈
迦

様
の
降
誕
の
時
、
甘
露
の
雨

を
降
ら
し
て
こ
れ
を
灌
ぎ
、

説
法
の
会
座
に
必
ず
参
じ
、

お
釈
迦
様
入
滅
後
も
仏
法

を
守
護
さ
れ
て
い
ま
す
。 

法

華

経

の
守

護

神

 

八は

ち 
 

大だ

い  

龍
り
ゅ
う 

 

王お

う 

図：鎌倉での辻説法の様子 

八
大
龍
王
と
は 

私
達
の
心
の
中
に
在
り 
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③
沙
竭

し

ゃ
か

羅ら

龍
り
ゅ
う

王お
う 

妙
法
蓮
華

経
提
婆
達
多
品
第
十
二
に

出
て
く
る
八
歳
の
龍
女
が

こ
の
龍
王
の
娘
で
あ
り
ま

す
。 

④
和
修

わ

し

ゅ

吉き
つ

龍
り
ゅ
う

王お
う 

い
わ
ゆ
る

九
頭
龍
（
く
ず
り
ゅ
う
）
の

こ
と
で
す
。 

⑤
徳
叉
迦

と
く
し

ゃ
か

龍
り
ゅ
う

王お
う 

こ
の
怒
り

を
か
い
、
睨
（
に
ら
）
み
つ

け
ら
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
命

を
失
う
と
云
わ
れ
て
い
ま

す
。 

⑥
阿
那
婆

あ

な

ば

達だ
っ

多
龍

た
り
ゅ
う

王お
う 

雪
山
頂

（
せ
つ
ざ
ん
ち
ょ
う
）
の
池

に
住
み
、
四
方
に
河
を
創
出

し
て
人
間
界
を
う
る
お
す

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

⑦
摩
那
斯

ま

な

し

龍
り
ゅ
う

王お
う 

阿
修
羅
が

海
水
を
も
っ
て
喜
見
城
を

侵
し
た
と
き
、
身
を
踊
ら
せ

て
海
水
を
押
し
戻
し
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

⑧
憂う

鉢は
っ

羅ら

龍
り
ゅ
う

王お
う 

青
蓮
花
（
し

ょ
う
れ
ん
げ
）
と
訳
さ
れ
、

青
蓮
華
池
に
住
む
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。 

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
参
照 

    

當
山
の
山
門
を
潜
る
と
右

手
に
そ
び
え
立
つ
の
が
八
大

龍
王
塔
で
す
。
昭
和
五
十
七
年

五
月
に
第
五
世
順
忠
院
日
貫

上
人
に
よ
っ
て
建
立
鎮
守
さ

れ
て
い
ま
す
。 

         

     

護
持
会
会
長
・筆
頭
総
代 

臼
井 

義
光 

             
昨
年
は
、
二
月
頃
よ
り
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
蔓
延
し
、

こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と

が
な
い
流
行
に
な
り
ま
し
た
。 

     

妙
教
寺
に
お
き
ま
し
て
も

行
事
の
自
粛
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
変
更
な
ど
、
三
密
を
避
け

る
為
の
努
力
を
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。
こ
れ
も
高
齢
者
の
多

い
檀
信
徒
の
方
々
へ
の
感
染

リ
ス
ク
を
最
小
限
に
留
め
る

べ
く
苦
肉
の
策
と
し
て
と
ら

せ
て
頂
き
ま
し
た
、
ご
理
解
ご

協
力
頂
き
ま
し
た
檀
信
徒
様

方
に
は
こ
の
場
を
お
借
り
し

て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

 

扨
、
今
年
の
夏
は
昨
年
よ
り

延
期
と
な
っ
た
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
開
催
が
７
月
に
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
昨

謹
ん
で
新
年
の 

お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

  
各
会
会
長
の 

新

年

の
ご

挨

拶 

當
山
日
蓮
聖
人
銅
像
前
に
て 

臼
井
筆
頭
総
代 

當
山
の
八
大
龍
王
塔 

冷
静
な
心
が
必
要 

當
山
八
大
龍
王
塔 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E4%BF%AE%E7%BE%85
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年
変
わ
っ
た
菅す

が

内
閣
が
発
足

し
、
日
本
の
社
会
に
一
層
の
改

革
を
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て

い
る
所
で
す
が
今
般
の
コ
ロ

ナ
禍
の
中
で
何
か
間
違
っ
た

形
に
大
き
く
変
貌

へ
ん
ぼ
う

し
て
い
く

気
配
を
感
じ
え
ま
せ
ん
、
し
か

し
私
達
は
こ
う
い
う
時
こ
そ

「
法
華
経
の
精
神
」
に
倣な

ら

い
物

事
を
正
し
く
見
極
め
る
冷
静

な
心
が
必
要
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

私
達
に
は
妙
教
寺
を
通
し

て
教
わ
っ
た
法
華
経
の
教
え

が
あ
り
ま
す
。
社
会
が
ど
ん
な

に
変
わ
ろ
う
と
法
華
経
の
教

え
を
物
差
し
に
し
て
「
ぶ
れ
な

い
心
」
を
も
っ
て
共
に
乗
り
越

え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

     

本
年
は
い
よ
い
よ
平
成
二

十
四
年
六
月
よ
り
開
始
し
て

ま
い
り
ま
し
た
「
宗
祖
日
蓮
大

聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
慶
讃

記
念
事
業
」
の
最
終
年
と
な
り

ま
す
。
本
年
二
月
十
六
日
に
は

祥
當
日
を
お
迎
え
し
ま
す
。 

当
山
に
お
き
ま
し
て
も
最
後

の
締
め
括
り
の
事
業
と
し
て

「
報
恩
慶
讃
記
念
大
法
要
」
を

計
画
し
て
お
り
ま
す
が
、
現
在
、

ま
だ
終
息
の
わ
か
ら
な
い
コ

ロ
ナ
禍
中
で
あ
り
ま
す
の
で

御
住
職
上
人
・
総
代
・
役
員
方

と
日
程
を
含
め
詳
細
内
容
を

検
討
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま

す
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
決
ま

り
次
第
ご
案
内
せ
さ
せ
て
頂

き
ま
す
の
で
皆
様
方
の
ご
協

力
を
宜
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。 

最
後
に
、
こ
の
新
し
い
年
が

皆
様
に
と
っ
て
よ
り
佳
き
年

と
な
り
ま
す
様
、
心
よ
り
ご
祈

念
致
し
ま
し
て
年
頭
の
ご
挨

拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

              

昨
年
は
皆
様
と
ご
一
緒
に

各
行
事
な
ど
で
色
々
と
ご
奉

仕
す
る
機
会
も
少
な
く
寂
し

い
思
い
で
一
杯
で
し
た
。 

   

新
し
い
年
を
迎
え
て
も
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
終
息
が

い
つ
に
な
る
か
も
わ
か
ら
ぬ

ま
ま
、
先
の
見
え
ぬ
日
々
に
不

安
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
ん

な
中
、
毎
日
の
お
勤
め
の
中
で

拝
読
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま

す
御
妙
判
の
『
如
説
修
行
抄
』

に
、「
天
下
万
民
、
諸
乗
一
仏
乗

と
成
っ
て
、
妙
法
独
り
繁
盛
せ
ん

時
、
万
民
一
同
に
南
無
妙
法
蓮

華
経
と
唱
え
奉
ら
ば
、
吹
く
風
、 

枝
を
な
ら
さ
ず
。
雨
、
壌
を
砕
か
ず
。

代
は
羲
農
の
世
と
な
り
て
、
今
生
に

は
不
祥
の
災
難
を
払
い
、
長
生
の

術
を
得 

、
人
法
共
に
不
老
不
死

の
理
り
顕
れ
ん
時
を
御
覧
ぜ
よ
。

現
世
安
穏
の
証
文
、
疑
い
あ
る
べ
か

ら
ざ
る
も
の
な
り
。
」
と
あ
り
、
今

の
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
と

重
な
り
お
言
葉
の
よ
う
に
、
こ

の
世
の
全
て
の
人
々
が
法
華

経
を
信
仰
し
法
華
経
が
栄
え

全
て
の
人
々
が
「
南
無
妙
法
蓮

明
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

婦
人
会
会
長 

 

植
村 

德 

宗
祖
御
降
誕
八
〇
〇
年 

報
恩
慶
讃
記
念
法
要 

『
如
説
修
行
抄
』
の
よ
う
に 本堂にて植村会長 
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華
経
」
と
御
題
目
お
唱
え
す
る

な
ら
ば
、
様
々
な
災
難
が
起
こ

る
事
は
無
い
と
信
じ
て
お
り

ま
す
。 

日
々
、
お
題
目
を
お
唱
え
し

一
日
も
早
い
新
型
コ
ロ
ナ
の

終
息
を
願
い
、
皆
様
と
笑
顔
で

お
会
い
で
き
る
日
を
待
ち
望

ん
で
お
り
ま
す
。 

本
年
も
皆
様
に
と
っ
て
良

い
お
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

           

  

檀
信
徒
の
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
、
例
年
と
は
異
な
る
新

年
を
迎
え
て
お
ら
れ
る
事
と

思
い
ま
す
。 

   

昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
の
為
、
日
常
の

生
活
に
も
支
障
を
き
た
す
年

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
檀

信
徒
の
皆
様
に
も
感
染
防
止

の
為
、
マ
ス
ク
、
手
洗
い
、
三

密
を
避
け
る
フ
ィ
ジ
カ
ル
・
デ

ィ
ス
タ
ン
ス
を
と
る
な
ど
、
大

変
な
一
年
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。 ま

だ
感
染
拡
大
の
先
行
き

が
見
え
な
い
中
、
お
寺
様
の
行

事
も
徹
底
し
た
感
染
防
止
に

努
め
ら
れ
、
私
達
に
と
っ
て
大

切
な
月
施
餓
鬼
法
要
も
、
お
寺

様
の
お
上
人
方
の
み
に
て
執

り
行
わ
れ
ま
し
た
。
祈
祷
祭
は
、

フ
ィ
ジ
カ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス

等
の
三
密
を
避
け
通
常
通
り

行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

信
行
会
活
動
は
、
四
～
六
月

は
休
会
と
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
が
、
現
在
は
感
染
防
止
策
を

と
り
な
が
ら
活
動
を
致
し
て

お
り
ま
す
。
こ
の
ま
ま
感
染
の

拡
大
が
進
む
と
な
れ
ば
、
今
後

は
感
染
状
況
を
判
断
し
な
が

ら
会
活
動
を
検
討
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

ま
ず
は
皆
様
方
が
感
染
さ

れ
ま
せ
ん
こ
と
と
、
ま
た
、
感

染
さ
れ
た
方
の
治
療
に
日
々

尽
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
医
療
従
事
者
の
方
々
に
感

謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
重
ね
て
、

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
お

亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
に

心
よ
り
お
悔
や
み
申
し
上
げ

ま
す
。
合
掌 

    

八
月…

お
盆
行
事
の
為
休
会 

九
月…

Ｄ
Ｖ
Ｄ
法
話
の
予
定

で
し
た
が
、
台
風
10
号

接
近
の
為
休
会
と
な

り
ま
し
た
。 

十
月…

仏
事
作
法
に
つ
い
て 

松
尾
英
勝
上
人
よ
り

日
蓮
宗
の
法
事
、
追
善

供
養
、
焼
香
、
塔
婆
供

養
の
心
得 

十
一
月…

 

（
一
日
）
Ｄ
Ｖ
Ｄ
法
話
（
二
〇

十
八
年
特
別
講
演
分
） 

「
特
別
講
師
」 

熊
本
県 

荒
尾
市 

 

妙
國
寺
副
住
職 

 

渡
辺 

羲
專
上
人 

 

（
八
日
）
元
寇
園
教
会
主
催
、

婦
人
会
・
信
行
会
協
賛 

芋
掘
り
収
穫
祭
参
加 

信
行
会
活
動
報
告 

（
八
月
～
十
二
月
） 

三
密
を
避
け
て
開
会 

信
行
会
会
長 

松
尾 

勝
次 

 

あ
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

 

唱題修行で太鼓を叩かれる 

松尾会長 
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十
二
月…

例
年
同
様
、
信
行
会

主
催
に
よ
る
特
別

講
演
を
予
定
し
て

お
り
ま
し
た
が
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
防
止

の
為
中
止
と
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。 

   

扨
、
本
年
は
宗
祖
日
蓮
大
聖

人
御
降
誕
八
〇
〇
年
祥
当
日

を
二
月
十
六
日
に
お
迎
え
し

ま
す
。
私
達
日
蓮
宗
信
徒
に
と

っ
て
は
特
別
な
年
で
あ
り
ま

す
。
皆
様
も
ご
存
知
の
通
り
日

蓮
大
聖
人
は
『
法
華
経
』
と
「
お

題
目
」
を
日
本
国
中
に
広
め
衆

生
を
導
か
ん
が
為
に
立
ち
上

が
れ
た
御
開
祖
で
あ
ら
れ
ま

す
。
私
達
日
蓮
宗
信
徒
は
こ
の

日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇

年
と
い
う
ご
祥
当
年
に
遭
遇

で
き
る
こ
と
を
千
載
一
遇
の

機
会
と
捉
え
、
皆
様
方
と
共
に

宗
門
を
は
じ
め
お
寺
様
の
慶

讃
事
業
へ
の
参
加
協
力
は
も

ち
ろ
ん
、
自み

ず

か
ら
も
よ
り
一
層

信
仰
を
深
め
研
鑽
に
努
め
て

ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

信
行
会
は
日
蓮
大
聖
人
の

御
教
え
を
基
本
と
し
皆
様
と

共
に
基
礎
か
ら
学
び
行
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
今
後
も
数
多
く

の
方
々
の
ご
参
加
を
頂
き
信

行
会
を
発
展
さ
せ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 

※
次
回
の
信
行
会
は
二
月
七

日
午
前
十
一
時
か
ら
を
予
定

し
て
お
り
ま
す
。 

       

     

◆
第
二
期
事
業
に
つ
い
て 

 

●
工
事
内
容 

☆
本
堂
屋
上
防
水
工
事
（
完
了
） 

                 

      

●
今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
事
業 

一
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕

八
〇
〇
年
報
恩
慶
讃
大 

法
要
奉
行 

現
在
、
法
要
に
つ
い
て
事
業

委
員
会
に
於
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍

を
ふ
ま
え
て
議
論
を
し
て
お

り
ま
す
。
決
ま
り
次
第
檀
信
徒

の
皆
様
へ
お
知
ら
せ
い
た
し

ま
す
。 

二
、
徒
弟
教
育
の
支
援
（
未
定
） 

 後
少
々
期
間
が
か
か
る
と

思
い
ま
す
が
、
御
理
解
・
御
協

力
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

    

千
載
一
遇
の
降
誕
会 

宗
祖
御
降
誕
八
〇
〇
年 

慶
讃
記
念
事
業
委
員
会 

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年 

慶
讃
記
念
事
業
に
つ
い
て 

事
業
担
当
長 

臼
井 

義
光 

施工前 施工後 
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慶讃記念事業委員会よりお知らせ 
 

いよいよ、本年・令和３年２月１６日に宗祖御降誕 800年の祥当日をお

迎え致します。よって當山の宗祖御降誕 800 年記念事業勧募を本年 2

月 16日をもって締切らせて頂きたいと思いますので、檀信徒の皆様の

御協力・御支援を頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

                          

           

旧
年
中
は
元
寇
園
教
会
の

復
興
事
業
、
又
、
奉
仕
活
動
・

行
事
活
動
へ
の
ご
参
加
等
ご

協
力
頂
き
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。 

昨
年
よ
り
続
い
て
お
り
ま

す
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
第
三
波
が
大
都
市
圏

や
そ
の
周
辺
等
で
猛
威
を
振

る
っ
て
お
り
ま
す
。
福
岡
県
に

お
い
て
も
予
断
を
許
さ
な
い

状
況
と
な
っ
て
き
て
お
り
ま

す
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
お
か
れ 

    

ま
し
て
も
、
不
安
な
毎
日
を
お

過
ご
し
の
こ
と
と
お
察
し
致

し
ま
す
。 

   

扨
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中

で
は
あ
り
ま
す
が
、
元
寇
園
教

会
に
お
き
ま
し
て
は
昨
年
も

少
し
ず
つ
で
す
が
老
朽
化
に

伴
う
各
所
の
修
復
や
交
換
・
新

設
等
の
事
業
を
行
い
ま
し
た
。

又
、
広
い
境
内
地
に
お
き
ま
し

て
も
ご
有
志
の
方
の
力
添
え

を
頂
き
、
不
定
期
で
は
あ
り
ま

す
が
美
化
作
業
に
努
め
て
ま

い
り
ま
し
た
。
暑
い
中
、
寒
い

中
、
本
当
に
頭
の
下
が
る
思
い

で
す
。
本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。 

   

本
年
も
担
任
と
し
て
皆
様

の
先
頭
に
立
ち
、
不
惜
身
命
の

心
意
気
で
亡
き
師
僧
の
ご
誓

願
で
あ
ら
れ
た
「
法
華
経
の
王

国
」
建
設
に
一
歩
で
も
近
付
け

る
よ
う
當
山
妙
教
寺
御
住
職

上
人
や
兄
弟
子
大
安
寺
御
住

職
秋
吉
上
人
等
の
ご
指
導
を

頂
き
な
が
ら
努
力
し
て
参
り

ま
す
。 

皆
様
方
に
は
何
卒
元
寇
園

教
会
設
立
の
本
来
の
目
的
・
趣

旨
に
ご
理
解
い
た
だ
き
こ
れ

か
ら
も
ご
協
力
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 合

掌 

 

令
和
二
年
下
半
期
の
事
業

と
活
動
に
つ
い
て
ご
報
告
い

た
し
ま
す 

 

元
寇
園
教
会
担
任 

髙 

野 
 

英 

典 

元

寇

園

教

会

よ

り 

謹
ん
で
新
年
の 

お
祝
詞
を
申
し
上
げ
ま
す 

少

し

ず

つ

前

へ 

不
惜
身
命
の
心
意
気 
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① 

老
朽
化
に
伴
う
井
戸
モ
ー

タ
ー
新
設
交
換
（
7/

30
） 

② 

水
害
に
よ
る
水
没
対
策
と

し
て
ト
イ
レ
汲
み
取
り
口

の
嵩
上
げ
工
事
（
9/
26
） 

③ 

雨
漏
り
対
策
と
し
て
事
務

所
屋
根
の
タ
キ
ロ
ン
張
り

替
え
工
事
（
10/

21
） 

④ 

老
朽
化
に
よ
る
水
道
管
水

漏
れ
対
策
と
し
て
全
水
道

配
管
取
り
換
え
工
事
（
11/

4
～
11
） 

⑤ 

老
朽
化
・
故
障
に
伴
う
台
所

ガ
ス
コ
ン
ロ
・
電
子
レ
ン
ジ

の
新
規
購
入
（
12/

20
） 

    

① 

毎
月
十
七
日
・
二
十
三
日 

 

御
日
施
餓
鬼
会 

② 

庭
木
の
剪
定
（
槇
の
木
を
中

心
に
）
※
的
野
氏
に
よ
る 

③ 

有
志
に
よ
る
芋
畑
並
に
境

内
地
内
の
草
取
り
（
月
一
度
） 

④ 

11/

8

、
芋
掘
り
収
穫
祭

（
妙
教
寺
檀
信
徒
様
を
中

心
に
42
名
参
加
） 

⑤ 

11/

23
、
菊
芋
・
さ
さ
げ
豆

収
穫
並
に
玉
ね
ぎ
苗
植
え

（
350
本
）、
ユ
リ
球
根
植
え

（
約
30
個
ほ
ど
） 

⑥ 

12/
23
、
年
末
大
掃
除
（
御

宝
前
・
各
部
屋
・
廊
下
・
外

周
道
路
か
ら
の
参
道
）（
8

名
参
加
） 

 

本
年
は
丑
年
で
す
。
牛
歩
の

ご
と
く
急
が
ず
、
慌
て
ず
、
焦

ら
ず
一
歩
一
歩
着
実
に
進
ん

で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

本
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

  

                        

                        

事

業

と

し

て 

活

動

と

し

て 
元

寇

園

ス

ナ

ッ

プ

写

真 

新設交換された井戸ポンプ 嵩上げされたトイレ汲み取り口 

タキロン張替え工事の様子 水道配管取替え工事 

新
水
道
配
管 
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あ
な
た
は「
人
に
自
分
の
気

持
ち
を
伝
え
る
の
は
何
て
難
し

い
の
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
事
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
自
分
の
思
い
は
こ

ん
な
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、

な
ぜ
解
っ
て
く
れ
な
い
の
だ
ろ
う

と
、
嫌
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
よ
ね
。 

で
は
逆
に
、
私
た
ち
は
他
人
の

気
持
ち
を
理
解
す
る
の
に
、
ど

う
し
て
い
ま
す
か
？
あ
の
人
は

今
、
怒
っ
て
い
る
と
か
、
悲
し
ん

で
い
る
と
か
、
嬉
し
そ
う
だ
な
と

か
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
も
っ
て

判
断
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
れ
は
き
っ
と
、
そ
の
人
の
言
葉

や
姿
や
行
い
を
見
て
理
解
し
て 

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ

か
ら
相
手
の
荒
々
し
い
言
葉
や

行
動
を
見
て
、
あ
の
人
は
怒
っ
て

い
る
と
思
い
、
笑
顔
や
笑
い
声
や
、

は
し
ゃ
ぐ
態
度
で
、
あ
の
人
は
嬉

し
い
の
だ
と
解
る
わ
け
で
す
。
人

の
心
を
読
む
超
能
力
で
も
あ
れ

ば
簡
単
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

だ
れ
も
が
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。 

今
、
世
の
中
の
人
間
関
係
が

ギ
ス
ギ
ス
し
て
い
ま
す
。
自
己
チ
ュ

ウ
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
自
分
本

位
で
考
え
る
人
が
多
い
あ
り
さ

ま
で
す
。
と
て
も
人
の
気
持
ち

な
ど
理
解
す
る
余
裕
な
ど
無
い

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
人
の
事
を

心
配
し
て
い
た
ら
自
分
が
損
な

役
目
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
よ

く
あ
る
話
で
す
。
で
も
考
え
て
み

て
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
の
存
在
は

一
人
だ
け
で
成
り
立
つ
も
の 

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
互
い
に
支
え

合
っ
て
社
会
を
築
く
こ
と
が
大

切
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
少

し
で
も
相
手
の
気
持
ち
を
理
解

し
、
自
分
の
思
い
を
で
き
る
だ
け

伝
え
る
よ
う
努
力
す
べ
き
で
し
ょ

う
。 お

釈
迦
さ
ま
が
、
こ
の
世
に

出
ら
れ
、
教
え
を
説
か
れ
た
目

的
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
尊
い
言

葉
と
姿
と
行
い
を
す
る
た
め
で

あ
り
、
日
蓮
聖
人
は「
人
の
生
き

方
の
根
本
は
人
の
振
る
舞
い
に

あ
る
ぞ
！
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る

の
で
す
。 

私
た
ち
は
、
自
分
の
言
葉
に

正
し
い
気
持
ち
を
込
め
、
姿
を

整
え
、
日
々
の
行
い
に
裏
表
の
な

い
真
心
の
気
持
ち
を
も
っ
て
生

活
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が

相
手
の
心
を
理
解
し
、
自
分
の

思
い
を
伝
え
る
最
良
の
方
法
な

の
で
す
か
ら
。 

『
日
蓮
宗
テ
レ
ホ
ン
説
教
法
話
集
』よ
り 

一
口
説
法 

言

葉

や 

行

い
を 

大

事

に 

 

収
穫
さ
れ
た
さ
つ
ま
芋
を
前
に 

参
加
者
の
皆
様
の
集
合
写
真 

玉
ネ
ギ
の
苗
を
三
百
五
十
本
を 

有
志
の
方
と
一
緒
に
植
え
付
け 
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“
節
分
と
追
儺
会

つ

い

な

え

” 

 

春
を
迎
え
る
行
事
「
節
分
会
」

は
、
全
国
各
地
の
寺
院
や
神
社
で

盛
大
に
営
ま
れ
、「
豆
ま
き
」
で
賑

う
の
が
慣
わ
し
で
す
。
。 

「
今
年
一
年
、
病
気
に
な
り
ま
せ

ん
よ
う
に
」「
幸
せ
な
毎
日
が
送

れ
ま
す
よ
う
に
」
と
の
願
い
を
こ

め
て
、
寺
院
や
神
社
で
、
ま
た
、

各
戸
で
、「
鬼
は
外
、
福
は
内
」
と

叫
び
、
威
勢
よ
く
豆
を
ま
く
の
が

節
分
会
の
行
事
で
す
。 

 

「
節
分
」
は「
セ
チ
ブ
ン
」
と
読
む

の
が
正
し
い
と
さ
れ
る
が
、
今
で

は
一
般
に「
セ
ツ
ブ
ン
」
と
読
み
、

寺
院
に
お
い
て
は「
節
分
会
」
ま
た

は「
節
分
追
儺
会
」
と
よ
ん
で
い
ま

す
。 

 

「
節
分
」
と
は
、
季
節
の
分
か
れ

る
時
の
意
味
で
、
本
来
は
立
春
・

立
夏
・
立
秋
・
立
冬
に
移
る
時
を

さ
し
ま
す
、
昔
は
太
陰
暦
（
旧
暦
）

を
使
っ
て
い
た
の
で
、
十
二
月
下

旬
か
正
月
初
旬
が
立
春
に
あ
た

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
年
越
し
と

か
さ
な
る
立
春
だ
け
が
、
い
つ
の

ま
に
か「
節
分
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
、
現
在
で
は
節
分
と
い
え

ば
、
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
と
は
関

係
が
な
く
な
り
、
立
春
だ
け
を
意

味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
立
春
の
前
日
を
「
節
分
」

と
よ
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
節
分
の
日
に「
追
儺
」
の
行

事
が
行
わ
れ
ま
す
。 

 

追
儺
と
は
、「
鬼
や
ら
い
」「
な
や

ら
い
」「
鬼
走
り
」「
厄
払
い
」「
厄

お
と
し
」「
厄
神
送
り
」
な
ど
と
も

い
い
、
疫
病
・
悪
霊
・
邪
神
な
ど
、

つ
ま
り
私
た
ち
人
間
に
害
を
な
す

も
の
、
私
達
を
苦
し
め
る
も
の
を

追
い
払
う
行
事
で
す
。
そ
し
て
福

の
神
・
善
神
・
守
護
霊
な
ど
、
幸
せ

を
も
た
ら
す
も
の
を
招
き
い
れ
る

行
事
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

昔
よ
り
、
三
毒

さ

ん

ど

く

心し

ん

転
じ
て
三さ

ん

福ぷ

く

求
得

ぐ

と

く

す
る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

人
の
心
の
中
に
い
つ
の
間
に
か
三

つ
の
害
（
毒
）
の
心
が
生
じ
て
来

る
。 

①
貪
（ム
サ
ボ
リ
）＝
青
オ
ニ 

 

欲
の
亡
者
・
血
も
涙
も
無
い
人 

②
瞋
（
イ
カ
リ
）
＝
赤
オ
ニ 

 

年
中
怒
り
狂
う
人 

③
愚
痴
（グ
チ
）＝
黒
オ
ニ 

 

疑
心

ぎ

し

ん

暗
鬼

あ

ん

き

の
人 

こ
の
よ
う
な
邪
気
を
祈
祷
修
法

さ
れ
た
福
豆
と
お
題
目
の
功
徳

に
よ
っ
て
洗
い
お
と
し
て
、
三
福 

①
健
康
な
心
の
福 

②
健
康
な
身
体
の
福 

③
物
品
・財
の
福 

に
転
じ
て
行
く
為
の
行
事
で
す
。 

 
当
山
に
お
い
て
は
、
本
年
（
令
和

三
年
）
は
二
月
七
日
（
第
一
日
曜
）

に
節
分
追
儺
会
の
行
事
を
執
り

行
い
ま
す
。 

 

厄
年
の
方
、
開
運
吉
祥
を
願
う

方
、
又
、
歳
男

と
し
お
と
こ

・
歳
女

と
し
お
ん
な

（
丑う

し

歳ど

し

）
の

方
の
ご
参
加
を
お
ま
ち
し
て
お
り

ま
す
。 

 

詳
し
く
は
当
山
か
ら
の
月
案
内

を
ご
覧
下
さ
い
。 

                   

※「
各
資
料
参
照
」 

豆まきをされる檀信徒さん 節分豆を修法加持によって清め
られる住職上人 

季
節
の
行
事 
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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

信 

行 

会 

よ 

り 
〝
心
の
こ
も
っ
た 

ご
法
事
を
〟 



- 13 - 

 

み
さ
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
参
照
」 

    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

仏
壇
を
購
入
し
た
い
の
で

す
が
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い

で
し
ょ
う
か
。 

 

仏
壇
を
購
入
す
る
際
に

は
、
事
前
に
菩
提
寺
の
住

職
に
ご
相
談
す
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。
仏
壇
を
新
し

く
求
め
た
り
、
ご
本
尊
、
位
牌
、 

          

     

過
去
帳
な
ど
を
奉
安
す
る
と
き

は
、
菩
提
寺
に
開
眼
法
要
を
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

開
眼
法
要
と
は「
魂
を
入

れ
る
」
こ
と
で
、
特
に
ご
本
尊
は

心
の
ま
こ
と
を
捧
げ
る
対
象
で

す
か
ら
、
そ
の
開
眼
法
要
は
新

た
な
出
発
点
と
な
る
大
切
な
儀

式
で
す
。
。 

          

開
眼
法
要
も
済
み
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
毎
日
何
を
す
れ

ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

仏
教
で
は
菩
薩
の
修
行
と

し
て
、
布
施
（
他
に
施
す
）
・

持
戒
（
人
間
と
し
て
の
本

分
を
守
る
）
・
忍
辱
（
耐
え
忍

ぶ
）
・
精
進
（
努
力
す
る
）
・
禅
定

（
心
を
静
め
る
）
・
智
慧
（
真
理
を

見
き
わ
め
る
）
の
六
波
羅
蜜
を

説
い
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
を
日
常
生
活
に
お
い
て
実

践
し
、
毎
日
を
人
間
と
し
て
正

し
く
生
き
る
こ
と
が
、
本
当
の
お

勤
め
（
勤
行
）
の
意
味
な
の
で
す
。

そ
の
基
礎
と
な
る
の
が
毎
朝
時 

間
を
定
め
て
行
う
朝
勤
で
す
。 

      

Ｑ 
 

仏壇の飾り方の一例 

お
上
人
さ
ん
教
え
て
！ 

日
蓮
宗
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
よ
り 

Ａ 
 

Ｑ 
 

Ａ 
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合
掌
に
は
ど
ん
な
意
味

が
あ
る
の
で
す
か
。 

 
手
の
ひ
ら
を
隙
間
な
く

合
わ
せ
る
こ
と
を
合
掌

と
い
い
ま
す
（
図
イ
参
照
）
。

両
手
を
合
わ
せ
て
ほ
か
に
何
も

で
き
な
い
こ
と
を
示
し
、
一
心
に

祈
る
礼
拝
の
姿
な
の
で
す
。
イ
ン

ド
で
は
、
右
手
は
清
浄
（
神
聖
）
、

左
手
は
不
浄
を
表
し
ま
す
。
こ

の
二
つ
の
心
が
合
わ
さ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
仏
さ
ま
と
私
た
ち
が
一

つ
に
な
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。 

         

                        

                        

                        

 

 

 

 

 

                       
                          

                               

ひよ子メープルサブレー 

５枚入り  567円 

（本体価格 525円） 

１０枚入り  1,048円 

（本体価格 971 円） 

名菓ひよ子 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 

地方発送 

承ります。 

 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。 

編
集
部
よ
り 

妙
教
寺
だ
よ
り
編
集
部
で
は
、
皆

様
か
ら
の
投
稿
を
、
募
集
致
し
て

お
り
ま
す
。
内
容
は
お
寺
の
行
事

に
つ
い
て
ま
た
は
、
体
験
談
や
疑

問
・
質
問
な
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。 

勤行数珠（一般用）   装束数珠（僧侶用） 

（図イ） 正しい合掌の姿 

Ｑ 
 

Ａ 
 

日
蓮
宗
の
数
珠 
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11 月 黒スズメバチの巣撤去 

裏庭の土の中に作ってました。 

12/6 三沢清正公堂年末大掃除 

少人数でしたが 1 年間の健康を
感謝して綺麗になりました。 

行事スナップ  

10/18 お会式法要 

本年は無参列の中で執り行いま
した 

10/11 お会式桜作り 

三密を避けながらの制作 

12/13 當山の年末大掃除 

檀信徒有志の方々により本堂並に
境内地が綺麗になりました。 

12/27 正月供養餅つき会 

全員手袋・マスク装着にて 

行いました。 
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≪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 

◎
毎
月
第
１
日
曜
日
は 

・
信
行
会
（
12
時
よ
り
） 

（
１
月
・
８
月
は 

諸
行
事
の
為
休
み
ま
す
） 

 

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 

   

◎
１
月
１
日
（
金
） 

・
初
参
詣
祝
禱
会 

 
 
 

午
前
１
時
よ
り 

◎
１
月
１
日
～
３
日
（金
～
日
） 

 

・
新
春
三
ヶ
日
一
部
経
読
誦
会 

 
 
 

午
前
８
時
～
11
時
ま
で 

◎
１
月
11
日
（成
人
の
日
） 

・
各
家
勧
請
守
護
神
祭 

・
年
頭
施
餓
鬼
供
養
会 

・
開
運
星
祭
り 

午
後
１
時
よ
り 

（
新
春
福
引
き
大
会
は
中
止
致
し
ま
す
） 

◎
婦
人
会
主
催
寒
修
行
は 

 
 

 

中
止
致
し
ま
す 

◎
２
月
７
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・
月
例
祈
祷
祭
・
節
分
追
儺
会 

午
前
10
時
よ
り 

◎
２
月
28
日
（第
４
日
曜
） 

・
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕 

八
〇
〇
年
記
念
法
要
予
定 

 

・
月
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

２
月
の
行
事
内
容
等
は
変
更

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

   

◎
３
月
７
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・
月
例
祈
祷
祭 

 

午
前
10
時
よ
り 

◎
３
月
17
～
23
日
（
水
～
火
） 

 

・
春
季
彼
岸
棚
経
廻
り 

 
 

 

早
朝
よ
り 

◎
３
月
28
日
（第
４
日
曜
） 

 

・
春
季
彼
岸
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

◎
４
月
４
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・ 
月
祈
祷
祭 

 
午
前
10
時
よ
り 

◎
４
月
11
日
（第
２
日
曜
） 

 

・ 

釈
尊
降
誕
会
花
ま
つ
り 

・ 

月
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 
 

午
後
１
時
よ
り 

◎
５
月
２
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・ 

月
例
祈
祷
祭 

午
前
10
時
よ
り 

◎
５
月
30
日
（第
５
日
曜
） 

 

・ 

月
施
餓
鬼
供
養
会 

・ 

各
家
勧
請
守
護
神
祭 

・ 

檀
信
徒
総
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

◎
６
月
６
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・ 

月
例
祈
祷
祭 

午
前
９
時
よ
り 

・ 

別
院
芋
苗
植
え
会
（予
定
） 

◎
６
月
27
日
（第
４
日
曜
） 

・ 

月
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

◎
７
月
４
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・ 

月
例
祈
祷
祭 

午
前
10
時
よ
り 

◎
７
月
18
日
（第
３
日
曜
） 

 

・ 

月
施
餓
鬼
供
養
会 

・ 

土
用
丑
秘
法
ほ
う
ろ
く
灸 

 
 

 

祈
禱
会 

午
後
１
時
よ
り 

◎
７
月
25
日
（第
４
日
曜
） 

 

・ 

當
山
盆
前
大
掃
除 

 
 

 

午
前
９
時
よ
り 

◎
８
月
１
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・ 

月
例
祈
祷
祭 

・ 

三
沢
清
正
公
堂
大
掃
除 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

◎
８
月
６
～
15
日
（金
～
日
） 

 

・ 

盂
蘭
盆
棚
経
廻
り 

 
 

 

早
朝
よ
り 

◎
８
月
22
日
（第
４
日
曜
） 

 
・ 

盂
蘭
盆
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 
午
後
１
時
よ
り 

    

                        

令
和
３
年
寺
行
事
予
定
（１
月
～
８
月
） 

 
※
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
。 


