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日
蓮
大
聖
人 

 
 
 

御 

聖 

訓 

『
重
須
殿
女
房
御
返
事
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

弘
安
四
年 

正
月
五
日) 

  

十
字
（
む
し
も
ち
）
一
百
ま
い
・
か

し
ひ
と
こ
（
菓
子
一
籠
）
給
ひ
了
ん

ぬ
。
正
月
の
一
日
は
日
の
は
じ
め
、
月

の
始
め
、
と
し
の
は
じ
め
、
春
の
始

め
。
こ
れ
を
も
て
な
す
人
は
月
の
西
よ

り
東
を
さ
し
て
み
つ
が
ご
と
く
、
日
の

東
よ
り
西
へ
わ
た
り
て
あ
き
ら
か
な
る

が
ご
と
く
、
と
く
（
徳
）
も
ま
さ
り
人

に
も
あ
い
せ
ら
れ
候
ふ
な
り
。 

 
 
 
 

〔
中 

略
〕 

 

今
日
本
国
の
法
華
経
を
か
た
き
と
し

て
わ
ざ
わ
い
を
千
里
の
外
よ
り
ま
ね
き

よ
せ
ぬ
。
こ
れ
を
も
つ
て
を
も
う
に
、

今
ま
た
法
華
経
を
信
ず
る
人
は
さ
い
わ

い
を
万
里
の
外
よ
り
あ
つ
む
べ
し
。
影

は
体
よ
り
生
ず
る
も
の
、
法
華
経
を
か

た
き
と
す
る
人
の
国
は
、
体
に
か
げ
の

そ
う
が
ご
と
く
わ
ざ
わ
い
来
た
る
べ

し
。
法
華
経
を
信
ず
る
人
は
せ
ん
だ
ん

に
か
を
ば
し
さ
の
そ
な
え
た
る
が
ご
と

し
。
ま
た
ま
た
申
し
候
ふ
べ
し
。 

【
現
代
語
訳
】 

 

む
し
餅
百
枚
、
果
物
一
籠
（
か
ご
）

頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
正
月
の
元
日
は
、
日
の
始
め
、

月
の
始
め
、
年
の
始
め
、
春
の
始
め
で

す
。
こ
の
日
を
大
切
に
す
る
人
は
、
た

と
え
ば
月
が
西
か
ら
東
を
さ
し
て
満
ち

て
い
く
よ
う
に
、
日
が
東
か
ら
西
に

渡
っ
て
照
ら
す
よ
う
に
、
内
に
は
人
徳

を
積
み
、
外
に
は
人
か
ら
敬
愛
さ
れ
る

の
で
す
。 

 

〔
中 

略
〕 

 

今
、
日
本
国
の
人
々
は
、
法
華
経
を

敵
と
し
た
た
め
に
患
（
わ
ず
ら
）
い
を

千
里
の
外
か
ら
招
き
寄
せ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
し
測
る
と
、

今
、
法
華
経
を
信
じ
て
い
る
人
は
、
幸

せ
を
万
里
の
外
か
ら
集
め
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
影
は
体
に
よ
っ
て
で
き
る
も

の
で
す
が
、
法
華
経
を
敵
と
す
る
人
の

国
は
、
体
に
影
が
付
き
添
っ
て
い
る
よ

う
に
、
患
い
が
い
つ
も
つ
き
ま
と
う
こ

と
で
し
ょ
う
。
そ
の
反
対
に
、
法
華
経

を
信
ず
る
人
は
、
た
だ
で
さ
え
香
り
の

よ
い
栴
檀
に
い
っ
そ
う
の
香
ば
し
さ
を

添
え
た
よ
う
に
、
す
ば
ら
し
い
功
徳
を

得
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
今
日
は

こ
の
辺
に
し
て
、
ま
た
お
便
り
し
ま

す
。 

 
 
 

 
 

 

※
参
考
・
・
『
日
蓮
聖
人
全
集
』 

 

新
春
を
慶
び 

謹
ん
で
年
頭
の
御
挨
拶
を

申
し
上
げ 

皆
さ
ま
の
御
健
康
と
御
多
祥

を
御
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 

令
和
七
年 

元
旦 
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年
頭
の
御
挨
拶 

 

 
 
 

執
事
長 

 
 
 
 

鈴
木 

春
雄 

 
 
 
 
 
 

  
 

令
和
七
年
乙
巳
歳 

 

 
 
 
 

新
春
を
迎
え
謹
ん
で 

 
 
 
 
 

新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す 

  
 

昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

が
五
類
感
染
症
に
移
行
さ
れ
、
少
な
か
ら

ず
と
も
安
堵
さ
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。で
す

が
油
断
は
禁
物
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

国
内
外
に
目
を
向
け
ま
す
と
、
各
地
で

戦
争
・
内
乱
・
飢
饉
・
大
地
震
・
気
候
異
変

等
の
様
々
な
出
来
事
が
毎
日
の
よ
う
に
起

き
て
い
ま
す
。
更
に
は
政
治
不
信
・
経
済
不

安
等
の
混
迷
す
る
時
代
が
続
い
て
い
ま
す
。 

 
 

時
は
ま
さ
に
、
日
蓮
大
聖
人
が
御
示
し

に
な
ら
れ
た
末
法
の
世
で
あ
り
ま
す
。こ
の

苦
か
ら
救
う
と
こ
ろ
の
正
法
を
建
て
、
大

慈
大
悲
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
良
薬
を

お
与
え
く
だ
さ
り
ま
し
た
こ
と
に
、
日
々
の

本
山
晨
朝
勤
行
を
通
じ
て
感
謝
し
て
い
る

次
第
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

さ
て
、
本
山
で
は
令
和
四
年
よ
り
高
祖

日
蓮
大
聖
人
第
七
百
五
十
遠
忌(

令
和

十
三
年
正
当)

、
御
開
山
白
蓮
阿
闍
梨

日
興
上
人
第
七
百
遠
忌(

令
和
十

四
年
正
当)

を
お
迎
え
す
る
為
の
準

備
を
重
ね
、本
年
よ
り
遠
忌
事
業

の
実
動
に
入
り
ま
し
た
。 

 
 

こ
の
御
遠
忌
は
塔
中
・
末
寺
に

と
っ
て
大
変
重
要
な
意
義
を
持
つ
大
事
で

あ
る
こ
と
を
御
自
覚
い
た
だ
き
た
く
存
じ

ま
す
。 

 
 

殊
に
各
聖
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、現
代

社
会
に
お
い
て
薄
れ
ゆ
く
本
化
の
信
仰
を

取
り
戻
す
為
、『
信
仰
の
再
結
縁
』を
指
針

と
し
、日
蓮
大
聖
人
が
日
興
上
人
に
御
遺

命
さ
れ
た
本
門
戒
壇
可
建
道
場
を
中
心

と
し
、檀
信
徒
の
御
教
化
に
獅
子
奮
迅
を

願
う
ば
か
り
で
す
。 

 
 

ま
た
、
貫
首
猊
下
御
教
示
の
下
、役
職

員
一
体
と
な
り
猊
下
を
お
支
え
し
、檀
信

徒
の
皆
様
が
、
御
本
山
で
お
唱
え
す
る
南

無
妙
法
蓮
華
経
が
心
の
良
薬
で
あ
り
続

け
る
よ
う
道
場
を
荘
厳
し
精
進
し
て
ま
い

り
ま
す
。 

 
 

ど
う
ぞ
本
年
が
皆
様
方
に
と
っ
て
安
穏

な
日
々
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
お
祈
り
申
し

上
げ
、お
も
す
の
森
よ
り
新
年
の
挨
拶
と
致

し
ま
す
。 

 
 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

  

 

          初  御  講  
日 時 令和７年1月１３日（月） 午後２時３０分より  

新年を迎えての御命日忌（大聖人の御命日13日）である初御講を厳修致します 

ご参詣お焼香くださいますようご案内申し上げます 
 

        節 分 追 儺 会  （法要後 豆撒き） 

日 時 令和７年２月２日（日）  午後２時００分より

  厄年・年男・年女の方の特別祈願、または諸祈願も受け付けております    

  法要後 除厄開運の豆撒きを行います。一般の方々も是非お参り頂き 

豆撒きにご参加下さい 
 

       御 開 山 日 興 上 人 会 （第６９３回忌）  
日 時 令和７年２月７日（金）  午前1 1 時００分より

開山日興上人の御命日忌にあたりますので、ご参詣お焼香ください  
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無
量
義
② 

 

今
回
は
「
無
量
義
」
を
私
た
ち
の
現
実
に
当
て
は

め
て
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
。 

 

あ
る
大
学
の
教
室
に
、
百
人
く
ら
い
の
学
生
さ
ん

が
集
ま
っ
て
、
同
じ
授
業
を
受
け
て
い
る
と
し
ま

し
ょ
う
。 

 

同
じ
授
業
を
受
け
て
い
て
も
、
そ
の
大
学
に
入
る

ま
で
の
経
歴
は
千
差
万
別
で
す
。
高
校
か
ら
現
役
で

合
格
し
た
人
も
い
れ
ば
、
浪
人
を
経
験
し
た
人
、
あ

る
い
は
社
会
人
経
験
を
経
て
入
学
し
た
人
も
い
ま

す
。
そ
れ
も
、
若
く
し
て
再
入
学
し
た
り
編
入
学
し

た
人
も
い
れ
ば
、
定
年
退
職
を
機
に
学
問
を
志
し
た

人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
人
だ
け
で
な
く

海
外
か
ら
の
留
学
生
も
い
ま
す
。
さ
ら
に
家
族
構
成

や
出
身
地
、
住
ま
い
の
環
境
、
趣
味
や
嗜
好
を
考
え

る
と
、
本
当
に
み
ん
な
バ
ラ
バ
ラ
で
す
。
も
っ
と
言

え
ば
、
同
じ
授
業
を
受
け
て
い
て
も
理
解
度
も
違
え

ば
、
そ
も
そ
も
授
業
に
対
す
る
集
中
の
度
合
い
も
違

い
ま
す
。
で
も
、
そ
の
時
は
同
じ
教
室
で
同
じ
授
業

を
受
け
て
い
ま
す
。 

 

学
生
さ
ん
た
ち
を
「
そ
れ
ま
で
の
教
え
」
、
教
室

で
の
授
業
を
「
一
心
」
と
考
え
る
と
、
「
無
量
義
」

と
は
「
宇
宙
の
よ
う
に
際
限
の
な
い
存
在
が
、
ほ
ん

の
一
瞬
の
私
た
ち
の
心
の
動
き
の
中
に
あ
る
」
こ
と

を
指
し
て
い
る
こ
と
が
お
分
か
り
頂
け
る
か
と
思
い

ま
す
。 

 
 

 

説
法
瑞
の
重
要
性 

 

「
教
菩
薩
法
」
「
仏
所
護
念
」
「
無
量
義
」
の
三

つ
の
大
事
な
言
葉
を
ご
説
明
し
ま
し
た
の
で
、
説
法

瑞
の
話
に
戻
り
ま
す
。 

 

以
前
お
話
し
た
よ
う
に
、
『
無
量
義
経
』
『
法
華

経
』
『
観
普
賢
経
』
を
合
わ
せ
て
「
法
華
三
部
経
」

と
呼
び
、
『
無
量
義
経
』
は
「
開
経
」
に
位
置
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
法
華
経
が
説
か
れ
る
前
に
無

量
義
経
が
説
か
れ
る
の
は
必
然
な
の
で
す
。
裏
を
返

せ
ば
、
無
量
義
経
が
説
か
れ
な
い
限
り
、
法
華
経
は

説
か
れ
な
い
の
で
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
無
量
義
経
が
説
か
れ
る
こ
と
を

「
説
法
瑞
」
と
呼
ん
で
「
此
土
六
瑞
」
の
一
番
め
に

数
え
ま
す
。 

  

補
足
～
四
衆
に
つ
い
て 

 

さ
て
、
先
ほ
ど
、
「
四
衆
」
と
い
う
言
葉
が
出
て

き
た
の
で
少
し
補
足
し
ま
す
。 

 
「
四
衆
」
と
い
っ
た
と
き
、
普
通
は
「
比び

丘く

・
比び

丘く

尼に

・
優う

婆ば

塞そ
く

・
優う

婆ば

夷い

」
と
い
う
、
出
家
し
た
男

性
と
女
性
、
在
家
の
男
性
と
女
性
の
、
四
種
類
の

人
々
を
指
し
ま
す
が
、
他
に
も
三
種
類
の
四
衆
が
あ

り
ま
す
。
他
の
二
つ
は
割
愛
し
ま
す
が
、
こ
こ
で
指

す
四
衆
は
「
発ほ

っ

起き

・
影よ

う

響ご
う

・
当と

う

機き

・
結け

ち

縁え
ん

」
の
四
衆

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

前
者
は
、
出
家
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
男
性
か
女

性
か
と
い
う
分
け
方
で
す
が
、
後
者
は
、
聴
聞
者
の

性
質
に
応
じ
て
の
分
け
方
で
す
。 

  

発ほ
っ

起き

衆
し
ゅ
う 

 

「
発
起
衆
」
と
は
「
お
釈
迦
様
に
教
え
を
説
く

き
っ
か
け
を
を
作
る
者
」
で
、
法
華
経
に
お
い
て

は
、
こ
の
後
に
出
て
く
る
文
殊
菩
薩
さ
ま
や
弥
勒
菩

薩
さ
ま
、
「
ど
う
か
私
た
ち
の
為
に
一
番
大
事
な
教

え
を
お
説
き
下
さ
い
」
と
お
願
い
さ
れ
た
舎
利
弗
さ

ま
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。 

  

影よ
う

響ご
う

衆
し
ゅ
う 

 

「
影
響
衆
」
と
は
「
影
に
な
る
者
」
「
響
か
せ
る

者
」
と
い
う
意
味
で
、
お
釈
迦
様
の
影
と
な
り
、
ま

た
お
釈
迦
様
の
発
し
た
お
声
が
響
く
者
を
い
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
転
じ
て
「
他
所
か
ら
や
っ
て
き

て
、
仏
さ
ま
が
教
え
を
説
き
人
々
を
導
く
に
あ
た
っ

て
助
け
る
者
」
を
い
い
ま
す
。
法
華
経
の
中
で
は
見

宝
塔
品
に
お
い
て
、
多
宝
塔
の
中
か
ら
「
あ
な
た
が

説
い
た
教
え
は
全
く
そ
の
通
り
な
の
だ
」
と
褒
め
称

え
る
「
多
宝
如
来
さ
ま
」
が
代
表
格
と
い
え
ま
す
。 

  

当と
う

機き

衆
し
ゅ
う 

 

三
つ
め
の
「
当
機
衆
」
と
は
「
ま
さ
に
機
に
あ
た

る
」
人
た
ち
で
、
こ
の
法
華
経
が
説
か
れ
る
こ
と

で
、
覚
り
を
得
て
修
行
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
人
た
ち
を
い
い
ま
す
。
十
大
弟
子
を

始
め
と
す
る
お
釈
迦
様
の
お
弟
子
方
は
、
こ
の
あ
と

の
迹
門
で
、
教
え
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
次
々
と
成

仏
の
保
証
で
あ
る
「
記
莂
」
を
授
か
り
ま
す
。
こ
の

人
た
ち
が
「
当
機
衆
」
に
あ
た
り
ま
す
。 

 
 

 

結け
ち

縁え
ん

衆
し
ゅ
う 

 

最
後
の
「
結
縁
衆
」
は
、
「
こ
の
時
初
め
て
お
釈

迦
様
の
一
番
大
事
な
教
え
に
触
れ
て
縁
を
結
ぶ
者
」

を
指
し
ま
す
。
（
続
く
） 

 
法
華
経
に
学
ぶ 

 

第
二
十
九
回 

 
 
 
 
 
   

布
教
伝
道
部 

浦
野 

弘
正 
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聖
愚
問
答
鈔 
（
聖
寿
四
十
四
歳 

文
永
二
年
） 

所
謂
諸
仏
の
誠
諦
得
道
の
最
要
は
只
是
妙
法
蓮
華
経

の
五
字
也
。
檀
王
の
宝
位
を
退
き
、
竜
女
が
蛇
身
を

改
し
も
只
此
五
字
の
致
す
所
也
。
夫
以
れ
ば
今
の
経

は
受
持
の
多
少
を
ば
一
偈
一
句
と
宣
べ
、
修
行
の
時

刻
を
ば
一
念
随
喜
と
定
め
た
り
。
凡
そ
八
万
法
蔵
の

広
き
も
、
一
部
八
巻
の
多
き
も
、
只
是
五
字
を
説
か

ん
た
め
也
。
霊
山
の
雲
の
上
鷲
峯
の
霞
の
中
に
、
釈

尊
要
を
結
び
地
涌
付
嘱
を
得
る
こ
と
あ
り
し
も
、
法

体
は
何
事
ぞ
只
此
要
法
に
在
り
。
天
台
・
妙
楽
の
六

千
張
の
疏
、
玉
を
連
ぬ
る
も
道
邃
・
行
満
の
数
軸
の

釈
金
を
並
る
も
、
併
が
ら
此
義
趣
を
出
ず
。
誠
に
生

死
を
恐
れ
涅
槃
を
欣
い
、
信
心
を
運
び
渇
仰
を
至
さ

ば
、
遷
滅
無
常
は
昨
日
の
夢
、
菩
提
の
覚
悟
は
今
日

の
う
つ
つ
な
る
べ
し
。
只
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
だ
に

も
唱
え
奉
ら
ば
、
滅
せ
ぬ
罪
や
有
る
べ
き
、
来
ら
ぬ

福
や
有
べ
き
。
真
実
也
。
甚
深
也
。
是
を
信
受
す
べ

し
。 

 

聖
寿
＝
宗
祖
の
執
筆
年
齢
四
十
四
歳
。
系
年
は

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
＝
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖

人
遺
文
』
三
八
六
頁
で
す
が
、
近
年
の
研
究
で
は

偽
撰
遺
文
と
さ
れ
、
系
年
及
び
対
告
者
は
不
明
。

真
蹟
及
び
上
代
写
本
は
伝
来
し
ま
せ
ん
。
當
文
は

宗
門
に
於
て
も
、
御
書
要
文
中
の
得
道
最
要
の
文

と
し
て
『
宗
定
日
蓮
宗
法
要
式
平
成
版
』
（
「
第

四
篇
要
文
選
集
」
三
六
九
ー
三
七
〇
頁
）
に
収
録

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
當
書
の
構
成
は
上
下
二
巻
。

愚
人
と
聖
人
の
問
答
形
式
で
、
愚
人
は
小
乗
教
よ

り
次
第
に
法
華
経
に
至
り
、
終
に
は
法
華
経
の
要

法
五
字
の
信
受
に
至
る
と
い
う
概
略
で
す
。
『
本

門
要
軌
』
中
の
同
文
は
、
法
華
経
修
行
の
肝
要
＝

妙
法
蓮
華
経
の
五
字
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る

部
分
で
あ
り
、
信
行
要
文
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
略
訳
を
し
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
諸

仏
の
誠
諦
得
道
（
真
実
の
覚
り
を
得
る
為
）
の
最

要
（
肝
要
の
法
）
は
只
是
妙
法
蓮
華
経
の
五
字

也
。
檀
王
（
須
頭
檀
王
〈
す
ず
だ
ん
の
う
〉
）
の

宝
位
を
退
き
（
『
提
婆
達
多
品
第
十
二
』
釈
尊
の

過
去
世
。
王
位
を
捨
て
千
年
が
間
、
阿
私
仙
人

〈
あ
し
せ
ん
に
ん
〉
に
給
仕
し
佛
と
成
る
）
竜
女

が
蛇
身
を
改
し
（
『
提
婆
達
多
品
第
十
二
』
八
歳

の
竜
女
の
成
仏
）
も
只
此
五
字
の
致
す
所
（
妙
法

蓮
華
経
の
五
字
に
依
る
も
の
）
也
。
夫
以
れ
ば
今

の
経
（
『
法
華
経
』
）
は
受
持
の
多
少
（
経
文
の

長
さ
）
を
ば
一
偈
一
句
と
宣
べ
、
修
行
の
時
刻

（
所
要
時
間
）
を
ば
一
念
随
喜
と
定
め
た
り

（
『
法
師
品
第
十
』
聞
妙
法
華
経
・
一
偈
一
句
・

乃
至
一
念
随
喜
者
・
我
皆
與
授
記
・
當
得
阿
耨
多

羅
三
藐
三
菩
提
）
。
凡
そ
八
万
法
蔵
の
広
き
（
仏

の
広
大
な
教
え
）
も
、
一
部
八
巻
の
多
き
（
法
華

経
の
多
大
な
教
え
）
も
、
只
是
五
字
を
説
か
ん
た

め
也
。
霊
山
の
雲
の
上
鷲
峯
の
霞
の
中
（
霊
山
虚

空
会
上
）
に
、
釈
尊
要
を
結
び
地
涌
付
嘱
を
得
る

こ
と
（
『
如
来
神
力
品
第
二
十
一
』
本
佛
が
法
華

経
の
本
法
を
四
句
の
要
法
に
結
び
、
本
化
地
涌
の

菩
薩
に
特
別
付
嘱
を
す
る
）
あ
り
し
も
、
法
体

（
法
の
実
体
）
は
何
事
ぞ
只
此
要
法
（
妙
法
蓮
華

経
の
五
字
）
に
在
り
。
天
台
・
妙
楽
の
六
千
張
の

疏
、
玉
を
連
ぬ
る
（
天
台
大
師
・
妙
楽
大
師
の
玉

を
連
ね
た
よ
う
な
六
千
帖
の
注
釈
疏
）
も
道
邃
・

行
満
の
数
軸
の
釈
金
を
並
ぶ
る
（
道
邃
・
行
満
の

黄
金
を
並
べ
た
よ
う
な
解
説
書
）
も
、
併
が
ら
此

義
趣
（
す
べ
て
は
こ
の
趣
旨
）
を
出
ず
（
越
え
る

も
の
で
は
な
い
）
。
誠
に
生
死
を
恐
れ
涅
槃
を
欣

い
（
求
め
）
、
信
心
を
運
び
（
励
み
）
渇
仰
（
佛

の
渇
仰
）
を
至
さ
ば
、
遷
滅
無
常
（
生
死
流
転
の

無
常
）
は
昨
日
の
夢
、
菩
提
の
覚
悟
は
今
日
の
う

つ
つ
（
現
実
と
）
な
る
べ
し
。
只
南
無
妙
法
蓮
華

経
と
だ
に
も
唱
へ
奉
ら
ば
、
滅
せ
ぬ
（
消
滅
せ

ぬ
）
罪
（
罪
障
）
や
有
る
べ
き
、
来
ら
ぬ
福
や
有

る
べ
き
。
真
実
也
。
甚
深
也
。
是
を
信
受
す
べ

し
。
以
上
文
の
前
半
部
は
、
四
讃
歎
の
御
義
口
伝

（
『
本
門
要
軌
』
七
ー
九
頁
）
の
文
に
付
随
し
、

佛
の
一
切
の
教
え
・
法
華
経
一
部
八
巻
も
、
総
て

妙
法
五
字
に
帰
結
し
、
法
華
経
の
修
行
の
肝
要

は
、
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
あ
る
こ
と
を
明
か
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
は
本
門
題
目
の
受
持
が

説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
後
半
部
は
、
前
回
の
立
正

安
国
論
（
『
本
門
要
軌
』
六
五
ー
六
六
頁
）
や
、

二
道
場
観
（
『
本
門
要
軌
』
二
ー
三
頁
）
の
文
に

符
合
し
て
お
り
ま
す
。
衆
生
が
本
門
戒
壇
に
安
住

し
た
際
の
境
地
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
（
続
く)

 

『
本
門
要
軌
』
を
読
む 

第
二
十
八
回 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

布
教
伝
道
部
執
事 

阿
部 

和
正 

4 
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初
御
講
は
新
年
最
初
の
一

月
十
三
日
、
日
蓮
大
聖
人
の

御
命
日
に
合
わ
せ
本
堂
に
て

読
経
、
御
題
目
を
御
唱
え

し
、
大
聖
人
の
御
恩
に
感
謝

申
し
上
げ
る
法
会
で
す
。 

 

御
講
と
は
本
来
講
義
、
講

読
の
講
で
寺
院
内
で
仏
典
を

講
読
、
研
究
す
る
僧
侶
の
集

ま
り
を
示
す
も
の
で
し
た

が
、
や
が
て
仏
事
を
さ
す
言

葉
に
な
り
、
現
在
で
は
行
事

な
ど
を
意
味
す
る
言
葉
と
な

り
ま
し
た
。
本
門
寺
に
お
い

て
新
年
最
初
の
年
中
行
事
と

な
る
初
御
講
、
新
た
な
年
を

迎
え
る
に
あ
た
り
本
年
も
よ

り
良
い
年
に
な
る
よ
う
大
聖

人
へ
御
報
恩
の
志
を
手
向

け
、
一
年
の
抱
負
を
御
誓
い

し
ま
し
ょ
う
。 

   

開
山
会
と
は
法
華
本
門
寺

根
源
を
開
か
れ
た
日
興
上
人

の
命
日
を
偲
び
御
供
養
す
る

法
会
で
す
。 

 

日
蓮
大
聖
人
は
晩
年
六
老

僧
（
六
人
の
弟
子
）
を
定
め

ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
大
聖

人
と
多
く
の
時
間
を
過
ご
さ

れ
、
大
聖
人
の
想
い
を
理
解

し
、
御
遺
文
を
一
番
多
く
書

写
し
た
唯
授
一
人
の
弟
子
が

日
興
上
人
で
す
。 

 

日
興
上
人
も
日
蓮
大
聖
人

に
習
い
六
人
の
弟
子
（
本

六
）
を

定

め

ま

す
。
そ

の

後
、
新
た
に
六
人
の
弟
子

（
新
六
）
を
定
め
、
日
蓮
大

聖
人
の
教
え
を
広
め
本
門
の

戒
壇
建
立
の
誓
願
を
後
世
に

託
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
聖

人
へ
の
報
恩
感
謝
の
念
が
う

か
が
え
ま
す
。 

 

又
日
興
上
人
は
本
門
戒
壇

道
場
の
建
立
の
地
を
探
す
に

あ
た
り
、
大
石
ヶ
原
に
草
庵

(

現
東
光
寺)

を
建
て
五
年
間

を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。
思
念

思
惟
の
上
、
重
須
の
地
頭
石

川
孫
三
郎
能
忠
、
小
泉
法
華

講
衆
等
の
合
力
を
得
て
、
こ

の
重
須
の
地
に
本
堂
、
御
影

堂
、
垂
迹
堂
の
三
堂
を
建
立

し
本
門
戒
壇
建
立
誓
願
の
地

と
し
て
、
こ
の
法
華
本
門
寺

根
源
を
御
建
て
に
な
り
ま
し

た
。 

 

日
興
上
人
は
当
寺
で
遷
化

さ
れ
る
ま
で
三
十
六
年
間
、

日
蓮
大
聖
人
の
教
え
、
法
華

経
弘
通
の
為
、
弟
子
の
育
成

を
行
い
ま
し
た
。 

 

ど
う
ぞ
皆
様
、
日
興
上
人

の
偉
大
な
功
績
を
偲
び
、
御

題
目
を
御
唱
え
し
、
御
一
緒

に
御
供
養
致
し
ま
し
ょ
う
。 

 

開
山
会
は
、
開
山
堂
で
の

法
要
と
な
り
ま
す
。
令
和
十

四
年
の
日
興
上
人
第
七
百
遠

忌
に
向
け
、
ほ
ど
な
く
日
興

上
人
御
尊
像
は
修
復
を
行
い

ま
す
。
現
在
の
御
尊
像
に
手

を
合
わ
せ
ら
れ
る
数
少
な
い

機
会
と
な
り
ま
す
の
で
是
非

と
も
御
参
詣
下
さ
い
。 

日
時 

二
月
七
日 

 

十
一
時 

場
所 
本
門
寺
根
源 

開
山
堂 

 
初
御
講
に
つ
い
て 

 
開
山
会
に
つ
い
て 

  

重
要
な
お
知
ら
せ 

 

平
素
よ
り
『
お
も
す
の
森
』
を

ご
愛
読
頂
き
ま
し
て
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

『
お
も
す
の
森
』
は
こ
れ
ま
で

毎
月
発
行
目
標
と
し
て
お
届
け

さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
し
た
が
、

郵
便
料
金
の
値
上
げ
並
び
に
編

集
作
業
等
の
諸
事
情
に
よ
り
、

令
和
七
年
四
月
よ
り
、
年
四
回

の
季
刊
号
と
し
て
発
行
致
し
ま

す
。
発
行
予
定
月
は
左
記
の
通

り
で
す
。 

 

一
、
新
年
号 

(

十
二
月
下
旬) 

 

二
、
春
号 

 
 

(

三
月
初
旬) 

三
、
お
盆
号 

 
(

六
月
下
旬) 

四
、
御
会
式
号 

(

十
月
初
旬) 

 

多
部
数
購
読
の
寺
院
様
に
は
改

め
て
年
間
購
読
料
の
ご
案
内
を

致
し
ま
す
。 

 

ご
理
解
の
程
、
何
卒
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

執
事
長 

鈴
木 

春
雄 
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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
。 

蓮
行
坊 

故 

遠
藤 

牧
男 

様 

養
運
坊 

故 

佐
野 

ア
ヤ
コ
様 

養
運
坊 

故 

金
森 

弘 
 

様 

養
仙
坊 

故 

太
田
川
糸
子 

様 

養
仙
坊 

故 

湯
本 

良
子 

様 

養
仙
坊 

故 

市
川 

敦
子 

様 

久
成
寺 

故 

榑
林 

敏
光 

様 

養
運
坊 

故 

伊
藤 

須
美
子
様 

養
運
坊 

故 

保
坂 

武
人 

様 

久
成
寺 

故 

畑
中 

義
夫 

様 

久
成
寺 

故 

堀
内 

紀
子 

様 

蓮
妙
寺 

故 

堀
江 

敏
正 

様 

蓮
妙
寺 

故 

平
本 

文
壽 

様 

十
二
月
四
日
迄 

申
込
み
・
申
請
順 

 

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 

塔
中
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
護
山
志
納

金
を
お
納
め
頂
き
、
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
左
記
に
、
塔
中
名
を
掲
載

し
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

令
和
六
年
度
分 

十
月
・
十
一
月 

 
 
 
 

塔 
中 

養
仙
坊 

様 

 
 
 
 

塔 

中 
養
運
坊 

様 

令
和
六
年
十
二
月 

 
 

十 

三 

日 

役
課
・
婦
人
会
大
掃
除 

二 

十 

日 

提
灯
取
付(

雨
天
翌
日) 

二
十
五
日  

重
須
婦
人
会
清
掃
奉
仕 

三
十
一
日 

大
晦
日
・
新
年
祝
祷
会 

 

令
和
七
年
一
月 

七 
 
 

日 

目
黒
常
円
寺 

団
参 

八 
 
 

日 

提
灯
片
付(

雨
天
翌
日) 

十 

一 

日 

石
川
講 

十 

二 

日 

富
士
圓
妙
寺 

団
参 

十 

三 

日 

定
例
会
・
重
須
会
総
会 

十 

三 

日 

初
御
講 

二
十
四
日 

三
輪
是
法
先
生
勉
強
会 

 

令
和
七
年
二
月 

二 
 
 

日 

節
分
追
儺
会 

豆
ま
き 

七 
 
 

日 

御
開
山
日
興
上
人
会 

本
門
寺
の
主
な
予
定 

 
 
 
 
 

 

香
華
・
そ
の
他 

供
養 

お
も
す
の
森 

賛
助
金 

 

北 

山 

榊
原
し
げ
子 

様 
 

献
花 

 

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 

 

塔 

中 

寺
庭
婦
人 

 

様 

本
門
寺
内 

石
川
由
緒
家 

様 

 

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 

塔
中
護
山
志
納
金
の
報
告 

 

十

一

月

二

十

一

日

(

木)

、
今
年
最
後
と
な

る
末
寺･

興
統
法
縁
会
・

重
須
会
教
師
向
け
の
教

学
研
修
会
を
開
催
致
し

ま
し
た
。 

 

本
間
俊
文
先
生
に
よ

る
「
日
興
上
人
入
門
」

第
七
講
【
日
興
上
人
自

筆
史
料
の
再
確
認
】
を

主
題
と
し
て
こ
の
度
も

ご

講

義

を

頂

き

ま

し

た
。
日
蓮
大
聖
人
御
在

世
当
時
、
日
興
上
人
は

筆
跡
沙
門
と
し
て
、
大

聖
人
の
書
籍
類
を
書
写

さ
れ
、
現
在
数
多
く
の

写
本
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
滅
後
に
は
、
日
興

上
人
も
沢
山
の
御
本
尊

を
染
筆
し
弟
子
檀
越
に

授
与
し
、
今
日
現
存
す

る
御
本
尊
は
三
百
十
幅

に
も
及
ぶ
こ
と
を
紹
介

頂
き
ま
し
た
。 

  

【 

御 

願 

い 

】 

遠
忌
事
業
の
一
環
と
し

て
令
和
五
年
度
よ
り
開

催
し
て
お
り
ま
す
教
学

研
修
会
も
二
年
が
経
ち

内
容
も
益
々
充
実
し
て

き
て
お
り
ま
す
。
質
疑

応
答
も
活
発
に
交
わ
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
こ
と

に
日
興
上
人
の
講
義
に

つ
い
て
は
文
献
が
少
な

い

な

か

の

興

味

深

い

テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
の

で
是
非
一
人
で
も
多
く

の
教
師
の
方
々
に
聴
講

頂
く
こ
と
を
願
っ
て
お

り
ま
す
。 

弘
法
寺･

龍
口
寺 

団
参 

 
十
一
月
十
八
日(

月)

、

本
山 
真
間
山
弘
法
寺
貫
首

鈴
木
日
晋
猊
下
並
び
に
霊

跡
本
山 

龍
口
寺
貫
首
鈴
木

日
沾
猊
下
、
一
行
十
八
名

が
当
山
に
お
参
り
く
だ
さ

い
ま
し
た
。 

 

殊
に
真
間
山
弘
法
寺
は

六
老
僧
日
頂
上
人
の
御
開

山
で
あ
り
、
山
内
正
林
寺

に
そ
の
御
廟
を
格
護
し
、

当
山
と
も
深
い
縁
の
あ
る

お
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

今
回
、
龍
口
寺
様
と
ご
一

緒
に
生
御
影
尊
に
法
味
言

上
さ
れ
、
そ
の
後
、
境
内

諸
堂
等
の
ご
説
明
を
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。 

教
学
研
修
会 

開
催 

護
山
志
納
金
の
報
告 

護
山
志
納
金
を
お
納
め
頂
き
、
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
左
記
に
、
掲

載
し
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

令
和
六
年
度
分 

十
一
月 

 
 
 

塔 

中 

養
運
坊 

様 

十
二
月
十
日
（火
）、
役
課
を
対
象
に
古
文
書
研
究
会
を
開
催
致
し

ま
し
た
。
佐
野
湛
要
布
教
伝
道
部
長
が
講
師
と
な
り
、
第
一
回
の
テ

キ
ス
ト
は『
富
木
殿
御
書
』(

原
文
）が
配
布
さ
れ
、
日
蓮
大
聖
人
の
筆

跡
を
一
文
字
一
文
字
読
み
解
い
て
行
き
ま
し
た
。
御
参
加
頂
い
た
皆

様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 古文書研究会 


