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妙
法
蓮
華
経

　

小
樽
市
の
西
部
地
区
、

蘭
島
の
山
あ
い
に
建
立
さ

れ
た
妙
法
寺
本
堂
か
ら
、

右
手
に
あ
る
山
道
を
さ
ら

に
50
㍍
ほ
ど
登
っ
た
先
に

龍
神
堂
と
龍
神
池
が
あ

る
。

　

北
海
道
は
江
戸
時
代
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、

ニ
シ
ン
漁
で
大
い
に
賑
わ

い
、
小
樽
か
ら
積

し
ゃ
こ

丹た
ん

半
島

仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
安

政
４
年
（
１
８
５
７
）、

忍
路
漁
場
所
に
い
た
餅
蔵

と
称
す
る
熱
心
な
法
華
信

徒
が
、
原
野
に
草
庵
を
建

て
、
宝
珠
型
の
自
然
石
を

浄
め
て
、
戦
国
時
代
に
ア

イ
ヌ
が
用
い
て
い
た
矢
尻

石
で
七
面
大
明
神
の
尊
号

を
刻
み
本
尊
と
し
て
祀
っ

た
の
が
、
現
在
の
妙
法
寺

の
起
源
と
な
る
。
漁
場
の

賑
わ
い
と
と
も
に
数
多
く

の
信
徒
が
集
ま
り
、
明
治

15
年
（
１
８
８
２
）、
日

蓮
宗
教
会
所
と
し
て
現
在

の
地
に
草
庵
が
建
立
さ
れ

た
。

　

明
治
35
年
（
１
９
０

２
）、
開
山
・
中
道
院
日

春
上
人
が
龍
神
堂
を
建

立
。
雨
下
り
の
神
と
し
て
、

ま
た
地
域
の
守
護
神
と
し

て
崇
拝
さ
れ
、
龍
神
堂
前

に
あ
る
池
の
水
は
、
「
無

量
長
寿
」
「
眼
病
平
癒
」

の
霊
水
と
し
て
信
仰
を
集

め
、
多
く
の
信
徒
が
行
衣

を
身
に
纏
っ
て
、
水
行
や

お
籠
り
の
修
行
に
励
む
霊

場
と
な
っ
て
い
っ
た
。
昭

和
27
年
（
１
９
５
２
）
に
、

七
面
大
明
神
が
妙
法
を
守

護
す
る
道
場
と
し
て
、
七

面
山
妙
法
寺
と
寺
号
公
称

し
、
現
在
に
そ
の
信
仰
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
（
北

海
道
南
・
佐
々
木
教
徳
通

信
員
）

こ
ぞ
う
く
ん
が
活
躍
の
サ
イ
ト
はh
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合
掌
で
始
ま
る
法
話
成じ

ょ
う

道ど
う

会え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
正
久
日

　
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
騒
然
と
し
た

年
も
残
す
と
こ
ろ
１
ヵ
月
と
な
り
ま

し
た
。
今
年
を
振
り
返
っ
て
み
て
、

や
り
残
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
思
わ
ぬ
病
魔
で
予
定
通
り
に
い

か
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。
早
く
沈
静
化
し
て
平
常
通
り
の

生
活
に
戻
り
た
い
も
の
で
す
。

　
今
月
は
歳
末
助
け
合
い
運
動
で
始

ま
り
、
年
末
の
諸
行
事
が
あ
わ
た
だ

し
く
続
き
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
も

13
日
は
「
納
め
の
祖
師
詣
」
で
す
。

今
年
最
後
の
お
祖
師
さ
ま
の
ご
命
日

で
す
。
１
年
の
感
謝
報
恩
の
参
拝
を

い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　
８
日
は
お
釈
迦
さ
ま
が
菩
提
樹
の

も
と
で
、
お
悟
り
を
開
か
れ
仏ぶ

っ

陀だ

に

な
ら
れ
た
日
で
す
。

　
古
来
「
成
道
会
」
と
い
わ
れ
て
法

会
が
開
か
れ
ま
す
。
そ
れ
以
来
、
仏

陀
は
数
多
く
の
教
え
を
お
説
き
に
な

ら
れ
、
す
べ
て
の
人
び
と
を
救
済
す

べ
く
、
日
夜
に
努
力
を
積
み
重
ね
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
教
え
は
経
典
と
し
て
現
代
も

人
び
と
を
教
化
し
て
い
ま
す
。
数
多

い
経
典
の
中
で
最
も
大
切
な
重
要
経

典
と
さ
れ
て
い
る
の
が
『
妙
法
蓮
華

経
』
で
す
。

　
日
蓮
聖
人
に
よ
っ
て
、
こ
の
経
典

が
広
く
世
に
知
れ
渡
り
ま
し
た
。
即

ち
お
題
目
を
お
唱
え
す
る
こ
と
に
よ

り
、
仏
に
成
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
尊
い
み
教
え
で
す
。

　【
行
事
】

１
日
　
歳
末
助
け
合
い
運
動

　
　
　
映
画
の
日

３
日
　
障
害
者
週
間
（
～
９
日
）

４
日
　
人
権
週
間
（
～
10
日
）

７
日
　「
大
雪
」

８
日
　
釈
尊
成
道
会
、
針
供
養

13
日
　
納
め
の
祖
師
詣

15
日
　
旧
11
月
１
日

　
　
　
年
賀
郵
便
受
付
開
始

16
日
　
秋
葉
の
火
祭
（
静
岡
）

17
日
　
東
京
浅
草
羽
子
板
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
～
19
日
）

21
日
　「
冬
至
」、
ゆ
ず
湯

25
日
　
宗
務
院
御
用
納
め

28
日
　
官
庁
御
用
納
め

　
　
　
い
の
り
の
日

31
日
　
大
晦
日
、
除
夜
の
鐘

　〈
今
月
の
大
安
〉

４
日
、
10
日
、
15
日
、
21
日
、
27
日

　〈
今
月
の
友
引
〉

１
日
、
７
日
、
13
日
、
18
日
、
24
日
、

30
日

月
の
暦こ

よ

み

12

の
周
辺
、
中
で
も
近
江
商

人
の
西
川
伝で

ん

え

も

ん

右
衛
門
が
請

け
負
う
忍

オ
シ
ョ

路ロ

漁
場
所
は
民

謡
の
『
江え

差さ
し

追お
い

分わ
け

』
の
な

か
で
「
忍
路
高
島
及
び
も

な
い
が
」
と
歌
わ
れ
る
ほ

ど
の
一
大
漁
場
と
な
っ
て

い
た
。

　

こ
の
地
方
で
は
古
く
か

ら
龍
神
に
ま
つ
わ
る
伝
承

が
多
く
み
ら
れ
、
龍
神
信

す
。

　

同
市
に
あ
る
菩
提
寺
の
顕

妙
寺
と
の
関
係
は
、
父
が
護

持
会
の
会
計
を
担
当
し
、
慣

れ
な
い
手
で
電
卓
を
た
た
き

苦
労
し
て
い
る
の
を
見
て
、

手
伝
い
は
じ
め
た
の
が
最
初

で
す
。
そ
の
後
、
父
が
引
退

し
、
私
が
護
持
会
の
会
計
担

当
と
な
り
、
何
も
わ
か
ら
な

い
ま
ま
お
寺
の
行
事
に
参
加

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

有
志
に
よ
る
七
面
山
登
詣

に
も
声
を
か
け
て
い
た
だ

き
、
初
め
て
登
っ
た
時
に
は

予
想
以
上
の
登
山
の
辛
さ

に
、
２
度
と
来
る
も
の
か
と

思
い
ま
し
た
。
し
か
し
時
間

が
た
つ
と
ま
た
登
り
た
い
と

い
う
気
持
ち
が
強
く
な
り
、

毎
年
登
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
今
で
は
と
う
と
う
20
回

の
登
詣
を
数
え
ま
し
た
。

　

塩
竃
市
か
ら
七
面
山
に
行

く
に
は
、
夜
９
時
頃
に
車
で

出
発
し
、
早
朝
か
ら
登
り
、

そ
の
日
に
下
山
し
１
泊
、
翌

日
久
遠
寺
の
朝
の
お
勤
め
に

参
列
し
帰
宅
す
る
と
い
う
行

程
で
し
た
。
あ
る
年
は
日
野

教
恵
住
職
と
参
加
者
の
予
定

が
合
わ
ず
、
12
月
の
末
に
夜

出
発
、
早
朝
か
ら
登
り
、
下

山
し
た
そ
の
足
で
宮
城
に
戻

る
と
い
う
強
行
軍
と
な
り
、

今
と
な
っ
て
は
良
い
思
い
出

で
す
。

　

宮
城
県
か
ら
身
延
山
の
団

体
参
拝
と
な
る
と
、
２
泊
３

日
の
日
程
と
な
り
ま
す
。
例

え
ば
金
・
土
・
日
の
日
程
で

あ
れ
ば
住
職
に
お
願
い
し
、

金
曜
日
の
仕
事
終
了
後
に
新

幹
線
な
ど
で
移
動
し
、
宿
泊

先
で
合
流
す
る
と
い
う
方
法

で
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り

も
し
ま
し
た
。

　

昨
年
６
月
、
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
の
現
役
を
引
退
し
ま
し

た
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
の

40
数
年
を
振
り
返
れ
ば
、
困

難
な
場
面
に
直
面
す
る
こ
と

が
多
々
あ
り
ま
し
た
が
、
心

の
中
で
お
題
目
を
唱
え
る

と
、
心
が
落
ち
着
き
、
無
事

乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
お

祖
師
さ
ま
、
そ
し
て
守
護
神

さ
ま
の
お
力
で
導
い
て
い
た

だ
け
た
と
確
信
し
て
い
ま

す
。

　

昨
年
10
月
に
は
、
日
蓮
宗

中
央
檀
信
徒
研
修
道
場
へ
の

参
加
の
機
会
を
い
た
だ
き
、

身
延
山
の
清
々
し
い
空
気
に

触
れ
な
が
ら
２
泊
３
日
の
日

程
で
指
導
を
受
け
ま
し
た
。

最
終
日
に
は
内
野
日
総
法ほ

っ

主す

猊げ
い

下か

と
の
ご
面
談
が
あ
り
、

貴
重
な
お
言
葉
と
直
筆
の
色

紙
ま
で
頂
戴
い
た
し
ま
し

た
。
改
め
て
心
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
な
る
信
仰
の
大
切
さ
を

再
認
識
し
ま
し
た
。

　

今
年
に
入
り
、
日
蓮
宗
全

国
檀
信
徒
協
議
会
常
任
委
員

と
い
う
大
役
を
拝
命
し
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
の
第
２
の
人

生
で
は
、
住
職
や
諸
先
輩
の

指
導
を
仰
ぎ
、
宗
門
な
ら
び

に
菩
提
寺
の
発
展
に
微
力
な

が
ら
精
一
杯
務
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

予想以上の辛さの七面山登詣
「２度と登らない」と思うも20回！

心
の
中
の
お
題
目

全
国
檀
信
徒
協
議
会
常
任
委
員

早
坂
　
晃

早坂　晃（67）
宮城県檀信徒協議会長
塩竃市顕妙寺総代

昭和28年２月７日生まれ
趣味：ゴルフ

北
海
道
小
樽
市
蘭ら

ん

島し

ま

龍
神
堂
と
龍
神
池

の
憂
き
目
に
あ
い
、
妻
を
帯

同
し
て
実
家
に
身
を
寄
せ
ま

し
た
。
帰
省
後
ま
も
な
く
、

体
調
を
崩
し
て
い
た
祖
母
が

亡
く
な
り
、
祖
母
の
家
が
空

い
た
の
で
そ
こ
で
の
生
活
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
今
思

え
ば
き
っ
と
祖
母
に
引
き
戻

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

　

私
は
昭
和
28
年
、
宮
城
県

塩
竃
市
に
生
を
享
け
ま
し

た
。
祖
母
が
熱
心
な
日
蓮
宗

の
信
徒
で
、
毎
夕
に
家
族
で

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
を
唱

え
る
環
境
で
育
ち
ま
し
た
。

　

就
職
で
実
家
を
離
れ
埼
玉

県
で
の
生
活
が
始
ま
り
ま
し

た
が
、
数
年
後
、
会
社
倒
産

　

「
社
会
に
必
要
と
さ

れ
る
坊
さ
ん
に
な
り
な

さ
い
」
。
大
先
輩
か
ら

い
た
だ
い
た
、
私
に
と

っ
て
大
切
な
言
葉
の
ひ

と
つ
で
す
。
当
時
、
僧

侶
の
道
を
歩
み
始
め
、

お
経
に
、
法
話
に
と
、

お
坊
さ
ん
ら
し
い
こ
と

だ
け
に
励
ん
で
い
た

私
。
法
事
や
葬
儀
、
供

養
を
勤
め
る
こ
と
が
役

目
だ
と
信
じ
、
そ
れ
以

外
の
何
か
に
思
い
を
巡

ら
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
い
つ
振
り

返
っ
て
も
恥
ず
か
し
い

話
で
す
。

　

地
元
の
青
年
会
で

は
、
毎
年
夏
休
み
に
２

泊
３
日
の
修
養
道
場
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
地

域
の
子
ど
も
た
ち
と
過

ご
す
夏
の
楽
し
い
ひ
と

時
で
す
。
子
ど
も
た
ち

は
協
力
し
て
、
時
に
は

ケ
ン
カ
も
し
な
が
ら
、

力
を
合
わ
せ
て
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
挑
戦
し
ま
す
。

お
兄
さ
ん
・
お
姉
さ
ん

が
年
下
の
子
を
ま
と

め
、
年
下
の
子
た
ち
も

一
生
懸
命
つ
い
て
い
き

ま
す
。
帰
り
に
は
、
初

対
面
の
緊
張
し
た
顔
と

は
違
い
、
に
こ
や
か
な

顔
で
仲
間
た
ち
と
別
れ

て
い
き
ま
す
。
た
っ
た

３
日
間
で
、
子
ど
も
た

ち
の
小
さ
な
「
社
会
」が

で
き
あ
が
る
の
で
す
。

　

「
社
会
」
と
い
う
言

葉
は
、
世
界
や
国
の
よ

う
に
、
大
き
な
社
会
を

想
像
さ
せ
ま
す
が
、
近

く
周
り
を
見
渡
す
と
、

小
さ
な
社
会
が
た
く
さ

ん
あ
る
こ
と
に
気
づ
き

ま
す
。

　

地
域
の
中
で
は
「
町

内
会
」、
子
ど
も
が
生

ま
れ
る
と
「
マ
マ
友
・

パ
パ
友
」、
野
球
好
き

な
「
野
球
仲
間
」
と
、

探
し
始
め
る
と
キ
リ
が

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な

小
さ
な
「
社
会
」
が
集

ま
っ
て
、
大
き
な
「
社

会
」
が
つ
く
ら
れ
ま

す
。
大
き
な
こ
と
は
で

き
な
く
て
も
、
小
さ
な

社
会
の
役
に
は
立
て
る

か
も
。
今
、
「
社
会
に

必
要
と
さ
れ
る
坊
さ

ん
」
は
、
「
小
さ
な
社

会
の
声
に
寄
り
添
う
坊

さ
ん
」
だ
と
信
じ
、
大

先
輩
の
言
葉
を
胸
に
刻

ん
で
い
ま
す
。

　

当
委
員
会
で
は
、
社

会
へ
一
歩
を
踏
み
出

し
、
「
新
し
い
つ
な
が

り
」
を
探
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

私
の
周
り
に
暮
ら
す
人

は
ど
ん
な
人
だ
ろ
う
。

お
寺
の
周
り
に
は
何
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。
あ
ん

な
社
会
、
こ
ん
な
社
会
、

い
ろ
ん
な
社
会
を
見
つ

け
出
そ
う
。
と
は
い
え
、

新
た
な
一
歩
は
不
安
な

も
の
で
す
。
不
安
だ
か

ら
こ
そ
、
全
国
の
仲
間

た
ち
と
。
「
あ
の
坊
さ

ん
が
い
て
く
れ
て
よ
か

っ
た
」
と
、
必
要
と
さ

れ
る
よ
う
に
。
小
さ
な

社
会
に
共
に
暮
ら
す
こ

と
が
、
大
き
な
お
題
目

の
社
会
へ
つ
な
が
る
と

信
じ
、
委
員
会
一
同
歩

を
進
め
て
参
り
ま
す
。

　
　

◇　
　
　

◇

伊
藤
秀
温
：
昭
和
58
年

生
ま
れ
。
琉
球
大
学
法

文
学
部
卒
。
名
古
屋
市

本
覚
寺
住
職

小さな社会に新しいつながりを目指し

行くぜ！ 全日青！

社
会
教
化
担
当
委
員
長

　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
秀
温

社
会
に
必
要
な
坊
さ
ん

水行・お籠りに励む霊場


