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教
え
が
あ
り
ま
す
。
何
が
人

生
の
土
台
か
、
開
導
聖
人
は

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
御
教

歌
を
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

開
導
聖
人
の
教
え
を
バ
ッ

ク
ボ
ー
ン
、
柱
と
し
て
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
毎

朝
七
時
に
御
法
門
、『
い
ろ

は
』
の
順
に
説
き
、
一
周
り

す
る
と
同
じ
御
教
歌
で
も
ま

た
違
っ
た
説
き
方
が
で
き
ま

す
。
そ
の
間
の
お
看
経
の
積

み
重
ね
で
す
。

　

一
歩
で
も
開
導
聖
人
の
御

心
に
近
づ
き
た
い
。
妙
講
一

座
は
開
導
聖
人
の
生
の
声
、

如
説
修
行
抄
は
お
祖
師
さ
ま

の
生
の
声
で
す
。
生
の
声
に

接
す
る
こ
と
の
で
き
る
私
た

ち
は
本
当
に
感
謝
し
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
」
と
熱
く
現

状
を
語
ら
れ
ま
し
た
。

　

塾
幹
事
長
・
太
田
信
充
師

は
「
激
励
に
来
て
反
対
に
激

励
を
う
け
た
有
意
義
な
研
修

と
な
り
ま
し
た
」
と
お
礼
を

述
べ
、
福
泉
寺
を
後
に
し
ま

し
た
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

復
興
支
援
、
修
学
塾
課
外

授
業
の
た
め
遠
路
「
み
ち
の

く
福
島
」
福
泉
寺
ま
で
お
参

詣
賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
福
島
市
内
、
福
泉

寺
境
内
地
等
ご
覧
に
な
ら
れ

て
も
、
何
の
異
常
も
無
く
、

何
が
復
興
支
援
な
の
か
訝い

ぶ
か

る

方
も
お
ら
れ
る
と
お
も
い
ま

す
が
、
こ
れ
が
「
放
射
能
汚

染
」
の
怖
さ
で
、
ジ
ワ
ジ
ワ
、

長
期
間
に
亘
っ
て
そ
の
場
所

に
住
む
人
の
心
・
身
を
蝕む

し
ば

ん

で
ま
い
り
ま
す
。

　

車
中
か
ら
庭
先
に
ブ
ル
ー

シ
ー
ト
で
覆
わ
れ
た
山
積
み

の
固
ま
り
の
光
景
。
お
気
付

き
に
な
ら
れ
た
で
し
ょ
う
か
。

「
除
染
」
で
取
り
除
い
た

「
放
射
能
汚
染
の
土
」
で
す

が
、
処
分
場
が
決
ま
ら
ず
各

個
人
の
自
宅
で
「
保
管
」
し

て
い
る
「
放
射
能
汚
染
」
の

土
の
塊
で
す
。
お
参
詣
下
さ

っ
た
お
礼
の
気
持
ち
を
汲
み

取
っ
て
頂
き
、
微
意
で
す
が

ご
笑
納
下
さ
い
。

本
門
佛
立
宗
福
泉
寺

住
職　

小
原
泉
徳　

合
掌

　

以
上
は
、

去
る
十
一
月

二
十
九
日
、

第
五
支
庁
修

学
塾
で
被
災

地
復
興
支
援

の
一
環
と
し

て
福
泉
寺
へ

教
務
三
十
師

が
参
詣
し
た

折
の
ご
住
職

か
ら
の
お
礼

の
お
手
紙
で

す
。

　

早
朝
八
時

に
清
雄
寺
を

出
発
し
車
中

に
て
昼
食
を
済
ま
せ
、
十
二

時
四
十
五
分
よ
り
古
市
清
香

師
導
師
の
も
と
烈
火
の
ご
と

き
お
看
経
が
あ
が
り
、
塾
か

ら
小
原
日
理
御
住
職
に
義
捐

金
を
奉
納
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

福
泉
寺
の
実
情
を
伺
い
ま
し

た
。

　
「
お
寺
の
あ
る
小
倉
寺
地

区
は
県
内
で
も
放
射
線
量
が

高
い
と
こ
ろ
で
、
境
内
地
で

は
今
で
も
病
院
の
レ
ン
ト
ゲ

ン
室
の
二
倍
程
二
・
〇
μ
Sv

も
あ
り
、
こ
の
あ
た
り
で
は

各
自
で
庭
の
土
を
除
染
し
穴

を
掘
っ
て
敷
地
内
に
埋
め
、

余
っ
た
土
は
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー

ト
で
覆
い
積
ま
れ
て
い
る
状

態
で
す
。
お
隣
で
は
奥
さ
ん

と
子
供
さ
ん
は
山
形
へ
移
ら

れ
る
と
い
っ
た
中
で
、
何
時

も
と
か
わ
り
な
く
お
看
経
が

あ
が
り
、
お
参
詣
を
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
ご
信
者
は
十
三
軒
だ

け
で
す
。
こ
の
年
齢
に
な
っ

た
ら
御
宝
前
に
お
任
せ
し
て

天
寿
を
全
う
し
た
い
。
御
教

歌
に
も
『
何
事
も
気
に
入
ら

ぬ
こ
と
お
ほ
し　

こ
れ
が
う

き
よ
と
観
念
を
せ
よ
』
と
の

　

門
祖
聖
人
の
実じ

っ

家か

、
桃も

も

井の
い

家
の
家か

老ろ
う

で
、
応
永

二
十
三
年
に
起お

こ
っ
た
反は

ん

乱ら
ん

を
鎮し

ず

め
た
中な

か

村む
ら

元も
と

成な
り

さ
ん
は
、
そ
の
後
、
門
祖
聖
人
の
お
弟で

子し

に
な
り
、

日に
ち

永え
い

と
名な

乗の

ら
れ
る
ん
だ
。

　

そ
の
日
永
師し

は
、
応
永
三
十
一
年
に
亡な

く
な
る

ん
だ
け
れ
ど
も
、
門
祖
聖
人
は
ご
回え

向こ
う

の
た
め
二

年
後
の
応
永
三
十
三
年
、
故
郷
に
戻
ら
れ
て
三

回
忌
の
法ほ

う

要よ
う

を
お
勤つ

と

め
に
な
る
ん
だ
。
そ
の
時
に
、

お
父と

う

様さ
ま

の
桃
井
尚ひ

さ

儀の
り

公こ
う

の
ご
回
向
も
さ
れ
た
ん
だ

よ
。

　

そ
の
帰
り
、
敦つ

る

賀が

の
角つ

の

鹿が

に
あ
る
紺こ

う

屋や

五ご
 
ろ
 
え

郎
右

衛も
 
ん門
と
い
う
ご
信し

ん

者じ
ゃ

を
訪た

ず

ね
る
た
め
に
、
船
で
向む

か
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
悪あ

く

天て
ん

候こ
う

の
た
め
色
が
浜
と
い

う
小
さ
な
漁り

ょ
う

師し

町ま
ち

の
、
と
あ
る
浜は

ま

辺べ

に
た
ど
り
着つ

か
れ
る
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
恐お

そ

ろ
し
い
こ

と
が
起お

き
て
い
た
ん
だ
ね
。

　

な
ん
と
か
浜
辺
に
上
が
っ
た
門
祖
聖
人
た
ち
は
、

そ
の
村
が
異い

様よ
う

な
雰ふ

ん

囲い

気き

に
包つ

つ

ま
れ
て
い
る
の
を

感か
ん

じ
た
ん
だ
。
誰だ

れ

か
い
る
感か

ん

じ
は
す
る
け
れ
ど
、

家
の
外
に
は
誰
も
い
な
い
。
浜
辺
の
舟ふ

ね

に
も
、
浜

に
干ほ

し
て
あ
る
網あ

み

の
側が

わ

に
も
、
村
に
あ
る
井い

戸ど

の

側
に
も
。

　

そ
し
て
、
と
あ
る
家
の
中
を
見
た
ら
、
そ
こ
に

は
弱よ

わ

り
果は

て
た
年と

し

老お

い
た
女
の
人
が
い
た
ん
だ
よ
。

そ
の
女
の
人
は
、
門
祖
聖
人
の
お
姿す

が
た

を
見
て
、
手

を
合
わ
せ
て
助た

す

け
て
下
さ
い
と
お
願ね

が

い
さ
れ
た
ん

だ
。

　

こ
の
女
の
人
の
話
に
よ
る
と
、
こ
の
色
が
浜
と

い
う
村
で
は
、
疫
病
（
は
や
り
や
ま
い
、
伝で

ん

染せ
ん

病
）

が
流は

行や

っ
て
次つ

ぎ

々つ
ぎ

と
村む

ら

人び
と

が
倒た

お

れ
、
と
う
と
う
全ぜ

ん

部ぶ

の
家
の
人
が
病び

ょ
う

気き

に
な
っ
た
ん
だ
と
。

　

門
祖
聖
人
は
、
直す

ぐ
に
他た

の
宗し

ゅ
う

派は

の
本ほ

ん

尊ぞ
ん

を
払は

ら

い
、
火
で
燃も

や
し
て
浄き

よ

め
、
御ご

本ほ
ん

尊ぞ
ん

を
奉ほ

う

安あ
ん

さ
れ

て
御お

題だ
い

目も
く

で
病
気
が
早
く
治な

お

る
よ
う
ご
祈き

願が
ん

さ
れ

た
ん
だ
。

　

す
る
と
、
こ
の
家
の
家か

族ぞ
く

全ぜ
ん

員い
ん

が
た
ち
ま
ち
病

気
が
治
り
、
こ
の
女
の
人
は
そ
の
後
十
年
も
寿じ

ゅ

命み
ょ
う

が
延の

び
た
ん
だ
そ
う
だ
よ
。

　

こ
の
話
を
聞
き
つ
け
た
村
人
は
、
我わ

れ

も
我
も
と

門
祖
聖
人
の
も
と
に
、
他
の
宗
派
の
本
尊
を
持も

っ

て
か
け
つ
け
、
自
分
の
家
で
も
御
本
尊
を
奉
安
し

て
助
け
て
ほ
し
い
と
集あ

つ

ま
っ
て
き
た
ん
だ
。

　

そ
こ
で
、
浜
辺
に
あ
る
大
き
な
岩い

わ

の
上
で
御
本

尊
を
奉
安
し
、
村
人
全
部
で
お
看か

ん

経き
ん

さ
れ
た
ん
だ
。

す
る
と
、
あ
ち
ら
で
も
こ
ち
ら
で
も
、
次
々
に
元

気
に
な
る
人
が
出
て
、
と
う
と
う
村
人
全
員
の
病

気
が
良よ

く
な
っ
た
ん
だ
。
そ
し
て
村
人
全
部
が
ご

信
者
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。

　

こ
の
色
が
浜
に
は
、
古
く
か
ら
金き

ん

泉せ
ん

庵あ
ん

と
い
う

禅ぜ
ん

宗し
ゅ
う

の
お
寺
が
あ
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
お

寺
の
住じ

ゅ
う

職し
ょ
く

は
、
門
祖
聖
人
の
ご
信し

ん

心じ
ん

の
す
ば
ら
し

さ
に
感か

ん

激げ
き

し
て
、
お
寺
ご
と
ご
信
心
を
す
る
こ
と

に
な
り
、
改あ

ら
た

め
て
門
祖
聖
人
の
お
弟
子
と
な
っ
て

日に
ち

実じ
つ

と
名
乗
ら
れ
る
ん
だ
。
そ
し
て
お
寺
も
本
隆

寺
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。

　

こ
こ
に
は
、
門
祖
聖
人
が
ご
祈
願
の
た
め
座す

わ

ら

れ
て
お
看
経
を
さ
れ
た
岩
、「
祈き

祷と
う

石せ
き

」
が
あ
り
、

そ
の
上
に
開か

い

山さ
ん

堂ど
う

が
建た

て
ら
れ
て
い
る
ん
だ
。
ま

た
、
こ
こ
は
最さ

い

近き
ん

ま
で
村
人
全
員
が
ご
信
者
で
、

本
隆
寺
に
朝
参ま

い

り
を
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
よ
。
な

ん
だ
か
、
佛
立
宗
の
朝
参さ

ん

詣け
い

み
た
い
だ
ね
。

　

病
気
平へ

い

癒ゆ

の
ご
祈
願
が
一ひ

と

息い
き

つ
い
た
門
祖
聖
人

は
、
予よ

定て
い

通
り
敦
賀
に
向
か
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
も
大
き
な
事じ

件け
ん

が
お
き
た
ん

だ
。
で
も
、
そ
れ
は
次じ

号ご
う

で
ね
。

　

応お
う

永え
い

三
十
三
年
、
門も

ん

祖そ

日に
ち

隆り
ゅ
う

聖し
ょ
う

人に
ん

は
久ひ

さ

し
ぶ

り
に
故こ

郷き
ょ
う

の
越え

っ

中ち
ゅ
う

（
富と

山や
ま

県け
ん

）
浅あ

ざ

井い

嶋し
ま

村む
ら

に
戻も

ど

ら

れ
ま
す
。
そ
の
帰
り
、
船
で
日
本
海
を
渡わ

た

り
、
敦つ

る

賀が

を
目め

指ざ

す
の
で
す
が
、
嵐あ

ら
し

の
た
め
小
さ
な
浜は

ま

辺べ

に
た
ど
り
着つ

き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
は
大た

い

変へ
ん

な

村
だ
っ
た
の
で
す
。

 

５
支
の
修
学
塾
が
支
援
助
行

お
教
務
30
師
が
福
泉
寺
へ
ご
奉
公

東日本
大震災

浜
辺
で
ご
祈
願
を
さ
れ
る
門
祖
聖
人
と
村
人
た
ち

本
隆
寺
の
創
建

ほ
ん 

　り
ゅ
う

 

じ

そ
う 

　

 

け
ん

村
人
を
治
し
て
一
村
教
化

な
お

い
っ 

そ
ん
き
ょ
う 

け

疫
病
の
浜
辺
の
村

え
き  

び
ょ
う

色
ヶ
浜

い
ろ

が

は
ま

ご祈願をされた岩「祈祷石」。今はこの岩の上に開山堂が建てら
れている。

福泉寺の小原御住職（前列右から３人目）と一緒に


