
龍
ノ
口
法
難
は
、『
立
正
安
国
論
』
を
著
し
て
鎌
倉
幕
府
に
呈

上
し
た
日
蓮
聖
人
を
捕
ら
え
て
、
龍
ノ
口
刑
場
で
斬
首
し
よ
う
と
し
た

事
件
で
、
日
蓮
聖
人
四
大
法
難
の
一
つ
で
す
。
文
永
八
年
九
月
十
二
日
、
平

頼
綱
に
よ
り
幕
府
や
諸
宗
を
批
判
し
た
と
し
て
佐
渡
流
罪
の
名
目
で
鎌
倉

の
松
葉
谷
草
庵
に
い
た
日
蓮
聖
人
を
捕
縛
連
行
し
、翌
日
の
子
丑
の
刻
（
午

前
二
時
前
後
）
、
日
蓮
聖
人
を
土
牢
か
ら
引
き
出
し
斬
首
し
よ
う
と
し
た

が
、（
伝
承
に
よ
る
と
）
江
ノ
島
方
よ
り
光
の
玉
が
や
っ
て
き
て
光
の
衝
撃

で
刀
は
折
れ
、首
を
刎
ね
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。刑
場
跡
地
に

は
、
現
在
、
寂
光
山
龍
口
寺
が
存
在
し
て
い
る
。
当
山
で
は
、
以
前
、
龍
ノ

口
法
難
会
に
、
刑
を
免
れ
た
日
蓮
聖
人
に
信
徒
が
ぼ
た
餅
を
差
し
上
げ

た
と
の
言
い
伝
え
に
よ
り
、
ぼ
た
餅
を
お
供
え
し
檀
信
徒
の
皆
様
と
法
要

を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

お
会
式
は
日
蓮
聖
人
の
命
日
十
月
十
三
日
、
前
日
の
十
二
日
（
お
逮
夜
）

に
、日
蓮
宗
の
各
寺
院
で
法
要
を
厳
修
し
、
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
講
中
が
行

列
し
万
灯
や
提
灯
を
掲
げ
、
纏
を
振
り
、
団
扇
太
鼓
や
鉦
を
叩
き
、
お
題
目

を
唱
え
な
が
ら
境
内
や
寺
の
近
辺
を
練
り
歩
く
、
特
に
大
田
区
の
池
上
本

門
寺
が
有
名
で
す
。お
会
式
の
起
源
は
定
か
で
は
な
い
が
、歌
川
広
重
の
作

品
『
江
戸
名
勝
図
会
』
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
末
期
に
は

始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。当
山
で
も
か
つ
て
は
、本
門
寺
と
同

様
に
、
講
中
が
万
灯
を
納
め
、境
内
に
は
屋
台
の
店
が
出
る
な
ど
盛
大
に
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
近
年
は
、
法
要
を
中
心
に
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の

二
年
間
コ
ロ
ナ
の
関
係
で
、
参
列
者
な
し
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

格
安
の
ス
マ
ー
ト
墓
石
第
一
期
、
第
二
期
販
売
が
完
売
致
し
ま
し
た
。

そ
の
後
も
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
こ
の
度
、
ス
マ
ー
ト
墓
石
第
三
期
十
二
区

画
を
販
売
す
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

画区２１売販規新石墓本見

第
三
期
販
売
墓
石
は
、右
写
真
の
と
お
り
、
第
一
期
、
第
二
期
の
墓
石
と
デ

ザ
イ
ン
を
異
に
し
、
和
洋
の
両
方
を
生
か
し
た
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
ち
ば
な
新
聞
一
一
五
号
、
令
和
三
年
三
月
春
彼
岸
号
で
ご
案
内
の

を
販
売
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
関
心
が

高
く
、
多
数
の
方
に
ご
契
約
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

宝清寺 東京都あきる野市小川101番地 電話 042-558-2663 FAX 042-558-2693

た ち ば な 新 聞 令和３年９月１日発行 第１１７号

発行所 宝清寺

〒197-0821

東京都あきる野市小川101

電話 04 2 -5 5 8 -2 6 63

秋
の
行
事

本
年
の
お
会
式
は
コ
ロ
ナ
の
収
束
が
見
通
せ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
参
列
者
な
し
で
住
職
が
供
養
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
は
、
た
ち
ば
な
新
聞
に
同
封
の
は
が
き
を
使
用
し
、
お
彼
岸

・
お
会
式
に
お
塔
婆
を
お
供
え
し
、
密
を
避
け
て
墓
参
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

現
代
は
地
球
の
裏
側
の
出
来
事
も
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
す
ぐ
知
る
こ

と
が
で
き
、
数
多
く
の
情
報
が
駆
け
巡
る
時
代
で
す
。
さ
ら
に
、
マ
ス
コ

ミ
は
た
だ
事
実
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
切
り
口
か
ら
問
題
提
起

を
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。
政
治
の
汚
職
・
環
境
問
題
・
薬
害
訴
訟

な
ど
、
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
を
き
っ
か
け
に
世
間
の
注
目
が
集
ま
り
、
問
題

が
解
決
さ
れ
た
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
時
に
一
部
の
報

道
で
は
た
だ
視
聴
者
の
怒
り
や
不
安
を
煽
る
こ
と
で
、
テ
レ
ビ
の
視
聴
率

や
雑
誌
の
売
り
上
げ
が
目
的
で
は
、
と
感
じ
ら
れ
る
の
も
事
実
で
す
。

現
代
は
情
報
過
多
で
、
以
前
か
ら
、
マ
ス
コ
ミ
の
功
罪
が
議
論
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
我
々
は
満
足
感
が

得
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
欲
求
不
満
す
ら
感
じ
る
社
会
に
生
き
て
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
矢
先
に
、
イ
ン
ド
の
弁
護
士
・
宗

教
家
・
政
治
指
導
者
で
あ
っ
た
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
の
次
の
名
言
に
出

会
い
ま
し
た
。

住
職
ひ
と
口
法
話
第
六
十
六
回

で
す
。

ガ
ン
ジ
ー
は
南
ア
フ
リ
カ
で
弁
護
士
を
す
る
傍
ら
、
公
民
権
運
動
に
参

加
し
、
帰
国
後
は
イ
ン
ド
の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
独
立
運
動
を
指
揮
し
た
。

民
衆
暴
動
や
ゲ
リ
ラ
戦
で
は
な
く
「
非
暴
力
・
不
服
従
」
を
提
唱
し
ま
し

た
。
ガ
ン
ジ
ー
の
「
七
つ
の
社
会
的
犯
罪
の
教
え
」
に
は
、
政
治
や
科
学

に
は
、
哲
学
や
人
間
性
が
大
切
で
あ
り
、
商
売
・
宗
教
な
ど
に
は
、
倫
理

や
献
身
が
大
切
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。



岩
崎
喜
久
子
様
よ
り
、
ご
主
人
故
岩
崎

孟
司
様
の
菩
提
の
た
め
に
と
、
螺
鈿
扁
額
・

茶
壺
・
風
炉
先
屏
風
の
三
点
を
奉
納
さ
れ
ま

し
た
の
で
ご
紹
介
し
、
お
礼
に
代
え
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

扁
額
に
は
、
「
和
、
及
び
、
気
は
永
く

心

は
圓
く

腹
立
て
ず

口
慎
む
が

長
生
き

の
も
と
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
和
」
の
旧
字
体
は
「
龢
」
で
、
偏
の
「
龠
」

は
「
人
が
吐
く
息
」
を
意
味
し
、
旁
の
「
禾
」

は
「
木
の
管
」
を
意
味
し
ま
す
。

従
っ
て
、

「
気
は
永
く
・
・
・
」
は
建
長
寺
住
職
が
揮
毫
し
た
も
の

で
、
こ
れ
は
達
磨
大
師
の
言
葉
で
す
。こ

の
茶
壺
は
清
水
焼
で
、

伝
統
工
芸
士
・
斎
藤
雲
楽

作
色
絵
藤
花
図
茶
壺
と

題
す
る
作
品
で
、
茶
道

を
嗜
む
岩
崎
喜
久
子
様

が
大
切
に
さ
れ
て
い
た

も
の
で
、
応
接
間
に
飾

ら
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
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そ
の
と
き
、
阿
難
と
羅
護
羅
は
こ
う

あ

な

ん

ら

ご

ら

思
っ
た
。
「
わ
れ
ら
も
記
を
受
け
ら
れ
た

ら
ど
ん
な
に
う
れ
し
い
だ
ろ
う
」
と
。

二
人
は
座
を
立
っ
て
釈
尊
の
前
に
い
た

り
、
頭
面
に
足
を
礼
し
て
、
と
も
に
言

っ
た
。
「
世
尊
よ
、
わ
れ
ら
に
も
恩
恵
を

賜
る
資
格
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

阿
難
は
ず
っ
と
世
尊
の
侍
者
で
し
た
し
、

羅
護
羅
は
ま
さ
し
く
世
尊
の
子
で
ご
ざ

い
ま
す
。
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
の
記

あ

の

く

た

ら

さ

ん

み

や

く

さ

ん

ぼ

だ

い

を
授
け
ら
れ
れ
ば
、
大
変
う
れ
し
く
思

い
ま
す
。
」
そ
の
と
き
、
学
・
無
学
の
声

聞
た
ち
二
千
人
が
い
っ
せ
い
に
座
を
立

っ
て
、
右
の
肩
を
あ
ら
わ
に
し
、
釈
尊

の
前
に
い
た
り
、
一
心
に
合
掌
し
て
、

釈
尊
を
仰
ぎ
見
た
。
釈
尊
は
阿
難
に
言

っ
た
。
「
お
前
は
来
世
に
お
い
て
、
仏
に

な
る
だ
ろ
う
。
山
海
慧
自
在
通
王
如
来

さ
ん
か
い

え

じ

ざ
い
つ
う
お
う
に
よ
ら
い

と
号
す
る
で
あ
ろ
う
。
六
億
二
千
万
の

諸
仏
を
供
養
し
、
ガ
ン
ジ
ス
川
の
砂
の

数
に
等
し
い
幾
千
万
億
の
菩
薩
を
教
化

し
て
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
る

あ

の

く

た

ら

さ

ん

み

や

く

さ

ん

ぼ

だ

い

だ
ろ
う
。
国
は
常

立

勝

旛
と
い
い
、

じ
よ
う
り
ゆ
う
し
よ
う
ば
ん

時
代
は
妙
音
偏
満
と
い
う
。
仏
の
寿
命

み
よ
う
お
ん
へ
ん
ま
ん

は
無
量
の
阿
僧
祇
劫
で
計
り
知
る
こ
と

あ

そ
う

ぎ

こ
う

は
で
き
な
い
。
正
法
の
続
く
こ
と
、
仏

寿
に
倍
し
、
山
海
慧
自
在
通
王
仏
は
十

方
の
諸
仏
に
賞
賛
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

そ
の
と
き
、
会
衆
の
な
か
の
発
願
し
た

ば
か
り
の
菩
薩
た
ち
は
、
諸
々
の
大
菩

薩
た
ち
が
記
を
受
け
た
と
聞
い
た
こ
と

も
な
い
、
ま
し
て
声
聞
が
何
の
因
縁
が

あ
っ
て
授
け
ら
れ
る
の
か
と
思
っ
た
。

釈
尊
は
菩
薩
た
ち
の
思
い
を
察
し
て
告

げ
た
。
「
皆
の
も
の
よ
、
わ
た
し
と
阿
難

は
か
っ
て
空
王
仏
の
と
こ
ろ
で
、
同
じ

く
う
お
う
ぶ
つ

く
発
願
し
た
仲
で
あ
る
。
阿
難
は
常
に

多
く
聞
く
こ
と
を
願
い
、
わ
た
し
は
悟

り
に
達
し
よ
う
と
精
進
す
る
こ
と
を
願

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
わ
た
し
は
、
す
で
に
阿
耨

多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
た
が
、
阿
難
は
法
を

守
り
将
来
に
伝
え
て
、
多
く
の
菩
薩
を
教
化

し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

記
を
授
け
た
の
で
あ
る
。
」
阿
難
は
、
授
記
さ

れ
、
自
分
の
国
土
の
荘
厳
な
る
を
聞
き
、
過

去
の
本
願
を
も
知
っ
て
大
い
に
感
激
し
た
。

そ
の
と
き
、
釈
尊
は
羅
護
羅
に
「
お
前
は

来
世
に
仏
に
な
り
、
蹈
七
宝
華
如
来
と
号
す

と

う
し
ち
ほ
う
け

に
よ
ら
い

る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
諸
仏
を
供
養
し
、
今

わ
た
し
の
長
子
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の

諸
仏
の
長
子
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
山
海
慧
自

在
通
王
如
来
の
場
合
と
同
じ
で
あ
り
、
や
が

て
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
る
だ
ろ
う
。
」

そ
の
と
き
釈
尊
は
、
学
・
無
学
の
二
千
人
を

見
た
。
み
な
心
は
穏
や
か
で
、
一
心
に
釈
尊

を
仰
い
だ
。
釈
尊
は
阿
難
に
「
こ
の
学
・
無

学
の
二
千
人
た
ち
も
多
く
の
諸
仏
を
供
養
し
、

十
方
の
国
々
に
お
い
て
、
同
時
に
、
そ
れ
ぞ

れ
仏
に
な
る
だ
ろ
う
。
み
な
宝
相
如
来
と
号

ほ
う
そ
う
に
よ
ら
い

す
る
で
あ
ろ
う
。
仏
の
寿
命
は
一
劫
で
、
国

土
が
荘
厳
な
こ
と
、
声
聞
や
菩
薩
た
ち
の
様

子
、
正
法
と
像
法
の
永
さ
等
は
、
こ
と
ご
と

く
同
じ
で
あ
ろ
う
。」
と
告
げ
た
。

法
華
経
と
私
た
ち

第
十
一
回

う
た
の
か
み
た
だ
ざ
ね

そ

う

が

こ
の
屏
風
絵
に
つ
い
て
、
美
術
史
家
の
中
村
渓
男

氏
は
「
抱
一
自
身
余
程
気
持
ち
の
よ
い
時
に
描
い
た

も
の
か
、
の
び
の
び
と
し
た
筆
さ
ば
き
を
見
せ
、
こ

れ
程
見
る
側
に
爽
快
な
気
分
を
味
あ
わ
せ
る
作
品
は

少
な
い
。
特
に
屏
風
全
体
の
寸
法
が
小
さ
い
し
、
高

さ
も
低
く
横
長
な
画
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
描
か
れ

た
風
情
は
、
深
ま
り
行
く
秋
の
気
配
を
ひ
し
ひ
し
と

感
じ
さ
せ
る
と
共
に
、
金
地
バ
ッ
ク
の
た
め
豪
華
さ

も
あ
る
。
大
作
で
は
な
い
が
、
画
面
展
開
は
何
ら
大

作
と
は
変
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
よ
く
引
き
締
ま
っ
た
中

に
珠
玉
の
よ
う
な
美
し
さ
と
輝
き
さ
え
感
じ
る
。

こ
れ
は

寸
法
か
ら
茶
事
に
用
い
る
風
炉
先
屏
風
で
、

現
在
も
、
抱
一
の
居
室
図
が
残
る
雨
華
庵
内
の
一
部

に
、
自
前
用
と
し
て
描
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思

え
る
。
図
は
秋
の
草
花
が
多
く
、
黄
菊
・
白
菊
・
女

郎
花
・
桔
梗
・
刈
萱
・
藤
袴
・
萩
・
槇
で
あ
る
。
槇

は
屏
風
全
体
を
引
き
締
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ

れ
が
色
彩
配
合
上
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
抱

一
の
非
凡
な
才
能
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

こ
の
屏
風
絵
は
、
色
彩
展
開
の
点
か
ら
見
て
、
大

体
左
半
面
は
、
左
方
菊
の
黄
色
を
、
中
央
や
や
左
寄

り
に
は
槇
の
黒
と
代
赭
色
の
幹
を
配
し
、
右
半
面
と
の
境
に
は
明
る
い
紫
の
桔
梗
を
咲

た
い
し
や
い
ろ

き
ほ
こ
ら
せ
、
緑
の
刈
萱
が
延
び
て
上
部
の
槇
と
連
絡
し
て
い
る
。
白
菊
と
桔
梗
を
隣

り
合
わ
せ
、
そ
の
葉
を
緑
に
せ
ず
墨
で
あ
ら
わ
し
た
と
こ
ろ
な
ど
、
紫
の
花
と
の
対
照

が
鮮
や
か
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
菊
の
葉
の
墨
を
強
調
し
て
画
面
の
手
前
に

浮
か
び
上
が
ら
せ
、
白
菊
は
右
方
の
中
央
に
置
き
、
さ
ら
に
薄
紫
の
藤
袴
の
細
い
花
と

萩
の
可
憐
な
薄
紅
色
の
花
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
て
実
に
み
ご
と
な
色
彩
感
覚
で
あ
る
。

金
バ
ッ
ク
と
い
う
華
や
か
さ
の
中
に
、
少
し
も
騒
が
し
く
な
い
落
ち
着
い
た
秋
の
感
じ

を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

色
彩
画
で
も
、
た
だ
き
ら
び
や

か
さ
を
押
さ
え
て
統
一
の
あ
る
色
の
流
れ
で
ま
と
め
た
、
傑
出
し
た
作
品
と
い
え
る
。

左
側
に
書
か
れ
た
落
款
は
『
抱
一
筆
』
と
あ
り
、
そ
の
下
に
朱
文
扇
型
に
『
雨
華
庵
』

と
読
ま
れ
る
印
章
が
押
さ
れ
て
い
る
。
『
雨
華
庵
』
は
抱
一
の
邸
の
庵
号
で
あ
り
、
こ
の

屏
風
絵
の
制
作
年
代
を
決
め
る
証
拠
に
な
る
。」
と
絶
賛
し
て
い
る
。


