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成
十
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年
四
月
八
日
（
第
十
八
号
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す
べ
て
の
も
の
は 

 

縁
え

ん

に
よ
っ
て
生

し
ょ
う

じ 

縁
え

ん

に
よ
っ
て
滅

ほ

ろ

び
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

釈
し
ゃ
く 

尊そ
ん 

 

「
縁
」
と
い
う
の
は
仏
教
の
基
本
の
思
想
で
す
。 

「
縁
起

え
ん
ぎ

」、｢

因
縁

い
ん
ね
ん｣

と
も
い
い
、
す
べ
て
の
も
の
は
、
因
（
原
因
）

と
縁
（
条
件
）
の
関
係
か
ら
存
在
し
て
い
る
と
い
う
教
え
で
す
。 

 

種
を
ま
く
と
芽
が
出
て
花
が
咲
き
ま
す
。
で
も
、
種
を
ま
い
た

だ
け
で
は
花
は
咲
き
ま
せ
ん
。
水
や
日
光
が
な
け
れ
ば
、
種
は
種

の
ま
ま
で
、
花
が
咲
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
の
種
が
「
因
」
で
、
水
・
日
光
が
「
縁
」
と
い
え
ま
す
。「
因
」

と
「
縁
」
が
互
い
に
関
係
し
あ
っ
て
花
が
咲
き
ま
す
。 

 

こ
れ
を
人
間
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
る
と
、
自
分
が
こ
の
世

に
生
ま
れ
て
き
た
の
は
父
母
が
い
て
く
れ
た
お
か
げ
で
す
。
そ
し

て
祖
先
が
い
て
く
れ
た
お
か
げ
で
す
。
ま
た
、
毎
日
、
い
の
ち
を

持
続
で
き
る
の
は
食
べ
物
の
お
か
げ
で
す
。 

今
日
、
自
分
が
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
ら
れ
る
の
も
、
自
分
一

人
だ
け
の
力
で
は
な
く
、
た
く
さ
ん
の
人
や
物
（
縁
）
に
助
け
ら

れ
、
支
え
ら
れ
て
存
在
し
て
い
ま
す
。 

目
に
見
え
る
、
あ
る
い
は
目
に
見
え
な
い
、
数
え
切
れ
な
い
た

く
さ
ん
の
縁
の
お
か
げ
で
、
自
分
と
い
う
花
を
咲
か
す
こ
と
が
で

き
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
ま
た
、
自
分
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
、
他
の
誰
か
の
縁

と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

『
花
は
、
咲
く
縁
が
集
ま
っ
て
咲
き
、
葉
は
、
散
る
縁
が
集
ま
っ

て
散
る
。
ひ
と
り
咲
き
、
ひ
と
り
散
る
の
で
は
な
い
。 

縁
に
よ
っ
て
咲
き
、
縁
に
よ
っ
て
散
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
ん

な
も
の
も
、
み
な
う
つ
り
変
わ
る
。
ひ
と
り
で
存
在
す
る
も
の

も
、
常
に
と
ど
ま
る
も
の
も
な
い
。
す
べ
て
の
も
の
が
、
縁
に

よ
っ
て
生
じ
、
縁
に
よ
っ
て
滅
び
る
の
は
永
遠
不
変
道
理
で
あ

る
。』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

釈 

尊 

   

 
月 

 

影 

四
月
八
日
は
花
ま
つ
り
。
お
釈
迦
様
の
誕
生
日
で
す
。 

 



仏
事
と
作
法 

 

 

春
の
彼
岸
会
厳
修 

 
 

 
先
月
、
三
月
二
十
一
日
に
、
春
の
彼
岸
会
を
厳
修
い
た
し
ま
し

た
。
ご
多
忙
中
、
た
く
さ
ん
の
方
に
ご
参
詣
い
た
だ
き
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

彼
岸
会
当
日
は
お
天
気
に
恵
ま
れ
、
良
い
参
詣
日
和
と
な
り
ま 

し
た
。 

   

三 み

月 つ
き

越 ご

し 
 

 
 中

陰
の
四
十
九
日
間
を
、
三
ヶ
月
に
渡
っ
て
行
う
と
よ
く
な
い 

と
、
昔
か
ら
よ
く
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

な
ぜ
、
三
月
越
し
は
よ
く
な
い
の
か
、
い
ろ
ん
な
説
が
あ
り
ま

す
が
、 

「
三
月

み
つ
き

→
身 み

つ
き
→
身
内

み
う
ち

が
後 あ

と

を
つ
い
て
い
く
」 

「
四
十
九
日

し
じ
ゅ
う
く
に
ち

が
三
月

み
つ
き

→
始
終
苦
が
身
つ
き
→
い
つ
も
苦
し
み
が
身

に
つ
い
て
し
ま
う
」 

と
い
っ
た
よ
う
に
、
言
葉
の
語
呂
合
わ
せ
か
ら
始
ま
っ
た
迷
信

が
多
い
よ
う
で
す
。 

し
か
し
、
迷
信
と
言
え
ど
も
、
今
日
ま
で
言
わ
れ
続
け
て
い
る 

と
い
う
こ
と
は
、
迷
信
で
い
っ
て
い
る
こ
と
が
現
実
に
起
こ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
の
か
、
ま
た
は
現
実
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い

と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

そ
れ
で
は
、
中
陰
が
三
月
越
し
に
な
る
場
合
は
ど
う
す
れ
ば
良 

い
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

全
く
気
に
な
さ
ら
な
い
方
は
普
通
に
七
日
ご
と
の
法
要
を
勤
め

れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
気
に
な
さ
る
方
は
忌
明
け
を
早
め
る
よ
う

に
し
ま
す
。
普
通
、
四
十
九
日
（
七
七
日
）
を
も
っ
て
忌 き

明 あ

け
と

し
ま
す
が
、
忌
明
け
を
三
十
五
日
（
五
七
日
）
に
早
め
る
こ
と
で
、

三
ヶ
月
に
ま
た
が
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
そ
の
後
の
、
四
十
二

日
（
六
七
日
）、
四
十
九
日(

七
七
日)

も
勤
め
ま
す
。 

  

あ
と
が
き 

 

毎
年
、
四
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
五
日
の
四
日
間
。
本
山
永
観

堂
に
お
い
て
、
御
忌

ぎ
ょ
き

（
法
然
上
人
の
命
日
供
養
）
が
厳
修
さ
れ
ま

す
。全
国
か
ら
参
詣
者
が
集
ま
る
、宗
派
最
大
の
年
中
行
事
で
す
。 

秋
の
紅
葉
も
綺
麗
で
す
が
、
新
緑
の
も
み
じ
も
鮮
や
か
で
綺
麗

で
す
。
是
非
、
ご
参
詣
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 


