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《
法
華
経
に
学
ぶ
現
代
》
〜
〜
純
智
庵
〜
〜

第696号 令和3年6月1日

【
６
月
の
主
な
行
事
】

★
写
経
会　
　
　
　

13
日
㈰
11
時

★
清
掃
の
日　
　
　

15
日
㈫
11
時

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈫
13
時

★
鴎
様
月
例
祭　
　

22
日
㈫
15
時

◎
ご
祈
祷
・
ご
回
向
等
の
お
申
し
込

　

み
は
、
郵
便
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル

　

で
も
受
付
け
て
お
り
ま
す

※
星
嶺
演
奏
会
・
茶
論
は
休
止
で
す

【
７
月
の
行
事
予
定
】

☆
七
夕
祭　

６
月
26
日
〜
７
月
７
日

　
　

願
い
事
を
短
冊
に
書
き
入
れ
て

　
　

妙
見
様
に
奉
納
し
ま
す

☆
虫
払
会
祈
祷
祭

　
　
　
　
　

22
日
㈭
〜
24
日
㈯

　

宝
刀
「
浪
切
丸
」
を
頭
に
戴
い
て

　

煩
悩
の
虫
を
払
い
ま
す

★
写
経
会　
　
　
　

11
日
㈰
11
時

★
清
掃
の
日　
　
　

15
日
㈭
11
時

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈭
13
時

★
鴎
様
月
例
祭　
　

22
日
㈭
15
時

※
星
嶺
演
奏
会
・
茶
論
は
休
止
で
す

○
い
ず
れ
の
行
事
も
社
会
情
勢
に
よ

　

り
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

○
出
会
い
の
鐘
巡
り
は
「
ひ
ら
が
な

　

あ
つ
め
」
に
代
え
て
実
施
中

○
登
山
カ
ー
ド
押
印
は
中
止

○
昇
堂
時
は
マ
ス
ク
・
人
数
制
限
等

　

感
染
防
止
に
ご
協
力
下
さ
い

○
送
迎
車
は
運
行
し
て
い
ま
せ
ん

◆
ケ
ー
ブ
ル
＆
リ
フ
ト
毎
日
運
行
中

自
業
自
得

新
實 

信
導

　

昨
年
の
春
、
痛
め
た
五
十
肩

の
症
状
が
一
年
の
月
日
を
経
て

よ
う
や
く
和
ら
い
で
き
た
。
思

え
ば
、
痛
み
は
日
々
に
増
し
、

つ
い
に
右
手
で
重
い
物
が
持
て

な
い
ほ
ど
と
な
り
、
右
腕
を
上

に
あ
げ
る
の
が
精
一
杯
で
あ
っ

た
。
と
く
に
手
を
後
ろ
に
回
す

の
が
辛
く
、
袴
を
着
け
る
と
き

は
、
腰
の
後
ろ
で
結
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
激
痛
と
の

戦
い
で
あ
っ
た
。

　

私
が
僧
侶
と
し
て
駆
け
出
し

の
こ
ろ
、
老
僧
の
衣
の
着
付
け

を
手
伝
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
袴

の
紐
を
結
び
終
え
た
と
き
、
言

わ
れ
た
言
葉
が
、「
肩
が
思
う
よ

う
に
動
か
な
い
か
ら
助
か
る
よ
」

と
喜
ん
で
も
ら
え
た
記
憶
が
今

に
し
て
思
い
出
さ
れ
る
。

　

春
か
ら
秋
に
か
け
て
痛
み
が

増
し
、
夜
中
に
寝
て
い
て
も
痛

み
で
目
を
覚
ま
す
こ
と
も
し
ば

し
ば
。
冬
か
ら
春
に
な
る
と
、

徐
々
に
で
は
あ
る
が
痛
み
は
和

ら
ぎ
は
じ
め
た
。
今
で
は
少
し

の
痛
み
は
あ
る
が
、
生
活
に
支

障
を
き
た
す
こ
と
は
な
く
な
っ

た
。
一
度
は
治
る
こ
と
を
諦
め

か
け
た
こ
と
を
思
え
ば
不
自
由

の
な
い
生
活
が
如
何
に
あ
り
が

た
い
こ
と
で
あ
る
か
。
本
当
に

仏
さ
ま
の
ご
利
益
を
い
た
だ
い

た
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
般
に
物
事
が

思
う
よ
う
に
は
か
ど
ら
ず
イ
ラ

イ
ラ
す
る
状
態
を
「
業
を
煮
や

す
」
と
い
う
。
業
は
、
仏
教
用

語
で
は
梵
語
（
ぼ
ん
ご
）
で
カ

ル
マ
と
言
い
、
元
々
は
人
間
の

身
・
口
・
意
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
善
悪
の
行
為
の
こ
と
を
意
味

し
た
。
や
が
て
前
世
の
善
悪
の

行
為
が
現
世
で
受
け
る
報
い
と

さ
れ
、
理
性
に
よ
っ
て
制
御
で

き
な
い
心
の
働
き
を
指
す
よ
う

に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
業
は
自

身
で
制
御
で
き
な
い
心
の
動
き

や
怒
り
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
仏
教
で
は
、「
こ
の
世

の
あ
ら
ゆ
る
す
べ
て
の
物
事
は
、

自
業
自
得
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

自
業
自
得
と
は
「
自
分
の
為
し

た
行
い
の
報
い
は
、
必
ず
自
分

が
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
さ
れ
る
。
肩
を
痛
め
た
の
も

自
身
の
業
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

ま
さ
に
「
業
を
煮
や
す
」
状
態

で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
こ
う
し

て
治
癒
で
き
た
の
も
仏
様
の
功

徳
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
確
信

す
る
。
い
か
な
る
こ
と
が
あ
っ

て
も
、
必
ず
や
仏
様
の
ご
加
護

が
あ
る
と
信
じ
、
信
仰
す
る
こ

と
で
善
行
の
功
徳
を
積
む
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
。

『
信
解
品 

第
四
』

知ち

え恵
の
世せ
か
い界
は
摩ま

か

ふ

し

ぎ

訶
不
思
議

悟さ
と
り
を
開ひ
ら
い
た

　
　

お
釈し
ゃ
か迦
さ
ま

　
　

み
ん
な
に

　
　
　
　

そ
れ
を
教お
し
え
ま
す

お
金か
ね
は
使つ
か
え
ば
減へ

る
け
れ
ど

知ち

え恵
は

　
　

使つ
か
え
ば
使つ
か
う
ほ
ど

　
　

心こ
こ
ろの
袋ふ
く
ろに
貯た

ま
り
ま
す

み
っ
と
も
な
い
の
は

　
　
　
　
　
　

出だ

し
惜お

し
み

世よ

の
た
め

　
　

う
ん
と
使つ
か
い
ま
し
ょ
う

世せ

尊そ
ん

は

　

佛ほ
と
け

の

　
　

智ち

慧え

に
於お

い

て

悋り
ん

惜じ
ゃ
く

し
た
も
う

　
　
　
　

所と
こ
ろ

な
し
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新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に
つ
い
て

第696号 令和3年6月1日

・ 

ご
祈
祷
ご
回
向
は
、
昇
堂
人
数

制
限
の
上
、
開
始
時
刻
を
設
定

ご
祈
祷
＝
９
時
半
・
10
時
半
・
11
時

　
　
　
12
時
・
13
時
・
14
時
・
15
時

ご
回
向
＝
11
時
半
・
13
時
半

※ 

開
始
時
刻
の
30
分
前
ま
で
に
、

受
付
窓
口
へ
お
越
し
下
さ
い

※ 

ご
参
拝
の
際
は
な
る
べ
く
事
前

の
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す

※ 

ご
祈
祷
・
御
回
向
等
は
、
郵
便
・

Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
で
も
受
け
付
け

て
お
り
ま
す　

ご
利
用
下
さ
い K.J

言
葉
の
力

小
林 

謙
照

　
「
う
っ
せ
ぇ
う
っ
せ
ぇ
う
っ

せ
ぇ
わ
！
あ
な
た
が
思
う
よ
り

健
康
で
す
！
」

　

子
ど
も
た
ち
が
流
行
曲
の
サ

ビ
を
楽
し
そ
う
に
マ
ネ
し
て
い

ま
す
。Ado

（
ア
ド
）と
い
う
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
「
う
っ
せ
ぇ
わ
」

と
い
う
曲
。
毒
の
あ
る
、
反
骨

精
神
に
満
ち
た
歌
詞
で
、
社
会

人
の
ス
ト
レ
ス
を
歌
い
上
げ
て

い
ま
す
。
正
直
共
感
で
き
る
と

こ
ろ
も
多
い
で
す
。
が
、
や
は

り
我
が
子
が
「
う
っ
せ
ぇ
う
っ

せ
ぇ
」
と
連
呼
し
て
い
る
と
少

し
複
雑
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　

言
葉
の
力
を
侮
る
な
か
れ
。

毒
の
あ
る
言
葉
遣
い
が
身
に
つ

い
て
し
ま
う
と
、
知
ら
ぬ
間
に

周
り
の
人
を
嫌
な
気
持
ち
に
さ

せ
て
し
ま
う
し
、
同
じ
く
毒
の

あ
る
言
葉
遣
い
を
す
る
人
間
が

周
り
に
集
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

果
た
し
て
、
周
り
に
毒
が
多
い

環
境
は
幸
せ
で
し
ょ
う
か
。

　

仏
教
で
は
克
服
す
べ
き
根
本

的
な
煩
悩
を
『
三
毒
』
と
言
い

ま
す
。
一
は
貪
欲（
と
ん
よ
く
）

＝
際
限
な
く
、
必
要
以
上
に
あ

れ
こ
れ
欲
す
る
こ
と
。
二
は
瞋

恚
（
し
ん
に
）
＝
怒
り
や
憎
し

み
嫉
妬
な
ど
の
不
快
な
感
情
を

撒
き
散
ら
す
こ
と
。
三
は
愚
痴

（
ぐ
ち
）
＝
誤
っ
た
物
の
見
方
、

愚
か
さ
。
毒
づ
く
こ
と
は
二
つ

目
の
瞋
恚
に
あ
た
り
ま
す
。

　

そ
し
て
三
毒
の
や
っ
か
い
な

と
こ
ろ
は
、
自
分
で
は
気
付
き

に
く
い
と
い
う
点
で
す
。
皆
さ

ん
も
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
る
と
き

や
、
ど
う
し
て
も
欲
し
い
も
の

が
あ
る
と
き
な
ど
は
、
自
分
の

こ
と
も
周
り
の
こ
と
も
見
え
て

い
な
い
は
ず
で
す
。
も
し
、
幸

運
に
も
自
分
の
中
の
『
三
毒
』

に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
の
な

ら
、
し
っ
か
り
心
の
動
き
を
観

察
し
て
、
振
り
回
さ
れ
な
い
よ

う
に
お
気
を
つ
け
下
さ
い
。

　

私
も
、
ま
だ
ま
だ
僧
侶
と
し

て
も
親
と
し
て
も
未
熟
者
で
す

が
、
子
ど
も
た
ち
の
模
範
に
な

る
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
欲
を

抑
え
、
怒
り
を
鎮
め
、
愚
か
な

行
動
を
と
ら
な
い
よ
う
に
し
た

い
と
心
掛
け
て
い
ま
す
。

　

度
重
な
る
自
粛
要
請
で
、
あ

れ
は
ダ
メ
こ
れ
は
ダ
メ
と
言
わ

れ
、
い
い
加
減
に
「
う
っ
せ
ぇ

わ
」
と
言
い
た
く
な
る
こ
の
頃

で
す
が
、
毒
を
吐
く
の
は
毒
を

飲
ん
で
い
る
の
と
同
じ
事
。
食

べ
物
が
体
を
作
る
よ
う
に
、
言

葉
は
心
を
作
り
ま
す
。
こ
ん
な

時
こ
そ
、
お
釈
迦
様
が
我
々
に

残
し
て
下
さ
っ
た
法
華
経
と
い

う
良
薬
を
飲
ん
で
、
心
穏
や
か

に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

　

例
年
に
な
い
早
い
梅
雨

入
り
で
す
。
し
か
も
明
け

る
の
が
遅
く
な
る
と
い
う

予
報
。
大
雨
で
被
害
が
出

て
い
る
地
方
も
あ
り
、
気

が
滅
入
り
ま
す
。
コ
ロ
ナ

禍
で
制
限
さ
れ
る
生
活
。

早
く
い
つ
も
の
日
常
を
取

り
戻
し
た
い
と
願
う
の
は

誰
し
も
の
思
い
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
「
い
つ
も
の

日
常
」
と
は
何
を
願
っ
て

い
る
言
葉
で
し
ょ
う
か
。

考
え
て
み
れ
ば
、
今
日
と

明
日
と
は
異
な
る
も
の
で
、

い
つ
も
と
言
っ
て
も
同
じ

日
の
繰
り
返
し
は
あ
り
ま

せ
ん
。
い
つ
も
と
言
う
言

葉
に
は
大
難
は
小
難
、
小

難
は
無
難
に
と
の
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

法
華
経
で
は
「
少
欲
に
し

て
足
る
を
知
る
」
生
き
方

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

渇
愛
と
無
明

　

様
々
な
欲
望
が
執
着

を
生
み
、
苦
を
引
き
起

こ
す
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
こ
の
欲
望
を
制
御

す
る
こ
と
が
、
仏
教
の

実
践
的
な
テ
ー
マ
と
な

り
ま
す
。

　

仏
教
で
は
、欲
望
の
背
後
に
は
、

喉
の
渇
い
た
者
が
激
し
く
水
を
求

め
る
よ
う
な
衝
動
が
あ
る
と
考
え

ま
し
た
。
そ
れ
を
「
渇
愛
」
と
い

い
ま
す
。
渇
愛
に
は
三
つ
の
種
類

が
あ
り
ま
す
。
①
欲
愛
（
日
常
生

活
で
の
物
事
へ
の
欲
求
）
②
有

愛
（
生
存
に
対
す
る
欲
求
。
こ
の

世
で
も
来
世
で
も
良
い
生
を
送
ろ

う
と
す
る
欲
求
）
③
無
有
愛
（
生

存
に
対
し
て
意
義
を
見
出
さ
ず
、

敢
え
て
生
存
を
絶
と
う
と
す
る
欲

求
）
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
渇
愛
は
、
釈
尊
の

教
え
る
真
理
を
知
ら
な
い
状
態
で

あ
り
、
そ
の
教
え
を
知
ら
な
い

こ
と
が
迷
い
と
苦
の
原
因
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
無
知
を「
無
明
」

と
い
い
ま
す
。


