
■
平
成
14
年
12
月
に
第
一
号
を

発
刊
し
て
よ
り
こ
の
か
た
、
ほ
ぼ

10
年
を
経
て
50
号
を
迎
え
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

左
に
第
２
号
を
紹
介
し
ま
す
が
、

そ
の
拙
（
つ
た
な
）

さ
、
へ
た
さ
加

減
に
私
自
身
、
驚
き
ま
す
。
で
す

が
、
ま
ぁ
し
か
た
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
な
に
せ
、
「
パ
ー
ソ
ナ

ル
編
集
長
」
と
い
う
ソ
フ
ト
を
買
っ

て
作
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
買
っ

た
ば
か
り
で
そ
の
ソ
フ
ト
に
も
慣

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
（
現
使
用
）
。

■
先
ず
白
黒
で
、
い
わ
ゆ
る
割

り
付
け
・
レ
イ
ア
ウ
ト
が
な
さ
れ

て
な
く
、
記
事
、
文
章
は
心
太

（
と
こ
ろ
て
ん
）

状
態
（
順
番
に
並
べ
た
だ

け
）

で
す
。

■
し
か
し
幸
い
、
長
ら
く
「
聖

徒
タ
イ
ム
ズ
」
の
編
集
に
関
わ
っ

て
い
ま
し
た
の
で
、
割
り
付
け
は

「
お
手
の
物
？
」
で
す
。
当
時
は

割
り
付
け
用
紙
に
鉛
筆
、
定
規
、

消
し
ゴ
ム
で
悪
戦
苦
闘
。

読
者
を
「
読
む
気
」
に
さ
せ
、

興
味
を
持
た
せ
る
に
は
…
…
割
り

付
け
は
？

リ
ー
ド
文
は
？

大お

お

見
出
し
は
？

中
見
出
し
は
？

な

か

小
見
出
し
は
？

と
い
っ
た
具
合
。

こ

■
そ
ん
な
「
お
陰
」
が
な
け
れ

ば
、
「
本
照
寺
だ
よ
り
」
は
存
在

し
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
が
今
、
私
自
身
に
と
っ
て

の
趣
味
状
態
？

と
も
あ
れ
、
読
ん
で
い
た
だ
け

な
け
れ
ば
た
だ
の
紙
。
孤
軍
奮
闘
？

次
な
る
１
０
０
号
を
目
指
し
ま
す
。

■
本
照
寺
で
は
４
月
20
日
～
21

日
の
土
日
に
、
山
梨
県
・
身
延
山
・

久
遠
寺
へ
参
拝
し
ま
す
。

バ
ス
に
て
一
泊
二
日
、
ご
参
加

を
お
待
ち
し
ま
す
。
１
万
８
千
円
。

立
花
伸
一
さ
ん

■
昨
年
の
11
月
19
日
、
厚
木
レ

ン
ブ
ラ
ン
ト
ホ
テ
ル
３
F
「
相
模

の
間
」
に
お
い
て
、
本
照
寺
お
檀

家
さ
ん
の
歌
手
、
立
花
伸
一
さ
ん

が
「
立
花
伸
一
ベ
ス
ト
ア
ル
バ
ム

発
売
記
念
デ
ィ
ナ
ー
シ
ョ
ウ
」
を

開
催
、
私
、
住
職
も
お
祝
い
に
駆

け
付
け
ま
し
た
。
満
席
の
会
場
で

は
友
情
出
演
、
美
川
憲
一
そ
っ
く

り
さ
ん
が
場
を
盛
り
上
げ
、
立
花

さ
ん
の
歌
声
と
と
も
に
楽
し
い
ひ

と
と
き
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
？
歳
に

は
と
て
も
見
え
ず
、
と
て
も
若
々

し
い
立
花
さ
ん
！

で
す
。

日
蓮
宗
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■
皆
さ
ん
が
新
車
を
買
っ
た
時
、
例
え
ば
そ
の

車
が
ク
ラ
ウ
ン
だ
っ
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
ク
ラ
ウ

ン
を
買
う
前
は
、
ク
ラ
ウ
ン
が
視
界
に
入
っ
て
い

て
も
目
に
入
ら
な
か
っ
た
の
に
、
ク
ラ
ウ
ン
を
買
っ

て
か
ら
は
「
ク
ラ
ウ
ン
が
い
っ
ぱ
い
走
っ
て
る
」

と
い
っ
た
よ
う
に
、
自
然
と
目
に
入
っ
て
き
ま

す
よ
ね
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
脳
が
、
見
た
い
物

し
か
見
な
い
、
だ
か
ら
興
味
の
な
い
物
は
見
な

い
、
と
い
う
よ
う
に
、
脳
が
自
然
と
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
（
除
外
）
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

■
同
じ
よ
う
に
ル
イ
ビ
ト
ン
の
バ
ッ
グ
を
持
っ
て
い

る
人
は
、
他
人
が
持
っ
て
い
る
ル
イ
ビ
ト
ン
の
バ
ッ
グ

に
目
が
行
き
ま
す
。
逆
に
ル
イ
ビ
ト
ン
に
全
く
興
味
が
な

く
持
っ
て
い
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
視
界
に
入
っ
て
い

て
も
ル
イ
ビ
ト
ン
は
見
え
な
い
の
で
す
。
人
は
視
界
に

入
っ
て
も
、
自
分
に
と
っ
て
重
要
性
が
な
け
れ
ば
見
え

ず
、
認
識
し
な
い
の
で
す
（
こ
れ
を
ス
コ
ト
ー
マ
と
呼
び
ま
す
）
。

■
さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
、
次
を
読
ん

で
く
だ
さ
い
。
思
い
は
具
現
化
（
現
実
と
な
る
）
す
る
、
と
。

例
え
ば
あ
る
会
社
の
開
発
部
で
、
現
状
で
は
考
え
ら
れ

な
い
ほ
ど
小
型
化
さ
れ
た
新
製
品
を
開
発
す
る
、
と
な
っ

た
時
、
開
発
部
の
社
員
が
「
そ
れ
は
無
理
だ
」
、
と
思
え

ば
、
「
か
く
か
く
し
か
じ
か
で
無
理
だ
」
と
い
っ
た
理
由

を
社
員
は
い
く
つ
も
引
っ
張
り
出
そ
う
と
し
ま
す
。

逆
に
、
「
そ
れ
な
ら
何
と
か
出
来
る
」
、
と
思
え
ば
、

「
か
く
か
く
し
か
じ
か
で
出
来
る
」
と
い
っ
た
理
由
を
い

く
つ
も
引
っ
張
り
だ
そ
う
と
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
「
無
理
」
と
思
え
ば
無
理
の
理
由
が
視
界
に
入

り
、
「
出
来
る
」
と
思
え
ば
出
来
る
理
由
が
視
界
に
入

る
の
で
す
。

■
と
い
っ
た
よ
う
に
、
思
い
は
具
現
化
す
る
の
で
、

日
頃
、
私
た
ち
は
「
や
れ
ば
で
き
る
」
「
や
ろ
う
」

「
頑
張
ろ
う
」
「
絶
対
に
や
る
」
と
い
っ
た
建
設
的
な

想
念
、
更
に
は
「
あ
り
が
た
い
」
「
お
陰
さ
ま
で
」
な

ど
と
い
っ
た
良
い
想
念
を
思
い
描
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
言
葉
は
将
来
、
自
分
の
環
境
に
良
い
結
果
を

引
き
寄
せ
る
こ
と
と
な
る
の
で
す
。

■
こ
れ
は
脳
科
学
か
ら
言
え
る
こ
と
の
よ
う
で
、

脳
神
経
外
科
医
で
あ
る
林

成
之
医
師
は
次
の
よ
う

に
言
い
ま
す
。

『
「
無
理
で
す
」
「
で
き
ま
せ
ん
」
と
思
っ
た
瞬
間
に
、

人
間
の
脳
は
全
体
の
血
流
が
落
ち
る
ん
で
す
。
脳
の
機
能

上
、
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
』
と
。

■
新
年
号
で
紹
介
し
た
、
「
グ
チ
や
悪
口
は
不
幸
を
呼
ぶ

呪
文
で
す
。
決
し
て
口
に
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
・
ジ
ョ
セ

フ
・
マ
ー
フ
ィ
ー
」
と
は
、
そ
の
通
り
の
よ
う
で
す
ね
。

「
花
は
咲
く
」

土
居
義
彦
66

胸
が
ジ
ー
ン
と
す
る
と

97
歳
の
母
が
何
度
も

C
D
を
聞
い
て
い
る

「
花
は
咲
く
」
と
い
う
歌

目
を
閉
じ

首
を
か
し
げ

指
で
拍
子
を
と
っ
て
い
る

「
わ
た
し
は
何
を

残
し
た
だ
ろ
う
」

こ
こ
に
く
る
と
い
き
な
り

涙
を
浮
か
べ
る

母
ち
ゃ
ん

泣
く
な

立
派
な
子
供

六
人
も

残
し
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か

無
言
の
会
話

塩
谷
亜
喜
雄
73

母
が
好
き
だ
っ
た
花
を
見

て
る
と

傍
（
そ
ば
）

に
い
つ
も
母
が

い
る
よ
う
な
気
が
す
る

大
好
き
だ
っ
た
花
を
見
に

わ
ざ
わ
ざ
天
空
か
ら

降
り
て
来
る
の
か

今
日
は
石
蕗
（
つ
わ
ぶ
き
）

「
き
れ
い
だ
ね
」

「
う
ん
」

無
言
の
会
話
を
交
わ
す

い
ま
こ
こ
で

松
崎
俊
道
62

ど
こ
へ
旅
す
る
な
ど
の

ゆ
と
り
は
な
い
が

冬
の
こ
の
晴
れ
た
日
に

き
よ
ら
か
な

空
気
を
切
っ
て
走
る

駅
へ
自
転
車

い
ま
こ
こ
で

こ
う
し
て
生
き
て
い
る

実
感
さ
え
あ
れ
ば

そ
れ
で
、
よ
し

味
方

７
歳
少
女
無
名

ど
ん
な
と
き
も

さ
い
ご
ま
で

じ
ぶ
ん
だ
け
は

じ
ぶ
ん
の
み
か
た
を

や
め
ち
ゃ
だ
め
だ
よ

次
な
る
１
０
０
号
へ

本
照
寺
だ
よ
り
も

50
号
を
迎
え
ま
し
た

第２号の本照寺だよりです。拙い感じがあ
りあり。１号は不明になっております。

「
身
延
山
へ
お
参
り
」
は
い
か
が
？

朝

の

詩
う

た

サイン入りポスターです

「一切の不幸せ、人間にとっての不幸は、不足から生ずるのではなく、有り余るところから生ずるのだ」
トルストイ「戦争と平和」から

クラウン ルイビトンと

思いは現実となる

本堂前の五重塔

本照寺へのメール通信は今
後以下でお願いいたします。

honshou49@i.softbank.jp



●
今
年
度
の
芥
川
賞
受
賞
作
「
中

陰
の
花
」
（
玄
侑
宗
久
・
僧
侶
・

げ
ん
ゆ
う
そ
う
き
ゅ
う
）
を
読
ん

だ
ん
だ
け
ど
、
少
し
禅
宗
に
対
す

る
意
識
が
変
り
ま
し
た
ね
。
曹
洞

禅
宗
は
「
個
」
と
し
て
の
霊
を
認

め
て
い
な
い
？

よ
う
だ
け
ど
、

「
中
陰
の
花
」
で
は
輪
廻
転
生
や
、

中
陰
や
成
仏
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
ん
だ
。

●
彼
は
臨
済
禅
宗
妙
心
寺
派
だ
っ

た
け
ど
、
同
じ
禅
宗
で
も
違
う
ん

だ
ね
。

●
日
蓮
宗
は
法
華
経
や
大
聖
人
の

ご
文
章
に
依
っ
て
い
る
わ
け
だ
か

ら
、
先
ず
、
霊
魂
在
り
き
だ
。

●
創
祖
睨
下
も
「
霊
界
の
門
を
の

ぞ
く
」
を
執
筆
さ
れ
て
い
る
わ
け

だ
し
、
大
聖
人
も
「
所
詮
成
仏
得

道
の
大
綱
を
法
華
経
に
之
を
説
き
」

で
あ
り
、
回
向
供
養
の
意
義
も
明

確
だ
ね
。

●
先
日
小
田
急
線
の
、
と
あ
る
踏

切
か
ら
３
軒
目
の
家
へ
供
養
に
行
っ

た
ん
で
す
が
、
娘
さ
ん
と
そ
の
彼

が
女
性
の
霊
の
姿
を
見
て
、
３
日

間
２
階
に
あ
が
れ
な
く
て
、
１
階

の
ソ
フ
ァ
ー
で
寝
て
た
ん
だ
。
実

は
霊
の
姿
を
見
る
３
日
前
に
、
す

ぐ
近
く
の
踏
切
で
自
殺
が
あ
り
、

後
日
談
と
し
て
、
自
殺
者
の
服
装

と
、
２
人
が
見
た
霊
の
姿
の
服
装

が
一
致
し
た
ん
だ
。
こ
の
一
例
は

あ
る
程
度
客
観
性
が
高
い
と
思
う

ん
だ
け
ど
、
と
も
あ
れ
あ
り
が
た

い
こ
と
は
、
法
華
経
と
お
題
目
で

の
供
養
は
絶
対
だ
っ
て
こ
と
。

●
「
題
目
の
光
無
限
に
至
り
て
即

身
成
仏
せ
し
む
。
回
向
の
文
こ
れ

よ
り
事
起
こ
る
な
り
」
だ
。

●
客
観
性
と
い
う
こ
と
で
は
、
こ

の
一
例
も
高
い
と
思
う
。
あ
る
消

防
署
（
10
人
ほ
ど
が
常
駐
）

か
ら
供
養

の
依
頼
が
あ
り
、
部
屋
の
壁
に
は

署
長
自
ら
ワ
ー
プ
ロ
で
書
か
れ
た

A4
の
紙
が
あ
り
、
霊
現
象
が
起
き

た
時
間
か
ら
隊
員
名
ま
で
、
そ
れ

こ
そ
ズ
ラ
ー
ッ
と
。
「
声
を
聞
い

た
」
「
姿
を
見
た
」
「
足
を
引
っ

ぱ
ら
れ
た
」
等
々
。
一
度
供
養
し

て
お
さ
ま
っ
た
ん
だ
が
、
２
年
後

の
お
盆
に
ま
た
始
ま
っ
た
。
結
局

２
度
足
を
運
ん
だ
け
ど
、
相
当
の

複
数
霊
で
大
変
だ
っ
た
。

●
人
生
相
談
で
も
ご
供
養
に
は
時

間
を
か
け
、
悟
す
気
持
ち
で
行
い

ま
す
よ
。

●
「
霊
也
あ
き
ら
か
に
聞
き
、
よ

く
こ
れ
を
思
念
せ
ら
れ
よ
」
「
願

わ
く
ば
久
遠
ご
本
仏
さ
ま
、
日
蓮

大
聖
人
さ
ま
、
霊
也
を
し
て
寂
光

の
宝
刹
、
霊
山
浄
土
へ
攝
取
引
導

せ
し
め
給
え
と
尓
（
し
）

か
願
う
」

と
言
っ
た
よ
う
に
、
悟
し
と
慈
悲

の
気
持
ち
で
す
ね
。
よ
く
「
払
っ

て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
る
方
が

い
ま
す
が
、
方
向
が
逆
で
す
ね
。

●
た
し
か
に
「
霊
也
あ
き
ら
か
に

聞
き
」
の
よ
う
に
、
漢
文
ど
お
り

で
な
く
、
文
章
語
と
し
て
語
っ
た

方
が
参
詣
者
も
理
解
が
で
き
る
わ

け
だ
か
ら
、
霊
也
も
然
り
で
し
ょ

う
。
更
に
創
祖
の
言
わ
れ
た
「
自

身
が
お
題
目
の
信
仰
に
徹
し
て
、

本
化
の
仲
間
に
入
り
、
霊
界
の
座

を
獲
得
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
功

徳
を
分
ち
与
え
て
中
有
（
ち
ゅ
う
う
・

中
陰
）

霊
の
運
命
を
救
い
、
大
曼
荼

羅
界
（
仏
の
世
界
）
に
入
れ
る
よ

う
に
す
る
。
そ
の
積
極
的
な
救
霊

こ
そ
真
に
中
有
の
霊
を
喜
ば
せ
る

道
で
あ
る
」
と
の
お
言
葉
こ
そ
、

私
た
ち
日
蓮
宗
僧
侶
の
あ
る
べ
き

姿
で
し
ょ
う
。

●
日
蓮
宗
の
立
場
は
常
に
明
確
だ

か
ら
自
ず
と
信
仰
心
も
持
（
た
も
）

ち
や
す
い
け
ど
、
念
仏
系
は
ま
た

違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

●
「
時
宗
の
僧
侶
・
百
人
へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
」
で
７
割
が
存
在
を
信

じ
て
い
な
い
と
の
統
計
が
あ
っ
た

ね
。
確
か
に
念
仏
系
の
通
夜
、
葬

儀
、
法
事
は
意
味
が
分
り
に
く
い

と
い
う
か
、
供
養
し
て
い
る
の
？

と
い
っ
た
感
じ
も
す
る
し
。

●
念
仏
系
は
西
方
極
楽
浄
土
へ
の

往
生
が
絶
対
約
束
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
り
、
ま
た
ひ
と
つ
の
目
的

と
も
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
？

だ
か
ら
供
養
を
す
る
と
い
っ
た

概
念
が
な
い
の
で
は
？

●
一
方
法
華
経
で
の
生
命
の
立
場

は
「
願
生
人
」
で
、
皆
、
自
ら
願
っ

て
、
目
的
を
も
っ
て
出
生
す
る
わ

け
で
す
よ
ね
。
死
後
も
ま
た
然
り

で
、
生
命
の
永
遠
向
上
発
展
の
今

を
生
き
て
い
る
わ
け
で
、
そ
し
て

そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
久
遠
ご
本

仏
の
願
い
を
生
き
る
こ
と
。
だ
か

ら
念
仏
者
と
は
祈
り
の
方
向
性
が

違
い
ま
す
ね
。

●
と
こ
ろ
で
ニ
ュ
ー
パ
ラ
ダ
イ
ム

（
新
し
い
科
学
の
枠
組
み
）
と
し

て
精
神
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
本
が

出
版
さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
、
今
後

も
高
い
客
観
性
を
も
っ
て
仏
教
の

後
押
し
と
な
っ
て
ほ
し
い
ね
。

●
で
も
何
と
し
て
も
否
定
論
者
は

否
定
論
者
だ
か
ら
。
そ
う
、
あ
と

数
10
年
？

は
か
か
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
。
一
般
の
会
話
と
し
て
語

ら
れ
る
の
は
。

●
今
、
電
車
の
中
で
成
仏
に
つ
い

て
話
し
合
っ
て
い
た
ら
、
逃
げ
ら

れ
ち
ゃ
う
（
笑
）
。

●
成
仏
は
言
葉
で
は
一
言
だ
け
ど

難
し
い
。
表
立
っ
て
は
久
遠
の
生

死
に
わ
た
る
自
分
の
本
性
を
悟
る

こ
と
だ
け
ど
、
具
体
的
に
言
え
ば
、

正
否
に
わ
た
り
す
べ
て
の
感
情
、

執
着
か
ら
解
か
れ
る
っ
て
こ
と
か

な
。

●
と
こ
ろ
で
業
・
カ
ル
マ
（
生
命

の
傾
向
性
・
く
せ
）
も
な
か
な
か

や
っ
か
い
な
こ
と
だ
ね
。

●
変
な
た
と
え
だ
け
ど
、
犬
を
両

親
と
し
て
生
ま
れ
て
く
れ
ば
「
な

ぜ
私
は
犬
に
生
ま
れ
た
ん
だ
」
な

ん
て
考
え
ら
れ
な
い
よ
ね
。
脳
組

織
の
限
界
が
あ
る
訳
だ
し
。
犬
の

カ
ル
マ
、
牛
の
カ
ル
マ
…
ず
っ
と

畜
類
？

●
盲
導
犬
、
介
護
犬
も
世
の
た
め

人
の
た
め
に
な
っ
て
ま
す
！

●
…
…
厳
し
い
言
い
方
だ
け
ど
、

そ
の
現
実
が
諸
法
実
相
、
現
実
の

し

ょ

ほ

う

じ

っ

そ

う

姿
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
仏
教
・

法
華
経
は
縁
起
の
法
な
ん
だ
か
ら
。

え

ん

ぎ

●
幸
い
、
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と

に
、
私
た
ち
は
日
蓮
宗
の
僧
侶
と

し
て
縁
が
も
て
た
。
そ
こ
に
は
諸

法
実
相
観
が
あ
り
、
一
念
三
千
観

が
あ
り
、
大
聖
人
の
ご
遺
文
が
多

く
あ
る
。
こ
れ
を
勝
縁
と
い
わ
ず

し
て
何
と
言
お
う
。

●
九
識
霊
断
法
も
倶
生
霊
神
符
も

あ
り
ま
す
。
救
い
の
道
と
し
て

●
つ
く
づ
く
思
う
こ
と
だ
け
れ
ど

「
先
ず
臨
終
の
こ
と
を
習
う
」
こ

と
だ
ね
。
生
命
の
あ
り
方
が
分
れ

ば
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
が
分

る
。
死
を
習
う
こ
と
は
、
ひ
る
が

え
っ
て
生
を
全
う
す
る
こ
と
な
ん

だ
よ
ね
。
ど
う
も
今
の
日
本
は
逆

な
ん
だ
よ
ね
。
残
念
な
が
ら
。

●
そ
う
、
臨
死
体
験
の
経
験
者
は
、

以
後
、
生
き
方
が
１
８
０
度
変
わ

り
、
精
神
性
に
目
覚
め
る
と
言
わ

れ
る
ね
…
…
と
も
あ
れ
、
今
あ
る

自
分
に
感
謝
し
、
宗
教
エ
ゴ
に
陥

る
こ
と
な
く
、
普
遍
価
値
た
る
法

華
経
を
広
め
る
こ
と
で
す
ね
。
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霊
界
の
門
を
の
ぞ
く
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■
上
記
は
13
年
前
の
記
事
で
す
が
、
こ
の

た
び
読
ん
で
み
て
、
記
憶
違
い
が
あ
り
ま
し

た
。
一
例
は
「
３
軒
目
」
と
あ
っ
た
の
に
、

「
５
軒
目
」
と
思
い
こ
ん
で
い
た
り
、
ま
た
時
間
軸

の
ず
れ
が
あ
っ
た
り
…
…
記
憶
は
結
構
、
あ
て
に
な
ら

な
い
も
の
で
す
ね
。
■
時
に
法
事
で
お
話
す
る
の
で
す
が
、

霊
界
へ
の
ド
ア
が
、
仮
に
あ
っ
た
と
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
の

ド
ア
に
は
カ
ギ
が
か
か
っ
て
い
た
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
あ
り

が
た
い
こ
と
に
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
カ
ギ
で
し
た
ら
開
く
ん
で

す
、
私
の
経
験
と
し
て
。
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
通
夜
、
葬
儀
、

法
事
で
も
そ
う
で
す
が
、
先
ず
、
霊
界
へ
の
ド
ア
が
開
か
な
け
れ
ば
、

供
養
は
届
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

で
す
の
で
、
実
は
供
養

に
も
方
法
論
が
あ
る
の
で
す
。
文
中
に
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
面
で
は
日

蓮
宗
は
明
確
で
す
。
「
真
如
の
大
海
を
渡
ら
ん
こ
と
は
、
南
無
妙
法
蓮
華

経
の
船
に
あ
ら
ず
ん
ば
叶
う
べ
か
ら
ず
」
で
あ
っ
て
み
た
り
、
ま
た
「
霊

也
の
手
を
取
り
、
頭
を
撫
で
、
体
を
抱
き
て
霊
也
を
釈
迦
仏
、
法
華
経
の

浄
土
へ
引
導
し
た
も
う
」
な
ど
、
日
蓮
聖
人
の
お
手
紙
で
の
お
言
葉
が
あ

る
の
で
す
か
ら
。
そ
し
て
そ
の
代
表
が
、
「
引
導
文
」
で
し
ょ
う
か
。

■
ま
た
、
美
輪
明
宏
は
言
い
ま
す
。
「
大
き
な
パ
ワ
ー
を
発
揮
す
る
の
が

南
無
妙
法
蓮
華
経
で
す
。
こ
の
お
題
目
は
ま
る
で
ガ
ソ
リ
ン
の
よ
う
に
も

の
す
ご
い
パ
ワ
ー
を
呼
び
起
こ
し
ま
す
。
私
は
毎
日
、
法
華
経
の
お
経
を

あ
げ
て
い
ま
す
。
お
題
目
を
あ
げ
て
い
る
と
、
不
思
議
な
力
が
ど
ん
ど
ん

泉
の
よ
う
に
グ
ー
ッ
と
湧
い
て
く
る
の
を
感
じ
ま
す
。
法
華
経
を
あ
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
宙
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
す
る
の
で
す
」
と
。

編

集

後

記

な

ど

「自分という人間がつまらないだけなのに、世の中がつまらないと言うな。大した不遇も味わってないくせに、自分は不幸だと歎くな。
弱者ぶるな。弱者ぶって人に守ってもらおうとしたり、優しくしてもらおうと思うな」。古屋 実「ヒミズ」から

自

ら

願

っ

て

生

ま

れ

て

く

る

私

た

ち

「
こ
の
法
華
経
は
三
途
の
河
に
て
は
舟
と
な
り
、
死
出
の
山
に
て
は
大
白
牛
車
と

さ

ん

ず

だ
い
び
ゃ
く
ご
し
ゃ

な
り
、
冥
土
に
て
は
灯
と
な
り
、
霊
山
（
浄
土
）

へ
参
る
橋
な
り
」
（
波
木
井
殿
御
書
・
日
蓮
聖
人
）

霊
障
（
れ
い
し
ょ
う
）
と
救
霊
（
き
ゅ
う
れ
い
）
…
…
か
な
り
大

げ
さ
な
題
名
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
た
び
、
聖
徒
タ
イ
ム
ズ

編
集
部
員
４
名
に
よ
っ
て
、
表
題
に
つ
い
て
座
談
会
を
も
っ
た
。
言

う
ま
で
も
な
く
編
集
部
員
は
日
蓮
宗
の
僧
侶
・
霊
断
師
で
あ
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
人
生
相
談
を
受
け
、
良
き
道
へ
と
導
く
立
場
に
あ
る
。
そ

こ
で
は
病
院
に
見
離
さ
れ
、
重
い
霊
障
を
抱
え
た
場
合
も
多
々
あ
る
。

日
蓮
大
聖
人
も
「
ひ
と
え
に
先
業
の
重
罪
を
今
生
に
消
し
て
後
生
の

三
悪
を
脱
れ
ん
」
（
佐
渡
御
書
）
な
ど
と
、
生
死
や
供
養
に
つ
い
て

の
ご
文
章
を
数
多
く
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ

こ
に
は
自
ず
と
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
―
。

７
割
の
僧
侶
が
信
じ
な
い
？

死
を
習
う
と
は
生
を
全
う
す
る
こ
と
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