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法華経の原典 白蓮華 

                        

     
 

 
 

順
信
院
日
薫 

 
  

荒 

木 

英 

知 

 

七
月
十
五
日
に
十
万

の
聖
僧
を
集
め
て
百
味

飲
食
と
と
の
え
て
母
の
苦

は
救
う
べ
し
と
云
々
。
目

蓮
仏
の
仰
せ
の
如
く
行
い

し
か
ば
そ
の
母
は
餓
鬼
道

一
劫
の
苦
を
脱
れ
給
い
き

と
盂
蘭
盆
経
と
申
す
経
に

説
か
れ
て
候
。 

 
 

「
盂
蘭
盆
御
書
一
七
七
三
」 

 

御
盆
の
侯
、
檀
家
の
皆
様
方

に
は
、
法
華
経
に
帰
依
し
、
お
題

目
を
語
り
、
一
人
で
も
多
く
の

人
に 

「
伝
え
」
「
弘
め
る
」
こ
と

に
よ
っ
て
現
世
安
穏
・後
生
善
処 

の
喜
び
を
求
め
な
が
ら
、
日
頃 

   

の
信
行
生
活
に
精
進
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

信
行
受
持
の
お
題
目 

日
蓮
大
聖
人
様
は
ご
本
佛
の

大
慈
悲
を
妙
法
蓮
華
経
の
五
字

に
込
め
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経

の
お
題
目
を
「
祈
り
・
悟
り
・
行

う
」
三
大
秘
法
の
題
目
信
唱
受

持
の
易
行
を
私
達
に
授
け
ら
れ

ま
し
た
。
そ
れ
を
自
分
自
身
の

も
の
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
即
ち
、

自
分
の
行
い
が
他
の
人
々
の
心

を
動
か
す
、
自
行
化
他
の
お
題

目
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
ご
承

知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。 

特
に
、
檀
信
徒
と
し
て
の
本

分
を
尽
す
た
め
、
諸
行
事
の
ご

奉
仕
な
ど
、
信
行
受
持
を
深
め

ら
れ
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
。 

 

お
盆
施
餓
鬼
供
養
会 

今
般
、
お
盆
会
の
行
事
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、
特
に
、
来
る
八

月
十
九
日
（
日
）
、
當
山
で
は
盂

蘭
盆
施
餓
鬼
供
養
会
が
奉
修

さ
れ
ま
す
。
皆
様
と
共
に
、
ご

家
族
揃
っ
て
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
。 

  
 

       

巻
頭
の
日
蓮
大
聖
人
の
お
言

葉
に
あ
る
よ
う
に
、
親
子
の
死

別
は
月
日
が
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
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平
成
十
九
年 

 

屋
上
土
丁
亥
歳 

 

盛 

夏 

現
世
安
穏 

 

後
生
善
処 

 

南
無
妙
法
蓮
華
経 



嘆
き
が
深
ま
る
と
申
し
ま
す
。

生
、
老
、
病
、
死
の
四
苦
の
う
ち

で
一
番
の
苦
は
な
ん
と
い
っ
て
も

肉
親
の
別
れ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。  

 
 

 
 

 

家
族
の
死
は
淋
し
く
つ
ら
い
も
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
肉
親

の
情
愛
は
暖
か
く
心
強
く
有
り

難
い
も
の
で
す
。
特
に
親
子
の
き

ず
な
は
、
昔
も
今
も
変
わ
り
ま

せ
ん
。
親
子
の
き
ず
な
は
ど
ん

な
に
切
ろ
う
と
し
て
も
切
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 盂
蘭
盆
会
の
い
わ
れ 

         

目
蓮
尊
者
は
亡
き
母
親
の
姿

を
見
た
い
と
思
い
、
修
行
を
重

ね
、
神
通
力
を
得
て
見
る
こ
と

の
で
き
た
母
親
の
婆
は
餓
鬼
道

に
あ
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
あ
わ
れ

な
姿
で
し
た
。
目
連
尊
者
は
嘆

き
悲
し
み
、
何
と
か
し
て
母
親

を
救
い
た
い
と
思
案
し
ま
し
た
。

目
蓮
尊
者
の
見
た
母
親
の
姿
は

「
倒
懸

と

う

け

ん

の
苦
し
み
」
と
申
し
ま
す
。

そ
の
餓
鬼
界
に
あ
る
衆
生
を
救

う
為
の
法
要
が
、
聖
僧
に
百
味

の
飲
食
五
薬
を
供
養
す
る
と
い

う
盂
蘭
盆
会
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
功
徳
こ
そ
が
、
母
の
苦
し
み
を

救
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
本
は

法
華
経
お
題
目
の
功
徳
に
よ
る

も
の
な
の
で
す
。
目
連
尊
者
が

法
華
経
を
信
じ
た
大
善
は
、
我

が
身
が
仏
に
成
る
だ
け
で
な
く

父
母
も
仏
に
成
る
こ
と
が
で
き
、

さ
ら
に
上
七
代
・
下
七
代
の
子

孫
に
到
る
ま
で
も
仏
に
成
る
と

教
示
き
れ
て
い
ま
す
。 

 

法
華
経
信
仰
の
目
的
は
言
う

ま
で
も
な
く
「
現
世
安
穏
・
後
生

善
処
」で
あ
り
ま
す
。
法
華
経
と

い
う
妙
薬
は
病
を
治
そ
う
と
す

る
慈
し
み
で
あ
り
、
日
蓮
聖
人

の
ご
出
現
は
慈
悲
心
に
基
づ
く

も
の
で
あ
り
ま
す
。
大
慈
は
安

楽
を
与
え
、
大
悲
は
苦
悩
を
抜

き
去
る
も
の
で
あ
り
、
お
盆
に
は
、

真
心
を
こ
め
て
お
題
目
を
唱
え

て
、
ご
先
祖
き
ま
を
お
む
か
え

致
し
、
親
孝
行
の
お
経
と
い
わ

れ
る
法
華
経
で
追
善
の
真
を
奉

げ
た
い
も
の
で
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 
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『餓鬼草紙』より 
（東京国立博物館蔵） 

当山、盂蘭盆施餓鬼供養会 

平成 17年度～平成 34年度 

立正安国・お題目結縁運動 

日 蓮 宗 
 



筆
頭
総
代 

 

村
上 

夘
三 

 
〝
信
行
に
生
き
る
〟 

  

妙
教
寺
だ
よ
り
が
平
成
十
九

年
一
月
に
再
刊
さ
れ
て
檀
信
徒

の
皆
様
と
共
に
受
け
取
り
、
内

容
を
喜
ん
で
読
ま
せ
て
頂
き
ま

し
た
が
、
月
日
の
た
つ
の
も
早
い

も
の
で
二
十
三
号
の
原
稿
締
め 

         

切
り
が
近
づ
き
、
今
号
は
、
何
を

書
こ
う
か
と
ス
ト
ー
リ
ー
に
手

間
取
っ
て
い
ま
す
。 

人
間
と
し
て
此
の
世
に
生
を

う
け
、
生
か
さ
れ
て
来
た
私
も

今
年
で
八
十
歳
に
手
が
届
く
年

齢
と
な
り
ま
し
た
。 

諸
天
始
め
両
親
兄
弟
の
加
護

を
受
け
、
今
日
ま
で
数
々
の
大

病
に
も
打
勝
ち
健
康
に
過
ご
し

て
来
た
事
は
、
縁
あ
っ
て
日
蓮
宗

の
信
者
と
な
れ
た
今
日
迄
、
日

蓮
大
聖
人
の
庇
護

ひ

ご

の
も
と
檀
信

徒
の
皆
様
、
親
兄
弟
援
助
の
賜 

と
感
謝
し
、
日
々
の
中
、
六
十 

 
 

 
 

 
 

歳
で
会
社
を
定
年
開 

 
 

 
 

 
 

放
さ
れ
た
自
分
が
今 

 
 

 
 

 
 

か
ら
歩
む
途
は
何
か 

 
 

 
 

 
 

真
剣
に
考
え
さ
せ
て 

 
 

 
 

 
 

戴
き
、
誰
か
ら
も
負 

 
 

 
 

 
 

け
な
い
人
一
倍
の
信 

 
 

 
 

 
 

行
だ
と
考
え
、
事
あ 

 
 

 
 

 
 

る
事
に
、
参
加
し
家 

 
 

 
 

 
 

で
も
信
行
に
邁
進
し 

た
結
果
が
今
の
自
分
が
あ
る
の 

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

今
後
は
、
自
分
を
始
め
他
を

も
奨す

す

め
ん
事
こ
そ
諸
天
か
ら
授さ

ず

け
ら
れ
た
経
本
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。 

迷
え
る
人
に
道
を
教
え
進
む

べ
き
道
理
を
弁

わ
き
ま

え
な
い
人
に
は

正
論
を
！
と
、
共
に
学
び
二
十 

年
間
続
い
た
身
延
山
か
ら
清
澄

寺
・
誕
生
寺
団
参
を
毎
年
欠
か

さ
ず
実
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。 

         

脳
裏
に
や
き
つ
く
思
い
出
と 

し
て
大
聖
人
の
お
膝
元
の
身
延

山
の
し
だ
れ
桜
、
清
澄
寺
の
大

聖
人
の
銅
像
、
誕
生
寺
の
鯛
の

浦
遊
覧
、
河
口
湖
レ
ジ
ー
ナ
ホ

テ
ル
か
ら
の
夜
明
け
の
、
日
本
一

の
山
富
士
山
の
勇
姿
、
一
度
眼 
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身延山久遠寺のしだれ桜の前にて 

千葉県清澄寺にて 

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 



暑中お見舞い申し上げます 

平成十九年丁亥歳 盛夏 

    妙教寺 護持会会長 

村 上  夘 三 

          

に
し
た
ら
一
生
忘
れ
ら
れ
な
い

崇
高
さ
と
、
輝
き
が
眼
に
焼
き

つ
い
て
離
れ
ま
せ
ん
。 

又
、
東
京
都
多
摩
区
野
川
の

両
岸
に
咲
き
誇
る
桜
の
花
も
、

日
本
で
指
折
り
の
桜
の
名
所
で

し
ょ
う
。 

信
行
す
る
事
に
よ
り
心
身
と

も
に
健
康
で
、
菩
提
寺
で
あ
る

妙
教
寺
の
益
々
の
繁
栄
に
檀
信

徒
の
皆
様
と
信
行
に
励
ん
で
行

き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

妙
教
寺
総
代 

 

松
尾 

勝
次 

 

〝
お
寺
様
と
私
〟 

 

私
が
初
め
て
お
寺
様
に
伺
っ

た
の
は
、
ま
だ
小
学
校
高
学
年

の
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
日
は
、
体
調
を
く
ず
し
、
母

に
連
れ
ら
れ
て
来
ま
し
た
。 

坊
守
様
に
風
邪
と
り
を
し
て

い
た
だ
き
、
お
経
を
唱
え
て
い
た

だ
き
、
元
気
に
な
っ
て
家
に
帰
っ

て
き
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

坊
守
様
と
母
が
ど
ん
な
話
を
さ

れ
て
い
た
か
小
学
生
の
私
に
は

解
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

そ
れ
か
ら
も
、
何
度
と
な
く

体
調
を
く
ず
し
、
お
寺
様
に
伺

い
風
邪
と
り
を
し
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
初
め
て

坊
守
様
よ
り
お
話
が
あ
り
ま
し

た
。
「
勝
次
君
、
あ
な
た
は
、
お

坊
さ
ん
に
な
っ
て
罪
の
償
い
を
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
因

縁
を
持
っ
て
い
る
。
体
調
を
く
ず

し
て
い
る
の
は
、
そ
の
お
知
ら
せ

で
す
。
」
と
、
告
げ
ら
れ
た
こ
と

を
覚
え
て
お
り
ま
す
。 

        

そ
れ
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
日
曜

の
度
に
、
お
寺
様
に
行
き
、
本

堂
や
境
内
の
掃
除
の
お
手
伝
い

を
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
し
た
。

普
通
の
子
供
で
し
た
ら
お
寺
さ

ん
な
ん
か
行
き
た
く
な
い
遊
ん 

で
い
た
方
が
い
い
と
考
え
る
の
で 

し
ょ
う
が
、
誰
に
言
わ
れ
事
な
し

自
然
と
お
寺
様
に
足
が
向
く
の

で
し
た
。 

年
が
経
つ
に
つ
れ
お
寺
様
の

は
か
ら
い
で
青
少
年
育
成
よ
い 
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会計報告をする松尾総代 

千葉県誕生寺にて 



子
の
会
、
発
会
を
始
め
、
林
間

学
校
、
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
、
勉
強
会
、

研
修
会
への
入
会
を
さ
せ
て
い
た 

だ
き
、
お
経
を
読
み
な
が
ら
、 

規
則
正
し
い
生
活
、
思
い
や
り
の

あ
る
心
、
お
互
い
が
助
け
合
う

心
を
学
び
、
実
践
し
て
行
く
こ

と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

そ
の
間
は
、
今
は
亡
き
日
貫

上
人
を
始
め
、
日
賢
上
人
、
坊

守
様
、
寺
族
の
方
々
に
大
変
お

世
話
に
な
り
感
謝
致
し
て
お
り

ま
す
。 

そ
ん
な
私
は
今
で
は
五
十
四

歳
、
最
初
に
坊
守
様
よ
り
告
げ

ら
れ
た
、
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
で

も
罪
の
償
い
を
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
の
責
任
は
果
た
し
て

は
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
私
に
、

亡
き
日
貫
上
人
よ
り
、
妙
教
寺

総
代
と
い
う
大
役
を
い
た
だ
き
、

こ
の
こ
と
が
、
お
神
様
の
ご
指
導

で
お
坊
さ
ん
に
成
ら
な
く
て
も
、

成
っ
た
つ
も
り
で
お
題
目
の
心
を

も
っ
て
、
お
寺
様
や
、
檀
信
徒
の

皆
さ
ん
の
為
、
働
き
な
さ
い
、
と
、

ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
も
の
と

信
じ
て
お
り
ま
す
。 

今
後
も
こ
の
ご
縁
の
為
に
も
精

進
し
て
い
く
覚
悟
で
あ
り
ま
す
。 

 

信
行
会 

 

山
口 

枝
折 

 

〝
信
行
会
に
参
加
し
て
〟 

 
お
釈
迦
様
の
お
話
、
花
祭
り

の
お
話
と
随
分
と
教
え
て
戴
き

勉
強
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

お
経
も
少
し
ず
つ
覚
え
て
き

ま
し
た
、
色
々
な
事
を
教
え
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
、
資
料
も
沢

山
集
ま
り
ま
し
た
。 

諸
山
に
お
参
り
し
て
き
ま
し

た
。
身
延
山
に
行
き
た
か
っ
た
の

で
す
が
、
友
人
と
一
緒
で
そ
う

も
参
ら
ず
、
ま
た
の
機
会
が
あ

り
ま
す
よ
う
に
祈
っ
て
お
り
ま

す
。
毎
月
参
加
さ
せ
て
頂
い
て
い

ま
す
信
行
会
で
は
、
植
村
さ
ん

の
奥
さ
ん
か
ら
、
親
切
丁
寧
に

お
経
が
今
何
処
で
す
、
と
教
え

て
も
ら
い
感
謝
し
て
い
ま
す
。 

        

写
経
も
先
月
か
ら
や
ら
し
て

戴
い
て
い
ま
す
。
お
寺
へ
の
、
ご
縁

に
感
謝
し
て
出
来
る
限
り
信
行

会
に
参
加
し
た
い
と
思
っ
て
い
る

此
の
頃
で
す
。 

 
護
持
会
事
業
担
当
副
部
長 

小 

林 
 

稔 

 

〝
帰
山
式
に
参
加
し
て
〟 

 

昨
年
十
一
月
一
日
か
ら
今

年
二
月
十
日
迄
、
中
山
法
華
経

寺
で
行
わ
れ
た
大
荒
行
を
無
事

成
満
さ
れ
た
圓
頓
寺
の
若
上
人

の
帰
山
報
告
式
に
、
妙
教
寺
か

ら
も
三
十
五
名
の
方
々
と
一
緒

に
参
加
さ
せ
て
頂
き
感
激
致
し

ま
し
た
。 

帰
山
報
告
式
は
県
内
外
か
ら

大
勢
の
僧
侶
の
方
々
や
、
檀
信

徒
の
方
々
に
見
守
ら
れ
た
中
で

厳
粛
に
営
ま
れ
ま
し
た
。 

         

は
じ
め
は
、
加
行
僧
に
よ
る

水
行
式
が
行
わ
れ
続
い
て
力
強

い
お
経
法
楽
加
持
を
し
て
頂
き
、

式
で
は
行
僧
の
紹
介
、
い
ろ
ん
な

5 

信行会で写経をされる 

山口さん 

帰山報告式で加行僧による水行式 

（左上、導師をされる英人上人） 

5 



常在寺様本堂に集まられた 

九州各県の檀信徒の皆さん 

方
々
か
ら
の
御
祝
の
挨
拶
が
あ

り
、
続
い
て
帰
山
奉
告
文
で
は
、

壱
百
日
間
は
仏
天
の
ご
加
護
を

賜
り
修
行
の
厳
し
さ
を
顧
み
な

が
ら
、
無
事
帰
山
出
来
た
事
の

感
謝
と
、
今
後
加
行
で
培
っ
た

精
神
力
で
法
華
経
弘
通
の
為
頑

張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
、

と
、
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。 

 

口
で
は
壱
百
日
と
は
言
え
、
三

時
間
の
睡
眠
と
一
日
二
回
の
質

素
な
食
事
、
日
に
七
回
の
水
行

と
読
経
三
昧
そ
の
よ
う
な
壮
絶

な
苦
行
に
鍛
え
無
事
成
満
。 

 

帰
り
を
待
ち
わ
び
た
家
族
や

檀
信
徒
の
方
々
の
喜
び
が
、
満

ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

私
も
何
度
か
帰
山
式
は
経
験

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
今
回

は
、
特
別
な
思
い
で
し
た
。 

 

自
分
の
息
子
と
年
が
変
わ
ら

な
い
為
、
何
か
自
分
の
息
子
の

様
な
思
い
で
、
成
長
さ
れ
た
若

上
人
の
お
姿
を
拝
見
し
た
時
に

は
、
感
動
致
し
ま
し
た
。 

一
つ
残
念
な
事
は
、
昨
年
荒

行
に
入
行
さ
れ
る
時
に
は
元
気

な
姿
で
見
送
っ
て
下
さ
い
ま
し
た

祖
父
（
恵
海
上
人
）
が
遷
化
さ

れ
、
こ
の
日
を
心
待
ち
に
さ
れ
て

い
た
事
を
思
う
と
残
念
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
は
、
御
上
人
（
英
知

上
人
）
の
片
腕
と
な
っ
て
圓
頓
寺

の
益
々
の
発
展
に
貢
献
さ
れ
る

事
を
願
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
帰

山
式
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
私
も
、
お
寺
の
護

法
護
持
の
為
に
お
役
に
立
て
る

よ
う
に
頑
張
っ
て
参
り
た
い
と
思

い
ま
す
の
で
宜
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。 

当
山
庶
務  

松
尾 

勝
博 

 

〝
檀
信
徒
研
修
道
場
に 

参
加
し
て
〟 

昨
年
九
月
五
日
・
六
日
の
二

日
間
の
日
程
で
、
第
二
十
三
回

九
州
教
区
檀
信
徒
研
修
道
場

に
、
御
住
職
の
計
ら
い
で
参
加
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。 

        

今
回
は
、
長
崎
県
宗
務
所
の

担
当
で
、
大
村
湾
に
面
し
た
川

棚
町
に
ご
ざ
い
ま
す
、
常
在
寺

様
を
第
一
会
場
に
、
第
二
会
場

は
宿
泊
先
の
国
民
宿
舎
く
じ
ゃ

く
荘
に
於
い
て
講
義
と
懇
親
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 
本
年
は
、
千
葉
県 

常
不
軽

寺
御
住
職
・
赤
堀
正
明
上
人
を 

講
師
に
迎
え
、
現
在
、
宗
門
で 

は
「
立
正
安
国 
お
題
目
結
縁 
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              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 

 
建 設 業 



御祝い・法事など、また、ご進物・ご贈答に 

のお菓子を愛用下さいませ。 

                      

名菓     大野城サティ店 
大野城市錦町 4丁目 1-1 大野城サティ 1階 
ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-592-2126 

運
動
」
を
提
唱
し
活
動
を
行
っ
て

お
り
「な
ぜ 

今 

立
正
安
国
」 

を
テ
ー
マ
に
「
立
正
安
国
論
」
の

解
説
等
を
、
二
日
間
に
亘
っ
て

三
回
の
講
義
を
担
当
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
が
御
生 

れ
に
な
っ
た
頃
は
、
政
治
が
疎
か

に
な
り
、
貧
し
い
国
民
が
増
え
、

大
地
震
や
干
ば
つ
が
起
こ
り
、

流
行
病
等
が
広
ま
り
、
正
に
末

法
の
世
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
大
聖
人
は
、
末
法
の
世
か
ら

安
国
の
世
に
変
え
る
に
は
、
法

華
経
だ
だ
一
つ
と
悟
り
を
啓
か

れ
、
「
我
、
日
本
の
柱
と
な
ら

ん
」
・
「
我
、
日
本
の
眼
目
と
な
ら

ん
」
「
我
、
日
本
の
大
船
と
な
ら

ん
」
と
誓
わ
れ
、
法
華
経
を
弘
め

ら
れ
ま
し
た
。
後
に
幕
府
に
「
立

正
安
国
論
」を
献
上
し
、
数
々
の

法
難
に
遭
わ
れ
な
が
ら
も
、
法

華
経
を
弘
め
続
け
て
お
ら
れ
ま

し
た
。 

私
た
ち
は
、
大
聖
人
と
は
、

違
う
時
代
を
生
き
て
お
り
ま
す

が
、
現
在
の
日
本
の
社
会
問
題

と
し
て
、
い
じ
め
、
又
い
じ
め
を

受
け
る
事
を
苦
に
し
て
自
殺
を

す
る
子
供
た
ち
、
低
年
齢
層
の

殺
人
事
件
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
、
少

子
化
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
問

題
を
日
本
で
は
抱
え
て
お
り
、

末
法
の
世
と
化
し
て
ま
す
。
だ

か
ら
こ
そ
、
「
今 

立
正
安
国
」

が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。 

       

ザ
ッ
と
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

講
義
の
中
心
と
な
る
と
こ
ろ
を
、

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本

当
に
、
現
代
の
世
の
中
は
、
信
仰

が
薄
れ
た
社
会
が
広
が
り
、
末

法
の
世
と
化
し
て
い
る
と
私
も

感
じ
と
っ
て
い
る
し
だ
い
で
す
。 

お
釈
迦
さ
ま
が
説
か
れ
た
法

華
経
を
信
じ
て
弘
め
ら
れ
た
大

聖
人
、
そ
の
大
聖
人
を
通
し
て
、

私
た
ち
も
法
華
経
（
お
題
目
）
に

縁
を
頂
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、

法
華
経
の
為
又
、
立
正
安
国
の

た
め
日
々
努
力
し
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、
私
自

身
、
ま
ず
は
、
こ
の
「
妙
教
寺
だ

よ
り
」
で
研
修
道
場
で
講
義
を

受
け
て
き
た
、
一
言
で
は
あ
り

ま
す
が
、
皆
様
に
、
ひ
ろ
め
て
、

安
国
の
世
の
中
に
早
く
な
る
よ

う
願
っ
て
、
書
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

今
回
こ
の
ご
縁
を
頂
き
、
私

の
立
場
と
し
て
の
、
再
認
識
が

出
来
た
こ
と
を
感
謝
し
て
お
り

ま
す
。 

行
届
か
ぬ
私
で
す
が
今
後
共

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

                        
7 
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常在寺様本堂前にて 



厳粛に営まれた西筑組寺院 

各聖による施餓鬼法要会 

西
筑
組
檀
信
徒 

  

〝
第
三
十
六
回
海
上
施
餓
鬼 

大
法
要
に
参
加
し
て
〟 

村
上 

夘
三 

 

西
筑
組
門
中
会
主
催
の
海
上 

施
餓
鬼
が
今
年
も
七
月
十
九

日
猛
暑
無
風
の
中
、
玄
界
灘
を

一
望
す
る
佐
賀
県
唐
津
市
の
唐

津
シ
ー
サ
イ
ド
ホ
テ
ル
別
館
「
羽

衣
」で
約
三
百
名
の
寺
院
、
檀
信

徒
の
参
加
の
下も

と

、
開
催
さ
れ
ま

し
た
。 

         

当
、
春
日
山
妙
教
寺
か
ら
は
、

御
住
職
荒
木
英
知
上
人
、
住
職

夫
人
の
特
別
御
参
加
を
は
じ
め
、

総
代
役
員
、
婦
人
会
役
員
、
一

般
檀
信
徒
、
総
数
二
十
五
名
の

皆
様
方
が
、
早
朝
七
時
頃
か
ら

妙
教
寺
本
堂
に
お
集
り
頂
き
、

七
時
半
諸
天
善
神
仏
菩
薩
様

に
御
祈
念
を
済
ま
せ
八
時
に
、

チ
ャ
ー
タ
ー
し
た
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で

妙
教
寺
を
出
発
し
、
本
日
の
会

場
の
唐
津
シ
ー
サ
イ
ド
ホ
テ
ル
へ

向
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

唐
津
シ
ー
サ
イ
ド
ホ
テ
ル
は

今
度
で
二
度
目
で
あ
り
ま
す
が
、

私
の
脳
裏
に
深
く
焼
き
つ
い
て

お
り
ま
す
の
は
、
本
大
会
の
発

起
人
で
あ
ら
れ
た 
亡
、
日
貫

上
人
様
が
十
六
年
前
、
当
時
、

同
ホ
テ
ル
本
館
の
大
ホ
ー
ル
で
、

西
筑
組
門
中
寺
院
の
代
表
と
し

て
「
第
二
十
回
記
念
大
会
」
で
大

導
師
を
お
勤
め
に
な
ら
れ
た
の

が
つ
い
最
近
の
如
く
思
わ
れ
て
、

そ
の
時
の
こ
と
が
私
の
脳
裏
に
よ

み
が
え
り
ま
し
た
。 

夢
で
あ
っ
て
良
い
、
こ
の
壇
上

に
日
貫
上
人
、
日
賢
上
人
様
が

お
ら
れ
た
ら
と
思
う
と
、
眼
か

ら
涙
が
こ
ぼ
れ
落
ち
ま
し
た
。 

本
日
の
大
法
要
も
順
調
に
進

み
、
有
難
い
事
に
本
日
の
焼
香

も
西
筑
組
門
中
檀
信
徒
の
代
表

と
し
て
一
番
に
指
名
さ
れ
壇
上

に
あ
が
り
、
私
が
一
番
尊
敬
の

念
を
持
っ
て
い
た
日
貫
上
人
様
、

日
賢
上
人
様
に
、
現
在
の
妙
教

寺
の
檀
信
徒
の
状
況
を
具

つ
ぶ
さ

に
報

告
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

又
、
元
寇
の
役
で
殉
難
さ
れ

た
彼
我

ひ

が

両
軍
の
死
者
や
、
先
の

大
戦
で
の
犠
牲
と
な
ら
れ
た

方
々
に
も
厳
粛
に
成
仏
な
さ
れ

る
事
が
出
来
ま
す
事
を
祈
念
致

し
ま
し
た
。
参
加
さ
れ
た
皆
様

も
私
同
様
祈
念
さ
れ
た
事
と
思

い
ま
す
。 

昼
食
後
、
午
後
の
講
演
で
は
、

島
原
市
護
国
寺
御
住
職
、
岩
永

泰
賢
上
人
よ
り
、
私
達
の
信
仰

の
根
本
と
な
る
「
考
え
方
」
、
「
生

き
方
」
、
「
伝
え
方
」
に
つ
い
て
の

有
り
難
い
講
話
を
頂
き
ま
し
た
。

自
分
だ
け
の
信
仰
で
な
く
子
孫

に
正
し
く
、
時
に
は
厳
し
く
伝

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

感
じ
な
が
ら
、
大
会
の
終
了
を

迎
え
ま
し
た
。 

こ
の
様
な
大
会
に
元
気
で
参

加
さ
せ
て
戴
い
た
事
に
深
く
感

謝
の
念
を
持
っ
て
筆
を
置
き
ま

す
。 

合 

掌 
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海上施餓鬼大法要に参加された皆様 



                        

                        

                        

                        

 
役 

員 

紹 

介 

9 

住  職 
代表役員 

荒木 英知 
法人 妙教寺執事 

髙野 英典 

法人 妙教寺庶務 

松尾 勝博 

総 代 

護持会事務局総務 

白水 岩人 

総代・護持会副会長 

事務局会計 

花田 正月 

総代・護持会副会長 

事務局長・信行会会長 

植村 俊親 

筆頭総代 

護持会会長 

村上 夘三 

護持会事業担当副部長 

小林  稔 

護持会事業担当部長 

護持会会計監査 

臼井 義光 

護持会広報部 

白水 敏幸 

総 代 

護持会事務局会計 

松尾 勝次 

婦人会会長 

古賀 静枝 

婦人会顧問 

信行会役員 

谷 エツ子 

法人 妙教寺会計 

尾城 富子 

法人 妙教寺修徒 

髙野 英一 
 



                        

                        

                        

            

護
持
会
が
新
し
い
体
制
に

な
り
、
早
三
年
目
を
迎
え
新
し

い
役
員
さ
ん
も
増
え
ま
し
た
。

私
共
、
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が

大
聖
人
の
教
え
で
も
あ
り
ま

す
「
異
体
同
心
」
の
心
で
、
皆

様
方
と
共
に
、
妙
教
寺
の
発
展

と
よ
り
良
い
護
持
会
会
活
動

に
努
め
て
行
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
今
後
も
皆
様
方
の

お
力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

役
員
一
同 

10 

婦人会副会長 

伊藤 邦枝 
婦人会副会長 

船越 絹子 
婦人会会計 

樋口 美智子 
婦人会役員 

手島 悦子 

婦人会役員 

村上 八重子 
婦人会役員 

村上 英子 
婦人会役員 

小林 あけみ 

信行会会計 

藤目 久美 

信行会会計 

婦人会会計監査 

高原 靖子 
 

信行会役員 

川迫 清子 
信行会役員 

髙野 スミ子 
信行会役員 

有岡 栄子 

乙金地区役員 

伊藤 タカ子 
乙金地区役員 

白壁 由紀子 



故郷の墓前に向って回向せれる大聖人 

                        

                        

 

一
生
の
大
半
を
法
華
経
に
捧

げ
ら
れ
た
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て

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
。
建
治
二
年
（
一
二
七

六
）
に
弟
子
を
伴
っ
て
身
延
山
へ

初
登
山
さ
れ
て
以
来
、
故
郷
の

空
を
な
つ
か
し
が
ら
れ
両
親
の
い 

た
昔
を
思
い
出
し
、
両
親
と
、
こ

の
年
の
六
月
に
入
寂
さ
れ
た
旧

師
道
善
御
房
の
お
墓
を
遠
く
か

ら
（現
在
の
身
延
山
奥
之
院
「思

親
閣
」
）
回
向
し
て
は
涙
を
そ
そ

が
れ
た
の
で
し
た
。 

『
報
恩
抄
』
は
、
旧
師
道
善
御

房
に
対
し
、
報
恩
感
謝
の
気
持

ち
を
捧
げ
菩
提
を
追
悼
す
る
た

め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。

聖
人
は
弟
子
を
清
澄
に
遺
さ
れ

道
善
御
房
の
墓
前
で
こ
れ
を
読

誦
せ
し
め
ら
れ
ま
し
た
。 

大
意
と
し
て
は
、
人
間
の
行

う
べ
き
根
本
の
道
と
し
て
知
恩

報
恩
を
あ
げ
、
な
か
で
も
法
華

経
信
仰
こ
そ
真
実
の
報
恩
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、
法
華
経
の

行
者
と
し
て
報
恩
の
大
道
を
歩

ん
で
き
た
自
己
の
功
徳
を
旧
師

道
善
御
房
の
御
身
に
集
ま
る
こ

と
を
回
向
さ
れ
て
い
る
。 

（髙
野 

英
典
） 

（「日
蓮
聖
人
御
一
代
記
」参
考
） 

 

日
蓮
大
聖
人
の
お
こ
と
ば 

② 

報ほ

う 

恩お

ん 

抄
じ
ょ
う 

日
蓮
が
慈
悲

じ

ひ

広
大

こ
う
だ
い

な
ら
ば 

南
無
妙
法
蓮
華
経
は
万ま

ん

年ね
ん

の
外ほ

か

未
来

み

ら

い

ま
で
も 

流
布

る

ふ

す
べ
し
。
日
本
国
の
一
切

い
っ
さ

い

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

の 

盲
目

も
う
も
く

を
開ひ

ら

け
る
功
徳

く

ど

く

あ
り
。
無
間

む

げ

ん

地
獄

じ

ご

く

の 

道
を
ふ
さ
ぎ
ぬ
。
こ
の
功
徳
は
伝
教

で
ん
ぎ
ょ
う

・ 

天
台

て
ん
だ
い

に
越
え
龍
樹

り
ゅ
う
じ
ゅ

・
迦
葉

か
し
ょ
う

に
も
す
ぐ
れ
た
り
。

極
楽

ご
く
ら
く

百
年

ひ
ゃ
く
ね
ん

の
修
行
は
穢
土

え

ど

一
日

い
ち
に
ち

の
功
徳
に 

及
ば
ず
。
正
像

し
ょ
う
ぞ
う

二
千
年
の
弘
通

ぐ

づ

う

は
末
法

ま
っ
ぽ
う

の 

一
時

い

ち

じ

に
劣お

と

る
か
。
こ
れ
偏ひ

と
え

に
日
蓮
が
智ち

の 

か
し
こ
き
に
は
あ
ら
ず
。
時と

き

の
し
か
ら
し
む
る
の
み
。 

（聖
人
五
十
五
歳
身
延
で
の
著
述
） 
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下村観山作 

「蒙古調伏曼陀羅授与之図」 

    

「
蒙

も

う

古
調
伏

こ

ち

ょ

う

ふ

く

の
旗

は

た

曼
荼
羅

ま

ん

だ

ら

」 

並
に
「
日
蓮
聖
人
御
尊
像
」 

（元
寇
園
教
会
安
置
） 

         

日
蓮
聖
人
は
立
正
安
国
論
の

中
で
、
一
刻
も
早
く
国
主
も
国

民
も
信
仰
の
寸
心
を
改
め
な
け

れ
ば
、
い
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い

二
つ
の
大
き
な
災
難
で
あ
る
、
自じ

界か

い

叛
逆
難

は
ん
ぎ
ゃ
く
な
ん

と
他
国

た

こ

く

侵
逼
難

し

ん

ぴ

つ

な

ん

に

悩
ま
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
、
警
告

さ
れ
ま
し
た
。
果
し
て
予
言
は 

適
中
し
、
文
永
十
一
年
と
弘
安

四
年
の
二
度
に
渡
り
蒙
古
襲
来

を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

特
に
二
度
目
の
襲
来
と
な
る
弘

安
の
役
で
は
、
十
四
万
の
大
軍

が
約
四
千
五
百
艘
の
大
船
団
と

な
っ
て
攻
め
て
き
ま
し
た
。
「
国 

 
 

 
 

 
 

が
滅
べ
ば
法
を
保
つ 

 
 

 
 

 
 

人
は
い
な
く
な
る
」 

 
 

 
 

 
 

と
、
か
ね
て
か
ら
主 

 
 

 
 

 
 

張
し
て
お
ら
れ
た
日 

 
 

 
 

 
 

蓮
聖
人
は
蒙
古
襲 

 
 

 
 

 
 

来
の
報し

ら

せ
を
聞
き
国 

 
 

 
 

 
 

恩
に
報
じ
る
た
め
自 

 
 

 
 

 
 

ら
国
難
退
散
の
祈
祷 

 
 

 
 

 
 

を
行
い
又
、
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
蒙
古
調
伏
の
為
の
、

旗
曼
荼
羅
を
書
き
、
弟
子
の
武

将
「
宇う

都
宮

つ

の

み

や

貞さ

だ

綱つ

な

」
に
預
け
、
博

多
湾
に
臨の

ぞ

ま
せ
ま
し
た
。
そ
の

直
後
、
突
如
と
し
て
神
風
が
起

こ
り
一
晩
の
う
ち
に
蒙
古
の
大 

         

船
団
を
潰
滅

か

い

め

つ

し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
元
寇
園
安
置
の
旗
曼
荼
羅

は
こ
れ
を
、
史
実
に
基
づ
き

丁
寧

て

い

ね

い

に
模も

写し

ゃ

さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
教
会
開
設
（
昭
和

四
十
年
）
の
折
、
時
の
信
者
「
藤

野
と
り
」
女
よ
り
奉
献
さ
れ
た

も
の
で
す
。 

又
、
日
蓮
聖
人
尊
像
は
、  

 

妙
教
寺
第
五
世 

順
忠 

 
 

 

院
日
貫
上
人
（英
忠
上 

 
 

人
）の
御
師
僧
で
あ
ら 

 
 

 
 

れ
た
、
東
公
園
銅
像
護 

 
 

 

持
教
会
の
第
六
世
主
管 

 
 

 
 

を
勤
め
ら
れ
た
、
唐
津 

 
 

 

法
蓮
寺
第
二
十
四
世
・田
川
天

愼
寺
（池
上
本
門
寺
別
院
）初

代
別
当
の
藤
山
英
燐
（順
信
院

日
解
）猊
下
よ
り
拝
領
し
た
、
木

彫
り
の
御
尊
像
で
す
。 

曾か

つ

て
蒙
古
襲
来
の
お
り
、
時

の
幕
府
が
蒙
古
の
使
者
の
首
を 

斬
ら
せ
た
こ
と
に
対
し
、
日
蓮 

聖
人
は
「
蒙
古
使
御
書
」
の
中
で 

「
日
本
国
の
敵
で
あ
る
念
仏
や 

真
言
な
ど
の
邪
師
は
斬
ら
れ 

ず
、
な
ん
の
罪
も
な
い
蒙
古
の
使

者
を
斬
る
と
は
ま
ち
が
っ
て
い

る
」
と
厳
し
く
批
難
さ
れ
た
時

の
こ
と
を
彷
佛

ほ

う

ふ

つ

さ
せ
る
厳
格
な

お
顔
立
ち
で
す
。 （髙

野 

英
典
） 

       

寺 

宝 

② 
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元寇園教会の旗曼荼羅 

元寇園教会に安置の日蓮大聖人像 

（約たて 70cm、よこ 70cm） 



    

《
仏
事
の
豆
知
識
》 

 

“
お
仏
壇
の
荘
厳 

” 

 

○イ 

新
し
い
仏
壇
を
購
入
し
た

り
、
御
本
尊
、
日
蓮
聖
人
像
、

御
守
護
神
様
等
を
勧
請
し
た
場

合
は
、
必
ず
お
寺
に
相
談
の
う

え
、
開
眼
供
養
を
行
い
奉
安
し

て
下
さ
い
。 

 

○ロ 

仏
壇
を
安
置
す
る 

・
仏
壇
は
大
切
に
取
り
扱
い
、
落

ち
着
い
て
礼
拝
で
き
る
所
に
安

置
し
、
い
つ
も
き
れ
い
に
掃
除
を

し
ま
し
ょ
う
。 

 

○ハ 

仏
壇
の
飾
り
方 

・
御
本
尊
（
お
曼
荼
羅
）
は
仏
壇

最
上
段
中
央
正
面
に
真
っ
直
ぐ

に
安
置
す
る
。 

・三
宝
尊
像
が
あ
る
場
合
は
、
御

本
尊
の
前
中
央
に
置
き
、
日
蓮

聖
人
像
は
そ
の
前
に
安
置
し
ま

す
。 

・
脇
掛
け
は
、
向
っ
て
右
に
鬼
子

母
神
様
、
左
に
大
黒
天
様
を
掛

け
ま
す
。 

           

※
日
蓮
聖
人
の
御
尊
像
・
脇
掛

け
は
、
お
曼
荼
羅
様
と
重
複
し

ま
す
の
で
必
ず
必
要
で
は
あ
り

ま
せ
ん 

 

・
御
先
祖
の
位
牌
又
過
去
帳
は

次
の
段
の
両
脇
に
置
き
ま
す
。 

・次
の
段
に
、
仏
飯
、
お
茶
、
水
、

お
供
物
用
の
高
杯
等
を
置
き
ま

す
。 

・
一
番
下
の
段
に
三
具
足
（
又
は

五
具
足
）
、
香
炉
（
線
香
立
て
）
、

燭
台
（ロ
ー
ソ
ク
立
て
）、
花
瓶
を 

           
置
き
ま
す
。
こ
の
時
注
意
す
る

こ
と
は
必
ず
中
心
に
香
炉
を
置

き
右
側
に
ロ
ー
ソ
ク
、
左
側
に
花

瓶
を
置
き
ま
す
。 

又
、
五
具
足
の
場
合
は
、
中 

心
に
香
炉
、
両
脇
に
燭
台
そ
の

外
側
に
花
瓶
を
置
き
ま
す
。 

・
経
机
に
具
足
を
置
く
場
合
は
、

ロ
ー
ソ
ク
の
炎
が
仏
壇
の
引
き
棚

に
か
か
ら
な
い
よ
う
特
に
注
意

し
て
下
さ
い
。
火
災
の
原
因
と
な

り
ま
す
。
（図
参
照
） 

○ニ
お
仏
壇
の
お
給
仕 

お
仏
壇
に
は
毎
日
（
朝
食
の

前
に
）
お
茶
・
お
水
・
御
仏
飯
の

お
供
え
を
し
勤
行
を
し
ま
し
ょ

う
。
お
生
花
や
お
菓
子
・
果
物

の
お
供
物
は
、
定
期
的
に
交
換

し
ま
し
ょ
う
。 

・
仏
壇
の
荘
厳
を
図
で
示
せ
ば

参
考
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

（
た
だ
し
、
仏
壇
の
大
き
さ
、
形

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
） 

故
人
の
命
日
や
年
忌
・
お
盆

や
お
彼
岸
な
ど
に
は
、
御
霊
供

膳
を
お
供
え
し
ま
し
ょ
う
。 

わ
か
ら
な
い
時
は
お
寺
へ
お
尋
ね

下
さ
い
。  

 
 

（髙
野 

英
典
） 

（講
談
社
「お
経
」参
考
） 
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参考図 一般的な仏壇の飾り方 

大
黒
天
様 

鬼
子
母
神
様 

信
行
会
よ
り 



    

《
別
院 
元
寇
園
教
会
》 

 

当
教
会
に
於
い
て
は
、
西
方

沖
地
震
後
少
し
づ
つ
で
は
あ
り

ま
す
が
、
境
内
の
整
備
な
ど
が

な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
、

皆
様
の
御
理
解
御
協
力
に
よ
る

も
の
と
、
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。 季

節
の
野
菜
や
果
物
を
、
様

様
な
方
に
ご
指
導
を
頂
き
な
が

ら
作
っ
て
お
り
ま
す
。 

        

近
年
、
カ
ラ
ス
の
被
害
に
加

え
イ
ノ
シ
シ
や
イ
タ
チ
等
も
出

没
し
は
じ
め
困
っ
て
お
り
ま
す
。

又
、
雑
草
と
の
戦
い
に
も
苦
戦

し
て
お
り
ま
す
。
農
家
の
方
の

苦
労
が
身
に
し
み
て
わ
か
り
ま

す
。
そ
れ
で
も
自
分
達
の
手
で

作
っ
た
野
菜
は
形
は
悪
く
て
も
、

わ
ず
か
な
収
穫
で
も
、
御
宝
前

に
お
供
え
さ
せ
て
頂
い
て
、
又
、

檀
信
徒
の
皆
様
に
お
配
り
し
て

喜
ん
で
頂
く
と
そ
れ
も
私
共
の

喜
び
に
変
わ
り
ま
す
。 

秋
に
は
芋
掘
り
を
予
定
し
て

お
り
ま
す
、
ぜ
ひ
皆
様
の
ご
参

加
お
待
ち
致
し
て
お
り
ま
す
。 

        

《
別
院 

三
沢
清
正
公
堂
》 

 

檀
信
徒
有
志
の
方
々
で
、
毎

月
第
一
日
曜
日
、
信
行
会
終
了

後
、
午
後
二
時
頃
妙
教
寺
を
出

発
し
て
お
参
り
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
は
、
十
五
名
ほ
ど
の
方
々

が
お
参
り
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

昨
年
の
台
風
で
お
堂
部
分
の

屋
根
が
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

現
在
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
で
応
急
処

置
を
し
て
お
り
ま
す
。
近
日
中

に
、
修
復
を
し
た
い
と
計
画
し
て

お
り
ま
す
。 

          

お
清
正
公
様
は
お
題
目
を
信

仰
す
る
者
を
ご
守
護
下
さ
る
お

神
様
で
す 

皆
様
の
お
参
り
を
心
よ
り
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

                   

各
院
か
ら
の
た
よ
り 

婦人会有志と檀信徒有志による 

唐芋苗の植え付け（900本） 

別院の剪定作業をされる 

花田総代 

お堂の中のお清正公様像 

お参りの後住職上人を 

囲んでの茶話会 

境内地整備を頑張る植村総代 
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行
事
ス
ナ
ッ
プ
あ
れ
こ
れ 

1/1 新春祝祷会 

甘酒の供養を頂きました 

1/8 各家勧請守護神祭及び 

星祭り・福引き大会 

1/21 寒修行会        

団扇太鼓を叩いて唱題行 

4/8 花まつり施餓鬼会      

婦人会による花御堂作り 

3/15 圓頓寺 第 32世 

   一妙院日淳上人本葬儀 

5/27 檀信徒総会 

  挨拶をされる住職上人 

7/19 海上施餓鬼大法要 

  献花をされる檀信徒さん 

7/22 土用丑ほうろく灸（施餓鬼会） 

   大変暑かったです 

7/23 頓写会 

  熊本本妙寺において 

7/29 お盆前大掃除 

   皆様お疲れさまでした 



   

春
日
・
惣
利
地
区 

古
賀 

喜
美
代 

          

〝
当
り
ま
し
た 

特
別
賞
〟 

 

何
か
と
く
じ
運
が
な
い
私
、

当
た
っ
て
も
テ
ィ
ッ
シ
ュ
や
そ
の

他
諸
々
で
、
最
下
位
の
物
し
か

当
た
っ
た
た
め
し
が
な
い
。
そ
れ

が
、
今
年
は
ど
う
し
た
事
か
、
最

高
賞
を
射
止
め
た
。
そ
れ
も
、

ず
っ
と
欲
し
か
っ
た
自
転
車
で
あ

る
。
現
在
私
が
乗
っ
て
い
る
の
は
、

息
子
が
高
校
時
代
に
通
学
に
使

っ
て
い
た
も
の
で
十
五
年
は
悠
に

経
っ
て
い
る
。
骨
董
品
だ
が
愛
着

が
あ
っ
て
大
切
に
使
っ
て
き
た
。 

こ
れ
も
御
先
祖
様
が
、
『
お
寺

に
参
っ
て
き
て
く
れ
て
有
難
う
』

と
、
ご
褒
美
を
下
さ
っ
た
、
そ
し

て
、
『
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
頼

む
よ
』
と
、
お
願
い
さ
れ
た
感
じ

だ
。 今

年
は
、
正
月
か
ら
良
い
年

に
な
り
そ
う
だ
、
だ
が
、
こ
れ
で
、

「
一
年
分
の
福
運
を
使
い
き
っ

た
」
と
い
う
事
に
、
な
ら
な
い
よ

う
努
力
し
た
い
と
思
う
。 

    

▼
五
月
の
連
休
に
、
熊
本
の
方

ま
で
家
内
と
一
緒
に
山
菜
を
採

り
に
出
か
け
ま
し
た
。
早
朝
よ

り
出
か
け
、
車
で
二
時
間
ほ
ど

か
か
り
ま
し
た
が
到
着
次
第
身

支
度
も
そ
こ
そ
こ
に
、
早
速
、
見

渡
す
限
り
緑
一
色
の
野
山
を
登

っ
た
り
、
下
っ
た
り
と
日
頃
の
宣

騒
を
は
な
れ
、
時
の
た
つ
の
も
忘

れ
こ
こ
ち
よ
い
汗
を
流
し
な
が

ら
採
取
に
没
頭
し
、
あ
る
程
度

の
収
穫
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。 

昼
食
は
家
内
が
作
っ
た
お
に

ぎ
り
を
ぱ
く
つ
き
な
が
ら
、
ふ
と

前
面
を
見
わ
た
し
ま
す
と
、
薄

曇
り
の
中
で
し
た
が
、
烏
帽
子

岳
を
は
じ
め
、
阿
蘇
五
岳
か
ら

な
る
大
仏
の
涅
槃
像
が
、
壮
大

な
パ
ノ
ラ
マ
と
し
て
雄
然
と
横
た

わ
っ
て
い
る
姿
が
目
に
飛
び
込
ん

で
き
ま
し
た
。 

写
真
な
ど
で
は
、
よ
く
眼
に

し
ま
す
が
、
新
鮮
な
空
気
と
見

渡
す
限
り
の
野
山
の
中
で
、
改

め
て
そ
の
雄
姿
を
ま
の
あ
た
り

に
見
ま
す
と
、
そ
の
雄
大
さ
、

荘
厳
さ
が
目
に
焼
き
付
け
ら
れ

る
と
共
に
、
自
然
の
大
切
さ
や
、

歴
史
の
重
み
が
ひ
し
ひ
し
と
感

じ
ら
れ
、
気
持
ち
の
や
す
ら
ぎ

や
、
心
の
和
み
な
ど
何
か
得
を

し
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま

し
た
。 

帰
り
は
、
五
岳
の
雄
姿
を
思

い
出
し
な
が
ら
、
交
通
安
全
、
マ

ナ
ー
に
十
二
分
に
気
を
つ
け
、 

無
事
帰
路
し
、
収
穫
し
た
山
菜

は
、
阿
蘇
の
香
り
を
つ
け
て
、
隣

り
近
所
に
お
す
そ
分
け
を
し
ま

し
た
。 

▼
お
盆
を
向
え
、
檀
信
徒
の
皆

様
の
家
庭
で
は
、
ご
先
祖
様
の

お
迎
え
な
ど
で
大
変
ご
多
忙
な

日
々
を
送
っ
て
あ
る
と
思
い
ま

す
。 日

頃
は
「
千
の
風
に
な
っ
て
」

皆
様
を
見
守
っ
て
あ
る
ご
先
祖

様
に
対
し
、
年
に
一
度
の
里
帰

り
で
す
。
感
謝
の
気
持
ち
を
そ

え
て
、
真
心
を
つ
く
し
て
お
迎
え

を
し
た
い
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

(

編
集
副
委
員
長 

白
水 

岩
人) 

あ 

と 

が 
き 

檀
信
徒
投
稿
覧 

住職上人賞が当った古賀さん 
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妙
教
寺
檀
信
徒
の
方
の
常
識

は
最
高
で
あ
る
、
三
、
四
年
前

ま
で
は
、
施
餓
鬼
会
、
祈
祷
祭
の

日
と
も
な
れ
ば
、
朝
市
側
の
道

路
に
は
、
毎
回
七
、
八
台
の
車
が

駐
車
し
て
い
た
、
駐
車
違
反
で

在
る
と
お
寺
さ
ん
の
注
意
に
よ

り
、
駐
車
違
反
は
無
く
な
り
、

そ
の
代
わ
り
他
の
人
が
駐
車
違

反
を
繰
り
返
し
て
い
る
、
他
人

が
止
め
れ
ば
二
、
三
時
間
は
と
、

思
う
の
が
人
間
の
心
情
で
あ
る
、

檀
信
徒
さ
ん
は
、
駄
目
な
も
の

は
駄
目
、
上
乗
、
上
乗
。
上
乗
と

は
、
「
佛
教
」
最
上
の
教
え
＝
大

乗
に
同
じ 

壁
の
落
書
き
が
酷
い
、
御
前

様
の
葬
儀
に
は
、
沢
山
の
人
が

集
ま
る
、
修
復
し
よ
う
と
、
有

志
で
塗
り
替
え
た
、
観
て
い
た
人

が
、
又
す
ぐ
悪
戯
さ
れ
る
と
言

っ
た
、
悪
戯
さ
れ
た
ら
、
塗
り
替

え
る
、
描
く
方
か
、
塗
り
替
え

る
方
か
、
根
気
比
べ
だ
、
今
年
の

正
月
に
描
か
れ
て
し
ま
っ
た
、
先

月
塗
り
替
え
た
、
何
時
ま
で
保

た
れ
る
か
。  

 
 

 
 

楽
、
楽 

           

住
職
の
好
意
に
よ
り
、
護
持

会
が
独
立
清
算
制
を
取
り
二
年

が
過
ぎ
、
総
会
も
無
事
終
了
し

た
、
護
持
会
費
も
目
標
に
達
し
、

予
算
も
増
額
で
き
た
。 

上
乗
、
上
乗 

別
院
で
、
住
職
が
暇
を
見
つ

け
て
は
、
日
夜
の
菩
薩
行
、
檀
信

徒
も
其
の
度
に
、
菩
薩
行
、
お

祭
り
に
は
収
穫
し
た
野
菜
が
檀

信
徒
様
に
お
持
ち
帰
り
戴
く
、  

 
 

 

感
謝 

 

感
謝 

圓
頓
寺
若
上
人
、
日
蓮
宗
で

も
特
に
百
日
間
の
修
行
は
厳
し 

さ
で
有
名
な
荒
行
（再
行
）
を
無

事
終
了
さ
れ
て
、 

帰
山
さ
れ

た
。  

 
 

 
 

 
 

上
乗 

上
乗 

さ
つ
き
が
満
開
、
若
上
人
（
順

正
院
日
賢
上
人
）
が
手
入
れ
に

余
念
が
な
か
っ
た
。
故
人
に
な
ら

れ
て
も
、
さ
つ
き
は
毎
年
綺
麗

に
咲
き
乱
れ
る
其
処
に
若
上
人

が
観
え
る
、
清
正
公
大
神
祇
と

共
に
妙
教
寺
を
お
守
り
戴
く 

「
菅
原
道
真
」
の
お
言
葉
と
同
じ
、

主
な
し
と
て
春
を
わ
す
る
な
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

悠 

悠 

池
の
鯉
が
又
一
段
と
元
気
、

さ
つ
き
も
一
段
と
綺
麗
に
咲
い

た 

護
持
会
も
盛
ん
、
祈
祷
祭
、

施
餓
鬼
会
も
盛
ん
、  

盛 

盛 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
の
ド
ラ
マ
で
、
ど
ん

ど
晴
れ
が
放
映
さ
れ
て
い
る
、

座
敷
わ
ら
じ
が
出
て
く
る
、
ど

ん
ど
夜
、
子
供
の
こ
ろ
わ
ら
を

燃
や
す
、
正
月
行
事
に
、
ど
ん

ど
夜
が
あ
っ
た
、
ど
ん
ど
と
は
、

藁
に
関
係
し
て
い
る
観
た
い
、 

上
乗
、
上
乗 

此
の
所
、
梅
雨
に
入
っ
て
も
、

中
々
雨
が
降
っ
て
呉
れ
な
い
、
九

州
南
部
は
、
大
雨
、
霧
の
中
の
太

陽
も
、
霧
に
吸
収
さ
れ
て
、
太

陽
光
線
も
、
交
通
信
号
の
、
赤
、

黄
色
の
中
間
色
み
た
い
だ
、 

温
暖
化
に
た
い
す
る
太
陽
の

危
険
信
号
か
な
。  

危
険 

危
険 

弁
慶
が
刀
狩
り
で
六
百
九
十

九
本
成
功
し
七
百
本
め
に
、
牛

若
丸
に
破
れ
た
、
今
場
所
直
方

出
身
の
魁
皇
が
七
百
勝
を
達
成

し
た
。  

 
 

 
 

 

偉
大 

偉
大 

（編
集
委
員
長 

植
村 

俊
親
） 

寸 

言 

17 

今年正月に落書きされた本院の塀 



    
◎
八
月
五
日 

（
第
一
日
曜
） 

 

・月
祈
祷
祭 

（十
時
よ
り
） 

・三
沢
清
正
公
堂
大
掃
除 

 
 

 
 

午
後
よ
り 

◎
八
月
八
日
～
十
五
日 

 

（
水
～
水
） 

 
 

・盂
蘭
盆
棚
経
廻
り 

 
 

 
 

早
朝
よ
り 

◎
八
月
十
九
日
（
第
三
日
曜
） 

 
 

・盂
蘭
盆
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 
 

午
後
一
時
よ
り 

◎
九
月
二
日 

（
第
一
日
曜
） 

・月
祈
祷
祭 

（十
時
よ
り
） 

◎
九
月
二
十
日
～
二
十
六
日 

 

（木
～
水
） 

 
 

・秋
季
彼
岸
棚
経
廻
り 

 
 

 
 

早
朝
よ
り 

◎
九
月
二
十
九
日 （

第
五
土
曜
） 

・「お
題
目
の
つ
ど
い
」 

 
 

福
津
市
妙
圓
寺
様
に
於
て 

   

◎
九
月
三
十
日
（
第
五
日
曜
） 

 

・各
家
勧
請
守
護
神
祭 

・秋
季
彼
岸 

施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 
 

午
後
一
時
よ
り 

◎
十
月
七
日 

（
第
一
日
曜
） 

 

・月
祈
祷
祭 

（十
時
よ
り
） 

◎
十
月
十
四
日
（
第
二
日
曜
） 

 
・お
会
式
法
要
会 

 

・月
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 
 

午
後
一
時
よ
り 

◎
十
一
月
四
日
（
第
一
日
曜
） 

 

・月
祈
祷
祭 
（十
時
よ
り
） 

◎
十
一
月
二
十
五
日 

 

（
第
四
日
曜
） 

 

・月
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 
 

午
後
一
時
よ
り 

◎
十
二
月
二
日
（
第
一
日
曜
） 

 

・月
祈
祷
祭 

（十
時
よ
り
） 

◎
十
二
月
十
六
日 （第

三
日
曜
） 

 

・年
末
煤
払
い
大
掃
除 

 
 

 

午
前
九
時
よ
り 

◎
十
二
月
二
十
二
日 

（第
四
土
曜
） 

 

・総
供
養
の
為
の
餅
つ
き 

 
 

 
 

早
朝
よ
り 

◎
十
二
月
二
十
三
日 

（第
四
日
曜
） 

 

・年
末
総
供
養
施
餓
鬼
会 

 
 

 
 

午
後
一
時
よ
り 

◎
十
二
月
二
十
七
日 

（第
四
木
曜
） 

・正
月
お
供
え
の
為
の
餅
つ
き 

 
 

 
 

午
前
四
時
よ
り 

◎
十
二
月
二
十
八
～
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

（金
～
日
） 

 

・正
月
飾
付
け
準
備 

      

                       

平
成
十
九
年
行
事
予
定
（
八
月
～
十
二
月
ま
で
） 

◎
毎
月 

第
一
日
曜
日
は 

・信
行
会 

（十
二
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 

〒816-0935 《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。 

※くわしくは、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 
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