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夫
れ
懺
悔
（
さ
ん
げ
）
は
治
病
の

妙
薬
。開
運
の
秘
法
な
り
。若
し
難

病
を
平
癒
（
な
お
）
し
。
悪
運
を
除

か
ん
と
欲
せ
ば
。す
べ
か
ら
く
懺
悔
す

べ
し
。 因

果
の
こ
と
わ
り
は
。
厳
正
（
げ

ん
せ
い
）
に
し
て
犯
し
難
し
。
微
罪
も

猶
を
悪
報
を
ま
ぬ
が
れ
ず
。況
ん
や

不
幸
。不
義
。不
正
。不
貞
。不
倫
。

背
徳
。忘
恩
の
大
罪
に
於
い
て
お
や
。

積
も
り
て
難
病
の
因
（
も
と
）
と
な
り
。

あ
つ
ま
り
て
厄
災
の
縁
と
な
る
。・・・ 

日
蓮
宗
聖
典
懺
悔
文 

 

      

暑
中
御
見
舞
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

盛
夏
の
候
、
御
檀
家
御
信
者

の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は

益
々
ご
清
栄
の
こ
と
と
心
よ
り 

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

   

さ
て
、
檀
信
徒
の
皆
様
よ
り
、

護
持
会
活
動
を
通
し
、
妙
教
寺

の
護
持
興
隆
の
為
や
菩
提
寺

の
諸
行
事
の
ご
奉
仕
を
拝
し
、

特
に
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降

誕
八
〇
〇
年
慶
讃
記
念
事
業

な
ど
の
ご
浄
財
ご
喜
捨
を
賜

る
な
か
、
日
蓮
宗
宗
門
で
は
、

平
成
十
九
年
度
よ
り
始
ま
っ

た
「
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁

運
動
」
で
、
す
で
に
第
一
期
の

合
掌
の
「
播
種
活
動
」
（
平
成

十
九
年
度
か
ら
二
十
二
年
度

ま
で
）
、
第
二
期
の
合
掌
の
「
育

成
活
動
」
（
平
成
二
十
三
年
度

か
ら
二
十
六
年
度
ま
で
）
が
終

了
し
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
、

「
宗
祖
御
降
誕
八
〇
〇
年
に

向
け
た
」
、
い
よ
い
よ
第
三
期

は
、
合
掌
の
「
開
花
活
動
」（
平

成
三
十
年
度
ま
で
）
を
迎
え
、

但
行
礼
拝
活
動
の
開
花
の
た

め
に
、
お
題
目
を
唱
え
て
い
た

だ
く
布
教
方
針
を
深
化
さ
せ
、

伝
え
て
く
れ
る
聖
徒
を
育
成

し
、
「
久
遠
の
い
の
ち
」
に
合

掌
し
、
多
く
の
「
如
来
使
」
を

涌
現
さ
せ
る
運
動
で
す
。 

よ
っ
て
、
第
三
期
・
本
年
度

か
ら
い
よ
い
よ
宗
門
あ
げ
て

の
「
八
〇
〇
年
」
の
慶
節
に
向

け
た
実
働
の
年
と
な
り
、
全
国

妙教寺だより 第 39号 
平成 27年 8月 

一
心 

合
掌 

但
行 

礼
拝

 

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
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第
三
期
・開
花
活
動
へ 

妙
教
寺
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七
世 

順
信
院
日
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ち

に
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掌
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五
千
ケ
寺
の
日
蓮
宗
寺
院
に

お
い
て
宗
祖
の
鴻
恩
に
謝
し
、

御
遺
徳
を
お
慕
い
す
る
報
恩

行
と
し
て
、「
い
の
ち
に
合
掌
」

し
各
種
の
「
慶
讃
記
念
事
業
」

が
展
開
計
画
奉
行
さ
れ
て
い

ま
す
。 

  

ま
た
、
當
山
の
慶
讃
事
業
に

つ
い
て
は
、
事
業
委
員
会
よ
り

事
業
詳
細
は
別
紙
に
て
報
告

い
た
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
、

六
年
後
の
聖
日
に
向
い
、
祖
恩

報
謝
の
一
端
に
擬
せ
ん
と
欲

し
て
、
そ
の
「
宗
門
慶
讃
勧
募

基
金
支
援
（
六
ヶ
年
分
割
納
入
）
」

「
寺
院
慶
讃
勧
募
課
金
支
援

（
六
ヶ
年
分
割
納
入
）
」
「
檀
信

徒
慶
讃
勧
募
課
金
支
援
（
六
ヶ

年
分
割
納
入
）
」
や
「
宗
門
大
法

要
（
誕
生
寺
に
お
い
て
慶
讃
法

要
、
身
延
山
に
お
い
て
結
願
法

要
）
・
祖
山
総
登
詣
中
期
団
参

（
福
岡
県
宗
務
所
主
催
）
参
加
」

な
ど
の
支
援
や
、
當
山
の
「
第

二
期
記
念
事
業
」
で
は
「
慶
讃

記
念
事
業
並
び
慶
讃
法
要
奉

行
」
や
「
境
内
・
内
外
の
補
修

工
事
」
「
本
堂
内
陣
・
外
陣
の

礼
盤
登
高
座
仏
具
や
三
対
の

幢
幡
等
の
修
復
」
な
ど
の
「
第

二
期
事
業
」
を
推
進
し
、
檀
信

徒
が
一
体
と
な
っ
て
掌
を
合

わ
せ
て
合
掌
し
、
宗
門
や
菩
提

寺
の
発
展
を
願
い
、
異
体
同
心

し
て
完
遂
に
向
か
い
た
い
と

存
じ
ま
す
。 

ま
た
、
先
般
、
妙
教
寺
た
よ

り
三
十
八
号
で
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
妙
教
寺

嘱
託
職
員
高
野
英
典
師
は
、
宗

祖
日
蓮
大
聖
人
御
生
誕
八
〇

〇
年
慶
讃
記
念
の
乙
未
歳
の

中
期
慶
節
を
契
機
に
、
本
年
一

月
に
、
元
寇
園
教
会
第
六
世
の

担
任
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
の

で
、
こ
の
度
、
宗
門
告
示
通
牒

で
、
去
る
、
六
月
十
八
日
に
総

本
山
身
延
山
で
挙
行
さ
れ
た

「
平
成
二
十
七
年
度
第
二
回

住
職
担
任
認
証
式
」
（
住
職
担

任
認
証
式
の
詳
細
は
別
紙
に

て
報
告
）
の
式
典
に
元
寇
園
教

会
総
代
二
名
が
同
行
ご
参
加

さ
れ
、
日
蓮
宗
管
長
猊
下
よ
り

正
式
に
元
寇
園
教
会
担
任
に

認
証
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
こ

の
上
な
く
お
め
で
た
き
こ
と

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
、

ご
報
告
い
た
す
と
と
も
に
、
而

今
以
後
、
元
寇
園
教
会
の
興
隆

に
精
進
さ
れ
ん
こ
と
を
願
う

も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

護
持
護
法
の
た
め
の
、
ご
浄

財
喜
捨
の
ご
寄
進
や
ご
奉
仕

を
賜
り
ま
し
た
こ
と
に
対
し
、

衷
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
上
げ

ま
す
。 

                         

慶

讃

事

業

に

合

掌
 

 
2021年（平成 33年） 

宗祖日蓮大聖人 

御降誕 800 年 
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さ
て
、
こ
の
度
、
日
蓮
宗
宗

門
や
妙
教
寺
で
は
、
宗
祖
の
御

降
誕
八
〇
〇
年
記
念
事
業
推

進
運
動
の
ス
ロ
―
ガ
ン
と
し

て
「
い
の
ち
に
合
掌
」
を
掲
げ

て
い
る
運
動
の
な
か
、
合
掌
礼

が
世
の
中
に
広
く
普
及
さ
れ
、

私
た
ち
の
心
の
中
に
存
在
す

る
「
仏
に
成
る
た
め
の
種
」
を

育
て
る
の
を
手
助
け
す
る
た

め
の
行
為
で
、
合
掌
の
心
で
生

き
る
啓
発
運
動
で
、
そ
の
活
動

の
標
語
（
日
蓮
宗
宗
務
院
発
行

パ
ン
フ
）
の
一
つ
を
紹
介
し
ま

す
。 

      

・本
尊
に
合
掌
す
れ
ば
信
心
と
な

り
ま
す
。 

・仏
性
に
合
掌
す
れ
ば
懺
悔
と
な

り
ま
す
。 

・父
母
に
合
掌
す
れ
ば
孝
養
と
な

り
ま
す
。 

・年
上
に
合
掌
す
れ
ば
敬
慕
と
な

り
ま
す
。 

・事
物
に
合
掌
す
れ
ば
慈
愛
と
な

り
ま
す
。 

・自
分
に
合
掌
す
れ
ば
修
養
と
な

り
ま
す
。 

・お
互
い
に
合
掌
す
れ
ば
世
界
平

和
と
幸
福
と
な
り
ま
す
。 

「
日
蓮
聖
人
御
降
誕
八
百
年
標
語
」 

         

      

お
互
い
に
備
わ
っ
て
い
る

仏
性
を
拝
み
合
い
、
合
掌
し
合

い
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
お
題

目
を
唱
え
て
、
「
い
た
だ
き
ま

す
の
合
掌
」
「
あ
り
が
と
う
の

合
掌
」
「
あ
い
さ
つ
の
合
掌
」

「
感
謝
の
合
掌
」
「
懺
悔
滅
罪

の
合
掌
」
な
ど
、
合
掌
す
る
習

慣
を
つ
け
る
こ
と
に
力
を
い

れ
て
、
日
蓮
宗
の
「
但
行
礼
拝
」

の
精
神
で
、
合
掌
の
意
義
を
一

人
で
も
多
く
の
人
た
ち
に
伝

え
て
い
く
「
一
切
衆
生 

悉
有

仏
性
」
の
心
を
も
っ
て
「
菩
薩

道
を
行
じ
て
ゆ
く
」
布
教
運
動

で
す
。 

ま
た
、
日
蓮
宗
聖
典
の
巻
頭

の
「
懺
悔
文
」
に
教
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
自
ら
の
罪
を
滅

し
て
、
心
か
ら
反
省
し
て
我
々

の
本
来
持
っ
て
い
る
仏
さ
ま

の
心
即
ち
仏
性
に
戻
る
と
い

う
意
味
で
す
。 

「
懺
悔
文
」
で
、
懺
悔
の
合

掌
の
心
と
は
、
霊
界
な
ら
び
に

人
間
界
に
も
、
動
物
や
自
然
界

に
も
い
の
ち
が
あ
り
、
姿
か
た

ち
が
異
な
る
生
き
も
の
で
あ

っ
て
も
同
じ
命
、
尊
い
一
つ
の

命
な
の
だ
と
、
そ
う
し
た
生
き

と
し
生
け
る
も
の
の
い
の
ち

に
、
慈
悲
の
心
で
手
を
あ
わ
せ

る
こ
と
法
華
経
は
教
え
ま
す
。 

    

説
示
文
の
如
く
、
今
の
自
分

は
、
過
去
の
出
来
事
や
我
々
が

こ
の
世
に
生
を
受
け
て
以
来

現
在
に
至
る
ま
て
、
悪
縁
良
縁

の
人
々
の
関
り
の
中
で
お
そ

因
果
の
こ
と
わ
り
は
、
厳
正 

（
げ
ん
せ
い
）
に
し
て
犯
し
難
し 

懺
悔

さ

ん

げ

は
仏
性
開
顕
な
り 
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ら
く
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
な

い
と
ゆ
う
人
は
な
い
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
こ
と
ば
を
か
え
れ

ば
「
過
去
の
諸
々
が
花
開
い
て

い
る
今
、
未
来
の
諸
々
の
つ
ぼ

み
が
沢
山
詰
ま
っ
た
今
」
と
三

世
常
住
の
三
世
即
一
と
受
け

と
め
た
と
き
を
見
れ
ば
、
現
在

の
罪
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
か

ら
の
前
世
や
ご
先
祖
か
ら
の

罪
も
受
継
い
で
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
人
は
よ
い
行
い
を
す

れ
ば
よ
い
報
い
が
あ
り
、
悪
い

行
い
を
す
れ
ば
悪
い
報
い
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
行
為
の

善
悪
に
応
じ
て
、
そ
の
報
い
が

あ
る
こ
と
を
「
因
果
果
報
の
法
」

と
教
え
て
い
ま
す
。 

私
た
ち
は
、
宿
業
の
み
に
あ

ら
ず
、
果
て
し
な
き
因
果
を
た

ず
ね
れ
ば
、
過
去
の
因
果
、
現

在
の
因
果
、
未
来
の
因
果
、
即

ち
三
世
の
連
鎖
の
中
で
、
今
こ

こ
に
生
き
て
い
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
事
実
で
し
ょ
う
。 

   

日
蓮
大
聖
人
さ
ま
が
、
信
じ

極
め
ら
れ
た
法
華
経
「
方
便
品
」

の
教
え
の
な
か
に
、
「
過
去
の

因
を
知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
現

在
の
果
を
見
よ
、
未
来
の
果
を

知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
現
在
の

因
を
見
よ
」
と
垂
示
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
大
切
な
の
は
、
現

在
の
結
果
を
ど
う
受
け
と
め

る
か
で
す
。 

そ
れ
が
、
恩
寵
さ
れ
る
も
の

で
あ
れ
ば
、
父
母
や
ご
先
祖
様

の
賜
物
と
合
掌
し
、
も
し
も
不

都
合
な
好
ま
し
く
な
い
も
の

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
進
ん
で
自

分
自
身
の
懺
悔
の
心
を
起
こ

し
て
思
い
を
定
め
る
こ
と
か

ら
祈
り
の
起
点
と
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。 

ま
た
、
自
ら
の
「
仏
性
」
の

誠
の
心
が
目
覚
め
、
自
分
の
罪

を
懺
悔
す
る
こ
と
は
、
た
だ
の

反
省
す
る
と
い
う
口
先
で
は

な
く
、
心
も
伴
い
、
二
度
と
繰

り
返
さ
な
い
と
堅
く
誓
い
、
ご

本
仏
お
釈
迦
さ
ま
の
久
遠
の

大
本
願
を
体
し
、
そ
の
巨
大
な

如
来
秘
密
神
通
の
大
本
願
力

そ
の
も
の
で
あ
る
因
行
果
徳

の
二
法
の
お
題
目
を
唱
え
、
自

ら
の
無
始
よ
り
こ
の
か
た
。
無

明
の
酒
に
酔
い
て
造
る
と
こ

ろ
の
罪
業
（
大
罪
・
小
罪
・
微

罪
）
を
認
め
懺
悔
滅
罪
の
修
行

を
実
行
し
て
い
く
こ
と
か
ら

初
心
の
祈
り
が
始
ま
る
の
で

す
。 

    

一
分
の
宿
福
あ
っ
て
遭
い

難
き
妙
法
に
遭
い
あ
え
た
、
私 

                        

悪
運
を
除
か
ん
と
欲
せ
ば 

す
べ
か
ら
く
懺
悔
す
べ
し 

初
心
の
祈
り
か
ら 
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共
が
お
唱
え
す
る
「
お
題
目
」

は
、
七
百
有
余
年
の
歳
月
を
超

え
て
、
一
切
衆
生
を
し
て
、
日

蓮
大
聖
人
が
身
命
を
と
し
て

命
が
け
で
弘
通
な
さ
れ
た
、
全

人
類
が
等
し
く
救
わ
れ
、
仏
に

な
れ
る
道
「
お
題
目
神
秘
」
を

お
示
し
下
さ
い
ま
し
た
。 

 

   

今
後
は
、
宗
祖
、
御
生
誕
八

〇
〇
年
に
む
け
て
、
日
蓮
門
家

が
目
指
す
と
こ
ろ
の
、
次
の
世

代
へ
「
伝
え
る
た
め
の
、
お
題

目
布
教
の
展
開
」
を
掲
げ
、
私

共
聖
徒
が
如
法
に
受
持
宣
布

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
仏
に

な
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
仏

さ
ま
の
よ
う
な
道
を
歩
ま
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
」
と
請
願

し
、
進
ん
で
自
分
自
身
の
真
正

懺
悔
の
心
を
起
こ
し
て
、
信
仰

の
根
源
に
立
ち
返
り
、
聖
徒
の

皆
さ
ま
が
播
か
れ
ま
し
た
「
仏

種
」
は
、
か
な
ら
ず
や
素
晴
ら

し
い
花
を
咲
か
せ
、
実
を
結
ぶ

こ
と
を
願
い
な
が
ら
、
「
懺
悔

文
拝
読
運
動
」
を
お
し
進
め
て
、

真
の
お
題
目
を
唱
え
て
信
行

に
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
、
當
山
の
お
題
目
修
行

者
で
あ
る
聖
徒
の
方
々
こ
そ
、

真
の
弘
通
者
と
し
て
、
信
者
の

本
分
を
尽
く
す
こ
と
、
宗
祖
の

御
本
願
を
相
続
す
る
た
め
の
、

そ
の
「
お
題
目
の
輪
」
を
弘
め
、

尊
い
合
掌
の
心
を
身
近
な
と

こ
ろ
か
ら
、
小
さ
な
輪
が
や
が

て
大
き
く
広
が
っ
て
い
く
こ

と
を
願
い
、
衆
生
誘
引
の
つ
と

め
を
果
た
し
た
い
と
存
じ
ま

す
。 

   

こ
れ
か
ら
は
、
私
共
聖
徒
が

一
丸
と
な
っ
て
未
信
徒
に
「
お

題
目
」
を
伝
え
る
事
が
、
私
た

ち
信
者
が
願
う
「
お
題
目
」
の

道
を
「
持
ち
」「
行
い
」「
護
り
」

「
弘
め
」
奉
ら
ん
と
、
誓
い
を

新
た
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
「
上

求
菩
提 

下
化
衆
生
」
、
つ
ま

り
「
上
に
菩
提
（
さ
と
り
）
を

求
め
、
下
に
は
衆
生
を
化
す
る

（
教
え
導
く
）
こ
と
こ
そ
、
弘

通
者
の
本
来
の
面
目
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
日
頃
「
お
題
目
の

信
行
」
で
体
験
体
感
さ
れ
た
、

ご
修
行
の
功
徳
を
も
っ
て
、
今

後
は
、
朝
夕
の
お
勤
め
の
折
に

ご
家
族
揃
っ
て
「
懺
悔
文
」（
末

尾
に
記
載
）
を
拝
読
さ
れ
、
宗

祖
が
お
示
し
頂
い
た
「
お
題
目

の
神
秘
」
を
語
り
、
伝
え
、
弘

め
な
が
ら
、
無
始
の
惑
業
を
滅

し
「
懺
悔
滅
罪
の
念

こ
こ
ろ

を
生

お
こ
し

し
」

日
々
の
信
行
生
活
に
精
進
さ

れ
、
特
に
、
各
々
が
菩
提
寺
の

興
隆
発
展
と
教
線
拡
張
の
為

に
、
日
蓮
宗
の
信
者
と
し
て
の

本
分
を
果
た
さ
れ
ま
す
こ
と

を
ご
祈
念
申
し
あ
げ
ま
す
。 

        

最
後
に
、
来
る
十
一
月
十
五

日
（
日
）、
當
山
で
は
月
例
お
施

餓
鬼
供
養
会
並
び
に
、
當
山
第

五
世
順
忠
院
日
貫
上
人
英
忠
霊

覚
位
の
第
十
三
回
忌
報
恩
法
要

の
儀
を
奉
行
い
た
し
ま
す
の
で
、

皆
様
と
共
に
、
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
。 

 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

現
住 

日
薫
拝 

お
題
目
は
成
仏
の
直
道
也 

懺
悔
文
の
拝
読
運
動 

日
貫
上
人
十
三
回
忌
法
要 

参
考
文
献 

①
日
蓮
宗
宗
務
院
発
行
・ 

「
宗
報
三
二
六
号
抜
粋
」 

②
日
蓮
宗
霊
断
師
会
発
行
・ 

「
日
蓮
宗
聖
典
」 

③
伊
藤
瑞
叡
著
・ 

「
法
華
経
の
真
実
と
救
済
」 
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夫
れ
懺
悔
（
さ
ん
げ
）
は
治

病
の
妙
薬
。
開
運
の
秘
法
な
り
。

若
し
難
病
を
平
癒
（
な
お
）
し
。

悪
運
を
除
か
ん
と
欲
せ
ば
。
す

べ
か
ら
く
懺
悔
す
べ
し
。 

 
 

因
果
の
こ
と
わ
り
は
。
厳
正

（
げ
ん
せ
い
）
に
し
て
犯
し
難

し
。
微
罪
も
猶
を
悪
報
を
ま
ぬ

が
れ
ず
。
況
ん
や
不
幸
。
不
義
。

不
正
。
不
貞
。
不
倫
。
背
徳
。

忘
恩
の
大
罪
に
於
い
て
お
や
。

積
も
り
て
難
病
の
因
（
も
と
）

と
な
り
。
あ
つ
ま
り
て
厄
災
の

縁
と
な
る
。 

倩
（
つ
ら
つ
）
ら
推
（
お
も
）

う
に
。
わ
れ
等
（
ら
）
無
始
よ

り
こ
の
か
た
。
無
明
の
酒
に
酔

い
て
。
造
る
と
こ
ろ
の
罪
業
。

無
量
無
辺
な
り
。
あ
る
い
は
子

と
な
り
て
親
を
嘆
か
し
め
。
或

い
は
弟
子
と
な
り
て
師
を
ば

軽
ん
じ
。
或
い
は
従
者
（
し
も

べ
）
と
な
り
て
主
に
背
き
。
或

い
は
夫
と
な
り
て
妻
を
虐
（
し

い
た
）
げ
。
或
い
は
妻
と
な
り

て
夫
を
尅
（
こ
く
）
し
。
或
い

は
姑
（
し
ゅ
う
と
め
）
と
な
り

て
嫁
を
憎
み
。
或
い
は
嫁
と
な

り
て
姑
の
逆
（
さ
か
）
ら
い
。

或
い
は
兄
弟
姉
妹
牆
（
か
き
）

に
せ
め
ぎ
。
或
い
は
恩
を
怨
に

て
報 

（
か
え
）
し
。
或
い
は

他
人
（
た
に
ん
）
の
不
利
を
計

り
。
或
い
は
約
束
を
守
ら
ず
。

或
い
は
悪
口
。
両
舌
。
妄
語
。

綺
語
を
も
て
あ
そ
び
。
或
い
は

邪
淫
を
行
い
。
或
い
は
乱
暴
を

働
き
。
或
い
は
殺
生
し
。
或
い

は
偸
盗
（
ぬ
す
み
）
を
な
し
。

或
い
は
強
情
に
し
て
他
（
ひ
と
）

と
和
せ
ず
。
或
い
は
冷
酷
に
し

て
他
を
愛
せ
ず
。
或
い
は
憍
慢

（
き
ょ
う
ま
ん
）
に
し
て
他

（
ひ
と
）
を
蔑
（
な
い
が
し
）

ろ
に
し
。
或
い
は
執
念
深
く
し

て
他
を
怨
（
あ
だ
）
み
。
或
い

は
非
道
に
し
て
他
（
ひ
と
）
を

苦
し
め
。
或
い
は
強
欲
（
ご
う

よ
く
）
に
し
て
物
を
惜
（
お
）

し
む
な
ど
。
斯
（
か
）
く
の
如

き
悪
業
を
集
め
て
。
己
（
お
の

れ
）
の
骨
と
な
し
肉
と
な
す
。

い
か
で
か
悪
報
を
ま
ぬ
が
れ

ん
や
。
こ
れ
ま
た
宿
業
の
み
に

あ
ら
ず
。
今
世
（
こ
の
よ
）
に

於
い
て
更
に
罪
を
造
れ
る
に

於
い
て
お
や
。 

 

夫
れ
黒
衣
（
く
ろ
き
こ
ろ
も
）

を
纏
（
ま
と
）
え
る
者
は
。
襟

（
え
り
）
の
裏
の
垢
穢
（
あ
か
）

を
覚
（
さ
と
）
ら
ず
。
白
衣
（
し

ろ
き
こ
ろ
も
）
（
お
）
を
纏
え

る
者
は
。
わ
ず
か
な
不
浄
を
も

畏
（
お
そ
）
る
。
幸
い
な
る
か

な
。
わ
れ
ら
一
分
の
宿
福
あ
っ 

                        

懺

悔

文 
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て
。
遭
い
難
き
妙
法
に
遭
い
た

て
ま
つ
り
。
法
界
の
霊
主
（
み

お
や
）
。
寿
量
仏
の
御
前
（
み

ま
え
）
に
膝
ま
づ
き
て
。
深
く

懺
悔
滅
罪
の
念
（
こ
こ
ろ
）
を

生
（
お
こ
）
す
こ
と
を
得
た
り
。 

 

経
に
曰
く
。
一
切
の
業
障
海

は
皆
な
妄
想
よ
り
生
ず
。
若
し

懺
悔
せ
ん
と
欲
せ
ば
。
端
座
し

て
実
相
を
思
へ
。
衆
罪
は
霜
露

の
如
し
。
慧
日
よ
く
消
除
す
と
。

仰
ぎ
願
わ
く
ば
。
唱
え
た
て
ま

つ
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
慧

日
。
諸
法
実
相
の
霊
光
を
放

（
は
な
）
ち
て
。
わ
れ
ら
無
始

の
惑
業
を
滅
し
。
速
や
か
に
病

苦
を
救
い
。
定
業
を
転
じ
て
。

現
世
安
穏
の
大
利
益
を
授
け

給
わ
ん
こ
と
を
。
至
心
に
懺
悔

し
。
一
心
に
悃
祷
（
こ
ん
と
う
）

し
た
て
ま
つ
る
。 

  

今
身
よ
り 

仏
身
に
い
た
る
ま
で
、 

よ
く
た
も
ち
た
て
ま
つ
る 

 
 
 

 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

     

※ 

毎
月
第
一
日
曜
日
・
午
前

十
時
に
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
「
祈
祷
祭
」
に
お
い

て
、
皆
様
と
共
に
「
懺
悔

文
」
を
唱
和
し
拝
読
の
ご

修
行
で
き
ま
す
。 

※ 

ど
な
た
で
も
ご
自
由
ご
参

加
で
き
ま
す
。 

※ 

「
日
蓮
宗
聖
典
」
の
懺
悔

文
の
お
経
本
は
、
千
円
で

授
与
い
た
し
ま
す
。 

 

    

合
掌
、
例
年
に
な
く
長
か
っ

た
梅
雨
も
や
っ
と
明
け
、
厳
し

い
夏
の
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

檀
信
徒
の
皆
様
に
は
益
々
御

健
勝
の
事
と
お
慶
び
申
し
上

げ
ま
す
。 

        

う
っ
と
お
し
い
梅
雨
で
す

が
、
梅
雨
が
あ
れ
ば
こ
そ
暑
い

夏
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

私
達
、
人
間
も
動
物
や
草
木

に
と
っ
て
も
水
無
し
で
は
生 

    

き
て
い
け
ま
せ
ん
。 

ま
さ
し
く
命
の
水
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、

う
っ
と
お
し
い
梅
雨
に
も
感

謝
の
合
掌
で
す
。
先
日
、
お
寺

の
御
施
餓
鬼
会
に
参
加
さ
せ

て
頂
い
た
折
、
お
斎
を
頂
い
て

い
る
と
普
段
あ
ま
り
お
話
し

し
た
こ
と
が
無
い
方
と
話
す

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。 

話
す
内
容
は
初
め
は
た
わ

い
の
な
い
も
の
で
す
が
、
後
に

信
仰
の
話
へ
と
変
わ
り
、
最
後

は
お
題
目
の
素
晴
ら
し
さ
や

お
祖
師
様
へ
の
感
謝
の
気
持

ち
へ
と
話
が
進
み
ま
す
。
こ
の

お
寺
と
い
う
場
所
を
通
し
て

信
仰
の
仲
間
と
心
を
通
わ
せ

て
い
る
と
、
幸
せ
な
気
持
ち
に

な
り
、
い
つ
の
間
に
か
合
掌
を

寒修行に参加する古賀筆頭総代  

護
持
会
会
長
・筆
頭
総
代 

古 

賀 
 

静 

枝 

お

知

ら

せ 
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し
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
信

仰
的
な
異
体
同
心
の
第
一
歩

が
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
、
本
当
に
有
難
く
思
い
ま

す
。 今

年
一
月
に
は
長
年
妙
教

寺
の
執
事
を
し
て
お
ら
れ
た

英
典
上
人
が
、
妙
教
寺
別
院
で

あ
る
東
区
志
賀
島
の
「
元
寇
園

教
会
」
の
担
任
に
就
任
さ
れ
、

又
、
當
山
御
住
職
上
人
よ
り
亡

き
日
貫
上
人
に
代
わ
り
英
典

上
人
へ
「
順
應
院
日
典
」
の
法

号
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
御
師
僧

で
あ
ら
れ
た
亡
き
日
貫
上
人

も
さ
ぞ
お
喜
び
の
こ
と
と
思

い
ま
す
。
今
後
は
く
れ
ぐ
れ
も

御
身
体
を
大
切
に
さ
れ
、
さ
ら

な
る
ご
活
躍
を
ご
期
待
申
し

上
げ
ま
す
。 

本
年
十
一
月
十
五
日
（
日
）

は
月
施
餓
鬼
に
合
わ
せ
當
山

第
五
世
「
順
忠
院
日
貫
上
人
」

の
第
十
三
回
忌
法
要
が
執
り

行
わ
れ
る
予
定
で
す
。
ご
生
前

の
御
遺
徳
を
偲
び
、
感
謝
の
気

持
ち
で
檀
信
徒
の
皆
様
と
共

に
御
報
恩
法
要
に
参
加
さ
せ

て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

か
ら
し
ば
ら
く
は
暑
い
日
が

続
き
ま
す
が
皆
様
も
御
身
体

に
は
十
分
お
気
を
付
け
ら
れ

ま
す
よ
う
。
又
、
今
後
と
も
妙

教
寺
並
び
に
別
院
元
寇
園
教

会
発
展
の
為
、
皆
で
力
を
合
わ

せ
「
異
体
同
心
」
で
頑
張
っ
て

参
り
ま
し
ょ
う
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

       

         

こ
の
度
、
婦
人
会
会
長
の
ご

指
名
を
頂
き
ま
し
た
折
、
私
が

と
っ
さ
に
思
っ
た
事
は
、
自
分

の
身
の
回
り
の
事
も
右
往
左

往
と
整
理
で
き
ぬ
自
分
自
身

に
そ
の
よ
う
な
大
役
は
出
来

な
い
だ
ろ
う
と
お
断
り
す
る

事
で
し
た
。 

し
か
し
、
そ
ん
な
中
、
筆
頭

総
代
の
古
賀
静
枝
様
を
は
じ

め
旧
役
員
の
方
々
か
ら
「
大
丈

夫
よ
。
お
手
伝
い
出
来
る
事
は

い
つ
で
も
言
っ
て
。
い
つ
で
も

手
伝
い
ま
す
よ
。
み
ん
な
で
協 

力
し
合
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
」 

   

と
の
言
葉
で
し
た
。
古
賀
様
を

は
じ
め
皆
様
の
温
か
い
ご
厚

意
に
感
謝
を
し
、
今
ま
で
の
不

安
や
迷
い
が
消
え
る
思
い
で

大
切
な
菩
薩
行
の
実
践
を
忘

れ
て
い
た
自
分
を
恥
ず
か
し

く
思
い
返
し
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
先
、
信
仰
の
輪
が

多
く
の
方
々
に
よ
っ
て
よ
り

大
き
く
な
り
、
妙
教
寺
の
発
展

に
つ
な
が
り
ま
す
よ
う
、
何
卒

皆
様
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。
お
気
づ
き

の
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
ど
の

よ
う
な
事
で
も
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。 檀

信
徒
の
皆
様
の
健
康
を

祈
念
し
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

就
任
ご
挨
拶 

婦
人
会
会
長 

植う

え 

村む

ら 
 

德
め
ぐ
み 
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合
掌 

〝
暑
中
お
見
舞
い 

申
し
上
げ
ま
す
〟 

 

日
頃
よ
り
護
持
会
の
活
動

に
ご
理
解
ご
協
力
賜
り
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

さ
て
、
去
る
六
月
十
八
・
十

九
日
、
日
蓮
宗
総
本
山 

身
延

山
久
遠
寺
に
於
い
て
開
催
さ 

れ
た
「
住
職
・
担
任
認
証
式
」 

    

へ
、
今
回
元
寇
園
教
会
担
任
に

就
任
さ
れ
た
高
野
英
典
上
人

に
帯
同
し
、
元
寇
園
教
会
総
代

と
し
て
、
私
と
臼
井
義
光
様
と 

と
も
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。 

一
日
目
は
身
延
山
研
修
道
場 

に
て
受
付
を
済
ま
せ
、
英
典
上 

人
は
研
修
道
場
へ
、
私
達
は
祖

廟
常
唱
殿
に
て
そ
れ
ぞ
れ
に 

講
習
を
受
け
、
総
代
の
私
達
は

「
檀
信
徒
信
行
の
手
引
き
」
を

も
と
に
檀
信
徒
並
び
に
寺
院

総
代
と
し
て
の
心
得
と
唱
題

行
の
し
か
た
な
ど
の
講
習
を

受
け
初
日
の
予
定
を
終
了
し

宿
坊
に
戻
り
ま
し
た
。 

二
日
目
は
早
朝
五
時
二
十
分

に
身
延
山
久
遠
寺
大
本
堂
に

集
合
、
五
時
三
十
分
に
参
加
の

お
上
人
方
と
共
に
祖
山
朝
勤

に
参
列
し
、
七
時
よ
り
、
祖
師

堂
に
於
い
て
日
蓮
宗
管
長
で

あ
ら
れ
身
延
山
久
遠
寺
法
主 

内
野
日
総
猊
下
ご
臨
席
の
も

と
、
認
証
式
が
厳
か
に
執
り
行

わ
れ
ま
し
た
。
式
典
で
は
、
勤

行
の
後
、
報
告
文
が
拝
読
さ
れ
、

続
い
て
代
表
の
お
上
人
様
に

よ
る
宣
誓
、
御
杯
の
義
が
行
わ

れ
、
管
長
猊
下
の
訓
諭
、
最
後

に
宗
務
院
代
表
の
お
上
人
様

の
ご
挨
拶
と
祝
辞
が
あ
り
、
玄

題
三
唱
で
閉
式
と
な
り
ま
し

た
。 

         

こ
の
よ
う
な
荘
厳
な
式
典

に
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
く
ご

縁
を
い
た
だ
き
、
妙
教
寺
御
住

職
上
人
を
は
じ
め
、
英
典
上
人

に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。 今

回
、
一
生
に
一
度
関
わ
る

事
が
出
来
る
か
ど
う
か
わ
か

ら
な
い
儀
式
に
参
列
さ
せ
て

頂
き
、
大
変
貴
重
な
体
験
と
な

り
ま
し
た
。
こ
の
体
験
を
踏
ま

え
、
革
め
て
日
蓮
宗
宗
徒
と
し

て
の
自
覚
と
、
両
山
の
総
代
役

員
と
し
て
の
責
任
を
深
く
感

じ
得
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
は
今
ま
で
以
上
に
檀

信
徒
の
皆
様
と
共
に
當
山
妙

教
寺
本
院
同
様
、
別
院 

元
寇

園
教
会
を
微
力
な
が
ら
支
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

高
野
英
典
上
人
、
元
寇
園
教

会
担
任
ご
就
任
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

投 

稿 

欄 

投

稿

欄 

松
尾 

勝
次 

大本堂前にて英典上人を囲んで 

記念撮影（筆者右端） 

 

元
寇
園
教
会
担
任
・ 

髙
野
英
典
上
人 

「
住
職
・
担
任
認
証
式
」
に 

参
加
し
て 

妙

教

寺

総

代 

元
寇
園
教
会
総
代 
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日
々
に
心
安
ら
か
に
過
ご

す
こ
と
が
出
来
る
の
も
御
上

人
様
の
お
導
き
と
檀
信
徒
の

皆
様
の
お
力
添
え
に
よ
る
も

の
と
存
じ
ま
す
。
心
か
ら
御
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。 

昨
年
は
夫
と
二
人
で
お
詣

り
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、

今
年
は
娘
や
孫
と
揃
っ
て
新

年
の
お
参
り
が
出
来
ま
し
た
。 

年
頭
の
御
施
餓
鬼
供
養
会
で

お
祖
師
様
に
「
正
し
い
道
を
進

む
こ
と
が
出
来
ま
す
よ
う
に
」 

お
祈
り
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

そ
の
後
に
行
わ
れ
ま
し
た
福

引
き
大
会
で
、
妙
教
寺
様
よ
り

「
住
職
上
人
賞
」
を
頂
戴
い
た

し
ま
し
た
。 

          
こ
の
賞
は
夫
が
望
ん
で
い

た
賞
品
で
、
ま
た
夫
が
頂
い
た

品
は
私
が
い
つ
も
欲
し
い
欲

し
い
と
思
っ
て
い
た
蘭
の
お

花
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
よ
ろ
こ

び
は
重
な
り
ま
し
て
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
年
も
檀
信
徒
の
皆
様
に

と
り
ま
し
て
、
幸
多
き
よ
い
お

年
に
な
り
ま
す
よ
う
心
よ
り

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

      

本
年
は
、
福
岡
県
宗
務
所
長

に
西
筑
組
よ
り
初
め
て
宗
像
市

妙
経
寺
御
山
主 

髙
嵜
泰
道
僧

正
様
が
ご
就
任
さ
れ
来
賓
と
し

て
ご
臨
席
さ
れ
ま
し
た
。
又
、

「海
上
施
餓
鬼
大
法
要
」並
び
に

「
お
題
目
の
集
い
」
も
、
主
催
代

表
で
あ
ら
れ
る
、
副
長
が
朝
倉

市
圓
誠
寺
御
住
職
・
平
石
前
勝

上
人
に
変
わ
ら
れ
、
新
体
制
に

よ
っ
て
と
り
行
わ
れ
ま
し
た
。 

今
回
は
、
門
中
各
御
寺
院
よ

り
約
三
百
名
ほ
ど
の
檀
信
徒
の

皆
様
が
参
加
さ
れ
、
法
要
に
先

立
ち
、
開
式
の
辞
を
今
年
一
月

よ
り
妙
教
寺
別
院
・
元
寇
園
教

会
担
任
で
あ
ら
れ
る
髙
野
英
典

上
人
が
勤
め
ら
れ
ま
し
た
。 

法
要
は
、
朝
倉
市
・
本
覚
寺 

松
木
祥
覚
上
人
を
導
師
に
朝

倉
地
区
の
各
上
人
の
出
仕
に
よ

り
厳
粛
に
営
な
ま
れ
ま
し
た
。 

昼
食
を
は
さ
み
、
糟
屋
郡
蓮

照
寺
御
住
職
竹
内
曜
良
上
人

お
導
師
に
よ
り
唱
題
行
が
行
わ

れ
た
。 

        

講
演
は
、
今
年
度
よ
り
福
岡

県
布
教
師
会
会
長
に
就
任
さ

れ
た
那
珂
川
町
・
蓮
教
寺
御
住

職
大
坪
正
志
上
人
よ
り
「
ほ
と

け
の
子
」
と
題
し
ま
し
て
お
話
が

あ
り
ま
し
た
。
「
私
達
は
、
沢
山

の
人
や
物
等
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
事
を
感
謝
し
合
掌
し

ま
し
ょ
う
。
」
と
、
大
変
わ
か
り

や
す
く
お
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

投 

稿 

欄 

 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
二
日 

新
年
福
引
大
会 

「
住
職
上
人
賞
」
に
当
選
し
て 

 

大
野
城
市
南
ヶ
丘
地
区 

大
内 
満
子 

當山住職上人と賞品の自転車と 

一緒に記念撮影 

 

 

西
筑
組
主
催
・
第
44
回 

海
上
施
餓
鬼
大
法
要
並
び
に 

お
題
目
の
集
い
奉
行 

妙
教
寺
修
徒 

 

松
尾 

英
勝 

海上施餓鬼大法要の様子 
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朝
夕
の
お
勤
め
の
最
後
に

「
受
持
」
（
今
身
よ
り
、
仏
身

に
至
る
ま
で
よ
く
持
ち
奉
る
）

を
お
唱
え
し
ま
す
。 

こ
れ
は
私
達
が
信
仰
す
る

上
で
大
事
な
行
い
で
、
仏
様
へ

の
誓
い
で
す
。
つ
ま
り
私
達
は

今
か
ら
仏
様
の
の
世
界
に
近

づ
く
よ
う
日
々
努
力
精
進
し

て
い
く
心
を
持
ち
続
け
る
と

い
う
誓
い
で
す
。
し
か
し
な
が

ら
一
代
限
り
の
信
仰
で
は
い

つ
か
絶
え
て
し
ま
い
ま
す
。
近

年
、
各
寺
院
に
於
い
て
も
檀
信

徒
の
寺
へ
の
お
参
り
が
減
っ

て
き
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
そ

の
原
因
に
は
、
時
代
背
景
の
変

化
や
核
家
族
化
、
高
年
齢
化
等

の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

信
仰
面
で
の
伝
承
が
う
ま
く

な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

毎
月
は
無
理
で
も
、
お
正
月
や

お
盆
、
お
彼
岸
等
の
節
目
節
目

に
は
子
供
さ
ん
や
お
孫
さ
ん

と
一
緒
に
お
寺
参
り
を
し
、
寺

の
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
で

若
い
方
に
も
お
寺
を
身
近
に

感
じ
て
頂
く
事
が
で
き
、
初
め

は
何
も
わ
か
ら
な
く
て
真
似

を
し
て
や
っ
て
い
る
う
ち
に

「
以
心
伝
心
」
で
自
然
と
心
が

変
化
し
て
自
分
の
も
の
と
な

っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
こ
れ
は
お
寺
と
い
う

法
華
経
の
道
場
に
近
付
く
事

に
よ
っ
て
自
然
と
心
の
中
に

 
崇す

峻し
ゅ
ん

天
皇

て
ん

の
う

御
書

ご

し

ょ 

蔵く
ら

の
財た

か
ら

よ
り
も 

身み

の
財た

か
ら

す
ぐ
れ
た
り 

身み

の
財た

か
ら

よ
り 

心こ
こ
ろ

の
財た

か
ら

第
一

だ

い
い
ち

な
り 

 
 

 
 

 
 
 

「
建
治
三
年 

聖
寿
五
十
六
歳
」 

（
四
条
金
吾
殿
宛
） 

日
蓮
大
聖
人
の
お
こ
と
ば 

⑮ 

竜の口の処刑場に護送される途中、 

駆け付け、共に殉死する覚悟でくつわ
に取りすがる四条金吾頼基公 
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お
題
目
の
種
が
蒔
か
れ
や
が

て
芽
を
吹
き
大
き
な
木
に
育

ち
、
ゆ
る
ぎ
な
い
信
仰
心
へ
と

繋
が
っ
て
い
く
の
で
す
。 

こ
こ
に
掲
げ
た
「
崇
峻
天
皇

御
書
」
は
当
時
大
変
熱
心
な
法

華
経
信
者
で
あ
ら
れ
た
武
将
、

四
条
金
吾
殿
に
対
し
、
日
蓮
聖

人
が
出
さ
れ
た
お
手
紙
で
、
ど

ん
な
に
苦
境
に
立
た
さ
れ
て

も
忍
耐
強
く
賢
明
な
行
動
を

し
、
決
し
て
短
気
を
起
こ
さ
な

い
よ
う
に
崇
峻
天
皇
の
物
語

を
挙
げ
て
戒
め
ら
れ
た
も
の

で
す
。
私
達
が
社
会
で
生
き
て

い
く
上
で
物
品
や
金
銭
は
欠

か
せ
な
い
も
の
で
す
。
身
体
の

健
康
は
そ
れ
以
上
に
大
切
で

す
が
、
最
も
貴
重
な
も
の
は

「
心
」
で
す
。
社
会
生
活
を
営

む
根
本
は
物
質
よ
り
心
に
あ

り
、
心
の
財
と
は
、
真
実
の
仏

道
を
歩
む
道
心
に
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
清
く
お
お
ら
か
な
心

持
ち
が
生
ま
れ
、
豊
か
さ
が
あ

る
の
で
す
。
私
達
が
真
の
豊
か

さ
を
持
ち
平
安
な
心
で
暮
ら 

      

合
掌 

 

〝
暑
中
お
見
舞
い 

申
し
上
げ
ま
す
〝 

日
頃
よ
り
、
妙
教
寺
並
に
元

寇
園
教
会
の
檀
信
徒
の
皆
様

に
は
護
法
護
持
の
為
、
ご
尽
力

を
賜
り
心
よ
り
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。 

早
い
も
の
で
、
元
寇
園
教
会

の
担
任
を
仰
せ
つ
か
っ
て
八

ヶ
月
と
な
り
ま
し
た
。
六
月
に

は
、
就
任
手
続
き
の
最
後
と
し

て
、
日
蓮
宗
総
本
山 

身
延
山

に
於
い
て
行
わ
れ
る
「
住
職
・

担
任
認
証
式
」
に
出
席
さ
せ
て 

す
こ
と
が
一
番
の
幸
せ
と
い

え
ま
す
。 

      

頂
き
ま
し
た
。
住
職
担
任
に
な 

る
為
に
は
様
々
な
手
続
き
が

あ
り
、
各
種
の
書
類
提
出
を
し

て
、
許
可
が
お
り
る
と
日
蓮
宗

宗
務
総
長
よ
り
担
任
の
承
認

を
受
け
ま
す
。 

       

そ
し
て
最
後
に
総
代
一
名
以

上
を
伴
っ
て
身
延
山
で
の
各

種
講
習
会
に
参
加
し
た
後
、
日

蓮
宗
管
長
猊
下
よ
り
認
証
を

受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

          

今
度
は
元
寇
園
教
会
総
代

と
し
て
臼
井
義
光
様
、
松
尾
勝

次
様
に
ご
同
行
頂
き
ま
し
た
。

前
日
よ
り
の
雨
で
心
配
し
て

お
り
ま
し
た
が
認
証
式
当
日

は
ど
う
に
か
天
候
も
回
復
し
、

本
山
大
本
堂
で
の
朝
勤
の
後
、

隣
の
祖
師
堂
に
於
い
て
身
延

山
法
主
で
も
あ
ら
れ
る
日
蓮

宗
管
長
「
内
野
日
総
猊
下
」
、

宗
務
院
代
表
と
し
て
総
務
部

長
「
風
間
隨
修
僧
正
」
ご
臨
席

元
寇
園
教
会
よ
り 

担 

任 

髙

野

英

典 

日
蓮
宗
宗
務
総
長
よ
り
頂
い
た
承
認
証 

日蓮宗管長猊下より頂いた認証書 

参
考
文
献 

 

日
蓮
宗
宗
務
院
伝
道
部
・ 

 

「
日
蓮
宗
テ
レ
ホ
ン
説
教
法
話
集
」 
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の
も
と
「
住
職
・
担
任
認
証
式
」

が
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
ま
し

た
。
今
回
は
全
国
各
地
よ
り
二

十
名
の
参
加
で
し
た
。 

認
証
式
を
無
事
終
え
、
改
め

て
一
教
会
の
担
任
と
な
っ
た

重
責
を
深
く
感
じ
る
も
の
で

し
た
。
今
後
は
一
層
、
元
寇
園

教
会
の
設
立

の
本
来
の
目

的
で
も
あ
る

元
寇
の
役
彼

我
両
軍
の
殉

難
者
の
精
霊

を
は
じ
め
各

戦
役
で
犠
牲

と
な
ら
れ
た

方
々
、
又
、
近

年
世
界
各
地

で
起
き
て
い

る
自
然
大
災

害
等
で
図
ら

ず
も
命
を
亡

く
さ
れ
た
全

て
の
精
霊
に

供
養
の
誠
を

捧
げ
、
世
界
の

平
和
と
幸
福

と
繁
栄
を
祈
願
し
、
こ
の
供
養

霊
場
の
尚
一
層
の
充
実
と
発

展
に
努
め
て
ま
い
る
所
存
で

す
。 妙

教
寺
並
に
元
寇
園
教
会

の
檀
信
徒
の
皆
様
方
に
は
今

ま
で
同
様
、
ご
理
解
と
ご
協
力

賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

再
拝 

                        

 

元
寇
園
教
会
で
は
、
毎
月
十

七
日
と
二
十
三
日
に
施
餓
鬼
会

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

不
定
期
に
ご
有
志
の
方
に
よ
り

素
人
農
園
で
す
が
季
節
の
野
菜

や
草
花
等
を
育
て
な
が
ら
菩
薩

行
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

ご
興
味
の
あ
る
方
は
お
気
軽
に

お
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
行

く
日
程
を
打
合
せ
し
た
上
で
車

に
て
送
迎
い
た
し
ま
す
。 

お

知

ら

せ 
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今
回
は
、
お
盆
と
お
施
餓
鬼

に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
と

思
い
ま
す
。 

檀
信
徒
の
皆
様
が
こ
の
話

を
目
に
し
て
い
る
頃
は
、
ち
ょ

う
ど
お
盆
の
ま
っ
た
だ
中
か

と
思
い
ま
す
が
、
お
盆
は
正
月

と
並
び
、
日
本
の
年
中
行
事
の

中
で
も
非
常
に
深
く
浸
透
し

て
い
る
行
事
の
一
つ
と
い
え

ま
す
。 

こ
の
「
盆
」
と
い
う
呼
び
名

は
「
盂
蘭
盆
」
の
略
で
あ
り
、

か
つ
て
イ
ン
ド
で
使
わ
れ
て

い
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

「
ウ
ラ
ン
バ
ナ
（
逆
さ
吊
り
に

さ
れ
る
よ
う
な
苦
し
み
）
」
に

漢
字
を
当
て
た
も
の
で
す
。
こ

の
時
期
に
は
、
父
母
を
は
じ
め

ご
先
祖
様
の
霊
を
供
養
し
、
こ 

    

の
よ
う
な
苦
し
み
か
ら
救
う

と
い
う
意
味
で
、
全
国
各
地
で

盂
蘭
盆
会
・
施
餓
鬼
供
養
会
が

執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
盂
蘭
盆
会
の
由
来
と

し
て
有
名
な
も
の
に
『
盂
蘭
盆

経
』
に
説
か
れ
た
目
連
尊
者
の

お
話
が
あ
り
ま
す
。 

お
釈
迦
様
の
弟
子
で
神
通

第
一
と
評
さ
れ
た
目
連
尊
者

が
、
亡
く
な
っ
た
母
親
を
神
通

力
で
捜
し
、
母
が
餓
鬼
道
に
落

ち
た
の
を
知
り
ま
す
。
餓
鬼
道

は
常
に
餓
え
に
苦
し
む
場
所

で
あ
り
、
見
か
ね
た
目
連
は
餓

え
た
母
親
に
神
通
力
で
水
や

食
べ
物
を
届
け
ま
し
た
が
、
母

が
そ
れ
に
口
を
つ
け
よ
う
と

す
る
と
火
に
変
わ
り
口
に
す

る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し

た
。
困
っ
た
目
連
は
お
釈
迦
様

に
助
け
を
求
め
ま
す
。
す
る
と

お
釈
迦
様
は
「
お
前
の
母
の
罪

は
と
て
も
重
く
、
一
人
で
は
ど

う
し
よ
う
も
な
い
。
多
く
の
僧

が
九
十
日
間
の
雨
季
の
修
行

を
終
え
る
七
月
十
五
日
に
、
ご

馳
走
を
用
意
し
て
経
を
読
誦

し
、
心
か
ら
供
養
し
な
さ
い
。
」

と
述
べ
、
目
連
が
早
速
そ
の
通

り
に
す
る
と
、
目
連
の
母
親
は

餓
鬼
の
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

           

                        

盂
蘭
盆
と
施
餓
鬼
に
つ
い
て 

妙
教
寺
修
徒 

髙
野 

英
一 

 

餓鬼道の様子を現した図 

（ヤフー・ジャパンより） 
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日
蓮
大
聖
人
も
ご
自
身
が

記
さ
れ
た
『
盂
蘭
盆
御
書
』
の

中
で
こ
の
逸
話
に
ふ
れ
、 

さ
ら
に
目
連
尊
者
が
母
を
救

え
な
か
っ
た
の
は
こ
れ
ま
で

修
行
に
用
い
て
き
た
小
乗
の

戒
律
で
は
力
不
足
で
あ
っ
た

た
め
と
し
て
、『
妙
法
蓮
華
経
』

の
中
に
お
い
て
目
連
尊
者
が

そ
れ
ら
を
捨
て
「
南
無
妙
法
蓮

華
経
」
と
唱
え
ら
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
仏
と
な
り
、
目
連
尊
者

と
血
の
つ
な
が
っ
た
両
親
も

共
に
仏
と
な
っ
た
の
だ
と
説

明
さ
れ
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
大
聖
人
は
「
目
連
尊

者
が
法
華
経
を
信
じ
ま
い
ら
せ
し

大
善
は
、
我
が
身
仏
に
な
る
の
み
な

ら
ず
、
父
母
仏
に
な
り
給
う
。
上

七
代
下
七
代
、
上
無
量
生
下
無

量
生
の
父
母
等
存
外
に
仏
と
な
り

給
。
乃
至
子
息
・夫
妻
・所
従
・檀

那
・無
量
衆
生
三
悪
道
を
は
な
る

る
の
み
な
ら
ず
、
皆
初
住
・妙
覚
の

仏
と
な
り
ぬ
。
故
に
法
華
経
第
三

に
云
く
、
願
以
此
功
徳
普
及
於

一
切
我
等
与
衆
生
皆
共
成
仏

道
云
云
。
」
と
述
べ
、
法
華
経

の
功
徳
は
本
人
の
み
な
ら
ず

父
母
や
は
る
か
前
の
先
祖
、
は

る
か
先
の
子
孫
、
そ
の
他
の
家

族
や
関
係
者
ま
で
も
救
い
を

も
た
ら
し
、
成
仏
さ
せ
る
ほ
ど

大
き
な
も
の
で
あ
る
と
説
明

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
節
は

日
蓮
宗
の
お
寺
の
盂
蘭
盆
会

に
お
い
て
は
必
ず
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
読
ま
れ
る
も
の
で

す
。 

         

毎
年
、
お
盆
の
棚
経
参
り
と

い
う
形
で
檀
信
徒
各
家
に
お

参
り
を
さ
せ
て
頂
い
て
お
り

ま
す
が
、
そ
の
際
に
は
皆
様
の

ご
先
祖
様
に
よ
り
多
く
の
法

華
経
の
功
徳
が
届
き
ま
す
よ

う
、
家
族
み
ん
な
で
共
に
祈
り

を
捧
げ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。 

          
南
無
妙
法
蓮
華
経 

    

                        

(有)広栄堂龍仏具店 
      

          福岡県大野城市錦町 2-2-3 

      092-582-7676 

 
定休日/毎月 ５・15日 

各種仏壇・仏具お取り寄せ

出来ます。ご気軽にご来店

下さい。 

TEL 
FAX 

西筑組主催海上施餓鬼会に 

参加した髙野上人 

仏
壇
に
よ
る
盆
飾
り
の
一
例 

参
考
文
献 

開
山
堂
出
版 

「
日
蓮
聖
人
と
盂
蘭
盆
会
」 
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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
①
）

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
（
私

達
）
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
。 

    

    

具
体
的
に
は
、
「
ご
本 

尊
」
と
は
何
を
指
す
の
で

し
ょ
う
か
。 

 

日
蓮
宗
の
本
尊
は
、
日
蓮

聖
人
が
世
界
で
初
め
て

紙
の
上
に
文
字
で
書
き

表
さ
れ
た
「
大
曼
荼
羅
（
だ
い

ま
ん
だ
ら
）
」
を
指
し
ま
す
。

（
図
②
）
日
蓮
聖
人
は
、
「
日

蓮
が
た
ま
し
ひ
（
魂
）
を
す
み

（
墨
）
に
染
め
な
が
し
て
か
き

そ
う
ろ
う
ぞ
」
（
経
王
殿
御
返

事
）
と
お
述
べ
に
な
っ
て
い
ま

す
。 

つ
ま
り
、
日
蓮
聖
人
が

魂
を
込
め
て
こ
の
世
の
姿
を

書
き
表
さ
れ
た
も

の
が
日
蓮
宗
の
本

尊
な
の
で
す
。 

 

                        

                        

 

 

 

 

 

                       
                          

                               

大野城市錦町 4 丁目 1-1 イオン大野城 1 階 

TEL・FAX ０９２－５９２－２１２６ 
 

名菓ひよ子 
イオン大野城店 

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。 

カレーおかき 

 ひよおかき 
6袋：680円 

（本体 630円） 
 

10袋：1,134円 

（本体 1,050円） 

九
州
限
定 

ひ
よ
子
の
恋 

種
子
島
産
「
安
納
芋
」
使
用 

Ａ 
 

Ｑ 
 

Ａ 
 

Ｑ 
 

図
① 

図
② 

お
上
人
さ
ん
教
え
て
！ 

日
蓮
宗
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
よ
り 
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行
事
ス
ナ
ッ
プ
あ
れ
こ
れ 

1 月元旦 新春初参詣祝祷会 

厳粛な法要の中、御経頂戴式が
行われ、この後甘酒が供養され
ました。 

1/12 新春星祭り大祭・福引き大会  
本年も大勢のお参りがあり、盛大に
行われました。 

1/18 婦人会主催寒修行 

一心にお題目を唱える檀信徒の
方々。 

2/1 節分追儺会 

除厄退散・息災延命等を願い 

本年厄年の方・干支の方々によ
り豆まきが行われた。 

4/12 釈尊降誕会（花まつり） 

婦人会役員並びに有志の方に
より綺麗な花御堂が作られ、御
宝前へお供えされました。 

 

5/24 平成 27 年檀信徒総会 

全ての議案に対し、満場一致で
承認されました。 

6/11 元寇園教会恒例芋苗植え 

婦人会役員並びに有志の方によ
り収穫を願って植えました 

7/5 信行会 写経修行 

今回は、懺悔文の写経を行い 

ました。 

7/19 土用の丑大祈祷会 

頭痛封じ、無病息災を祈念して 

ほうろく灸を受けられた檀信
徒の方々。 

7/10 西筑組主催による第 44 回
海上施餓鬼法要が執り行われ、 

當山より 17 名参加されました 
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お

寺

の

行

事 
   

◎
９
月
６
日
（第
１
日
曜
） 

 

・月
例
祈
祷
祭 

 

午
前
10
時
よ
り 

◎
９
月
20
～
26
日
（日
～
土
） 

 

・秋
季
彼
岸
棚
経
廻
り 

 
 

 

早
朝
よ
り 

◎
９
月
27
日
（第
４
日
曜
） 

 

・各
家
勧
請
守
護
神
祭 

 

・秋
季
彼
岸
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

 

◎
10
月
４
日
（第
１
日
曜
） 

 

・月
例
祈
祷
祭 

 

午
前
10
時
よ
り 

◎
10
月
11
日
（第
２
日
曜
） 

 

・宗
祖
お
会
式
桜
花
つ
く
り 

 
 

 

午
前
９
時
よ
り 

◎
10
月
18
日
（第
３
日
曜
） 

 

・宗
祖
日
蓮
大
聖
人
お
会
式 

 

・月
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

  

   

◎
11
月
１
日
（第
１
日
曜
） 

 

・月
祈
祷
祭 

 

午
前
10
時
よ
り 

◎
11
月
15
日
（第
３
日
曜
） 

 

・順
忠
院
日
貫
上
人 

 
 

第
13
回
忌
法
要 

 

・月
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

 
◎
12
月
６
日
（第
１
日
曜
） 

 
・月
祈
祷
祭 
 

午
前
10
時
よ
り 

 

・三
沢
清
正
公
堂
大
掃
除 

 
 

 

午
後
よ
り 

◎
12
月
13
日
（第
２
日
曜
） 

 

・年
末
煤
払
い
大
掃
除 

 
 

 

午
前
９
時
よ
り 

◎
12
月
20
日
（第
３
日
曜
） 

 

・年
末
総
供
養
施
餓
鬼
会 

午
後
１
時
よ
り 

◎
12
月
27
日
（第
４
日
曜
） 

 

・正
月
お
供
え
の
為
の
餅
つ
き 

 
 

 

午
前
８
時
よ
り 

◎
12
月
28
～
30
日
（
月
～
水
） 

 

・正
月
飾
付
け
準
備 

 

 

◎
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
よ
り 

◎
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 

 

・新
春
福
引
き
大
会 

 
 

 

午
後
１
時
よ
り 

◎
１
月
17
日
（第
３
日
曜
） 

 

・寒
修
行
会
（婦
人
会
主
催
） 

 
 

 

午
前
10
時
よ
り 

          

         

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、當山ホームページにてご確認下さい。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
） 

 
・
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
） 

 ※
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
。 


