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日
蓮
大
聖
人 

 
 

御 

聖 

訓 

『
除
病
御
書
』 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

建
治
元
年) 

そ
の
上
、
日
蓮
の
身
、
並

び
に
弟
子
等
、
過
去
謗
法

（
ほ
う
ぼ
う
）
の
重
罪
い

ま
だ
尽
く
さ
ざ
る
の
上
、

現
在
多
年
の
間
、
謗
法
者

と
な
り
、
ま
た
謗
法
の
国

に
生
る
。
当
時
信
心
深
か

ら
ざ
る
か
。
あ
に
こ
れ
を

脱
れ
ん
や
。
た
だ
し
貴
辺

こ
の
病
を
受
く
る
の
理
、

或
人
こ
れ
を
告
ぐ
。
予
、

日
夜
朝
暮
に
法
華
経
に
申

し
上
げ
、
朝
暮
に
青
天
に

訴
う
。
除
病
の
由
、
今
日

こ
れ
を
聞
く
。
喜
悦
何
事

か
こ
れ
に
過
ぎ
ん
。
事
事

見
参
（
け
ん
ざ
ん
）
を
期

（
ご
）
せ
ん
。
恐
恐
。 

 

【
現
代
語
訳
】 

（
前
欠
）
そ
の
上
、
日
蓮
の

身
や
、
弟
子
の
過
去
世
に
お

け
る
謗
法
の
重
罪
が
い
ま
だ

尽
き
な
い
上
に
、
現
在
の
世

で
も
多
年
の
間
、
謗
法
者
と

な
り
、
ま
た
謗
法
の
国
に
生

ま
れ
た
。
今
日
こ
れ
ほ
ど
信

心
が
深
く
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
ど
う
し
て
こ
の
謗
法
の

罪
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
か
。
い
や
、
謗
法
の

罪
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
な
ど

思
い
も
よ
ら
な
い
に
違
い
な

い
。
さ
て
貴
殿
が
こ
の
病
に

か
か
っ
た
と
、
あ
る
人
か
ら

聞
い
た
。
そ
こ
で
私
は
、
日

夜
法
華
経
に
申
し
上
げ
、
朝

暮
に
諸
天
善
神
に
祈
願
を
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
病
が
治
っ

た
と
い
う
知
ら
せ
を
本
日
う

け
た
。
な
ん
と
も
こ
の
上
な

い
悦
び
で
あ
る
。
詳
し
い
こ

と
は
、
お
目
に
か
か
っ
た
時

に
申
し
述
べ
た
い
。
つ
つ
し

ん
で
申
し
述
べ
る
。 

 
 

※
参
考
・
・
『
日
蓮
聖
人
全
集
』 

 

 
 
 

御 

案 

内 

 

御
大
事
御
本
尊
会 

日
時 

 
 

 
 
 

土
用
丑
の
日 

午
前
十
時 

 

場
所 

 

本
門
寺
根
源 

本
堂 

 

疫
病
退
散
の
い
わ
れ
の
あ
る
霊
験
あ
ら
た

か
な
御
大
事
御
本
尊
を
御
開
帳
し
、
樒
祓

い

に
て
皆
様
の
身
体
健

全
・
無
病
息
災
を
御
祈
念
致
し
ま
す
。
年

に

の
奉
奠

お
誘
い
合
せ

の

ご
参
詣
下
さ
い
。 

「
身
代
り
守
り
」
頒
布 

 

 
 
 
 

御
大
事
御
本
尊
御
守 

御
霊
宝
疫
病
退
散
の「
御
大
事
御
本
尊
」

を
複
写
し
、身
代
わ
り
守
り
と
し
て 

特

別
に
頒
布
し
て
お
り
ま
す
。 

皆
様
の
菩
提
寺
で
あ
る
末
寺
寺
院
が
窓

口
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
郵
送
で
も
承
っ
て
お

り
ま
す
の
で
、ご
要
望
の
方
は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
電
話
〇
五
四
四-

五
八-

一
〇
〇
四 

 

     第 8 回 清 掃 奉 仕 の お 願 い 

   7月20日(土)  午前9時～10時30分(雨天順延)  
   

今回の清掃奉仕は、八月のお盆を迎える為の道場荘厳であります。
清掃奉仕によって共に汗を流し、自分自身の心の垢も一緒に流しま
しょう。そして、清らかな気持ちで仏様をお迎え致しましょう。 
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檀

信

徒

用

御

経

本

再

版

 

 

檀
信
徒
用
御
経
本
「
本
門
要
軌
」

を
こ
の
度
再
版
致
し
ま
し
た
。 

 

寺
院
の
布
教
活
動
に
ご
活
用
頂
き
、

ま
た
御
家
庭
に
お
い
て
、
日
々
の
勤
行

に
是
非
ご
利
用
下
さ
い
。  

 

 

御
希
望
の
方
は
、
当
山
寺
務
所
ま
で

御
連
絡
下
さ
い
。  

 

檀
信
徒
用
御
本
尊
の
ご
案
内 

 

皆
さ
ま
の
ご
家
庭
に
奉
安
す
る

御
本
尊
を
御
用
意
致
し
ま
し
た
。

こ
の
御
本
尊
は
、
日
蓮
大
聖
人
が

日
興
上
人
の
本
弟
子
で
あ
る
日
華

上
人
に
授
与
さ
れ
た
御
本
尊
の
複

製
で
、
京
都
の
本
山
・
本
能
寺
に

原
本
が
格
護
さ
れ
て
お
り
、
四
十

七
世
・
片
山
日
幹
猊
下
が
影
印
を

拝
受
し
本
門
寺
本
堂
・
生
御
影
尊

の
後
ろ
に
奉
奠
さ
れ
て
い
る
も
の

と
同
じ
も
の
で
す
。
お
問
い
合
わ

せ
は
本
門
寺
根
源
山
務
庁
ま
で
。 

  
盂う 

蘭ら 

盆ぼ
ん 

お
盆
て
何
？ 

 

「
お
盆
」と
言
う
の
は
略
称
で
、
正
式
に
は「
盂

蘭
盆(

う
ら
ぼ
ん)
」と
言
い
ま
す
。こ
れ
は
古

代
イ
ン
ド
で
用
い
ら
れ
て
い
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
の「
ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
」
を
音
写
し
た
も
の
で

す
。お
盆
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
大
聖
人
が

『
盂
蘭
盆
御
書
』と
い
う
お
手
紙
に
記
さ
れ
て
い

る
の
で
現
代
語
訳
で
見
て
参
り
ま
し
ょ
う
。 

【
お
盆
を
迎
え
た
の
で
、
盂
蘭
盆
に
つ
い
て
申
し

上
げ
よ
う
。そ
の
昔
、
仏
の
弟
子
に
目
連(

も
く

れ
ん)

尊
者
と
い
う
人
が
お
ら
れ
た
。こ
の
人
は

智
慧
第
一
と
い
わ
れ
た
舎
利
弗
と
並
ん
で
、
神

通
第
一
と
い
わ
れ
、あ
た
か
も
須
弥
山
に
日
と

月
が
並
ん
で
い
る
よ
う
に
、ま
た
大
王
の
左
右
に

い
つ
も
付
き
従
っ
て
い
る
大
臣
の
よ
う
な
存
在
で

あ
っ
た
。こ
の
人
の
父
は
吉
懺
師
子(

き
っ
せ
ん
し

し)

と
い
い
、
母
は
青
提
女(

し
ょ
う
だ
い
に
ょ)

と

い
っ
た
。そ
の
母
は
大
変
に
物
惜
し
み
を
し
て
自

分
の
持
っ
て
い
る
物
を
他
人
に
与
え
よ
う
と
し

な
か
っ
た
た
め
に
、そ
の
罪
で
死
後
に
餓
鬼
道
へ

落
ち
て
し
ま
っ
て
い
た
の
を
、
目
連
尊
者
が
救
い

出
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。】 

 
 
(

『
昭
和
定
本
』一
七
七
五
頁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
日
蓮
聖
人
全
集
』) 

 
 

 

日
蓮
大
聖
人
は
続
い
て
、
目
連
尊
者
が
母

(

青
提
女)

を
救
う
こ
と
が
出
来
た
要
因
は
、

目
連
尊
者
自
身
が
法
華
経
を
信
じ
仏
に
成
っ

た
か
ら
だ
と
説
か
れ
、
更
に
は
、
法
華
経
を
信

じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
先
祖
・
子
孫
に
ま
で
も
そ
の

功
徳
が
及
び
、
成
仏
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
と

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。 

※
こ
の
目
連
尊
者
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は『
盂
蘭
盆

経
』と
い
う
お
経
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

  

地
域
に
よ
っ
て
、
時
期
や
風
習
は
様
々
で
す

が
、ご
先
祖
様
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
、
敬

い
の
気
持
ち
が
根
底
に
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
あ

り
ま
せ
ん
。こ
れ
か
ら
お
盆
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、ど
な
た
様
も
御
報
恩
の
お
気
持
ち
で
お
過

ご
し
下
さ
い
。 

 

 

日
蓮
大
聖
人
が
佐
渡
流

罪
よ
り
御
赦
免
に
な
り
、

鎌
倉
へ
と
向
か
わ
れ
る
途

中
、
越
後
の
御
堂
筋
の
村

に
さ
し
か
か
り
ま
す
と
、

白
髪
の
老
翁
が
大
聖
人
の

御
前
に
現
わ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
村
で
は
疫
病
が
流

行
っ
て
お
り
、
病
魔
退
散

の
御
祈
祷
と
御
守
り
を
受

け
賜
り
た
い
と
願
い
出
ら

れ
ま
し
た
。
大
聖
人
は
、

懐
中
よ
り
御
守
り
の
御
本

尊
を
授
け
そ
の
霊
験
あ
ら

た
か
な
御
大
事
御
本
尊
に

よ
り
疫
病
は
退
散
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

法
要
当
日
は
御
本
尊
の

下
を
潜
り
抜
け
、
御
樒
祓

い
を
受
け
て
頂
け
ま
す
。 

 

御
大
事
御
本
尊
の
謂  御樒祓いをうける参拝者 
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仏
法
守
護
の
帝た

い

釈
し
ゃ
く

天て
ん 

前
回
は
法
華
経
に
登
場
す
る
神
様
方
を
「
お
一

人
、
お
二
人
ᷩ
」
と
お
呼
び
す
る
と
こ
ろ
ま
で
お
話

し
し
ま
し
た
。
神
様
方
で
ま
ず
出
て
く
る
の
が
「

釈
提
桓
因

し
ゃ
く
だ
い
か
ん
に
ん(

帝
釈
天
さ
ま)
」
で
す
。 

帝
釈
天
さ
ま

は
、
本
来
は
バ
ラ
モ
ン
教
の
イ
ン
ド
ラ
と
い
う
神
様

で
し
た
。
神
々
の
支
配
者
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
、
阿

修
羅
と
も
戦
っ
た
と
い
わ
れ
る
戦
い
の
神
さ
ま
で
し

た
が
、
成
道
前
か
ら
お
釈
迦
さ
ま
を
助
け
、
成
道
後

は
そ
の
ご
説
法
を
聴
聞
し
て
い
ま
し
た
。
梵
天
さ
ま

と
並
ぶ
「
護
法
の
善
神(

仏
法
を
守
る
神
様)
」
で
、

梵
天
様
と
帝
釈
天
様
を
「
二に

大
善

だ
い
ぜ
ん

神じ
ん

」
「
梵ぼ

ん

釈
し
ゃ
く

」

と
呼
び
習
わ
し
て
い
ま
す
。 

葛
飾
柴
又
の
帝
釈
天
～
題だ

い

経
き
ょ
う

寺じ 

少
し
脱
線
し
ま
す
が
、
日
蓮
宗
の
帝
釈
天
信
仰
で

有
名
な
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
映
画
「
男
は
つ
ら

い
よ
」
シ
リ
ー
ズ
の
舞
台
、
東
京
都
葛
飾
区
柴
又
の

題
経
寺
さ
ま
で
す
。
渥
美
清
さ
ん
扮
す
る
寅
さ
ん

が
、
佐
藤
蛾
次
郎
さ
ん
扮
す
る
源
公
を
か
ら
か
っ
た

り
、
ま
た
源
公
が
掃
除
や
鐘
撞
き
を
し
て
い
る
シ
ー

ン
は
有
名
で
す
。
こ
の
題
経
寺
さ
ま
は
、
日
蓮
大
聖

人
が
自
ら
木
の
板
に
お
彫
り
に
な
ら
れ
た
と
伝
わ
る

御
本
尊
の
裏
面
に
、
帝
釈
天
さ
ま
が
彫
ら
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
「
柴
又
の
帝
釈
天
」
の
通
称
が
付
き
ま
し

た
。 帝

釈
天
さ
ま
は
二
万
の
天
子
を
お
供
と
し
て
、
そ

の
会
座
に
座
っ
て
い
ま
し
た
。 

三
人
の
天
子 

次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
三
人
の
「
天て

ん

子じ

さ
ま
」

で
、
天
子
さ
ま
は
お
名
前
を
名
月
天
子
・
普
香
天

子
・
宝
光
天
子
と
い
い
ま
す
。
こ
の
三
人
の
天
子
さ

ま
は
、
帝
釈
天
さ
ま
の
眷
属(

部
下)

で
あ
る
天
子
と

し
て
特
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
蓮
宗
で

は
「
三
光
天
子
」
の
名
で
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
ま

す
。
名
月
天
子
は
「
月
天
子
」
で
月
の
神
様
、
普
香

天
子
は
「
明
星
天
子
」
で
星
の
神
様
、
宝
光
天
子
は

「
日
天
子
」
で
太
陽
の
神
様
で
す
。
本
門
寺
本
堂
の

東
側
に
は
日
興
上
人
を
お
祀
り
し
た
開
山
堂
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
向
か
い
に
、
四
十
七
世
匡
真
院(

片
山)

日
幹
猊
下
の
お
造
り
に
な
ら
れ
た
「
三
光
池
」
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
三
光
池
は
三
光
天
子
さ
ま
を
お
祀

り
し
た
も
の
で
す
。 
 

日
天
子
と
日
蓮
大
聖
人 

日
天
子
さ
ま
に
つ
い
て
少
し
触
れ
ま
す
。
日
蓮
大

聖
人
と
日
天
子
さ
ま
は
縁
が
深
い
ご
縁
が
あ
り
ま

す
。
大
聖
人
の
母
・
梅
菊
さ
ま
は
、
毎
日
欠
か
す
こ

と
な
く
日
天
子
さ
ま
を
拝
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
る

日
、
夢
の
中
で
蓮
華
に
乗
っ
た
日
天
子
様
に
お
会
い

し
、
そ
の
日
天
子
さ
ま
が
懐
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
梅

菊
さ
ま
は
お
目
覚
め
に
な
り
ま
す
。
あ
れ
は
夢
か
現

実
か
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
大
聖
人
を
身
ご
も
ら

れ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
に
あ
や
か
り
、
幼
名
を
「
善ぜ

ん

日に
ち

麿ま
ろ

」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
な
お
、
お
題
目
を

弘
め
る
決
心
を
固
め
ら
れ
「
日
蓮
」
と
名
乗
ら
れ
た

時
の
「
日
」
は
、
如
来
神
力
品
の
中
の
「
如
日
月
光

明
」
か
ら
お
取
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
『
四
條
金
吾

女
房
御
書
』
に
「
明
か
な
る
事
日
月
に
す
ぎ
ん
や

(

中
略)

法
華
経
は
日
月
と
蓮
華
と
な
り
」(

『
定

本
』
四
八
四
頁)

と
仰
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
お
日
様

が
昇
っ
た
り
満
月
が
出
た
り
す
る
と
、
私
た
ち
の
世

界
が
明
る
く
照
ら
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
華
経
の

教
え
を
以
て
世
界
中
を
照
ら
す
べ
く
、
「
日
」
の
字

を
お
取
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

 

四
方
を
護
る
神
様
～
四
大
天
王 

三
光
天
子
さ
ま
の
次
に
お
名
前
が
出
て
く
る
の

が
、
東
西
南
北
の
四
方
を
護
る
神
さ
ま
、
「
四
天
王

(

四
大
天
王)

さ
ま
」
で
す
。
こ
の
四
天
王
さ
ま
も
帝

釈
天
さ
ま
の
眷
属
と
し
て
付
き
従
う
神
様
で
、
今
の

と
こ
ろ
個
別
に
お
名
前
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ

れ
ご
紹
介
す
れ
ば
、
東
を
護
る
「
持じ

国
天

こ
く
て
ん

」
、
西
を

護
る
「
広
目
天

こ
う
も
く
て
ん

」
、
南
を
護
る
「
増
長
天

ぞ
う
ち
ょ
う
て
ん

」
北
を

護
る
「
多
聞
天

た
も
ん
て
ん(

毘
沙
門
天

び
し
ゃ
も
ん
て
ん)

」
で
、
帝
釈
天
に
仕
え

る
神
様
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
が
お
書
き
顕
し
に
な
ら

れ
た
「
大
曼
荼
羅

だ

い

ま

ん

だ

ら

御
本
尊

ご
ほ
ん
ぞ
ん

」
の
四
隅
に
、
そ
れ
ぞ
れ

「
大
持
国
天
」
「
大
増
長
天
」
「
大
広
目
天
」
「
大

毘
沙
門
天
」
と
お
名
前
が
あ
り
ま
す
（
こ
れ
を
「

勧

請

か
ん
じ
ょ
う

さ
れ
る
」
と
い
い
ま
す
）
。 

 

ま
た
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
御
不
幸
が
あ
っ
た

時
、
亡
く
な
っ
た
方
の
頭
を
北
側
に
す
る
「
北
枕
」

の
慣
習
が
あ
り
ま
す
が
、
枕
元
に
大
曼
荼
羅
御
本
尊

を
掲
げ
た
時
、
北
を
護
る
毘
沙
門
天
さ
ま
が
左
上
に

勧
請
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
亡
く
な
っ
た
方
の
頭
は

毘
沙
門
天
さ
ま
の
方
へ
向
け
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
お
上
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の
三
光
天
子

さ
ま
と
四
天
王
さ
ま
も
、
一
万
の
天
子
を
お
供
と
し

て
連
れ
て
会
座
に
座
り
ま
し
た
。 

 
 
 
(

続
く)

 

法
華
経
に
学
ぶ 

第
二
十
四
回 

 
 
 
 
 

布
教
伝
道
部 

浦
野 

弘
正 
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五 

助
行
（
読
経
） 

 

十
頁 

 

今
回
よ
り
読
経
に
入
り
ま
す
。
『
本
門
要
軌
』

で
は
読
経
＝
助
行
、
題
目
＝
正
行
と
位
置
付
け
て

お
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
四
十
七
世
日

幹
貫
首
猊
下
が
「
本
宗
の
妙
行
は
、
末
法
応
時
の

行
法
で
あ
る
か
ら
題
目
が
正
行
で
、
読
誦
は
助
行

で
あ
る
。
」
（
『
妙
行
聖
典
』
一
七
五
頁
）
と
明

示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
本
宗
に
於
て
も
宗
要
の

「
宗
義
大
綱
」
に
、 

  
 

４ 

信
行
の
意
義 

『
日
蓮
宗
宗
義
大
綱
』 

 
 

本
宗
の
信
行
は
、
本
門
の
本
尊
に
帰
依
し
、
仏 

 
 

智
の
題
目
を
唱
え
、
本
門
戒
壇
の
信
心
に
安
住 

 
 

す
る
を
本
旨
と
す
る
。
機
に
従
っ
て
読
、
誦
、 

 
 

解
説
、
書
写
等
の
助
行
を
用
い
て
、
自
行
、
化 

 
 

他
に
亘
る
信
心
を
増
益
せ
し
め
る
。 

 

と
定
義
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
「
先
の
正
行
、
す
な

わ
ち
三
大
秘
法
の
受
持
を
離
れ
て
別
に
四
種
が
あ

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
三
秘
受
持

を
助
け
る
も
の
と
し
て
四
種
が
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
受
持
成
仏
以
外
に
、
読
・
誦
や
解
説
・
書
写

等
で
成
仏
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
」

（
『
宗
義
大
綱
読
本
』
一
二
六
頁
）
と
解
説
さ
れ

て
い
ま
す
。
殊
に
題
目
と
読
誦
の
関
係
性
に
つ
い

て
、
山
川
智
応
博
士
の
解
説
が
明
快
で
す
。
「
助

行
と
大
聖
人
の
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
正
行

の
御
題
目
の
功
徳
を
助
け
る
の
で
は
な
く
、
御
題

目
ー
譬
え
ば
薬
ー
の
功
徳
を
讃
え
、
そ
の
行
法
ー

譬
え
ば
薬
の
飲
み
方
ー
を
示
し
た
効
能
書
で
あ
る

か
ら
、
助
行
は
行
者
の
修
行
ー
譬
え
ば
服
み
方
ー

を
助
け
る
も
の
で
あ
る
と
は
、
恩
師
智
学
先
生
の

實
に
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
明
断
明
解
と
申
す
べ
き

で
あ
る
。
」
（
『
妙
行
正
軌
略
解
』
二
三
頁
）

又
、
「
読
誦
を
助
行
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
題

目
の
正
行
に
対
す
る
信
行
者
の
信
心
を
策
励
増
進

し
て
、
正
行
を
修
す
る
心
を
助
け
る
こ
と
、
た
と

へ
ば
効
能
書
を
熟
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

薬
に
対
す
る
信
用
を
い
よ
い
よ
高
め
、
そ
の
服
用

法
を
厳
密
に
違
は
ぬ
よ
う
に
し
、
禁
忌
な
ど
の
養

生
法
を
ま
す
ま
す
正
し
く
守
る
よ
う
に
な
る
と

い
っ
た
如
き
も
の
」
（
『
妙
行
正
軌
範
略
解
』
四

三
頁
）
と
解
説
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
正
行
＝
題
目

＝
良
薬
と
助
行
＝
読
誦
＝
処
方
箋
は
切
り
離
す
こ

と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
り
、
処
方
箋
な
く
し
て

正
し
い
薬
の
服
用
は
困
難
で
あ
り
、
い
く
ら
処
方

箋
を
読
ん
で
も
、
薬
の
服
用
な
く
し
て
は
病
を
克

服
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
次
に
実
際
の
読
誦

で
あ
り
ま
す
が
、
当
然
に
法
華
経
の
読
誦
で
す

が
、
何
れ
の
経
何
れ
の
品
を
、
如
何
様
に
読
誦
す

る
の
か
宗
祖
に
問
い
ま
す
と
、
「
法
華
経
は
何
れ

の
品
も
先
に
申
し
つ
る
様
に
愚
か
な
ら
ね
ど
も
、

殊
に
二
十
八
品
の
中
に
勝
れ
て
め
で
た
き
は
方
便

品
と
寿
量
品
に
て
待
り
。
余
品
は
皆
枝
葉
に
て
候

也
。
さ
れ
ば
常
の
御
所
作
に
は
、
方
便
品
の
長
行

と
寿
量
品
の
長
行
と
を
習
い
読
ま
せ
給
候
へ
。

（
略
）
余
の
二
十
六
品
は
身
に
影
の
随
い
、
玉
に

財
の
備
わ
る
が
如
し
。
寿
量
品
・
方
便
品
を
よ
み

候
へ
ば
、
自
然
に
余
品
は
よ
み
候
は
ね
ど
も
備
わ

り
候
な
り
。
（
略
）
さ
れ
ば
常
に
は
此
方
便
品
・

寿
量
品
の
二
品
を
あ
そ
ば
し
候
て
、
余
の
品
を
ば

時
々
御
い
と
ま
の
ひ
ま
に
あ
そ
ば
す
べ
く
候
。
」

（
『
月
水
御
書
』
定
本
二
九
〇
ー
二
九
一
頁
）

と
、
常
の
御
所
作
＝
方
便
品
・
寿
量
品
の
二
品
の

読
誦
を
勧
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
「
迹
門
方
便
品

は
一
念
三
千
・
二
乗
作
仏
を
説
て
爾
前
二
種
の
失

一
つ
脱
た
り
。
（
略
）
本
門
に
い
た
り
て
始
成
正

覚
を
や
ぶ
れ
ば
（
略
）
真
の
十
界
互
具
・
百
界
千

如
・
一
念
三
千
な
る
べ
し
。
」
（
『
観
心
本
尊

抄
』
定
本
五
五
二
頁
）
と
、
迹
門
十
四
品
で
は
方

便
品
を
根
幹
・
余
品
を
枝
葉
と
し
て
二
乗
作
仏
の

教
え
が
説
か
れ
、
本
門
十
四
品
で
は
寿
量
品
を
根

幹
・
余
品
を
枝
葉
と
し
て
発
迹
顯
本
の
教
え
が
説

か
れ
、
真
の
一
念
三
千
の
救
い
が
説
か
れ
ま
す
。

さ
ら
に
「
一
部
八
巻
二
十
八
品
を
受
持
読
誦
し
、

随
喜
護
持
等
す
る
は
広
な
り
。
方
便
品
寿
量
品
等

を
受
持
し
乃
至
護
持
す
る
は
略
也
。
但
一
四
句
偈

乃
至
題
目
計
り
を
唱
へ
と
な
う
る
者
を
護
持
す
る

は
要
也
。
」
（
『
法
華
題
目
抄
』
定
本
三
九
四
ー

三
九
五
頁
）
と
、
方
便
品
寿
量
品
の
を
略
の
法
華

経
と
教
示
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
て
本
門
寺
で

は
常
の
朝
勤
、
年
中
の
諸
法
要
に
方
便
品
寿
量
品

を
助
行
と
し
読
誦
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 
(

続
く)

 

『
本
門
要
軌
』
を
読
む 

第
二
十
三
回 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

布
教
伝
道
部
執
事 

阿
部 

和
正 
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あ

五
心
を
修
養
す
る 

少
年
少
女
「
お
も
す
道
場
」
開
校 

〈
本
年
は
一
泊
二
日 

お
寺
で
宿
泊
〉 

 
昨
年
に
続
き
ま
し
て
、
少
年
少
女
の
心
身
健
全
を
図
る
為
の
「
お
も
す
道
場
」
を
開
校
致
し
ま
す
。
本
年
も
一

泊
二
日
の
日
程
で
お
寺
で
の
生
活
を
体
験
し
て
頂
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
子
供
達
に
呼
び
掛
け
て
頂
き
、

多
く
の
ご
参
加
を
お
待
ち
致
し
ま
す
。
左
記
要
綱
を
ご
覧
頂
き
、
参
加
希
望
の
方
は
、
本
山
に
申
込
用
紙
が
あ
り

ま
す
の
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

執
事
長 

鈴
木 

春
雄 

 

三 

光 

池 

の 

改 

修 

工 

事 

 

現
在
、
三
光
池
の
改
修
工
事
に
着
工
を

し
て
お
り
ま
す
。
防
火
漕
と
し
て
の
役
目

を
損
な
う
事
無
く
、
工
事
を
進
め
て
お
り

ま
す
。
詳
細
は
追
っ
て
、
お
も
す
の
森
に

掲
載
し
て
い
く
予
定
で
す
。 

   三光池の鯉は別の場所で元気に生活しております。 
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新
寂
回
向
事
務
局
よ
り 

御
本
堂
に
お
き
ま
し
て
、
各
御
霊
位
の

御
回
向
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

   養
仙
坊 

故 

木
本 

よ
し
子
様 

養
運
坊 

故 

林 
 

久
子
様 

養
運
坊 

故 

佐
藤 

喜
美
子
様 

養
運
坊 

故 

中
山 

千
惠
子
様 

久
成
寺 

故 

土
屋 

之
子
様 

西
之
坊 

故 

渡
邉 

き
く
江
様 

久
成
寺 

故 

池
谷 

ヤ
ス
子
様 

久
成
寺 

故 

梶 
 

ゑ
つ
様 

久
成
寺 

故 

横
山 

勉
様 

養
運
坊 

故 

諏
訪
部 

典
子
様 

養
運
坊 

故 

伊
藤 

理
恵
子
様 

 

六
月
末
日
迄 

申
込
み
・
申
請
順 

 

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 

 

六
月
二
十
日
午
前

十
時
半
、
北
山
小
四

年
生
二
十
一
名
が
本

山
に
社
会
科
見
学
に

訪
れ
ま
し
た
。 

 

佐
野
湛
要
布
教
伝

道
部
長
が
本
堂
に

て
、
本
門
寺
堀
の
お

話
を
し
て
頂
き
ま
し

た
。 

令
和
六
年
七
月 

六 
 

日 

日
原
家 

三
回
忌 

十 

二 

日 

重
須
婦
人
会
清
掃
奉
仕 

十 

三 

日 

渡
井
家 

二
十
三
回
忌 

二 

十 

日 

第
八
回
清
掃
奉
仕 

二 

十 

日 

重
須
婦
人
会
清
掃
奉
仕 

二
十
四
日 

御
大
事
御
本
尊
会 

二
十
六
日 

三
輪
是
法
先
生
勉
強
会 

 

令
和
六
年
八
月 

九 
 

日 

重
須
婦
人
会
清
掃
奉
仕 

十 

三 

日 

八
月
盆
～
十
六
日
ま
で 

十 

七 

日 

第
三
回 

お
も
す
道
場 

十 

八 

日 

第
三
回 

お
も
す
道
場 

二
十
二
日 

法
縁
会
理
事
会(

大
坊)

 

二
十
三
日 

重
須
婦
人
会
清
掃
奉
仕 

二
十
九
日 

塔
中
会
議 

本
門
寺
の
主
な
予
定 

 
 
 
 
 

 

香
華
・
そ
の
他 

供
養 

市
内
北
山 

 

星
谷
と
み
子
様 

 

諸
堂･

境
内
清
掃･

作
業
奉
仕 

本
門
寺
内 

重
須
婦
人
会
様 

本
山
塔
中 

寺
庭
婦
人
様 

本
門
寺
内 

石
川
由
緒
家
様 

市
内
北
山 

望
月 

正
見 

様 

静 

岡 

市 

紺
文
シ
ル
ク
様 

謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す 

丹

精

者

御

芳

名 

 
 

日
蓮
宗
興
統
法
縁
会
は
、

日
興
上
人
の
法
脈
を
継
承
す

る
僧
侶
か
ら
成
り
立
っ
て
お

り
、
全
国
百
六
十
三
名
の
会

員
が
お
り
ま
す
。
そ
の
会
長

職
を
貫
首
猊
下
が
務
め
ら
れ

て
お
り
ま
す
。 

 

今
年
度
は
、
六
月
二
十
六

日
に
宮
崎
市
内
ホ
テ
ル
メ

リ
ー
ジ
ュ
に
て
興
統
法
縁
会

の
理
事
会
、
翌
二
十
七
日

に
、
日
向
市
妙
国
寺(

黒
木

報
源
住
職)

に
お
き
ま
し

て
、
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。 

 

ま
た
当
総
会
に
お
い
て
、

当
山
鈴
木
執
事
長
よ
り
、
令

和
十
四
年
の
日
興
上
人
七
〇

〇
遠
忌
事
業
に
向
け
た
経
過

報
告
が
な
さ
れ
、
改
め
て
法

縁
の
皆
様
へ
の
御
協
力
を
お

願
い
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 

新
会
長 

井
出
和
子 

 

四
十
年
間
勤
め
た
保
育
士

を
定
年
退
職
し
て
家
に
い
た

と
こ
ろ
、
齋
藤
繁
美
さ
ん
に

誘
わ
れ
て
重
須
婦
人
会
に
入

会
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
と
本

山
行
事
に
お
参
り
さ
せ
て
い

た
だ
く
中
、
共
に
力
を
合
わ

せ
御
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
く

中
で
様
々
な
事
を
学
ば
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
お

香
花
の
水
替
え
、
草
取
り
、

雨
の
日
・
風
の
日
・
暑
さ
寒

さ
の
厳
し
い
日
、
色
々
な
状

況
の
中
、
知
恵
を
し
ぼ
り
、

工
夫
を
し
て
御
廟
所
の
掃
除

も
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
奉
仕

作
業
が
終
わ
り
ま
す
と
、

清
々
し
い
気
持
ち
に
な
り
良

か
っ
た
ネ
！
と
皆
で
語
り

合
っ
て
い
ま
す
。
信
仰
を
通

し
て
素
敵
な
仏
縁
に
恵
ま
れ

た
こ
と
、
心
を
清
ら
か
に
持

つ
こ
と
が
出
来
る
経
験
は
何

に
も
代
え
難
い
も
の
で
す
。 

 

本
山
は
歴
史
物
語
が
い
っ

ぱ
い
で
す
。
腰
掛
け
石
、
梨

の
木
、
徳
川
家
に
関
す
る
事

な
ど
な
ど
、
学
べ
る
こ
と
が

沢
山
あ
り
、
お
寺
を
身
近
に

感
じ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 

本
門
寺
も
世
代
交
代
が
進

み
、
若
い
お
上
人
さ
ん
が
増

え
ま
し
た
の
で
将
来
が
と
て

も
楽
し
み
で
す
。 

 

私
達
も
高
齢
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
が
、
重
須
婦
人
会

の
活
動
が
心
身
の
健
康
に
繋

が
っ
て
い
る
と
感
じ
て
お
り

ま
す
。
今
後
も
思
い
や
り
の

心
と
和
を
も
っ
て
頑
張
り
ま

す
。
新
し
い
会
員
様
が
一
人

で
も
多
く
な
る
事
を
祈
り
ま

す
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重須婦人会事務局（本門寺内） 

連絡先：0544-58-1004 
 

自薦・他薦問わず、一度見学にどうぞ! 


