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妙
法
蓮
華
経

　

東
秩
父
村
浄
蓮
寺
に
は
、

塔
婆
７
基
が
連
立
し
た
板
石

塔
婆
が
あ
る
。
こ
の
板
石
塔

婆
は
、
１
枚
の
緑

り
ょ
く

泥で
い

片へ
ん

岩が
ん

の

割
石
に
７
本
の
塔
婆
を
刻
し

て
表
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
浄
蓮
寺
青
石
塔
婆
」
と
呼

ば
れ
、
日
本
唯
一
の
形
の
板

石
塔
婆
と
さ
れ
、
県
指
定
文

塔
婆
を
彫
り
出
し
、
「
妙
法

蓮
華
経
」
と
刻
し
、
下
部
に

法
華
経
の
経
文
や
願
文
が
記

さ
れ
て
い
る
。

　

今
で
も
、
葬
儀
の
際
に
７

本
塔
婆
は
よ
く
使
う
が
、
こ

の
板
石
塔
婆
は
、
浄
蓮
寺
第

13
世
日
栄
上
人
七
七
日
忌
供

養
の
た
め
に
造
立
さ
れ
た
。

そ
の
年
代
は
裏
面
に
刻
さ
れ

る
「
文
禄
四
暦　

七
月
吉
日
」

か
ら
、
文
禄
４
年
（
１
５
９

５
）
に
造
ら
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

同
村
に
は
中
世
の
石
塔
、

い
わ
ゆ
る
板
石
塔
婆
（
板
碑
）

が
多
く
存
在
す
る
。
こ
の
地

域
は
緑
泥
石
片
岩
が
多
く
採

れ
、
そ
の
特
性
を
利
用
し
、

薄
く
成
形
し
た
石
材
の
頂
点

を
三
角
に
し
、
そ
の
下
に
二

条
線
と
い
う
二
条
の
切
り
込

み
を
入
れ
、
上
部
に
本
尊
、

そ
の
下
に
紀
年
銘
や
願
文
な

ど
の
造
立
目
的
を
刻
む
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
主
な
造
立

目
的
は
、
塔
婆
を
立
て
、
仏

菩
薩
を
供
養
す
る
と
い
う

「
造
塔
功
徳
」
の
ほ
か
、
亡

く
な
っ
た
人
へ
の
追つ

い

善ぜ
ん

供

養
、
生
前
に
自
分
の
た
め
に
、

死
後
の
菩
提
を
弔
う
逆
修
供

養
が
多
い
。

　

こ
の
他
に
も
お
題
目
が
書

か
れ
た
板
石
塔
婆
が
多
数
残

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
法
華
経

信
仰
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。

（
埼
玉
・
奥
澤
文
紀
通
信
員
）

こ
ぞ
う
く
ん
が
活
躍
の
サ
イ
ト
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282 ◎
唱
題
に
始
る
法
会
去こ

年ぞ

今こ

年と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
正
久
日

　
今
年
は
干え

支と

が
壬

み
ず
の
え

寅と
ら

で
す
。

「
壬
」
は
方
位
で
は
北
に
当
て
ら

れ
、「
大
き
い
」「
あ
き
ら
か
」
な

ど
の
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

「
寅
」
は
夜
明
け
前
の
午
前
４
時

頃
に
当
た
り
、
動
物
で
は
虎
に
当

て
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
「
つ

つ
し
む
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
も
こ
の
干
支
に
あ
や
か
っ

て
、
大
き
い
理
想
を
掲
げ
て
前
進

す
る
一
方
で
、
つ
つ
し
み
深
く
生

き
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　
初
詣
を
す
ま
せ
る
と
、
５
日
が

寒
の
入
り
で
す
。
寒
修
行
が
行
わ

れ
ま
す
。
寒
波
を
つ
い
て
唱
題
の

太
鼓
を
大
き
く
鳴
ら
し
て
信
行
を

積
み
ま
し
ょ
う
。

　
13
日
は
身
延
山
の
御お

年ね
ん

頭と
う

会え

で

す
。
新
年
初
の
日
蓮
聖
人
の
月
ご

命
日
で
、
大
勢
の
檀
信
徒
に
よ
っ

て
法ほ

う

会え

が
開
か
れ
ま
す
。

　
10
日
は
「
成
人
の
日
」
で
新
成

人
が
大
人
の
仲
間
入
り
と
な
り
ま

す
。
ま
た
こ
の
日
は
七
福
神
の
１

人
恵
比
須
さ
ま
の
初
縁
日
で
す
。

笑
顔
で
人
生
が
送
れ
る
よ
う
に
心

が
け
た
い
も
の
で
す
。

　
14
日
は
ど
ん
ど
焼
き
、
15
日
は

小
正
月
・
小
豆
粥
と
正
月
行
事
が

続
き
ま
す
。
こ
の
頃
に
な
る
と
お

屠と

蘇そ

の
気
分
も
す
っ
か
り
抜
け
て

平
常
の
生
活
に
な
っ
て
い
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

【
行
事
】

１
日　

 

元
日
、
新
年
祝
祷
会
、
初

詣
、
年
賀
、
日
持
上
人
会

２
日　
書
き
初
め
、
初
夢
、
初
荷

３
日　
旧
12
月
１
日

４
日　
官
庁
御
用
始
め

５
日　
「
小
寒
」、
寒
修
行
始
ま
る

７
日　
七
草
粥

10
日　
「
成
人
の
日
」

11
日

　宗
務
院
御
用
始
め 

　
　
　
鏡
開
き

13
日

　身
延
山
御
年
頭
会

14
日　
ど
ん
ど
焼
き

15
日　
小
正
月
、
小
豆
粥

16
日　
藪
入
り

17
日　

 

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
日

土
用
入
り

20
日　
「
大
寒
」、
二
十
日
正
月

21
日

　日
朗
上
人
会

26
日　
文
化
財
防
火
デ
ー

27
日　
国
旗
制
定
記
念
日

28
日

　住
職
認
証
式
（
身
延
山
）

　
　
　い
の
り
の
日

〈
今
月
の
大
安
〉

８
日
、
14
日
、
20
日
、
26
日

〈
今
月
の
友
引
〉

５
日
、
11
日
、
17
日
、
23
日
、
29

日

月
の
暦こ

よ

み

正 　

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
、
あ
け

ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
日
頃
、
皆
さ
ま
に
は

全
国
檀
信
徒
協
議
会
に
ご
協

力
い
た
だ
き
、
ま
た
お
世
話

に
な
り
、
心
か
ら
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

　

全
国
檀
信
徒
協
議
会
で

は
、
池
上
幸
保
会
長
の
も
と
、

次
世
代
へ
の
信
仰
の
継
承
を

今
一
番
大
切
な
こ
と
と
し
、

冊
子
『
合
掌
』
の
作
成
、
日

蓮
宗
新
聞
の
販
売
拡
張
、
信

仰
継
承
者
へ
の
「
結け

ち

縁え
ん

の
ご

本
尊
」
の
案
内
な
ど
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。
ど
う
か
檀
信

徒
の
皆
さ
ま
に
も
活
動
の
趣

旨
を
理
解
い
た
だ
き
、
次
世

代
へ
の
継
承
に
特
に
尽
力
い

た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。
私
た
ち
は
あ
く

ま
で
も
先
祖
か
ら
子
孫
へ
の

バ
ト
ン
ラ
ン
ナ
ー
な
の
で

す
。
し
っ
か
り
と
役
割
を
果

た
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

昨
年
、
一
昨
年
と
コ
ロ
ナ

感
染
が
世
界
に
蔓
延
い
た
し

ま
し
た
。
ス
ペ
イ
ン
風
邪
以

来
の
出
来
事
で
、
未
だ
収
束

な
人
も
い
る
か
と
思
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
時
こ
そ
、
お

題
目
を
唱
え
、
心
を
落
ち
着

か
せ
慈
悲
の
心
を
持
ち
、
他

の
人
び
と
を
助
け
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
日
本
の
文
化
で
あ

る
武
道
は
、
礼
に
始
ま
り
礼

に
終
わ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
互
い
に
尊
敬
し
合
い
、

勝
ち
の
場
合
は
も
う
少
し
良

い
勝
ち
方
が
な
か
っ
た
か
と

反
省
し
、
負
け
の
場
合
は
相

手
に
感
謝
し
、
よ
り
精
進
が

必
要
な
こ
と
を
教
え
て
い
た

だ
い
た
と
感
謝
し
ま
す
。
そ

し
て
試
合
後
は
互
い
に
讃
え

合
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
で
終
わ
り
ま
す
。
剣
道
、

柔
道
、
居
合
道
な
ど
と
、
す

べ
て
の
「
道
」
は
「
み
ち
」

を
極
め
る
心
の
修
行
で
あ

り
、
お
互
い
を
敬
い
合
う
心

に
も
通
じ
て
い
き
ま
す
。

　

佐
賀
藩
の
『
葉
隠
』
の
中

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
「
武

士
道
と
云
ふ
は
死
ぬ
事
と
見

付
け
た
り
」
と
い
う
一
節
が

あ
り
ま
す
が
、
決
し
て
死
ぬ

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
い

の
ち
は
短
い
も
の
で
あ
り
、

大
切
に
し
、
い
の
ち
あ
る
限

り
精
一
杯
大
切
に
生
き
よ

う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
今

日
１
日
を
悔
い
の
な
い
、
思

い
残
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に

「
生
き
よ
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
法
華
経
や
日
蓮

聖
人
の
み
教
え
と
重
な
り
ま

す
。

　

私
た
ち
は
、
毎
日
毎
日
精

一
杯
、
思
い
残
す
こ
と
の
な

い
よ
う
に
生
き
て
い
る
で
し

ょ
う
か
。
人
に
迷
惑
を
か
け

な
い
よ
う
に
生
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

で
す
が
、
そ
の
上
で
い
ろ
い

ろ
な
人
の
助
け
で
自
分
の
い

の
ち
が
繋
が
っ
て
い
る
こ
と

を
知
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
で
き
う
る
限
り
、
人
の
た

め
に
尽
く
す
こ
と
が
大
事
な

の
で
す
。
そ
れ
が
日
蓮
宗
の

教
え
で
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
よ
う
な
こ
と

が
起
こ
る
と
、
つ
い
つ
い
人

間
は
〝
自
分
さ
え
良
け
れ
ば
〟

と
い
う
考
え
に
陥
り
が
ち
で

す
。
み
ん
な
が
そ
れ
で
は
、

い
つ
ま
で
た
っ
て
も
問
題
の

解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ど

ん
ど
ん
悪
い
方
向
に
進
ん
で

し
ま
い
ま
す
。
法
華
経
や
日

蓮
聖
人
の
み
教
え
を
継
承
す

る
私
た
ち
が
ま
ず
、
範
を
示

す
時
な
の
で
す
。

　

終
わ
り
に
今
年
も
コ
ロ
ナ

情
勢
の
先
行
き
は
不
透
明
で

す
。
ぜ
ひ
気
を
つ
け
、
元
気

で
過
ご
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
心
か
ら
お
祈
り
い
た
し

ま
す
。

法華経、日蓮聖人のみ教え
継承する私たちが範を

唱
題
し
、慈
悲
の
心
を

日

宗
全
国
檀
信
徒
協
議
会
副
会
長

　武
田
家
治

武田家治（78）
全国檀信徒協議会副会長

大阪府大阪市檀信徒協議会長
大阪市薬王寺総代

　
新
た
な
年
を
迎
え
、

新
年
の
抱
負
、
目
標
を

立
て
る
の
は
日
本
だ
け

の
行
為
で
は
な
い
。
ア

メ
リ
カ
で
行
わ
れ
た
調

査
に
よ
る
と
、
92
％
の

人
が
未
達
成
に
終
わ
る

そ
う
だ
。
多
く
の
人
が

本
当
に
や
り
た
い
こ
と

で
は
な
い
こ
と
を
目
標

に
し
て
し
ま
う
こ
と

が
、そ
の
原
因
で
あ
る
。

　
し
っ
か
り
と
過
去
を

振
り
返
り
自
分
の
感
情

を
伴
っ
た
目
標
を
立

て
、
そ
こ
に
価
値
観
や

テ
ー
マ
を
盛
り
込
ん
で

お
く
と
よ
い
。

　
た
と
え
ば
、「
資
格

試
験
の
た
め
に
毎
日
２

時
間
勉
強
を
す
る
」
と

い
っ
た
味
気
な
い
目
標

を
立
て
る
と
、
途
中
で

状
況
が
変
わ
っ
て
失
敗

す
る
こ
と
が
よ
く
あ

る
。
け
れ
ど
も
、「
ワ

ク
ワ
ク
す
る
学
び
の
１

年
」
と
い
っ
た
目
標
を

立
て
て
み
る
と
、
臨
機

応
変
に
修
正
・
変
更
し

な
が
ら
挑
戦
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
似
た
よ
う
な
話
は
組

織
に
も
あ
る
。『
ヒ
ト

デ
は
ク
モ
よ
り
な
ぜ
強

い
』
と
い
う
組
織
論
の

本
で
は
「
ク
モ
は
８
本

の
足
が
あ
る
が
頭
を
潰

さ
れ
れ
ば
死
ん
で
し
ま

う
。
だ
が
ヒ
ト
デ
は
２

つ
に
切
ら
れ
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
が
ま
た
１
匹
の

ヒ
ト
デ
と
し
て
再
生
し

生
き
延
び
る
。
体
の
中

心
部
は
体
の
指
令
塔
で

は
な
く
、
主
な
器
官
は

そ
れ
ぞ
れ
の
腕
の
中
に

あ
る
」
と
管
理
統
制
型

の
組
織
の
弱
さ
を
「
ク

モ
」
に
、
フ
ラ
ッ
ト
で

誰
も
が
責
任
を
持
っ
て

い
る
分
権
型
組
織
の
強

さ
を
「
ヒ
ト
デ
」
に
た

と
え
て
い
る
。

　
全
日
青
で
は
１
年
半

前
に
「
新
し
い
つ
な
が

り
」
と
活
動
の
テ
ー
マ

を
掲
げ
た
。
コ
ロ
ナ
禍

に
よ
り
１
つ
ひ
と
つ
の

活
動
に
お
い
て
、
こ
れ

ま
で
の
正
解
が
使
え
な

く
な
っ
た
。
現
執
行
部

で
は
「
新
し
い
つ
な
が

り
」
と
い
う
テ
ー
マ
と

と
も
に
「
活
動
の
原
点

に
立
ち
返
り
」、
自
分

た
ち
の
正
解
を
模
索
し

て
き
た
。そ
の
活
動
は
、

私
た
ち
１
人
ひ
と
り
が

日
蓮
聖
人
と
の
「
新
し

い
つ
な
が
り
」
を
感
じ

る
日
々
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
そ
れ
は
「
ク

モ
」
の
よ
う
に
一
貫
性

の
あ
る
組
織
構
造
を
保

ち
つ
つ
、「
ヒ
ト
デ
」

が
動
く
た
め
に
１
本
の

腕
が
別
の
腕
を
協
力
さ

せ
る
か
の
よ
う
に
数
多

く
の
メ
ン
バ
ー
が
協
力

し
主
体
的
に
行
動
す

る
、
ク
モ
型
・
ヒ
ト
デ

型
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
組

織
「
全
国
日
蓮
宗
青
年

会
」
の
変
化
の
日
々
で

も
あ
っ
た
。

　
現
執
行
部
の
任
期
も

残
り
４
ヵ
月
。
５
月
か

ら
は
じ
ま
る
新
執
行

部
、
自
分
た
ち
の
「
新

し
い
つ
な
が
り
」
の
そ

の
先
が
と
て
も
楽
し
み

だ
。

「新しいつながり」のその先へ

行くぜ！ 全日青！

ク
モ
ヒ
ト
デ

全
国
日

宗
青
年
会
長

　
　

　
　
　
　
　
　
　塩

田
義
照 埼

玉
県
東
秩
父
村
浄
蓮
寺

七
基
連
立
板
石
塔
婆

化
財
と
な
っ
て
い
る
。

　

上
部
が
三
角
形
の
よ
う
な

山
型
に
造
ら
れ
、
そ
の
平
面

に
額
部
が
作
り
出
さ
れ
、
日

輪
、
月
輪
が
刻
出
さ
れ
る
が
、

一
般
的
な
板
石
塔
婆
に
よ
く

見
ら
れ
る
二
条
線
は
な
い
の

が
特
徴
で
あ
る
。
体
部
は
、

半
浮
き
彫
り
に
よ
り
７
本
の

に
は
至
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な

状
況
下
で
生
活
を
し

て
い
る
と
、
ス
ト
レ

ス
が
溜
ま
り
、
精
神

的
に
異
常
を
き
た
す

こ
と
も
珍
し
く
な

く
、
他
愛
も
な
い
こ

と
で
感
情
を
抑
え
る

こ
と
が
で
き
ず
、
自

分
だ
け
で
は
な
く
他

人
を
巻
き
込
む
こ
と

を
し
て
し
ま
う
よ
う

乙

 

未


