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妙
法
蓮
華
経

　

札
幌
を
流
れ
る
石
狩

川
支
流
の
豊
平
川
。
こ

の
川
を
中
央
区
と
豊
平

区
を
結
び
、
日
本
百
名

橋
に
も
名
を
連
ね
る
豊

平
橋
の
豊
平
区
側
の
橋

の
た
も
と
に
１
つ
の
石

碑
が
鎮
座
し
て
い
る
。

こ
の
石
碑
は
ま
だ
豊
平

橋
が
で
き
る
以
前
、
札

幌
開
祖
と
呼
ば
れ
る
志

村
鐵て

つ

一い
ち

氏
の
功
績
を
称

え
建
立
さ
れ
た
も
の

だ
。

　

江
戸
末
期
の
豊
平
川

は
現
在
の
５
倍
か
ら
10

倍
の
水
量
が
あ
り
、
交

通
の
障
害
と
な
っ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
銭ぜ

に
ば
こ函

と
千
歳
を
結
ぶ
札
幌
越

42
年
（
１
９
６
７
）
新
豊

平
橋
架
橋
に
伴
い
現
在
の

場
所
へ
の
移
転
と
な
っ

た
。

　

当
時
の
豊
平
村
（
現
在

の
豊
平
区
豊
平
）
の
人
た

ち
が
志
村
氏
へ
の
報
恩
感

謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
ま
た
後

世
へ
と
そ
の
功
績
を
伝
え

た
い
と
い
う
気
持
ち
を
受

け
、
同
豊
平
に
あ
る
経
王

寺
が
明
治
の
開
山
以
来
志

村
氏
の
供
養
を
続
け
て
お

り
、
現
在
で
も
毎
年
８
月

16
日
に
石
碑
の
前
で
慰
霊

祭
を
営
ん
で
い
る
。

　

経
王
寺
住
職
松
井
義
宣

師
は
「
開
山
上
人
か
ら
脈

々
と
受
け
継
い
で
き
た
先

◎
立
冬
の
鐘
の
音
響
く
朝
の
町

　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
正
久
日

　
山さ

ざ

ん

か

茶
花
や
菊
の
花
が
美
し
さ
を

競
う
頃
と
な
り
ま
し
た
。
１
日
の

灯
台
記
念
日
で
始
ま
る
11
月
を
、

と
か
く
暗
く
な
り
が
ち
な
世
相

に
、
明
か
り
を
照
ら
し
て
く
れ
る

灯
台
の
よ
う
な
お
題
目
を
唱
え
る

こ
と
で
、
安
穏
に
過
ご
し
て
ま
い

り
ま
し
ょ
う
。

　
７
日
の
「
立
冬
」
か
ら
早
く
も

冬
の
季
節
に
な
り
、
樹
木
は
葉
を

散
ら
し
木
枯
ら
し
が
吹
き
始
め
ま

す
。
日
短
か
の
冷
え
を
感
じ
る
朝

夕
と
な
り
ま
す
。

　
11
日
は
日
蓮
聖
人
小こ

松ま
つ

原ば
ら

の
ご

法ほ
う

難な
ん

会え

で
す
。
文
永
元
年
（
１
２

６
４
）
の
こ
の
日
、
小
松
原
を
通

り
か
か
っ
た
聖
人
を
待
ち
伏
せ
し

た
東
条
景
信
ら
が
一
気
に
襲
い
か

か
っ
て
、
聖
人
は
あ
や
う
く
一
命

を
失
う
と
こ
ろ
で
し
た
。「
東
条

法
難
」
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

鏡き
ょ
う

忍に
ん

房ぼ
う

や
工
藤
吉よ

し

隆た
か

ら
の
防
戦

に
よ
り
、
こ
の
法
難
を
逃
れ
ま
し

た
が
、２
人
と
も
討
ち
死
に
を
し
、

聖
人
ご
自
身
も
眉
間
に
刀
傷
を
受

け
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
四し

大だ
い

法
難
の
１
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
仏
に
代
わ
っ
て
法
華
経
を
末ま

っ

法ぽ
う

の
世
に
弘
め
る
者
は
、
必
ず
大
難

に
遭
う
と
仏
が
予
言
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
の
法
難

で
し
た
。
し
か
し
ま
た
、
仏
の
使

者
は
諸
天
善
神
が
必
ず
守
護
す
る

こ
と
も
説
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、

聖
人
も
難
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　
　【
行
事
】

１
日
　
灯
台
記
念
日

　
　
　
計
量
記
念
日

３
日
　「
文
化
の
日
」

７
日
　
身
延
山
錬
成
会（
～
８
日
）

　
　
　「
立
冬
」

11
日
　
小
松
原
法
難
会

13
日
　
月
遅
れ
お
会え

式し
き

　
　
　
日
像
上
人
会

15
日
　
七
五
三
、
旧
10
月
１
日

22
日
　「
小
雪
」

23
日
　「
勤
労
感
謝
の
日
」

　
　
　
法
華
写
経
会

　
　
　
　
　
　（
身
延
山
～
24
日
）

28
日
　
い
の
り
の
日

　
　〈
今
月
の
大
安
〉

６
日
、
12
日
、
16
日
、
22
日
、
28

日　
　〈
今
月
の
友
引
〉

３
日
、
９
日
、
19
日
、
25
日

月
の
暦こ

よ

み

11

新
道
（
千
歳
新
道
）
が

開
削
さ
れ
る
と
同
時

に
、
元
は
信
州
の
剣
客

で
あ
っ
た
志
村
氏
が
、

幕
府
の
命
に
よ
り
豊
平

川
の
渡
し
守
を
担
っ

た
。
そ
の
後
、
人
の
往

来
・
居
住
が
増
え
て
く

る
と
駅え

き

逓て
い

（
宿
泊
や
郵

便
を
扱
う
仕
事
）
も
兼

務
す
る
よ
う
に
な
り
、

明
治
４
年
（
１
８
７
１
）

に
豊
平
橋
が
で
き
る
ま

で
、そ
の
任
を
担
っ
た
。

　

こ
の
石
碑
は
大
正
10

年
（
１
９
２
１
）、
当

時
の
北
海
道
庁
河
野
常

吉
氏
が
発
起
人
代
表
と

な
り
、
志
村
氏
居
住
地

跡
に
建
立
さ
れ
、
昭
和

「後世に伝えたい」
経王寺が今も供養を続ける

寺

　

離

　

れ

？

全
国
檀
信
徒
協
議
会
副
会
長

伊
藤
　
光
男

埼
玉
県
檀
信
徒
協
議
会
長

伊藤光男
全国檀信徒協議会副会長
埼玉県檀信徒協議会長
川口市妙泉寺総代

昭和25年８月21日生まれ
趣味：読書

北
海
道
札
幌
市
豊
平
区

札
幌
開
祖
の
功
績
称
え
る
石
碑

　

「
コ
ロ
ナ
禍
」
と
な

っ
た
令
和
２
年
も
残
り

僅
か
と
な
っ
て
い
る
。

未
曾
有
の
危
機
は
、
人

び
と
を
分
断
し
た
。

　

仏
教
哲
学
者
の
ジ
ョ

ア
ン
ナ
・
メ
イ
シ
ー
は
、

今
、
我
々
が
選
択
す
べ

き
「
３
つ
の
ス
ト
ー
リ

ー
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　

１
つ
目
は
、
特
に
生

き
方
を
変
え
ず
、
成
長
・

拡
大
を
旨
と
し
て
、
た

だ
進
め
ば
よ
か
っ
た

「
こ
れ
ま
で
通
り
」
の

ス
ト
ー
リ
ー
。

　

２
つ
目
は
、
経
済
衰

退
・
資
源
枯
渇
・
気
候

変
動
・
災
害
・
戦
争
な

ど
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で

通
り
が
「
大
崩
壊
」
す

る
ス
ト
ー
リ
ー
。

　

３
つ
目
は
、
「
こ
れ

ま
で
通
り
」
や
「
大
崩

壊
」
に
代
わ
る
、
社
会

公
正
の
実
現
、
持
続
型

社
会
へ
の
移
行
を
目
指

す
「
大
転
換
」
の
ス
ト

ー
リ
ー
で
あ
る
。

　

ジ
ョ
ア
ン
ナ
は
今
こ

そ
、
こ
の
「
大
転
換
」

の
ス
ト
ー
リ
ー
に
「
つ

な
が
り
を
も
っ
て
」
力

を
注
ぐ
べ
き
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

　

日
蓮
聖
人
は
文
応
元

年
（
１
２
６
０
）、
鎌

倉
幕
府
に
『
立
正
安
国

論
』
を
奏
上
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、
正
嘉
の
大
地

震
を
皮
切
り
と
し
た
、

天
変
地
異
、
疫
病
、
飢

饉
な
ど
の
災
害
に
見
舞

わ
れ
、
ま
さ
に
未
曾
有

の
危
機
に
晒
さ
れ
て
い

た
当
時
の
日
本
に
、
正

し
ょ
う

法ぼ
う

を
立
て
大
転
換
を
は

か
る
日
蓮
聖
人
の
ご
覚

悟
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

今
、
我
々
も
、
こ
の

「
大
転
換
」
と
な
る
ス

ト
ー
リ
ー
を
問
い
直
す

時
が
き
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

　

単
に
寺
院
の
存
続
な

ど
で
は
な
く
、
仏
教
は

百
年
後
、
千
年
後
、
も

っ
と
先
に
何
を
残
せ
る

か
、
何
を
残
す
べ
き

か
。
我
々
は
こ
れ
に
値

す
る
日
蓮
宗
と
し
て
の

ス
ト
ー
リ
ー
を
打
ち
立

て
る
べ
き
、
大
転
換
の

時
代
を
迎
え
て
い
る
。

　

今
期
の
行
学
道
場

は
、
こ
れ
ま
で
の
開
催

で
紡
が
れ
た
思
い
を
受

け
つ
つ
、
コ
ロ
ナ
禍
を

逆
手
に
取
っ
た
新
た
な

試
み
と
し
て
、
オ
ン
ラ

イ
ン
を
会
場
と
し
た
学

び
の
場
を
多
数
開
催
し

て
い
る
。

　

地
理
的
・
時
間
的
・

経
済
的
制
約
を
超
え
て

学
び
合
い
、
コ
ロ
ナ
禍

に
よ
り
分
断
さ
れ
た
我

々
が
「
新
し
い
つ
な
が

り
」
に
よ
っ
て
、
新
た

な
異
体
同
心
を
も
っ
て

歩
み
を
進
め
、
大
転
換

の
時
代
に
即
応
で
き
る

地
盤
づ
く
り
の
一
助
と

な
れ
ば
と
願
い
、
今
後

の
行
学
道
場
の
発
展
に

努
め
た
い
。

◇
森
下
恵
王
＝
行
学
道

場
担
当
委
員
長
。
現
代

宗
教
研
究
所
研
究
員
。

宮
崎
県
立
正
寺
副
住

職
。昭
和
62
年
生
ま
れ
。

我々は仏教を基に何を残すべきか

行くぜ！ 全日青！

　
行
学
道
場
担
当
委
員
長

　
　
　
　
　
　
　
　
森
下
恵
王

大
転
換
の
時
代
を

　
　
　
　
迎
え
て

リバイバル！

平
成
30
年
10
月
10
日
号
掲
載
の
マ
ン
ガ
だ
よ
！

可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
年
末
・

年
始
の
神
社
や
お
寺
な
ど
へ

の
参
拝
は
む
し
ろ
増
え
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
の

菩
提
寺
で
も
私
が
子
ど
も
の

こ
ろ
は
（
60
年
ほ
ど
前
で
す

が
）
正
月
に
お
参
り
に
行
け

ば
待
つ
こ
と
な
く
、
す
ぐ
に

ご
祈
祷
し
て
い
た
だ
け
ま
し

た
し
、
家
族
以
外
の
人
た
ち

と
同
時
に
ご
祈
祷
し
て
い
た

だ
い
た
記
憶
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
が
今
で
は
三
箇
日

は
人
出
が
多
く
、
ご
祈
祷
の

時
間
割
が
決
め
ら
れ
、
他
の

家
族
の
人
た
ち
と
一
緒
に
受

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ど
こ
か
で
仏
神
と
つ
な
が
っ

て
い
た
い
と
い
う
意
識
が
日

本
人
の
心
の
底
に
あ
る
の
で

は
と
思
え
て
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と

に
、
お
寺
の
行
事
に
お
手
伝

い
に
や
っ
て
く
る
総
代
・
世

話
人
の
メ
ン
バ
ー
は
高
齢
化

し
、
年
々
少
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
次
世
代
へ

の
信
仰
の
継
承
が
う
ま
く
な

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
信
仰
心
が
な
い
の
で

は
な
く
、
ど
う
お
寺
と
お
付

き
合
い
し
た
ら
い
い
の
か
分

か
ら
な
い
人
が
増
え
た
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
50
年
の
間
に
日
本

で
は
核
家
族
化
が
進
み
ま
し

た
。
仕
事
の
関
係
な
ど
で
転

勤
が
増
え
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

で
海
外
赴
任
と
い
っ
た
ケ
ー

ス
も
珍
し
く
は
な
く
な
り
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
お
寺
の

こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
地

縁
・
血
縁
が
薄
く
な
っ
て
い

っ
た
と
も
い
え
そ
う
で
す
。

　

我
々
日
本
人
の
心
の
底
に

は
仏
教
の
影
響
が
多
く
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
明
治

時
代
に
日
本
を
旅
し
た
イ
ギ

リ
ス
人
の
旅
行
家
・
イ
ザ
ベ

ラ
・
バ
ー
ド
女
史
も
「
６
世

紀
に
朝
鮮
か
ら
伝
来
し
た
仏

教
は
天
皇
の
復
位
以
来
排
斥

さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
神
道

よ
り
も
一
般
大
衆
の
心
を
し

っ
か
り
と
掴
ん
で
い
る
」
と

述
べ
て
い
ま
す
。
欧
米
で
は

学
校
で
宗
教
教
育
の
時
間
が

あ
り
ま
す
。
日
本
に
は
な
か

っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

仏
教
が
一
般
大
衆
に
根
付
い

て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は

地
域
社
会
と
強
固
に
結
び
つ

い
た
お
寺
の
姿
が
あ
っ
た
か

ら
だ
と
思
い
ま
す
。
寺
子
屋

と
い
う
言
葉
で
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
一
般
大
衆
に
と
っ

て
お
寺
は
そ
の
地
域
の
文

化
・
学
問
の
中
心
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
地

域
社
会
と
結
び
つ
く
こ
と

で
、
お
寺
は
存
在
感
を
高
め
、

さ
ら
に
は
日
本
人
の
心
の
中

に
仏
教
が
定
着
し
て
い
っ
た

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
寺
離

れ
の
原
因
を
探
れ
ば
、
ま
さ

に
そ
の
結
び
つ
き
に
揺
ら
ぎ

が
発
生
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
か
ら
の
お
寺
の
あ
り

方
と
し
て
、
従
来
か
ら
の
檀

家
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
そ

の
地
域
に
根
ざ
し
た
お
寺
と

し
て
存
在
価
値
を
高
め
て
い

く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

檀家のためだけではない
お寺の価値の再考を

多
様
化
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
は
今
年
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
で
葬
儀
な
ど

も
人
を
集
め
ず
に
行
う
家
族

葬
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の

傾
向
は
、
コ
ロ
ナ
を
克
服
し

た
後
の
時
代
も
続
い
て
い
く

　

昨
今
で
は
墓
ば
な
れ
・
寺

離
れ
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ

う
で
、
信
仰
や
菩
提
寺
と
の

お
付
き
合
い
の
あ
り
よ
う
も

昔
と
変
わ
っ
て
き
て
い
る
気

が
し
ま
す
。
確
か
に
樹
木
葬

や
散
骨
な
ど
埋
葬
の
方
法
は

身延山久遠寺での輪番奉仕で

師
た
ち
の
思
い
、

当
時
か
ら
現
代
ま

で
続
く
豊
平
の
人

た
ち
へ
の
思
い
を

持
っ
て
、
報
恩
感

謝
の
行
と
し
て
こ

れ
か
ら
も
供
養
し

続
け
て
い
き
た

い
」
と
話
し
た
。

（
北
海
道
西
・
渡

辺
真
詠
通
信
員
）


