
今
月
は
寺
報
九
月
号
に
続
き
、

七
高
僧
第
六
祖
「
源
信
和
尚
」
を

げ
ん
し
ん

か
し
ょ
う

紹
介
し
ま
す
。

源
信
和
尚
の
略
歴

源
信
和
尚
は
西
暦
九
四
二
年
に

大
和
国
当
麻
に
生
ま
れ
、
七
歳
の

や
ま
と
の
く
に

た

い

ま

時
父
と
死
別
。
父
の
遺
言
で
出
家

す
る
こ
と
に
な
り
、
九
歳
で
比
叡

山
に
登
り
、
学
問
研
究
に
専
念
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
英
才
を
師
に
認

め
ら
れ
、
十
五
歳
で
村
上
天
皇
の

命
に
よ
り
、
法
華
の
講
師
を
つ
と

ほ

っ

け

め
、
南
都
北
嶺
の
僧
侶
た
ち
を
驚

な
ん

と

ほ
く
れ
い

嘆
さ
せ
、
帝
か
ら
布
帛
の
賞
を
賜

み
か
ど

ふ

は
く

り
ま
し
た
。
そ
の
時
和
尚
は
感
激

の
あ
ま
り
、
こ
れ
を
郷
里
の
母
に

送
っ
た
と
こ
ろ
、
母
は
そ
れ
を
受

け
ず
、
か
え
っ
て
こ
の
こ
と
を
嘆

き
、
「
後
の
世
を
導
く
僧
と
た
の

み
し
に
、
世
渡
る
僧
と
な
る
ぞ
悲

し
き
」
と
い
う
歌
を
添
え
て
こ
れ

を
返
さ
れ
、
名
聞
利
養
の
道
に
陥

み
ょ
う
も
ん

り

よ
う

る
の
を
憂
い
、
深
く
こ
れ
を
戒
め

ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

和
尚
は
母
の
言
葉
に
悔
い
、
悟

ら
れ
て
、
以
後
は
横
川
の
首
楞
厳

よ

か
わ

し
ゅ
り
ょ
う
ご
ん

院
に
こ
も
り
、
名
利
を
離
れ
仏
道

い
んの

修
行
に
励
ま
れ
ま
し
た
。
西
暦

一
〇
一
七
年
七
十
六
歳
を
も
っ
て

お
浄
土
へ
ご
往
生
に
な
り
ま
し
た
。

源
信
和
尚
の
著
述
・

教
義
の
発
揮

源
信
和
尚
の
著
述

源
信
和
尚
の
著
述
は
お
よ
そ
七

十
余
部
、
百
五
十
巻
に
な
り
ま
す

が
親
鸞
聖
人
は

『
往
生
要
集
』

三
巻

お
う
じ
ょ
う
よ
う
し
ゅ
う

を
浄
土
真
宗
の
お
聖
教
に
指
定
さ

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

れ
ま
し
た
。

源
信
和
尚
の
教
義
の
発
揮

親
鸞
聖
人
は
「
高
僧
和
讃
」
源

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

こ
う
そ
う

わ

さ
ん

信
讃
に

霊
山
聴
衆
と
お
は
し
け
る

り
ょ
う
ざ
ん
ち
ょ
う
じ
ゅ

源
信
僧
都
の
を
し
へ
に
は

げ
ん
し
ん
そ
う

ず

報
化
二
土
を
を
し
へ
て
ぞ

ほ
う

け

に

ど

専
雑
の
得
失
さ
だ
め
た
る

せ
ん
ぞ
う

と
く
し
つ

と
源
信
和
尚
の
教
義
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
代
語
で
は

か
つ
て
霊
鷲
山
で
釈
尊
の
教
え

り
ょ
う
じ
ゅ
さ
ん

を
聞
い
て
お
ら
れ
た
源
信
和
尚
は
、

真
実
の
浄
土
と
方
便
の
浄
土
の
違

い
を
教
え
示
し
、
念
仏
を
も
っ
ぱ

ら
修
め
る
こ
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

行
を
修
め
る
こ
と
よ
り
も
、
は
る

か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
明
ら
か
に

さ
れ
た
。

と
な
り
ま
す
。

こ
の
和
讃
に
源
信
和
尚
の
教
義

の
発
揮
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま

す
。源

信
和
尚
の
教
義
の
発
揮
は

報
化
二
土
の
判

ほ
う

け

に

ど

専
修
・
雑
修
の
優
劣

せ
ん
じ
ゅ

ざ
っ
し
ゅ

で
す
。

報
化
二
土
の
判
と
は
お
浄
土
に

は
報
土
（
真
実
の
浄
土
）
と
化
土

（
方
便
の
浄
土
）
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

専
修
・
雑
修
の
専
修
と
は
本
願

の
名
号
を
疑
い
心
な
く
称
え
る
こ

ご
こ
ろ

と
で
、
雑
修
と
は
い
ろ
い
ろ
な
意

味
が
あ
り
ま
す
が
、
様
々
な
行
を

修
め
る
こ
と
、
お
念
仏
を
申
し
て

も
自
力
心
が
あ
る
場
合
な
ど
を
い

い
ま
す
。

疑
い
の
心
な
く
お
念
仏
を
申
す

専
修
の
人
は
真
実
の
お
浄
土
（
報

土
）
に
往
生
で
き
る
が
、
お
念
仏

を
申
し
て
も
自
力
心
の
あ
る
雑
修

の
人
は
方
便
の
浄
土
（
化
土
）
に

し
か
往
生
で
き
ま
せ
ん
。

源
信
和
尚
は
、
お
浄
土
に
は
本

願
に
報
い
て
建
て
ら
れ
た
真
実
報

土
と
、
多
く
の
人
々
に
自
力
を
捨

て
さ
せ
る
た
め
に
仮
に
建
て
ら
れ

た
方
便
化
土
が
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
「
高
僧
和
讃
」
源

信
讃
で
次
の
よ
う
に
讃
え
ら
れ
ま

す
。

極
悪
深
重
の
衆
生
は

ご
く
あ
く
じ
ん
じ
ゅ
う

し
ゅ
じ
ょ
う

他
の
方
便
さ
ら
に
な
し

た

ほ
う
べ
ん

ひ
と
へ
に
弥
陀
を
称
し
て
ぞ

み

だ

し
ょ
う

浄
土
に
う
ま
る
と
の
べ
た
ま
ふ

じ
ょ
う

ど
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《
原

文
》

今
生
の
こ
と
を
心
に
入
る
る
ほ
ど
、
仏
法
を
心
腹
に
入
れ
た
き
こ
と
に
て

こ
ん
じ
ょ
う

こ
こ
ろ

い

ぶ
っ
ぽ
う

し
ん
ぷ
く

い

候
ふ
と
、
人
申
し
候
へ
ば
、
世
間
に
対
様
し
て
申
す
こ
と
は
大
様
な
り
。
た

そ
う
ろ

ひ
と
も
う

そ
う
ら

せ

け
ん

た
い
よ
う

も
う

お
お
よ
う

だ
仏
法
を
ふ
か
く
よ
ろ
こ
ぶ
べ
し
と
云
々
。
ま
た
い
は
く
、
一
日
一
日
に
仏

ぶ
っ
ぽ
う

う
ん
ぬ
ん

い
ち
に
ち
い
ち
に
ち

ぶ
っ

法
は
た
し
な
み
候
ふ
べ
し
。
一
期
と
お
もへ
ば
大
儀
な
り
と
、
人
申
さ
れ
候

ぽ
う

そ
う
ろ

い
ち

ご

た
い

ぎ

ひ
と
も
う

そ
う
ろ

ふ
。
ま
た
い
は
く
、
大
儀
な
る
と
思
ふ
は
不
足
な
り
。
人
と
し
て
命
は
い
か

た
い

ぎ

お
も

ふ

そ
く

ひ
と

い
の
ち

ほ
ど
も
な
が
く
候
ひ
て
も
、
あ
か
ず
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
な
り
と
云
々
。

そ
う
ら

う
ん
ぬ
ん

（
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』

二
百
七
十
七
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

あ
る
人
が
、
「
こ
の
世
の
こ
と
に
関
心
を
持
つ
の
と
同
じ
く
ら
い
、
仏
法
の

ひ
と

よ

か
ん
し
ん

も

お
な

ぶ
っ
ぽ
う

こ
と
に
心
を
寄
せ
た
い
も
の
で
す
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
蓮
如
上
人
は
、
「
仏

こ
こ
ろ

よ

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ぶ
っ

法
を
世
間
の
こ
と
と
対
等
に
並
べ
て
い
う
の
は
、
粗
雑
で
あ
る
。
た
だ
仏
法

ぽ
う

せ

け
ん

た
い
と
う

な
ら

そ

ざ
つ

ぶ
っ
ぽ
う

の
こ
と
だ
け
を
深
く
喜
び
な
さ
い
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
あ
る

ふ
か

よ
ろ

お
お

人
が
、
「
仏
法
は
、
一
日
一
日
今
日
を
限
り
と
思
っ
て
心
が
け
る
も
の
で
す
。

ひ
と

ぶ
っ
ぽ
う

い
ち
に
ち
い
ち
に
ち

き
ょ

う

か
ぎ

お
も

こ
こ
ろ

一
生
の
間
と
思
う
か
ら
、
わ
ず
ら
わ
し
く
思
う
の
で
す
」
と
い
う
と
、
別
の

い
っ
し
ょ
う

あ
い
だ

お
も

お
も

べ
つ

人
が
、
「
わ
ず
ら
わ
し
い
と
思
う
の
は
、
仏
法
を
十
分
心
得
て
い
な
い
か
ら

ひ
と

お
も

ぶ
っ
ぽ
う

じ
ゅ
う
ぶ
ん
こ
こ
ろ

え

で
す
。
人
の
命
が
ど
れ
ほ
ど
長
く
て
も
、
仏
法
は
飽
き
る
こ
と
な
く
喜
ぶ
べ

ひ
と

い
の
ち

な
が

ぶ
っ
ぽ
う

あ

よ
ろ

き
も
の
で
す
」
と
い
い
ま
し
た
。

２０２２（令和４）年 恩講、秋参り（家庭報恩講）の日程について

本年の恩講・秋参り（家庭報恩講）の日程についてお知らせします。
恩講の期日が未定の地区（波帰）は早めに相談をお願いします。例年どおりで記載

していますが、決定ではありませんので相談をお願いします。
遠方（熊本市・益城町・御船町・宇城市、延岡市・日向市、宮崎市、高千穂町）と

中入・大平、渡瀬、山都町の秋参り（家庭報恩講）の日程はハガキでお知らせします。
なお、葬儀が入りましたら秋参り（家庭報恩講）の日程は変更します。

□ 恩 講 □ 秋参り（家庭報恩講）

１０月２４日 大石の内 １０月２０日 丁子、中村
２６日 古賀西 ２１日 中村、中園、寺村、東光寺
２７日 古賀東 ２６日 笠部、東光寺、寺村

１１月 １日 深谷・矢惣園・折立 ２７日 寺村、東光寺、一の瀬
９日 広瀬 １１月 ９日 春目

１２日 小川 １２日 下川、三ケ所
１７日 本屋敷
１８日 水流・木合屋
１９日 長峰
２０日 揚
２２日 スクナ原・原尾野
２３日 荻原、倉本
２４日 道の上

１２月 ４日 荒谷


