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妙
法
蓮
華
経

　

北
海
道
北
部
宗
務
所
管
区

に
お
け
る
法
華
の
起
源
に
つ

い
て
触
れ
た
い
。

　

日
本
の
北
端
に
位
置
し
、

内
陸
に
あ
る
北
海
道
の
屋
根

と
い
わ
れ
る
大だ

い

雪せ
つ

山ざ
ん

の
麓

に
、
北
海
道
北
部
の
中
心
都

市
で
、
地
方
行
政
や
経
済
圏

の
要
・
旭
川
市
が
あ
る
。
当

地
で
日
蓮
宗
の
寺
院
が
開
か

れ
た
歴
史
は
、
道
内
他
管
区

と
比
べ
て
新
し
い
。

　

一
方
、
日
本
海
側
で
は
、

和
人
が
住
居
し
て
い
な
か
っ

た
４
０
０
年
前
の
幕
府
当
時

の
記
録
に
「
リ
イ
シ
リ
、
テ

シ
ホ
、
ヤ
ン
ケ
シ
リ
、
ト
マ

し
、
増
毛
に
説
教
所
を
開

設
。
同
31
年
に
照
東
山
白
毫

寺
の
寺
号
公
称
が
な
さ
れ

た
。

　

苫
前
に
も
明
治
17
年
に
荒

木
霊
音
上
人
の
説
教
所
が
設

立
さ
れ
、
同
31
年
に
荻
野
海

文
上
人
に
よ
っ
て
法
運
山
妙

宣
寺
の
寺
号
公
称
が
な
さ
れ

て
い
る
。

　

両
寺
院
が
北
海
道
北
部
で

最
も
創
設
の
古
い
寺
院
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

焼
尻
島
は
先
に
も
触
れ
た

よ
う
に
、
増
毛
・
苫
前
同
様
、

幕
府
か
ら
場
所
を
設
け
ら

れ
、
ヤ
ン
ケ
シ
リ
と
呼
ば
れ

る
ア
イ
ヌ
集
落
が
あ
っ
た
。

明
治
25
年
、
松
前
法
華
寺
か

こ
ぞ
う
く
ん
が
活
躍
の
サ
イ
ト
はh
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250 ◎
妙
の
浦
本
化
降
誕
春
立
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　上
田
正
久
日

　日
蓮
聖
人
降
誕
８
０
０
年
の
佳

き
年
を
迎
え
ま
し
た
。
干
支
は

「
辛か

の
と

丑う
し

」
で
す
。「
辛
」
は
「
金

の
弟
」
の
意
味
で
十じ

っ

干か
ん

の
８
番
目

で
す
。「
丑
」
は
十
二
支
の
２
番

目
で
、
動
物
で
は
牛
に
あ
た
り
、

方
位
で
は
北
東
を
さ
し
、
時
刻
で

は
、
午
前
２
時
頃
を
さ
し
ま
す
。

も
の
ご
と
の
「
は
じ
め
」
と
い
う

意
味
も
あ
り
ま
す
。

　法
華
経
で
は
譬ひ

喩ゆ

品ほ
ん

で
衆
生
成

仏
の
妙
法
を
「
大だ

い

白び
ゃ
く

牛ご

車し
ゃ

」
の

譬た
と
えを
も
っ
て
説
い
て
い
ま
す
。

　意
義
深
い
１
年
の
始
ま
り
に
あ

た
り
、
家
族
み
ん
な
で
初
詣
を
行

い
、
無
事
安
泰
と
多
幸
を
お
祈
り

し
ま
し
ょ
う
。
年
賀
の
諸
行
事
が

続
く
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
ご
先
祖

へ
の
ご
年
賀
が
と
く
に
大
切
で

す
。　５

日
が
寒
の
入
り
で
寒か

ん

修し
ゅ

行ぎ
ょ
うも

始
ま
り
ま
す
。
20
日
が
大だ

い

寒か
ん

で
１

年
中
で
最
も
寒
気
の
強
い
時
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
に
気
を

引
き
締
め
て
唱
題
修
行
を
怠
ら
ず

実
行
す
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で

す
。　13

日
は
今
年
初
の
「
祖
師
詣
の

日
」
で
す
。
身
延
山
で
は
御お

年ね
ん

頭と
う

会え

と
称
し
て
、大だ

い

法ほ
う

会え

が
開
か
れ
、

「
曳ひ

き

馬め

式し
き

」
も
境
内
で
催
さ
れ
、

数
多
く
の
檀
信
徒
で
賑
わ
い
ま

す
。　15

日
は
「
小
正
月
」
で
餅
花
を

飾
り
、
ご
先
祖
に
家
運
の
隆
昌
や

豊
作
を
祈
念
し
ま
す
。
古
く
か
ら

の
大
切
な
し
き
た
り
で
す
。

【
行
事
】

１
日

　元
旦
、初
詣
、新
春
祈
祷
会

　
　
　日
持
上
人
会

２
日

　書
き
初
め
、
初
夢
、
初
荷

４
日

　官
庁
御
用
始
め

５
日

　「小
寒
」

７
日

　七
草
粥

11
日
　鏡
開
き
、「
成
人
の
日
」

13
日

　身
延
山
御
年
頭
会

　
　
　旧
12
月
１
日

14
日

　14
日
正
月
、
ど
ん
ど
焼

15
日

　小
正
月
、
小
豆
粥

16
日

　藪
入
り

17
日

　阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
日

　
　
　土
用

20
日

　「大
寒
」、
二
十
日
正
月

21
日

　日
朗
上
人
会

26
日

　文
化
財
防
火
デ
ー

27
日

　国
旗
制
定
記
念
日

28
日

　い
の
り
の
日

〈
今
月
の
大
安
〉

２
日
、
８
日
、
18
日
、
24
日
、
30

日〈
今
月
の
友
引
〉

５
日
、
11
日
、
15
日
、
21
日
、
27

日

月
の
暦こ

よ

み

正

年
、
京
都
大
本
山
本
圀
寺
か

ら
苗
村
旭
應
上
人
が
来
道

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
令
和
３
年
の

新
年
に
あ
た
り
、
謹
ん
で
お

慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

令
和
２
年
春
か
ら
始
ま
っ

た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
は
驚
異
的
な
速
さ

で
世
界
中
に
広
ま
り
、
私
た

ち
の
生
活
を
一
変
さ
せ
ま
し

た
。
信
仰
生
活
も
例
外
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
お
寺
の
行
事

も
制
限
さ
れ
、
信
仰
を
共
に

す
る
人
た
ち
と
の
交
流
も
難

し
く
な
り
ま
し
た
。
目
に
見

え
な
い
ウ
イ
ル
ス
と
の
闘
い

は
当
分
続
き
そ
う
で
す
。

　

地
震
や
台
風
な
ど
の
自
然

災
害
や
疫
病
の
蔓
延
に
遭
っ

た
と
き
、
科
学
技
術
が
発
達

し
た
と
は
い
え
、
人
間
の
力

が
如
何
に
弱
い
も
の
で
あ
る

か
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。
現

代
で
さ
え
そ
う
な
の
で
す
か

ら
、
日
蓮
聖
人
ご
在
世
当
時

に
人
び
と
を
襲
っ
た
自
然
災

害
や
疫
病
の
恐
怖
は
想
像
を

絶
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
は
、
天

を
も
恐
れ
ぬ
人
類
の
傲
慢
さ

に
対
す
る
警
鐘
で
あ
る
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し

ょ
う
か
。
人
間
の
営
み
の
中

で
地
球
の
温
暖
化
が
進
み
、

自
然
環
境
は
破
壊
さ
れ
バ
ラ

ン
ス
が
崩
れ
つ
つ
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中

で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
を
含

め
、
自
然
対
策
は
大
き
な
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

国
際
情
勢
だ
け
で
な
く
、
国

内
の
経
済
活
動
や
社
会
活
動

を
見
る
と
、
自
分
だ
け
が
良

け
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え
方

が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
の
こ

と
が
情
報
の
隠
ぺ
い
や
、
身

勝
手
な
行
動
を
引
き
起
こ
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と

が
感
染
拡
大
の
１
つ
の
要
因

と
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
時
に
こ
そ
、

他
人
を
敬
い
「
共
栄
」
の
心

を
も
っ
て
行
動
し
、
安あ

ん

穏の
ん

な

社
会
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
私
は
そ
の
こ

と
が
祖
願
で
あ
る
と
認
識
い

た
し
て
お
り
ま
す
。
日
蓮
聖

人
降
誕
８
０
０
年
の
年
頭
に

当
た
り
、
気
持
ち
を
新
た
に

い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
。

　

私
た
ち
檀
信
徒
の
経
済
活

動
、
社
会
活
動
、
家
庭
生
活

は
も
と
よ
り
、
菩
提
寺
を
始

め
と
し
た
寺
院
の
活
動
も
変

革
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
嘆
い
て
ば
か

り
で
は
前
に
進
み
ま
せ
ん
。

現
実
を
直
視
し
、
前
例
主
義

を
排
し
、
改
革
を
た
め
ら
わ

ず
、
お
題
目
の
力
に
支
え
ら

れ
な
が
ら
前
に
進
み
ま
し
ょ

う
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
私
た

ち
の
活
動
も
何
か
と
制
限
さ

れ
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん

が
、
何
ら
か
の
形
で
終
息
し

た
後
の
こ
と
を
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
降

誕
８
０
０
年
を
迎
え
る
こ
と

は
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
が
、

こ
れ
は
大
き
な
通
過
点
で
あ

っ
て
、
終
着
点
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
次
の
世
代
に
正
し
い

信
仰
を
伝
え
、
菩
提
寺
を
護

持
し
、
宗
門
を
支
え
る
一
翼

と
な
る
べ
く
、
本
年
も
全
国

檀
信
徒
協
議
会
で
は
、
教
区
・

管
区
の
檀
信
徒
協
議
会
と
緊

密
に
連
携
し
、
宗
門
の
応
援

団
と
し
て
の
役
目
を
果
た
す

べ
く
、
活
動
の
活
性
化
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

末
筆
に
な
り
ま
し
た
が
、

今
年
１
年
の
皆
さ
ま
の
ご
健

康
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
し
、

新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　

南
無
妙
法
蓮
華
経

コロナ禍は、天をも恐れぬ
人類の傲慢さへの警鐘

前
例
主
義
を
排
し
、改
革
を

新
年
の
ご
挨
拶

日

宗
全
国
檀
信
徒
協
議
会
長

　池
上

　幸ゆ
き

保や
す

池上幸保
日蓮宗全国檀信徒協議会長
東京都大本山池上本門寺総代
昭和26年８月16日生まれ
趣味：読書、ダンス

　

新
た
な
年
を
迎
え
多

く
の
人
が
昨
年
を
振
り

返
り
、
今
年
の
抱
負
を

語
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及

で
個
人
が
発
信
す
る
時

代
と
な
っ
た
。
私
た
ち

全
国
日
蓮
宗
青
年
会
は

と
い
う
と
、
コ
ロ
ナ
禍

の
な
か
で
発
足
、
で
き

る
こ
と
を
１
つ
ひ
と
つ

や
っ
て
き
た
と
い
う
の

が
現
状
だ
。
全
国
組
織

と
い
う
と
、
ど
う
し
て

も
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
組

織
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ

が
、
実
際
は
そ
ん
な
こ

と
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ

映
画
の
『
オ
ー
シ
ャ
ン

ズ
11
』
の
よ
う
に
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
ご
と
に
そ
れ

ぞ
れ
の
得
意
分
野
を
持

ち
寄
っ
て
集
ま
り
、
仕

事
が
終
わ
る
と
そ
れ
ぞ

れ
の
生
活
へ
戻
っ
て
い

く
と
い
っ
た
感
じ
で
、

全
国
各
地
の
会
員
と
協

力
し
合
い
な
が
ら
活
動

を
進
め
て
い
る
。

　

「
マ
シ
ュ
マ
ロ
・
チ

ャ
レ
ン
ジ
」
と
い
う
も

の
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か

？　

茹
で
て
い
な
い
ス

パ
ゲ
ッ
テ
ィ
20
本
、
90

セ
ン
チ
の
テ
ー
プ
と
ひ

も
を
使
い
、
で
き
る
だ

け
高
い
構
造
物
を
作

る
。
そ
の
て
っ
ぺ
ん
に

マ
シ
ュ
マ
ロ
を
置
く
。

４
人
１
組
、
18
分
間
で

行
う
単
純
な
課
題
だ

が
、
興
味
深
い
の
は
そ

の
参
加
者
が
多
岐
に
わ

た
る
こ
と
だ
。
会
社
の

Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
集
め
た
グ
ル

ー
プ
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク

ー
ル
の
学
生
か
ら
幼
稚

園
児
ま
で
が
同
じ
条
件

で
競
う
。
に
わ
か
に
は

信
じ
が
た
い
こ
と
か
も

知
れ
な
い
が
、
建
築
家

を
除
く
多
く
の
大
人
た

ち
を
差
し
置
い
て
、
幼

稚
園
児
の
チ
ー
ム
は
平

均
し
て
66
セ
ン
チ
の
塔

を
作
り
上
げ
た
。
ち
な

み
に
学
生
チ
ー
ム
は
平

均
し
て
25
セ
ン
チ
に
満

た
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い

の
は
、
子
ど
も
た
ち
が

手
を
動
か
し
続
け
た
と

い
う
こ
と
、
誰
が
リ
ー

ダ
ー
で
あ
る
と
か
、
誰

の
ア
イ
デ
ア
が
優
れ
て

い
る
と
か
関
係
な
く
純

粋
に
目
的
に
向
か
っ
て

作
業
に
没
頭
し
た
こ
と

が
、
チ
ー
ム
と
し
て
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
結
果
を
残

せ
た
理
由
で
も
あ
る
。

彼
ら
の
動
き
に
た
め
ら

い
は
な
い
。
や
っ
て
み

て
問
題
が
あ
れ
ば
す
ぐ

に
手
助
け
を
す
る
。
挑

戦
し
、
失
敗
か
ら
学
び
、

解
決
策
を
見
つ
け
出

す
。
個
々
の
能
力
は
劣

っ
て
い
て
も
、
チ
ー
ム

と
し
て
結
果
を
出
す
そ

の
姿
に
私
た
ち
青
年
僧

を
重
ね
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。

　

日
蓮
聖
人
降
誕
８
０

０
年
の
ご
正
当
の
年
を

迎
え
た
今
、
先
の
映
画

の
よ
う
に
多
様
性
を
活

か
し
、
子
ど
も
た
ち
の

よ
う
に
ま
ず
は
行
動

し
、
挑
戦
し
て
い
き
た

い
。
そ
う
す
る
こ
と
で

「
新
し
い
つ
な
が
り
」

が
生
ま
れ
、
新
し
い
時

代
を
つ
く
っ
て
い
く
の

だ
。
挑
戦
し
よ
う
！

ためらいなく新しいつながりを求めて

行くぜ！ 全日青！

ま
ず
は
行
動

全
国
日

宗
青
年
会
長

　
　

　
　
　
　
　
　
　塩

田
義
照

北海道北部管区の
　　　　　　　　　　　　法華起源

マ
イ
、
マ
シ

ケ
」
の
５
つ

の
場
所
が
登

場

し

て

い

る
。
今
の
「
利り

尻し
り

島と
う

、
天て

塩し
お

町ち
ょ
う

、
焼や

ぎ

尻し
り

島と
う

、

苫と
ま

前ま
え

町ち
ょ
う

、
増ま

し

毛け

町ち
ょ
う

」
だ
。

こ
の
５
ヵ
所

は
漁
業
で
栄

え
、
明
治
10

年
頃
か
ら
漁

村
を
形
成
す

る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

明

治

17

ら
橋
本
寿
澄
上

人
が
渡
来
し
、

同
27
年
に
は
説

教
所

を

設

立

し
、
同
30
年
に

久
高
山
本
澄
寺

を
公
称
、
説
教

所
設
立
か
ら
寺

号
公
称
ま
で
の

年
月
が
短
く
、

北
海
道
北
部
で

の
寺
号
公
称
第

１
号
と
い
う
こ

と
に
な
る
。（
北

海
道
北
部
・
島

田
啓
嗣
通
信
員
）

増毛町白毫寺

苫前町妙宣寺


