
- 1 - 

 

令和三年十一月二十四日コロナ過の為、本年も昨年同様、 

銅像護持教会に於て無参拝による大法要が厳修されました。 

主催：西筑組組寺会 
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重
須
殿
女
房
御
返
事 

わ
ざ
わ
い
は
口
よ
り
出
で
て 

身
を
や
ぶ
る 

さ
い
わ
い
は
心
よ
り
出
で
て 

我
を
か
ざ
る 

弘
安
四
年
・
世
寿
六
十
歳 

 

 

                        

                        

   

人
は
自
ら
の
発
言
に
よ
っ

て
、
知
ら
な
い
う
ち
に
人
を
傷

つ
け
て
し
ま
う
事
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
が
元
で
身
を
滅
ぼ
す

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
口
は

十
分
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。 

日
蓮
聖
人
は
し
ば
し
ば
日

常
的
な
こ
と
わ
ざ
を
用
い
て

法
華
経
信
仰
の
あ
り
方
を
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
重
須

殿
女
房
御
返
事
』
で
は
「
口
は

災
い
の
元
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ

を
発
展
さ
せ
、
幸
い
が
心
根
の

良
さ
か
ら
生
ま
れ
る
者
で
あ

る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

   

最
近
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ

等
の
普
及
に
伴
い
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ

ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン

グ
サ
ー
ビ
ス
）
で
他
人
へ
の
卑

劣
な
誹
謗
中
傷
が
ネ
ッ
ト
で

拡
散
し
て
し
ま
う
事
が
広
く

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

匿
名
で
誰
が
投
稿
し
た
か
が

わ
か
り
に
く
い
為
、
言
葉
で
発

す
る
よ
り
も
悪
質
で
す
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
行
い
は
自
ら

の
身
に
返
っ
て
く
る
の
は
紛

れ
も
な
い
因
果
の
掟
で
す
。
一

時
的
な
私
情
・
感
情
の
高
ぶ
り

で
言
動
を
発
せ
ば
取
り
返
し

の
つ
か
な
い
事
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。 

   

中
国
戦
国
時
代
の
儒
学
者

「
孟
子
」
の
言
葉
に
「
人
の
不

善
を
言
う
な
か
れ
」
と
あ
り
ま

す
。
又
、
昔
か
ら
「
人
の
ふ
り

見
て
我
が
ふ
り
直
せ
」
と
も
言

い
ま
す
。
つ
ま
り
他
人
の
行
い

【
現

代

語

訳

】 

人
は
自
分
が
発
し
た
言
葉
で
災
い
を
引
き
起
こ
す
も
の
で

あ
り
、
ひ
い
て
は
我
が
身
を
滅
ぼ
す
事
が
あ
る
。 

一
方
で
、
心
根
が
良
け
れ
ば
幸
せ
を
招
き
、
我
が
身
が
栄
え

る
の
で
あ
る
。 

 

日
蓮
大
聖
人
の
お
こ
と
ば 

㉗ 

 

口

は

災

い

の

元 

誹

謗

中

傷

が

拡

散 

人
の
不
善
を
言
う
な
か
れ 
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の
善
悪
を
見
て
自
ら
の
行
為

を
反
省
し
改
め
よ
う
と
先
人

は
諭さ

と

し
て
あ
り
ま
す
。
個
々
、

自
ら
の
心
根
を
磨
き
成
長
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
広
く
地
域

社
会
を
変
え
て
い
く
一
歩
と

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

※
参
考
文
献 

・
神
楽
坂 

圓
福
寺 

「
日
蓮
聖
人
の
お
言
葉
、 

御
遺
文
に
学
ぶ
」 

            

※
こ
の
お
手
紙
を
書
か
れ
た

年{

弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）}

、

蒙
古
調
伏
の
た
め
日
蓮
聖
人

は
両
面
に
月
と
日
を
し
た
た

め
四
方
に
四
大
天
王
、
八
方
に

八
大
龍
王
を
記
し
た
旗
曼
荼

羅
を
書
か
れ
、
こ
の
旗
曼
荼
羅

を
弟
子
の
武
将
の
宇
都
宮
貞

綱
に
預
け
博
多
港
に
臨
ま
せ

ま
し
た
。
（
左
図
参
照
） 

              

     

私
た
ち
が
北
の
夜
空
を
な

が
め
る
と
、
不
動
の
星
を
見
る

事
が
で
き
ま
す
。
こ
の
星
を
北

極
星
と
言
い
、
こ
の
星
を
神
格

化
し
た
の
が
「
北
辰
妙
見
大
菩

薩
」
で
す
。
一
般
に
は
「
妙
見

さ
ん
」
と
し
て
愛
称
さ
れ
て
い

ま
す
。 

   

太
古
の
中
国
で
は
、
太
陽
・

月
・
星
の
運
行
を
神
秘
的
な
も

の
と
し
て
崇
め
、
星
を
見
て
政

事
を
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

北
天
に
輝
く
北
極
星
を
中
心

に
、
運
行
し
て
い
る
の
を
見
て

こ
の
星
を
王
と
し
て
尊
崇
し

ま
し
た
、
そ
れ
が
妙
見
信
仰
の 

     

起
源
で
あ
り
ま
す
。
北
極
星
を

中
心
に
北
斗
七
星
と
周
り
の

星
々
を
北
辰
と
言
い
、
北
辰
妙 

見
信
仰
の
一
部
を
な
し
て
ま

す
。 

 

そ
の
姿
は
日
蓮
宗
に
お
い

て
は
、
亀
に
立
ち
剣
を
地
に
立

て
て
い
る
立
像
と
、
受
け
太
刀

の
能
勢
型
と
言
わ
れ
る
座
像

の
二
形
態
あ
り
ま
す
が
、
本
編

で
は
座
像
で
解
説
致
し
ま
す
。 

        

北
極
星
を
王
と
し
て
尊
崇 

法

華

経

の
守

護

神

 

北ほ

く

辰し

ん

妙
み
ょ
う

見け

ん

大だ

い

菩ぼ

薩さ

つ

 
下
村
観
山
作
「
蒙
古
調
伏
曼
荼
羅
授
与
之
図
」 

能
勢
型
の
「
北
辰
妙
見
大
菩
薩
」 
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座
像
の
能
勢
型
は
、
真
如
寺

の
寺
歴
に
よ
る
と
、
室
町
戦
国

時
代
日
蓮
宗
の
僧
侶
「
日
乾
上

人
」
よ
っ
て
創
作
さ
れ
ま
し
た
。

能
勢
の
領
主
能
勢
頼
次
は
、
日

乾
上
人
の
法
話
を
聞
き
深
く

帰
依
さ
れ
、
頼
次
の
要
請
に
応

え
て
能
勢
の
地
に
屋
敷
を
構

え
布
教
の
拠
点
と
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
の
真
如
寺
で
す
。
日

乾
上
人
は
能
勢
家
に
古
く
か

ら
伝
わ
る
、
「
鎮
宅
霊
符
神
」

を
法
華
経
の
守
護
神
「
妙
見
大

菩
薩
」
と
し
、
さ
ら
に
武
運
長

久
を
願
っ
て
甲
冑
姿
に
剣
を

上
に
立
て
た
姿
に
仕
立
て
、

「
妙
見
大
菩
薩
」
の
尊
像
を
日

乾
上
人
自
ら
彫
刻
し
て
授
与

さ
れ
ま
し
た
。
鎧
を
着
て
、
右

手
で
太
刀
を
頭
上
に
あ
げ
、
左

手
で
金
剛
印
を
結
ん
で
い
ま

す
。
も
と
も
と
、
こ
の
太
刀
は

剣
先
を
天
に
向
け
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
上
を
通
過
す
る
雲

が
真
っ
二
つ
に
切
断
さ
れ
た

の
で
、
そ
の
霊
験
あ
ら
た
か
さ

を
恐
れ
慎
み
、
受
け
太
刀
に
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

尊
像
を
頼
次
は
為
楽
山
の
頂

上
に
妙
見
堂
を
立
て
「
妙
見
大

菩
薩
」
を
祀
り
ま
し
た
。
こ
れ

が
能
勢
妙
見
の
始
ま
り
で
す
。 

          

そ
れ
以
来
関
西
随
一
の
霊

場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、

日
乾
上
人
作
の
妙
見
さ
ま
は
、

妙
見
堂
が
小
さ
く
古
い
た
め
、

明
治
二
八
年
に
大
改
修
を
行

っ
た
際
に
作
り
換
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
尊
像
は
尾
張
東

講
が
授
か
り
小
牧
啓
運
寺
に

安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。 

         

   

妙
見
様
の
御
利
益
は
、
国
土

を
守
り
、
様
々
な
悩
み
や
災
い

を
消
し
去
り
、
敵
を
退
け
、
寿

命
を
増
す
大
菩
薩
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
災
い
を
除
き
、
福

を
招
き
、
家
を
鎮
め
繁
栄
を
も

た
ら
す
「
鎮
宅
霊
符
神
」
の
要

素
と
、
北
極
星
が
航
海
の
目
印

と
な
る
こ
と
か
ら
海
上
安
全

の
神
、
ま
た
海
上
貿
易
で
利
益

を
得
て
い
た
大
商
人
が
帰
依

し
た
こ
と
か
ら
商
業
の
神
、
そ

し
て
妙
見
と
い
う
字
面
か
ら
、

眼
病
平
癒
の
神
と
し
て
民
衆

の
間
に
信
仰
が
広
ま
り
ま
し

た
。
ま
た
、
僧
侶
の
教
育
機
関

「
檀
林
」
の
守
護
神
と
し
て
、

知
恵
の
神
と
り
わ
け
受
験
の

神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
過

を
踏
ん
で
日
蓮
宗
と
妙
見
信

仰
は
密
接
に
結
び
つ
き
、
優
陀

那
日
輝
を
し
て
、
「
当
時
専
ら

宗
門
に
お
い
て
霊
験
盛
ん
な

る
事
、
祖
師
に
つ
い
で
の
神
な

り
と
」
言
わ
し
め
た
、
霊
験
顕

著
な
大
菩
薩
と
し
て
、
「
法
華

経
」
の
信
者
の
み
な
ら
ず
、
他

宗
派
の
人
々
か
ら
も
深
く
尊

崇
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

日
蓮
宗
尾
張
伝
道
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
よ
り 

妙
見
様
の
ご
利
益 

日蓮宗霊場 能勢妙見山 

北辰妙見大菩薩様が祀られる 

能勢妙見山内開運殿（本殿） 
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護
持
会
会
長
・
筆
頭
総
代 

臼
井 
義
光 

           

昨
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
が
お
さ
ま
ら
ず
、
お
寺
の

行
事
を
行
う
に
も
大
変
な
苦

労
を
お
掛
け
致
し
ま
し
た
が
、 

皆
様
の
ご
協
力
を
得
て
無
事

一
年
間
の
行
事
を
行
う
事
が

出
来
、
新
た
な
年
を
迎
え
る
事 

    

が
で
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。 

   

ま
だ
ま
だ
完
全
な
る
終
息

が
見
え
な
い
中
、
日
本
の
み
な

ら
ず
世
界
を
取
り
巻
く
経
済

環
境
、
米
中
対
立
の
緊
張
等
、

な
か
な
か
改
善
さ
れ
な
い
状

況
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。
又
、

昨
年
末
よ
り
新
た
な
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
オ
ミ
ク
ロ

ン
株
の
世
界
的
蔓
延
が
起
こ

っ
て
お
り
、
す
で
に
日
本
で
も

感
染
者
が
出
て
お
り
心
配
の

種
は
尽
き
ま
せ
ん
。 

お
寺
の
行
事
に
お
き
ま
し

て
も
昨
年
に
続
き
感
染
状
況

を
見
極
め
て
か
ら
の
開
催
で
、

安
心
し
て
皆
様
方
と
一
緒
に

行
事
を
行
う
に
は
ま
だ
し
ば

ら
く
か
か
る
様
で
す
。 

   

そ
の
よ
う
な
中
、
昨
年
よ
り

延
期
し
て
本
年
二
月
に
予
定

し
て
お
り
ま
し
た
日
蓮
大
聖

人
御
降
誕
八
〇
〇
年
慶
讃
記

念
大
法
要
の
開
催
も
今
一
度

慎
重
に
判
断
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
と
考
え
る
次
第

で
す
。 

今
後
、
御
住
職
上
人
と
総
代
役

員
会
議
を
開
き
、
日
程
・
内
容

等
の
仮
決
定
を
し
た
い
と
考

え
ま
す
。
皆
様
方
に
は
決
ま
り

次
第
、
毎
月
の
行
事
案
内
に
合

わ
せ
て
ご
連
絡
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。
何
卒
、
ご
理
解
頂
き
ま 

す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

未
だ
終
息
は
見
え
ま
せ
ん

が
、
こ
の
よ
う
な
時
こ
そ
皆
が

法
華
経
の
精
神
で
あ
る
思
い

や
り
の
あ
る
「
慈
悲
」
の
心
、

差
別
の
な
い
「
平
等
」
の
心
、

お
か
げ
さ
ま
の
「
感
謝
」
の
心
、

そ
し
て
最
も
難
し
い
、
人
を
許

す
こ
と
の
出
来
る
「
寛
大
」
な

心
を
持
ち
続
け
れ
ば
、
平
和
で

明
る
い
社
会
の
実
現
と
な
っ

て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

本
年
も
妙
教
寺
並
び
に
元

寇
園
教
会
が
共
に
栄
え
発
展

し
ま
す
よ
う
微
力
で
は
ご
ざ

い
ま
す
が
皆
様
と
一
緒
に
お

手
伝
い
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
最

後
に
な
り
ま
す
が
檀
信
徒
の

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
本

年
が
よ
り
佳
き
年
と
な
り
ま

す
よ
う
、
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 

 

謹
ん
で
新
年
の 

お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

宗
祖
御
降
誕
八
〇
〇
年 

報
恩
慶
讃
記
念
法
要 

終
息
が
見
え
な
い
コ
ロ
ナ 

餅つきに参加された 

臼井護持会会長（右側） 

各
会
会
長
の 

新

年

の
ご

挨

拶 
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昨
年
一
年
間
コ
ロ
ナ
コ
ロ

ナ
と
日
々
嫌
な
日
が
続
き
ま

し
た
が
、
そ
の
中
で
元
寇
園
教

会
の
行
事
が
あ
っ
た
こ
と
を

嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

畑
の
耕
作
か
ら
苗
の
植
え
付

け
、
水
や
り
、
炎
天
下
の
中
で

の
草
取
り
と
芋
掘
り
に
至
る

ま
で
の
間
、
少
人
数
の
方
だ
け

で
の
お
世
話
は
大
変
だ
っ
た

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
芋
掘
り
に

は
多
数
の
参
加
者
が
あ
っ
た

と
の
事
で
喜
び
に
思
い
ま
す
。

何
一
つ
お
手
伝
い
も
し
な
い

ま
ま
収
穫
の
さ
つ
ま
芋
だ
け

は
沢
山
に
い
た
だ
き
、
ご
苦
労

さ
れ
た
皆
々
様
の
お
顔
を
思

い
浮
か
べ
な
が
ら
有
難
く
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

   

今
年
は
『
地
涌
の
声
』
に
あ

り
ま
す 

「
耐
え
て
こ
そ 

 

蕾
ふ
く
ら
む 

 

梅
の
花
」 

を
座
右
の
銘
と
し
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。 

一
日
も
早
く
コ
ロ
ナ
が
終
息

し
て
皆
が
落
ち
着
い
た
日
々

を
過
ご
せ
る
様
祈
っ
て
お
り

ま
す
。 

   

一
月
二
十
三
日
（
日
）
に
予

定
し
て
お
り
ま
し
た
寒
修
行

は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

状
況
を
踏
ま
え
、
御
住
職
上
人

と
役
員
の
方
々
と
協
議
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
が
、
大
変
残
念

な
が
ら
本
年
も
中
止
さ
せ
て

頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
来

年
こ
そ
は
、
皆
様
方
と
共
に
本

堂
い
っ
ぱ
い
に
響
く
大
き
な

声
で
お
題
目
を
お
唱
え
し
唱

題
修
行
を
し
た
い
と
思
い
ま

す
。 寒

さ
の
厳
し
い
折
檀
信
徒

の
皆
様
方
に
は
ご
健
康
に
充

分
ご
留
意
下
さ
い
ま
す
よ
う
。 

合
掌 

    

                        

新
年
明
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

落
ち
着
い
た
日
々
を
祈
る 

婦
人
会
会
長 

 

植
村 

德 

 

              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 

本
年
も
寒
修
行
中
止 

檀信徒総会にて挨拶される 

植村婦人会会長 
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檀
信
徒
の
皆
様
方
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
も

関
わ
ら
ず
日
頃
よ
り
護
法
・
護

持
活
動
の
為
ご
尽
力
を
賜
り

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。 

 

  

新
型
コ
ロ
ナ
発
生
よ
り
二

年
目
を
過
ぎ
、
陽
性
者
も
減
少

し
て
き
て
は
い
ま
す
が
、
新
た

に
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
ウ
イ
ル

ス
も
発
生
し
て
ま
だ
ま
だ
気

を
許
す
事
が
出
来
な
い
よ
う

で
す
。
信
行
会
活
動
も
感
染
予

防
の
為
昨
年
も
一
年
間
お
休

み
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
長
い

間
皆
様
と
お
顔
を
合
わ
せ
る

事
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
り

ま
す
が
、
活
動
再
開
の
折
り
に

は
皆
様
と
一
緒
に
日
蓮
大
聖

人
の
教
え
に
触
れ
新
た
な
気

持
ち
共
に
学
ん
で
い
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。 

今
後
の
活
動
予
定
に
つ
き

ま
し
て
は
、
お
寺
様
と
協
議
の

上
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
活
動
再
開
の
場

合
は
ご
案
内
に
て
報
告
連
絡

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 

 

昨
年
は
日
蓮
大
聖
人
御
降

誕
八
百
年
の
年
で
あ
り
ま
し

た
。
日
蓮
宗
新
聞
に
て
全
国
の

主
要
な
御
寺
院
で
記
念
法
要

が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
掲

載
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
私
達

妙
教
寺
で
も
当
初
本
年
二
月

に
記
念
法
要
が
予
定
さ
れ
て

お
り
ま
し
た
が
、
未
だ
新
し
い

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
感
染
状
況

が
見
え
な
い
所
で
す
の
で
御

住
職
上
人
・
総
代
等
で
協
議
し

慎
重
に
判
断
さ
せ
て
頂
き
日

程
の
調
整
を
さ
せ
て
頂
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆

様
方
に
は
決
ま
り
次
第
ご
案

内
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
そ
の
時

は
皆
様
と
日
蓮
大
聖
人
様
の

御
報
恩
に
感
謝
し
心
の
こ
も

っ
た
お
題
目
を
一
緒
に
お
唱

え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

   

〇
時
間…

毎
月
第
一
日
曜
日

（
祈
祷
祭
終
了
後
）
十
二
時
よ

り
一
時
間
～
一
時
間
半
の
予

定 〇
内
容…

お
上
人
様
に
よ
る

法
話
、
写
経
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
よ
る

布
教
法
話
、
仏
事
作
法
、
お
経

の
練
習
等
。 

ま
た
、
年
に
一
度
、
十
二
月

総
供
養
施
餓
鬼
会
に
合
わ
せ
、

他
寺
よ
り
選
任
布
教
師
の
お

上
人
様
を
お
招
き
し
特
別
講

演
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。 

皆
様
の
参
加
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。 

お
気
軽
に
ご
参
加
下
さ
い
。 

合
掌 

    

活
動
再
開
へ
の
祈
り 

妙
教
寺
総
代
・
信
行
会
会
長 

松
尾 

勝
次 

 

あ
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

 

会

活

動

要

領 

慎

重

な

判

断 

檀信徒総会にて挨拶される 

松尾信行会会長 
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◆
第
二
期
事
業
に
つ
い
て 

●
事
業
内
容 

一
、
鎮
西
本
山
・
松
尾
山
光
勝

寺
・
清
正
公
御
廟
鎮
座
肥

後
本
妙
寺
慶
讃
事
業
浄

財
寄
進 

●
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
。
日
時
は
決
ま
り

次
第
檀
信
徒
の
皆
様
へ
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

二
、
八
百
年
慶
讃
事
業
寄
進
者 

 
 

 
 

掲
額
銅
板
作
成 

 

※
事
業
終
了
ま
で
今
暫
く
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
。 

 

當
山
に
於
て
は
宗
祖
御
降

誕
八
百
年
慶
讃
記
念
事
業
勧

募
は
、
令
和
三
年
八
月
三
十
一

日
を
も
っ
て
締
め
切
ら
せ
て

頂
き
ま
し
た
。
御
協
力
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

依
っ
て
案
内
で
お
知
ら
せ

致
し
ま
し
た
よ
う
に
、
浄
財
寄

進
者
芳
名
並
び
に
寄
進
額
を

銅
板
に
刻
み
掲
額
さ
せ
て
頂

き
、
後
世
に
残
る
よ
う
進
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
尚
、
分

割
支
払
い
の
各
家
に
於
て
は

締
切
日
時
点
で
の
金
額
に
て

表
示
致
し
ま
す
の
で
、
御
了
承

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

                          

                          

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 

宗
祖
御
降
誕
八
〇
〇
年 

慶
讃
記
念
事
業
委
員
会 
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昨
年
も
元
寇
園
教
会
の
諸

活
動
並
び
に
ご
奉
仕
活
動
（
菩

薩
行
）
等
に
ご
協
力
頂
き
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

お
蔭
を
も
ち
ま
し
て
昨
年
一

年
間
の
諸
行
事
、
活
動
も
無
事

行
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
こ

と
衷
心
よ
り
感
謝
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。 

   

さ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
新
規 

    

感
染
者
も
数
の
上
で
は
少
な

く
落
ち
着
き
を
見
せ
て
い
る

も
の
の
、
又
新
し
い
コ
ロ
ナ
ウ 

イ
ル
ス
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
が

こ
れ
ま
で
の
変
異
株
に
は
み

ら
れ
な
か
っ
た
早
い
ペ
ー
ス

で
世
界
中
に
拡
散
し
て
お
り
、

日
本
に
お
い
て
も
水
際
対
策

を
と
っ
て
い
る
も
の
の
既
に

複
数
の
感
染
者
が
確
認
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
本
年
よ
り
三
回

目
の
ブ
ー
ス
タ
ー
接
種
が
始

ま
り
ま
す
が
、
気
が
抜
け
な
い

日
々
が
し
ば
ら
く
は
続
く
と

思
わ
れ
ま
す
。 

本
年
も
皆
様
の
ご
健
康
と

ご
多
幸
を
心
よ
り
祈
念
申
し

上
げ
ま
す
。 

合
掌 

 

令
和
三
年
下
半
期
の
事
業

と
活
動
に
つ
い
て
ご
報
告
い

た
し
ま
す 

   

① 

９/

13

～

14

庫
裡
勝
手

口
・
裏
口
付
近
の
増
築
部
分

の
撤
去
並
び
に
補
修
工
事

（
ア
イ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
依

頼
） 

写
真
① 

② 

９/

13
～
14
大
雨
時
、
流
水

路
変
更
の
為
「
砕
石
ク
ラ
ッ

シ
ャ
ー
ラ
ン
」
敷
き
工
事

（
ア
イ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
依

頼
） 

写
真
② 

③ 

10/

６
老
朽
化
に
伴
う
軽
貨

物
車
（
中
古
車
）
購
入
（
井

上
自
動
車
） 

写
真
③ 

④ 
11/
23

増
築
部
撤
去
に
伴

い
転
落
防
止
の
メ
ッ
シ
ュ

金
網
設
置 
写
真
④ 

⑤ 

自
走
草
刈
り
機
修
理
（
白
水

敏
幸
氏
に
よ
る
） 
写
真
⑤ 

                        

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
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す 

事

業

と

し

て 

新
し
い
コ
ロ
ナ
変
異
株 

写真① 写真② 写真③ 
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① 

毎
月
十
七
日
・
二
十
三
日
に

御
日
施
餓
鬼
会 

② 

不
定
期
参
拝
に
て
の
ご
有

志
に
よ
る
植
木
剪
定
並
び

に
草
刈
り 

③ 

11/

14
（
日
）
恒
例
行
事
「
秋

の
芋
掘
り
収
穫
祭
」（
前
日
、

ご
有
志
に
よ
る
蔓
刈
り
） 

※
昨
年
は
大
人
・
子
供
合
わ

せ
て
58
名
の
参
加
を
頂
き

ま
し
た
。 

                  

                 

④ 

11/

23
玉
ネ
ギ
苗
植
え 

⑤ 

12/

17
年
末
大
掃
除
（
御
宝

前
、
各
部
屋
、
外
掃
除
他
）

10
名
参
加 

⑥ 

12/
28
～
30
お
正
月
準
備

「
幣
束
取
り
付
け
」「
餅
飾
り
」

「
正
月
生
花
飾
り
」
他 

         

本
年
も
皆
様
方
の
御
参
拝

を
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ

ま
す
。 

            

活

動

と

し

て 
税理士先生も参加 

護持会より会費納入の案内 

♠護持会費♠ 

月 額  １,０００円 
一年間 １２,０００円 

会費納入はいつでも受付けています。  

問合せ 092（581）1266 

ぜんざい供養 総勢 58 名の参加を頂きました 

写真④ 

写
真
⑤ 

巨大なお芋も取れました 

正月準備が整った御宝前 



- 11 - 

 

     

人
は
み
な
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、

必
ず
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
・・
・・・ 

そ
れ
は
、
ま
こ
と
に
き
び
し
い
人

生
の
現
実
で
す
。 

 

日
蓮
聖
人
は
、
こ
う
し
め
さ
れ

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
た
ち
は
、
い
つ
も
死
と
背
中

あ
わ
せ
に
生
き
て
い
ま
す
。
た
え 

     

ず
死
へ
の
恐
れ
や
不
安
を
持
ち
な 

が
ら
く
ら
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、 

思
い
も
か
け
ず
死
に
直
面
せ
ざ
る

を
え
ま
せ
ん
。
人
の
命
が
は
か
な

く
無
常
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
世

の
さ
だ
め
で
あ
り
、
ま
ぬ
が
れ
る

こ
と
の
で
き
な
い
習
い
で
あ
り
ま

す
。 

 

死
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人
生
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
ま

ず
臨
終
・
・
・
・
・
死
に
臨
ん
で
悔
い

る
こ
と
の
な
い
覚
悟
が
必
要
で

す
。 

  

日
ご
ろ
か
ら
臨
終
の
心
が
ま
え

を
も
つ
こ
と
が
た
い
せ
つ
な
よ
う

に
、
親
し
い
人
と
の
別
離
に
直
面

し
た
と
き
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、

葬
儀
の
作
法
を
知
っ
て
お
く
こ
と

が
必
要
で
す
。 

 

次
の
よ
う
な
作
法
を
心
得
て
、

み
仏
の
国
で
あ
る
霊
山
浄
土
へ
の

旅
立
ち
を
誠
心
誠
意
い
と
な
む
こ

と
が
だ
い
じ
で
す
。 

    

臨
終
の
間
際
か
亡
く
な
っ
た
直

後
に
最
後
の
は
な
む
け
と
し
て
死

水
を
さ
さ
げ
ま
す
。 

 

こ
れ
を
末
期
の
水
と
い
い
ま
す
。

み
仏
の
国
で
長
く
生
ま
れ
か
わ
る

た
め
の
呼
び
水
で
も
あ
り
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
た
も

の
を
お
茶
椀
の
水
に
ぬ
ら
し
、
軽

く
唇
を
う
る
お
し
て
あ
げ
る
の
が

ふ
つ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
作
法
で

す
。
故
人
と
血
の
つ
な
が
り
の
濃

い
近
親
者
の
順
に
行
い
ま
す
。 

   

 

遺
体
を
お
棺
に
納
め
る
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
ー
ル

を
ふ
く
ま
せ
た
ガ
ー
ゼ
な
ど
で
拭

き
ま
す
。
故
人
の
身
の
垢
を
き
れ

い
に
浄
め
、
美
し
い
体
で
旅
立
つ
こ

と
を
願
っ
て
な
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

故
人
に
た
い
す
る
最
後
の
奉
仕
で

も
あ
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
湯
灌
の
あ
と
、
男
の
ば

あ
い
ヒ
ゲ
を
そ
り
、
女
な
ら
ば
薄

化
粧
を
し
て
、
や
は
り
浄
ら
か
な

姿
で
送
り
出
す
よ
う
に
し
ま
す
。 

    

み
仏
の
浄
土
に
お
も
む
い
て
ゆ

く
旅
立
ち
の
し
た
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
よ
い
）
、
②
頭
巾
、
③
頭
陀
袋

（
こ
の
中
に
三
途
の
河
の
渡
し
賃

信 

行 

会 

よ 

り 
仏
事
作
法
（

葬
儀
の
こ
こ
ろ
え

） 

末
期
の
水 

湯 

灌 

死
装
束 
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で
あ
る
六
文
銭
が
紙
に
入
っ
て
、

入
っ
て
い
る
）
、
④
手
甲
、
⑤
脚
絆
、

⑥
足
袋
、
⑦
草
履
、
⑧
杖
、
⑨
上

帯
、
⑩
数
珠
、
な
ど
を
そ
ろ
え
ま

す
。
こ
れ
か
ら
は
、
か
つ
て
は
親
族

が
そ
ろ
え
た
り
着
せ
た
り
し
ま
し

た
が
、
今
で
は
葬
儀
社
で
や
り
ま

す
。 

 

な
お
、
遺
体
に
は
、
左
前
に
経

帷
子
を
着
せ
ま
す
が
、
遺
体
の
上

か
ら
か
ぶ
せ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。 

 

日
蓮
宗
で
は
ご
本
尊
で
あ
る
お

曼
荼
羅
の
文
字
が
書
か
れ
た
も
の

を
用
い
ま
す
（
行
衣
）。 

    

遺
体
を
棺
に
納
め
る
前
は
、
北

枕
に
し
て
安
置
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

お
釈
迦
さ
ま
が
滅
せ
ら
れ
る
と

き
、
頭
を
北
に
し
顔
を
西
に
向
け

右
脇
を
下
に
さ
れ
た
お
姿
を
う

け
つ
い
だ
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
ろ
で
合
掌
さ
せ
数
珠
を

手
に
か
け
ま
す
。 

    

故
人
の
枕
辺
に
枕
飾
り
を
し
て

死
者
の
安
置
さ
れ
て
い
る
場
所
を

荘
厳
に
し
ま
す
。 

 

枕
飾
り
は
、
枕
許
に
白
布
を
か

け
た
小
机
を
用
意
し
、
そ
の
上
に

花
を
一
本
さ
し
た
花
立
て
、
線
香

を
一
本
立
て
た
線
香
立
て
ま
た
は

香
炉
、
ロ
ウ
ソ
ク
を
一
本
立
て
た
ロ

ウ
ソ
ク
立
て
の
三
具
足
を
置
き
ま

す
。
さ
ら
に
コ
ッ
プ
に
水
を
入
れ

た
浄
水
、
一
膳
飯
（
故
人
が
使
っ

て
い
た
ご
飯
茶
わ
ん
に
ご
は
ん
を

山
盛
り
し
て
、
そ
の
中
央
に
は
し

を
そ
ろ
え
て
立
て
た
も
の
）
、 

枕
団
子
（
上
新
粉
を
蒸
す
か
ゆ
で

て
作
っ
た
だ
ん
ご
を
白
紙
を
敷
い

た
白
木
の
三
方
か
小
皿
に
七
個
の

せ
る
）
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
ろ
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
り
、
枕
団

子
は
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、

人
間
、
天
の
六
道
を
迷
っ
た
人
が
、

そ
の
六
道
か
ら
ま
ぬ
が
れ
て
悟
り

法
華
経
の
一
仏
乗
の
世
界
、
み
仏

の
浄
土
に
生
ま
れ
か
わ
る
た
め
の

食
糧
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

日
蓮
聖
人
の
教
え
か
ら
う
か
が

い
知
れ
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
る
前
に
、
僧

侶
を
招
い
て
枕
も
と
で
お
経
を
読

ん
で
も
ら
い
供
養
し
ま
す
。
こ
れ

を
枕
経
と
い
い
ま
す
。
こ
の
の
ち
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
れ
ま
す
が
、
遺
族

や
近
親
者
も
い
っ
し
ょ
に
行
う
こ

と
が
た
い
せ
つ
で
す
。
ま
た
葬
儀

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
菩
提
寺
に
連

絡
し
、
そ
の
あ
と
で
葬
儀
社
と
打

ち
あ
わ
せ
す
る
こ
と
が
だ
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
た
人
た
ち
が
、
遺

体
と
最
後
の
一
夜
を
す
ご
し
、
故

北 

枕 

枕
飾
り 

通 

夜 

枕 

経 
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人
の
冥
福
を
祈
り
供
養
す
る
儀

式
の
こ
と
で
す
。
祭
壇
を
飾
り
棺

を
安
置
し
、
僧
侶
に
よ
っ
て
供
養

が
な
さ
れ
ま
す
。
も
と
も
と
は
夜

通
し
で
遺
体
を
見
守
る
所
か
ら

通
夜
と
よ
ば
れ
ま
し
た
。
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
れ
、

通
夜
振
る
舞
い
の
食
事
を
出
す
か

た
ち
で
い
と
な
ま
れ
ま
す
。
故
人

の
遺
徳
を
し
の
び
、
冥
福
を
祈
っ

て
一
心
に
供
養
す
る
こ
と
が
肝
心

で
す
。 

    

葬
儀
は
葬
送
の
儀
式
で
す
か
ら

故
人
を
成
仏
せ
し
め
る
儀
式
ぜ

ん
た
い
を
さ
し
て
い
ま
す
。 

告
別
式
は
、
成
仏
し
た
故
人
と
最

後
の
別
れ
を
告
げ
る
儀
式
で
あ

り
、
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
よ
り
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
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
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
葬

儀
と
告
別
式
と
を
一
つ
に
し
て
修

さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
み
ら
れ

ま
す
。 

 

告
別
式
を
ふ
く
む
葬
儀
の
目
的

は
、
故
人
の
冥
福
を
い
の
る
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
る
こ

と
に
あ
り
ま
す
。 

 

そ
こ
で
僧
侶
に
よ
る
戒
名
の
授

与
（
授
戒
し
て
仏
弟
子
と
な
る
こ

と
）
、
引
導
（
み
仏
の
浄
土
に
み
ち

び
い
て
ゆ
く
こ
と
）
が
中
心
に
な

り
ま
す
。 

 

葬
儀
の
次
第
順
序
は
、
①
遺
族

の
着
席
、
②
僧
侶
（
導
師
）
の
入

場
・
着
席
、
③
導
師
に
よ
る
読

経
・
授
戒
・
引
導
、
④
読
経
、
⑤

遺
族
・
会
葬
者
の
焼
香
、
⑥
祖
訓

（
日
蓮
聖
人
の
お
こ
と
ば
）
・
唱

題
・
回
向
を
基
本
と
し
、
式
場
な

ど
の
状
態
で
適
宣
い
と
な
ま
れ
ま

す
。 

    

引
導
は「
仏
道
に
入
ら
し
め
る
」

救
い
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
日
蓮
宗

で
は
釈
迦
仏
（
仏
）
・
法
華
経

（
法
）
・
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
る
こ
と
を
願
い

信
じ
て
引
導
が
語
り
し
め
さ
れ
ま

す
。 

「
会
う
は
別
れ
の
は
じ
め
と
は
、
ま

こ
と
に
こ
れ
世
の
こ
と
わ
り
な
り
。

さ
れ
ば
、
は
じ
め
て
驚
く
べ
き
に

は
あ
ら
ね
ど
も
、
世
を
去
り
し
人

の
有
様
を
見
る
に
、
あ
る
い
は
幼

き
子
を
ふ
り
す
て
、
あ
る
い
は
老

い
た
る
親
を
と
ど
め
お
き
て
去
り

し
こ
と
、
さ
こ
そ
悲
し
か
る
ら
ん
。

行
く
も
悲
し
み
、
と
ど
ま
る
も
悲

し
む
。
し
か
る
に
、
こ
の
妙
法
蓮

華
経
は
暗
き
冥
途
に
て
は
と
も
し

び
と
な
り
、
け
わ
し
き
山
に
は
杖

と
な
り
、
霊
山
浄
土
に
参
る
橋
と

な
る
な
り
。
」 

こ
う
し
た
引
導
の
一
節
に
も
み
ら

れ
る
よ
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
る
救
い

を
さ
し
し
め
す
点
に
引
導
の
意
義

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま

遺
族
や
会
葬
者
の
願
い
を
あ
ら

わ
す
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

葬
儀
は
こ
う
し
た
供
養
の
の
ち

告
別
が
な
さ
れ
ま
す
。
棺
の
上
ブ

タ
を
は
ず
し
て
近
親
者
は
最
後
の

お
別
れ
を
し
、
棺
の
中
に
花
を
さ

さ
げ
、
釘
を
打
っ
て
棺
を
閉
じ
、

そ
し
て
出
棺
し
ま
す
。
さ
ら
に
火

葬
場
で
荼
毘
に
付
し
ま
す
。
こ
の

の
ち
自
宅
な
ど
に
も
ど
り
精
進

落
と
し
が
な
さ
れ
ま
す
。 

   

葬
儀
と
告
別
式 

引 

導 

中
陰
忌
法
要 
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命
日
か
ら
七
日
目
ご
と
に
法
要

を
修
す
る
こ
と
を
中
陰
忌
法
要

と
い
い
ま
す
。 

 

亡
く
な
っ
て
か
ら
四
十
九
日
ま

で
の
間
を
「
中
陰
」
ま
た
は「
中
有
」

と
い
い
ま
す
。
死
者
の
霊
が
こ
の

世
か
ら
次
の
生
を
受
け
る
ま
で
暗

い
黄
泉
の
旅
を
歩
き
、
ま
だ
霊
が

宙
に
迷
っ
て
い
る
状
態
で
す
。 

 

そ
こ
で
初
七
日
、
二
・
七
日
（
十

四
日
目
）
、
三
・
七
日
（
二
十
一
日

目
）
と
供
養
し
、
つ
い
で
五
・
七
日

（
三
十
五
日
目
）
、
忌
明
け
の
七
・

七
日
（
四
十
九
日
目
）
に
は
、
次
の

生
を
受
け
、
生
前
に
法
華
経
を

信
じ
た
人
は
そ
の
功
徳
に
よ
り
、

あ
る
い
は
遺
族
が
七
日
ご
と
に
い

と
な
ん
だ
善
根
功
徳
を
心
と
身

に
受
け
て
、
み
仏
の
浄
土
に
お
も

む
き
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。 

   

 

遺
骨
を
墓
所
に
埋
葬
す
る
こ
と

を
納
骨
と
い
い
ま
す
。 

 

普
通
は
遺
骨
を
自
宅
に
持
ち

帰
っ
て
供
養
を
し
、
四
十
九
日
忌

以
降
に
菩
提
寺
に
た
の
ん
で
納
骨

の
供
養
を
し
て
も
ら
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
た
た
え
る

者
が
亡
き
人
の
遺
骨
を
供
養
す

れ
ば
、
す
な
わ
ち
人
の
身
か
ら
仏

の
身
と
な
る
。
こ
れ
を
即
身
と
い

う
。
人
間
の
身
よ
り
去
り
ゆ
き
し

魂
を
と
り
返
し
、
亡
き
人
の
遺
骨

に
魂
を
入
れ
れ
ば
、
遺
骨
変
じ
て

仏
の
み
心
と
な
る
。
こ
れ
を
成
仏

と
い
う
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
ま

す
。 

    

百
ヵ
日
忌
の
法
要
は「
卒
哭
忌
」

と
も
い
わ
れ
ま
す
。
よ
う
や
く
別

離
の
悲
し
み
も
や
わ
ら
ぎ
泣
く

声
も
お
わ
る
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

い
っ
さ
い
の
苦
し
み
か
ら
は
な
れ
、

み
仏
の
浄
土
で
成
仏
す
る
こ
と
を

祈
っ
て
法
要
を
い
た
し
ま
す
。 

（同
明
会「
葬
儀
の
こ
こ
ろ
え
」参
照
） 

 

 

こ
の
よ
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
ち
で

行
う
大
切
な
お
見
送
り
の
行
事

で
す
。 

 

日
蓮
宗
の
儀
式
に
則
り
厳
粛
に

執
り
行
っ
て
下
さ
い
。 

※
尚
、
記
載
し
た
内
容
は
、
あ
く

ま
で
基
本
的
な
作
法
で
す
。
各
家

に
お
け
る
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
よ
り
内
容
が

多
少
変
わ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

お
寺
側
と
相
談
し
な
が
ら
進
め

ら
れ
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。 

  

                        

納 

骨 

 

百
ヵ
日
忌
法
要 
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新登場 

     

 
 

 
 

 

 
 

 
                  

                        

                        

                        

12/27 正月用お供え餅つき 

約 20 名の檀信徒の方々により
綺麗な餅が出来ました 

行事スナップ  

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 

 

 

 

10/10 お会式桜花作り 

感染対策をとりながらの製作 

12/30 正月準備が整った 

三沢清正公堂 

1 個  ２２７円（税込） 

3 個袋入り  ７４６円（税込） 

ひよ子のビターキャラメルプリン 

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。 

12/12 年末煤払い大掃除 

納骨堂の掃除をされる 

檀信徒の方々 

10/17 無着座でのお会式
法要の様子 

甘くて、ほろにが。濃厚プリン 

リッチな味で新登場 
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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
（
土
） 

・
初
参
詣
祝
禱
会 

 
 
 

午
前
１
時
よ
り 

◎
１
月
１
日
～
３
日
（土
～
月
） 

 

・
新
春
三
ヶ
日
一
部
経
読
誦
会 

 
 
 

午
前
８
時
～
11
時
ま
で 

◎
１
月
10
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
６
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・
月
例
祈
祷
祭
・
節
分
追
儺
会 

午
前
10
時
よ
り 

◎
２
月
27
日
（第
４
日
曜
） 

・
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕 

八
〇
〇
年
記
念
法
要
順
延 

 

・
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
６
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・
月
例
祈
祷
祭 

 

午
前
10
時
よ
り 

◎
３
月
18
～
24
日
（
金
～
木
） 

 

・
春
季
彼
岸
棚
経
廻
り 

 
 

 

早
朝
よ
り 

◎
３
月
27
日
（第
４
日
曜
） 

 

・
春
季
彼
岸
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

◎
４
月
３
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・ 
月
例
祈
祷
祭 

 
午
前
10
時
よ
り 

◎
４
月
10
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
１
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・ 

月
例
祈
祷
祭 

午
前
10
時
よ
り 

◎
５
月
29
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
５
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・ 

月
例
祈
祷
祭 

午
前
９
時
よ
り 

◎
６
月
26
日
（第
４
日
曜
） 

・ 

月
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

◎
７
月
３
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・ 

月
例
祈
祷
祭 

午
前
10
時
よ
り 

・ 

三
沢
清
正
公
堂
大
掃
除 

 
 

 

午
後
よ
り 

◎
７
月
17
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
24
日
（第
４
日
曜
） 

 

・ 

當
山
盆
前
大
掃
除 

午
前
９
時
よ
り 

◎
８
月
６
～
15
日
（土
～
月
） 

 

・ 

盂
蘭
盆
棚
経
廻
り 

 
 

 

早
朝
よ
り 

◎
８
月
７
日
（
第
１
日
曜
） 

 

・ 

月
例
祈
祷
祭 

 
 

 

午
前
10
時
よ
り 

◎
８
月
21
日
（第
３
日
曜
） 

 
・ 

盂
蘭
盆
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 
午
後
１
時
よ
り 

    

                        

令
和
４
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
。 


