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妙
法
蓮
華
経

　

鴨
川
市
大
本
山
清
澄
寺

は
、
宗
祖
日
蓮
聖
人
出
家

得
度
の
地
で
あ
り
、
旭
が

森
で
初
め
て
お
題
目
を
お

唱
え
し
、
法
華
経
を
弘
め

末ま
っ

法ぽ
う

の
世
を
救
済
す
る
こ

と
を
お
誓
い
に
な
ら
れ
た

立
教
開
宗
の
地
で
あ
る
。

　

清
澄
寺
の
始
ま
り
は
約

１
２
５
０
年
前
の
宝
亀
２

目
座
主
慈
覚
大
師
円
仁
を

は
じ
め
、
多
く
の
僧
が
虚

空
蔵
菩
薩
か
ら
智
慧
を
授

か
る
た
め
の
修
行
『
虚
空

蔵
菩
薩
求
聞
持
法
』
を
行

っ
た
。
日
蓮
聖
人
も
幼
少

の
時
「
日
本
第
一
の
智
者

と
な
し
た
ま
へ
」
と
虚
空

蔵
菩
薩
へ
願
い
を
掛
け
、

21
日
間
の
断
食
行
を
さ

れ
、
虚
空
蔵
菩
薩
か
ら
智

慧
の
宝
珠
を
賜
っ
た
。

　

現
在
、
清
澄
寺
の
本
堂

（
摩ま

尼に

殿で
ん

）
に
納
め
ら
れ

て
い
る
虚
空
蔵
菩
薩
像

は
、
同
寺
が
真
言
宗
智
山

派
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
の

享
保
元
年
（
１
７
１
６
）

に
天
瑞
和
尚
に
よ
り
造
ら

れ
た
。
高
さ
８
尺
（
約
２

㍍
40
㌢
）
で
、
一
度
彫
っ

て
は
一
度
礼
拝
を
す
る

「
一
礼
一
刀
彫
り
」
を
１

万
２
６
０
０
回
繰
り
返
し

て
彫
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
清
澄
寺

の
虚
空
蔵
菩
薩
は
福
島
県

柳
津
町
の
円
蔵
寺
（
臨
済

宗
）
・
茨
城
県
東
海
村
の

日
高
寺
（
真
言
宗
）
と
合

わ
せ
て
日
本
三
大
虚
空
蔵

菩
薩
と
さ
れ
て
い
る
。

　

清
澄
寺
で
は
毎
年
９
月

13
日
に
『
虚
空
蔵
菩
薩
大

祭
』
を
開
き
、
こ
の
日
に

は
多
く
の
人
が
智
慧
明
瞭

を
願
う
た
め
訪
れ
て
い

る
。
（
千
葉
南
支
局
・
小

坂
田
龍
威
通
信
員
）

こ
ぞ
う
く
ん
が
活
躍
の
サ
イ
ト
はh
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冬ふ
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の
境
内
経
の
声
ひ
び
く

　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
正
久
日

　
い
よ
い
よ
冬
の
季
節
が
近
づ
い

て
き
ま
し
た
。
７
日
が
「
立
冬
」

で
、
こ
の
日
か
ら
暦
の
上
で
は
冬

と
な
り
ま
す
。

　
昔
は
霜
月
と
い
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
寒
い
地
方
で
は
霜
で
屋
根
や

道
路
が
真
っ
白
く
な
り
、
冬
の
到

来
を
告
げ
て
く
れ
ま
す
。

　
今
月
は
「
文
化
の
日
」
や
「
勤

労
感
謝
の
日
」と
祝
祭
日
も
多
く
、

冬
到
来
な
ど
で
あ
わ
た
だ
し
く
過

ぎ
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
月
遅
れ
の
「
お
会え

式し
き

」
を

行
う
と
こ
ろ
も
あ
り
、
日
程
が
立

て
込
ん
で
き
ま
す
。
コ
ロ
ナ
で
延

期
し
て
い
た
行
事
を
再
開
す
る
と

こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
11
日
は
日
蓮
聖
人
四し

大だ
い

法ほ
う

難な
ん

の

１
つ
「
小こ

松ま
つ

原ば
ら

法ほ
う

難な
ん

会え

」
で
す
。

文
永
元
年
（
１
２
６
４
）
の
こ
の

日
、
聖
人
一
行
が
通
る
の
を
待
ち

受
け
て
い
た
地
頭
の
東
条
景か

げ

信の
ぶ

ら

に
襲
撃
を
受
け
た
法
難
で
す
。
弟

子
の
鏡き

ょ
う

忍に
ん

房ぼ
う

と
信
徒
の
工
藤
吉
隆

は
こ
の
法
難
で
命
を
失
い
、
聖
人

自
身
も
刀
傷
を
受
け
る
と
い
う
大

法
難
で
し
た
。

　
　【
行
事
】

１
日
　
灯
台
記
念
日

３
日
　「
文
化
の
日
」

５
日
　
旧
10
月
１
日

　
　
　
世
界
津
波
の
日

７
日
　「
立
冬
」

９
日
　
太
陽
暦
採
用
記
念
日

　
　
　
全
国
火
災
予
防
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
～
15
日
）

11
日
　
小
松
原
法
難
会

　
　
　
世
界
平
和
記
念
日

　
　
　
炉
開
き

13
日
　
月
遅
れ
お
会
式

　
　
　
日
像
上
人
会

15
日
　
七
五
三

19
日
　
小
林
一
茶
忌

22
日
　「
小
雪
」

23
日
　「
勤
労
感
謝
の
日
」

　
　
　
法
華
写
経
会

　
　
　
　
　
　（
身
延
山
～
24
日
）

28
日
　
い
の
り
の
日

　
　〈
今
月
の
大
安
〉

１
日
、
６
日
、
12
日
、
18
日
、
24

日
、
30
日

　
　〈
今
月
の
友
引
〉

４
日
、
９
日
、
15
日
、
21
日
、
27

日

月
の
暦こ

よ

み

11

年
（
７
７
１
）、
の
ち
に

不
思
議
法
師
と
呼
ば
れ
る

１
人
の
旅
の
僧
が
柏
の
木

か
ら
小
さ
な
虚こ

空く
う

蔵ぞ
う

菩
薩

の
像
を
彫
り
修
行
し
た
こ

と
に
あ
る
。

　

虚
空
蔵
菩
薩
は
智
慧
と

福
徳
の
菩
薩
で
あ
り
、
不

思
議
法
師
が
清
澄
を
去
っ

た
後
に
も
、
天
台
宗
３
代

た
、
お
盆
や
棚た

な

経
ぎ
ょ
う

参
り
の

と
き
の
木も

く

鉦し
ょ
う

の
音
の
記
憶
が

残
っ
て
い
ま
す
。
お
正
月
は

お
経
と
う
ち
わ
太
鼓
の
音
だ

っ
た
で
し
ょ
う
か
。
信
心
深

か
っ
た
叔
母
か
ら
お
釈
迦
さ

ま
の
話
を
聞
い
た
思
い
出
も

あ
り
ま
す
。
母
の
実
家
を
は

じ
め
親
戚
の
ほ
と
ん
ど
が
日

蓮
宗
本
慎
寺
の
檀
家
で
し

た
。

　

こ
う
し
た
幼
少
時
の
生
活

を
一
変
さ
せ
た
の
は
、
父
親

の
戦
死
で
し
た
。
母
親
は
生

活
の
た
め
、
旭
川
市
へ
私
を

連
れ
て
再
嫁
し
ま
し
た
。
あ

る
日
、
継
父
の
母
親
が
亡
く

な
り
札
幌
市
で
営
ま
れ
た
葬

儀
に
参
列
し
ま
し
た
。
そ
の

時
に
、
継
父
の
実
家
も
日
蓮

宗
だ
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。
そ
れ
が
初
め
て
の
葬
儀

へ
の
参
列
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
そ
の
頃
の
日
本
は
終
戦

後
で
貧
し
く
、
そ
し
て
復
興

へ
の
苦
し
い
時
代
だ
っ
た
の

で
す
が
、
葬
儀
は
厳
粛
な
儀

式
で
営
ま
れ
て
い
た
と
記
憶

し
て
い
ま
す
。
ま
た
町
中
で

虚こ

無む

僧そ
う

や
寒
修
行
を
見
か

け
、
今
よ
り
仏
教
が
身
近
な

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
に
も

思
い
ま
す
。

　

昭
和
34
年
に
高
校
卒
業
と

同
時
に
就
職
し
、
以
来
、
日

本
の
高
度
成
長
と
と
も
に
モ

ー
レ
ツ
社
員
と
し
て
働
き
ま

し
た
。
結
婚
し
て
息
子
２
人

が
生
ま
れ
、
旭
川
市
内
に
家

を
建
て
ま
し
た
。
や
が
て
２

人
の
息
子
が
独
立
し
、
継
父
、

妻
、
母
の
順
に
霊

り
ょ
う

山ぜ
ん

浄
じ
ょ
う

土ど

に
送
り
ま
し
た
。

　

妻
は
、
「
さ
あ
こ
れ
か
ら

と
も
に
熟
年
生
活
を
」
と
思

っ
た
還
暦
直
前
に
難
病
で
逝

去
し
ま
し
た
。
そ
の
折
に
、

菩
提
寺
を
故
郷
・
富
良
野
の

本
慎
寺
に
定
め
ま
し
た
。
今

年
、
無
事
に
妻
の
23
回
忌
を

営
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

思
え
ば
、
長
い
独
居
生
活
の

中
で
、
心
の
支
え
と
な
っ
た

の
は
お
題
目
で
し
た
。

　

多
く
の
親
族
の
墓
が
あ
る

本
慎
寺
に
眠
る
こ
と
と
な
っ

た
母
は
今
、
何
を
思
っ
て
い

る
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
苦
労
の
多
か
っ
た
母
に

少
し
は
親
孝
行
が
で
き
た
の

で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

菩
提
寺
・
本
慎
寺
に
は
、

妻
の
葬
儀
以
来
、
法
事
や
墓

の
建
立
な
ど
を
通
じ
て
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な

こ
と
か
ら
本
慎
寺
の
行
事
に

は
積
極
的
に
参
加
、
協
力
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本

慎
寺
の
旅
行
会
に
参
加
し
、

総
本
山
身
延
山
久
遠
寺
へ
の

登
詣
は
４
回
を
数
え
ま
す
。

そ
し
て
本
慎
寺
を
菩
提
寺
と

す
る
親
戚
各
家
を
代
表
す
る

形
で
総
代
の
任
を
受
け
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
富
良
野

を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
私

が
、
生
誕
地
に
菩
提
寺
を
求

め
、
総
代
に
な
っ
た
こ
と
は
、

仏
さ
ま
に
導
か
れ
た
運
命
の

よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

菩
提
寺
と
は
故
郷
の
よ
う

な
存
在
だ
と
思
い
ま
す
。
母

が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
菩

提
寺
は
や
が
て
い
つ
か
私
も

帰
る
場
所
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
信
じ
る
こ
と
で
、

菩
提
寺
の
た
め
に
尽
く
す
こ

と
が
自
然
に
な
っ
て
い
っ
た

よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　

現
在
管
区
や
教
区
の
研
修

道
場
に
参
加
し
て
法
華
経
や

信
仰
に
つ
い
て
勉
強
中
で

す
。
信
仰
を
深
め
、
得
た
教

え
を
活
か
し
、
知
識
や
作
法
・

マ
ナ
ー
と
と
も
に
人
に
伝
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

菩提寺は故郷。やがて帰る場所
だから自然に尽くせるように

菩
提
寺
と
運
命
に
導
か
れ
て

北
海
道
北
部
檀
信
徒
協
議
会
副
会
長

内
藤
　
松
雄

内藤松雄（81）／北海道北部檀

信徒協議会副会長／富良野市本

慎寺総代／昭和15年７月15日

生／趣味：旅行、パークゴルフ

千葉県鴨川市

清澄寺の虚
こ

空
く う

蔵
ぞ う

菩薩

生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
少
の
頃

の
記
憶
で
す
が
、
食
べ
物
は

麦
の
豆
ご
飯
で
お
か
ず
が
塩

味
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
日
常
で

し
た
。
近
所
の
母
の
実
家
や

叔
母
の
家
で
ご
馳
走
に
な
っ

た
手
作
り
の
た
ん
き
り
飴
や

甘
酒
が
と
て
も
お
い
し
か
っ

た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
ま

　

今
回
め
っ
た
に
な
い
執
筆

の
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
僭
越
で
す
が
生
い
立
ち

を
通
じ
て
、
菩
提
寺
に
関
す

る
思
い
を
書
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

私
は
北
海
道
・
富
良
野
市

の
畑
作
農
家
の
長
男
と
し
て

昭
和
15
年
（
１
９
４
０
）
に

一礼一刀彫りで１２, ６００回

　

「
あ
な
た
の
直
系
の

ご
先
祖
さ
ま
、
10
代
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
全

部
で
何
人
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
か
？
」
。
と
き

ど
き
、
ご
法
事
の
法
話

を
こ
の
質
問
か
ら
始
め

る
こ
と
が
あ
る
。父
母
・

祖
父
母
・
曾
祖
父
母
・

高
祖
父
母
…
数
え
る
と

１
０
２
４
人
に
な
る
。

そ
の
多
さ
に
驚
く
人
が

ほ
と
ん
ど
で
、
し
か
も

そ
の
１
０
２
４
人
の
う

ち
１
人
で
も
欠
け
る
と

今
の
自
分
は
生
ま
れ
て

い
な
い
と
話
す
と
神
妙

な
顔
に
か
わ
る
。
ほ
ん

の
僅
か
な
確
率
が
重
な

っ
た
上
に
、
今
の
自
分

の
生
活
が
あ
る
と
知
る

と
、
会
っ
た
こ
と
の
な

い
ご
先
祖
さ
ま
へ
の
想

い
が
少
し
は
変
わ
っ
て

い
く
の
で
は
と
思
う
。

　

こ
の
よ
う
な
話
を
檀

徒
さ
ん
に
し
な
が
ら
、

私
は
自
分
の
数
代
前
の

ご
先
祖
さ
ま
ま
で
し
か

わ
か
ら
な
い
。
檀
徒
さ

ん
宅
の
過
去
帳
や
位
牌

を
見
て
も
、
だ
い
た
い

同
じ
で
、
数
代
ぐ
ら
い

の
記
録
し
か
な
い
こ
と

が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、

10
代
前
の
ご
先
祖
さ
ま

の
ご
遺
骨
が
入
っ
て
い

る
お
墓
は
見
た
こ
と
が

な
い
。

　

話
は
変
わ
り
、
今
年

９
月
に
私
の
住
む
長
崎

で
、
あ
る
ニ
ュ
ー
ス
が

報
じ
ら
れ
た
。
安
土
桃

山
時
代
、
長
崎
か
ら
ロ

ー
マ
を
目
指
し
て
旅
を

し
た
天
正
遣
欧
使
節
の

４
人
の
少
年
が
い
た
。

そ
の
１
人
で
あ
る
千ち

ぢ々

石わ

ミ
ゲ
ル
と
思
わ
れ
る

遺
骨
が
発
掘
さ
れ
た
の

だ
。
平
成
16
年
か
ら
ミ

ゲ
ル
の
直
系
で
あ
る
浅

田
昌
彦
氏
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
立
ち
上
げ
、
発

掘
を
続
け
て
い
た
。

　

う
ち
の
お
寺
が
ミ
ゲ

ル
と
ご
縁
が
あ
り
、
墓

所
を
発
掘
す
る
と
き
に

は
供
養
と
安
全
祈
願
を

行
っ
て
い
た
。
ご
遺
骨

発
見
の
と
き
に
は
、
現

地
に
伺
い
お
経
を
あ
げ

た
。
千
々
石
ミ
ゲ
ル
は

代
表
の
浅
田
氏
の
約
10

代
前
の
ご
先
祖
さ
ま
で

あ
る
。
ま
さ
か
、
10
代

前
の
ご
先
祖
さ
ま
に
出

会
え
る
人
が
い
る
な
ん

て
…
。
先
祖
の
ご
遺
骨

を
み
る
浅
田
氏
の
安
堵

し
た
様
子
が
印
象
的
だ

っ
た
。

　

家
族
の
あ
り
方
は
、

家
を
大
事
に
守
っ
て
い

た
時
代
か
ら
、
よ
り
個

人
を
重
視
す
る
時
代
に

変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
先
祖
や
墓

は
、
人
の
生
活
か
ら
よ

り
遠
ざ
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
し
か
し
、

私
た
ち
が
ど
ん
な
繋
が

り
の
中
で
生
を
享う

け
た

か
を
考
え
た
と
き
、
よ

り
大
事
に
す
べ
き
こ
と

が
見
え
て
く
る
。

　
　

◇　
　
　

◇

昭
和
63
年
１
月
21
日
生

れ
／
長
崎
県
日
蓮
宗
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学
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士
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期
課
程
満
期
退
学

1024。より大事にすべきこと

行くぜ！ 全日青！
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