
  

 
 
 
 

 

                              

   

 

妙
教
寺 

第
七
世 

 
    

順 

信 

院 

日 

薫 

荒 

木  

英 

知 

 

       

 

平
成
十
九
年
丁
亥
歳
の
初
春

を
迎
え
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
心

か
ら
新
年
の
お
悦
び
を
申
し
上

げ
ま
す
。  

日
頃
、
妙
教
寺
檀
信
徒
護
持

会
会
員
の
皆
様
方
に
は
、
日
蓮

大
聖
人
御
生
誕
八
〇
〇
年
に
向 

け
て
伝
た
え
よ
う
と
「法
華
経
」 

 

 

 

 

を
語
り
、
「
お
題
目
」
を
弘
め
な

が
ら
、
日
々
の
信
行
生
活
に
精

進
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
護
法
護
持
の
念
厚
く

し
て
、
當
山
の
興
隆
発
展
の
為
に

皆
様
よ
り
、
ご
浄
財
喜
捨
を
賜

り
諸
行
事
の
ご
奉
仕
な
ど
種
々

の
高
配
に
対
し
、
総
代
護
持
会

役
員
一
同
心
か
ら
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。 

  

妙
教
寺
だ
よ
り
再
刊 

 

 

昭
和
五
十
八
年
一
月
十
五
日

創
刊
号
か
ら
、
平
成
元
年
八
月

十
日
二
十
一
号
を
最
後
に
諸
事

情
で
十
八
年
間
休
刊
い
た
し
て

お
り
ま
し
た
が
、
「妙
教
寺
だ
よ

り
の
再
刊
」
を
望
む
声
四
方
よ

り
起
こ
り
、
本
総
代
各
会
役
員

の
皆
様
方
の
ご
理
解
と
ご
支
援

を
賜
り
、
新
た
に
「護
持
会
編
集

部
」
の
活
動
と
し
て
、
幾
多
の
編

集
会
議
を
開
き
な
が
ら
、
こ
こ

に
、
當
山
が
正
法
護
持
の
言
説

布
教
を
目
的
に
し
た
「
た
よ
り
」

を
こ
れ
か
ら
定
期
発
刊
し
て
い

く
こ
と
と
な
り
、
正
し
い
教
え
を

受
け
る
事
が
出
来
る
「
教
化
伝

導
紙
」
と
し
て
、
こ
こ
に
新
た
な

一
歩
を
ふ
み
だ
し
た
。  

一
寺
院
の
次
世
代
への
教
化
布

教
伝
導
紙
で
あ
る
機
関
紙
と
し

て
「
た
よ
り
」
を
発
刊
い
た
す
こ

と
が
で
き
、
感
慨
無
量
の
想
い
を

禁
じ
得
ま
せ
ん
。 

再
刊
に
あ
た
り
、
編
集
・発
刊

（
広
告
）
等
、
更
に
は
運
営
に
携

わ
っ
て
こ
ら
れ
た
多
く
の
皆
様
の

菩
薩
行
に
対
し
、
読
者
は
、

益
々
「知
見
」を
開
き
、
信
心
を

鼓
舞
し
て
、
宗
風
教
育
の
徳
化

の
妙
益
を
薫
じ
得
ら
れ
る
事
で

あ
ろ
う
と
感
じ
、
改
め
て
敬
意

と
感
謝
申
し
上
げ
ま
す 
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御
生
誕
八
百
年 

 

ま
た
、
我
が
宗
門
が
、
宗
祖

日
蓮
大
聖
人
御
降
誕
八
百
年
に

む
か
っ
て
、
新
し
い
宗
門
運
動
を

起
こ
し
、
「
立
正
安
国
・
お
題
目

結
縁
運
動
」
と
名
づ
け
て
、
僧
・

俗
一
致
団
結
、
社
会
教
化
に
乗

り
出
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
時

宜
得
た
、
聖
誕
慶
讃
の
強
力
な

伝
道
布
教
活
動
に
成
る
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

二
〇
〇
七
年
の
新
年
を
迎
え

る
に
あ
た
り
、
新
た
な
「
魂
の
入

れ
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
。 

 

宗
祖
は
「正
月
元
旦
は
妙
の
一

字
の
祭
り
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
。 

 

 

た
よ
り
が
目
指
す
も
の 

 

お
釈
迦
様
か
ら
日
蓮
聖
人
へ

と
委
ね
ら
れ
た
お
題
目
の
歴
史

を
辿
り
、
七
百
有
余
年
の
歳
月

を
超
え
て
、
妙
教
寺
の
檀
越
に

受
け
継
が
れ
、
た
も
ち
続
け
ら

れ
た
お
題
目
の
ご
縁
は
、
い
ま
私

た
ち
に
結
ば
れ
て
い
ま
す
。 

「妙
教
寺
だ
よ
り
」が
目
指
す

こ
と
は
、
現
代
に
生
き
る
自
分

を
見
つ
め
直
し
、
未
来
へ
正
し
く

進
む
た
め
の
仏
道
を
確
認
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

  

真
の
伝
道
者
と
は 

 

今
後
、
御
生
誕
八
百
年
を
迎

え
る
あ
た
り
、
正
し
い
教
化
を

受
け
る
事
が
出
来
る
「
教
化
伝

導
紙
」と
し
て
の
紙
面
質
量
の
充

実
を
図
っ
て
精
進
し
た
い
と
思
い

ま
す
。 

宗
祖
の
お
言
葉
に
「行
学
の
二

道
を
は
げ
み
候
べ
し
。
行
学
た
へ

な
ば
仏
法
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
我

も
い
た
し
人
を
も
教
化
候
へ。
行

学
は
信
心
よ
り
起
こ
る
べ
く
候
。

力
あ
ら
ば
一
文
一
句
な
り
と
も

か
た
ら
せ
給
べ
し
。
」諸
法
実
相
抄

と
教
示
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、

宗
祖
へ
の
御
報
恩
に
僧
俗
一
体

で
報
恩
の
真
を
行
じ
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
「
一
文
一
句
な

り
と
も
か
た
る
べ
き
、
真
の
伝
道

者
」と
し
て
、
初
心
の
志
を
掲
げ

る
こ
と
が
、
編
集
発
刊
に
携
わ
っ

て
い
く
者
と
し
て
、
一
層
身
を
引

き
締
め
る
思
い
に
駆
り
た
て
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
熱
意
に
よ
っ

て
、
當
山
が
益
々
隆
昌
す
る
も

の
と
期
待
し
ま
す
。 

 

開
創
百
五
十
年
を
迎
え 

最
後
に
、
宗
祖
御
降
誕
八
百

年
の
記
念
す
べ
き
年
を
む
か
え

る
に
あ
た
り
、
私
達
日
蓮
宗
は
、

全
国
日
蓮
宗
寺
院
、
福
岡
県
の

各
寺
院
に
お
い
て
日
蓮
大
聖
人

の
御
遺
徳
を
お
慕
い
す
る
報
恩

行
と
し
て
、
各
種
の
慶
讃
記
念

事
業
が
営
な
ま
れ
て
お
り
ま

す
。 當

山
に
お
い
て
も
、
殊
に
、
明 

大聖人御生
誕の図 
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治
十
二
年
開
闢
以
来
、
平
成
三

十
六
年
に
妙
教
寺
の
開
創
百
五

十
年
の
慶
節
を
お
迎
え
し
ま

す
。  

開
基
開
創
百
五
十
年
の
聖
日

に
向
い
、
祖
恩
報
謝
の
一
端
に

擬
せ
ん
と
欲
し
て
、
そ
の
「
慶
讃

記
念
事
業
」を
発
願
し
、
新
た
に

慶
讃
す
べ
き
歳
を
迎
え
た
い
と

存
じ
ま
す
。 

今
後
、
諸
事
業
に
対
し
て
ご

本
仏
さ
ま
の
慈
悲
と
智
慧
を
い

た
だ
き
、
総
代
護
持
会
役
員
会

に
時
を
計
り
ご
相
談
申
し
上
げ
、

異
体
同
心
し
僧
俗
一
体
に
て
、

忍
難
慈
勝
の
大
恩
に
報
い
邁
進

し
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

今
後
と
も
護
法
護
持
の
た
め
、

檀
信
徒
各
位
の
一
層
の
ご
支
援

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
心
よ

り
お
願
い
申
し
上
げ
微
衷
を
伸
べ
、

年
頭
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 

 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

護
持
会
会
長 

村
上 

夘
三 

       

 
平
成
十
九
年
の
新
年
を
迎
え

明
け
ま
し
て
お
目
出
度
う
ご
ざ 

い
ま
す
檀
信
徒
の
皆
様
の
益
々

の
ご
健
勝
と
ご
繁
栄
を
お
祈
り 

申
し
上
げ
、
併
せ
て
寺
門
の
興

隆
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。 

「妙
教
寺
だ
よ
り
」が
途
絶
え

て
何
年
に
な
る
だ
ろ
う
、
「圓
頓

寺
た
よ
り
」
の
教
訓
を
受
け
再

刊
に
立
ち
上
が
っ
た
、
今
度
こ
そ

檀
信
徒
一
同
の
協
力
の
も
と
一

人
歩
き
が
出
来
る
よ
う
育
て
て

行
き
度
い
。 

心
の
中
に
先
祖
代
々
か
ら
教

え
込
ま
れ
た
日
蓮
大
聖
人
の
尊

い
教
え
を
守
り
後
世
に
受
け
継

い
で
行
く
事
が
我
々
子
孫
の
繁 

 
 

 
 

 

栄
と
檀
家
の
発
展
に
つ
な
が

る
道
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

咲
い
た
花
を
見
て
綺
麗
だ
な

ー
と
喜
ぶ
な
ら
咲
か
せ
た
花
の

根
っ
子
の
恩
を
知
れ
、
目
に
見
え

な
い
土
の
中
に
あ
っ
て
幹
や
茎
を

し
っ
か
り
と
支
え
養
分
を
お
送

り
続
け
て
い
る
根
が
、
御
先
祖

さ
ま
で
す
。 

こ
の
報
恩
を
忘
れ
て
自
分
の

幸
せ
の
補
償
は
な
い
と
知
り
一

族
の
繁
栄
を
願
い
御
先
祖
さ
ま

の
供
養
を
人
に
教
え
る
事
で
な

く
自
分
に
教
え
そ
の
信
仰
を
持

つ
事
が
大
切
な
事
な
の
で
す
。 

皆
様
と
共
に
妙
教
寺
発
展
の

た
め
に
尽
力
し
た
い
と
一
念
を
祈

願
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

合 

掌 

                        

謹んで新年のお慶びを申し上げます 

平成十九年丁亥歳元旦 

   妙教寺 護持会会長 

           村  上  夘  三 

法要後に挨拶をされる
村上会長 
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甘
木
大
安
寺
副
住
職 

吉
田 

英
守 

        

〝
再
刊
に
寄
せ
て
〟 

  

こ
の
度
『妙
教
寺
だ
よ
り
』
の
再

刊
さ
れ
る
こ
と
を
、
荒
木
住
職
上

人
よ
り
お
聞
き
し
、
あ
ら
た
め
て

私
が
編
集
を
勤
め
さ
せ
て
頂
い
た

頃
の
『た
よ
り
』を
読
み
返
し
て
み

ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
な
事
が
あ
っ

た
な
と
当
時
の
こ
と
が
思
い
出
さ

れ
、
と
て
も
嬉
し
く
な
り
ま
し

た
。 

 

顧
み
ま
す
と
、
私
が
大
学
を
卒

業
後
、
師
匠
で
あ
り
ま
し
た
故 

 

御
前
様
（
順
忠
院
日
貫
上
人
）
よ

り
、
布
教
誌
の
発
行
と
ブ
ラ
ス
バ

ン
ド
の
再
編
成
を
計
る
よ
う
ご
指

導
を
受
け
、
昭
和
五
十
八
年
の
正

月
、
創
刊
か
ら
大
荒
行
初
行
入

行
の
縁
を
頂
く
ま
で
の
九
年
間

『
妙
教
寺
だ
よ
り
』
に
携
わ
ら
せ

て
頂
い
た
次
第
で
す
。 

新
た
な
出
発
を
す
る
『
た
よ

り
』
、
よ
り
一
層
お
寺
と
檀
信
徒

の
絆
が
深
ま
り
妙
教
寺
様
の
発

展
に
寄
与
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て

お
り
ま
す
。 

私
も
、
微
力
な
が
ら
お
手
伝
い

を
惜
し
み
ま
せ
ん
。
ま
た
、
編
集

に
携
わ
る
皆
様
の
ご
苦
労
、
低
頭

致
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
日
蓮
聖
人

の
「行
学
の
二
道
を
励
み
候
べ
し
。

行
学
絶
え
な
ば
佛
法
あ
る
べ
か
ら

ず
。
」の
遺
文
を
呈
し
、
楽
し
く
人

生
の
糧
と
な
る
様
な
『た
よ
り
』を

楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。 

  

 

婦
人
会
会
長 

古
賀 

静
枝 

 

〝
順
正
院
日
賢
上
人 

第
七
回
忌
を
終
え
て
〟 

 

八
月
二
十
日
午
後
一
時
よ
り

本
堂
に
於
き
ま
し
て
英
知
上
人
の

導
師
の
下
に
四
名
の
お
上
人
で
、

厳
か
に
日
賢
上
人
の
七
回
忌
の
法

要
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
、
例
年

に
な
い
残
暑
の
続
く
中
、
多
数
の

檀
信
徒
様
で
本
堂
一
杯
に
な
り
、

数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
沢
山
の
卒
塔

婆
供
養
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。 

今
は
亡
き
、
日
賢
上
人
へ
の
感

謝
の
現
れ
と
、
深
く
感
銘
を
受
け

ま
し
た
。
過
去
を
振
り
返
り
ま
す 

と
、
一
つ
一
つ
が
鮮
明
に
蘇
っ
て

参
り
ま
す
。 

平
成
十
年
第
二
十
七
回
海
上

施
餓
鬼
で
導
師
を
勤
め
ら
れ
、

そ
の
お
姿
が
立
派
な
こ
と
、
目

に
焼
き
付
い
て
は
な
れ
ま
せ
ん
、

ま
さ
に
、
あ
れ
が
最
後
に
な
り

ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
、
最

後
に
な
る
な
ど
、
思
い
も
拠
ら

な
い
こ
と
で
し
た
。
涙
が
出
て

ま
い
り
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
は
、
日
賢
上
人
の
お

姿
を
思
い
出
し
な
が
ら
出
来
る
限

り
ご
奉
仕
に
努
め
る
様
に
心
が

け
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

妙
教
寺
の
発
展
を
祈
り
な
が
ら
、

婦
人
会
長
と
し
て
の
責
任
を
果
た

し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

婦
人
会
の
皆
々
様
の
ご
協
力

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

  

      

元寇園教会合同団参にて 

厳粛に執り行われた日賢上人
第七回忌法要 
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護
持
会
事
業
担
当
長 

臼
井 

義
光        

〝
私
と
妙
教
寺
の
出
会
い
〟 

（亡
き
日
貫
上
人
の
お
導
き
） 

 

「
お
前
の
様
な
奴
は
勘
当

だ
！
」
父
の
そ
の
一
言
で
、
北
国

（札
幌
）か
ら
、
夜
汽
車
に
乗
り
博

多
駅
の
ホ
ー
ム
に
着
い
た
と
同
時

に
妙
教
寺
に
連
れ
て
こ
ら
れ
ま
し

た
。 昭

和
四
十
八
年
、
十
八
歳
、
浪

人
生
、
父
の
怒
り
顔
、
母
の
涙
、

期
待
に
こ
た
え
ら
れ
な
か
っ
た
自

分
への
失
望
、
挫
折
、
当
時
の
私
の

心
は
、
人
間
不
信
で
カ
チ
カ
チ
の

氷
の
よ
う
に
な
っ
て
苦
し
ん
で
い

ま
し
た
。 

そ
ん
な
時
、
御
上
人
様
（
英
忠

上
人
）
、
若
上
人
（
英
喜
上
人
）
、

英
知
上
人
、
英
典
上
人
（当
時
高

校
生
）
、
英
守
上
人
（
当
時
中
学

生
）
を
は
じ
め
と
す
る
妙
教
寺
の

方
々
と
お
会
い
し
ま
し
た
。 

  

御
上
人
は
、
私
の
顔
を
見
る
な

り
す
ぐ
に
百
日
修
行
（
研
修
会
）

に
参
加
す
る
様
指
示
さ
れ
ま
し

た
、
朝
五
時
起
床
、
読
経
、
法
話
、

掃
除
、
菩
薩
行
、
夜
の
読
経
、
大

変
忙
し
く
つ
ら
い
修
行
の
毎
日
、

始
は
、
い
や
だ
な
、
や
め
た
い
と

思
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
修
行
が
進
む
に
つ
れ

て
私
の
凍
っ
た
心
は
温
か
く
な
り
、

氷
が
解
け
る
様
に
、
そ
し
て
ス
ポ

ン
ジ
が
水
を
吸
い
取
る
様
に
、
ス

ー
ッ
と
御
上
人
様
の
法
話
が
私
の

心
に
沁
み
こ
ん
で
き
た
の
を
覚
え

て
い
ま
す
。 

 

「
自
ら
の
人
生
を
す
ば
ら
し
い

物
に
し
た
い
の
な
ら
、
三
法
に
帰き

依え

し
、
功
徳

く

ど

く

を
積
み
、
懺
悔

ざ

ん
げ

で
悪あ

く

業ご
う

を
清
め
、
持
戒

じ

か

い

を
も
っ
て
徳
の

減
少
を
お
さ
え
な
さ
い
、
そ
う
す

れ
ば
、
君
の
願
望
は
成
就
し
、
絶

対
幸
福
に
な
れ
ま
す
、
さ
ら
に
自

我
を
滅
し
、
大
乗
の
こ
こ
ろ
を
も

っ
て
功
徳
を
積
み
続
け
る
な
ら
ば
、

こ
の
世
の
す
べ
て
の
事
に
お
い
て
、

選
択
を
誤
る
事
無
く
、
完
全
に
苦

し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
：：
そ
れ
を
解
脱

げ

だ

つ

と
い
い
、
悟
り

と
い
う
の
で
あ
る
」
と
教
え
ら
れ

ま
し
た
、
私
は
感
動
で
心
が
震
え

ま
し
た
。 

あ
れ
か
ら
三
十
五
年
経
ち
、
現

在
私
は
、
幸
せ
で
す
。
も
し
も
こ

の
時
に
妙
教
寺
の
人
々
に
会
う

事
が
出
来
て
い
な
け
れ
ば
、
き
っ

と
不
幸
だ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。 あ

の
時
代
を
今
は
亡
き
日
貫

上
人
、
日
賢
上
人
、
と
共
に
生
き

て
こ
れ
た
事
を
、
そ
し
て
、
こ
れ
か 
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ら
の
人
生
を
、
英
知
上
人
を
は
じ 

め
妙
教
寺
の
す
ば
ら
し
い
仲
間
と 

共
に
功
徳
を
積
む
こ
と
が
、
出
来

る
事
を
、
お
釈
迦
様
に
、
法
華
経

に
、
そ
し
て
日
蓮
大
聖
人
に
感
謝

い
た
し
ま
す
。 

今
後
は
、
日
蓮
大
聖
人
御
生

誕
八
百
年
（
慶
讃
記
念
事
業
）
に

向
け
て
、
当
山
発
展
の
為
、
護
持

会
事
業
担
当
長
と
し
て
の
責
務

を
微
力
な
が
ら
果
た
し
て
行
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

信
行
会
会
長 

 植
村 

俊
親 

〝
信
行
会
を
開
催 に

つ
い
て
〟 

宇
宙
は
太
陽
を
中
心
と
し
て
、

何
万
光
年
も
以
前
よ
り
活
動
し

続
け
て
い
る
。 

人
間
が
誕
生
し
て
か
ら
一
万

年
、
氷
河
期
等
、
恐
竜
等
、
さ
ま

ざ
ま
の
動
植
物
が
進
化
を
重
ね

て
、
恐
竜
等
の
時
代
が
消
滅
し
、

現
在
の
我
々
の
世
界
が
存
在
し
て

い
る
。 

明
治
時
代
は
、
人
生
五
十
歳

と
い
わ
れ
た
。
今
や
七
十
～
八
十

歳
、
永
く
生
か
さ
た
と
し
て
、

高
々
百
歳
、
昭
和
の
初
期
か
ら
、

色
々
と
進
化
し
て
来
ま
し
た
。 

お
米
の
炊
飯
は
釜
戸
か
ら
炊

飯
器
、
飛
脚
か
ら
飛
行
機
に
変
っ

て
き
ま
し
た
。 

科
学
の
発
達
に
よ
り
、
そ
の
す

さ
ま
じ
さ
に
は
、
眼
を
見
張
る
も

の
が
あ
り
、
人
間
の
脳
の
素
晴
ら

し
さ
は
脅
威
と
も
言
う
べ
き
で
し

ょ
う
が
、
総
て
、
神
、
佛
様
に
よ
る

生
か
さ
れ
た
成
果
で
し
ょ
う
、
南

無
妙
法
蓮
華
経
の
お
蔭
と
、
宗
祖
、

日
蓮
大
聖
人
に
、
唯
、
唯
、
感
謝
、

申
し
上
げ
ま
す
。 

御
恩
に
報
い
る
べ
く
努
力
し
た

い
と
思
い
ま
す
。 

宇
宙
か
ら
す
れ
ば
、
そ
ん
な
何

億
光
年
の
世
界
か
ら
は
我
々
の

世
界
な
ど
微
塵
の
如
き
も
の
で
し

ょ
う
。 

我
々
が
一
日
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

歩
い
た
と
し
て
、
百
年
で
三
十
万

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
と
し
て
、

三
十
万
キ
ロ
と
は
、
光
（電
波
）が

一
秒
間
に
達
す
る
の
と
同
じ
距

離
で
あ
る
、
一
秒
間
と
百
年
そ
の

違
い
は
比
較
に
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
が
。 

我
々
の
科
学
な
ど
は
、
こ
れ
か

ら
す
れ
ば
、
人
間
は
平
均
七
十

歳
か
ら
百
歳
（
三
万
六
千
五
百

日
）生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。 

宇
宙
の
世
界
か
ら
見
れ
ば
、
唯
、

点
に
過
ぎ
な
い
で
し
ょ
う
、
日
蓮

聖
人
が
唱
え
ら
れ
た
末
法
の
時

代
に
、
こ
の
法
華
経
に
如
何
に
御

報
恩
謝
徳
を
守
っ
て
、
日
々
を
過

ご
す
か
が
、
如
何
に
難
し
い
事
な

の
か
（？
）、
御
遷
化
さ
れ
た
御
前

様
の
よ
う
に
、
信
仰
と
、
智
慧
が

あ
れ
ば
、
良
い
の
で
し
ょ
う
が
、
凡

人
の
私
に
は
、
到
底
及
ば
な
い
事

で
す
。 

ご
前
様
が
、
百
歳
ま
で
生
き
て

お
ら
れ
た
ら
、
教
え
を
請
う
こ
と

も
出
来
た
で
し
ょ
う
が
、
生
前
に

申
さ
れ
た
事
を
思
い
出
し
な
が
ら
、

少
し
で
も
お
役
に
立
ち
た
い
と
思

考
し
て
い
ま
す
。 

今
思
い
浮
か
べ
て
も
、
何
の
貢

献
も
出
来
ず
、
残
念
で
成
り
ま
せ

ん
。 今

は
唯
、
住
職
上
人
の
下
に
、

信
行
会
を
開
か
せ
て
頂
い
て
何
と

か
毎
日
を
感
謝
と
報
恩
の
為
に

微
力
を
つ
く
さ
し
て
頂
き
た
い
と

思
い
な
が
ら
、
凡
人
の
悲
し
さ
、

怒
り
、
怨
念
を
繰
り
返
し
過
ご
し

て
い
ま
す
。 

信
行
会
の
開
催
は
、
檀
信
徒
の
、

山
口
様
が
施
餓
鬼
会
、
祈
祷
祭

に
参
加
し
て
下
さ
い
よ
と
言
っ
た

時
に
、
私
は
、
讀
経
が
よ
く
解
ら

な
い
の
で
、
来
て
も
仕
方
が
無
い

等
、
申
さ
れ
た
の
で
、
英
典
上
人

に
、
お
願
い
し
て
お
経
を
分
か
り

6 



  

易
く
教
え
て
下
さ
い
と
、
お
願
い

し
た
の
が
始
ま
り
で
し
た
。 

今
や
山
口
様
も
、
施
餓
鬼
会
、

祈
祷
祭
と
参
加
さ
れ
、
二
年
を

過
ぎ
ま
し
た
。
菩
薩
行
に
も
、
良

く
参
加
頂
い
て
、
今
や
こ
ち
ら
が

感
謝
し
て
い
る
次
第
で
す
。 

護
持
会
が
住
職
の
取
計
い
で
、
法

人
か
ら
独
立
し
、
一
人
歩
き
を
重

ね
、
妙
教
寺
護
持
会
と
し
て
皆
様

の
会
費
を
以
て
、
成
り
立
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。
同
時
に
信
行
会
も

成
り
立
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

こ
れ
は
偏
に
住
職
上
人
、
英
典

上
人
の
御
陰
を
得
る
と
こ
ろ
大
で

あ
り
ま
す
、
い
ま
や
、
会
員
さ
ま

も
、
三
十
人
を
遥
か
に
超
え
て
い

ま
す
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

皆
様
も
、
祈
祷
会
後
お
と
き

を
頂
戴
し
（お
と
き
は
皆
様
が
頂

く
の
で
は
な
く
、
ご
先
祖
さ
ま
が

頂
か
れ
る
も
の
で
す
。
（こ
れ
は
、

坊
守
様
の
お
言
葉
で
す
。
）
）、
十

二
時
よ
り
、
開
催
し
て
お
り
ま
す
、

こ
れ
は
毎
日
の
朝
夕
の
お
つ
と
め

に
必
要
な
お
経
の
事
だ
け
で
は
な

く
、
日
蓮
宗
と
は
、
彼
岸
と
は
、

ご
先
祖
様
と
は
、
お
盆
と
は
、
如

何
な
る
事
か
、
英
典
上
人
が
、
毎

回
資
料
を
作
成
さ
れ
、
上
手
に

説
教
し
て
戴
き
、
住
職
上
人
が
お

暇
の
折
に
は
、
貴
重
な
説
教
を
戴

い
て
お
り
ま
す
、
一
度
拝
聴
さ
れ

た
ら
、
そ
の
博
学
に
驚
か
れ
る
で

し
ょ
う
。 

皆
様
と
茶
話
会
等
を
開
い
て
、

和
気
藹
々
と
開
催
し
て
い
ま
す
、

（聖
語
に
「聖
賢

せ
い
け
ん

の
二
類

に

る

い

は
、
孝こ

う

の

家い
え

よ
り
い
で
た
り
。
何い

か

に
況

い
わ
ん

や
佛ぶ

つ

法ぽ
う

を
学が

く

せ
ん
人ひ

と

、
知ち

恩お
ん

報ほ
う

恩お
ん

な
か

る
べ
し
や
。
（
日に

ち

蓮れ
ん

大だ
い

聖
し
ょ
う

人に
ん

御ご

遺い

文ぶ
ん

開か
い

目も
く

抄
し
ょ
う

よ
り
、
引
用
、
こ
れ
は
、

今
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
四
月
号
に
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
）今
年
の
カ
レ

ン
ダ
ー
は
日
蓮
宗
よ
り
発
刊
し
て

い
る
も
の
で
、
皆
様
の
護
持
会
費

で
購
入
し
配
布
さ
せ
て
戴
い
た
も

の
で
す
。 

是
非
一
度
御
家
族
の
皆
様
と

お
揃
い
に
な
り
、
お
参
り
の
上
、

ご
参
加
下
さ
い
ま
す
れ
ば
、
幸
甚

に
存
じ
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

妙
教
寺
総
代 

 花
田 

正
月 

 

〝
海
上
施
餓
鬼
に
参
加
し
て
〟 

  

朝
か
ら
大
雨
で
あ
っ
た
。
海
上

施
餓
鬼
大
法
要
に
、
檀
信
徒
の
皆

様
を
志
賀
島
の
海
ノ
中
道
の
会

場
ま
で
、
車
で
お
連
れ
す
る
役
が

待
っ
て
い
ま
し
た
。 

例
年
、
海
上
施
餓
鬼
は
博
多

湾
か
ら
、
船
を
貸
切
し
て
、
船
上

に
よ
る
海
上
施
餓
鬼
と
し
て
、
執

り
行
う
慣
例
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。 乗

り
物
に
弱
い
私
は
、
参
加
を

遠
慮
し
て
い
ま
し
た
が
、
ホ
テ
ル
で

執
り
行
わ
れ
る
と
聞
き
、
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
大
雨
で
は
ど
う
な
る
こ
と
か

と
、
心
配
し
な
が
ら
、
妙
教
寺
へ

到
着
し
ま
し
た
。 

都
市
高
速
に
入
っ
た
ら
、
雨
雨

の
高
速
で
し
た
、
ノ
ロ
ノ
ロ
と
運
転

し
な
が
ら
、
先
ず
は
会
場
に
到
着

し
ま
し
た
。 

会
場
に
は
ま
だ
、
数
十
人
の
人

し
か
集
合
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
今
日
の
お
世
話
頂
く
、
お
上

人
方
が
出
て
こ
ら
れ
、
「こ
の
雨
で

集
合
が
遅
れ
て
い
ま
す
、
し
ば
ら

く
お
待
ち
下
さ
い
」
と
、
館
内
に

案
内
さ
れ
ま
し
た
、
そ
れ
か
ら
約

一
時
間
く
ら
い
が
過
ぎ
、
皆
さ
ん

が
ザ
ワ
ザ
ワ
と
し
て
き
、
お
世
話

頂
く
人
も
何
と
無
く
落
ち
着
か

な
い
様
子
が
見
え
て
き
ま
し
た
。 

こ
の
雨
で
は
道
路
は
混
雑
し
て

い
る
し
、
施
餓
鬼
法
要
の
開
始
は

大
分
遅
れ
る
だ
ろ
う
と
、
腹
を
決

め
て
待
つ
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

船
上
で
の
施
餓
鬼
だ
っ
た
ら
、
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第 35回海上施餓鬼供養会に 
ご夫婦で参加された川上さん 
（前列右より） 

中
止
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
し
た
ね
と
、

話
し
な
が
ら
、
元
寇
の
役
の
時
も
、

こ
ん
な
状
態
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

こ
れ
も
偏
に
、
日
蓮
聖
人
の
お
導

き
で
、
会
場
を
ホ
テ
ル
に
遷
し
て

頂
い
た
も
の
だ
ろ
う
と
感
謝
し
ま

し
た
。 

約
四
百
人
近
い
人
が
参
集
さ

れ
、
当
山
住
職
、
荒
木
上
人
が
導

師
を
お
勤
め
さ
れ
、
盛
大
に
挙
行

さ
れ
ま
し
た
。 

県
内
の
役
職
上
人
の
挨
拶
に

続
き
、
当
山
、
村
上
総
代
の
提
案

に
よ
る
、
全
員
で
献
花
を
、
捧
げ
、

無
事
終
了
し
ま
し
た
。 

雨
は
ま
だ
ま
だ
、
降
り
続
い
て

い
ま
し
た
。 

終
了
後
、
大
安
寺
の
檀
信
徒
の

皆
様
と
一
緒
に
、
当
山
別
院
、
元

寇
園
教
会
へ参
拝
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。 

先
週
、
ご
宝
前
を
改
修
し
て
い

て
、
よ
か
っ
た
な
あ
と
思
い
な
が

ら
、
大
安
寺
、
妙
教
寺
の
檀
信
徒

の
皆
様
と
ご
宝
前
で
、
荒
木
上
人

を
導
師
に
法
味
を
捧
げ
ま
し
た
。 

ご
前
様
が
元
寇
で
亡
く
な
っ
た

人
の
、
霊
を
お
祭
り
さ
れ
て
い
る

た
め
か
、
亡
く
な
っ
た
人
々
の
「わ

だ
つ
み
の
こ
え
」が
聞
こ
え
て
く
る

よ
う
で
し
た
、
海
上
は
ま
だ
、
波

も
荒
く
、
白
波
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら

で
立
っ
て
い
ま
し
た
、
然
し
、
施
餓

鬼
に
よ
っ
て
、
波
も
静
ま
っ
て
亡
く

な
ら
れ
た
人
々
の
心
も
静
ま
っ
て

い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し

た
。 

感
謝
、
感
謝
、
申
上
げ
ま
す
。 

 

春
日
市
春
日
公
園 

川
上 
博
之 

 

〝
信
行
会
に
参
加
し
て
〟 

 

毎
月
第
一
日
曜
日
に
行
わ
れ

て
い
る
信
行
会
に
、
昨
年
五
月
か

ら
参
加
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。  

 
 

 
 

私
は
日
頃
か
ら
日
常
の
喧
噪

か
ら
逃
れ
て
、
何
処
か
静
か
な
所

で
〝
お
題
目
を
唱
え
た
り
、
お
経

を
習
い
た
い
〟
と
い
う
思
い
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
偶
然
妙
教
寺
様

の
「
信
行
会
開
催
」
の
掲
示
板
を

拝
見
し
、
即
入
会
を
決
意
し
た
次

第
で
す
。 

入
会
以
降
約
半
年
間
毎
月
参 

加
さ
せ
て
頂
き
、
日
蓮
宗
並
に
日

蓮
大
聖
人
に
関
す
る
様
様
な
勉

強
を
さ
せ
て
頂
き
徐
々
に
で
は

あ
り
ま
す
が
、
信
仰
心
が
深
ま

っ
て
ゆ
く
様
な
気
が
致
し
ま
す
。 

信
行
会
で
は
、
ま
ず
「自
我
偈
」

を
中
心
と
し
た
お
経
の
反
復
練

習
と
唱
題
行
を
行
い
ま
す
が
、
こ

の
時
は
何
も
か
も
忘
れ
て
無
心
の

状
態
に
な
り
、
心
が
安
ら
ぐ
貴
重

な
瞬
間
で
す
。 

そ
れ
か
ら
御
住
職
上
人
よ
り
、

日
蓮
大
聖
人
の
御
遺
文
や
経
文

を
引
用
さ
れ
、
信
仰
の
根
本
に
関

す
る
御
法
話
を
拝
聴
し
、
改
め
て

自
戒
の
念
と
学
習
意
欲
が
湧
き

上
が
っ
て
く
る
の
を
覚
え
ま
す
。 

引
続
き
髙
野
上
人
よ
り
、
日

頃
の
信
仰
態
度
、
仏
事
作
法
、
お

経
の
解
説
な
ど
を
具
体
的
に
分

か
り
易
く
お
話
頂
け
ま
す
の
で
、

中
途
半
端
な
私
の
仏
教
知
識
が

充
実
し
て
ゆ
く
の
を
感
じ
ま
す
。 

新
年
を
迎
え
今
後
と
も 

 
 

〝
行
学
二
道
〟 

に
精
進
す
べ
く

決
意
を
新
た
に
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
信
行

会
を
運
営
頂
い
て
る
お
寺
さ
ん
、

信
行
会
会
長
さ
ん
始
め
、
お
世

話
役
の
皆
様
方
に
心
か
ら
感
謝

申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。 
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正
嘉
元
年
（一
二
五
七
年
）鎌 

倉
に
は
大
地
震
が
あ
り
、
翌
年
は

台
風
、
更
に
そ
の
翌
年
は
大
飢
饉

だ

い

き

き

ん

、

流
行
病

は
や

り
や

ま
い

等
、
日
本
国
中
に
天
変

て
ん

ぺ
ん

地
異

ち

い

が
打う

ち
続
き
ま
し
た
。
聖
人

は
、
そ
の
原
因
は
、
ど
こ
に
あ
る

か
と
考
え
ら
れ
、
駿
河

す

る

が

の
国
（
今

の
静
岡
県
）
岩
本
の
実じ

っ

相
寺

そ

う

じ

の

経
蔵

き
ょ
う
ぞ
う

に
入
ら
れ
、
一
切

い
っ
さ

い

経
き
ょ
う

を

閲
読

え

つ
ど
く

し
世よ

皆み

な

正
し
ょ
う

に
背そ

む

き
、
人
悉

こ
と
ご
と

く
悪
に
帰き

す
る
が
故ゆ

え

に
、
災

わ
ざ
わ

い
来

た
り
難な

ん

起
こ
る
と
の
結
論
を
得え

ら

れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
文ぶ

ん

応お
う

元
年

（
一
二
六
〇
年
）
七
月
十
六
日
、

国
を
安あ

ん

じ
る
道
は
、
法
華
経
の
、

み
教

お
し
え

を
信
じ
る
他ほ

か

無
い
と
幕
府

に
『
立
正
安
国
論
』
一
巻
を
献
上

さ
れ
た
。
内な

か

に
法ほ

う

然ね
ん

上
人
が
布
教

す
る
念
仏

ね

ん
ぶ
つ

信
仰
を
、
お
釈
迦
さ

ま
の
教
え
を
曲
げ
る
も
の
と
し
て

強
烈

き
ょ
う
れ
つ

に
非
難

ひ

な

ん

さ
れ
た
為
、
聖
人

と
そ
の
門
下

も

ん

か

は
そ
の
後
、
多
く
の

迫
害

は
く

が
い

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。  

 
 

 
 

 
 

（資
料
本
よ
り
抜
粋
） 

           

日
蓮
大
聖
人
の
お
こ
と
ば 

① 
                 

立
正
安

り
っ
し
ょ
う
あ
ん

国
論

こ
く

ろ

ん 

汝
な
ん
じ

早は
や

く
信
仰

し
ん
こ
う

の
寸
心

す
ん
し
ん

を
改

あ
ら
た

め
て 

速す
み

や
か
に
実
乗

じ
つ
じ
ょ
う

の
一い

ち

善ぜ
ん

に
帰き

せ
よ
。 

然し
か

れ
ば
則

す
な
わ

ち
三
界

さ
ん
が
い

は
皆み

な

仏ぶ
っ

国こ
く

な
り
。 

仏
国
そ
れ
衰

お
と
ろ

え
ん
や
。
十
方

じ
っ
ぽ
う

は 

悉
こ
と
ご
と

く
宝
土

ほ

う

ど

な
り
。
宝
土
何な

ん

ぞ 

壊や
ぶ

れ
ん
や
。
国
に
衰
微

す

い

び

無な

く 

土ど

に
破
壊

は

え

な
く
ん
ば
。
身
は
是こ

れ 

安
全
に
し
て
。
心
は
是
れ 

禅
定

ぜ
ん
じ
ょ
う

な
ら
ん
。
こ
の
詞

こ
と
ば

こ
の
言こ

と

。 

信
ず
べ
く
崇あ

が

む
べ
し
。 

（聖
人
三
十
九
歳
の
著
述
） 

蒙古襲来（他国侵逼難） 

立正安国論の献上 
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「
三
枚
続
御
本
尊
」 

 
 

昭
和
五
十
四
年
、
当
山
へお
焚

き
あ
げ
供
養
と
し
て
持
ち
込
ま

れ
た
物
で
、
状
態
は
非
常
に
悪
く
、

ボ
ロ
ボ
ロ
に
千
切
れ
た
も
の
で
し

た
。 当

時
の
住
職
日
貫
上
人
が
、
何

か
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
が
あ

る
と
感
じ
ら
れ
、
当
時
若
上
人
日

賢
上
人
再
々
行
入
行
中
だ
っ
た

為
、
現
住
英
知
上
人
と
圓
頓
寺

総
代
早
川
先
生
の
立
会
い
の
も
と
、

専
門
家
に
鑑
定
を
依
頼
し
た
と

こ
ろ
、
京
都
大
光

だ
い
こ
う

山
本
圀

ほ
ん
こ
く

寺
第
十

七
世
鷲し

ゅ

峰ほ
う

院
日
桓

に
ち
か
ん

上
人
開
顕
の 

    

御
眞
筆
で
あ
る
こ
と
が
解
り
、
当

山
に
お
い
て
新
た
に
再
表
装
を
し

現
在
の
形
と
な
り
ま
し
た
。 

日
桓
上
人
は
、
慶
長
十
六
年

（
一
六
一
一
）
六
月
二
十
四
日
、 

五
十
歳
で
逝
去
さ
れ
た
肥
後
五

十
四
万
石
の
領
主
、
加
藤
清
正

公
の
葬
儀
で
大
導
師
を
勤
め
ら

れ
ま
し
た
。 

           

    

又
、
京
都
大
光
山
本
圀
寺
は
、

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
が
御
開
山
さ

れ
、
第
二
世
を
聖
人
本
弟
子
六

老
僧
の
お
一
人
、
大
国
阿
闍
梨
日

朗
菩
薩
が
勤
め
ら
れ
た
、
宗
門
史

上
最
初
の
祖
跡
寺
院
で
あ
り
ま

す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（英
典
） 

             

    

〝
元
寇
園
教
会
設
立
に
つ
い
て
〟 

 

日
蓮
聖
人
が
法
華
経
を
弘
め

ら
れ
た
御
一
代
の
尊
い
御
仕
事
は
、

立
正
安
国
論
に
始
ま
り
龍
ノ
口

の
法
難
を
経
て
、
蒙
古
襲
来
に
大

成
す
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

日
蓮
聖
人
は
蒙
古
襲
来
の
二
十

有
余
年
前
に
立
正
安
国
論
を
著

さ
れ
、
鎌
倉
幕
府
に
諫
言

か
ん
げ
ん

さ
れ

た
の
で
す
が
、
果は

た

し
て
予
言
適
中

し
、
蒙
古
軍
は
文
永
・
弘
安
の
再

度
に
及
び
、
博
多
湾
頭
に
侵
迫
し

て
来
ま
し
た
。 

幸
に
し
て
我
が
国
は
浸
寇

し
ん
か
ん

を
の

が
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、

十
幾
万
の
蒙
古
軍
は
博
多
湾
の

海
底
に
葬
り
去
ら
れ
又
、
我
が
軍

将
兵
の
戦
没
者
も
多
数
に
及
び
、

数
多
く
の
悲
惨
な
る
史
実
を
残

日
蓮
宗 

元
寇
園
教
会 

御霊屋に掲げられた日桓上人 
御真筆の御本尊 

寺 
宝 

妙 

教 

寺 

各 

院 

招 

介 
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し
て
い
る
こ
と
は
、
誠
に
痛
ま
し
い

極
み
で
す
。 

こ
の
様
な
こ
と
か
ら
昭
和
二
年

五
月
、
日
蓮
聖
人
門
下
の
僧
侶

や
信
者
等
の
有
志
に
よ
り
、
蒙
古

軍
捕
虜
二
百
余
名
の
首
塚
や
、

海
浜
に
漂
着
し
た
遺
体
を
埋
葬

し
た
墓
石
の
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

散
在
し
て
い
る
の
を
集
め
て
改
葬

し
、
蒙
古
軍
供
養
の
た
め
の
大
宝

塔 

“
蒙
古
塚
” 

が
建
設
さ
れ
、

蒙
古
軍
戦
没
者
の
冥
福
を
祈
り
、

今
日
に
至
り
ま
し
た
。 

そ
れ
よ
り
四
十
年
余
り
の

星
霜

せ
い
そ
う

を
経
て
、
大
宝
塔
の
側
近
に

法
華
経
供
養
の
道
場
を
建
立
し

て
、
名
実
共
に
元
寇
の
役
彼
我
両

軍
殉
難
者
の
追
善
供
養
を
勤
め
、

日
蓮
聖
人
の
立
正
安
国
の
大
願

達
成
に
報
い
、
世
界
平
和
の
実
現

に
努
め
様
と
、
同
信
の
者
相
寄
り
、

昭
和
四
十
一
年
八
月
供
養
霊
場

と
し
て
、
元
寇
園
教
会
が
建
立
さ

れ
ま
し
た
。 

 

「元
寇
園
教
会
」歴
代
上
人 

 

○

開
山 

小
寺 

龍
辨
上
人 

 

（順
高
院
日
彦
） 

昭
和
四
十
二
年
～
五
十
三
年 

 

○

二
世 

永
野 

見
龍
上
人 

（如
雲
院
日
不
） 

昭
和
五
十
三
年
～
五
十
五
年 

東
公
園
銅
像
教
会
主
管
第
八
世 

 

○

三
世 

花
田 
英
喜
上
人 

（順
正
院
日
賢
） 

昭
和
五
十
五
年
～
平
成
十
二
年 

 

○

四
世 

花
田 

英
忠
上
人 

（順
忠
院
日
貫
）  

平
成
十
二
年
～
十
五
年 

 

○

五
世 

荒
木 

英
知
上
人 

（順
信
院
日
薫
） 

平
成
十
五
年
～
現
在
に
至
る 

 

※
「元
寇
園
教
会
」は
、
本
院
「妙

教
寺
」と
同
様
、
宗
門
に
承
認
さ

れ
た
寺
院
（教
会
）で
す
。 

史
実
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

お
祖
師
様
の
御
心
に
ふ
れ
る
こ
と

の
出
来
る
法
華
経
の
道
場
で
す
。 

花
木
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
空
気

の
澄
ん
だ
青
空
の
下
で
菩
薩
行
を

し
て
み
ま
せ
ん
か
。
広
く
皆
様
方

の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（英
典
） 

            

お
堂
建
立
の
起
源
は
詳
し
く
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
、
地
元

の
熱
心
な
法
華
経
信
者
が
、
お
清

正
公
様
の
ご
遺
徳
に
肖

あ
や
か

り
た
く

村
の
ご
守
護
神
と
し
て
祀
ら
れ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
当
山
で
は
、
亡
、

日
貫
上
人
の
ご
出
生
地
に
近
い
こ

と
も
あ
っ
て
、
幼
少
の
頃
よ
り
お

父
上
に
連
れ
ら
れ
、
お
参
拝
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
聞
き
及

ん
で
い
ま
す
。
そ
の
後
も
日
貫
上

人
、
ご
家
族
、
地
元
の
信
者
か
ら
、

当
山
檀
信
徒
へと
継
承
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
間
、
日
貫
上
人
、

寺
族
方
を
中
心
に
当
山
檀
信
徒

参
拝
者
方
々
の
ご
尽
力
に
よ
り

御
像
の
修
復
を
は
じ
め
礼
拝
堂

増
築
工
事
・
井
戸
掘
り
（
現
在
は

水
道
）等
の
境
内
整
備
が
な
さ
れ

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

※ 

毎
月
第
一
日
曜
日
月
例
祈

祷
祭
並
に
信
行
会
の
後
、
午
後
よ

り
、
定
期
参
拝
を
行
っ
て
い
ま

す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（英
典
） 

 

三
沢
お
清
正
公
堂 元寇園教会の全景 
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「一文字」など見事な大輪の作品 
約 1500鉢が並ぶ太宰府天満宮 
の菊花展 

東公園日蓮大聖人 
銅像 100年祭にて 
 

   
元
婦
人
会
会
長 

伊
藤 

ツ
ヤ
子 

様 

 

昭
和
五
十
八
年
よ
り
、
平
成

四
年
ま
で
の
間
、
当
山
婦
人
会
の

会
長
を
、
お
勤
め
頂
き
ま
し
た
。 

時と
き

、
正ま
さ

に
、
日
蓮
聖
人
第
七
百

遠
忌
記
念
事
業
の
総
仕
上
げ
と

な
る
べ
く
、
本
堂
増
築
・
御
霊
屋

納
骨
堂
増
設
を
中
心
と
し
た
、
一

大
事
業
の
真
っ
只
中
で
、
護
持
会

を
始
め
各
担
当
役
員
方
に
、
多

大
な
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
。
中
で

も
お
寺
参
拝
者
の
九
割
以
上
を

占
め
る
ご
婦
人
方
の
中
心
と
な

り
、
婦
人
会
会
長
と
し
て
取
り
纏ま
と

め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
は
、

此
の
記
念
事
業
達
成
に
大
な
る

力
と
な
り
、
昭
和
五
十
九
年
二

月
二
十
六
日
、
当
時
福
岡
県
修

法
師
会
会
長
、
粕
屋
郡
、
蓮
照
寺
、

故
、
竹
内
曜
幸
僧
正
を
修
法
導

師
に
お
迎
え
し
県
内
外
の
ご
寺

院
方
十
五
名
の
ご
出
仕
を
頂
き

落
慶
修
法
会
が
盛
大
に
巌
修
さ

れ
る
に
至
り
ま
し
た
。 

伊
藤
さ
ん
は
会
長
を
退
任
さ

れ
た
後
も
、
日
蓮
聖
人
の
生
き
方

に
学
び
、
三
大
ご
誓
願
で
あ
る
、

我
れ
日
本
の
柱
と
な
ら
ん
、
我
れ

日
本
の
眼
目
と
な
ら
ん
、
我
れ
日

本
の
大
船
と
な
ら
ん
（
開
目
抄
）

の
お
言
葉
に
習
い
慈
悲
の
心
を
以

っ
て
自
ら
檀
信
徒
の
手
本
と
な
る

よ
う
身
を
も
っ
て
、
行
っ
て

（
色
読

し
き
ど
く

）こ
ら
れ
ま
し
た
。 

日
蓮
聖
人
の
「如
説
修
行
抄
」

等
に
色
読
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と
、

色
読
と
は
、
法
華
経
を
口
に
唱
え

る
こ
と
、
心
で
読
む
こ
と
に
と
ど

ま
ら
ず
、
身
体
を
も
っ
て
法
華
経

を
読
む
こ
と
、
つ
ま
り
法
華
経
の

教
説
を
実
践
す
る
こ
と
で
す
、
伊

藤
さ
ん
は
九
十
三
歳
の
ご
高
齢

に
な
ら
れ
た
、
現
在
で
も
、
当
山
へ

の
お
参
り
は
固も
と

よ
り
、
お
祖
師
様

の
ご
命
日
に
は
、
東
公
園
へ報
恩

感
謝
の
ご
参
拝
を
欠
か
さ
ず
続

け
て
お
ら
れ
ま
す
。  

 

（英
典
） 

       

大
野
城
市
川
久
保 

船
越 

順
一
さ
ん 

 

菊
作
り
を
始
め
て
約
二
十
年
あ

ま
り
、
今
で
は
趣
味
の
領
域
を
越

え
、
各
地
の
菊
花
展
に
出
品
さ
れ

る
程
の
腕
前
で
す
。
現
在
、
独
自

の
創
作
活
動
に
取
り
組
む
傍
ら

後
進
の
育
成
指
導
等
幅
広
く
活

動
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

写
真
（左
）は
、
昨
年
秋
（
十
一

月
一
日
か
ら
二
十
三
日
）に
太
宰

府
天
満
宮
で
行
わ
れ
た
「第
五
十

三
回
菊
花
展
」で
の
ス
ナ
ッ
プ
で
船

越
さ
ん
が
出
品
さ
れ
た
鮮
や
か

な
「
一
文
字
」
菊
が
、
西
日
本
新

聞
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

（英
典
） 

 

                

 

 

檀
信
徒
さ
ん
紹
介 

当山本堂玄関に飾られた 
船越さん作の菊（三色菊） 
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福
岡
市
東
区 高

野 

ス
ミ
子 

        

〝
菜
作
り
・花
作
り
・心
作
り
〟 

 

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す 

今
年
よ
り
「
妙
教
寺
だ
よ
り
」

が
再
発
刊
に
な
り
、
明
る
い
年
に

な
る
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。 私

達
家
族
は
日
貫
上
人
様
が

妙
教
寺
の
住
職
に
な
ら
れ
た
時

よ
り
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
の
ご
住
職
様
で
あ
り
ま
す
荒

木
上
人
が
小
学
校
の
五
年
生
の

頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

信
仰
の
篤あ

つ

い
先
代
の
日
貫
上
人

と
奥
様
の
ご
指
導
を
頂
き
な
が

ら
、
毎
朝
五
時
の
朝
参
り
を
長
い

間
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

そ
の
頃
よ
り
母
は
、
妙
教
寺
の

婦
人
会
会
長
を
お
お
せ
つ
か
り
、

十
年
の
長
き
の
間
、
勤
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
お
か
げ
さ
ま
で
九
十

四
歳
の
長
寿
を
ま
っ
と
う
い
た
し

ま
し
た
、
私
も
い
い
年
齢
に
な
り
、

子
供
・
孫
・
兄
・
姉
・
甥
・
姪
・
そ
の

家
族
ま
で
お
寺
に
お
世
話
に
な
っ

て
、
大
変
有
り
難
く
思
っ
て
お
り

ま
す
。 

今
は
、
別
院
で
あ
る
志
賀
島
元

寇
園
教
会
に
も
、
お
参
り
や
菩

薩
行
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
、
元
寇
園
教
会
は
、
蒙
古
軍
、

日
本
軍
、
又
、
先
の
大
戦
で
亡
く

な
っ
た
多
く
の
霊
を
、
お
ま
つ
り

し
て
あ
る
お
寺
で
あ
り
ま
す
。 

先
代
の
日
貫
上
人
が
竹
藪
を

切
り
開
き
、
山
を
く
ず
し
て
、
全

国
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
、
銘
木

や
、
石
で
立
派
な
庭
園
を
作
ら
れ

ま
し
た
。 

一
月
に
は
い
り
ま
す
と
、
少
し

づ
つ
、
紅
梅
や
白
梅
が
咲
き
始
め

ま
す
、
梅
の
木
は
二
十
本
以
上
有

り
ま
す
が
咲
き
揃
い
ま
す
と
、
す

ば
ら
し
く
こ
れ
が
天
国
の
庭
園
で

は
な
い
か
と
、
自
然
に
合
掌
し
、

心
の
中
で
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と

お
祈
り
い
た
し
ま
す
、
三
月
に
は

桃
の
花
、
四
月
は
桜
、
五
月
は
つ
つ

じ
、
六
月
に
は
菖
蒲
、
と
、
四
季

折
々
の
花
が
咲
き
ま
す
、
そ
こ
は
、

毎
日
、
諸
天
善
神
様
・
仏
様
・
万

霊
様
が
遊
楽
さ
れ
る
場
所
で
も

あ
り
ま
す
。 

そ
ん
な
元
寇
園
教
会
で
あ
り

ま
す
の
で
菩
薩
行
を
し
て
お
り
ま

す
と
、
心
の
入
替
え
が
出
来
、
す

が
す
が
し
さ
と
楽
し
さ
で
、
胸
が

い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。 

庭
等
で
咲
い
た
花
は
、
妙
教
寺

の
御
宝
前
、
元
寇
園
教
会
の
御
宝

前
に
お
供
え
さ
せ
て
頂
い
て
お
り

ま
す
。 

 

二
年
前
よ
り
、
住
職
上
人
様
を

は
じ
め
、
い
ろ
ん
な
方
々
の
ご
指

導
を
頂
き
な
が
ら
菜
園
を
始
め

ま
し
た
、
今
は
、
白
菜
・大
根
・水

菜
等
を
植
え
、
青
々
と
大
き
く

な
る
の
が
楽
し
み
で
す
。 

先
日
は
、
婦
人
会
会
長
の
古
賀

さ
ん
は
じ
め
、
役
員
の
皆
様
で
玉

ネ
ギ
を
二
千
五
百
本
植
え
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
収
穫
が
楽
し
み

で
す
。 

 

今
年
よ
り
「妙
教
寺
だ
よ
り
」が

再
発
刊
さ
れ
ま
す
の
で
、
い
ろ
い

ろ
と
皆
様
に
元
寇
園
の
こ
と
を
お

伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
、
皆
様

方
も
広
々
と
し
た
元
寇
園
に
来

ら
れ
野
菜
の
種
ま
き
や
、
花
を
植

え
た
り
し
て
み
ま
せ
ん
か
、
本
当

に
心
が
な
ご
み
、
菩
薩
行
の
あ
り

が
た
さ
が
実
感
さ
れ
ま
す
。
お
待

ち
申
し
て
お
り
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

元寇園教会の菜園で収穫を 
される高野さん（右側） 
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7月 19日（水）海上施餓鬼会大法要 
於 海の中道ホテル  
御導師を勤められる当山住職上人 

 

9月 29日（金）門中会お題目のつどい 
於 甘木 本證寺様（参加者 20名） 

10月 8日お会式法要のための 
婦人会並に有志によるお花作り
（参加者 15名） 
 

12月 17日（日）年末煤払い大掃除 
皆様ごくろうさまでした 
（参加者 50名） 

海上施餓鬼で献花をする 
当山檀信徒の皆さん 
（参加者 36名） 

 

 

7月 19日（水）大安寺様と 
合同参拝後元寇園教会広間 
での茶話会（参加者 55名） 

   
 

 

                    

    

                    

  

          

  

          

  

          

  

          

写 

真 

で 

綴 

る
（
平
成
十
八
年
七
月
～
十
二
月
） 

行 
 

事  

報  

告 

8月 20日（日）順正院日賢上人 
第七回忌法要（盂蘭盆施餓鬼法要中） 
於 当山本堂 

12月 27日（水）御宝前他、各お堂
お正月〝お供え餅〟もちつき会 
（参加者 20名） 
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〝
晩
秋
の
伯
耆

ほ
う

き

大
山

た
い
せ
ん

〟 

  

佐
陀

さ

だ

川が
わ

の
賽
の
河
原
を
か
こ
む

元
谷
の
紅
葉
は
、
美
し
か
っ
た
、
伯

耆
大
山
は
（
鳥
取
県
）
艶
や
か
な

晩
秋
の
紅
葉
に
彩
ら
れ
た
巨
大

な
錦
絵
の
上
に
、
ど
っ
か
り
と

屹
立

き
つ
り
つ

し
て
い
た
。 

十
一
月
初
旬
、
初
雪
の
前
の
大

山
に
登
っ
た
、
大
山
寺
橋
を
渡
っ

て
す
ぐ
、
左
の
登
山
道
の
樹
林
に

入
る
、
間
も
な
く
朽
ち
た
宿
「
蓮

浄
院
」が
あ
っ
た
。
妙
教
寺
か
ら
い

た
だ
い
て
い
る
亡
妻
の
霊
位
は
蓮 

浄
院
で
あ
る
、
懐
の
妻
の
写
真
を

そ
っ
と
お
さ
え
て
、
一
抹
の
感
慨

が
ひ
そ
と
、
に
じ
み
で
る
よ
う
で

あ
っ
た
、
蓮
浄
院
は
、
大
正
三
年

頃
に
志
賀
直
哉
が
滞
在
し
、
あ
の

「暗
夜
行
路
」を
書
い
た
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
る
、
時
任
謙
作
の
苦
悩

は
、
こ
の
宿
坊
で
表
現
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
、
大
正
の
文
豪
の
文

を
、
今
に
お
き
か
え
て
み
る
と
ど

う
か
、
混
迷
と
不
安
の
連
鎖
が
続

く
時
代
、
ま
さ
に
暗
夜
行
路
で
あ

る
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、

急
峻
の
登
り
四
時
間
に
挑
戦
し

た
の
で
あ
っ
た
。 

 

見
あ
ぐ
れ
ば 

大
山
の
壁
屹
立

き
つ
り
つ

し 

見
お
ろ
せ
ば 

燃
ゆ
る
紅
葉
の
谷 

    

    

『妙
教
寺
だ
よ
り
』の
再
発
刊
に

あ
た
り
ま
し
て
は
、
住
職
上
人
を

始
め
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
大
変
な

ご
足
労
を
お
か
け
す
る
事
が

多
々
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す

が
、
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
な

し
で
は
素
晴
ら
し
い
広
報
誌
を
作

る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。 

 

『妙
教
寺
だ
よ
り
』を
一
回
で
も

長
く
続
け
て
い
く
た
め
に
必
要
な

こ
と
は
、
企
画
力
で
も
編
集
力
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

い
か
に
檀
信
徒
の
皆
様
が
、
情

報
を
提
供
し
、
共
有
し
て
頂
く
事

が
出
来
る
か
で
紙
面
が
充
実
し
、

魅
力
あ
ふ
れ
る
『
妙
教
寺
だ
よ

り
』
が
生
ま
れ
て
来
る
も
の
と
思

っ
て
い
ま
す
。 

再
発
刊
の
初
版
の
感
想
は
後

日
う
か
が
う
と
し
て
、
文
章
を
書 

く
こ
と
は
簡
単
な
よ
う
で
中
々

難
し
い
も
の
で
す
が
、
ど
素
人
の

私
共
広
報
委
員
一
同
、
皆
様
か

ら
積
極
的
に
情
報
を
頂
き
な
が

ら
、
「継
続
は
力
な
り
」の
信
念
で
、

よ
り
良
い
『妙
教
寺
だ
よ
り
』の
編

集
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
の
で
、
今
後
共
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（白
水 

岩
人
） 

 

「妙
教
寺
だ
よ
り
」編
集
部 

発
行
責
任
者 

荒
木 

英
知 

編
集
部
顧
問 

村
上 

夘
三 

 
 

 

〃 
 

 
 

高
野 

英
典 

編
集
部
参
与 

古
賀 

静
枝 

編
集
委
員
長 

植
村 

俊
親 

〃
副
委
員
長 

白
水 

岩
人 

 
 

委
員
（会
計
） 

花
田 

正
月 

委
員
（広
報
） 

白
水 

敏
幸 

委      

員 

臼
井 

義
光 

委      

員 

川
上 

博
之 

委      

員 

小
林 

あ
け
み 

委      

員 

松
尾 

勝
博 

委      

員 

高
野 

英
一 

檀
信
徒
投
稿
覧 

春日市若葉台 
竹森 満國 

編 

集 

後 

記 

15 



  

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 

    

◎
一
月
一
日
（月
） 

･

初
参
詣
祝
祷
会 

午
前
一
時
よ
り 

 

◎
一
月
一
日
～
三
日
（月
～
水
） 

 
･

新
春
三
ヶ
日
一
部
経
読
誦
会 

午
前
九
時
よ
り 

 

◎
一
月
八
日
（成
人
の
日
） 

・各
家
勧
請
守
護
神
祭 

・開
運
星
祭
り 

・年
頭
施
餓
鬼
供
養
会 

・新
春
福
引
き
大
会 

午
後
一
時
よ
り 

 

◎
一
月
二
十
一
日
（第
三
日
曜
） 

･

寒
修
行
（婦
人
会
主
催
） 

午
前
十
時
よ
り 

  

    

◎
二
月
四
日
（第
一
日
曜
） 

･

節
分
追
難
会 

午
前
十
時
よ
り 

 

◎
二
月
二
十
五
日
（第
四
日
曜
） 

･

月
施
餓
鬼
供
養
会 

午
後
一
時
よ
り 

 
◎
三
月
十
八
～
二
十
四
日 

（日
～
土
） 

･

春
季
彼
岸
棚
経
廻
り 

 

◎
三
月
二
十
五
日
（第
四
日
曜
） 

･

春
季
彼
岸
施
餓
鬼
供
養
会 

午
後
一
時
よ
り 

 

◎
四
月
八
日
（第
二
日
曜
） 

・花
ま
つ
り 

釈
尊
降
誕
会 

・月
施
餓
鬼
供
養
会 

午
後
一
時
よ
り 

    

◎
五
月
二
十
七
日
（第
四
日
曜
） 

・各
家
勧
請
守
護
神
祭 

・月
施
餓
鬼
供
養
会 

午
後
一
時
よ
り 

 

◎
六
月
二
十
四
日
（第
四
日
曜
） 

･

月
施
餓
鬼
供
養
会 

午
後
一
時
よ
り 

 

◎
七
月
二
十
九
日
（第
五
日
曜
） 

・土
用
丑
の
日
秘
法
灸
大
祈
祷
会 

・月
施
餓
鬼
供
養
会 

午
後
一
時
よ
り 

       

                       

平 

成 

十 

九 

年 

行 

事 

予 

定
（一
月
～
七
月
ま
で
）    

◎
毎
月 

第
一
日
曜
日
は 

・月
祈
祷
祭
（午
前
十
時
よ
り
） 

・信
行
会
（正
午
よ
り
） 

・三
沢
清
正
公
堂
お
参
り 

（午
後
よ
り
） 

《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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