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こ
れ
か
ら
も
開
導
聖
人
の

御
心
に
叶
う
ご
信
心
に
精
進

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存

じ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。 

合
掌

　
来
月
号
以
降
も
順
次
、
掲

載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

去
る
七
月
二
十
日
、
薫
化

会
御
講
に
引
き
続
き
、
第
三

回
目
の
「
流
し
そ
う
め
ん
」

を
行
い
ま
し
た
。

　

今
年
も
、
長
原
さ
ん
（
五

條
組
）
が
大
き
な
青
竹
を
切

出
し
て
く
だ
さ
り
、
泉
さ
ん

（
高
田
三
組
）
が
昨
年
よ
り

長
い
水
路
を
設
置
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
薫
化
会
の
マ

マ
さ
ん
、
婦
人
会
の
方
々
が

奮
闘
。
そ
う
め
ん
が
流
れ
ま

す
。
水
路
の
高
さ
に
合
わ
せ

て
並
ん
だ
子
供
た
ち
か
ら
歓

声
が
上
り
ま
す
。

　

特
設
プ
ー
ル
で
は
水
を
掛

け
合
い
大
は
し
ゃ
ぎ
、
ス
イ

カ
割
で
は
竹
の
棒
を
何
回
振

り
下
ろ
し
て
も
な
か
な
か
割

れ
ず
、
繰
り
返
し
挑
戦
し
楽

し
み
ま
し
た
。
子
供
た
ち
の

成
長
が
楽
し
み
な
行
事
に
な

る
よ
う
今
後
も
続
け
て
い
け

た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

（
河
合
由
美
記
）

　

安あ
ん

政せ
い

四
年
（
一
八
五
七
）
一
月
十
二
日
、
開
導

聖
人
は
四
十
一
歳さ

い

の
時と

き

、
と
て
も
寒さ

む

さ
き
び
し
い

京
都
の
町
で
『（
華
洛
）
本
門
佛
立
講
』
を
ご
開

講
（
教お

し

え
が
開ひ

ら

か
れ
、
宗し

ゅ
う

教き
ょ
う

・
宗し

ゅ
う

派は

が
新
た
に
生

ま
れ
る
こ
と
）
さ
れ
た
ん
だ
。

　

こ
の
日
、
開
導
聖
人
が
住す

ん
で
い
た
ご
実じ

っ

家か

の

大お
お

路じ

家け

（
現
・
誕た

ん

生じ
ょ
う

寺じ

）
に
ほ
ど
近ち

か

い
、
新し

ん

町ま
ち

蛸た
こ

薬や
く

師し

下さ
が

る
西に

し

側が
わ

の
千ち

切ぎ
り

屋や

・
谷た

に

川が
わ

浅あ
さ

七し
ち

さ
ん
の
家い

え

に
、
数す

う

人に
ん

の
ご
信し

ん

者じ
ゃ

が
集あ

つ

ま
り
、
開
導
聖
人
み
ず

か
ら
ご
染せ

ん

筆ぴ
つ

（
筆ふ

で

で
文
字
や
絵
を
書
く
こ
と
）
さ

れ
た
御ご

本ほ
ん

尊ぞ
ん

を
お
ま
つ
り
し
、
御お

題だ
い

目も
く

を
お
唱と

な

え

し
、
御ご

法ほ
う

門も
ん

が
説と

か
れ
、『
本
門
佛
立
講
』
の
ご

開
講
と
な
っ
た
ん
だ
。

　

こ
の
ご
開
講
に
参さ

ん

詣け
い

し
た
ご
信
者
方
は
、
①
千

切
屋
と
い
う
お
店
の
店て

ん

主し
ゅ

・
谷
川
浅
七
、
②
そ
の

奥お
く

さ
ん
の
谷
川
シ
マ
、
③
千
切
屋
で
働は

た
ら

い
て
い
た

宗そ
う

助す
け

、
④
竹た

け

や
町ま

ち

三さ
ん

長ち
ょ
う

（
三さ

ん

文も
ん

し
や
長ち

ょ
う

兵べ

衛え

）
の

母
の
久ひ

さ

の
四
人
（
六
人
と
の
説せ

つ

も
あ
る
）。
谷
川

浅
七
さ
ん
は
初し

ょ

代だ
い

講こ
う

元も
と

（
中
心
と
な
っ
て
世せ

話わ

を

す
る
役や

く

）
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。

　

で
は
、
な
ぜ
開
導
聖
人
は
『
本
門
佛
立
講
』
を

ご
開
講
さ
れ
た
の
か
？

　

そ
れ
は
当と

う

時じ

、
お
葬そ

う

式し
き

や
ご
回え

向こ
う

ば
か
り
を
専せ

ん

門も
ん

と
し
て
い
た
り
、
全ま

っ
た

く
人
々
に
御
題
目
を
弘ひ

ろ

め

よ
う
と
し
な
い
、
そ
ん
な
お
坊ぼ

う

さ
ん
や
宗し

ゅ
う

門も
ん

の
あ

り
方
に
対た

い

し
て
、
開
導
聖
人
は
と
て
も
疑ぎ

問も
ん

（
う

た
が
い
問と

う
こ
と
）
を
持も

っ
て
お
ら
れ
た
ん
だ
。

　

そ
こ
で
開
導
聖
人
は
、
現げ

ん

実じ
つ

に
悩な

や

み
苦く

る

し
む
人

や
病び

ょ
う

気き

の
人
々
を
お
救す

く

い
し
、
希き

望ぼ
う

や
勇ゆ

う

気き

を
与あ

た

え
、
真し

ん

の
仏ぶ

っ

教き
ょ
う

者し
ゃ

と
し
て
「
御
題
目
を
伝
え
弘
め

多お
お

く
の
方
々
を
お
助た

す

け
し
ょ
う
」
と
決け

つ

意い

さ
れ
た

こ
と
が
、『
本
門
佛
立
講
』
の
ご
開
講
の
大
き
な

理り

由ゆ
う

と
な
っ
た
ん
だ
ね
。

　

わ
ず
か
数
名
で
開
講
し
た
『
本
門
佛
立
講
』。

し
か
し
、
開
導
聖
人
は
『
後の

ち

万ま
ん

人に
ん

を
も
っ
て
数か

ぞ
え

ん

ず
』
と
語か

た

ら
れ
て
い
る
ん
だ
。
将し

ょ
う

来ら
い

に
大
き
な
夢ゆ

め

を
抱い

だ

き
な
が
ら
、
御
題
目
を
「
お
弘
め
す
る
ぞ
！
」

と
の
力
強
い
意い

欲よ
く

が
と
て
も
伝
わ
っ
て
く
る
ね
。

こ
こ
に
今こ

ん

日に
ち

の
本
門
佛
立
宗し

ゅ
う

の
原げ

ん

点て
ん

が
ス
タ
ー
ト

し
た
ん
だ
よ
。

　

こ
の
『
本
門
佛
立
講
』
の
ご
開
講
の
地ち

・
旧き

ゅ
う

谷

川
浅
七
さ
ん
宅た

く

跡あ
と

も
、
長
い
間
、
人
手
に
渡わ

た

っ
て

い
た
ん
だ
け
ど
昭し

ょ
う

和わ

六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
三

月
、
宗
門
が
無ぶ

事じ

に
入
手
（
手
に
入
れ
る
こ
と
）

す
る
こ
と
が
で
き
た
ん
だ
。
実じ

つ

に
ご
開
講
か
ら
百

三
十
年
目
の
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
よ
。

　

こ
の
年
の
三
月
二
十
八
日
、
こ
の
地
を
「
開
講

聖
地
」
と
す
る
奠て

ん

定て
い

（
定さ

だ

め
る
）
式し

き

が
行
わ
れ
、

宗
門
に
よ
る
永え

い

世せ
い

（
限か

ぎ

り
の
な
い
な
が
い
年
月
）

護ご

持じ

（
大
切
に
ま
も
り
保た

も

つ
こ
と
）
が
誓ち

か

わ
れ
た

ん
だ
ね
。

　

ま
さ
に
こ
の
開
講
聖
地
こ
そ
、
当
宗
の
「
ご
弘ぐ

通づ
う

の
原
点
」
な
ん
だ
。
皆み

な

も
一い

ち

度ど

、
こ
の
『
開
講

聖
地
』
に
お
参ま

い

り
し
よ
う
ね
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
原
稿
の
依
頼
を

い
た
だ
き
、
至
り
ま
せ
ん
が

少
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
こ
の
本
山
初
灯
明
料

は
お
初
穂
信
心
、
本
山
の
お

祖
師
さ
ま
へ
の
年
の
最
初
の

奉
納
ご
奉
公
と
心
得
て
お
り

ま
し
た
が
、
特
に
小
僧
に
と

っ
て
昨
年
五
月
に
当
寺
院
と

し
て
一
大
事
的
ご
奉
公
で
あ

る
住
職
交
代
式
就
任
式
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
責
任

の
重
さ
、
信
心
の
改
良
に
取

り
組
む
毎
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
改
良
の
ご
奉
公
の
一

つ
で
あ
る
本
山
初
灯
明
料
を

教
務
自
身
か
ら
と
取
り
組
み

ま
た
、
ご
信
者
に
も
志
を
も

っ
て
さ
せ
て
い
た
だ
く
奉
納

は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
こ
と

で
、
そ
れ
だ
け
に
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
こ
と
は
そ
れ
に
応

じ
て
お
計
ら
い
の
あ
る
こ
と

を
御
講
や
様
々
な
機
会
に
伝

え
、
ま
た
こ
の
度
、
宗
門
で

作
成
さ
れ
た
功
徳
箱
も
活
か

し
て
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。

た
んん
だ

開

　講

　聖

　地

せ
い

ち

ご

開

講

か
い

こ
う

「本門佛立講」ご開講の様子

『
開
講
御
本
尊
』

開
導
聖
人
が
ご
開
講
に
あ
た
り
ご
染
筆
さ
れ
た
御
本
尊
。

「
華
洛
本
門
佛
立
講
」
の
ご
開
講
図

「
清
風
一
代
記
略
図
」・
御
自
画
伝
・
扇
全
五
巻
二
〇
二
頁

―開講聖地―
『みやこより　咲きはじめたる　法の花』の
御教句碑が建つ。当宗の“ご弘通の原点”だ

　

松ま
つ

平だ
い
ら

頼よ
り

該か
ね

公こ
う

《
讃さ

ぬ
き岐
の
国
（
香か

川が
わ

県け
ん

）
の
藩は

ん

主し
ゅ

・
松

平
頼よ

り

胤た
ね

の
お
兄
さ
ん
》
は
、
と
て
も
熱ね

っ

心し
ん

な
御お

題だ
い

目も
く

の

ご
信し

ん

者じ
ゃ

だ
っ
た
ん
だ
。
こ
の
頼
該
公
と
開か

い

導ど
う

聖し
ょ
う

人に
ん

は
、

「
仏

ほ
と
け

様さ
ま

の
み
教
え
を
正
し
く
お
伝つ

た

え
し
た
い
」
と
い
う

点て
ん

で
、
と
て
も
意い

見け
ん

が
合あ

っ
た
ん
だ
ね
。
そ
こ
で
、
頼

該
公
は
香
川
県
・
高た

か

松ま
つ

に
、
開
導
聖
人
は
京

き
ょ
う

都と

に
、
そ

れ
ぞ
れ
「
本ほ

ん

門も
ん

佛ぶ
つ

立り
ゅ
う

講こ
う

」
を
開ひ

ら

く
こ
と
を
約や

く

束そ
く

し
た
ん

だ
。
今
回
は
「（
華か

洛ら
く

）
本
門
佛
立
講
」
の
ご
開か

い

講こ
う

の

お
話は

な

し
を
す
る
ね
。

奉
納
額
前
年
比
39
％
増
加

必
ず
お
計
ら
い
あ
る
事
を
伝
え
る

２
支
・
玉
泉
寺
住
職

　
梅
田 

現
昌

志
厚
く
初
灯
明
料
奉
納
を
！

優
秀
寺
院
・
信
徒
に
伺
う

薫
化
会
で
流
し
そ
う
め
ん
行
う

プ
ー
ル
や
ス
イ
カ
割
も
大
好
評

本
光
寺

2支

スイカ割に挑戦！「なかなか割れないぞ」

薫化会の子供たちもお父さん・お母さんも真剣…


