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「
嗚
呼

あ

あ

受
け
が
た
き
人
界
に
生
を

う
け
、
あ
い
難
き
如
来
の
聖
教
に
あ

い
奉
れ
り
。 

一
眼
の
亀
の
浮
木
の
穴
に
あ
へ
る
が

ご
と
し
。」 

（
聖
愚
問
答
抄
） 

 

平
成
二
十
九
年
丁
酉
歳
の

初
春
を
迎
え
、
檀
信
徒
護
持
会

会
員
の
皆
様
に
心
か
ら
新
年

の
お
悦
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

昨
年
は
、
檀
信
徒
の
皆
様
よ

り
、
當
山
の
護
持
興
隆
の
為
や 

    

宗
祖
御
降
誕
八
〇
〇
年
慶
讃

記
念
事
業
な
ど
の
ご
報
恩
ご

浄
財
喜
捨
に
よ
っ
て
、
昨
秋
、

第
二
期
事
業
（
慶
讃
事
業
委
員

会
よ
り
事
業
報
告
詳
細
は
別

紙
）
が
推
進
し
、
新
年
を
迎
え

皆
様
方
の
一
層
の
ご
支
援
を

頂
き
、
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。 

ま
た
、
順
正
院
日
賢
上
人

覚
位
の
第
十
七
回
忌
法
要
で

の
ご
報
恩
の
ご
厚
志
を
賜
り
、

又
、
諸
行
事
の
ご
奉
仕
な
ど
、

種
々
の
ご
高
配
に
対
し
心
か

ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

丙
申
歳
は
、
国
内
外
を
見
る

と
、
各
地
で
テ
ロ
事
件
、
北
朝

鮮
の
核
問
題
、
九
州
を
震
憾
さ

せ
た
熊
本
大
分
を
震
源
と
す

る
巨
大
地
震
、
温
暖
化
に
よ
る

地
球
規
模
で
の
異
常
気
象
、
生

態
系
の
変
化
、
飢
饉
や
災
害
、

更
に
戦
争
や
動
乱
、
至
る
所
で

起
き
て
い
る
暴
動
、
世
界
的
な

経
済
不
況
、
政
治
へ
の
不
満
と

不
信
、
ま
す
ま
す
凶
悪
化
す
る

犯
罪
な
ど
、
悲
惨
で
不
幸
な
事

件
が
頻
発
し
、
混
沌
と
し
た
世

相
を
映
し
出
し
、
不
安
が
お
お

う
年
で
し
た
が
、
二
〇
十
七
年

の
新
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

新
た
な
「
魂
の
入
替
え
の
出
発

点
」
と
し
て
、
本
年
こ
そ
は
、

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
は
じ
め
、
世

界
中
の
人
々
が
心
の
安
ら
ぎ

と
平
和
な
社
会
で
あ
る
よ
う
、

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

古
来
よ
り
、
新
し
い
年
の
挨

拶
の
言
葉
は
、
日
本
人
の
魂
の

奥
深
く
に
秘
め
た
る
「
言
霊

こ

と

だ

ま

」

の
思
い
と
不
思
議
な
力
が
宿

り
、
人
間
と
し
て
の
真
心
を
直

に
「
み
た
ま
に
さ
さ
げ
る
」
こ

と
を
表
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。 

妙教寺だより 第 42号 
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宗
祖
は
「
正
月
元
旦
は
妙
の

一
字
の
祭
り
な
り
。妙
の
一
字
の
徳

な
り
。妙
と
は
蘇
生
の
義
な
り
」
と

云
わ
れ
「
古
い
魂
が
う
ま
れ
変

わ
り
、
霊
界
、
人
界
、
自
然
界

が
妙
法
蓮
華
経
に
よ
っ
て
蘇

生
す
る
よ
う
に
、
新
た
な
魂
の

門
出
を
祝
福
し
ま
す
」
と
受
と

め
た
と
き
、
言
霊
の
奥
の
深
さ

を
感
じ
ま
す
。 

ま
た
、
大
聖
人
は
、
「
嗚
呼

受
け
が
た
き
人
界
に
生
を
う
け
、
あ

い
難
き
如
来
の
聖
教
に
あ
い
奉
れ
り
。

一
眼
の
亀
の
浮
木
の
穴
に
あ
へ
る
が

ご
と
し
。
」
聖
愚
問
答
抄
に
垂
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
な
か
な

か
頂
け
な
い
人
に
生
命
を
受

け
、
し
か
も
会
い
難
き
仏
の
教

え
「
法
華
経
」
に
会
う
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
海
底
に
棲
む
一

眼
の
亀
が
百
年
に
一
度
浮
上

し
た
ら
、
た
ま
た
ま
一
つ
の
流

木
の
穴
に
顔
を
出
し
た
様
に

稀
有
な
事
だ
と
教
え
て
い
る
。 

ま
さ
に
、
法
華
経
も
命
と
同

じ
に
な
か
な
か
出
会
え
な
い

も
の
に
あ
ら
た
め
て
感
謝
し
、 

妙
教
寺
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん

が
法
華
経
の
祈
り
に
よ
っ
て
、

こ
こ
に
改
め
て
「
い
の
ち
に
合

唱
」
し
「
た
ま
し
い
」
を
入
れ

替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
今
、

一
人
一
人
が
生
ま
れ
変
わ
り
、

信
仰
の
目
的
で
あ
る
、
「
妙
法

受
持
の
信
行
」
を
つ
み
「
徳
行
」

を
か
さ
ね
て
「
知
徳
円
満
な
成

仏
」
を
願
い
、
臨
終
正
念
の
お

題
目
に
生
き
る
決
意
を
も
つ

て
、
本
年
も
「
如
説
修
行
」
で

精
進
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

   

さ
て
、
當
山
で
は
、
近
年
は
、

「
生
死
」
に
対
す
る
、
人
生
の

信
仰
の
根
本
で
あ
る
と
こ
ろ

の
、
「
生
死
」
に
対
す
る
不
安

か
ら
、
安
楽
の
境
地
を
求
道
し
、

生
き
生
き
と
し
た
次
の
生
の

た
め
の 

「
常
住
不
滅
」
を
得

る
為
、
ま
た
、
「
即
身
成
仏
」

を
志
す
「
逆
修
」
と
云
う
「
生

前
法
号
授
戒
」
や
菩
提
寺
と
疎

遠
に
な
ら
れ
た
分
家
の
子
息

方
や
他
宗
旨
で
戒
名
を
い
た

だ
か
れ
た
亡
者
の
た
め
に
、
あ

ら
た
に
、
「
日
蓮
宗
の
法
号
」

を
い
た
だ
か
れ
る
「
追
号
法
号
」

を
受
け
る
方
々
が
増
て
い
ま

す
。 こ

れ
ら
、
生
前
に
「
逆
修
法

号
」
や
「
追
号
法
号
」
授
与
さ

れ
る
「
妙
法
法
号
」
と
は
、
社

会
的
、
家
庭
的
、
貢
献
度
と
、

特
に
、
授
戒
さ
れ
る
聖
徒
の
行

状
や
日
蓮
宗
宗
門
や
妙
教
寺

菩
提
寺
へ
の
貢
献
度
量
を
住

職
が
鑑
み
、
一
生
を
た
た
え
表

わ
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

                        

魂
の
入
替
え
の
出
発
点 

無
始
無
終
の
い
の
ち
と
は 

 2021年（平成 33年） 

宗祖日蓮大聖人 

御降誕 800 年 
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宗
祖
の
妙
法
尼
御
前
御
返

事
の
お
言
葉
に
「
さ
れ
ば
先
臨
終

の
事
を
習
て
後
に
他
事
を
習
べ
し
」

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
「
死
」

は
、
恐
れ
ら
れ
た
り
忌
み
嫌
わ

れ
る
も
の
で
す
が
、「
い
き
て
を
は

し
き
時
は
生
の
仏
、
今
は
死
の
仏
、

生
死
と
も
に
仏
な
り
、
即
身
成
仏

と
申
す
大
事
の
法
門
こ
れ
な
り
」

（
上
野
殿
後
家
尼
御
返
事
）
と

大
聖
人
が
仰
せ
の
如
く
、
人
は

ま
ず
生
死
に
対
面
す
る
心
構

え
に
つ
い
て
教
え
を
受
け
、
覚

悟
を
決
す
る
こ
と
か
ら
、
人
生

の
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
垂
示
さ
れ
い
ま
す
。 

こ
こ
に
「
成
仏
」
の
直
道
で

あ
る
「
霊
仙
浄
土
」
へ
赴
く
契

り
を
結
ぶ
た
め
、
生
前
よ
り
菩

提
寺
住
職
よ
り
法
号
（
戒
名
）

を
授
与
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
さ

に
、
日
蓮
大
聖
人
様
の
本
弟
子

と
な
る
た
め
の
生
前
受
戒
を

受
け
ら
れ
る
の
で
す
。 

   

ま
た
、
日
蓮
大
聖
人
は
、「
そ

れ
人
身
を
う
く
る
事
は
ま
れ
な
り
。

す
で
に
ま
れ
な
る
人
身
を
う
け
た
り
。

又
あ
い
が
た
き
仏
法
、
是
又
あ
へり
。

同
じ
仏
法
の
中
に
も
法
華
経
の
題

目
に
あ
い
た
て
ま
つ
る
。結
句
題
目
の

行
者
と
な
れ
り
。ま
こ
と
に
過
去
十

万
億
の
諸
仏
供
養
の
者
也
。
」 

寂
日
房
御
書
で
示
さ
れ
た
よ

う
に
、
「
人
身
受
け
が
た
し
，
仏

法
に
は
あ
い
が
た
し
」
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
。
よ
く
よ
く
考
え
れ

ば
，
牛
馬
や
鳥
や
象
や
虫
で
は

な
く
，
私
た
ち
が
人
の
身
と
し

て
生
ま
れ
た
こ
と
を
不
思
議

に
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
生
ま
れ
が
た
い
人
の
身

に
生
ま
れ
た
か
ら
，
た
だ
ち
に

私
た
ち
は
「
人
間
」
に
な
っ
た

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
「
人
間
」
と
し
て
の
心
や

生
き
方
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ

て
，
は
じ
め
て
人
は
「
人
間
」

に
な
れ
る
の
で
す
。  

さ
ら
に
思
え
ば
、
人
は
な
ぜ

生
ま
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
な
ぜ
生
ま
れ
て
き
た

の
か
を
知
る
た
め
で
す 

命
の

尊
さ
，
出
会
い
の
大
切
さ
，
苦

し
み
や
喜
び
や
恐
れ
や
感
謝

や
善
悪
を
知
り
，
真
実
と
は
何

か
を
探
求
す
る
た
め
で
す
。 

本
来
私
た
ち
は
「
生
き
と
し
生
け

る
者
を
哀
れ
み
，
助
け
合
う
た
め
」

（
法
華
経
法
師
品
）
に
人
間
に

生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。 

そ
の
真
実
の
生
き
方
を
示

さ
れ
た
の
が
仏
法
で
あ
り
，
法

華
経
な
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
生

物
の
中
か
ら
人
間
に
生
ま
れ
，

た
ま
た
ま
仏
法
に
会
う
こ
と

は
む
ず
か
し
い
こ
と
で
す
。
た

と
え
仏
法
に
会
え
て
も
，
こ
の

上
な
く
深
い
教
え
の
法
華
経

に
出
会
う
こ
と
は
も
っ
と
む

ず
か
し
い
こ
と
で
す
。  

そ
れ
は
、
法
華
経
提
婆
達
多

品
に
「
こ
の
経
（
き
ょ
う
）
は
甚

深
微
妙
（
じ
ん
じ
ん
み
み
ょ
う
）

に
し
て
諸
経
（
し
ょ
き
ょ
う
）
の

中
の
宝
，
世
に
希
有
（
け
う
）
な

る
所
な
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
ほ

ど
，
め
っ
た
に
会
え
な
い
、
尊

く
珍
し
い
宝
珠
、
そ
れ
が
法
華

経
だ
か
ら
で
す
。  

   

ご
本
佛
お
釈
迦
様
は
，
「
甚

深
微
妙
の
法
を
私
は
す
で
に

そ
な
え
得
た
」
と
宣
言
さ
れ
、

皆
共
に
仏
道
を
成
ず
と
「
開
経

偈
」
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
ま

し
た
。 

「
無
上
甚
深
微
妙
の
法
は

百
千
万
劫
に
も
遭
い
た
て
ま

つ
る
こ
と
難
し
。
我
今
見
聞
し

生
き
る
と
言
う
事
に
つ
い
て 

甚
深
の
妙
典
と
共
に 

仏
道
を
成
ず 
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受
持
す
る
事
を
得
た
り
。
願
わ

く
は
如
来
の
第
一
義
を
解
せ

ん
。
至
極
の
大
乗
思
議
す
べ
か

ら
ず
。
見
聞
觸
知
。
皆
菩
提
に

近
づ
く
。
能
詮
は
報
身
。
所
詮

は
法
身
。
色
相
の
文
字
は
。
即

ち
是
れ
応
身
な
り
。
無
量
の
功

徳
。
皆
是
の
経
に
集
れ
り
。
是

の
故
に
自
在
に
。
冥
に
薫
じ
密

に
益
す
。
有
智
無
智
。
罪
を
滅

し
善
を
生
ず
（
ぜ
ん
）
。
若
は

信
若
は
謗
。
共
に
仏
道
を
成
ず
。

三
世
の
諸
仏
。
甚
深
の
妙
典
な

り
。
生
生
世
世
。
値
遇
し
頂
戴

せ
ん
。」
と
示
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
ご
教
示
の
如

く
、
私
達
は
、
今
人
間
に
生
ま

れ
，
甚
深
の
妙
典
で
あ
る
「
法

華
経
」
に
出
会
い
，
お
経
（
き

ょ
う
）
の
文
字
を
見
聞
き
し
て
，

真
実
の
教
え
を
受
け
た
も
つ

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
本
佛

お
釈
迦
様
が
私
達
を
、
「
即
身

成
仏
」
す
る
こ
と
を
誓
願
し
、

救
お
う
と
さ
れ
て
い
る
み
心

に
ふ
れ
，
そ
の
姿
や
声
を
見
聞

き
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

す
。 

 

ま
た
、
「
過
去
の
因
を
知
ら
ん

と
欲
せ
ば
、
其
の
現
在
の
果
を
見
よ
。

未
来
の
果
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
其

の
現
在
の
因
を
見
よ
」
と
開
目
抄

に
垂
示
の
通
り
、
現
在
の
自
分

の
姿
、
ま
た
現
在
の
自
分
に
対

し
て
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

全
て
過
去
の
自
分
の
行
い
に

よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
で
、
聖
愚

問
答
抄
と
い
う
御
書
に
は
、

「
只
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
だ
に

も
唱
へ
奉
ら
ば
滅
せ
ぬ
罪
や
有
る
べ

き
、
来
た
ら
ぬ
福
や
有
る
べ
き
。
真

実
な
り
甚
深
な
り
、
是
を
信
受
す
べ

し
」
と
仰
せ
に
な
っ
て
お
ら
れ

ま
す
よ
う
に
、
た
だ
南
無
妙
法

蓮
華
経
と
唱
題
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
過
去
・
現
在
の
罪
障

消
滅
が
な
さ
れ
、
更
に
は
福
徳

を
も
積
む
こ
と
が
出
来
る
、
と

仰
せ
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
福
徳
は
ど

う
な
る
か
と
言
え
ば
、
現
在
か

ら
未
来
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

き
、
必
ず
や
自
分
に
と
っ
て
善

い
結
果
が
生
ず
る
の
で
あ
り

ま
す
。
現
在
の
自
分
の
宿
業
を

打
ち
破
る
方
法
は
、
只
南
無
妙

法
蓮
華
経
と
だ
に
も
唱
へ
信

唱
受
持
の
た
だ
一
つ
で
あ
り

ま
す
。 

法
華
経
に
出
会
っ
た
「
あ
り

が
た
さ
」
を
か
み
し
め
な
が
ら
，

「
ど
う
か
お
釈
迦
様
の
説
か

れ
た
第
一
の
す
ぐ
れ
た
教
え

を
信
じ
習
い
き
わ
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
よ
う
に
」
（
開
経

偈
の
意
味
）
と
心
か
ら
誓
願
を

立
て
，
法
華
経
の
正
し
い
教
え

を
理
解
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
で
す
。  

   

                        

 

              早い仕事より確かな仕事、技術と信用の 
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                                        TEL ０９２－９３２－７３９７ 

建 設 業 
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こ
こ
に
、
宗
祖
は
，
「
仏
の

御
意
あ
ら
わ
れ
て
法
華
経
の

文
字
と
な
り
，
文
字
は
変
じ
て

ま
た
仏
の
御
意
と
な
る
。
だ
か

ら
法
華
経
を
読
む
人
は
単
な

る
文
字
と
思
っ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
ま
ま
仏
の
御
意
と
思

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

日
蓮
大
聖
人
が
大
切
に
し
、

そ
の
生
涯
の
行
動
の
規
範
と

さ
れ
た
「
法
華
経
」
は
、
人
間

が
人
間
と
し
て
人
間
ら
し
く

生
き
る
た
め
に
ご
本
佛
釈
尊

が
私
達
に
説
か
れ
た
大
本
の

教
え
で
す
。 

ま
さ
に
、
こ
の
、
濁
世
を
末

法
と
云
わ
れ
る
こ
の
時
、
衆
生

救
済
の
佛
勅
を
受
け
ら
れ
た
、

日
蓮
大
聖
人
は
、
こ
の
法
華
経

の
教
え
、
即
ち
、
正
法
が
尊
重

さ
れ
れ
ば
、
個
人
に
は
心
の
安

ら
ぎ
を
、
そ
の
個
人
が
構
成
す

る
家
庭
や
社
会
や
国
や
人
類

全
体
に
本
当
の
安
定
と
秩
序

と
立
正
平
和
が
も
た
ら
さ
れ

る
と
宣
言
さ
れ
ま
し
た
。 

最
後
に
、
法
華
経
の
功
徳
は

平
等
で
す
。
一
大
秘
法
神
秘
で

あ
る
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
は

一
切
衆
生
を
平
等
に
救
う
教

え
な
の
で
す
。
知
恵
の
あ
る
者

も
，
な
い
者
も
わ
け
へ
だ
て
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
お
か

し
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
罪
を
な

く
し
，
善
い
心
を
お
こ
さ
せ
ま

す
。  

 

法
華
経
を
信
ず
る
者
も
、
ま

た
法
華
経
を
そ
し
る
者
も
，
こ

の
法
華
経
の
限
り
な
い
功
徳

に
包
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，

と
も
に
仏
に
成
る
道
を
な
し

と
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。  

過
去
・
現
在
・
未
来
そ
の
三

世
に
あ
ら
わ
れ
た
も
ろ
も
ろ

の
佛
様
は
，
い
ず
れ
も
法
華
経

を
悟
っ
て
仏
に
成
ら
れ
ま
し

た
。
日
蓮
聖
人
は
「
法
華
経
は

釈
尊
の
父
母
，
諸
仏
の
眼
目
な

り
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
一
切

の
仏
を
生
み
出
し
た
深
い
教

え
が
法
華
経
で
す
。 

こ
こ
に
、
宿
習
の
因
縁
に
よ

っ
て
妙
教
寺
を
信
仰
の
道
場

に
お
い
て
、
法
華
経
に
出
会
え

た
喜
び
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
，

経
王
た
る
法
華
経
を
読
み
，
御

題
目
を
唱
え
て
、
平
等
大
慧
の

こ
こ
ろ
で
信
仰
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

      

                          

平
等
大
慧
の
心
と
は
な
に
か 
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護
持
会
会
長
・
筆
頭
総
代 

古
賀 

静
枝 

          

平
成
二
十
九
年
の
新
春
を
迎

え
、
謹
ん
で
新
年
の
お
慶
び
を

申
し
上
げ
ま
す
。 

昨
年
も
檀
信
徒
の
皆
様
の

お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
、
年
間

の
様
々
な
行
事
も
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

  

  

特
に
昨
年
八
月
二
十
一
日

に
行
わ
れ
ま
し
た
當
山
第
六

世 

順
正
院
日
賢
上
人
の
第
十

七
回
忌
で
は
た
く
さ
ん
の
檀

家
の
方
々
に
お
参
り
・
お
焼
香

頂
き
、
亡
き
お
上
人
も
霊
山
浄

土
で
お
喜
び
の
こ
と
と
思
い

ま
す
。
日
賢
上
人
は
ご
生
前
御

前
様
の
強
い
支
え
と
な
り
、
又
、

代
わ
り
と
な
っ
て
私
達
檀
信

徒
に
何
時
も
寄
り
添
い
気
さ

く
で
親
し
み
や
す
い
お
上
人

様
で
し
た
。 

私
は
昨
年
体
調
を
崩
し
、
皆

様
方
に
大
変
ご
心
配
ご
迷
惑

を
お
か
け
致
し
ま
し
た
。
私
も

本
年
は
護
持
会
会
長
と
し
て

最
後
の
年
と
な
り
ま
し
た
。
残

り
の
任
期
ま
で
、
こ
れ
ま
で
同

様
皆
様
の
お
力
を
お
借
り
し

妙
教
寺
発
展
の
為
努
力
致
し

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
最

後
ま
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

本
年
も
皆
様
方
の
ご
健
康
と

ご
繁
栄
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。 

                 

 

婦
人
会
会
長 

植
村 

 

德 

新
年
あ
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

         

昨
年
一
年
を
振
り
返
り
ま

す
と
き
、
一
年
間
の
婦
人
会
活

動
が
恙
無

つ

つ

が

な

く
進
め
ら
れ
た
こ

と
偏
に
皆
様
方
の
御
協
力
の

賜
物
と
感
謝
の
気
持
ち
で
い

っ
ぱ
い
で
す
。 

時
に
自
分
で
は
判
断
が
つ

か
な
い
時
は
ご
住
職
上
人
や

山
務
の
お
上
人
様
方
に
色
々

と
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
き
有
難

 

各
会
よ
り
ご
挨
拶 

護持会より 

◆護持会費納入について◆ 

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 

寒修行で唱題修行される 

古賀静枝 護持会会長 

昨年の星祭りで新年の挨拶を 

された植村婦人会会長 
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く
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

昨
年
は
例
年
の
恒
例
行
事

に
加
え
、
元
寇
園
教
会
に
て
六

月
に
芋
苗
植
え
会
、
十
一
月
に

芋
掘
り
会
に
参
加
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。 

         

残
念
な
が
ら
猪
の
被
害
で
収

穫
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
た
く
さ
ん
の
参
加

者
の
皆
さ
ん
と
草
刈
り
等
を

し
て
、
改
め
て
元
寇
園
教
会
の

維
持
管
理
の
大
変
さ
を
痛
感

し
ま
し
た
。
し
か
し
皆
さ
ん
と

と
も
に
和
気
あ
い
あ
い
と
作

業
を
し
、
ご
住
職
上
人
を
は
じ

め
各
上
人
方
共
々
笑
顔
で
過

ご
せ
た
一
日
は
ま
さ
し
く
異

体
同
心
を
感
じ
る
一
時

ひ

と

と

き

で
し

た
。 こ

れ
か
ら
も
本
院
妙
教
寺

同
様
、
別
院
元
寇
園
教
会
に
も

目
を
向
け
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。 

最
後
に
、
今
後
も
皆
様
方
の

ご
意
見
を
会
活
動
に
取
り
入

れ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
新
し
い
行
事
や

行
事
内
容
に
つ
い
て
い
い
お

考
え
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
是

非
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。 

今
年
が
檀
信
徒
の
皆
様
に

と
っ
て
幸
多
き
年
で
あ
り
ま

す
様
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

    

                

旧
年
中
は
皆
様
方
に
は
お

世
話
に
な
り
心
よ
り
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
会
活
動
も
一
年

間
無
事
に
終
了
す
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。 

※
会
活
動
内
容
、
法
話
（
住
職

上
人
を
は
じ
め
各
上
人
）
Ｄ
Ｖ

Ｄ
布
教
法
話
（
門
中
会
等
の
催

し
物
の
中
で
の
分
）
、
写
経
（
各

上
人
指
導
）
、
仏
事
作
法
（
各

上
人
指
導
）
、
ま
た
、
年
に
一

度
、
年
末
総
供
養
施
餓
鬼
会
に

合
わ
せ
て
講
師
上
人
を
招
き
、

信
行
会
主
催
に
よ
る
特
別
講

演
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
昨
年

は
静
岡
県
西
伊
豆
町
「
大
行
寺
」

御
山
主
、
星
野
浄
晋
上
人
を
お

迎
え
し
て
御
講
話
を
頂
戴
し

た
く
さ
ん
の
檀
信
徒
の
皆
様

に
聴
聞
を
頂
き
ま
し
た
。 

          

講
演
内
容
と
し
て
は
、
今
世

界
で
は
テ
ロ
や
宗
教
紛
争
な

 

明
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

 

信
行
会
会
長 

松
尾 

勝
次 

 

信行会主催特別講演でご法話頂いた 

静岡県西伊豆町大行寺御山主 

星野浄晋上人 

寒修行に於いて唱題修行をされる 

松尾信行会会長 

11/23 元寇園教会恒例の 

芋ほり会の様子 
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ど
が
多
く
、
国
民
が
住
み
慣
れ

た
場
所
を
追
わ
れ
難
民
と
し

て
大
変
な
思
い
を
し
て
い
る
。

原
因
は
色
々
あ
り
ま
す
が
、
宗

教
の
面
か
ら
見
る
と
正
し
い

教
え
が
正
し
く
伝
わ
っ
て
い

な
い
の
も
一
つ
の
原
因
で
は

な
い
か
、
様
々
な
事
に
許
す
寛

大
な
心
を
持
つ
こ
と
や
、
す
べ

て
の
事
に
感
謝
で
き
る
心
を

持
っ
た
人
が
多
い
世
の
中
に

な
れ
ば
、
争
い
は
少
な
く
な
る

と
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。 

私
達
の
生
活
の
中
に
も
多

か
れ
少
な
か
れ
争
い
事
は
あ

り
ま
す
が
、
只
今
宗
門
に
て
展

開
中
の
立
正
安
国
・
お
題
目
結

縁
運
動
「
い
の
ち
に
合
掌
」
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
よ
う
に
お
互

い
が
手
を
合
わ
せ
て
祈
り
尊

重
し
合
え
る
事
が
必
要
で
は

な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
一
刻

も
早
く
難
民
と
な
ら
れ
た
方

が
幸
せ
な
元
の
生
活
に
戻
れ

る
よ
う
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

合
掌 会

活
動
は
月
初
め
第
一
日

曜
日
祈
祷
祭
終
了
後
、
正
午

（
十
二
時
）
よ
り
開
催
し
て
お

り
ま
す
（
会
費
は
無
料
で
す
。

本
年
は
二
月
五
日
よ
り
）
宗
祖

日
蓮
大
聖
人
の
御
教
え
か
ら

一
般
仏
事
作
法
等
を
学
ぶ
良

い
機
会
に
な
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち

い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

尚
、
昨
年
か
ら
護
持
会
よ
り

会
活
動
費
を
援
助
い
た
だ
く

事
に
な
り
ま
し
た
。
よ
り
一
層

活
動
の
充
実
を
図
っ
て
参
り

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
本

年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

    

     

事
業
担
当
長 

臼
井 

義
光 

 

◆
第
二
期
事
業 

追
加
工
事
に
つ
い
て 

  

●
工
事
内
容 

一
、
境
内
・
裏
庭
コ
ン
セ
ン
ト
交

換
工
事
（終
了
） 

  

●
工
事
以
外
の
事
業 

一
、
宗
門
（
宗
務
院
・
宗
務
所
）

宗
祖
御
降
誕
八
〇
〇
年

慶
讃
勧
募
金
（
課
金
）
支

援
（一
回
目
） 

    

      

●
今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
事
業 

一
、
徒
弟
教
育
の
支
援
（未
定
） 

 

二
、
山
門
入
口
・
駐
車
場
入
口 

段
差
補
修
工
事
（未
着
工
） 

 

三
、
庫
裡
三
階
リ
フ
ォ
ー
ム
工

事
（未
着
工
） 

 

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
。 

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 
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謹
ん
で
新
春
の 

お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す 

 

旧
年
中
は
妙
教
寺
の
檀
信

徒
の
皆
様
に
は
大
変
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。 

昨
年
は
ご
有
志
の
方
々
か

ら
の
お
力
添
え
を
頂
き
、
元
寇

園
教
会
に
於
け
る
宗
祖
御
降

誕
八
〇
〇
年
事
業
（
復
興
事
業
）

の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
事
が

出
来
ま
し
た
。 

平
成
二
十
六
年
の
八
大
龍

王
塔
並
び
に
四
尊
神
塔
・
万
霊

供
養
塔
修
復
工
事
に
続
き
、
昨

年
平
成
二
十
八
年
に
は 

一
、
建
物
東
側 
土
手
石
積 

    

み
・
庭
造
成
工
事 

二
、
広
間
大
引
ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ

プ
工
事 

三
、
広
間
並
び
に
広
縁
大
幅
リ

フ
ォ
ー
ム
工
事 

四
、
本
堂
・
広
間
周
辺
防
蟻
作 

 
 

業 

五
、
屋
根
雨
漏
り
対
策
・
雨
ど

い
新
設 

六
、
広
間
立
ち
長
テ
ー
ブ
ル
７

台
・
四
人
掛
け
長
椅
子
６

台
購
入 

七
、
本
堂
・
広
間
他
エ
ア
コ
ン

設
置
（
４
台
新
設
） 

八
、
本
堂
上
り
ま
ち
修
復 

九
、
電
話
機
新
規
交
換
（
２

台
）
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

回
線
新
設 

等
の
事
業
を
す
る
事
が
出
来

ま
し
た
。
又
、
ご
有
志
の
方
よ

元

寇

園

教

会

よ

り 

元
寇
園
教
会
担
任 

髙 

野 
 

英 

典 

裏庭コンセント交換工事 池
の
フ
ィ
ル
タ
ー
ス
イ
ッ
チ
用 

コ
ン
セ
ン
ト 

雨
水
侵
入
防
止
の
た
め
高
所
に
移
動 

お
よ
び
、
旧
器
具
腐
食
の
為
に
交
換 

旧
器
具
腐
食
の
為
に
交
換
（
６
ヶ
所
） 
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り
庭
木
の
剪
定
や
家
周
り
の

整
備
等
を
無
償
に
て
作
業
頂

き
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
合
掌 

今
後
も
元
寇
園
復
興
の
為
、
寺

族
一
丸
と
な
っ
て
努
力
し
て

ま
い
り
ま
す
。 

檀
信
徒
の
皆
様
方
に
は
、
ご

理
解
ご
協
力
賜
り
ま
す
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

昨
年
二
十
八
年
の
行
事
報

告
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
「
毎

月
十
七
日
・
二
十
三
日
の
施
餓

鬼
会
」、「
６
月
23
日
芋
苗
植
え

（
参
加
者
27
名
）
」
、
「
８
月
１

日
盆
前
大
掃
除
（
参
加
者
７

名
）」
、「
11
月
23
日
芋
掘
り
会

（
参
加
者
28
名
）
」
、
「
12
月

23
日
年
末
大
掃
除
（
参
加
者

12
名
）
」
等
を
行
い
ま
し
た
。

本
年
も
昨
年
同
様
、
皆
様
方
の

ご
参
加
を
お
待
ち
申
し
上
げ

て
お
り
ま
す
！ 

                   

 

昨
年
十
二
月
よ
り
元
寇
園

教
会
の
新
し
い
仲
間
が
出
来

ま
し
た
！ 

名
前
は
【
パ
ン
チ
】
「
由
来
、

顔
の
（
目
の
周
り
の
模
様
）
が

特
徴
的
だ
っ
た
の
で
」 

平
成
28
年
８
月
30
日
生
ま
れ

で
オ
ス
の
ミ
ッ
ク
ス
犬
で
す
。

出
身
は
福
岡
市
中
央
区
西
公

園
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
シ
ョ
ッ

プ
で
う
ま
れ
ま
し
た
。
春
日
市

の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
通
し
て
元

寇
園
教
会
へ
来
ま
し
た
。 

特
徴
：
小
さ
く
つ
ぶ
ら
な
瞳 

長
所
：
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
所 

短
所
：
飼
い
主
に
似
て
車
酔 

い
を
す
る
所 

末
永
く
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
！ 

        

                        

リフォームされた広間にて芋ほり後
に参加者の皆様と昼食をしました 

参加者全員で収穫の記念撮影 

東側石庭園にて 
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私
た
ち
は
毎
日
お
釈
迦
様

の
お
説
き
に
な
ら
れ
た
法
華

経
を
読
誦
し
、
お
題
目
を
お
唱

え
し
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ん
は

一
生
懸
命
に
真
心
を
込
め
て

お
唱
え
さ
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
が
、
中
に
は
、
ふ
と
し
た

瞬
間
つ
い
つ
い
口
だ
け
で
お

唱
え
し
、
他
の
事
を
考
え
て
い

た
経
験
の
あ
る
方
は
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う

か
？ お

祖
師
様
は
こ
の
ご
妙
判

の
中
で
、
「
こ
の
五
字
を
受
持

す
れ
ば
～
」
と
教
示
し
て
お
ら

れ
ま
す
が
、
「
受
持
す
る
」
と

い
う
事
と
は
ど
う
い
う
事
で

し
ょ
う
か
。 

日
蓮
聖
人
は
「
妙
法
五
字
の

受
持
は
身し

ん

・
口く

・
意い

の
三
業

さ

ん

ご

う

に

よ
っ
て
成
さ
れ
る
」
と
説
か
れ

て
い
ま
す
。 

「
身
業

し

ん

ご

う

」
と
は
、
『
法
華
経
』

の
教
え
を
身
を
以
て
実
践
す

 
観か

ん

心じ
ん

本
尊
抄

ほ
ん
ぞ
ん
し
ょ
う 

釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
因
行

い
ん
ぎ
ょ
う

果か

徳と
く

の
二
法

に

ほ

う

は 

妙
法

み
ょ
う
ほ
う

蓮
華

れ

ん

げ

経
き
ょ
う

の
五
字

ご

じ

に
具ぐ

足そ
く

す 

我
等

わ

れ

ら

こ
の
五
字
を
受
持

じ

ゅ

じ

す
れ
ば
、 

自
然

じ

ね

ん

に
彼か

の
因
果

い

ん

が

の
功
徳

く

ど

く

を 

ゆ
ず
り
与あ

た

え
給た

も

う 

（ 

文
永
十
年 

聖
寿
五
十
二
歳 

） 

日
蓮
大
聖
人
の
お
こ
と
ば 

⑰ 

現
代
語
訳 

お
釈
迦
様
が
長
い
時
間
を
か
け

て
行
っ
た
修
行
と
そ
の
結
果
得

ら
れ
た
徳
は
、
『
妙
法
蓮
華
経
』

と
い
う
妙
法
五
字
の
中
に
す
べ

て
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

『
妙
法
五
字
』
を
受
持
す
れ
ば
、

自
然
と
お
釈
迦
様
の
功
徳
を
す

べ
て
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。 

建長五年（一二五三年）四月二十八日 

自身が出家得度した清澄寺旭ヶ森で、はるか東の
太平洋上から昇る太陽に向かって、力強く「南無
妙法蓮華経」とお題目を唱えられました。 
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る
こ
と
、 

「
口
業

く

ご

う

」
と
は
、
お
題
目
を
一

心
に
お
唱
え
す
る
こ
と
、 

「
意
業

い

ご

う

」
と
は
、
『
法
華
経
』

の
教
え
を
心
か
ら
信
じ
る
こ

と
を
言
い
ま
す
。 

こ
の
三
つ
の
業
が
一
つ
に

な
っ
て
は
じ
め
て
『
妙
法
五
字
』

を
受
持
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
。
私
達
は
一
心
に
こ
の

『
妙
法
蓮
華
経
』
を
受
持
・
唱

題
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
久
遠

の
本
仏
と
一
体
と
な
り
、
そ
の

功
徳
の
一
端
を
頂
く
こ
と
が

で
き
、
ま
さ
し
く
生
き
な
が
ら

に
成
仏
で
き
る
と
い
う
事
な

の
で
す
。 

       

     

故
人
を
霊
山
浄
土
へ
送
る

た
め
葬
儀
式
を
行
い
ま
す
が
、

そ
の
葬
儀
式
を
迎
え
る
ま
で

に
幾
つ
か
の
儀
式
が
あ
り
ま

す
が
、
近
年
こ
の
儀
式
を
簡
略

さ
れ
る
事
が
多
い
よ
う
で
す
。

今
回
、
そ
の
儀
式
の
中
で
「
末

期
の
水
」
に
つ
い
て
お
話
し
た

い
と
思
い
ま
す
。 

「
末
期
の
水
」
と
い
う
の
は
、

現
在
で
は
、
息
を
引
き
取
っ
た

人
の
口
元
を
、
水
で
潤
す
こ
と

を
言
い
ま
す
。
「
死
に
水
を
取

る
」
も
同
じ
意
味
で
す
。 

 

以
前
は
、
家
族
が
臨
終
の
間

際
に
行
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

現
在
で
は
、
亡
く
な
っ
た
方
に

、
箸
に
脱
脂
綿
を
巻
い
て
糸
で

し
ば
っ
た
も
の
（
写
真
①
）
を 

     

使
っ
て
、
水
を
ふ
く
ま
せ
て
口

元
を
軽
く
湿
ら
せ
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
（
イ
ラ
ス
ト
①
参

照
）
。
割
り
箸
を
使
い
、
生
前

に
愛
用
し
て
い
た
ご
は
ん
茶

碗
に
水
を
入
れ
て
、
末
期
の
水

を
自
宅
で
準
備
す
る
の
も
一

般
的
で
す
。 

           

 

末
期
の
水
に
も
順
番
が
あ

り
、
喪
主
か
ら
順
に
血
縁
の
深

い
順
に
行
な
い
ま
す
。
新
し
い

筆
な
ど
を
用
い
る
と
こ
ろ
も

あ
る
よ
う
で
す
。 

          

「
末
期
の
水
」
の
い
わ
れ
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。 

お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
経
典

中
に
『
長
阿
含

じ
ょ
う
あ
ご
ん

経
き
ょ
う

』
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
中
に
「
末
期
の
水

」
の
由
来
と
な
る
話
が
の
っ
て

い
ま
す
。 

「
末
期
を
悟
ら
れ
た
お
釈
迦

様
は
弟
子
の
阿
難
に
、
口
が
乾

い
た
の
で
水
を
持
っ
て
き
て

投

 

稿

 

欄 

投

 

稿

 

欄 

投

 

稿

 

欄 

投

 

稿

 

欄 

投

 

稿

 

欄 

投

 

稿

 

欄 

投

 

稿

 

欄 

投

 

稿

 

欄 

投

 

稿

 

欄 

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
。 

『
末
期

ま

つ

ご

の
水
に
つ
い
て
』 

當
山
修
徒 

松
尾 

英
勝 

写真① 材料と作り方 

イラスト① 

（
四
季
社
・
日
蓮
宗
葬
儀
法
要 

 

法
話
集
参
考
） 

http://en-park.net/words/5725
http://en-park.net/words/1260
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欲
し
い
と
頼
ま
れ
ま
し
た
が
、 

し
か
し
阿
難
は
河
の
上
流
で

多
く
の
車
が
通
過
し
て
、
水
が

濁
っ
て
汚
れ
て
い
る
の
で
我

慢
し
て
下
さ
い
と
言
い
ま
し

た
。
し
か
し
お
釈
迦
様
は
口
の

乾
き
が
我
慢
で
き
ず
、
三
度
阿

難
に
お
願
い
さ
れ
、
そ
し
て
『

拘
孫

こ

う

そ

ん

河か

わ

は
こ
こ
か
ら
遠
く
な
い
、

清
く
冷
た
い
の
で
飲
み
た
い
。

ま
た
そ
こ
の
水
を
浴
び
た
い
』

と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
の
時
、
雪
山
に
住
む
鬼
神

で
仏
道
に
篤
い
者
が
、
鉢
に
浄

水
を
酌
み
、
こ
れ
を
お
釈
迦
様

に
捧
げ
ら
れ
た
」
と
あ
り
ま
す

。
こ
れ
が
経
典
に
あ
る
「
末
期

の
水
」
の
由
来
で
す
。 

 

お
釈
迦
様
が
ご
入
滅
さ
れ

て
か
ら
二
千
年
以
上
が
経
ち

ま
す
が
、
現
在
に
至
っ
て
も
「

末
期
の
水
」
は
こ
の
時
と
同
じ

よ
う
な
意
味
を
持
つ
儀
式
と

し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
、
現
代
で
も
亡
く

な
ら
れ
た
ら
、
ご
遺
体
の
頭
を

北
に
向
け
て
北
枕
で
安
置
し

ま
す
が
、
こ
れ
も
、
お
釈
迦
様

が
、
ご
入
滅
さ
れ
た
時
、
頭
を

北
に
さ
れ
た
事
か
ら
由
来
し

て
い
ま
す
。 

 

現
在
に
お
い
て
も
、
私
達
が

亡
く
な
っ
た
後
、
お
釈
迦
様
と

同
じ
よ
う
に
さ
せ
て
頂
け
る

こ
と
は
、
と
て
も
幸
せ
な
こ
と

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
後

世
に
遺
し
て
行
け
る
よ
う
に

努
力
し
て
行
き
ま
し
ょ
う
。 

 

ま
た
、
「
法
華
経
を
信
仰
す

る
も
の
は
何
人
も
仏
様
に
な

れ
ま
す
よ
」
と
、
お
釈
迦
様
が

説
か
れ
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、

少
し
づ
つ
で
も
近
づ
い
て
ま

い
り
ま
し
ょ
う
。 

    

                        

                        

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト 

お
葬
式
プ
ラ
ザ
参
照
） 
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な
ぜ
、
お
焼
香
す
る
の
で

す
か
？ 

 

 

お
焼
香
は
仏
教
の
大
切

な
行
為
で
、香
り
を
供
養

す
る
た
め
に
行
い
ま
す
。

香
り
を
備
え
る
供
養
に
は
三
種

類
あ
り
ま
す
。 

・塗
香
（
ず
こ
う
）
…
香
を
塗
り 

 
 

身
体
を
浄
め
る 

・焼
香
（
し
ょ
う
こ
う
）
…
香
を 

焚
い
て
供
養
す
る 

・華
香
（
け
こ
う
）
…
生
花
を
ま

い
て
供
養
す
る 

 

日
本
へ
は
六
世
紀
の
奈
良
時

代
に
、
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、

最
初
は
抹
香
（
ま
っ
こ
う
。
粉
末

状
の
も
の
。
一
般
的
に
お
葬
式 

     

で
使
わ
れ
る
も
の
）
や
練
香
：

ね
り
こ
う
（
合
香
：
あ
わ
せ
こ

う
）の
よ
う
な
も
の
で
、 

体
の
臭
い
消
し
と
し
て
一
般
化

し
て
い
き
ま
し
た
。 

  
お
塔
婆
は
、
誰
が
、
い
つ

誰
の
た
め
に
建
て
る
も

の
な
の
で
す
か
？ 

 

 

法
事
の
施
主
が
、
故
人
の

た
め
に
、
ご
命
日
（
年
回

忌
）
、
そ
し
て
春
秋
の
お

彼
岸
、
お
盆
、
お
施
餓
鬼
等
の

際
に
建
て
る
も
の
で
す
。 

施
主
で
な
く
と
も
、
志
の
あ
る

方
に
は
建
て
る
こ
と
を
お
す
す

め
し
ま
す
。 

ご
自
身
の
ご
先

祖
様
の
供
養
の
た
め
に
志
す
事

が
多
い
よ
う
で
す
が
、
友
人
や

お
世
話
に
な
っ
た
方
、
ま
た
有

縁
の
方
、
そ
し
て
無
縁
の
方
に

も
た
む
け
て
、
善
行
を
積
ま
れ

る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。 

  

故
郷
か
ら
遠
く
離
れ
て

暮
ら
し
て
い
る
た
め
、

お
墓
参
り
が
な
か
な
か

で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
し
た
ら
い

い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

  

お
墓
詣
り
は
、ど
の
時
期

に
必
ず
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
け
る
と

き
に
行
く
心
構
え
が
大
切
で

す
。 

  

                        

 

 

 

民間車検工場 
井上自動車株式会社 
福岡市博多区麦野 1-1-38 
TEL：092-581-4607 

         FAX：092-581-4796 

都
市
高
速 

筑紫通り 

麦野交差点 

県道 112 号 

ｳｴｽﾄ 

筑紫通り入口 

お
上
人
さ
ん
教
え
て
！ 

日
蓮
宗
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
よ
り 

Ｑ 
 

Ａ 
 

Ａ 
 

Ｑ 
 

Ｑ 
 

Ａ 
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行事スナップ  

価格 1,188 円 
（本体 1,100 円） 

ひよこれいと  
あまおう苺チョコ ５個入 

価格 729 円 
（本体 675 円） 

 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。 

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 

当店おすすめ商品 

11/23 元寇園教会唐芋収穫
祭。今年は 28 名の役員有志
の方が参加されました 

12/18 年末総供養会 
信行会主催特別講演 本年は静
岡県西伊豆町大行寺御山主 星
野淨晋上人よりご法話を頂きま
した 

10/9 お会式桜作り 
各会役員並に檀信徒有志の方
約 20 名の参加ありました 

9/12 豪雨により裏庭の池が
氾濫しました。 

12/11 當山年末大掃除 
當山役員並に檀信徒有志約
30 名の方々により本堂・境内
が綺麗になりました 
 

ひよこれいと  
あまおう苺チョコ ８個入 

期間限定商品 

🍓ひよこれいと🍓 

地方発送承ります 

12/27 お正月お供え用餅つき 

搗きあがった餅を丸める檀信徒
の皆さん 
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◎
１
月
22
日
（第
４
日
曜
） 

 
 
 

午
前
10
時
よ
り 

・婦
人
会
主
催
寒
修
行 

◎
２
月
５
日
（第
１
日
曜
） 

 
 

 

午
前
10
時
よ
り 

・月
祈
祷
祭
、
節
分
追
儺
会 

◎
２
月
26
日
（第
４
日
曜
） 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

・月
施
餓
鬼
供
養
会 

◎
３
月
５
日
（第
１
日
曜
） 

午
前
10
時
よ
り 

・月
祈
祷
祭 

 

◎
３
月
17
日
（
金
）
～
23
日
（
木
） 

 
 

 

早
朝
よ
り 

・春
季
彼
岸
棚
経
廻
り 

◎
３
月
26
日
（第
４
日
曜
） 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

・春
季
彼
岸
施
餓
鬼
供
養
会 

◎
４
月
２
日
（第
１
日
曜
） 

午
前
10
時
よ
り 

・月
祈
祷
祭 

 

◎
４
月
９
日
（第
２
日
曜
） 

午
後
１
時
よ
り 

・花
ま
つ
り 

釈
尊
降
誕
会 

・月
施
餓
鬼
供
養
会 

 

   

◎
５
月
７
日
（第
１
月
曜
） 

午
前
10
時
よ
り
・月
祈
祷
祭 

 

◎
５
月
28
日
（第
４
日
曜
） 

午
後
１
時
よ
り 

・月
施
餓
鬼
供
養
会 

・各
家
勧
請
守
護
神
祭 

・平
成
29
年
檀
信
徒
総
会 

 

◎
６
月
４
日
（第
１
日
曜
） 

午
前
10
時
よ
り
・月
祈
祷
祭 

 
◎
６
月
25
日
（第
４
日
曜
） 

午
後
１
時
よ
り 

・月
施
餓
鬼
供
養
会 

 ◎
７
月
２
日
（第
１
日
曜
） 

午
前
10
時
よ
り
・月
祈
祷
祭 

 

◎
７
月
23
日
（第
４
日
曜
） 

午
後
１
時
よ
り 

・土
用
丑
秘
法
ほ
う
ろ
く
灸 

祈
祷
会 

・月
施
餓
鬼
供
養
会 

◎
７
月
30
日
（第
５
日
曜
） 

午
前
９
時
よ
り 

・盆
前
大
掃
除 

 

 

◎
８
月
６
日
（第
一
日
曜
） 

午
前
10
時
よ
り
・月
祈
祷
祭 

 

午
後
12
時
よ
り 

・三
沢
清
正
公
堂
大
掃
除 

◎
８
月
７
日
（月
）～
15
日
（火
） 

早
朝
よ
り 

・盂
蘭
盆
棚
経
廻
り 

◎
８
月
20
日
（第
３
日
曜
） 

午
後
１
時
よ
り 

・盂
蘭
盆
施
餓
鬼
供
養
会 

               

                        

平
成
29
年
行
事
予
定
（１
月
～
８
月
） 

発 

行 

所 
 
 

非 

売 

品 

大
野
城
市
錦
町
二
丁
目
一
番
二
七
号 

春
日
山 

 

妙 

教 

寺 

〇
九
二
（
五
八
一
）
一
二
六
六 

≪御霊屋・納骨堂 加入者募集≫ 
○近代的格調高い 

○耐久性にすぐれる 

○御先祖様をおまつりするのに 

相応しい荘厳な佇まい 

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

春日山 妙教寺 ０９２－５８１－１２６６ 

 
※
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
。 

◎
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
） 

 
・
12
月
の
信
行
会
は
特
別 

講
演
と
な
り
ま
す 

 

・三
沢
清
正
公
堂
お
参
り 

 
 

 
 

 
 

 
   

（午
後
よ
り
） 


