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末
法
の
法
華
経
の
行
者
で
あ
る

日
蓮
大
聖
人
は
、
南
無
妙
法
蓮
華

経
こ
そ
一
切
衆
生
救
済
の
教
え
で

あ
る
こ
と
を
証
得
さ
れ
、
そ
の
御

生
涯
を
妙
法
弘
通
に
さ
さ
げ
ら
れ

た
。
そ
の
日
蓮
大
聖
人
の
正
意
を

拝
受
さ
れ
た
の
は
白
蓮
阿あ

闍じ
ゃ
梨り

日
興
上
人
で
あ
る
。
宗
祖
御
遷せ
ん

化げ

の
後
、
日
興
上
人
は
身
延
山
に

在
住
さ
れ
た
が
、
地
頭
の
波
木
井

実
長
と
民み
ん
部ぶ

日に

向こ
う
師
の
謗
法
に

よ
っ
て
、
法
華
本
門
の
正
法
を
護

持
弘
通
す
る
た
め
に
は
、
身
延
の

地
を
離
れ
る
こ
と
も
や
む
な
し
と

決
断
さ
れ
、
富
士
の
麓
に
令
法
久

住
の
礎
を
築
か
れ
た
。

　

こ
の
時
の
ご
心
中
は
『
原
殿
御

返
事
』
に
「
身
延
澤
を
罷ま
か
り
出
て

候
事
、
面
目
な
さ
本
意
な
さ
申
し

尽
し
難
く
候
へ
ど
も
、
打
ち
還
し

案
じ
候
へ
ば
い
づ
く
に
て
も
聖
人

の
御
義
を
相あ
い
継つ

ぎ
進ま
い
ら
せ
て
、
世

に
立
て
候
は
ん
事
こ
そ
詮
に
て
候

へ
」と
お
述
べ
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
ご
精
神
こ
そ
が
富
士
門
流
の

原
点
で
あ
り
、
門
弟
僧
俗
は
け
っ

し
て
ゆ
る
が
せ
に
し
て
は
な
ら
な

い
。
日
興
上
人
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

権
威
や
権
力
に
流
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
宗
祖
の
正
法
正
義
を
護
り
、

世
に
立
て
る
こ
と
が
、
一
切
に
優

先
す
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
お
示

し
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

末
法
相
応
の
法
華
本
門
の
教
え

を
伝
え
る
富
士
日
興
門
流
。
そ
の

再
興
を
願
っ
て
興
起
し
た
正
信
覚

醒
運
動
も
す
で
に
35
年
の
歩
み
を

刻
ん
だ
。
運
動
は
け
っ
し
て
順
風

満
帆
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
前
進
し
た
面
も
あ
れ
ば
停
滞

し
て
い
る
面
も
あ
る
の
が
事
実
。

問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
さ
ら
に

運
動
を
推
進
す
る
べ
く
、
こ
の
度

宗
教
法
人
正
信
会
・
出
版
部
よ
り

「
妙
風
」を
発
刊
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
目
的
は
「
宗
開
三
祖
の

教
え
を
真
摯
に
求
め
、
運
動
の
理

念
と
路
線
を
明
確
に
う
た
い
、
宗

教
法
人
の
活
用
を
認
め
て
覚
醒
運

動
の
未
来
を
拓
く
」た
め
で
あ
る
。

　

新
聞
の
名
称
「
妙
風
」
は
、
日

興
上
人
が
令
法
久
住
と
広
宣
流
布

を
願
っ
て
定
め
ら
れ
た
『
遺ゆ
い

誡か
い

置お
き

文ぶ
み
』
冒
頭
の
「
夫そ
れ

以
お
も
ん
みれ
ば

末
法
弘
通
の
恵え

日に
ち
は
、
極
悪
謗
法

の
闇
を
照
ら
し
、
久
遠
寿
量
の
妙

風
は
伽が

耶や

始し

成じ
ょ
うの
権ご
ん
門も
ん
を
吹
き

払
ふ
」
と
の
御
文
に
よ
る
。
久
遠

寿
量
の
妙
風
と
は
宗
祖
ご
証
得
の

法
華
本
門
の
妙
法
で
あ
り
、
そ
の

御
法
門
は
方
便
権
教
の
教
え
を
正

し
て
衆
生
救
済
の
道
を
開
く
も
の

で
あ
る
。

　

今
日
、
阿
部
・
早
瀬
宗
門
の
邪

義
が
流
し
続
け
ら
れ
る
中
、
正
信

会
は
富
士
の
本
流
を
自
認
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
学
会
や
宗
門
の
誤

り
だ
け
を
批

判
し
て
い
れ

ば
そ
れ
で
良

し
と
す
る
こ

と
は
許
さ
れ

な
い
。
今
ま

で
の
法
門
観

と
信
仰
観
の
是
非
を
真
剣
に
検
証

し
、
我
わ
れ
が
宗
開
三
祖
の
教
え

を
ど
の
よ
う
に
受
持
信
行
し
て
い

る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

運
動
は
明
確
な
理
念
と
目
的
、

そ
し
て
信
頼
で
き
る
同
志
の
結
束

が
あ
っ
て
こ
そ
前
進
が
可
能
と
な

る
。
今
、
こ
こ
に
富
士
日
興
門
流

法
華
講
新
聞
「
妙
風
」
を
発
刊
す

る
こ
と
は
、
覚
醒
運
動
の
未
来
の

た
め
に
時
宜
に
適
っ
た
も
の
で
あ

る
。
宗
祖
の
「
命
限
り
有
り
惜
し

む
べ
か
ら
ず
、
遂
に
願
う
べ
き
は

仏
国
な
り
」
と
の
お
言
葉
を
拝
し

て
、
志
を
同
じ
く
す
る
僧
俗
は
悔

い
の
な
い
精
進

を
成
し
て
行
こ

う
。

　
「
春
の
海
／
終

日
の
た
り
／
の

た
り
か
な
」
蕪
村

の
句
で
す
。
こ
の

句
碑
が
立
つ
前

に
広
が
る
須
磨

の
海
も
、
そ
ん
な
長
閑
な

日
が
多
い
の
で
す
が
、
同

じ
海
で
あ
り
な
が
ら
、
大

地
震
と
津
波
に
よ
っ
て
表

情
を
一
変
さ
せ
ま
す
。

　

信
仰
の
世
界
で
も
似
た

よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の

で
、
油
断
は
で
き
ま
せ
ん
。

同
じ
信
仰
を
し
て
い
る
と

思
っ
て
い
る
間
に
、
時
間

の
経
過
に
よ
り
大
き
な
差

異
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
得
る
の
で
す
。

　

我
が
開
祖
の
日
興
上
人

は
、
宗
祖
の
仏
法
に
厳
正

忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
「
い

づ
く
に
て
も
聖
人
の
御
義

を
相
継
ぎ
進
ら
せ
て
、
世

に
立
て
候
は
ん
事
こ
そ
詮

に
て
候
へ
」
と
の
決
意
で

身
延
を
捨
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

当
時
は
「
多
勢
に
無
勢
」

日
興
上
人
お
一
人
対
五
老

僧
の
対
立
構
図
は
数
の
上

で
は
全
く
の
不
利
。
そ
れ

を
お
し
て
も
正
法
厳
護
を

最
優
先
さ
れ
て
の
決
断
で

あ
り
行
動
で
あ
り
ま
し
た
。

　

今
、
私
た
ち
は
、
そ
の

お
心
を
我
が
心
に
改
め
て

受
け
と
め
御
奉
公
す
べ
き

時
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
勇
猛
精
進
」
の
気
概
を

も
っ
て
、
正
信
覚
醒
運
動

の
新
た
な
前
進
を
し
て
ま

い
り
ま
し
ょ
う
。

富 士 日 興 門 流
法 華 講 新 聞

宗教法人正信会
　妙風編集室　

発行所

電話 050-1039-7434(FAX 兼 )
郵便振替 00810-3-73893
毎月１日発行　１部150円

〒 145-0071
東京都大田区田園調布5-51-11

主な紙面
東海正信連合会大会　２

大震災一周忌法要　　３

御心を拝して　　　　５

富士の源流をたずねて６

現状を直視し未来を　７

春のお彼岸　　　　　８

久
遠
寿
量
の
妙
風

衆
生
救
済
の
道
を
開
く

いづくにても聖人の御義を相継ぎ進らせんいづくにても聖人の御義を相継ぎ進らせん

４
月
４
月
2828
日　

立
宗
会

日　

立
宗
会

題
字
「
妙
風
」
は

日
興
上
人
の
御
筆



平成 24 年 (2012) ４月１日　日曜日 〈2〉創刊号
　

こ
の
と
こ
ろ
し
ば
し

ば
「
正
信
会
統
一
見
解
」

な
る
も
の
が
強
調
さ
れ

る
。
有
志
の
会
の
抗
議
を

強
引
に
押
し
き
っ
て
強

行
し
た
選
挙
で
、
新
議

長
に
選
ば
れ
ま
し
た
と

い
う
古
川
興
道
師
も
『
継

命
』
２
月
15
日
号
で
挨
拶

を
載
せ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
こ
れ
を

述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
正
信
会
統
一
見
解
と
は
、

一
、 

本
門
戒
壇
の
大
御
本
尊
を
断
じ
て

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二
、 

宗
開
両
祖
の
御
教
示
、
御
遺
訓

を
正
し
く
弁
え
ら
れ
厳
護
さ
れ
る

法
主
上
人
に
対
し
奉
っ
て
は
、
血

脈
付
法
の
大
導
師
と
信
伏
随
順
申

し
上
げ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、

我
々
も
そ
れ
を
心
か
ら
望
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

三
、
今
回
の
騒
動
の
元
凶
た
る
池
田
大

作
氏
の
謗
法
行
為
は
断

じ
て
見
逃
す
訳
に
は
い

か
な
い
し
、
そ
れ
を
容

認
、
弁
護
す
る
が
如
き

管
長
、
宗
務
当
局
の
在

り
方
は
明
ら
か
に
誤
り

で
あ
る
。

　

こ
れ
が
作
成
さ
れ
た
経
緯

を
い
う
と
、
大
阪
・
蓮
華
寺

住
職
で
、
当
時
日
蓮
正
宗
宗
会
議
長
で

あ
っ
た
久
保
川
法
章
師
が
、「
究
極
の

御
本
尊
」

と
い
う
論

文
で
、
偶

像
崇
拝
化
し
て
し
ま
っ
た
近
年
の
唯
物

的
戒
壇
本
尊
観
を
批
判
し
、「
世
界
宗

教
へ
の
脱
皮
」
と
い
う
論
文
で
貫
首
本

仏
思
想
に
偏
向
し
て
い
る
阿
部
宗
門
の

血
脈
観
に
批
判
を
加
え
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
阿
部
宗
門
は
「
戒

壇
の
本
尊
と
血
脈
を
否
定
し
た
」
と
い

う
教
義
違
反
の
理
由
で
久
保
川
師
を
擯ひ
ん

斥せ
き
に
付
し
た
。

　

久
保
川
師
の
説
に
対
し
て
在
勤
教
師

会
の
学
僧
ら
が
味
方
を
し
て
大
い
に
論

陣
を
張
り
、
時
節
の
混
乱
、
宗
旨
分
・

宗
教
分
の
立
て
分
け
の
な
さ
、
流る

転て
ん

門も
ん
と
還げ
ん

滅め
つ
門も
ん
の
混
同
に
よ
る
法
門
の

誤
り
等
々
、
現
宗
門
教
学
の
非
を
打
ち

鳴
ら
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
在
勤
教
師
会
の
法
義
研

鑽
を
快
く
思
わ
な
い
人
た
ち
が
、「
戒

壇
の
大
御
本
尊
に
つ
い
て
議
論
し
た

り
、
唯
授
一
人
の
血
脈
に
異
論
を
挟
む

こ
と
は
、
正
信
会
の
僧
侶
を
排
斥
し
よ

う
と
す
る
阿
部
宗
門
の
思
う
ツ
ボ
で
あ

る
、
教
義
違
反
を
理
由
と
し
て
処
分
さ

れ
て
は
裁
判
所
は
訴
え
そ
の
も
の
を
門

前
払
い
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
主
張

し
、
こ
の
統
一
見
解
を
起
草
し
た
の
で

あ
っ
た
。
当
然
論
議
を
尽
く
し
て
こ
れ

が
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
阿
部

宗
門
の
稚
拙
な
批
判
に
と
り
あ
え
ず
対

応
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
こ
の
三
ケ
条
の
統
一
見
解
の
う

ち
、
三
番
目
の
池
田
氏
に
関
す
る
事
項

は
、
今
で
は
無
効
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
見

解
は
運
動
の
現
状
に
即
し
て
い
な
い
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
し

て
起
草
に
関
わ
っ
た
人
た
ち
の
戒
壇
本

尊
観
や
血
脈
観
、
法
主
観
を
以
て
正
信

会
の
統
一
見
解
と
謳
わ

れ
る
こ
と
は
迷
惑
な
話

で
あ
る
。
よ
し
ん
ば
そ

の
当
時
戦
術
的
に
そ
う
し
た
の
で
あ
れ

ば
、
あ
ら
た
め
て
統
一
見
解
と
し
て
認

め
る
か
否
か
、
今
一
度
正
信
会
の
全
員

に
問
う
べ
き
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
今

後
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
こ
の
統
一
見
解
が

強
調
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
個
々
の
信

仰
の
内
心
が
こ
ん
な
も
の
で
縛
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。

　

来
た
る
４
月
８
日
（
日
）
午
前
10
時
よ
り
、
日
目
上

人
ゆ
か
り
の
岐
阜
県
天
奏
寺
に
お
い
て
、
宗
教
法
人
正

信
会
の
教
師
補
任
式
が
挙
行
さ
れ
る
。
補
任
式
は
僧
道

を
志
し
て
得
度
し
た
僧
侶
が
、
十
数
年
の
修
行
を
経
て

教
師
に
補
任
さ
れ
、
は
じ
め
て
登
高
座
し
て
の
説
法
を

許
さ
れ
る
儀
式
。
本
宗
僧
侶
に
と
っ
て
は
三
世
の
大
願

と
さ
れ
る
。

　

昨
年
の
教
師
補
任
式
は
直
前
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大

震
災
の
た
め
に
一
年
延
期
と
な
り
、
今
春
の
補
任
式
に

は
、
挙
式
予
定
で
あ
っ
た
大
山
興
厳
師
（
横
浜
市
妙
法

院
在
勤
）
と
米
森
法
樹
師
（
熊
谷
市
法
潤
寺
在
勤
）
の

両
師
と
、
川
田
仙
征
師
（
札
幌
市
行
足
寺
在
勤
）
の
三

師
が
臨
む
。
三
師
は
前
に
所
定
の
論
文
を
提
出
し
、
審

査
の
結
果
、
補
任
式
の
挙
行
を
許
さ
れ
た
。

　

意
義
深
い
教
師
補
任
式
。
式
に
臨
む
三
師
は
も
ち
ろ

ん
、
各
師
匠
と
講
中
の
喜
び
は
ひ
と
し
お
で
あ
ろ
う
。

　

正
信
会
の
未
来
は
若
い
僧
侶
が
有
縁
の
信
徒
と
手
を

携
え
て
、
使
命
感
を
も
っ
て
切
り
開
い
て
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
、そ
の
高
い
志
に
大
き
な
声
援
を
お
く
り
た
い
。

　

３
月
４
日
（
日
）
第
25
回
東

海
正
信
連
合
会
の
大
会
が
静
岡

県
磐
田
市
の
本
妙
院
（
奥
興
正

住
職
）
で
開
催
さ
れ
た
。
大
会

に
先
立
ち
、
東
日
本
大
震
災
物

故
者
へ
の
第
一
周
忌
追
善
法
要

が
、
奥
住
職
を
導
師
と
し
て
営

ま
れ
、
未
曽
有
の
大
災
害
で
尊

い
命
を
奪
わ
れ
た
方
々
の
追
善

の
た
め
に
、
参
加
者
は
真
心
か

ら
の
読
経
・
焼
香
・
唱
題
を
申

し
上
げ
た
。

　

引
き
続
い
て
応
身
寺
法
華
講

の
大
坪
香
織
さ
ん
と
勝
又
明
子

さ
ん
の
司
会
進
行
で
大
会
に
移

り
、
は
じ
め
に
副
幹
事
長
の
大

石
壽
太
郎
さ
ん
（
専
行
寺
法
華

講
）
が
開
会
の
こ
と
ば
を
の

べ
、
次
で
幹
事
長

の
太
田
年
太
郎
さ

ん
（
本
妙
院
法
華

講
）
が
挨
拶
、
こ
の
大
会
を
契

機
に
静
岡
・
神
奈
川
の
同
志
が

団
結
し
て
よ
り
良
い
正
信
覚
醒

運
動
を
展
開
し
て
行
こ
う
と
の

べ
た
。

　

信
仰
所
感
の
発
表
で
は
、
は

じ
め
に
応
身
寺
法
華
講
の
加
納

実
さ
ん
が
、講
中
の
子
供
会「
や

ま
も
も
会
」
の
役
員
を
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
活
動
を
通

し
て
、
あ
せ
ら
ず
じ
っ
く
り
と

子
供
た
ち
の
信
仰
心
を
育
み
、

法
燈
相
続
し
て
行
く
こ
と
の
大

切
さ
を
語
り
、
ま
た
、
大
震
災

を
き
っ
か
け
に
生
と
死
を
意
識

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
仏

縁
を
大
事
に
し
て
こ
れ
か
ら
も

精
進
し
て
行
き
た
い
と
の
べ

た
。
次
に
妙
覚
院
法
華
講
の
中

鶴
浩
嗣
さ
ん
が
、
新
居
に
御
本

尊
様
を
お
迎
え
し
た
こ
と
か
ら

信
仰
を
ふ
り
か
え
り
、
両
親
の

ま
じ
め
な
信
仰
心
に
導
か
れ
た

こ
と
、
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
悩

み
を
信
仰
を
根
本
に
解
決
し
て

き
た
こ
と
、
こ
れ
か
ら
家
族
に

信
仰
を
伝
え
て
行
く
た
め
に

も
、
一
日
一
日
一
所
懸
命
に
生

き
る
姿
を
示
し
て
行
き
た
い
と

語
っ
た
。
最
後
に
応
身
寺
法
華

講
の
山
口
秋
子
さ
ん
が
発
表
。

真
剣
に
信
仰
に
励
む
母
の
姿
に

感
じ
て
入
信
し
た
こ
と
、
険
し

い
人
生
航
路
の
浮
き
沈
み
に
遭

い
な
が
ら
も
、
住
職
の
指
導
を

中
心
に
今
日
ま
で
信
仰
を
継
続

し
て
き
た
こ
と
を
話
し
、
こ
れ

か
ら
も
唱
題
に
励
み
正

法
護
持
と
法
燈
相
続
に

努
め
て
行
き
た
い
と
の

べ
た
。

　

続
い
て「
覚め

醒ざ

め
る
」

と
題
し
て
大
山
謙
道
師

（
妙
法
院
住
職
）
が
講

演
。
仏
道
の
本
義
が
迷

妄
か
ら
目
覚
め
る
こ
と

に
あ
り
、
釈
尊
か
ら
宗

祖
へ
そ
の
精
神
が
継
承

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま

た
、
富
士
門
流
に
起

こ
っ
た
正
信
覚
醒
運
動

は
意
義
深
く
、
そ
の
達

成
は
志
を
立
て
た
僧
俗
の
責
任

で
あ
る
こ
と
を
語
っ
た
。
そ
の

上
で
学
会
や
宗
門
の
間
違
い
か

ら
は
覚
醒
し
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
宗
開
三
祖
の
教
え
に
本
当

に
目
覚
め
て
い
る
か
ど
う
か
が

最
も
大
事
で
あ
る
こ
と
を
強

調
。
運
動
も
約
35
年
の
時
を
経

過
し
て
お
り
、
運
動
当
初
と
は

内
外
の
環
境
が
大
き
く
変
化
し

て
い
る
と
し
て
、
改
め
て
覚
醒

運
動
の
意
義
と
現
状
に
つ
い
て

丁
寧
に
説
明
し
た
。
今
後
の
展

望
で
は
、「
宗
開
三
祖
の
教
え

を
真
摯
に
求
め
、
宗
教
法
人
正

信
会
を
活
用
」
し
て
未
来
を
切

り
開
い
て
行
こ
う
と
の
べ
た
。

（
４
面
に
講
演
メ
モ
を
掲
載
）

　

最
後
に
奥
興
正
師
が
開
催
寺

院
住
職
挨
拶
、「
宗
祖
の
教
え

を
根
本
に
、
連
合
会
は
手
を
携

え
て
精
進
し
よ
う
」
と
の
べ
、

副
幹
事
長
熊
木
真
治
さ
ん
（
妙

法
院
法
華
講
）
の
閉
会
の
こ
と

ば
で
大
会
は
終
了
し
た
。

「
正
信
会
統
一
見
解
」
と
は

ご

案

内

教
師
補
任
式

　
　

宗
教
法
人
正
信
会

新
た
な
決
意
で
精
進
を

東海正信連合会

第25回大会を開催

※第２回妙眞寺法華講総会　４月１日 10:30

　東京都大田区　03-6410-7677

※第 19 回妙報院法華講総会 ４月 15 日 13:00

　静岡県御殿場市　0550-87-6420

※第 34 回応身寺法華講総会 ４月 15 日 13:00

　静岡県藤枝市　054-643-5700

※第７回円乗寺法華講総会 ４月 22 日 13:00

　千葉県香取市　0478-52-1343

※第 12 回信敬寺法華講総会 ４月 22 日 13:00

　広島県呉市　0823-30-3236

※「富士法門研鑽勉強会」 ４月 29 日 13:00

　兵庫県妙宣寺　072-770-1333

※広徳寺創立記念法要並びに法華講総会

  ５月５日 10:00　徳島県　0883-52-2023

※第 33 回妙宣講総会・妙宣院主管座替式

  ５月 27 日 13:00　兵庫県　072-758-3393

行 事 案 内

４月８日（日）
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３
月
９
日
（
金
）
午
後

２
時
よ
り
宮
城
県
登
米
市

の
本
源
寺
（
近
藤
譲
行
住

職
）
に
お
い
て
、
有
縁
の

僧
侶
や
講
中
役
員
、
遺
族

の
方
々
が
多
数
参
列
し

て
、
東
日
本
大
震
災
で
犠

震
災
で
犠
牲
に
な
っ
た
檀

信
徒
を
含
む
す
べ
て
の
物

故
者
を
偲
び
、
懇
ろ
に
焼

香
を
捧
げ
た
。
遺
族
の
中

に
は
小
さ
な
子
供
も
参
加

し
て
い
て
、
親
の
作
法
に

な
ら
っ
て
小
さ
な
手
を
合

わ
せ
、
犠
牲
者
の
冥
福
を

祈
っ
て
い
た
。

　

法
要
の
後
、
近
藤
住
職

が
挨
拶
。
近
藤
師
は
大
震

災
が
発
生
し
て
か
ら
の
一

年
を
振
り
返
り
つ
つ
、「
震

災
後
は
、
本
堂
屋
根
等
の

修
復
の
み
な
ら
ず
、
犠
牲

に
な
ら
れ
た
檀
信
徒
の
こ

私
達
の
こ
と
を
見
守
っ
て

い
て
く
だ
さ
る
こ
と
と
確

信
し
て
い
ま
す
。
震
災
の

復
興
に
は
檀
信
徒
の
方
々

の
ご
支
援
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
正
信
会
僧
俗
よ
り

多
額
の
義
援
金
を
頂
戴

し
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
」
と
語

り
、
法
要
の

た
め
に
何
か

と
準
備
を
整
え
ら
れ
た
講

中
の
役
員
等
に
も
感
謝
の

言
葉
を
の
べ
ら
れ
た
。

　

最
後
に
講
頭･

佐
々
木

孝
行
氏
が
挨
拶
。
佐
々
木

氏
は
「
震
災
そ
の
も
の
が

ま
さ
に
千
年
に
一
度
と
い

う
大
震
災
で
あ
り
、
そ
の

牲
に
な
っ
た
物
故
者
の
第

一
周
忌
法
要
が
執
り
行
わ

れ
た
。
富
士
日
興
門
流
の

古
刹
で
あ
る
本
源
寺
で

は
、
昨
年
３
月
11
日
の
大

震
災
で
、
本
堂
屋
根
の
損

壊
を
は
じ
め
建
物
に
甚
大

な
被
害
を
受
け
た
。ま
た
、

講
中
に
は
家
屋
の

崩
壊
や
流
出
と
い

う
被
害
も
発
生
し

た
ば
か
り
か
、
５
名
の
檀

信
徒
の
方
々
が
犠
牲
と
な

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

法
要
は
近
藤
住
職
の

導
師
の
下
、
献
膳
・
読

経
・
唱
題
と
如
法
に
奉
修

さ
れ
、
本
堂
に
追
善
の
唱

題
が
響
く
中
、
参
列
者
は

と
、
家
屋
の
崩
壊
な
ど
で

多
く
の
檀
信
徒
が
苦
労
を

し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
思

い
、
心
穏
や
か
な
日
々
が

早
く
訪
れ
る
こ
と
を
祈
念

し
続
け
て
き
た
。
そ
う
し

た
想
い
が
、
本
日
の
法
要

に
有
縁
の
僧
侶
が
多
く
参

詣
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と

に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
感
謝
し
て
お
り

ま
す
。
ま
た
、
遺
族
の
方

も
多
く
参
詣
し
て
い
た
だ

い
た
こ
と
で
、
犠
牲
に
な

ら
れ
た
方
々
も
霊
山
浄
土

で
安
ら
か
に
過
ご
さ
れ
、

た
め
に
講
中
に
お
い
て

も
、
ま
た
石
巻
市
の
大
川

小
学
校
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
こ
れ
か
ら
の
社
会

を
担
っ
て
い
く
べ
き
小
さ

な
命
が
た
く
さ
ん
犠
牲
に

な
っ
た
。
復
旧
・
復
興
の

現
実
は
ま
と
こ
に
悲
し
く

厳
し
い
も
の
が
あ
る
が
、

本
日
の
法
要
を
機
に
大
聖

人
様
へ
の
信
仰
を
さ
ら
に

深
め
て
い
き
た
い
」
と

語
っ
た
。
法
要
終
了
後
の

懇
談
会
で
は
参
詣
僧
俗
が

親
し
く
語
ら
い
、
復
興
へ

の
思
い
と
信
心
の
大
切
さ

を
新
た
に
精
進
を
誓
い
合

い
ま
し
た
。

　

去
る
２
月
27
日
高
知
県
土
佐
郡
・
大

聖
山
本
因
妙
寺
初
代
住
職
・
興
教
院
開

基
初
代
主
管
井
上
中
道
師
（
中
道
房
日

心
大
徳
）
に
は
、
か
ね
て
病
気
療
養
中

の
と
こ
ろ
91
歳
を
も
っ
て
ご
逝
去
さ
れ

ま
し
た
。

　

訃
報
は
直
ち
に
ご
子
息
で
あ
る
鹿
児

島
市
上
行
院
井
上
豊
道
師
に
伝
え
ら

れ
、
更

に
後
事

を
託
さ

れ
た
広

徳
寺
磯

崎
文
城

師
他
法

類
有
縁
の
諸
大

徳
、
檀
信
徒
に

伝
え
ら
れ
夕
刻
に
は
主
だ
っ
た

方
々
が
参
集
。
午
後
７
時
よ
り
磯
崎
文
城

師
の
導
師
に
よ
り
枕
経
が
修
さ
れ
、
明
く

る
28
日
は
「
有
志
の
会
」
第
五
教
区
の
諸

大
徳
、
並
び
に
法
類
有
縁
の
諸
大
徳
、
檀

信
徒
多
数
の
参
列
の
も
と
午
後
６
時
よ

り
し
め
や
か
に
通
夜
の
儀
が
執

り
行
わ
れ
た
。

　

葬
儀
は
29
日
午
前
９
時
よ

り
、
諸
大
徳
、
親
類
、
檀
信
徒

並
び
に
近
隣
の
方
々
の
参
列
を

得
て
、
磯
崎
文
城
師
の
導
師
に

よ
り
執
り
行
わ
れ
た
。
参
列
者

の
懇
ろ
な
る
読
経
・
焼
香
に
引

き
続
き
、
宗
教
法
人
正
信
会
代

表
役
員
の
川
井
泰
円
師
（
神
通

寺
住
職
）、法
類
代
表
佐
野
知
道
師
（
常

光
寺
住
職
）、
檀
信
徒
代
表
沢
田
幸
男

氏
（
本
因
妙
寺
総
代
）
に
よ
り
弔
辞
が

奉
読
さ
れ
、
全
国
各
地
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
弔
電
も
披
露
さ
れ
て
御
霊
前
に
供
え

ら
れ
た
。
更
に
読
経
・
引
題
目
の
後
、

井
上
豊
道
師
よ

り
遺
族
親
族
を

代
表
し
て
の
挨

拶
が
な
さ
れ
た
。

引
き
続
い
て
参

列
者
全
員
に
よ

る
お
別
れ
が
行

わ
れ
て
出
棺
と

な
っ
た
。

　

斎
場
に
お
い

て
荼
毘
に
付
さ
れ
た
御

遺
骨
は
12
時
過
ぎ
に
本

因
妙
寺
に
帰
り
、
12
時
20
分
よ
り
初

七
日
忌
法
要
が
執
り
行
わ
れ
た
。
法

要
の
後
に
は
喪
主
の
井
上
豊
道
師
よ

り
参
列
僧
俗
に
対
し
丁
重
な
謝
辞
が

の
べ
ら
れ
、
饗
応
の
後
、
14
時
に
は

葬
儀
の
一
切
が
滞
り
な
く
終
了
し
た
。

　

井
上
師
は
初
代
住
職
に
任
ぜ
ら
れ

て
よ
り
46
年
の
間
、
墓
地
の
新
設
や

三
師
塔
の
建
立
な
ど
寺
域
の
整
備
等

に
力
を
尽
く
さ
れ
、
正
信
覚
醒
運
動

の
興
起
と
と
も
に
運
動
に
参
画
、
後
々

の
た
め
に
新
菩
提
寺
「
興
教
院
」
を

設
立
さ
れ
、
平
成
12
年
３
月
31
日
に

は
宗
教
法
人
の
認
可
を
得
る
な
ど
、

令
法
久
住
の
道
を
拓
か
れ
て
霊
山
に

旅
立
た
れ
た
。

　

厳
し
い
冬
も
去
り
、

山
々
も
春
景
色
に
替
わ
ろ

う
と
し
て
い
る
本
日
、
中

道
房
日
心
大
徳
に
お
別
れ

の
言
葉
を
申
し
あ
げ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

師
は
大
正
11
年
５
月
15

日
、
宮
城
県
石
巻
市
に
出

生
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
37

年
４
月
18
日
、
総
本
山
第

六
十
六
世
日
達
上
人
の
弟

子
と
し
て
出
家
得
度
さ

れ
、昭
和
44
年
３
月
30
日
、

本
因
妙
寺
住
職
に
任
ぜ
ら

れ
ま
し
た
。
赴
任
中
の
昭

和
51
年
10
月
４
日
に
は
本

因
妙
寺
十
周
年
記
念
法
要

を
執
り
行
い
、
同
時
に
三

師
塔
開
眼
供
養
を
奉
修
い

た
し
ま
し
た
。
昭
和
57
年

９
月
16
日
に
宗
門
よ
り
不

当
な
擯
斥
処
分
を
受
け
ま

し
た
が
、
こ
れ
も
偏
え
に

師
の
死
身
弘
法
、
正
法
護

持
の
精
神
が
強
固
で
あ
っ

た
証
左
で
あ
る
と
、
深
く

敬
服
い
た
し
ま
す
。
出
家

当
初
よ
り
、
創
価
学
会
大

幹
部
の
所
業
を
見
て
そ
の

実
態
を
知
る
と
こ
ろ
と
な

り
、
こ
れ
を
正
し
、
更
に

は
宗
門
の

責
任
を
追

及
し
な
く

て
は
、
真

の
祖
道
の

恢
復
は
望

め
な
い
と

心
に
留
め

ら
れ
、
そ

の
後
の
ご
奉
公
に
励
ま
れ

ま
し
た
。

　

僧
侶
と
し
て
謹
厳
実
直

な
反
面
、
家
庭
に
あ
っ
て

は
良
き
父
と
し
て
奥
様
と

共
に
３
人
の
ご
子
息
を
立

派
に
育
て
上
げ
、
次
男
の

豊
道
房
は
鹿
児
島
・
上
行

院
住
職
と
し
て
余
念
な
く

ご
奉
公
に
勤
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
今
、
正
信
覚
醒

運
動
の
第
二
幕
と
も
言
う

べ
き
時
に
師
を
失
う
事
は

誠
に
残
念
と
い
う
他
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が

ら
、
91
歳
の
今
日
に
至
る

ま
で
宗
開
両
祖
の
御
精
神

を
身
に
帯
し
て
僧
道
を
全

う
さ
れ
た
事
を
、
私
ど
も

は
範
と
な
し
、
精
進
す
る

覚
悟
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
よ
り
は
、
寂
光
の

宝
刹
に
あ
り
、
自
受
法
楽

せ
ら
れ
ん
事
を
お
祈
り
し

ま
し
て
、
お
別
れ
の
言
葉

と
致
し
ま
す
。　
　
　
　

　

宗
教
法
人
正
信
会
代
表

　
　
　
　
　
　

川
井
泰
円

　

中
道
房
日
心
大
徳
の
葬

儀
に
当

た
り
、

法
類
を

代
表
し

て
謹
ん

で
弔
辞

を
申
し

上
げ
ま

す
。

　

中
道
房
は
昭
和
37
年

４
月
18
日
、
総
本
山
第

六
十
六
世
日
達
上
人
を
御

師
範
と
仰
ぎ
、
出
家
得
度

い
た
し
ま
し
た
。

　

土
佐
町
田
井
の
地
に
大

聖
山
本
因
妙
寺
が
昭
和
41

年
11
月
25
日
に
落
成
さ
れ

る
や
、
そ
の
初
代
住
職
と

し
て
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
本
因
妙
寺
の
源
を
た

ず
ね
ま
す
と
、
こ
こ
よ
り

更
に
奥
ま
っ
た
高
須
に
、

日
満
上
人
が
自
照
院
を
建

立
さ
れ
て
、
ご
生
活
を
さ

れ
、
近
隣
の
方
々
を
教
化

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま

す
。

　

そ
の
方
々
が
、
こ
の
本

因
妙
寺
の
土
地
千
坪
を
購

入
さ
れ
、
総
本
山
に
御
供

養
さ
れ
、
そ
こ
に
日
達
上

人
が
本
堂
、
庫
裏
を
建
立

さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
よ
り
中
道
房
は
檀
信

徒
の
教
化
に
尽
く
さ
れ
、

昭
和
51
年
10
月
４
日
に
は

墓
地
納
骨
堂
を
整
備
さ
れ

ま
し
た
。

　

昭
和
52
年
、
創
価
学
会

の
謗
法
を
呵
嘖
せ
ん
と
し

て
興
っ
た
正
信
覚
醒
運
動

に
は
、
当
初
よ
り
身
を
挺

さ
れ
、
富
士
の
清
流
を
此

の
地
に
流
布
せ
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
中
道

房
の
道
念
堅
固
に
よ
る
も

の
と
正
信
会
員
の
等
し
く

認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

　

し
か
し
、
今
正
信
の
僧

俗
が
一
丸
と
な
り
布
教
推

進
運
動
に
励
む
時
に
、
大

徳
の
御
逝
去
に
あ
う
事

は
、
誠
に
残
念
と
申
す
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
よ
り
は
霊
山
浄
土

に
於
い
て
、
自
受
法
楽
あ

ら
ん
こ
と
を
。
御
師
範
日

達
上
人
に
お
会
い
し
ま
し

た
ら
、
我
々
の
こ
と
も
御

報
告
く
だ
さ
い
。

　

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、

法
類
を
代
表
し
て
の
弔
辞

と
致
し
ま
す
。

　

法
類
代
表　

佐
野
知
道

弔　

辞

高知県
本
因
妙
寺

井
上
中
道
師
逝
去

正
信
の
御
奉
公
を
つ
ら
ぬ
く

霊
山
浄
土
で
安
ら
か
に

東日本大震災第一周忌法要
宮城県登米市

本源寺

雪に浄められた本因妙寺
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私
た
ち
の
東
海
正
信
連
合
会

は
、
富
士
日
興
門
流
に
興
起
し

た
正
信
覚
醒
運
動
に
参
画
し
連

携
し
て
い
る
静
岡
県
と
神
奈
川

県
の
寺
院
・

講
中
の
連
合

会
で
す
。

　

正
信
覚

醒
運
動
と
い

う
の
は
本
来

「
祖
道
の
恢か
い

復ふ
く
」
と
い
う

日
蓮
大
聖
人
の
ま
こ
と
の
教
え

を
蘇
生
さ
せ
る
こ
と
を
願
い
、

「
宗
風
の
刷
新
」
と
い
っ
て
創

価
学
会
や
近
代
の
宗
門
・
大
石

寺
の
悪
弊
を
正
し
て
、
富
士
日

興
門
流
ら
し
い
正
信
を
求
め
る

と
い
う
運
動
で
あ
り
ま
す
。
簡

単
に
そ
の
特
徴
を
示
す
な
ら

ば
、
池
田
氏
へ
の
カ
リ
ス
マ
崇

拝
や
、
教
団
組
織
へ
の
歪
ん
だ

信
仰
、
世
俗
的
な
罰
と
功
徳
論

等
を
中
心
と
す

る
学
会
の
邪
義

を
正
し
、
ま
た
、

貫
主
へ
の
信
仰

を
強
制
し
、
戒

壇
本
尊
の
偶
像

崇
拝
化
を
は
か

る
阿
部
宗
門
の

邪
義
を
正
し
て
、

富
士
日
興
門
流

本
来
の
法
義
と

信
仰
を
求
め
る

運
動
と
い
え
ま

し
ょ
う
。

　

幸
い
に
も
私
た
ち
は
学
会
や

宗
門
の
間
違
い
に
は
醒
め
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
大

切
な
こ
と
は
、
そ
の
後
の
富
士

日
興
門
流
の
教
え
に
醒
め
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
生
涯
を
か
け
て
宗
開

三
祖
の
教
え
を
求
め
て
行
く
こ

と
が
覚
醒
運
動
の
本
義
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
運
動
は
志
を
同
じ
く
す

る
全
国
の
僧
俗
が
集
っ
て
連
携

し
て
き
ま
し
た
。
誰
か
に
指
導

さ
れ
た
り
命
令
さ
れ
た
運
動
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
金
太
郎

飴
の
よ
う
な
均
質
な
運
動
で
は

な
く
、
寺
院
や
僧
侶
に
よ
っ
て

種
々
に
異
な
る
面
が
あ
っ
た
こ

と
も
事
実
で
す
。
し
か
し
、
運

動
か
ら
早
30
数
年
が
経
ち
、
運

動
を
取
り
巻
く
環
境
は
す
っ
か

り
様
変
わ
り
し
て
い
ま
す
。
す

で
に
運
動
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
池
田
創
価
学
会
は
阿
部
宗
門

か
ら
破
門
さ
れ
宗
外
に
あ
り
、

法
主
の
座
を
簒
奪
し
26
年
間
宗

門
を
混
乱
さ
せ
た
阿
部
師
は
、

そ
の
座
を
早
瀬
師
に
譲
っ
て
隠

居
し
ま
し
た
。
当
然
の
こ
と
正

信
会
の
内
容
も
概
観
も
運
動
当

初
か
ら
見
れ
ば
大
き
く
変
化
し

て
い
ま
す
。

　

通
常

の
運
動

体
組
織

と
同
じ

く
正
信

会
で
も
、

こ
れ
ま

で
運
動

の
理
念

や
路
線
を
め
ぐ
っ
て
は
意
見
の

対
立
や
混
乱
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
こ
数
年
は
包
括
法
人
の
設
立

な
ど
を
き
っ
か
け
に
混
乱
の
度

を
増
し
、
昨
年
秋
に
は
岡
田
法

裕
師
が
正
信
会
議
長
の
職
を
辞

し
て
新
た
な
機
構
の
編
成
を
求

め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

難
し
い
現
状
で
す
が
、
私
た
ち

は
学
会
的
な
信
心
や
阿
部
・
早

瀬
宗
門
の
よ
う
な
信
仰
観
に
は

け
っ
し
て
戻
る
こ
と
な
く
、
前

に
述
べ
た
よ
う
に
運
動
本
来
の

「
祖
道
の
恢
復
」
と
「
宗
風
の
刷

新
」
を
銘
肝
し
、
富
士
日
興
門

流
本
来
の
法
義
と
信
仰
を
求
め

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

会
内
の
意
見
の
相
違
や
対
立

は
、
大
別
す
る
と
お
よ
そ
「
宗

開
三
祖
の
教
え
を
求
め
、
包
括

法
人
を
活
用

し
て
運
動
の

未
来
を
開
こ

う
」
と
い
う

意
見
と
、「
日

達
上
人
の
時

代
に
帰
る
の

が
覚
醒
運
動

で
あ
り
、
包

括
法
人
は
一
宗
一
派
で
あ
り
活

用
し
な
い
、
大
石
寺
の
戒
壇
本

尊
を
護
る
こ
と
が
大
事
で
あ
り

帰
山
に
障
害
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
」
と

す
る
意
見

に
な
り
、

当
然
「
そ

の
他
」
と

い
う
意
見

も
あ
り
ま

す
。

　

私
た
ち
は
現
在
、「
宗
開
三

祖
の
教
え
を
求
め
、
包
括
法
人

を
活
用
し
て
運
動
の
未
来
を
開

こ
う
」
と
い
う
意
見
に
立
ち
、

正
信
会
と
い
う
大
き
な
傘
の
下

に
連
絡
協
議
会
を
設
け
て
協
議

対
応
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま

す
。
覚
醒
運
動
の
未
来
を
展
望

す
る
と
き
、
現
状
を
で
き
る
だ

け
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
、
宗

開
三
祖
の
教
え
と
御
振
る
舞
い

に
心
を
寄
せ
、
覚
醒
運
動
の
理

念
と
目
的
に
向
っ
て
邁
進
し
て

行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
存
じ
ま

す
。

　

創
価
学
会
の
間
違
い
に

目
覚
め
、
正
信
の
道
を
歩

ん
で
あ
っ
と
い
う
間
に

三
十
数
年
が
経
ち
ま
し

た
。
正
信
覚
醒
運
動
と

は
、「
大
聖
人
様
の
教
え

を
正
し
く
受
持
す
る
こ
と

と
同
時
に
、
広
く
世
に
伝

え
て
ゆ
く
運
動
で
、
さ
か

覚
め
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
宗
開
三
祖
の
教
え
に

目
覚
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
じ
っ
く
り
と

う
か
が
い
ま
し
た
。
ま

た
、
覚
醒
運
動
の
未
来
の

た
め
に
は
宗
教
法
人
の
活

用
を
は
じ
め
、
信
仰
を
基

軸
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
と
努
力
が
必
要
で
あ
る

こ
と
、
さ
ら
に
は
信
仰
は

情
熱
が
命
で
あ
り
、
覚
醒

運
動
に
立
ち
上
が
っ
た
と

き
の
、
そ
の
熱
い
情
熱
を

今
一
度
蘇
ら
せ
、
悔
い
の

な
い
信
仰
人
生
を
送
る
こ

と
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し

た
。

の
ぼ
れ
ば
そ
れ
が
、
富
士

門
流
本
来
の
信
仰
で
あ

り
、
日
興
上
人
の
御
精
神

で
あ
る
」
と
信
じ
、
よ
り

正
し
い
価
値
観
に
目
覚
め

た
全
国
の
ご
僧
侶
と
同
志

が
、
心
を
一
つ
に
成
仏
の

道
を
求
め
、
共
に
語
り
、

励
ま
し
合
い
、
喜
び
を
わ

か
ち
合
っ
て
来
た
道
程
で

し
た
。

　

今
回
の
東
海
正
信
連
合

会
の
大
会
講
演
で
は
、
学

会
や
宗
門
の
間
違
い
に
目

　

本
宗
の
信
仰
は
大
聖
人

様
の
お
心
に
一
歩
で
も
二

歩
で
も
近
づ
い
て
ゆ
こ
う

と
す
る
心
だ
と
、
教
え
ら

れ
ま
し
た
。
大
聖
人
様

は
「
内
に
は
弟
子
有
り
て

甚
深
の
義
を
解
り
、
外
に

は
清
浄
の
檀
越
有
り
て
仏

法
久
住
せ
ん
」
と
仰
せ
で

ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
「
い

づ
く
に
て
も
聖
人
の
御
義

を
相
継
ぎ
ま
い
ら
せ
て
世

に
立
て
候
」
と
は
日
興
上

人
の
お
こ
と
ば
で
す
。
求

め
る
心
が
何
よ
り
も
大
切

と
の
ご
指
導
も
頂
き
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
精
一
杯

ご
奉
公
し
て
参
り
た
い
も

の
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

大
会
前
に
東
日
本
大
震

災
物
故
者
周
忌
法
要
が
執

り
行
わ
れ
追
善
の
読
経
、

唱
題
、
焼
香
と
改
め
て
震

災
被
害
者
の
ご
冥
福
を
祈

り
ま
し
た
。
今
回
の
大
震

災
で
日
本
と
い
う
国
は
大

き
く
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
気
が
し
ま
す
。

大
坪
さ
ん
、
勝
又
さ
ん
そ

し
て
、
所
感
発
表
の
加
納

さ
ん
、
山
口
さ
ん
お
疲
れ

様
で
し
た
。
感
動
し
ま
し

た
。

　

続
い
て
大
山
謙
道
御
尊

師
の
御
講
演「
目
覚
め
る
」

を
聴
聞
し
て
正
信
会
の
使

命
、
責
任
の
大
事
を
痛
感

し
ま
し
た
。

　
「
我
等
こ
そ
富
士
の
本

流
」
を
標
榜
す
る
私
達
で

す
。
そ
の
原
点
で
あ
る
宗

開
三
祖
の
時
代
に
帰
る
。

日
興
上
人
様
の
「
い
づ
く

に
て
も
聖
人
の
御
義
を
相

継
ぎ
進
ら
せ
て
世
に
立
て

候
わ
ん
事
こ
そ
詮
に
て
候

　

宗
粗
目
蓮
大
聖
人
は

「
心
こ
そ
大
切
な
れ
」
と

仰
せ
で
す
。
他
を
利
す
る

心
が
本
当
に
薄
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
日
本
の
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。「
絆
」「
が

ん
ば
れ
日
本
」
と
連
日
の

よ
う
に
マ
ス
コ
ミ
で
は
報

道
し
て
い
ま
す
が
、
復
興

は
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
。

こ
れ
が
、
民
主
党
政
治
の

体
た
ら
く
で
あ
り
ま
す
。

　

大
会
に
移
り
我
が
応
身

寺
講
中
よ
り
司
会
進
行
の

え
」
の
御
精
神
を
、
絶

対
に
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
、
こ
の
御
精
神
こ
そ
富

士
に
清
流
を
取
り
戻
す
唯

一
の
本
源
で
あ
る
。
正
法

が
乱
れ
る
時
必
ず
世
が
乱

れ
天
変
地
異
が
起
こ
る
。

今
私
達
に
何
が
で
き
る
の

か
。
正
法
に
目
覚
め
、
求

め
、
そ
し
て
、
護
り
、
次

代
に
継
承
し
て
い
く
事
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
大
会

で
、
私
達
こ
そ
そ
の
資
格

が
あ
る
と
確
信
し
ま
し

た
。

　

本
日
よ
り
自
身
の
覚
醒

と
一
歩
前
進
の
精
進
の
歩

み
を
進
め
て
ま
い
り
た
い

と
思
い
ま
す
。

【
東
海
正
信
連
合
会
大
会
に

参
加
さ
れ
た
皆
さ
ま
へ
】祖

道
の
恢
復
と
宗
風
の
刷
新

覚
醒
運
動
の
目
的
を
確
認
し
よ
う

　

３
月
４
日
（
日
）
静
岡
県
磐
田
市
の
本
妙
院
を
会
場
に
開
催
さ

れ
た
第
25
回
東
海
正
信
連
合
会
大
会
で
は
、
大
山
謙
道
師
（
横
浜

市
妙
法
院
住
職
）
が
講
演
。「
覚
醒
め
る
」
と
題
し
て
仏
道
の
本

義
に
つ
い
て
の
べ
た
後
、
正
信
覚
醒
運
動
の
意
義
と
現
状
を
説
明

し
、
さ
ら
に
今
後
の
運
動
の
展
望
に
つ
い
て
語
っ
た
。

　

大
会
参
加
者
に
は
内
容
の
一
部
が
メ
モ
と
し
て
配
布
さ
れ
た
の

で
こ
こ
に
掲
載
す
る
。

参
加
者
の
声

目
覚
め
る
こ
と
を
銘
肝
し
て

正
法
を
求
め
次
代
に
継
承

妙
法
院
法
華
講　

中
澤
順
子

応
身
寺
法
華
講　

梅
原
慶
一
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建
長
五
年
四
月

二
十
八
日
は
、
現
代
の

暦
で
は
６
月
２
日
に
あ

た
り
ま
す
。
初
夏
の
日

差
し
が
照
り
出
す
、
そ

の
払
暁
に
清
澄
寺
の
嵩か
さ

ケ
森
の
頂
に
立
た
れ
て

昇
り
来
る
朝
日
に
向
か

い
、
大
聖
人
は
未
曽
有

の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を

初
め
て
唱
え
出
だ
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
は
法
界

に
告
げ
る
末
法
の
白
法

の
産
声
で
も
あ
っ
た
の

で
す
。

　

は
る
か
太
平

洋
を
わ
た
る
そ

の
お
声
は
、
ど

ん
な
梵ぼ
ん
音の
ん
だ
っ

た
の
か
思
い
を

め
ぐ
ら
せ
て
も

叶
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
そ
の
お

心
は
、
御
書
の

御
文
か
ら
拝
さ

れ
ま
す
。

　
『
聖し
ょ
う
に
ん
ご
な
ん
じ

人
御
難
事
』
は
二
十
七
年

前
の
そ
の
日
を
思
い
起
こ
さ
れ
て

の
御
書
で
す
。
梵
音
を
唱
え
出
だ

さ
れ
た
大
聖
人
は
、
そ
の
日
の
正

午
に
諸
仏
坊
の
持
仏
堂
で
大
衆
に

向
か
い
法
華
経
を
第
一
と
す
る
説

法
を
初
め
て
講
じ
た
の
で
す
。
念

仏
を
批
判
さ
れ
た
清
澄
寺
の
大
衆

や
地
頭
の
東と
う

条
じ
ょ
う

景か
げ

信の
ぶ
は
、
長

い
遊
学
を
終
え
て
も
ど
っ
た
大
聖

人
の
思
い
も
よ
ら
ぬ
説
法
に
い
き

ど
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
清
澄
寺

の
信
仰
を
根
底
か
ら
批
判
す
る
も

の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
説
法
が
終

わ
る
や
い
な
や
宗
祖
は
直
ち
に
清

澄
寺
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。

　
【
法
難
の
道
】

　

逃
れ
て
鎌
倉
に
居
を
か
ま
え
た

大
聖
人
は
、
ひ
る
む
こ
と
な
く
法

華
経
弘
通
の
歩
を
着
実
に
進
め
ま

し
た
。

＊
文
応
元
年(1260)

―
「
立
正

　

安
国
論
」
上
呈

・
文
応
元
年(1260)

―
松
葉
谷

　

法
難

・
弘
長
元
年(1261)

―
伊
豆
流

　

罪
・
文
永
元
年(1268)

―
東
条
松

　

原
法
難

・
文
永
八
年(1271)

―
竜
口
法

　

難
お
よ
び
佐
渡
流
罪

＊
文
永
十
一
年(1274)

―
身
延

　

入
山

　

そ
の
他
の
小
難
、
悪
口
や
罵
の
の
しり

な
ど
数
し
れ
ま
せ
ん
。『
滝
泉
寺

申
状
』（
全
集
・851

）
に
は
、「
聖

人
は
頭
を
傷
つ
け
ら
れ
、
左
の
手

を
打
ち
折
ら
れ
た
上
に
、

伊
豆
と
佐
渡
の
二
度
に

わ
た
っ
て
流
罪
の
責
め

苦
を
受
け
た
。
ま
た
、
弟

子
や
信
徒
た
ち
も
諸
所

で
射い

殺こ
ろ
さ
れ
、
切
り
殺
さ

れ
、
そ
の
ほ
か
殺
害
・
刃に
ん

傷じ
ょ
う・
禁き
ん

獄ご
く
・
流
罪
・
打
ち
ょ
う

擲ち
ゃ
く・
追
放
・
罵め

詈り

な
ど

の
大
難
は
、
と
て
も
数
え

上
げ
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
自
ら
説
明
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

で
は
何
故
、
そ

う
ま
で
し
て
忍
ば

れ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
こ
と
を

『
諫
暁
八
幡
抄
』

（
全
集
・585

）

に
は
、「
た
だ
妙

法
蓮
華
経
の
五
字

七
字
を
日
本
国
の

一
切
衆
生
の
口
に

唱
え
さ
せ
よ
う
と

精
進
し
て
き
た
。

こ
れ
は
母
親
が
生

ま
れ
て
間
も
な
い

我
が
子
に
乳
を
飲
ま
せ
よ
う
と
懸

命
に
励
む
の
と
同
じ
慈
悲
の
心
」

と
申
さ
れ
ま
す
。
世
間
体
で
い
え

ば
、
決
し
て
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
い

歳
月
を
重
ね
た
と
い
え
ま
し
ょ

う
。
ま
た
「
然し
か
れ
ど
も
凡
夫
な
れ

ば
動や
や
も
す
れ
ば
悔く

ゆ
る
心
有
り
ぬ

べ
し
」（『
呵
責
謗
法
滅
罪
抄
』）

と
も
仰
せ
で
す
。
し
か
し
大
聖
人

に
と
っ
て
は
元
よ
り
本
意
だ
っ
た

の
で
す
。

　
【
二
辺
の
中
に
は
い
う
べ
し
】

　

と
り
わ
け
も
っ
と
も
過
酷
な
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
佐
渡
に
お

い
て
、
次
の
よ
う
に
仰
せ
で
す
。

「
い
わ
ず
ば
慈
悲
な
き
に
に
た
り

と
思
惟
す
る
に
、
法
華
経･

涅
槃

経
等
に
此
の
二
辺
を
合
は
せ
見
る

に
、
い
わ
ず
ば
今
生
は
事
な
く
と

も
、
後
生
は
必
ず
無
間
地
獄
に
堕お

つ
べ
し
。
い
う
な
ら
ば
三
障
四
魔

必
ず
競
ひ
起
こ
る
べ
し
と
し
り

ぬ
。
二
辺
の
中
に
は
い
う
べ
し
」

（『
開
目
抄
』）
と
。
妙
法
信
受
が

末
法
に
お
け
る
唯
一
の

成
仏
の
道
で
あ
る
こ
と

を
口
に
す
れ
ば
、
必
ず

迫
害
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
知
り
な
が
ら

言
わ
な
け
れ
ば
、
仏
菩

薩
の
慈
悲
の
心
に
背
く
に
違
い
な

い
。
今
生
は
事
な
く
過
ご
せ
た
と

し
て
も
後
生
は
地
獄
に
堕
ち
る
。

「
二
辺
の
中
に
は
い
う
べ
し
」
と

決
断
さ
れ
た
の
で
す
。
大
聖
人
に

し
て
言
う
べ
き
か
、
言
わ
ざ
る
べ

き
か
思
案
さ
れ
た
の
が
建
長
五
年

四
月
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
【
こ
こ
ろ
ざ
し
を
高
く
】

　

身
は
浄
土
な
ら
ぬ
穢
土
に
あ
り

ま
す
。
世
間
の
制
約
を
受
け
る
身

で
あ
れ
ば
、
単
純
に
良
い
こ
と
悪

い
こ
と
だ
け
で
信
仰
を
と
ら
え
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
風
雪
も
避

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
天

地
の
災
も
し
か
り
で
す
。
時
に
思

い
が
通
ら
な
い
事
に
も
し
ば
し
ば

遭
遇
し
ま
す
。
し
か
し
南
無
妙
法

蓮
華
経
と
唱
え
て
生
命
（
た
ま
し

い
）
を
救
う
こ
と
は
で
き
る
の
で

す
。
そ
も
そ
も
妙
法
を
信
受
し
弘

通
す
る
こ
と
は
、
赤
子
に
乳
を
飲

ま
せ
よ
う
と
懸
命
に
な
る
母
心
に

た
と
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
母
の
愛

は
無
償
と
い
い
ま
す
。
見
か
え
り

を
求
め
な
い
。
そ
の
よ
う
な
お
題

目
を
唱
え
て
御
報
恩
申
し
上
げ
た

い
も
の
で
す
。

　

去去いい

ぬ
る
建
長
五
年
〈

ぬ
る
建
長
五
年
〈
太太た
い
さ
い

た
い
さ
い歳歳

癸癸
み
ず
の
と

み
ず
の
と

丑丑う
し
う
し
〉
四
月

〉
四
月

二
十
八
日
に
、

二
十
八
日
に
、
安安あ

わ

あ

わ房房
の
国
の
国
長長な
が
な
が
狭狭ささ

郡郡ご
お
り

ご
お
りの
内
の
内
東東と
う
と
う

条条じ
ょ
う

じ
ょ
うのの

郷郷ご
う
ご
う
、
今
は
郡
な
り
。

、
今
は
郡
な
り
。
天天て
ん
て
ん

照照
し
ょ
う

し
ょ
う

太太だ
い
だ
い
神神じ
ん
じ
ん
のの
御御みみ

く
り
や

く
り
や

((

厨厨))

、、
右右うう

大大だ
い
だ
い

将将
し
ょ
う

し
ょ
う
家家けけ

の
立
て
始
め

の
立
て
始
め
給給た
ま
た
ま
ひ
し
日
本

ひ
し
日
本

第
二
の
み
く
り
や
、
今
は
日
本
第
一
な
り
。
此

第
二
の
み
く
り
や
、
今
は
日
本
第
一
な
り
。
此

の
郡
の
内

の
郡
の
内
清清せ
い
せ
い

澄澄
ち
ょ
う

ち
ょ
う
寺寺じじ

と
申
す
寺
の

と
申
す
寺
の
諸諸し
ょ
し
ょ

仏仏ぶ
つ
ぶ
つ
坊坊ぼ
う
ぼ
う
のの
持持じじ

仏仏ぶ
つ
ぶ
つ
堂堂ど
う
ど
う
のの
南南な
ん
な
ん
面面め
ん
め
ん
に
し
て
、

に
し
て
、
午午う
ま
う
ま
の
時
に

の
時
に
此此ここ

の
法
門
申

の
法
門
申

し
は
じ
め
て
今
に
二
十
七
年
、
弘
安
二
年
〈
太

し
は
じ
め
て
今
に
二
十
七
年
、
弘
安
二
年
〈
太

歳歳

己己
つ
ち
の
と

つ
ち
の
と
卯卯うう

〉
な
り
。
仏
は
四
十
余
年
、
天
台
大

〉
な
り
。
仏
は
四
十
余
年
、
天
台
大

師
は
三
十
余
年
、
伝
教
大
師
は
二
十
余
年
に
、

師
は
三
十
余
年
、
伝
教
大
師
は
二
十
余
年
に
、

出
世
の
本
懐
を
遂
げ
給
ふ
。

出
世
の
本
懐
を
遂
げ
給
ふ
。
其其そそ

の
中
の
大
難
申

の
中
の
大
難
申

す
計
り
な
し
。
先
々
に
申
す
が
ご
と
し
。
余
は

す
計
り
な
し
。
先
々
に
申
す
が
ご
と
し
。
余
は

二
十
七
年
な
り
。
其
の
間
の
大
難
は
各
々
か
つ

二
十
七
年
な
り
。
其
の
間
の
大
難
は
各
々
か
つ

し
ろ
し
め
せ
り
。

し
ろ
し
め
せ
り
。

聖
人
御
難
事
〈
全
集
一
一
八
九
〉

弘
安
２
年
10
月
１
日

  

日
蓮
は
去
る
建
長
五
年(

一
二
五
三)

四
月
二
十
八
日
に
、
安
房
の
国
長
狭
郡
の
内
の
東
条
郷
で
法

華
経
の
教
え
を
弘
め
は
じ
め
た
。
東
条
郷
は
今
で
は
郡
に
な
っ
て
い
る
が
、天
照
大
神
の
御
厨
が
あ
る
。

右
大
将
源
頼
朝
が
立
て
ら
れ
た
時
は
日
本
第
二
位
の
御
厨
だ
っ
た
が
、
伊
勢
の
皇
大
神
宮
が
衰
え
た
今

は
日
本
第
一
位
の
御
厨
で
あ
る
。

　

こ
の
東
条
郷
の
内
に
あ
る
清
澄
寺
と
い
う
寺
の
諸
仏
坊
の
持
仏
堂
の
南
面
で
、
四
月
二
十
八
日
の

正
午
に
こ
の
法
華
経
の
法
門
を
説
き
は
じ
め
て
か
ら
、
今
弘
安
二
年(

一
二
七
九)

に
い
た
る
ま
で

二
十
七
年
の
歳
月
が
流
れ
た
。

　

釈
尊
は
法
を
説
き
は
じ
め
て
か
ら
四
十
余
年
で
本
義
た
る
法
華
経
を
説
か
れ
、
中
国
の
天
台
大
師
は

三
十
余
年
、
日
本
の
伝
教
大
師
は
二
十
余
年
を
へ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
出
世
の
本
懐
を
と
げ
ら
れ
た
。
そ
の

間
に
ど
れ
ほ
ど
の
大
難
が
あ
っ
た
か
、
と
て
も
言
葉
で
は
い
い
つ
く
せ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以

前
か
ら
度
々
申
し
上
げ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
私
の
場
合
は
二
十
七
年
で
出
世
の
本
懐
を
と
げ
た
。
そ

の
間
の
大
難
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
お
の
お
の
方
が
ご
存
知
で
あ
る
。

現代語訳

い
わ
ず
ば
慈
悲
な
き
に
に
た
り
と

た
し
か
な
覚
悟
で
法
難
の
道
に
向
う

御書本文および現代語訳、資料
などは「御書システム」を活用

余　話余　話

　「梵
ぼん

音
のん

」とは梵
ぼん

音
のん

声
じょう

ともいい、仏さま
の三十二相の一つです。すぐれた徳の
ある容貌を示す 32 種の特質をいいま
す。眉

み

間
けん

にほくろのある人がほめはや
されたりしますが、これも三十二相の
一つをなぞらえているのです。32番目
の特質に、「眉

み

間
けん

白
びゃく

毫
ごう

相
そう

」があります。
両眉の間に長い白毛が右まわりに巻い
てはえていて、ここから光を放つそう
です。28 番目が「梵

ぼん

声
しょう

相
そう

」で、音声
が遠くまで明朗に達して清浄で聞く人
を悦ばせることをあらわしています。
仏だからと、ぶつぶつと意味が不明で
は、救済の用をなさないわけです。
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昨
年
３
月
11
日
、
千
年
に
一
度
と
い
う
未
曽
有
の
東
日
本
大

地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。
今
回
の
震
災
で
は
津
波
の
被
害
も
甚

大
で
あ
り
、
想
像
を
絶
す
る
自
然
の
破
壊
力
の
前
に
、
人
間
の

力
は
な
ん
と
無
力
で
あ
る
か
を
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
こ
の
震
災
で
さ
ら
に
衝
撃
な
出
来
事
は
原
発
神
話
の
崩
壊

で
し
た
。
ど
ん
な
災
害
に
も
耐
え
う
る
と
知
ら
さ
れ
て
い
た
の

に
、
津
波
に
の
み
込
ま
れ
て
爆
発
し
、
大
量
の
放
射
能
を
放
出

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
在
に
至
っ
て
も
原
発
周
辺
は
警
戒
区

域
と
な
っ
て
い
て
立
ち
入
れ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ

れ
ば
か
り
か
被
害
は
様
々
な
方
面
に
影
響
し
拡
大
し
続
け
て
い

ま
す
。
今
回
の
原
発
事
故
か
ら
、
こ
の
狭
い
国
土
に
数
多
く
の

原
発
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
も
驚
き
ま
し
た
が
、
私
達
が
そ

の
原
発
が
生
み
出
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
す
っ
か
り
依
存
し
て
き
た

の
も
ま
た
事
実
で
す
。
ど
う
や
ら
私
達
は
原
発
の
安
全
に
つ
い

て
の
認
識
よ
り
も
生
活
の
利
便
性
に
先
走
り
、
危
険
性
さ
え
も

感
知
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

真
の
豊
か
さ
と
は

　

今
回
の
東
日
本
大
震
災
か
ら

は
、
現
代
社
会
が
も
た
ら
す
物
の

豊
か
さ
と
人
生
の
豊
か
さ
と
は

異
な
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く

き
っ
か
け
と
も
な
り
ま
し
た
。

　
〝
真
の
豊
か
さ
と
は
一
人
ひ
と

り
の
心
の
あ
り
よ
う
に
関
わ
っ
て

い
る
〞
と
誰
も
が
感
じ
つ
つ
も
、

欲
望
に
負
け
て
自
然
と
共
に
生
き

る
と
い
う
最
も
大
事
な
こ
と
さ
え

す
っ
か
り
忘
れ
て
過
ご
し
て
き
ま

し
た
。

　

そ
う
し
た
私
た
ち
の
心
を
も
震

災
は
揺
り
動
か
し
た
の
で
し
ょ

う
。「
絆
」
が
復
興
支
援
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

も
、
目
先
の
利
益
だ
け
を
追
い
求

め
た
結
果
、
人
と
人
の
つ
な
が
り

や
信
頼
な
ど
、
生
き
る
道
を
見

失
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
が
込
め
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。　
「
絆
」
と
い
う
一
文
字
に
、

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
や
信
頼
を

取
り
戻
し
て
い
き
た
い
、
と
の
強

い
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
想
い
を
込
め
て
行

わ
れ
て
き
て
い
る
復
興
支
援
で

も
、
瓦
礫
の
処
理
で
は
放
射
能
の

問
題
が
大
き
な
壁
と
な
り
、
何
か

と
ほ
こ
ろ
び
も
目
立
ち
は
じ
め
て

き
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
復
興
支
援
の
あ
り
方

一
つ
か
ら
で
も
、
現
代
社
会
が
多

く
の
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が

知
れ
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
に
私

達
は
真
の
豊
か
と
は
何
な
の
か
、

あ
ら
た
め
て
学
び
直
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

現
代
社
会
の
苦
悩
を
救
う
教
え

　

そ
こ
で
、こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、

大
聖
人
の
教
え
が
現
代
社
会
の
苦

悩
を
救
い
、
真
の
豊
か

さ
を
説
い
て
い
る
こ
と

を
、
皆
さ
ん
と
も
に
学

ん
で
い
き
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
こ
の

度
、
正
信
覚
醒
運
動
の

真
の
目
的
は
、
宗
開
三

祖
の
教
え
を
現
代
社
会

に
説
き
示
す
こ
と
に
あ

る
こ
と
を
改
め
て
標
榜

し
、
更
な
る
推
進
を
目

指
す
機
関
紙
と
し
て
『
妙
風
』
が

創
刊
さ
れ
る
こ
と
と
も
関
連
し
て

き
ま
す
。

　
『
妙
風
』
と
の
命
名
は
日
興
上

人
の
『
遺ゆ
い

誡か
い

置お
き
文ぶ
み
』
に
由
来
し

て
お
り
ま
す
が
、そ
の
冒
頭
に
は
、

  

末
法
弘
通
の
恵え

日に
ち
は
極
悪
謗
法

の
闇
を
照
ら
し
、
久
遠
寿
量
の
妙

風
は
伽が
や
し
じ
ょ
う

耶
始
成
の
権
門
を
吹
き
払

う
。

と
仰
せ
に
な
っ
て
、
大
聖
人
が
末

法
に
弘
通
さ
れ
る
ご
法
門
は
久
遠

寿
量
の
「
妙
風
」
で
あ
り
、
諸
宗

の
権
門
、
す
な
わ
ち
仮
の
教
え
で

あ
る
邪
教
を
吹
き
払
う
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
こ
に
「
妙
風
」
と
称
さ
れ
て

い
る
「
久
遠
寿
量
」
の
ご
法
門
に

つ
い
て
、
日
興
上
人
に
ご
法
門
の

扉
を
開
い
て
い
だ
き
、
皆
さ
ん
と

と
も
に
学
ん
で
い
け
た
ら
と
願
っ

て
お
り
ま
す
。　

　

で
は
、
さ
っ
そ
く
開
か
れ
た
扉

か
ら
鎌
倉
時
代
の
状
況
か
ら
見
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

　

大
聖
人
は
自
ら
法
華
信
仰
の
弘

通
開
始
を
宣
言
さ
れ
た
建
長
５
年

(1253

）
の
立
教
開
宗
に
よ
り
、

地
頭
・
東

と
う
じ
ょ
う
か
げ
の
ぶ

条
景
信
の
迫
害
を
受

け
ら
れ
、
清
澄
寺
か
ら
の
退
出
を

余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
鎌
倉
に
入
ら
れ
ま
す

が
、
そ
の
時
期
は
建
長
８
年
頃
と

想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

４
年
余
り
伊
豆
・
佐
渡
へ
の
流

罪
地
で
過
ご
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

文
永
11
年
（1274

）
に
身
延
に

入
山
さ
れ
る
ま
で
鎌
倉
に
て
活
動

さ
れ
ま
す
。

　

日
興
上
人
は
、
大
聖
人
が
『
立

正
安
国
論
』
を
作
成
す
る
た
め
岩

本
・
実
相
寺
の
一
切
経
蔵
を
閲
覧

し
た
時
、
帰
依
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
日
興
上
人
は
佐
渡
配

流
に
も
随
従
さ
れ
、
赦

免
と
な
ら
れ
た
大
聖
人

を
地
頭
・
波
木
井
氏
と

の
縁
に
よ
り
身
延
山
に

迎
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
興
上
人
の
ご
遷
化

は
正
慶
２
年
（1333

）

で
す
が
、
こ
の
年
に
鎌

倉
幕
府
の
北
条
氏
が
滅

び
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
大
聖
人
と
日
興
上

人
が
過
ご
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
は
、

北
条
氏
の
全
盛
期
か
ら
滅
亡
ま
で

と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
鎌
倉
時
代
は
、
震
災
を
は

じ
め
様
々
な
災
害
、
ま
た
疫
病
な

ど
の
災
難
が
多
発
し

た
時
代
で
も
あ
り
ま

し
た
。

　

大
聖
人
も
そ
の
惨

状
を
直
接
体
験
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と

が
『
立
正
安
国
論
』
の

述
作
の
契
機
と
も
な
り
ま
し
た
。

　
『
立
正
安
国
論
』
に
て
大
聖
人

は
、
数
多
く
の
災
難
が
生
じ
る
原

因
は
、
邪
法
の
教
え
に
よ
っ
て

人
々
の
心
魂
が
荒
廃
し
正
法
の
法

華
経
を
信
じ
よ
う
と
し
な
い
こ
と

に
あ
る
、と
警
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

荒
廃
し
た
心
魂
と
は
、
自
分
だ

け
が
救
わ
れ
れ
ば
良
い
と
い
う
利

己
主
義
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
は
現
代
社
会
に
も
深
く
浸
透
し

て
い
て
、
大
聖
人
が
指
摘
さ
れ
た

人
心
の
荒
廃
が
漂
う
現
代
社
会

も
、
当
時
と
同
じ
く
『
法
華
経
』

の
教
え
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で

す
。

　

日
蓮
大
聖
人
が
『
立
正
安

国
論
』
で
予
証
さ
れ
た
二
つ

の
大
難
。
そ
の
一
つ
「
他
国

侵し
ん

逼ぴ
つ
難
」
は
二
度
に
わ
た

る
蒙
古
襲
来
と
な
っ
て
的
中

し
た
。
そ
れ
に
よ
り
大
聖
人

は
諸
宗
の
邪
法
を
退
治
す
る

と
の
確
信
を
深
め
て
い
か

れ
、『
立
正
安
国
論
』
の
諫

言
を
無
視
し
、
諸
宗
の
祈
祷

に
頼
っ
た
鎌
倉
幕
府
は
滅
亡

へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ
た
。

　

蒙
古
の
襲
来
は
二
度
。
二

度
目
の
弘
安
の
役
で
は
、
７

月
１
日
の
夜
に
台
風
が
直

撃
。
港
を
埋
め
尽
く
し
て
い

た
蒙
古
軍
の
船
四
千
四
百
隻

が
一
夜
で
壊
滅
し
た
と
伝
え

て
い
て
、
大
聖
人
は
「
鎮
西

に
は
大
風
吹
き
候
ひ
て
浦
々

島
々
に
破
損
の
船
充
満
」
と

記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
記
述
を
裏
付
け
る
証

拠
が
松
浦
市
鷹
島
町
神こ
う

崎ざ
き

沖
の
海
底
か
ら
発
見
さ
れ
て

い
る
。
１
９
９
４
年
に
は
木

製
の
大
い
か
り
が
出
土
。
ま

た
、
住
民
が
海
岸
で
拾
っ
た

「
管
軍
総
把
印
」
は
、
元
の

公
用
文
字
「
パ
ス
パ
文
字
」

が
入
っ
指
揮
官
の
印
鑑
で
、

船
団
沈
没
を
決
定
づ
け
る
重

大
な
発
見
と
な
っ
た
。

　

０
１
年
に
は
、
蒙
古
軍
の

戦
い
を
描
い
た
「
蒙
古
襲
来

絵
詞
」
に
出
て
く
る
、
さ
く

裂
弾
「
て
つ
は
う
」
が
引
き

揚
げ
ら
れ
る
な
ど
こ
れ
ま
で

４
千
点
近
い
遺
物
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
文
化
審
議
会
は
「
鷹

島
神
崎
遺
跡
」
と
し
て
、
国

の
史
跡
に
指
定
す
る
よ
う
文

部
科
学
相
に
答
申
し
た
。　

　

日
本
が
最
初
に
他
国
の
侵

略
を
受
け
た
歴
史
的

事
件
が
七
百
余
年
の

歳
月
を
経
て
私
達
の

前
に
姿
を
現
そ
う
と

し
て
い
る
。
海
に
沈

み
今
再
び
海
か
ら
浮

か
び
上
が
ろ
う
と
し

て
い
る
歴
史
に
注
目

し
て
い
き
た
い
。

富士の源流をたずねて富士の源流をたずねて
―法門の扉を開く――法門の扉を開く―

現
代
社
会
を
救
う
大
聖
人
の
教
え

日
興
上
人
が
そ
の
扉
を
開
く

コラム「時の話題」

～蒙古襲来と神風～
鷹島神崎遺跡の調査風景。ダイバー
の前にあるのは沈没船の一部とみら
れる木材（写真は朝日新聞デジタル
より転載）

東日本大震災から一年を過ぎても、至る
所に瓦礫が巨大な山のように積み上げ
られている（石巻市内で撮影）

『立正安国論』（中山法華経寺蔵）
の冒頭には、大聖人が目の当たり
にされた被災状況が旅客の言葉を
通して生々しく描写されている。
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満
山
紅
葉
、
行
楽
に
絶
好
の
季

節
と
な
り
ま
し
た
。

　

皆
様
に
は
正
信
会
の
た
め
常
日

頃
か
ら
の
ご
尽
力
大
慶
に
存
じ
上

げ
ま
す
。

　

こ
の
度
、
私
は
正
信
会
議
長
の

職
を
辞
し
ま
し
た
。
突
然
の
辞
職

で
皆
様
に
大
変
ご

迷
惑
を
お
か
け
す

る
こ
と
に
な
り
申

し
訳
な
く
思
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
無
責
任
の
そ
し

り
は
免
れ
な
い
も
の
と
覚
悟
い
た

し
て
お
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

       

私　

事

浅
学
非
才
を
も
省
み
ず
正
信
会
議

長
の
重
職
を
受
け
て
よ
り
今
日
ま

で
四
年
半
、
私
な
り
に
懸
命
に
努

力
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

一
期
目
は
二
分
さ
れ
そ
う
な
会

内
の
模
様
を
、
何
と
か
ひ
と
つ
に

で
き
な
い
も
の
か
と
、「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」

と
な
る
よ
う
、
故
事
を
引
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
く
な
ど
、
融
和
を
第
一
と
し
て
舵
取
り
を
行
い
、

あ
る
程
度
は
善
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
も
の
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
、
一
昨
年
春
に
包
括

法
人
が
認
証
さ
れ
、
会
計
が
包

括
法
人
に
移
さ
れ
た
途
端
に
元

の
木
阿
弥
で
す
。
私
は
、「
委

員
会
で
審
議
し
全
体
会
議
に
か

わ
る
投
票
で
包
括
法
人
を
設
立

す
る
こ
と
が
議
決
さ
れ
た
の
で

す
か
ら
、
宗
教
法
人
正
信
会
が

認
証
さ
れ
れ
ば
、
当
然
の
ご
と

く
宗
教
団
体
か
ら
宗
教
法
人
に

会
計
は
移
さ
れ
る
も
の
」
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
単
立
法
人

の
認
証
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ

は
、
皆
そ
の
よ
う
に
し
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

財
務
の
移
管
に
つ
い
て
は
委
員
会
で
承
認
議
決
さ

れ
ま
し
た
が
、
問
題
あ
り
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
時
、
私
は
「
比
翼
」
の
譬
え
を
引
き
、
共

働
き
を
し
て
い
る
家
庭
の
話
な
ど
し
て
、
宗
教
団
体

「
正
信
会
」、
宗
教
法
人
「
正
信
会
」
と
正
信
会
の
と

こ
ろ
で
は
同
じ
な
の
だ
か
ら
、
色
々
な
方
法
を
考
え

て
下
さ
い
と
提
案
し
ま
し
た
。
ま
た
す
で
に
「
合
意

書
」
が
作
成
・
締
結
さ
れ
、
包
括
法
人
が
勝
手
に
財

産
を
使
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

な
の
に
、そ
の
こ
と
に
関
し
て
横
領
で
訴
え
る
と
か
、

三
十
一
名
に
よ
る
議
長
へ
の
質
問
状
、
中
谷
道
尊
師

に
よ
る
監
正
会
へ
の
訴
え
が
あ
り
、
そ
の
対
処
に
翻

弄
さ
れ
た
二
期
目
で
し
た
。

　

こ
こ
数
年
間
の
教
区
意
見
を
拝
見
し
、
こ
ん
な
に

も
お
互
い
を
信
じ
あ
う
こ
と
が
出
来
な
い
の
か
と
大

変
残
念
に
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
新
年
度
か
ら
は
監

正
会
の
勧
告
を
受
け
て
整
合
性
の
小
委
員
会
が
設
置

さ
れ
、
さ
き
の
全
体
集
会
で
も
財
務
に
関
す
る
意
見

の
発
表
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
僧
侶
ら
し
く

良
識
に
そ
っ
て
改
善
さ
れ
て

行
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
お

り
ま
し
た
が
、
あ
の
よ
う
な

十
月
度
の
教
区
意
見
で
す
。

一
読
し
て
運
動
の
未
来
に
寄

与
す
る
も
の
と
は
思
え
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状

態
が
こ
れ
か
ら
も
続
く
の
か

と
思
う
と
き
暗
鬱
た
る
思
い

に
か
ら
れ
た
の
で
す
。

　

賢
明
な
諸
尊
師
に
は
す
で

に
お
わ
か
り
の
こ
と
と
存
じ

ま
す
が
、
包
括
法
人
や
財
務

管
理
が
問
題
の
根
本
で
は
な

く
、
法
義
信
仰
観
と
運
動
路

線
の
対
立
が
根
本
な
の
で
す
。
実
に
深
刻
な
問
題
で

上
辺
を
糊
塗
し
て
解
決
で
き
る
よ
う
な
問
題
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
度
の
教
区
意
見
を
拝
見
し
、
非
力

な
私
に
は
今
後
重
い
職
責
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が

出
来
な
い
と
判
断
し
た
次
第
で
す
。
ど
う
か
苦
衷
ご

理
解
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。　

私
は
僧
侶

た
る
者
は
、

自
分
の
垢
を

払
い
、
柔
和

忍
辱
の
衣
を
着
て
、
思
い
や
り
が
あ
っ
て
、
素
直
で

正
直
な
人
格
を
持
ち
、
実
際
に
日
常
で
、
そ
の
心
が

け
を
実
行
す
る
こ
と
肝
要
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

法
華
経
は
人
の
振
る
舞
い
を
教
え
て
い
ま
す
。
地

獄
と
浄
土
に
つ
い
て
は
、「
自
分
本
位
の
利
欲
に
ふ

け
り
、
身
勝
手
に
行
動
し
、
憎
し
み
・
怒
り
・
う
ら

み
・
つ
ら
み
・
ね
た
み
を
抱
き
、
う
ぬ
ぼ
れ
て
奢
り

に
ふ
け
り
、
人
々
に
苦
し
み
や
悩
み
を
与
え
、
仏
の

教
え
を
謗
る
も
の
の
胸
の
内
は
、
地
獄
を
表
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
苦
悩
を
取
り

除
き
、
喜
び
や
安
ら
ぎ
を
与
え
、
一
心
に
努
力
し
、

苦
難
に
く
じ
け
ず
に
仏
の
お
教
え
に
し
た
が
っ
て
生

き
、
慈
悲
・
感
謝
・
尊
敬
の
念
を
つ
ら
ぬ
い
て
仏
の

道
を
歩
み
続
け
る
心
こ
そ
仏
の
浄
土
に
住
む
も
の
で

あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
正
信
を
願
う
者
は
、
苦
し
む
者
に
共
感
同

苦
し
正
直
に
慈
悲
の
心
を
そ
そ
ぎ
続
け
、
大
聖
人
の

御
教
え
の
も
と
に
異
体
同
心
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
で
あ
り
ま

す
が
、「
思
い
や
り
の
心
」「
信
じ
あ
う
心
」「
心
の
絆
」

を
取
り
戻
し
た
い
も
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
念
じ
ま

し
て
議
長
辞
職
の
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

　

長
い
間
ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
皆
様
に

心
か
ら
の
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。「
身
を
捨
て
て

こ
そ
浮
か
ぶ
瀬
も
あ
れ
」と
の
思
い
で
あ
り
ま
す
が
、

職
責
を
全
う
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
深

く
陳
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

正
信
覚
醒
運
動
の
よ
り
良
い
前
進
を
願
い
、
皆
様

の
ご
多
幸
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

敬　
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成
二
十
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信
敬
寺　

住
職　
　
　

岡
田　

法
裕

正
信
会
会
員
各
位
様　覚醒運動の一層の推進をはかり、

ここに「妙風」を発刊することとなっ
た。運動もすでに 35 年を経過、当
初の熱い情熱の運動から宗開三祖の
教えと信仰を求める運動に昇華して
きたかに見えるが、運動の総括を行
う機会を失したために、今日、会内
において信仰観や運動理念、路線に
対する意見の違いが明らかになって
きた。時にあたって、富士日興門流
の法華講新聞が刊行されるのは歴史
の必然というべきものであろう。今
までのしがらみや悪しき慣習などに
翻弄され、運動の問題点や反省点を
正面から論じることは難しかった面
がある。宗門や学会の批判はできて
も自己批判は十分ではなかった。情
報の公開も適切であったかどうか疑
問が残る。
　この「妙風」は富士日興門流の教
えと信仰を世に弘めて行くことを眼
目としている。その上で運動に関す
る情報を適切に報じ、理念と目的を
明確に伝え、運動の未来を切り開い
て行く新聞をめざしている。読者諸
賢にはより良き紙面のためにもご意
見ご叱正を願いたい。

を
辞
し
た
。
ま
た
、17
名
の
教
区
委
員
の
内
９
名
が
、

現
在
の
シ
ス
テ
ム
を
見
直
し
て
新
た
な
機
構
の
構
築

を
求
め
る
意
見
を
会
内
に
提
示
し
、
11
月
11
日
に
東

京
で
「
時
局
意
見
交
換
会
」
を
開
催
し
た
。

　

意
見
交
換
会
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
者
は
69
名
、
当

日
の
会
合
に
は
33
名
が
出
席
し
、
現
況
報
告
と
今
後

の
機
構
に
つ
い
て
、
包
括
法
人
の
活
用
な
ど
の
ス

ピ
ー
チ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
が
運
動
推
進
の
た
め
の
意

見
を
開
陳
、最
終
的
に「
提
言
と
決
意
」を
議
決
し
た
。

　

提
言
で
は
「
１
，
宗
開
三
祖
の
教
え
を
真
摯
に
求

め
、宗
教
法
人
を
活
用
し
て
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
。

２
，
任
意
団
体
正
信
会
と
法
人
正
信
会
に
よ
っ
て
財

務
管
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
。
３
，
新
た
な
正
信
会

機
構
の
構
築
に
つ
い
て
、
現
在
の
17
教
区
選
出
委
員

に
よ
る
委
員
会
が
、
そ
の
機
能
を
喪そ
う
失し
つ
し
た
が
故
に

岡
田
議
長
は
辞
意
を
表
明
し
た
。
現
機
構
で
は
建
設

的
な
意
見
の
集
約
も
な
ら
ず
、
活
動
が
停
滞
す
る
だ

け
で
あ
る
か
ら
、
包
括
法
人
の
活
用
を
求
め
る
グ

ル
ー
プ
と
、
包
括
法
人
を
批
判
す
る
グ
ル
ー
プ
、
そ

の
他
の
グ
ル
ー
プ
等
に
よ
っ
て
、
正
信
会
と
い
う
緩

や
か
な
傘
の
も
と
に
『
連
絡
協
議
会
』
を
設
置
し
て

運
営
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
69
名
の
連
署
に

て
主
張
。

　

新
た
な
機
構
を
求
め
る
こ
の
「
提
言
と
決
意
」
は

直
ち
に
会
内
諸
師
に
送
達
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
11
月

の
委
員
会
で
は
現
行
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
議
長
を
選

出
す
る
か
否
か
で
意
見
が
対
立
、
教
区
持
ち
帰
り
と

な
り
12
月
度
委
員
会
に
持
ち
越
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
つ
づ
く
）

　

10
月
度
委
員
会
で
の
岡
田
議
長
の
辞
任
表
明
に

よ
っ
て
、
現
状
認
識
を
共
有
す
る
川
井
泰
円
・
高
橋

恩
道
の
両
副
議
長
と
各
部
部
長
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
職

そ
の
後
の
動
き

現状を直視し未来を展望現状を直視し未来を展望
　

創
価
学
会
の
謗
法
を
契
機
と
し
、
日
興
門
流
の
再

興
を
求
め
て
起
こ
っ
た
正
信
覚
醒
運
動
は
、
今
日
ま

で
約
35
年
間
、
全
国
の
正
信
会
寺
院
・
布
教
所
を
信

仰
の
依
処
と
し
て
運
動
を
展
開
し
て
き
た
。
正
信
会

で
は
か
ね
て
全
国
を
17
の
教
区
に
分
け
、
各
教
区
よ

り
代
表
の
委
員
を
選
出
し
て
委
員
会
を
構
成
し
、
合

議
制
で
民
主
的
な
会
の
運
営
を
は
か
っ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
各
僧
侶
と
信
徒
の
道
念
に
よ
っ
て
自
発

的
に
起
こ
っ
た
運
動
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
現
在
ま

で
求
め
る
信
仰
は
同
じ
で
も
、
運
動
の
理
念
や
路
線

に
つ
い
て
は
各
僧
侶
や
寺
院
・
講
中
の
意
見
は
同
様

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
種
々
に
混
乱
が
あ
っ
た

こ
と
も
事
実
。
近
年
、
包
括
法
人
の
設
立
を
め
ぐ
っ

て
意
見
の
相
違
が
深
刻
と
な
り
、
批
難
中
傷
ま
で
展

開
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
昨
年
の
秋
、
岡
田
法
裕
師

は
正
信
会
議
長
の
職
を
辞
任
し
た
。

覚
醒
運
動
の
よ
り
良
い
前
進
を
願
い



平成 24 年 (2012) ４月１日　日曜日 〈8〉創刊号

た
る
富
士
の
立
義
の
再
確

認
と
、「
祖
道
の
恢
復
」「
宗

風
の
刷
新
」
こ
そ
が
目
的

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

　

今
時
に
あ
た
っ
て
、「
い
づ

く
に
て
も
聖
人
の
御
義
を
相
継

ぎ
進
ら
せ
て
世
に
立
て
候
わ
ん

事
こ
そ
詮
に
て
候
え
」
の
日
興

上
人
身
延
ご
離
山
の
原
点
を
再

び
肝
に
銘
じ
、「
世
々
を
経
て

思
い
を
つ
む
ぞ
富
士
の
根
の
煙

よ
お
よ
べ
雲
の
上
ま
で
」
の
日

目
上
人
辞
世
の
句
の
如
く
、
正

信
覚
醒
の
精
神
を
継
承
し
、
宗

教
法
人
正
信
会
規
則
に
う
た
わ

れ
た
「
こ
の
法
人
は
日
蓮
正
宗

が
富
士
門
流
本
来
の
正
法
に
復

し
た
暁
に
は
合
一
を
目
指
す
も

の
と
す
る
」
と
の
目
的
達
成
ま

で
、
異
体
同
心
し
て
護
法
の
赫

心
を
積
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ

う
。

「
宗
教
法
人
正
信
会
」
を
活
用

し
て
ま
い
り
た
い
と
念
願
し
て

い
ま
す
。

　

近
現
代
の
日
蓮
正
宗
が
、
富

士
の
立
義
、
富
士
日
興
門
流
の

御
法
門
と
伝
燈
か
ら
著
し
く
逸

脱
し
、
法
主
本
仏
論
、
戒
壇
本

尊
の
偶
像
化
と
そ
の
利
用
に
堕

落
し
、
間
違
っ
た
広
宣
流
布
と

本
尊
流
布
の
名
の
も
と
に
、
信

心
の
二
字
で
し
か
受
持
出
来
な

い
本
尊
を
、
い
か
に
御
不
敬
し

て
来
た
か
を
我
わ
れ
は
深
く
反

省
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

我
わ
れ
の
正
信
覚
醒
運
動
は

学
会
の
邪
義
謗
法
を
正
す
こ
と

が
き
っ
か
け
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
一
宗
総
懺
悔
と
い
う
気
持

ち
で
、
日
蓮
正
宗
本
来
の
教
義

し
、
正
信
覚
醒
運
動
に
立
ち
上

が
る
決
意
を
し
た
時
も
そ
う
で

あ
り
ま
し
た
。

　
「
我
等
こ
そ
富
士
の
本
流
」

と
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
時
も
、こ
の
御
金
言
を
胸
に
、

生
涯
「
日
興
が
末
流
」
で
あ
り

通
し
た
い
も
の
と
決
意
い
た
し

ま
し
た
。

　

覚
醒
運
動
の
さ
ら
な
る
推
進

を
願
っ
て
「
有
志
の
会
」
を
結

成
し
た
私
達
は
、
志
を
同
じ
く

す
る
人
々
と
共
に
、「
護
法
」

の
旗
印
の
も
と
、
正
信
覚
醒
運

動
の
未
来
を
開
い
て
行
く
こ
と

を
願
い
、
宗
開
三
祖
の
「
富
士

の
立
義
」
を
求
め
て
祖
道
の
恢か
い

復ふ
く
を
め
ざ
し
、
百
年
・
二
百
年

の
河か

清せ
い
を
俟
つ
依
託
と
し
て
、

　

立
正
安
国
論

の
「
弟
子
一
仏

の
子
と
生
ま
れ

て
諸
経
の
王
に
事つ
か
う
、
何
ぞ
仏

法
の
衰す
い

微び

を
見
て
心
情
の
哀あ
い

惜せ
き
を
起
こ
さ
ざ
ら
ん
や
」
と
の

御
文
が
、
私
の
出
処
進
退
を
決

め
る
時
に
は
い
つ
も
胸
中
に
蘇

る
御
金
言
で
あ
り
ま
す
。

　

昭
和
49
年
５
月
、
静
岡
創
価

学
会
が
、
浅せ
ん

間げ
ん
神
社
の
祭
り

の
パ
レ
ー
ド
に
参
加
す
る
と
聞

き
、
こ
れ
を
阻
止
す
べ
く
、
県

長
に
面
談
を
求
め
て
本
部
に
出

向
い
た
時
も
そ
う
で
あ
っ
た

　

３
月
20
日
春
分
の
日
、

例
年
よ
り
桜
梅
の
開
花
も

遅
れ
、
ま
だ
ま
だ
肌
寒
さ

の
残
る
中
、
千
葉
県
香
取

市
・
円
乗
寺
（
丸
岡
文
乗

住
職
）
で
は
春
季
彼
岸
会

法
要
が
奉
修
さ
れ
た
。

　

午
後
１
時
か
ら
の
開
始

に
合
わ
せ
、

先
祖
有
縁
の

諸
精
霊
の
追

善
供
養
を
志

す
篤
信
の
檀
徒
が
遠
近
か

ら
大
勢
集
い
、
懇
ろ
な
る

読
経
・
焼
香
・
唱
題
を
た

む
け
た
。

　

ま
た
、
昨
年
３
月
発
生

し
た
東
日
本
大
震
災
に
お

け
る
物
故
者
の
一
周
忌
に

際
し
、
併
せ
て
講
中
一
同

で
そ
の
塔
婆
を
建
立
し
、

追
善
供
養
を
お
こ
な
っ

た
。

　

法
要
後
に
は
、
執
事
の

真
乗
房
が
法
話
し
、『
義

淨
房
御
書
』
の
一
節
「
寿

量
品
の
自
我
偈
に
云
く

『
一
心
に
仏
を
見
た
て
ま

つ
ら
ん

と
欲
し

て
自
ら

身
命
を

惜
し
ま

ず
』
云

云
。
日

蓮
が
己
心
の
仏
界
を
此
の

文
に
依
り
て
顕
は
す
な

り
。（
中
略
）
日
蓮
云
く
、

一
と
は
妙
な
り
、
心
と
は

法
な
り
、欲
と
は
蓮
な
り
、

見
と
は
華

な
り
、
仏

と
は
経
な

り
。
此
の

五
字
を
弘
通
せ
ん

に
は
不
自
惜
身
命

是
れ
な
り
。
一
心

に
仏
を
見
る
、
心

を
一
に
し
て
仏
を

見
る
、
一
心
を
見

れ
ば
仏
な
り
。（
中

略
）
相
構
へ
相
構
へ
て
、

心
の
師
と
は
な
る
と
も
心

を
師
と
す
べ
か
ら
ず
、
と

仏
は
記
し
給
ひ
し
な
り
。

法
華
経
の
御
為
に
、
身
を

も
捨
て
命
を
も
惜
し
ま
ざ

れ
と
強
盛
に
申
せ
し
は
是

れ
な
り
」
を
拝
し
て
、
私

た
ち
が
こ
の
信
心
に
よ
っ

て
得
る
成
仏
と
は
何
か
が

解
説
さ
れ
、
日
蓮
大
聖
人

の
己
身
の
仏
界
に
つ
い
て

や
、
御
本
尊
を
拝
す
る
こ

と
の
意
義
が
平
易
に
説
明

さ
れ
た
。

　

す
べ
て
を
終
え
た
午
後

２
時
半
す
ぎ
、
檀
徒
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
願
い
出
た
塔

婆
を
携
え
、
墓
参
に
向
か

い
帰
途
に
つ
い
た
。

　
　

   

（
円
乗
寺
記
録
係
）

　

北
海
道
札
幌
市
の
清
涼

院
と
行
足
寺
（
共
に
川
田

乗
善
住
職
）
で
は
、
18

　

春
光
う
ら
ら
か
な
３
月

20
日
、
明
石
市
の
神
通
寺

（
川
井
泰
円
住
職
）
に
お

日
と
20
日
の
両

日
、
午
前
11
時

と
午
後
１
時
に

そ
れ
ぞ
れ
春
季

彼
岸
法
要
が
執

り
行
わ
れ
た
。

例
年
よ
り
も
寒

さ
も
厳
し
く
雪

も
多
い
今
年
の

お
彼
岸
。
札
幌
で
は
彼
岸

の
入
り
と
同
時
に
吹
雪
模

様
、
春
の
お
彼
岸
は
境
内

の
雪
か
き
か
ら
始
ま
っ

た
。
春
の
彼
岸
と
は
思
え

な
い
一
面
雪
景
色
の
な

か
、
檀
信
徒
は
雪
を
か
き

分
け
て
ご
先
祖
と
有
縁
精

い
て
午
前
11
時
よ
り
春
季

彼
岸
会
法
要
が
執
り
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

前
日
ま
で
の
ハ
ッ
キ
リ

し
な
い
天
気
と
は
う
ら
は

ら
に
、
春
ら
し
い
天
候
に

恵
ま
れ
て
の
法
要
に
、
参

詣
者
も
清
々
し
い
思
い
で

お
参
り
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
読
経
、
唱
題
、
塔
婆

回
向
と
焼
香
と
如
法
に
法

要
が
奉
修
さ
れ
、
最
後
に

住
職
よ
り
法
話
が
あ
り
、

散
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

法
話
の
中
で
、「
成
仏

す
る
道
は
、
た
だ
ひ
た
す

ら
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱

霊
へ
の
追
善

供
養
の
た
め

に
参
詣
。

　

法
要
は
川

田
住
職
の
導

師
の
も
と
、

献
膳
・
読
経
・

焼
香
・
唱
題

と
進
み
、
そ

の
後
、
住
職
は
一
生
成
仏

抄
「
衆
生
の
心
け
が
る
れ

ば
土
も
け
が
れ
、
心
清
け

れ
ば
土
も
清
し
と
て
、
浄

土
と
云
ひ
穢え

土ど

と
云
ふ
も

土
に
二
つ
の
隔
て
な
し
。

只
我
等
が
心
の
善
悪
に
よ

る
と
見
え
た
り
。
衆
生
と

え
、
六
ろ
っ
こ
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う

根
清
浄
に
つ
と

め
る
こ
と
」
等
や
、「
宗

開
両
祖
の
教
え
を
ま
も

り
、
こ
と
に
日
興
門
流
の

末
裔
と
し
て
は
、
日
興
上

人
の
御
指
南
と
行
動
を
規

云
ふ
も
仏
と
云
ふ
も
亦ま
た

此か
く
の
如
し
。
迷
ふ
時
は
衆

生
と
名
づ
け
、
悟
る
時
を

ば
仏
と
名
づ
け
た
り
。
譬た
と

へ
ば
闇
鏡
も
磨
き
ぬ
れ
ば

玉
と
見
ゆ
る
が
如
し
」
を

拝
読
。

　

浄
土
と
穢
土
、
極
楽
と

地
獄
に
つ
い
て
わ
か
り
や

す
く
法
話
を
行
っ
た
。
法

要
後
お
は
ぎ
が
振
る
舞
わ

れ
、
参
詣
者
は
追
善
の
供

養
が
で
き
た
こ
と
を
喜

び
、
春
の
訪
れ
を
ほ
の
か

に
感
じ
て
菩
提
寺
を
後
に

し
た
。

　
　

   （
行
足
寺
記
録
係
）

範
と
し
て
誤
り
の

無
い
よ
う
信
心
に

励
み
、法
燈
相
続
、

令
法
久
住
に
努
め

る
べ
き
で
あ
る
」

と
強
調
さ
れ
ま
し

た
。
参
詣
者
一
同

は
、
心
も
新
た
に

寺
院
を
あ
と
に
し

ま
し
た
。

　

な
お
、
午
後
２

時
か
ら
は
一
昨
年
７
月
25

日
開
所
し
た
神
通
院
（
川

井
泰
雄
主
管
）に
お
い
て
、

同
じ
く
春
季
彼
岸
会
法
要

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　

   （
神
通
寺
記
録
係
）

妙風発刊に寄せて
「有志の会」代表　荻原昭謙師

富
士
の
清
流
を
求
め
ん

富
士
の
清
流
を
求
め
ん

春
の
お
彼
岸

千葉県

円乗寺

北海道

行足寺
兵庫県

神通寺

報
恩
と
感
謝
の

　
　

こ
こ
ろ
を
こ
め
て


