
■
４
月
22
（
土
）
～
23
（
日
）
、

１
泊
２
日
に
て
山
梨
県
・
身
延
山

久
遠
寺
（
み
の
ぶ
さ
ん
く
お
ん
じ
）

へ
参

拝
し
ま
し
た
。

午
前
８
時
、
白
山
集
会
所
を
マ

イ
ク
ロ
バ
ス
に
て
出
発
。
一
路
、

久
遠
寺
へ
。
昼
食
を
身
延
山
参
道

の
食
堂
で
済
ま
せ
、
一
同
は
た
く

さ
ん
の
買
い
物
を
し
、
午
後
２
時
、

日
蓮
聖
人
の
お
墓
・
ご
廟
所
（
び
ょ

う
し
ょ
）

へ
参
拝
。

宿
泊
の
宿
、
宿
坊
・
大
乗
坊

（
お
寺
で
す
）

に
て
夕
食
（
豪
華
で
す
）

の
後
、
三
門
の
下
に
て

唱
題
行
（
し
ょ
う
だ
い
ぎ
ょ
う
）

を
務

め
行
い
、
晩
酌
の
後
、
就
寝
。

２
日
目
は
「
身
延
大
会
」
に
参

加
し
、
帰
路
に
「
沼
津
港
」
へ
立

ち
寄
り
、
昼
食
の
お
寿
司
を
一
同

そ
ろ
っ
て
い
た
だ
き
、
或
い
は
ア

ル
コ
ー
ル
を
い
た
だ
き
、
ゆ
っ
く

り
と
お
土
産
も
買
っ
た
次
第
で
す
。

心
癒
さ
れ
る
２
日
間
と
な
り
ま

し
た
。

■
次
に
参
加
者
を
紹
介
し
ま
す
。

小
島

祝
・
難
波
雪
江
・
福
住
八

郎
・
小
島
美
代
子
・
東
谷
茂
子
・

朝
倉
英
夫
・
朝
倉
節
子
・
須
藤
教

裕
。
（
順
不
同
。
以
上
８
名
）

■
第
20
回
・
本
照
寺

「
一
泊
お
山
し
ゅ
ぎ
ょ

う
」
は
７
月
29
日
（
土
）

～
30
日
（
日
）
の
開
催

と
な
り
ま
す
。

参
加
ご
希
望
の
方
は

同
封
の
書
類
を
を
用
い
、
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

（
ク
ツ
を
そ
ろ
え
る
こ
と
は
自
分

の
た
め
だ
け
で
な
く
、
他
人
の
た

ひ

と

め
で
も
あ
る
ん
だ
よ
ね
ネ
！
）

■
29
～
30
日
は
坂
上
の
駐
車
場

が
使
え
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
ご
了
承

く
だ
さ
い
。
坂
下
を
ど
う
ぞ
。

■
今
年
も
お
稚
児
さ
ん
の
参
加
を

ち

ご

募
集
し
ま
す
の
で
、
予
定
を
立
て

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
10
月
号
に
て
送
付
し
ま
す
。

波
木
井
殿
御
書

は

き

い

ど

の

ご

し

ょ

■
葬
儀
の
引
導
文
で
必
ず
読
む

い

ん

ど

う

も

ん

ご
文
章
で
す
。
波
木
井
実
長
（
は

ぎ
い
さ
ね
な
が
）

は
日
蓮
聖
人
の
最
大

有
力
信
者
で
、
身
延
の
土
地
を
提

供
し
、
給
仕
に
つ
と
め
ま
し
た
。

墓
を
身
延
に
建
て
る
こ
と
や
、

■
毎
年
８
月
16
日
、
本
照
寺
で

は
「
お
施
餓
鬼
供
養
会
・
お
せ
が
き

く
よ
う
え

」
と
し
て
ご
先
祖
供
養
の

た
め
大
法
要
を
執
り
行
っ
て
お
り

ま
す
。
法
要
は
午
後
２
時
か
ら
３

時
30
分
頃
ま
で
で
す
。

特
に
新
盆
を
迎
え
ら
れ
る
方
は

必
ず
出
席
の
も
と
ご
供
養
い
た
し

た
い
も
の
で
す
。

■
卒
塔
婆
（
そ
と
う
ば
）

ご
供
養

希
望
の
方
は
、
同
封
の
「
払
込
用

紙
」
を
用
い
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
払
込
用
紙
の
通
信
欄
に
「
先

祖
代
々
」
や
「
０
０
院
０
０
信
士
・

信
女
」
な
ど
と
、
ど
な
た
の
卒
塔

婆
を
立
て
る
の
か
を
ご
記
入
く
だ

さ
い
。

■
卒
塔
婆
は
二
週
間
以
内
に
ご
自

分
で
お
立
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
ご
自
分
で
立
て
ら
れ
な
い

場
合
は
ご
連
絡
下
さ
る
か
、
申
し
込

み
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
ま
た

世
話
人
さ
ん
が

本
人
の
代
わ
り

に
立
て
る
習
慣

も
で
き
れ
ば
改

め
た
い
で
す
ね

（
荻
野
地
区
）
。

61
歳

於
・
身
延

更
に
自
分
よ
り
後
に
来
る
弟
子
信

者
に
、
霊
山
浄
土
で
必
ず
待
つ
こ

と
を
約
束
し
て
結
ん
で
い
ま
す
。

■
日
蓮
宗
の
通
夜
・
葬
儀
は
、

目
的
観
が
明
確
で
す
の
で
比
較
的

聞
い
て
い
て
分
か
り
や
す
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
廊
（
わ
た
り

ど
の
）

と
は
、
本
照
寺
で
言
え
ば

本
堂
と
庫
裡
を
結
ぶ
廊
下
の
こ
と

く

り

で
す
。
方
角
は
東
北
を
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
通
夜
で
必
ず

読
む
日
蓮
聖
人
の
ご
文
章
に
、

「
こ
の
法
華
経
を
聞
く
者
は
一
人

と
し
て
仏
と
な
ら
ざ
る
者
は
な
し
。

霊
也
、
こ
の
法
華
経
の
功
徳
に
よ

り
て
、
決
定
し
て
霊
山
浄
土
へ
参

け
つ
じ
ょ
う

る
。
一
切
の
諸
仏
、
先
祖
代
々
の

精
霊
、
集
ま
り
て
手
を
取
り
、
頭

し
ょ
う
り
ょ
う

を
な
で
、
身
体
を
抱
き
て
霊
也
を

釈
迦
仏
、
法
華
経
の
浄
土
へ
引
導

し
給
う
」
と
あ
り
ま
す
。

た

も実
に
明
確
な
死
後
の
救
い
を
お

示
し
で
す
。
ご
安
心
の
程
を

(^^)
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朝
の
詩

う

た

春
休
み

岡
山
市
北
区

金
子
富
士
夫

57

交
差
点
で
信
号
待
ち

に
な
る
の
は

ひ
と

い
き
入
れ
ろ

と
い

う
合
図

せ
っ
か
く

の
日
曜
日
が

雨
に

な
る
の
は
一
日
ゆ
っ

く
り
休
め
と
い
う
お

は
か
ら
い

定
年
退

職
は
次
の
人
生
ま
で

の

春
休
み

兄
ち
ゃ
ん

東
京
都
台
東
区

長
澤
希
依
子

83

戦
争
が
始
ま
っ
た
ら

遊
ん
で
や
る
時
が

無
い
か
ら
と

小
学
校
３
年
生
の
夏

休
み

兄
ち
ゃ
ん
は

私
を
鎌
倉
に
連
れ
て

行
っ
て
く
れ
た

大
学
を
出
て

就
職
も
決
ま
っ
て

赤
紙
が
来
た

内
地
に
一
週
間
居
て

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
廻
さ

れ
レ
イ
テ
で
戦
死
し

た

兄
ち
ゃ
ん
の
人

生

何
だ
っ
た
ん
だ

帰
還

茨
城
県
坂
東
市

木
元
美
佐
子

66

極
寒
の
シ
ベ
リ
ア
で

ネ
ズ
ミ
の
死
骸
が
浮

い
た
泥
水
を
す
す
っ

て

飢
え
と
寒
さ
に

耐
え
生
き
延
び
て

父
は
帰
還
し
た

３

年
後
に
私
は
生
ま
れ

た

今

生
か
さ
れ

て
い
る

そ
の
分
懸

命
に
生
き

一
生
を

全
う
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

父
の
分
ま

で
幸
せ
を
掴
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
！

愛
あ
る
言
葉

大
阪
市
天
王
寺
区

巽

京
子

54

運
動
会
で

見
知
ら

ぬ
お
じ
さ
ん
が
「
俺
、

事
故
で
入
院
し
た
時
、

あ
ん
た
の
お
母
ち
ゃ

ん
に
そ
ら
ぁ
世
話
に

な
っ
て
ん

あ
ん
た

の
お
母
ち
ゃ
ん
は

ほ
ん
ま
に
優
し
い

え
え
看
護
婦
さ
ん
や
っ

た
」
と
言
っ
た
そ
の

言
葉
が

そ
の
後
半

世
紀
近
く
も

ひ
と

り
の
少
女
を

支
え

続
け
て
い
る
こ
と
を

き
っ
と
お
じ
さ
ん
は

知
ら
な
い
（
産
経
新
聞
か
ら
）

「鳥は飛ばねばならぬ。人は生きねばならぬ」 坂村真民・さかむらしんみん（仏教詩人）

第
20
回
「
一
泊
お
山
し
ゅ
ぎ
ょ
う
」

身

延

山

に

参

拝

し

ま

し

た

参加者８名。身延山久遠寺祖師堂前

昨年の「お山しゅぎょう」は53人の参加が。愛
川町のプールへはマイクロバスをチャーターし
ましたが、七沢温泉へは長澤３兄弟が車３台を
出動？してくださり、助かりました(^o^)

お

盆

の

大

供

養

祭

日
蓮
大
聖
人
の
お
手
紙
か
ら

日
蓮
は
日
本
第
一
の
法
華
経
の
行
者
な
り
。
日
蓮
の
弟
子
・
檀
那
（
信

だ

ん

な

者
）
等
の
中
に
日
蓮
よ
り
後
に
来
た
り
候
わ
ば
、
梵
天
・
帝
釈
・
四
大
天

そ
う
ら

ぼ

ん

て

ん

た
い
し
ゃ
く

王
・
閻
魔
法
王
の
御
前
に
て
も
、
日
本
第
一
の
法
華
経
の
行
者
、
日
蓮
房

え

ん

ま

ほ

う

お

う

の
弟
子
檀
那
な
り
と
名
乗
っ
て
通
り
給
う
べ
し
。

こ
の
法
華
経
は
三
途
の
川
に
て
は
船
と
な
り
、
死
出
の
山
に
て
は

さ

ん

ず

し

で

大
白
牛
車
と
な
り
、
冥
途
に
て
は
灯
と
な
り
、
霊
山
浄
土
へ
参
る
橋
な
り
。

だ

い

び

ゃ

く

ご

し

ゃ

め

い

ど

と
も
し
び

り

ょ

う

ぜ

ん

じ

ょ

う

ど

霊
山
浄
土
へ
ま
し
ま
し
て
丑
寅
（
う
し
と
ら
・
東
北
）

の
廊
（
わ
た
り
ど
の
）
に

て
尋
ね
さ
せ
給
え
、
必
ず
待
ち
奉
る
べ
く
候
う
。

今
年
の
お
会
式
は
10
月
21
日

■
本
年
も
新
盆
を
迎
え

ら
れ
る
家
、
限
定
と
な

り
ま
す
が
、

お
棚
経
（
た
な
ぎ
ょ
う
）

に
伺
い
ま
す
。

例
年
お
棚
経
を
回
っ

て
い
た
地
域
に
限
り
ま

す
が
、
そ
う
で
な
い
地

域
で
ご
希
望
の
方
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。



原
因
が
有
る
か
ら

結
果
が
生
ま
れ
る

原
因
が
無
け
れ
ば

結
果
は
生
ま
れ
な
い

因
果
の
法
則
は

永
遠
の
真
理
で
あ
る

■
原
因
と
結
果
の
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
因
果
の
法
則
は
、

釈
尊
以
前
に
も
言
葉
と
し
て
は

あ
り
ま
し
た
が
、
因
（
原
因
）

は

神
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
、

人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら

な
い
も
の
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

し
か
し
釈
尊
の
悟
り
に
よ
る

思
想
で
は
、
因
は
そ
の
よ
う
な

宿
命
的
な
も
の
で
は
な
く
、
縁

（
条
件
）
の
作
用
に
よ
り
果
（
結
果
）

も
変
わ
る
と
い
う
正
し
い
教
え

を
お
説
き
に
な
り
ま
し
た
。

因
に
縁
が
働
き
か
け
て
結
果

（
果
）

が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

で
す
か
ら
因
が
直
接
原
因
で
あ

る
の
に
対
し
、
縁
は
間
接
原
因

（
条
件
）

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

■
た
と
え
ば
、
ハ
ス
の
実
は

成
長
し
て
花
を
咲
か
せ
実
を
結

ぶ
可
能
性
を
具
え
て
い
ま
す
。

そ

な

し
か
し
机
の
中
や
戸
棚
な
ど
に

し
ま
っ
て
お
い
た
ら
、
い
つ
ま

で
た
っ
て
も
開
花
し
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
は
「
大
賀
蓮
・
お
お

が
は
す

」
が
よ
い
例
で
す
。

昭
和
40
年
に
83
歳
で
亡
く
な
っ

た
植
物
学
者
の
大
賀
一
郎
博
士

は
、
満
州
鉄
道
の
社
員
時
代
に
、

満
州
の
泥
炭
層
で
発
掘
さ
れ
た

千
つ
ぶ
近
い
古
い
ハ
ス
の
実
を
、

ア
メ
リ
カ
に
持
参
し
て
発
芽
さ

せ
ま
し
た
。
そ
の
後
も
２
千
年

前
の
ハ
ス
の
実
の
発
芽
に
成
功

し
て
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

ハ
ス
の
実
は
、
ハ
ス
に
な
る

因
を
具
え
て
い
て
も
そ
の
機
能

を
授
け
る
太
陽
の
光
や
、
水
や
、

肥
料
や
、
空
気
な
ど
の
数
々
の

要
素
が
必
要
で
す
。
こ
れ
ら
の

機
能
を
縁
（
条
件
）

と
呼
び
ま
す
。

■
無
数
の
縁
が
因
に
作
用
し

て
結
果
を
生
み
起
こ
す
の
で
因

縁
所
生
（
い
ん
ね
ん
し
ょ
し
ょ
う
）

と
も
縁
起
（
え
ん
ぎ
）

と
も
言
う

の
で
す
。
そ
し
て
自
分
の
し
た

こ
と
は
自
分
に
返
っ
て
く
る
と

い
う
の
が
因
果
の
法
則
で
、
こ

れ
を
「
自
業
自
得
」
と
言
い
ま

す
。「

縁
起
の
法
」
は
、
釈
尊
の

悟
り
の
根
本
で
あ
る
と
さ
れ
ま

す
。
創
造
の
神
を
認
め
な
い
仏

教
で
は
、
縁
起
の
法
（
真
理
）

は

「
万
物
存
在
」
の
重
要
な
真
理

で
す
。

釈
尊
の
代
講
を
つ
と
め
た
舎

利
弗
（
し
ゃ
り
ほ
つ
）

は
、
縁
起
の

法
を
次
の
比
喩
で
語
り
ま
す
。

２
本
の
蘆
（
あ
し
）
は
、
相

よ
っ
て
い
る
と
き
、
立
っ
て
い

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
同

じ
よ
う
に
、
こ
れ
が
あ
る
か
ら
、

か
れ
が
あ
る
の
で
あ
り
、
か
れ

が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
あ
る
の

で
あ
る
。

だ
が
、
も
し
２
本
の
蘆
の
う

ち
、
ひ
と
つ
の
蘆
を
と
り
去
れ

ば
、
他
の
蘆
も
ま
た
倒
れ
る
で

あ
ろ
う
。

そ
れ
と
同
じ
く
、
こ
れ
が
な

け
れ
ば
、
か
れ
は
な
い
の
で
あ

る
。
か
れ
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ

も
ま
た
な
い
の
で
あ
る
…
…

■
縁
起
の
法
と
は
、
つ
ま
り

一
切
が
相
関
関
係
（
一
方
が
他
方
と

の
関
係
を
離
れ
て
は
成
立
た
な
い
）

に

あ
る
事
実
を
い
い
、
相
互
依
存

（
そ
う
ご
い
ぞ
ん
）

と
も
言
い
ま
す
。

■
一
例
を
あ
げ
れ
ば
網
（
あ
み
）

の
目
が
そ
う
で
す
。
糸
や
ロ
ー

プ
で
編
ま
れ
て
で
き
た
網
の
目

の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、
お
互
い

に
隣
り
合
い
、
関
わ
り
合
っ
て

い
ま
す
。

そ
れ
は
網
の
目
を
つ
く
る
糸

や
ロ
ー
プ
を
相
互
に
共
有
し
て

い
る
か
ら
で
、
こ
の
糸
や
ロ
ー

プ
を
切
る
と
網
の
目
は
な
く
な

り
、
網
の
用
を
な
さ
な
く
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
網

の
目
は
、
無
数
の
網
の
目
と
の

つ
な
が
り
、
関
わ
り
合
い
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
存
在
で
き
る
の
で

す
。
同
時
に
、
そ
の
ひ
と
つ
の

網
の
目
は
、
網
に
と
っ
て
欠
か

せ
な
い
大
切
な
網
の
目
で
す
。

こ
の
関
係
が
縁
起
で
す
。

■
こ
の
こ
と
は
、

網
と
網
の
目
と
の

関
わ
り
合
い
だ
け

で
な
く
、
私
た
ち

も
周
囲
と
無
関
係

で
個
と
し
て
存
在

で
き
な
い
事
実
に
思
い
を
及
ぼ

さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

人
間
対
人
間
だ
け
の
範
囲
で

な
く
、
生
物
と
無
生
物
と
を
問

わ
ず
、
一
切
か
ら
生
か
さ
れ
、

同
時
に
一
切
を
生
か
し
て
い
く

貴
重
に
し
て
尊
厳
な
自
己
で
あ

る
真
実
に
め
ざ
め
る
こ
と
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
日
常
な
に
げ

な
く
口
に
し
て
い
る
挨
拶
の
言

葉
「
お
か
げ
さ
ま
」
を
よ
く
噛

み
し
め
る
な
ら
、
自
然
に
合
点

で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

即
ち
、
自
ら
は
耕
さ
ず
し
て

食
べ
、
自
ら
は
織
ら
ず
し
て
ま

お

と
い
、
自
ら
は
建
て
ず
し
て
住

ま
う
の
で
す
。

元
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
ジ
ョ
ン
・

レ
ノ
ン
は
、
世
界
一
美
し
い
言

葉
、
そ
れ
は
日
本
語
の
「
お
か

げ
さ
ま
で
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

■
そ
し
て
リ
ー
ド
文
に
書
い

た
よ
う
に
、
「
六
波
羅
蜜
・
ろ
く

は
ら
み
つ
・
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・

ふ

せ

じ

か

い

に

ん

に

く

精
進
・
禅
定
・
智
慧
」
の
実
践

し
ょ
う
じ
ん

ぜ
ん
じ
ょ
う

ち

え

は
利
他
に
留
ま
ら
ず
、
自
利
と

り

た

じ

り

し
て
返
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ

う
、
人
の
役
に
立
つ
こ
と
は
、

ひ
る
が
え
っ
て
自
分
の
役
に
立

つ
こ
と
と
な
る
の
で
す
。
宮
沢

賢
治
の
母
、
イ
チ
は
「
人
と
い

う
も
の
は
人
の
た
め
に
何
か
し

て
あ
げ
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き

た
の
す
」
と
仰
せ
で
す
。
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■
「
『
人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
』
が
我
が
家
の

家
訓
で
す
」
。
芸
能
人
が
そ
う
発
言
し
て
い
た
。

ま
、
ご
も
っ
と
も
で
す
が
、
迷
惑
掛
け
ず
に
人
生

は
送
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
迷
惑
を
掛
け
る
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
を
お
ぎ
な
う
た
め
の
生
業
・
職
業
が
あ
る
こ
と
も
、

な

り

わ

い

ま
た
事
実
で
す
。
さ
て
、
若
い
親
御
さ
ん
や
祖
父
母
さ
ん

に
お
願
い
で
す
。
子
供
や
孫
に
「
迷
惑
を
…
」
で
な
く
「
人

を
助
け
、
人
の
役
に
立
つ
喜
び
」
を
経
験
さ
せ
て
欲
し
い
。
私
は

良
く
子
供
に
背
中
や
足
に
乗
っ
て
も
ら
い
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
て
も

ら
っ
た
。
そ
し
て
「
あ
り
が
と
う
。
気
持
ち
よ
か
っ
た
！
」
と
連
呼

し
た
。
誰
で
も
、
人
が
喜
ん
で
く
れ
る
こ
と
ほ
ど
「
気
持
ち
の
よ
い

こ
と
は
な
い
」
は
ず
。
祖
父
母
は
孫
に
敢
え
て
コ
ン
ビ
ニ
等
の
荷
物

を
持
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
ま
た
肩
も
み
な
ど
の
頼
み
事
を
し
て
「
あ

り
が
と
う
助
か
っ
た
よ
！
」
「
あ
り
が
と
う
気
持
ち
よ
か
っ
た
よ
！
」

と
、
心
を
込
め
て
誉
め
て
欲
し
い
。
人
を
助
け
た
り
人
の
役
に
立
つ

と
、
人
は
喜
ん
で
く
れ
る
と
い
う
経
験
を
、
何
度
も
作
っ
て
欲
し
い
。

編
集
後
記

な
ど

人
間
は
社
会
的
な
生
き
物
で
あ
り
社
会
や
他
人
と
の
関
わ
り
な
く
生
き
て
い
け
ま
せ
ん

●
子
ど
も
誕
生
の
報
告

一
昨
年
の
11
月
21
日
に
息
子
が
、

今
年
の
2
月
18
日
に
娘
が
生
ま
れ
、

二
児
の
父
と
な
り
ま
し
た
。
息

子
は
現
在
1
歳
7
ヵ
月
、
娘
は

4
カ

月
で
年
子
で
す
。

●
名
前
に
込
め
た
想
い

息
子
の
名
前
は
慧
磨
（
け
い
ま
）

と
言
い
ま
す
。
仏
教
で
は
「
智

慧
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
出
て

く
る
と
思
い
ま
す
が
、
「
悟
り

に
至
る
た
め
の
智
慧
を
磨
い
て

欲
し
い
」
、
そ
ん
な
想
い
か
ら

名
付
け
ま
し
た
。

娘
の
名
前
は
燈
（
あ
か
り
）
と

言
い
ま
す
。
「
周
り
の
人
を
照
ら

し
て
あ
げ
ら
れ
る
存
在
に
な
っ
て

欲
し
い
」
。
そ
ん
な
想
い
か
ら
名

付
け
ま
し
た
。
ま
た
、
燈
に
は

「
仏
の
教
え
」
と
い
う
意
味
も
あ

り
ま
す
。

●
皆
さ
ま
へ
の
お
願
い

2
人
と
も
生
ま
れ
て
間

も
な
い
年
子
で
、
妻
ひ

と
り
で
の
育
児
は
大
変

な
の
で
、
私
が
面
倒
を

見
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

境
内
で
皆
さ
ま
と
お
会

い
す
る
と
き
に
、
子
ど

も
を
背
負
っ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、

そ
の
際
は
ご

容
赦
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
妻
と
子

ど
も
が
境
内
を
散
歩
す
る
こ
と
も

あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
見
か
け

た
際
は
是
非
お
声
が
け
く
だ
さ
い

ね
。
今
後
は
、
慧
磨
・
燈
と
も
ど

も
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

副住職のコーナー

娘誕生のご報告

私
事
で
す
が
今
冬
に
娘
が
誕
生
し

ま
し
た
。
本
照
寺
だ
よ
り
で
の
ご

報
告
が
ま
だ
で
し
た
の
で
、
息
子

と
併
せ
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す

因
果
の
法
則
・
い
ん
が
の
ほ
う
そ
く
。
縁
起
の
法
・
え
ん
ぎ
の
ほ
う
…
…
。

■
「
こ
の
野
郎
！
」
と
言
え
ば
「
何
だ
こ
の
野
郎
！
」
と
の
言
葉
が

返
っ
て
来
ま
す
（
た
ぶ
ん
）

。
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
え
ば
「
こ
ち
ら
こ
そ

ど
う
い
た
し
ま
し
て
」
と
の
言
葉
が
返
っ
て
来
ま
す
（
た
ぶ
ん
）

。
こ
れ
を

因
果
応
報
・
い
ん
が
お
う
ほ
う
、
と
言
い
ま
す
。
最
新
の
脳
科
学
で
は
、

悪
い
言
葉
を
使
う
と
、
相
手
の
み
な
ら
ず
自
ら
を
も
苦
し
め
て
し
ま
う

こ
と
が
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

人
を
困
ら
せ
た
り
苦
し
め
た
り
す
る
と
（
因
）
、

自
分
を
困
ら
せ
、
苦
し
め
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
（
果
…
悪
因
悪
果
）
。
逆
に
、
人
を
誉

あ

く

い

ん

あ

っ

か

め
た
り
優
し
く
し
て
あ
げ
る
と
（
因
）
、
自

分
を
誉
め
た
り
優
し
く
し
て
あ
げ
る
こ
と
に

な
る
の
で
す
（
果
…
善
因
善
果
）
。

ぜ

ん

い

ん

ぜ

ん

か

最
古
の
仏
典
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
ダ
ン
マ

パ
ダ
・
法
句
教
・
ほ
っ
く
き
ょ
う
」
に
も
、

「
も
し
汚
れ
た
心
を
も
っ
て
話
し
た
り
行
っ

た
り
す
れ
ば
、
そ
の
者
に
は
、
苦
が
付
き
ま

と
う
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
因
果

の
法
則
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
…
…
。

「『どういう人が好きか』と聞かれて『優しい人』と答える方が多いでしょう。でも、本来、字義通りに『優しい人』がいる
わけではないんですよ。それは『優しくすることができる人』がいるということなんです」大林宣彦・おおばやしのぶひこ 映画作家

原
因
…
…
結
果

種
か
ら
芽
が
出
る
縁

相
互
に
依
存
す
る
存
在

お
陰
さ
ま

慧磨（けいま）と燈（あかり）


