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一
、
私わ

た
し

た
ち
の
宗し

ゅ
う

旨し

は
顕け

ん

本ぽ
ん

法ほ
っ

華け

宗し
ゅ
う

で
す

一
、
顕け

ん

本ぽ
ん

法ほ
っ

華け

宗し
ゅ
う

の
総そ

う

本ほ
ん

山ざ
ん

は
京き

ょ
う

都と

の
妙み

ょ
う

満ま
ん

寺じ

で
す

一
、
私わ

た
し

た
ち
は
日に

ち

蓮れ
ん

大だ
い

聖し
ょ
う

人に
ん

が
定さ

だ

め
ら
れ
た
大だ

い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

を	
	

御ご

本ほ
ん

尊ぞ
ん

と
し
て
篤あ

つ

く
仏ぶ

つ

・
法ほ

う

・
僧そ

う

の
三さ

ん

宝ぼ
う

さ
ま
に		

	

帰き

依え

し
ま
す

一
、
私わ

た
し

た
ち
は
妙み

ょ
う

法ほ
う

蓮れ
ん

華げ

経き
ょ
う

と
日に

ち

蓮れ
ん

大だ
い

聖し
ょ
う

人に
ん

の
御ご

書し
ょ

を
教お

し

え
の	

拠よ

り
所ど

こ
ろ

と
し
ま
す

一
、
私わ

た
し

た
ち
は
お
釈し

ゃ

迦か

さ
ま
を
教き

ょ
う

主し
ゅ

と
仰あ

お

ぎ
日に

ち

蓮れ
ん

大だ
い

聖し
ょ
う

人に
ん

を
宗し

ゅ
う

祖そ	

日に
ち

什じ
ゅ
う

大だ
い

正し
ょ
う

師し

を
開か

い

祖そ

と
し
て
経き

ょ
う

巻が
ん

相そ
う

承じ
ょ
う

を
宗し

ゅ
う

是ぜ

と
し
ま
す

一
、
私わ

た
し

た
ち
は
お
釈し

ゃ

迦か

さ
ま
の
大だ

い

慈じ

大だ
い

悲ひ

を
信し

ん

じ
て

	

努つ
と

め
て
菩ぼ

薩さ
つ

の
行ぎ

ょ
う

を
実じ

っ

践せ
ん

し
ま
す

ご
本
尊
を
正
し
く
お
ま
つ
り
し
ま
し
ょ
う

　
私
た
ち
が
信
仰
の
対
象
と
し
て
、
心
を
こ
め
て
拝
む
の
が
ご
本
尊
で
す
。
顕
本
法
華
宗
の
ご
本
尊
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
法
華
経
を
説
法
さ

れ
て
い
る
様
子
を
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
が
文
字
で
顕
さ
れ
た
も
の
で
大
曼
荼
羅
と
い
い
ま
す
。

　
ご
本
尊
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
悟
り
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
大
慈
悲
心
を
顕
し
た
も
の
で
す
。
顕
本
法
華
宗
の
信
徒
で
あ
る
私
た

ち
は
、
宗
祖
が
顕
さ
れ
た
正
し
い
ご
本
尊
を
掲
げ
て
、
毎
日
の
信
仰
増
進
に
励
む
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

①
ご
本
尊
（
大
曼
荼
羅
）

　
総
本
山
妙
満
寺
か
ら
授
与
さ
れ
た
ご
本

尊
を
お
仏
壇
の
最
上
段
の
中
心
に
お
ま

つ
り
し
ま
し
ょ
う
。

②
日
蓮
大
聖
人
像

　
宗
祖
を
お
慕
い
す
る
気
持
ち
か
ら
ご
尊

像
を
お
ま
つ
り
す
る
場
合
で
も
、
ご
本

尊
の
前
を
大
き
く
ふ
さ
い
で
は
い
け
ま

せ
ん
。

③
お
位
牌

　
ご
本
尊
や
日
蓮
大
聖
人
像
を
お
ま
つ
り

す
る
壇
の
一
段
下
に
お
ま
つ
り
く
だ
さ

い
。
や
む
を
え
ず
上
段
に
置
く
場
合
も
、

ご
本
尊
を
ふ
さ
い
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

ご
本
尊
（
大
曼
荼
羅
）

①

②
③



顕
本
法
華
宗
の
長
い
歴
史
の
中
で
は
、
数
え

き
れ
な
い
ほ
ど
の
僧
侶
が
輩
出
さ
れ
、
本

山
は
じ
め
全
国
各
寺
院
で
檀
信
徒
を
教き
ょ
う化け

さ
れ
、

ま
た
布
教
興
学
に
努
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

い
ま
こ
の
誌
面
を
見
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
の

な
か
に
も
、
菩
提
寺
住
職
や
御
歴
代
の
住
職
と

の
ご
縁
に
よ
っ
て
、
仏
法
に
触
れ
ら
れ
て
、
顕
本

法
華
宗
の
信
仰
を
深
め
ら
れ
た
方
が
お
ら
れ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
我
々
僧
侶
は
ど
の
時
代
、
ど
ん

な
社
会
情
勢
に
な
っ
て
も
お
釈
迦
さ
ま
の
正
し
い

み・

・

・
教
え
を
弘
め
、
人
々
に
安
心
を
あ
た
え
て
い
く

使
命
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
数
多
き
本
宗
の
先
師
の
中
か
ら
江
戸
初

期
に
ご
活
躍
さ
れ
た
乾
竜
院
日
乗
上
人
（
１
５
９
８

－

１
６
４
５
）と
い
う
方
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

日
乗
上
人
の
生
い
立
ち
を
簡
単
に
お
話
し
し
ま

す
。
日
乗
上
人
は
現
在
の
千
葉
県
東
金
市
の
生
ま
れ

で
、
市し

東と
う

刑ぎ
ょ
う部ぶ

左ざ

衛え

門も
ん

と
い
う
名な

主ぬ
し

の
子
で
あ
り
ま

し
た
。

　

日
乗
上
人
の
幼
少
期
、
刑
部
左
衛
門
は
村
の
年

貢
米
軽
減
を
幕
府
に
訴
え
、
米
蔵
を
や
ぶ
っ
て
、
飢

え
た
人
々
に
米
を
ほ
ど
こ
し
た
た
め
、
幕
府
に
よ
り

切
腹
さ
せ
ら
れ
ま
し
た（
諸
説
あ
り
。
東
金
に
義
人

塚
が
伝
承
）。
当
時
は
幕
府
に
逆
ら
う
と
、
子
ど
も

ま
で
殺
さ
れ
て
し
ま
う
時
代
で
す
。
周
囲
の
人
々
は

何
と
か
幼
き
日
乗
上
人
を
生
か
そ
う
と
、
東
金
市

酒
蔵
の
布ふ

留る

川が
わ

与よ

ご五
右え衛
門も
ん

に
頼
み
か
く
ま
い
ま
し

た
。

　

そ
の
後
、
日
乗
上
人
８
歳
の
時
、
千
葉
県
東
金
市

の
本
漸
寺
六
世
の
自
然
院
日
信
上
人
の
弟
子
と
な

り
、
多
く
の
修
行
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
20
年
後

に
日
信
上
人
の
法
灯
を
継
ぎ
、
本
漸
寺
七
世
に
な
ら

れ
ま
し
た
。

　

後
、
寛
永
12
年（
１
６
３
５
）38
歳
で
本
宗
僧
侶

の
養
成
機
関
で
あ
っ
た
大
網
宮み
や

谷ざ
く

檀だ
ん

林り
ん（

学
問
所
）

の
能の
う

化け

（
教
授
）に
、寛
永
16
年（
１
６
３
９
）
に
は
、

42
歳
に
し
て
京
都
妙
満
寺
三
十
二
世
貫
首
に
推
挙

さ
れ
、
正
保
２
年（
１
６
４
５
）に
48
歳
で
ご
遷
化

さ
れ
ま
し
た
。
ご
遷
化
後
に
は
、
布
留
川
家
が
中
心

と
な
っ
て
東
金
市
酒
蔵
の
円
蔵
寺
に
日
乗
上
人
御
像

を
祀
る
よ
う
に
な
り（
乗
師
堂
）、
今
日
で
も
地
元

で
顕
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
乗
上
人
は
師
で
あ
る
日
信
上
人
の
教
示
も
あ

り
、
日
蓮
教
学
の
土
台
と
も
い
う
べ
き
天
台

学
に
秀
で
、
多
く
の
注
釈
書
を
著
し
て
檀
林
で
教
鞭

〜
先
師 

乾
け

ん

竜
り
ゅ
う

院
い

ん

日に

ち

乗
じ
ょ
う

上
人
に
ま
な
ぶ
〜

ま
な
び
の
時
間

千
葉
県 

茂
原
市 

龍
教
寺
住
職

特
命
布
教
師

川
崎
英
真

筆
者
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年
春
号

「
日
蓮
大
聖
人
の
御
真
蹟
に
ふ
れ
て
」
と
合
わ
せ
て
お
読
み
く
だ
さ
い
。
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を
と
ら
れ
て
い
ま
し
た
。【
文
末
に
、
日
乗
上
人
の

著
述
を
天
台
学
、
宗
学
に
分
類
し
て
紹
介
し
ま
す
。】

天
台
学
の
詳
細
は
略
し
ま
す
が
、
中
国
の
南
北

朝
時
代
か
ら
隋
の
時
代
に
か
け
て
、
天
台
大

師
智ち

顗ぎ
（
５
３
８

－５
９
７
）と
い
う
方
が
天
台
教
学

を
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
天
台
三
大
部
と
い
わ

れ
る
『
法ほ
っ

華け

玄げ
ん

義ぎ

』『
法ほ
っ

華け

文も
ん

句ぐ

』『
摩ま

訶か

止し

観か
ん

』
は

と
て
も
有
名
で
、
先
師
先
哲
は
じ
め
今
も
私
た
ち
が

学
ぶ
べ
き
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

日
乗
上
人
は
、
こ
の
天
台
学
を
中
心
に
注
釈
書
を

著
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
後
の
先
師
や
同
志
に
よ
っ
て
さ

ら
に
研
究
さ
れ
、
注
釈
書
、
論
文
等
も
発
行
さ
れ

続
け
て
い
ま
す
。

　
な
ぜ
、
日
乗
上
人
は
多
く
を
学
び
、
そ
れ
を
後
進
に

講
義
さ
れ
続
け
た
の
で
し
ょ
う
か
？　
そ
れ
は
ひ
と
え

に
信
仰
を
深
め
、
実
践
し
て
い
く
こ
と
の
大
事
を
常
に

思
わ
れ
て
い
た
た
め
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
日
蓮
大
聖

人
、
日
什
大
正
師
の
教
え
や
本
懐
を
深
く
理
解
し
て
宗

内
同
志
に
教
育
し
、
法
華
経
有
縁
の
方
々
の
成
仏
や
追

善
供
養
を
疑
い
な
い
も
の
と
し
、
今
を
生
き
る
有
縁
の

人
々
に
幸
福
と
安
心
を
あ
た
え
ら
れ
た
先
師
だ
と
思
い

ま
す
。日蓮

教
学
は
、
天
台
学
を
学
ば
ず
し
て
は
我
々

も
深
い
理
解
が
で
き
ま
せ
ん
。
お
寺
は
葬
式

仏
教
と
揶
揄
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

顕
本
法
華
宗
の
僧
侶

は
拝
み
屋
で
も
な
け

れ
ば
寺
を
護
持
す
る

だ
け
の
人
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
法
華
経
と
日

蓮
大
聖
人
の
御
書
を

も
っ
て
修
行
し
、
縁
あ

る
人
々
に
布
教
教
化

し
、
皆
が
お
題
目
信
仰
に
基
づ
い
た
幸
福
な
生
き
方

を
実
践
で
き
る
よ
う
、
日
々
応
援
し
て
、
安
心
を
あ

た
え
る
仏
教
者
で
す
。

　

皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
日
々
お
題
目
を
お

唱
え
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
お
寺
参
り
を
さ
れ
、
法
華

経
を
読
誦
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
仏
教
に
つ
い
て
の

質
問
は
、ぜ
ひ
菩
提
寺
住
職
に
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の

様
な
積
み
重
ね
が
信
仰
を
堅
固
に
し
、
仏
教
的
な
善

行
や
心
豊
か
な
生
活
に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

南
無
妙
法
蓮
華
経　

合
掌

※
天
台
学

・『
西
谷
名
目
条
例
』
三
巻
（
寛
永
年
中
）・『
四
教
集
解
誌

義
』
七
巻
（
寛
永
年
中
）・『
四
教
集
解
歴
承
』
二
巻
（
寛
永

年
中
）・『
四
教
集
解
中
誌
録
』
五
巻
（
寛
永
年
中
）・『
四
教

集
解
聴
視
誌
録
』・『
止
観
述
聞
』
五
巻
（
元
和
四
年
）・『
十

不
二
門
指
要
抄
随
覧
』
二
巻
（
寛
永
年
中
）・『
法
華
玄
義
釈

籖
考
拾
記
』
十
巻
（
寛
永
六
年
）・『
文
句
揚
決
』
一
巻
・『
説

法
品
神
力
品
講
演
録
』一
巻・『
法
華
文
句
記
述
解
』一
巻（
寛

永
十
七
年
）・『
法
華
文
句
記
攬
剛
』
十
巻
（
寛
永
十
七
年
）

　

宗
学・『

流
通
捜
源
記
』
一
巻
（
寛
永
三
年
）・『
受
不
受
抄
』
一
巻

（
寛
永
七
年
）・『
信
行
要
道
義
』
一
巻
（
寛
永
十
七
年
）

写真：『信行要道義』一巻
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月

十
月

十
一

　
『
報
恩
抄
』
は
日
蓮
大
聖
人
が
55
歳

の
時
、
師
僧
で
あ
っ
た
道
善
房
の
追
善

供
養
の
た
め
書
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

道
善
房
は
建け
ん

治じ

２
年
に
亡
く
な
ら

れ
ま
し
た
が
、大
聖
人
は
俗
世
を
離
れ

山
深
く
お
こ
も
り
中
で
、
直
ち
に
山

を
下
り
ら
れ
ず
、
弔
問
す
る
か
わ
り

に
、
衷
心
か
ら
の
一
書
を
し
た
た
め
ま

し
た
。
そ
れ
が
こ
の『
報
恩
抄
』で
す
。

　

こ
の
中
で
大
聖
人
は
三
つ
の
大
切

な
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
つ

目
は
法
華
経
を
お
説
き
に
な
っ
た
お

釈
迦
様
を
御
本
尊
に
す
べ
き
こ
と
。

二
つ
目
は
法
華
経
本
門
に
基
づ
く
戒

壇
が
大
事
で
あ
る
こ
と
。「
戒
壇
」
と

は
、
御
本
尊
に
向
か
っ
て
お
題
目
を

唱
え
て
修
行
す
る
場
所
の
こ
と
で
、

正
し
い
修
行
道
場
の
こ
と
で
す
。
三
つ

目
は
、
世
界
中
の
人
が
、
何
よ
り
も

優
先
し
て
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と

お
題
目
を
唱
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と

で
す
。

　

ご
本
尊
に
向
か
い
、
戒
壇
と
い
う

場
に
立
ち
、「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と

お
題
目
を
お
唱
え
す
る
時
、「
こ
の
『
南

無
妙
法
蓮
華
経
』
は
、
わ
た
く
し
日

蓮
の
広
い
慈
悲
の
心
に
よ
っ
て
、
は
る

か
未
来
ま
で
弘
ま
り
続
け
る
だ
ろ
う
」

と
大
聖
人
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
は
「
法
華
経
の
功
徳

が
、
亡
く
な
ら
れ
た
道
善
房
の
精
霊

に
集
ま
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
、
追
善

の
言
葉
で
終
わ
ら
れ
て
い
ま
す
。

聖
訓
カ
レ
ン
ダ
ー

日に
ち
れ
ん
い
ち
に
ん

蓮
一
人

　

南
無
妙
法
蓮
華
経 

南
無
妙
法
蓮
華
経
等
と

　
　

声こ
え

も
お
し
ま
ず
唱と

な

う
る
な
り

報ほ
う

恩お
ん

抄じ
ょ
う

建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
大
聖
人
五
十
五
歳

東
京
都 

法
成
寺
内 

秋
葉
妙
琳

解
説

一い
ち

乗じ
ょ
う

の
羽は

ね

を
た
の
み
て

　

寂じ
ゃ
っ
こ
う光
の
空そ

ら

を
も
か
け
り
ぬ
べ
し

盂う

ら蘭
盆ぼ

ん

御ご

書し
ょ

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
大
聖
人
五
十
九
歳

　
こ
の『
盂
蘭
盆
御
書
』は
日
蓮
大
聖
人

が
59
歳
の
時
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
大

聖
人
の
お
弟
子
、
治じ

ぶ部
房ぼ
う

日に
ち

位い

上
人
の

祖
母
が
、
お
盆
供
養
の
お
米
や
瓜
や
ナ

ス
を
贈
ら
れ
た
こ
と
へ
の
お
礼
状
で
す
。

　

御
文
章
中
の
、
お
盆
の
起
源
と
な
っ

た
目も
く
れ
ん連

尊
者
の
お
話
は
と
て
も
有
名
で

す
。
目
連
尊
者
の
母
親
は
目
連
尊
者
に

は
と
て
も
優
し
い
母
親
で
し
た
が
、
他

の
人
に
は
と
て
も
物
惜
し
み
を
し
た
の

で
、
そ
の
罪
で
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
し
ま

い
ま
し
た
。
目
連
尊
者
は
神
通
力
で
母

親
に
食
べ
物
を
食
べ
さ
せ
よ
う
と
し
ま

す
が
、
食
べ
物
が
火
に
な
り
、
母
親
は

食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
困
っ
た

目
連
尊
者
が
お
釈
迦
さ
ま
に
相
談
し
た

と
こ
ろ
、
７
月
15
日
に
各
地
の
聖
僧
を

集
め
て
百
味
の
飲
食
物
を
供
養
す
る
よ

う
に
と
言
わ
れ
、
そ
の
と
お
り
実
行
す

る
と
、母
親
が
餓
鬼
道
か
ら
救
わ
れ
た
、

と
い
う
お
話
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
お
話
の
最
後
に
今
月
の
こ
の
お

言
葉
が
あ
り
、「
法
華
経
と
い
う
羽
が

あ
れ
ば
寂
光
の
空
を
飛
ぶ
こ
と
が
出
来

ま
す
」
と
あ
り
、法
華
経
の
力
こ
そ
が
、

父
母
祖
父
母
は
じ
め
ご
先
祖
さ
ま
、
そ

し
て
子
々
孫
々
の
末
ま
で
の
精
霊
を
成

仏
に
導
く
と
示
さ
れ
、
孫
の
治
部
房
が

僧
と
し
て
、
お
釈
迦
さ
ま
を
仰
ぎ
法
華

経
を
信
ず
る
大
善
は
、
あ
な
た
様
を
も

成
仏
へ
導
く
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
法

華
経
信
仰
の
大
切
さ
と
有
難
さ
を
学
び

ま
し
ょ
う
。
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月

十
二
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
ば
か
り
唱と

な

え
て

　

佛ほ
と
け

に
な
る
べ
き
事こ

と

も
っ
と
も
大た

い
せ
つ切
な
り

日に
ち

女に
ょ

御ご

前ぜ
ん

御ご

返へ
ん

事じ

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
大
聖
人
五
十
六
歳

　

こ
の
御
遺
文
は
、
建
治
３
年
8
月
、

日
蓮
大
聖
人
が
56
歳
の
時
、
身
延
で
認し

た
た

め
ら
れ
、
女
性
門
下
の
日
女
御
前
に
送

ら
れ
た
お
手
紙
で
す
。
日
女
御
前
に
つ

い
て
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
お
手
紙
の
内
容
か
ら
、

法
理
を
理
解
す
る
教
養
が
あ
り
、
信

心
の
志
の
厚
い
婦
人
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

当
時
は
蒙
古
襲
来
後
の
混
乱
期
で

あ
り
、
人
々
は
再
度
の
蒙
古
襲
来
を
恐

れ
騒
然
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

な
中
、
日
女
御
前
は
純
真
な
信
心
を

貫
き
、
大
聖
人
か
ら
御
本
尊
を
賜
っ
た

こ
と
へ
の
感
謝
を
込
め
て
、
御
供
養
を

お
届
け
し
た
の
で
す
。
そ
の
ご
返
事
が

こ
の
お
手
紙
で
す
。

　
「
来
世
の
福
運
を
も
得
る
た
め
に
、

信
心
に
励
ん
で
い
き
な
さ
い
。『
南
無

妙
法
蓮
華
経
』
と
だ
け
唱
え
て
い
く
こ

と
が
最
も
大
切
で
す
。
成
仏
を
成
し
遂

げ
る
か
ど
う
か
は
、
ひ
と
え
に
信
心
の

厚
薄
、
信
じ
る
心
が
深
い
か
浅
い
か
に

よ
る
の
で
す
。
仏
法
の
根
本
は
信
心
を

も
っ
て
源
と
す
る
の
で
す
」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
法
華
経
を
厚
く
信

じ
る
心
と
と
も
に
、
お
題
目
を
お
唱
え

す
る
こ
と
は
最
も
大
切
で
あ
る
と
い
え

ま
す
。
私
た
ち
も
日
々
法
華
経
を
受

け
持
ち
、
至
心
に
お
題
目
を
お
唱
え
し

て
、
み
佛
の
お
心
に
叶
う
毎
日
を
過
ご

し
ま
し
ょ
う
。

あ
や
し
い
宗
教
団
体
の
勧
誘
に
ご
注
意
を
！
顕
本
法
華
宗
布
教
部

“
子
ど
も
”
も
“
大
人
”
も

　
夏
休
み
や
冬
休
み
等
、
長
期
休
暇
日
は
子
ど
も
も
大
人

も
つ
い
開
放
的
な
気
分
に
な
り
ま
す
。
あ
や
し
い
宗
教
団

体
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
期
間
は
、
信
者
獲
得
の
た
め
特

に
利
用
し
や
す
い
手
段
と
な
り
ま
す
。　世
の
中
に
は
宗
教

団
体
と
い
い
な
が
ら
、
危
険
な
活
動
を
す
る
集
団
が
存
在

し
、
恐
喝
・
怒
号
・
拉
致
・
監
禁
・
付
き
ま
と
い
な
ど
の

迷
惑
行
為
や
脅
迫
で
加
入
さ
せ
た
り
、
異
性
を
利
用
し
た

巧
み
な
勧
誘
や
、
家
庭
生
活
が
破
綻
す
る
よ
う
な
、
法
外

な
布
施
・
寄
付
金
の
要
求
も
あ
り
ま
す
。
急
に
昔
の
知
人

か
ら
連
絡
が
あ
っ
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
っ
た
ら

数
人
に
囲
ま
れ
て
ハ
ン
コ
を
強
要
さ
れ
た
な
ど
の
勧
誘
事

例
も
多
数
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
あ
や
し
い
宗
教
団
体
は
自
分
た
ち
に
都
合
の
い

い
よ
う
に
物
事
を
解
釈
し
ま
す
。
ケ
ガ
を
し
た
ら
「
教
団

の
た
め
に
尽
く
さ
な
い
か
ら
だ
」「
仏
罰
が
当
た
る
」
と
い

い
、
良
い
こ
と
が
あ
れ
ば
「
ほ

ら
っ
、
い
う
こ
と
を
聞
い
た
か

ら
」
と
い
い
ま
す
。

　
宗
教
は
本
来
、人
を
幸
せ
に
、

そ
し
て
、
人
生
の
選
択
肢
を
増

や
し
て
い
く
も
の
で
す
が
、
逆

に
あ
や
し
い
宗
教
団
体
は
選
択

肢
を
な
く
し
、
最
終
的
に
は
家

族
や
近
所
付
き
合
い
も
崩
壊

さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
菩
提
寺
に
相
談
し
、「
き
っ
ぱ

り
断
る
」「
相
手
に
し
な
い
」「
警
察
を
呼
ぶ
」
と
い
っ
た

強
い
態
度
で
臨
み
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
家
族
で
話
し
合
う
時
間
も
つ
く
り
、
お
互
い
に

注
意
し
合
い
ま
し
ょ
う
。
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開
基　

玄
種
院
日
浄
上
人 　
　

創
建　

慶
長
19
年
（
１
６
１
４
年
）    　

住
職　

第
32
世  

島
田
幸
憲
師

　

経
胤
寺
は
、
寺
伝
に
よ
れ
ば
千
葉
常つ
ね
た
ね胤

公
に
よ
っ
て
祖
母（
一説
に
は
娘
）の
菩
提
を
弔
う
た
め
創

建
さ
れ
、
常
じ
ょ
う

胤い
ん

寺じ

と
称
し
て
い
ま
し
た
が
、
大
永
元
年（
１
５
２
１
）に
真
言
宗
か
ら
現
在
の
顕
本
法

華
宗
に
改
宗
後
、
経
き
ょ
う

胤い
ん

寺じ（「
つ
ね
た
ね
で
ら
」と
の
別
称
あ
り
）と
改
称
し
て
い
ま
す
。

　

境
内
に
は
、
高
さ
２
・
３ｍ
か
ら
４
・
４
５ｍ
の
宝

ほ
う
き
ょ
う
い
ん

篋
印
塔と
う

５
基
と
、
文
政
５
年
に
檀
信
徒
に
よ
っ

て
写
経
さ
れ
た『
法
華
経
』を
納
め
た
棹さ
お
い
し石

の
巨
石
供
養
塔
が
あ
り
、
創
建
は
不
明
な
が
ら
棟
札
に

よ
る
と
、
延
宝
３
年
に
改
築
の
本
堂
は
、
町
の
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。
境
内
地
も
広
く
、

四
季
お
り
お
り
に
散
策
も
楽
し
め
ま
す
。

　

宗
教
の
役
割
は
、
日
々
の
生
活
で
の
心
の
安
心
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
境
内
掲
示
版
に
は
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
し
、
檀
信
徒
の
方
に
は
、『
心
の
宝
』と

と
も
に
寺
報
を
郵
送
し
て
、
日
蓮
大
聖
人
の
み・

・

・
教
え
を
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。

 

如に

ょ

意い

山ざ

ん 
経き

ょ
う

胤い

ん

寺じ

千
葉
県
印
旛
郡
酒
々
井
町

本
佐
倉
21

－

１

　

長
久
寺
は
、
名
勝「
錦き

ん

帯た
い

橋き
ょ
う」に

歩
い
て
数
分
と
近
く
、
岩
国
城
下
町
地
区
に
あ
り
ま
す
。
お
寺
に
隣
接
す
る
小
路
は
、

現
在
は
名
称
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
以
前
は「
長
久
寺
小
路
」と
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
慶
応
二
年
に
、
付
近

の
同
宗
派
寺
院「
慈
雲
山
日
光
寺
」と
合
併
し
、
現
在
の
長
久
寺
と
な
り
ま
し
た
。

　

世
界
で
も
珍
し
い
木
造
の
五
連
ア
ー
チ
橋「
錦
帯
橋
」は
、
春
は「
日
本
さ
く
ら
名
所
百
選
」に
選

定
さ
れ
て
い
る
桜
の
名
所
で
、
夏
に
は
伝
統
的
な
鮎
漁「
鵜
飼
い
」や
、
秋
に
は
城
山
の
紅
葉
、
冬
は

雪
化
粧
と
、
錦
川
の
遊
覧
船
な
ど
、
四
季
折
々
の
色
彩
豊
か
な
景
観
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、長
州
藩
岩
国
領
、吉
川
家
お
膝
元
城
下
町
と
し
て
、歴
史
的
な
面
で
も
興
味
深
い
地
域
で
す
。

　

岩
国
は
山
口
県
の
東
端
に
あ
り
、
広
島
広
域
都
市
圏
の
一
都

市
で
も
あ
り
ま
す
。
広
島
県
は
勿
論
の
こ
と
、
他
県
に
転
出
さ

れ
て
い
る
お
檀
家
さ
ん
も
多
く
お
ら
れ
ま
す
。
地
元
と
他
県
の

お
檀
家
さ
ん
に
、
幅
広
く
か
つ
細
や
か
に
寄
り
添
い
、
い
つ
で
も

安
心
し
て
お
寺
に
参
詣
い
た
だ
け
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

 

佛ぶ

つ

住じ
ゅ
う

山ざ

ん 

長ち
ょ
う

久き
ゅ
う

寺じ

山
口
県
岩
国
市
岩
国
２
丁
目
12

－

４

開
基　

日
怡
上
人　
　
　

    　

創
建　

康
治
２
年
（
１
１
４
３
年
）    　

住
職　

第
39
世  

小
松
正
学
師

　

お
寺
の
見
ど
こ
ろ

　

住
職
と
し
て
心
が
け
て
い
る
こ
と

寺々
を
訪
ね
て

か
つ
て
好
評
を
い
た
だ
い
た
連
載
コ
ー
ナ
ー
が
新
し
く
な
り
ま
し
た
。

ご
住
職
か
ら
の
一
言
も
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

お
寺
の
見
ど
こ
ろ

ぶ
ら
り

第
２
教
区

第
８
教
区

　

住
職
と
し
て
心
が
け
て
い
る
こ
と

山口県
★

★

千葉県
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忍
善
と
は「
汝
今
信
力
を
い
だ
し
て
　
忍
善
の
中

に
住
せ
よ（
中
略
）仏
は
不
実
の
こ
と
ば
な
し
　

汝
達
一
心
に
聴
け
」と
い
う
法
華
経
　
従
じ
ゅ
う

地じ

涌ゆ

出
じ
ゅ
っ

品ぽ
ん

第

十
五
の
文
で
す
。

　
忍に
ん

と
い
う
と
、
自
分
一
人
だ
け
が
辛
い
こ
と
の
よ
う

で
す
が
、
し
か
し
な
が
ら「
忍
善
」と
な
り
ま
す
と
、
善

い
行
い
を
し
て
良
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
た
め
の
忍

第
十
六
回

お
経
の
中
に
は
、
た
く
さ
ん
の
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
毎
回
ひ
と
つ
の
言
葉
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
解
説
い
た
し
ま
す
。

の
本
を
手
に
と
る
全
て
の
方
々
に
も
送
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
記
さ
れ
て
い
る
書
籍
で
す
。

　
本
の
一
文
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　「
心
優
し
い
、
思
い
や
り
の
あ
る
子
に
育
ち
な
さ
い
。

（
中
略
）私
も
右
足
切
断
の
手
術
を
受
け
た
け
れ
ど
も
、

負
け
な
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
熱
が
出
、
咳
き
こ
み
、

血
を
吐
き
、
も
っ
と
も
っ
と
苦
し
い
思
い
を
す
る
と
思

う
が
、
私
は
最
後
ま
で
負
け
な
い
。
お
ま
え
た
ち
の
誇

り
と
な
れ
る
よ
う
、
決
し
て
負
け
な
い
。
だ
か
ら
お
ま

え
た
ち
も
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
困
難
に
遭
う
か
も
し
れ

な
い
が
、
負
け
な
い
で
、
耐
え
ぬ
き
な
さ
い
」

　
井
村
医
師
の
強
い
心
を
表
し
た
言
葉
は
、
こ
こ
で
全

て
を
書
き
尽
く
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
真
実
に
裏

打
ち
さ
れ
た
言
葉
は
、
読
者
の
心
に
鳴
り
響
き
、
心
が

洗
わ
れ
て
、
感
動
を
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　
私
の
母
親
も
、
急
性
白
血
病
に
よ
り
25
歳
で
旅
立

ち
ま
し
た
。
昭
和
52
年
2
月
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
母

が
僅わ
ず

か
に
言
葉
が
出
せ
る
時
に
、
ま
だ
3
歳
で
あ
っ
た

私
が
心
配
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
祖
父
母
た
ち
と
父

に「
息
子
を
ど
う
か
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
」と
言
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
の
心
か
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
皆
、
心

を
動
か
さ
れ
、
私
は
育は
ぐ
くま

れ
ま
し
た
。
今
私
が
い
る
の

は
、母
に
縁
の
あ
っ
た
人
た
ち
の
お
陰
様
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
た
だ
感
謝
で
す
。

今
号
で
は
、
井
村
医
師
、
そ
し
て
僭せ
ん
え
つ越

で
す
が
私

の
母
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
ず

井
村
医
師
の
強
い
言
葉
に
は
素
直
に
感
動
い
た
し
ま
し

た
。
ま
た
、
井
村
医
師
の
言
葉
を
通
し
て
、
記
憶
に
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
母
親
の
思
い
の
一
部
に
も
触
れ

た
心
地
が
い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
お
話
が
皆
さ
ま
の
心
の
琴き
ん
せ
ん線

に
触
れ
、子
ど

も
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
を
心
か
ら
愛
し
ん
で
育
ん
で
く
だ

さ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
一
人
ひ
と
り
が
実
行
で

き
る「
忍
善
」と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
成
洋
）

耐（
我
慢
）と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

顕
本
法
華
宗
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、令
和
5
年
の

大
法
要
の
特
命
布
教
師
の
ご
法
話
をY

ouT
ube
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
中
で
、『
飛
鳥
へ
　
そ

し
て
ま
だ
見
ぬ
我
が
子
へ
』と
い
う
本
が
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。
32
歳
で
悪
性
腫
瘍
の
転
移
の
た
め
亡
く
な
ら
れ

た
井
村
和
清
医
師
が
、
我
が
子
に
向
け
て
、
そ
し
て
こ

「
忍に

ん 

善ぜ
ん

」
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写
経
作
法
の
一
例

出
　
典

経
文
の
意
味

　
本
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
前
号
に
続
い
て「
自
我
偈
」の
写
経
を

体
験
し
て
い
た
だ
き
、
ご
自
身
の“
身
と
心
”を
清
め
る
楽
し

さ
を
ご
案
内
し
ま
す
。

書：秋葉敬真師（東京　法成寺住職。毎日書道展審査会員、書道誌三耀社副会長）

写
し
て
学
ぼ
う

写
経
体
験

法華経「自我偈」全文の写経をされたい方は、総本山妙満寺に
お問い合わせください。
〒 606-0015　京都市左京区岩倉幡枝町 91 番地
　　　　　　　顕本法華宗　総本山　妙満寺
電話番号　075-791-7171　　　URL　https://myomanji.jp

正式な写経をされたい方

■ 

手
を
洗
い
、
口
を
す
す
い
で
身
を
清
め
ま
し
ょ
う
。

■ 

着
座
し
て（
正
座
・
椅
子
ど
ち
ら
で
も
結
構
で
す
）、
静
か
に
目
を
閉
じ
、

心
を
落
ち
着
か
せ
ま
し
ょ
う
。

■ 

合
掌
し
て
、
お
題
目
を
三
回
お
唱
え
し
、
家
族
や
ご
先
祖
に
感
謝
の
気

持
ち
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

■ 

写
経
は
、
ペ
ン
・
鉛
筆
・
筆
ペ
ン
等
何
で
も
結
構
で
す
。
書
き
や
す
い

も
の
で
丁
寧
に
写
し
ま
し
ょ
う
。

■ 

写
し
終
え
た
ら
、
合
掌
し
て
静
か
に
目
を
閉
じ
、
お
題
目
を
三
回
お
唱

え
し
て
終
わ
り
で
す
。

■ 

写
経
の
字
に
、
上
手
下
手
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
一
文
字
一
文
字
心
を

込
め
て
丁
寧
に
写
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
妙
法
蓮
華
経
法
華
経 

第
十
六
章
如
来
寿
量
品
の
偈
文
は
、
冒
頭
の
文
字
を

と
っ
て
、「
自
我
偈
」
あ
る
い
は
内
容
か
ら
「
久
遠
偈
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
す
べ
て
の
仏
典
の
頂
点
に
立
つ
法
華
経
、
そ
の
中
で
特
に
大
事
な
お
経
が
如

来
寿
量
品
で
、さ
ら
に
そ
の
中
で
も
一
番
の
肝
心
が
「
自
我
偈
」
に
な
り
ま
す
。

こ
の
経
文
の
底
に
こ
そ
、
末
法
の
衆
生
が
等
し
く
救
わ
れ
る
南
無
妙
法
蓮
華

経
の
法
門
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
日
蓮
大
聖
人
は
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

意
味
：
ど
こ
の
地
で
あ
ろ
う
と
、
仏
を
敬
い
尊
び
、
教
え
を
信
じ
た
い
と

い
う
人
が
あ
れ
ば
、
私
は
そ
こ
に
赴お
も
むい
て
最
高
の
教
え
を
説
く
の

で
あ
る
。

解
説
文『
顕
本
法
華
宗
　
お
つ
と
め
の
お
経
の
解
説
』よ
り

餘よ

國こ
く

有う

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

　
恭く

敬ぎ
ょ
う

信し
ん

樂ぎ
ょ
う

者し
ゃ

我が

復ぶ

於お

彼ひ

中ち
ゅ
う

　
爲い

説せ
つ

無む

上じ
ょ
う

法ほ
う
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Q
お
香
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

仏教Q&A仏教Q&A
今さらきけない

「まちがい絵さがし」「仏教Q&A」「和顔愛語」応募要項
官製はがきまたは封書にて、住所・氏名・年齢・菩提寺名・『心の宝』への

感想を記入の上、下記宛先までご応募ください（匿名で
掲載希望の方は、その旨お書きください）。

〒 700-0818　岡山市北区蕃山町 3-5　本行寺内『心の宝』編集局

〆切り 10 月末日 （消印有効）

A
　
仏
さ
ま
に
お
供
え

す
る
も
の
で
、お
香
・

華
・
灯
明
の
三
つ
は
、
最

も
大
切
な
も
の
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
お
香
の“
か
お
り
”は
、

私
た
ち
の
嗅
覚
を
通
し
て

感
じ
取
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
芳
香
は
心
を
静
め
て

平
和
な
気
持
ち
を
持
た
せ

る
効
能
が
あ
り
ま
す
。
仏

さ
ま
に
供
え
た
馥ふ
く

郁い
く

た
る

香
り
が
室
内
に
満
ち
て
、

自
分
自
身
を
包
み
ま
す
。

　
元
々
は
、
香
炉
に
香
を

焚
い
て
い
た
の
で
す
が
、

線
香
が
で
き
て
か
ら
は
、

こ
れ
を
立
て
る
の
が
一
般

的
に
な
り
ま
し
た
。

　
法
華
経
法
師
品
第
十

に
は
、

・
華け

・
香こ
う

・
珞よ
う
ら
く瓔

…
珠
玉
や
貴
金
属
を

編
ん
で
、寺
院
堂

内
の
仏
具
装
飾

に
用
い
た
も
の
。

・
抹ま
っ
こ
う香

…
香
料
を
粉
末
に
し

て
調
合
し
た
お
香

・
塗ず

香こ
う

…
体
に
塗
る
お
香
。

・
焼し
ょ
う香こ
う

・
繒ぞ
う

蓋か
い

…
仏
殿
を
荘
厳
す
る

絹
の
天
蓋

・
幢ど
う
ば
ん幡

…
本
堂
内
を
飾
る
旗

・
衣え

服ふ
く

・
伎ぎ

楽が
く

…
中
国
か
ら
伝
来
し

た
仮
面
を
つ
け

て
演
じ
ら
れ
る

無
言
劇

と
、
仏
さ
ま
へ
供
養
す
る

十
種
の
方
法
が
説
か
れ
て

い
ま
す（
十
種
供
養
）。

　
イ
ン
ド
で
は
体
臭
を
消

す
た
め
に
、
熱
帯
地
方
に

多
い
香
木
か
ら
採
っ
た
香

料
を
体
に
塗
り
、
部
屋
で

も
香
を
焚
く
風
習
が
今
で

も
残
っ
て
い
ま
す
。

　
よ
く
、「
お
線
香
は
何

本
立
て
れ
ば
よ
い
で
す

か
？
」と
い
う
質
問
を
受

け
ま
す
が
、
と
く
に
本
数

は
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。

経
典
に
も
、
何
本
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
も
書
い

て
お
り
ま
せ
ん
。

　
良
い
香
り
を
仏
さ
ま
に

お
供
え
す
る「
行
為
」そ
の

も
の
が
尊
く
大
切
な
こ
と

で
、
や
が
て
そ
の
善
い
行

い
が
、
巡
り
巡
っ
て
我
が

身
に「
回
り
向
か
う
」功
徳

と
な
っ
て
報
わ
れ
る
の
で

す（「
回
向
」に
つ
い
て
は
、

本
誌
令
和
４
年
秋
号
を
お

読
み
く
だ
さ
い
）。

　
日
々
忙
し
く
生
活
し
て

い
る
私
た
ち
で
す
が
、
お

香
を
焚
い
て
、
仏
さ
ま
、

ご
先
祖
さ
ま
と
向
か
い
合

い
、
心
落
ち
着
け
る
静
寂

な
時
間
を
、
一
日
一
度
は

ぜ
ひ
作
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。（

つ
づ
く
）
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第二教区 
千葉市善勝寺
溝口明生

ひとくち
法話

　
10
月
に
な
り
ま
す
と
、
宗
祖
日
蓮

大
聖
人
の
ご
入
滅
を
ご
供
養
す
る

「
御お

会え

式し
き

」が
全
国
の
寺
院
に
て
行
わ

れ
ま
す（
月
遅
れ
の
11
月
に
行
う
寺

院
も
あ
り
ま
す
）。

　
我
が
宗
派
で
も
、
茨
城
県
長
照
寺

の「
お
命め
い

日に
ち

講こ
う（

御
会
式
）」は
、
檀
信

徒
や
地
域
の
方
々
が
参
加
さ
れ
、
出

店
な
ど
も
あ
り
、
秋
祭
り
の
よ
う
に

大
変
盛
大
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
何
百
年
も
の
間
、大
聖
人
が
毎
年
、

人
々
か
ら
ご
供
養
さ
れ
て
い
る
の
は

何
故
か
？
　
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

み
た
時
に
私
が
思
う
の
は「
大
聖
人

の
決
心
、
信
念
の
も
と
に
起
こ
さ
れ

た
行
動
や
お
言
葉
は
、
深
く
人
々
の

心
に
響
い
て
い
る
の
だ
」と
い
う
こ
と

で
す
。
た
と
え
肉
体
は
こ
の
世
界
に

は
無
く
と
も
、
そ
の
想
い
、
心
は
後

の
世
に
伝
わ
っ
て
い
く
…
。
お
釈
迦

さ
ま
、
大
聖
人
、
偉
人
と
呼
ば
れ
る

方
々
の
残
し
た
お
言
葉
、
言
い
替
え

る
な
ら
ば
、
そ
の「
心
」は
多
く
の
人

の
心
を
打
ち
、そ
し
て
時
代
が
変
わ
っ

て
も
伝
え
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。

　
こ
れ
を
身
近
に
例
え
ま
す
と
、
皆

様
方
の
ご
先
祖
様
の
生
前
の「
お
心
」

と
い
う
も
の
も
、
子
孫
で
あ
る
私
た

ち
が
伝
え
、
受
け
継
い
で
い
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
も
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　
例
え
ば
年
回
法
要
の
折
に
で
も
、

若
い
方
々
に
「
故
人
は
～
が
素
晴
ら

し
か
っ
た
」「
人
の
笑
顔
が
好
き
な
方

だ
っ
た
」
な
ど
生
前
を
想
い
、
故
人

の
お
心
を
話
し
て
伝
え
、
お
偲
び
す

る
…
…
そ
し
て
そ
れ
を
聞
い
た
人
が

「
よ
し
、
私
も
先
祖
の
心
を
引
き
継
い

で
生
き
て
い
こ
う
！
」
と
な
る
こ
と

が
、
何
よ
り
ご
供
養
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　「
以い

心し
ん

伝で
ん

心し
ん

」と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
が
、
私
は
こ
れ
を
少
し
ア
レ
ン

ジ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、“
心
を
残
し

後
世
に
伝
え
て
い
く
”、
当
て
字
に
な

り
ま
す
が「
遺・

心
伝
心
」
と
い
う
漢

字
が
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
　
　
　
合
掌

「いしんでんしん」

二
第第

教区教区

千葉市 

本壽寺
（住職 高吉佑明 師）

このコーナーでは、各寺院で行っている
特色のある法要や、催し物、檀信徒の旅行会や、

   青年会等の取り組みなどを紹介します。

　
　

当
山
は
旧
山や
ま

辺べ

郡ぐ
ん

土と

け気
本ほ

ん

郷ご
う

町
西
山
の
上か

ず
さ総

十
ヶ
寺
本
山
根
本
霊
場
と
し
て
、
酒さ

か

井い

小こ

太た

郎ろ
う

定さ
だ

隆た
か

公
の
時（
１
４
８
７
年
）の
開
基
で
、
心し

ん

了り
ょ
う

院い
ん

日に
っ
た
い泰
上
人
の
開
山
に
よ
る
お
寺
で
す
。

　

あ
る
時
、
酒
井
公
は
品
川
か
ら
日
泰
上
人

と
同
船
し
た
折
、
海
上
で
暴
風
に
見
舞
わ
れ
、

そ
の
時
日
泰
上
人
の
論ろ

ん

経き
ょ
う祈き

禱と
う

に
よ
り
無
事

浜
野
へ
着
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
酒
井
公

は
出
世
の
後
、
自
ら
の
領
地
内
あ
る
東
上
総
の

寺
院
の
大
半
を
改
宗
さ
せ
、
総
て
を
妙
満
寺
派
に

属
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。
こ
れ
が
上
総
七
里

法
華（
上
総
十
ヶ
寺
）の

開
創
と
な
り
、
当
寺
も

そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

宝
仏
殿
も
あ
り
、
そ

の
中
で
は
日
泰
上
人
の

法
衣
や
袈
裟
が
仏
具
と

い
っ
し
ょ
に
大
切
に
保

管
さ
れ
て
い
ま
す
。
幕
府
に
よ
る
厳
し
い
禁
制
時
代

を
偲
ば
せ
る
御
本
尊
や
、
一い

っ
ぺ
ん遍

首し
ゅ

題だ
い

、
古
文
書
な
ど

も
あ
り
、
先
師
た
ち
の
歩
み
を
引
き
継
ぐ
大
切
さ
を

日
々
感
じ
ら
れ
る
お
寺
で
す
。

　

本
来
、
お
寺
と
い
う
も
の
は
仏
道
の
教
え
を
導
く

行
為
、
布
教
と
い
う
も
の
が
中
心
と
な
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
顕
本
法
華
宗
の
根
幹
を
成
す

も
の
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
に
置
か
れ
る
以
前
は
、
新
年

国
禱
会
、
4
月
の
釈
尊
御
降
誕
祭
り
、
11
月
の
御
会

式
そ
れ
ぞ
れ
に
歌
手
を
呼
ん
で
歌
謡
曲
、
民
謡
、
ま

た
三
味
線
奏
者
等
の
奉
納
芸
能
と
し
て
の
ミ
ニ
コ
ン

サ
ー
ト
、檀
家
の
方
々
の
カ
ラ
オ
ケ
大
会
な
ど
、様
々

な
行
事
を
通
じ
て
檀
信
徒
を
教

き
ょ
う

化け

し
、
寺じ

檀だ
ん

和わ

合ご
う

し

て
楽
し
く
催
し
て
い
ま

し
た
。
再
び
こ
の
よ
う

な
機
会
が
訪
れ
る
こ

と
を
切
に
願
っ
て
、
仏

道
に
精
進
し
て
ま
い

り
ま
す
。
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中村文治師
1976年5月5日生、兵庫県姫路市出身。身延山大学仏教学部卒業。岡山県の
寺院で5年間の法務経験を経て、現在は円乗寺(兵庫県明石市)住職を務める。

1.　ナスは、へたを落として皮をむき、豚肉の幅に合わせ
4～5等分に切ります。大葉は半分に切る。

2.　豚肉1枚を広げ、大葉とナスを巻く。
3.　（２）を耐熱容器にならべ、☆を回しかけ、ふんわりと
ラップをし電子レンジ（600Ｗ）で６分加熱。

4.　盛り付けて完成。

ご
住
職
が
、
心
の
こ

も
っ
た
一
品
を
紹

介
し
て
い
た
だ
く

コ
ー
ナ
ー
で
す
。

皆
様
も
ぜ
ひ
。

そ
の
13

ナスの豚巻きロール

キュウリの卵炒め

Recipe 1

Recipe 2

つくりかた

つくりかた

［材料］2～3人前

ナス	 	 �2本

豚薄切り	�200g

大葉	 	 �5枚

合わせ調味料
☆麺つゆ3倍希釈	�30cc

☆水	 	� 10cc

☆みりん	 	� 10cc

（☆は混ぜ合わせておく）

　旬の野菜を使ったレシピを
ご紹介します。栄養豊富な野
菜をたくさん食べて、元気に
過ごしましょう。

1.　キュウリの皮を縦に3箇所ほどむき、半月切りにする。
2.　卵をよく溶きほぐす。
3.　フライパンにごま油をいれ、キュウリを炒める。少ししんなりしたら塩とごまを加える。
4.　（２）を加えて、炒め和える。

90% が水分のキュウリ

は疲れた体に潤いを与

えてくれます。 いつ

もと違うキュウリの

食感が楽しめます。

住
職さんのメモ

（食前の食
じきほう
法）

「天
てん

の三
さんこう

光に身
み

を温
あたた

め、地
ち

の五
ご

穀
こく

に

魂
たましい

を養
やしな

う。皆
みな

これ本
ほんぶつ

仏の慈
じ ひ

悲なり。

南無妙法蓮華経。いただきます。」
（天の三光・・太陽、月、星。　地の五穀・・米、麦、
粟、豆、黍などの穀物。）

［材料］2～3人前

キュウリ	�	1本

卵	　　	 �1個

ごま油		 �大さじ1

塩	　　	 �ふたつまみ

ごま	　 	 �小さじ1

引きながら巻くと崩れに
くくなります。

ナ
ス
の
豚
巻
き
ロ
ー
ル

キ
ュ
ウ
リ
の
卵
炒
め

ナスがジューシーで美味しいです。お手軽にごちそうができます。
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ま
し
た
。囲
碁
の「
本
因
坊
戦
」

は
七
大
タ
イ
ト
ル
戦
の
1
つ

で
、タ
イ
ト
ル
保
持
者
で
11
連

覇
中
の
井
山
文も

ん
ゆ
う裕

本
因
坊
に
、

挑
戦
者
の
一い

ち
り
き力

遼り
ょ
う
き棋

聖せ
い

が
挑

戦
し
て
お
り
、当
日
は
文
裕
氏

が
勝
利
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、3

日
に
は
本

因
坊
算
砂

上
人
四
百

遠
忌
法
要

も
併
せ
て

修
行
さ
れ
、

囲
碁
を
通
じ
て
お
題
目
信
仰

を
弘
め
ら
れ
た
算
砂
上
人
の
ご

遺
徳
を
、対
局
者
は
じ
め
参
詣

者
一同
で
偲
び
ま
し
た
。

※
７
月
20
日
、
最
終
局
に
て

挑
戦
者
一
力
遼
氏
が
、
本
因
坊

を
初
獲
得
さ
れ
ま
し
た
。

宗
務
院

全
国
布
教
研
修
会

　

６
月
16
日
、全
国
布
教
研

修
会
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開

催
さ
れ
、特
命
布
教
師　

吉

本
栄
昶
師（
茨
城
県
神
栖
市
・

長
照
寺
住
職
）よ
り
、「
現
代

を
考
え
る
布
教
～
墓
地
、
葬

儀
、Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
、大
災
害
へ

の
対
応
」に
つ
い
て
の
講
義

と
、参
加
者
と
の
活
発
な
意

見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

公
開
研
究
例
会

　

６
月
21
日
、教
学
研
究
所

主
催（
所
長　

窪
田
哲
正
師
）

の「
公
開
研
究
例
会
」が
オ
ン

ラ
イ
ン
に
て
開
催
さ
れ
、児
玉

常
優
師（
千
葉
県
東
金
市
・
東

福
寺
）、河
野
巧
禅
師（
千
葉

県
東
金
市
・
法
導
寺
）、藤
﨑

裕
学
師（
千
葉
県
成
田
市
・
大

経
寺
内
）よ
り
研
究
発
表
が
あ

り
、参
加
者
か
ら
は
活
発
な

質
問
等
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、研
究
発
表
後
に
は
、駒
澤

大
学
仏
教
学
部
教
授　

吉
村

誠
氏
に
よ
り「
玄
奘
三
蔵
の
シ

ル
ク
ロ
ー
ド-

唯
識
思
想
の

伝
来-
」に
つ
い
て
の
講
演
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

西
部
教
区
連
合
会

西
部
教
区
連
合
会
総
会

　
６
月
13
日
、総
本
山
妙
満
寺

に
お
い
て
西
部
教
区
連
合
会
総

会
が
開
催
さ
れ
、役
員
の
任
期

満
了
に
伴
い
、前
会
長　
奥
村

智
学
師（
大
阪
府
茨
木
市 　
法

華
寺
住
職
）に
替
わ
っ
て
、
新

会
長
に
は

京
藤
白
應

師（
大
阪
市

堂
閣
寺
住

職
）が
就
任

さ
れ
、各
教

区
代
表
役

員
の
選
出
、

行
事
計
画
、予
算
等
に
つ
い
て

協
議
さ
れ
ま
し
た
。

第
六
教
区

本
因
坊
戦
開
催

対
局
者
寂
光
寺
へ
参
拝

　

7
月
4
日
・
5
日
、囲
碁
の

家
元
元
祖
・
本ほ

ん

因い
ん

坊ぼ
う

算さ
ん

砂さ（
本ほ

ん

行ぎ
ょ
う院い
ん日に
ち
か
い

海
）上
人
が
二
代
目
の

住
職
を
務
め
ら
れ
た
寂
光
寺

（
京
都
市
・
住
職　

大
川
日
仰

猊
下
）に
お
い
て
、第
78
期
本

因
坊
戦
第
5
局
が
開
催
さ
れ

（左）井山氏、（右）一力氏23



第
八
教
区

寛
文
法
難
先
師
顕
彰
参
拝

　

６
月
５
日
、宮
崎
県
日
南
市

の
飫
肥
に
お
い
て
、恒
例
の
寛

文
法
難
先
師
顕
彰
参
拝
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
寛
文
５
年（
１

６
６
６
）幕
府
に
よ
り
配
流
と

な
っ
た
精
進
院
日
英
上
人
・

福
智
院
日
応
上
人
の
ご
遺
徳

を
偲
び
、先
師
の
顕
彰
碑
前
に

お
い
て
、世
良
隆
善

師（
広
島
県
東
広
島

市
・
妙
福
寺
住
職
）

導
師
の
下
、
先
師

報
恩
法
要
が
厳
修

さ
れ
ま
し
た
。

什
青
会

定
例
研
修
会

　

6
月
26
日
・
27
日
の
二
日

間
に
わ
た
り
、
関
西
若
手
僧

員
の
会「
什
青
会
」の
定
例
研

修
会
が
兵

庫
県
姫
路

市
で
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

姫
路
は

本
多
日
生
上
人
ご
生
誕
・
出

家
得
度
の
地
で
あ
り
、
特
に

縁
の
深
い
妙
善
寺（
田
久
保
修

心
住
職
）と
妙
立
寺（
中
村
昌

平
住
職
）へ
順
次
参
詣
、
各
寺

住
職
導
師
の
も
と
法
味
を
言

上
、
続
い
て
両
寺
の
歴
史
・

沿
革
と
本
多
猊
下
に
ま
つ
わ

る
お
話
を
拝
聴
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
播
州
の
名
刹
で
西

比
叡
と
も
称
さ
れ
、
映
画「
ラ

ス
ト
サ
ム
ラ
イ
」の
ロ
ケ
地
に

も
な
っ
た
天
台
宗
の
別
格
本

山
、
書
寫
山
圓
教
寺
や
国
宝
・

姫
路
城
を
訪
れ
、
見
聞
を
広

め
ま
し
た
。

（
福
岡
県
柳
川
市
・
妙
経
寺

住
職
）の
も
と
に
帰
山
し
、
法

務
に
専
従
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

７
月
23
日
に
は
、
京
都
ホ

テ
ル
オ
ー
ク
ラ
を
会
場
に「
送

別
会
」を
開
催
、
山
内

は
じ
め
成
就
院
檀
信

徒
・
各
塔
頭
総
代
・
満

山
会
幹
事
な
ど
約
70
名

が
出
席
し
、
宗
門
・
本

山
の
執
務
、
成
就
院
の

法
務
に
尽
力
さ
れ
た
中

村
上
人
を
ご
慰
労
す
る

と
と
も
に
ご
一
家
と
の

塔
頭
成
就
院

中
村
英
司
師
退
任

　

平
成
14
年
３
月
よ
り
、
21

年
に
わ
た
っ
て
本
山
執
事
お

よ
び
塔
頭
成
就
院
住
職
を
務

め
ら
れ
た
中
村
英
司
師
が
、

７
月
末
日
を
も
っ
て
退
任
し

ま
し
た
。
す
で
に
ご
家
族
と

と
も
に
師
僧
の
中
村
侑
司
師

別
れ
を
惜
し
み
ま
し
た
。

　

な
お
、
成
就
院
の
後
任
に

つ
い
て
は
当
面
の
間
、
土
持

栄
孝
本
山
総
務
が
住
職
代
務

者
を
務
め
、
大
慈
院
・
足
立

幸
謙
師
が
法
務
を
担
当
し
ま

す
。

　

山
内
職
員
の
数
は
減
る
一

方
で
す
が
、
全
国
末
寺
の
お

上
人
方
・
檀
信
徒
の
皆
様
に

は
、
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援
ご
協

力
を
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

盂
蘭
盆
施
餓
鬼
会

　

８
月
５
日
、
大
川
日
仰
猊

下
大
導
師
の
も
と
、
盂
蘭
盆

会
施
餓
鬼
法
要
が
厳
修
さ
れ

ま
し
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
広
島
・
長
崎

原
爆
犠
牲
者
を
は
じ
め
と
す

る
全
戦
争
犠
牲
者
の
慰
霊
法

要
を
併
修
、
さ
ら
に
阪
神
淡

路
お
よ
び
東
日
本
大
震
災
、

西
日
本
豪
雨
な
ど
、
全
国
各

地
で
相
次
ぐ
災
害
の
犠
牲
者

追
悼
と
被
災
地
の
復
旧
・
復

興
を
祈
り
ま
し
た
。

　

う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
の
こ

の
日
、
御
宝
前
で
は
真
剣
な

面
持
ち
で
幡・水
・
香
を
捧
げ
、

熱
心
に
手
を
合
わ
せ
る
檀
信

徒
の
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

編
集
後
記　石

川
県
金
沢
市
　
本
成
寺
　
白
井
鍛
光

　

私
が
『
心
の
宝
』
編
集
局
に
入
り
ま
し
て
今
年

で
６
年
目
を
迎
え
ま
す
。
初
め
て
編
集
業
務
に
携

わ
っ
た
時
に
は
、
編
集
業
務
と
は
こ
ん
な
に
大
変
な
の
か

と
痛
感
し
た
こ
と
を
、
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
覚
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
６
年
経
っ
た
今
で
も
変
わ
り
な
く
、
日
々

研
鑽
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
編
集
部
で
は
日
頃
か
ら
読
者
の
皆
様
に
興
味
を

持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
わ
か
り
や
す
く
、
読
み
や
す

い
誌
面
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。
昨
今
で
は
生せ

い
せ
い成

Ａ
Ｉ

な
ど
の
技
術
に
よ
り
文
書
を
構
成
、
作
成
で
き
る
こ
と

が
容
易
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
容
易
な
反
面
そ
こ
に

は
人
の
心
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
編
集
局
は
、
手
を
掛
け
読
者
の
皆
様
方
に
寄

り
添
っ
た
「
心
」
あ
る
誌
面
を
目
指
し
な
が
ら
、
残
り

少
な
い
任
期
を
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。…
と
、

こ
れ
も
Ａ
Ｉ
が
書
い
た
か
も
…
。
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