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妙
法
蓮
華
経

　

オ
ホ
ー
ツ
ク
海
を
望
む
紋

別
市
か
ら
名
寄
方
面
に
車
で

走
る
こ
と
約
１
時
間
。
西に

し

興お
こ

部っ
ぺ

村む
ら

の
山
奥
に
高
さ
７
㍍
ほ

ど
の
滝
が
あ
る
。
「
行

ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

の

滝
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
滝
は

明
治
末
期
、
白し

ろ

装
し
ょ
う

束ぞ
く

姿す
が
た

で

滝
に
打
た
れ
、
お
題
目
修
行

を
し
て
難
病
が
完
治
し
た
女

性
の
話
に
由
来
す
る
。

　

こ
の
女
性
は
後
に
旭
川
市

ら
は
生
涯
治
る
こ
と
が
な
い

と
見
放
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
信
仰
の
力
で
何
と
か
治
そ

う
と
決
意
し
、
明
治
43
年
と

45
年
の
２
回
に
わ
た
り
人
里

離
れ
た
山
奥
に
あ
る
こ
の
滝

に
打
た
れ
な
が
ら
一
心
不
乱

に
お
題
目
修
行
し
、
遂
に
難

病
を
治
癒
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

　

そ
の
後
、
西
興
部
村
妙
寛

寺
の
佐
藤
英
光
上
人
が
信
仰

と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
後

世
に
残
し
伝
え
る
た
め
、
法

華
寺
の
森
角
英
俊
上
人
と
旭

川
市
妙
静
寺
の
山
本
妙
静
上

人
に
声
を
掛
け
、
こ
の
滝
に

宝
塔
の
建
立
を
計
画
し
た
。

そ
し
て
昭
和
45
年
に
妙
寛
寺

守
護
の
龍
神
を
白
法
龍
神
と

名
を
付
け
勧か

ん

請じ
ょ
う

し
、
多
く
の

僧
侶
檀
信
徒
の
喜き

捨し
ゃ

を
受
け

宝
塔
が
完
成
し
た
。
こ
の
宝

塔
の
中
に
は
、
妙
法
蓮
華
経

要よ
う

品ほ
ん

の
経
文
１
文
字
ず
つ
を

書
い
た
１
つ
ひ
と
つ
の
石
が

納
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
時
か
ら
毎
年
７
月
19

日
に
「
行
者
の
滝
大
祭
」
が

営
ま
れ
、
ピ
ー
ク
時
に
は
７

０
０
人
近
い
参
拝
者
が
滝
の

水
に
打
た
れ
無
病
息
災
を
願

っ
た
。
ま
た
西
興
部
村
の
実

行
委
員
会
は
参
拝
者
に
赤
飯

を
振
る
舞
っ
た
り
、
地
元
特

産
品
の
抽
選
会
や
食
事
会
な

ど
を
行
い
、
大
祭
を
盛
り
上

げ
て
い
る
。
（
北
海
道
東
部

支
局
・
町
田
是
敬
通
信
員
）

こ
ぞ
う
く
ん
が
活
躍
の
サ
イ
ト
はh
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お
会え

式し
き

の
鐘
に
明
け
ゆ
く
朝
の
街

　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
正
久
日

　
お
会
式
月
と
も
十
五
夜
月
と
も
い

わ
れ
る
10
月
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

秋
風
が
木
の
葉
を
黄
色
に
染
め
て
い

き
ま
す
。

　
１
日
の
十
五
夜
で
始
ま
り
、
29
日

の
十
三
夜
と
月
に
か
か
わ
る
祀
り
が

重
な
り
ま
す
。
昔
か
ら
月
は
人
び
と

と
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。
日
蓮

聖
人
も
大だ

い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

に
「
大だ

い

月が
っ

天て
ん

子じ

」

と
し
て
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
。
法

華
経
の
行ぎ

ょ
う

者じ
ゃ

を
守
護
し
て
く
だ
さ
る

尊
神
の
お
１
人
と
い
う
こ
と
で
す
。

お
月
見
団
子
を
お
供
え
し
て
ご
守
護

を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

　
旧
暦
の
８
月
15
日
の
満
月
の
こ
と

で
あ
り
、
秋
の
ち
ょ
う
ど
最
中
に
あ

た
り
ま
す
の
で
「
中
秋
の
名
月
」
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
芒す

す
きを
始
め
秋

の
草
花
を
お
供
え
し
ま
す
。
ま
た
十

三
夜
は
十
五
夜
に
対
し
て「
後
の
月
」

と
も
称
し
て
、
昔
か
ら
月
の
光
を
尊

く
拝
し
、
尊
重
し
て
き
ま
し
た
。

　
日
蓮
聖
人
は
弘
安
５
年
（
１
２
８

２
）
の
10
月
13
日
、
池
上
宗
仲
の
館

に
お
い
て
61
歳
の
ご
生
涯
を
閉
じ
ら

れ
ま
し
た
。
11
日
か
ら
13
日
ま
で
は

お
会
式
の
行
事
が
各
寺
院
で
開
か

れ
、
ご
報
恩
の
法
要
が
催
さ
れ
ま

す
。
特
に
日
蓮
聖
人
ご
入
滅
の
霊
場

た
る
東
京
の
池
上
本
門
寺
や
身
延
山

で
は
万ま

ん

灯ど
う

行
列
や
法
話
会
な
ど
毎
年

盛
大
で
す
。
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
た
め
、
や
む
を
え
ず
万
灯

行
列
は
中
止
と
な
り
残
念
で
す
。
し

か
し
法
要
は
厳
か
に
営
ま
れ
ま
す
。

地
方
に
よ
っ
て
は
農
作
業
な
ど
の
関

係
か
ら
、
お
会
式
を
旧
暦
や
１
ヵ
月

遅
れ
で
催
す
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　
お
会
式
が
、
終
わ
る
と
秋
も
一
段

と
深
ま
り
ま
す
。
23
日
が
「
霜そ

う

降こ
う

」

で
北
方
で
は
朝
夕
霜
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　【
行
事
】

１
日
　
十
五
夜
、
法
の
日

　
　
　
赤
い
羽
根
共
同
募
金

４
日
　
里
親
デ
ー
　

８
日
　「
寒
露
」

９
日
　
世
界
郵
便
の
日

10
日
　
佐
渡
法
難
会

11
日
　
日
蓮
聖
人
お
会
式（
～
13
日
）

12
日
　
芭
蕉
忌

13
日
　
日
蓮
聖
人
第
７
３
９
回
忌

14
日
　
鉄
道
の
日

17
日
　
旧
９
月
１
日
、
貯
蓄
の
日
　

23
日
　「
霜
降
」、
電
信
電
話
記
念
日

24
日
　
国
連
の
日

27
日
　
読
書
週
間
（
～
11
月
９
日
）

28
日
　
い
の
り
の
日

29
日
　
十
三
夜

〈
今
月
の
大
安
〉

２
日
、
８
日
、
14
日
、
19
日
、
25
日
、

31
日

〈
今
月
の
友
引
〉

５
日
、
11
日
、
22
日
、
28
日

月
の
暦こ

よ

み

10

妙
壽
寺
の
開
山
と
な
る
、
堀

口
英
寿
上
人
（
法
尼
）
で
あ

る
。
堀
口
上
人
の
父
・
堀
口

平
十
郎
氏
は
名
寄
市
法
華

寺
・
森
角
英
進
上
人
の
信
仰

の
門
に
入
っ
た
熱
心
な
信
徒

だ
っ
た
。

　

娘
の
堀
口
上
人
も
そ
の
感

化
を
受
け
信
仰
し
て
い
た

が
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
難
病

に
侵
さ
れ
て
お
り
、
医
者
か信仰とはどうあるべきか

す
。

　

清
正
公
は
27
歳
の
時
、
豊

臣
秀
吉
か
ら
肥
後
（
現
在
の

熊
本
県
）
を
任
さ
れ
る
の
で

す
が
、
大
坂
を
出
て
船
で
瀬

戸
内
海
を
渡
り
、
鶴
崎
に
上

陸
、
阿
蘇
を
越
え
て
熊
本
へ

行
く
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
自
分
の
寝
泊
ま

り
す
る
こ
の
地
に
、
「
お
題

目
を
唱
え
る
道
場
が
な
く
て

は
」
と
い
う
こ
と
で
法
心
寺

を
建
立
し
、
鶴
崎
の
港
や
町

並
み
を
整
備
し
た
の
で
す
。

　

家
が
代
々
日
蓮
宗
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
祖
父
の
法
事

の
時
や
亡
き
両
親
が
お
寺
に

参
る
姿
、
信
仰
す
る
後
ろ
姿

を
見
て
き
た
せ
い
か
、
気
が

つ
く
と
自
分
も
お
題
目
を
唱

え
お
寺
に
お
参
り
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

私
は
警
察
官
で
し
た
の
で

転
勤
が
多
く
、
10
回
ほ
ど
転

居
を
し
ま
し
た
。

　

子
ど
も
は
小
さ
い
頃
に
学

校
に
な
じ
め
ず
、
涙
し
て
い

る
姿
を
見
せ
る
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
ん
な
時
は
近
く

の
お
寺
を
頼
っ
て
お
参
り
を

し
ま
し
た
。

　

職
業
柄
、
浩
宮
皇
太
子
殿

下
（
当
時
）
が
行
啓
さ
れ
た

時
、
御
料
車
の
後
続
車
に
乗

っ
て
の
警
備
や
、
要
人
の
Ｓ

Ｐ
な
ど
も
経
験
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
重
要
な
任
務

に
つ
く
前
は
い
つ
も
お
寺
に

お
参
り
し
、
お
題
目
を
唱
え

て
ご
加
護
を
願
っ
て
い
ま
し

た
。

　

定
年
後
は
亡
き
父
の
後
を

継
ぎ
、
お
寺
や
地
域
の
お
世

話
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

　

昨
今
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
が
蔓
延
す
る
情
勢
を
思

う
に
、
感
染
予
防
も
大
切
で

す
が
、
人
と
人
と
の
距
離
が

離
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
、
心

を
痛
め
て
い
ま
す
。

　

葬
儀
は
隣り

ん

保ぽ

班は
ん

で
も
参
列

で
き
ず
家
族
葬
と
な
り
、
法

事
も
県
外
か
ら
は
お
参
り
で

き
な
い
な
ど
…
、
当
た
り
前

だ
っ
た
こ
と
が
そ
う
で
な
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
通
り
や
店
舗
の
な

か
で
人
が
す
れ
違
う
時
、
誰

も
悪
く
は
な
い
の
に
な
ん
と

な
く
避
け
た
い
気
持
ち
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い

ま
す
。

　

以
前
、
佐
々
木
浩
文
住
職

と
話
し
た
と
き
「
す
べ
て
は

心
に
あ
る
よ
」
と
教
え
ら
れ

ま
し
た
。
他
人
を
疑
う
こ
と

に
よ
っ
て
自
分
の
心
が
不
安

に
な
り
、
人
や
物
事
を
嫌
う

心
で
苦
し
み
を
深
め
て
い
る

の
で
す
。
こ
の
世
の
中
を
住

み
に
く
く
し
て
い
る
の
は
、

自
分
の
心
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？　

そ
ん
な
気
づ
き
を

与
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

佐
々
木
住
職
か
ら
常
々
、

清
正
公
は
１
日
５
万
遍
も
お

題
目
を
唱
え
て
い
た
と
聞
い

て
い
ま
す
。
５
万
遍
に
は
及

び
ま
せ
ん
が
、
私
も
精
進
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

「
新
し
い
生
活
様
式
」
が
、

お
題
目
を
唱
え
、
個
々
が
互

い
に
拝
み
合
う
よ
う
な
「
心

の
こ
も
っ
た
生
活
様
式
」
に

な
る
よ
う
に
実
践
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

「すべては心にあるよ」
心のこもった新しい生活様式に

１
日
に
５
万
遍
も
唱
題
し
た

　　　

清
正
公
さ
ま
を
目
指
し
て

大
分
県
檀
信
徒
協
議
会
長

房
前
　
茂
昭

房
前
　
茂
昭
（
73
）

大
分
県
檀
信
徒
協
議
会
長

大
分
県
大
分
市
法
心
寺
筆
頭

総
代

昭
和
22
年
１
月
13
日
生
ま
れ

趣
味
：
映
画
鑑
賞
、
畑
仕
事

北
海
道
西に

し

興お

こ

部っ

ぺ

村む

ら

行
ぎ
ょ
う

者
じ

ゃ

の

滝

た
町
で
す
。
そ
し
て
菩
提
寺

の
法
心
寺
は
藩
主
・
加
藤
清

正
公
が
建
立
し
た
お
寺
で

　

私
の
生
ま
れ
育
っ
た
大
分

市
鶴
崎
は
江
戸
時
代
、
肥
後

領
（
飛
び
地
）
と
し
て
栄
え

　

近
年
、
日
本
で
は
地

震
や
集
中
豪
雨
、
台
風

な
ど
の
自
然
災
害
が
多

発
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流

行
に
よ
り
、
被
災
地
で

は
避
難
方
法
や
そ
れ
に

伴
う
避
難
所
の
状
況
に

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生

じ
ま
し
た
。

　

災
害
時
に
は
身
を
守

る
こ
と
が
最
優
先
と
な

り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
へ
の

感
染
を
懸
念
し
て
「
た

め
ら
う
」
こ
と
な
く
、

「
早
め
に
」
行
動
で
き

る
よ
う
日
頃
か
ら
備
え

る
こ
と
が
重
要
で
す
。

政
府
は
災
害
発
生
時
、

安
全
な
知
人
宅
や
親
戚

宅
な
ど
の
避
難
先
を
想

定
し
て
お
く
よ
う
、
各

自
治
体
を
通
じ
て
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。
従
来

で
あ
れ
ば
、
各
自
治
体

が
設
定
し
た
避
難
所
へ

の
避
難
を
想
定
す
る
こ

と
で
よ
か
っ
た
の
で
す

が
、
「
密
」
を
避
け
ね

ば
な
ら
ぬ
コ
ロ
ナ
禍
の

今
、
避
難
所
以
外
へ
の

分
散
避
難
を
検
討
し
、

感
染
リ
ス
ク
を
減
ら
す

こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。

　

避
難
所
以
外
の
避
難

先
で
す
が
、
心
身
と
も

に
身
近
な
場
所
に
す
る

こ
と
が
、
精
神
・
身
体

ケ
ア
に
と
て
も
重
要
で

す
。
例
え
ば
、
自
宅
な

ど
で
安
全
を
確
保
で
き

る
場
合
は
、
上
階
を
用

い
た
在
宅
避
難
の
検
討

も
有
効
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
事
前
に
洪
水

や
土
砂
災
害
、
津
波
の

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
確

認
し
、自
宅
や
知
人
宅
、

親
戚
宅
の
危
険
度
の
把

握
が
必
要
で
す
。

　

現
在
、
避
難
所
で
は

換
気
や
消
毒
を
行
う
な

ど
、
「
３
密
」
対
策
が

講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
に
限
ら

ず
、
他
の
感
染
症
に
つ

い
て
も
、「
密
」
を
避
け
、

手
洗
い
、
う
が
い
、
マ

ス
ク
の
着
用
な
ど
を
心

掛
け
て
い
ま
す
。
基
本

的
な
感
染
対
策
で
、
感

染
リ
ス
ク
は
確
実
に
減

ら
せ
ま
す
。
災
害
時
に

必
要
な
備
蓄
品
の
用
意

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

日
頃
か
ら
災
害
に
関
す

る
情
報
や
知
識
を
収
集

し
て
心
構
え
を
す
る
こ

と
も
重
要
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
多
く
の
被

災
地
に
赴
か
せ
て
い
た

だ
き
、
支
援
活
動
を
す

る
な
か
で
、
「
〜
し
て

い
れ
ば
」
と
い
う
言
葉

を
幾
度
も
耳
に
し
て
き

ま
し
た
。
天
災
は
誰
も

が
被
災
す
る
可
能
性
が

あ
り
、
こ
ち
ら
の
都
合

を
待
っ
て
は
く
れ
ま
せ

ん
。
「
自
身
や
大
切
な

人
を
守
る
」
と
い
う
最

善
の
選
択
を
す
る
た
め

に
、
必
要
な
こ
と
は
何

な
の
か
。
早
急
に
、
し

っ
か
り
と
見
直
し
て
い

た
だ
く
時
な
の
で
す
。

■
今
村
隆
正
＝
東
京
都

東
部
日
蓮
宗
青
年
会
、

江
戸
川
区
妙
光
寺
住

職
。
昭
和
63
年
生
ま
れ

大切な人を守る最善の選択のために

行くぜ！ 全日青！

災
害
対
策
担
当
委
員
長

　
　
　
　
　
　
　
今
村
隆
正

早
め
の
避
難
の
重
要
性平成30年7月豪雨で復旧活動を

する今村師㊧


