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「
自
灯
明
法
灯
明
」
そ
の
三 

 

お
釈
迦
様
が
亡
く
な
る
直
前
の
最
後

に
残
さ
れ
た
言
葉
は
こ
の
よ
う
な
も
の

で
し
た
。 

 

「（
我
が
弟
子
）
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
汝

等
は
こ
こ
に
、自
己
を
洲（
し
ま
・
灯
明
）

と
し
、
自
己
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
他
を

よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
ず
に
住
し
、
法
を
洲
と

し
、
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
他
を
よ
り

ど
こ
ろ
と
せ
ず
に
住
し
な
さ
い
」
と
。
そ

し
て
、
身
体
、
感
受
、
心
、
法
の
そ
れ
ぞ

れ
を
い
ち
い
ち
観
察
し
、
そ
の
状
態
を
正

し
く
知
り
、
正
し
く
思
い
、
壊
れ
ゆ
く
世

間
の
も
の
に
対
す
る
貪
り
と
憂
い
を
取

り
除
い
て
い
く
よ
う
に
示
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
過
ご
す
こ
と
こ
そ

が
、
修
行
者
と
し
て
の
最
上
の
あ
り
方
で

あ
る
と
示
さ
れ
た
の
で
す
。 

 

自
ら
の
死
を
目
前
に
し
て
、
弟
子
に
説

い
た
教
え
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
自
身
と

法
（
ダ
ル
マ
、
仏
法
）
を
灯
と
し
て
歩
め

と
言
う
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
す
が
り
つ

く
弟
子
に
対
し
て
、
少
し
突
き
放
し
た
物

言
い
に
も
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
は
、
最
後
に
頼
る
べ
き
も
の

は
自
ら
の
中
に
見
い
だ
す
し
か
な
い
と

い
う
、
極
め
て
現
実
的
な
お
教
え
な
の
で

す
。 

 

仏
教
や
ほ
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に

は
、
つ
ら
い
時
や
困
っ
た
時
に
、
仏
さ
ま

や
神
さ
ま
に
す
が
っ
た
り
、
助
け
を
求
め

た
り
、
と
も
す
る
と
現
実
逃
避
と
も
捉
え

ら
れ
か
ね
な
い
一
面
も
あ
り
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
宗
教
に
は
そ
う
い
っ
た
作
用
も
あ

り
、
そ
れ
は
と
て
も
大
切
な
も
の
で
あ
り

ま
す
。
た
だ
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
も

と
も
と
の
仏
教
に
は
、
他
の
何
者
に
も
頼

ら
ず
、
厳
し
く
自
分
と
向
き
合
っ
て
い
く

と
い
う
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で

す
。 

 

こ
の
よ
う
に「
自
灯
明
法
灯
明
」と
は
、

仏
教
の
根
本
的
な
教
え
を
示
す
、
象
徴
的

な
言
葉
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
言
葉
か
ら
導
か
れ
る
当
山
の

「
自
法
寺
」
と
い
う
寺
名
は
、
た
い
へ
ん

珍
し
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
仏
教
の

根
本
を
象
徴
し
た
と
て
も
有
り
難
い
も

の
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。（
了
） 

  

「
葬
祭
」
考 

そ
の
二 

 

前
回
に
引
き
続
き
、
葬
儀
に
つ
い
て
の

あ
れ
こ
れ
で
す
。 

一
、
骨
葬
に
つ
い
て 

 

当
地
で
は
、
葬
儀
の
前
に
遺
体
を
荼
毘
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し
て
か
ら
葬
儀
を
行
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

を
「
骨
葬
」
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
日

本
全
国
に
広
く
あ
る
習
慣
で
す
。 

 

と
は
言
っ
て
も
、
葬
式
が
終
わ
っ
て
か

ら
荼
毘
す
れ
ば
良
さ
そ
う
な
も
の
な
の

に
、
ど
う
し
て
葬
儀
の
前
に
お
骨
に
し
て

し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 
 

旧
来
、
葬
儀
の
後
に
は
葬
列
を
組
み
、

遺
体
を
墓
地
へ
運
ん
で
、
直
接
土
葬
し
ま

し
た
。
や
が
て
火
葬
が
普
及
し
た
た
め
に

土
葬
の
習
慣
は
無
く
な
り
ま
し
た
が
、
葬

儀
の
後
に
直
接
墓
地
に
埋
葬
（
納
骨
）
す

る
習
慣
は
残
っ
た
の
で
、
直
ち
に
埋
葬
で

き
る
よ
う
に
葬
儀
の
前
に
荼
毘
を
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

で
あ
る
な
ら
ば
、
当
地
の
よ
う
に
骨
葬

の
習
慣
の
あ
る
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
墓

地
へ
の
葬
列
が
組
め
る
こ
と
が
望
ま
し

い
で
す
。
ま
た
、
少
な
く
と
も
葬
儀
の
当

日
に
埋
葬
（
納
骨
）
し
て
し
ま
う
の
が
本

来
の
あ
り
方
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
最
近
は
「
し
ば
ら
く
は
お
骨
の

ま
ま
お
祀
り
し
て
、
四
十
九
日
に
納
骨
を
」

と
望
ま
れ
る
方
が
し
ば
し
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
で
す
が
こ
れ
は
、
主
に
首
都
圏

を
中
心
と
し
て
最
近
に
広
ま
っ
て
き
た

習
慣
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
は
葬
儀

の
後
に
火
葬
す
る
た
め
に
、
時
間
の
都
合

も
考
え
て
、
納
骨
は
後
日
改
め
て
と
い
う

段
取
り
が
一
般
的
と
な
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。 

 

お
そ
ら
く
首
都
圏
を
中
心
に
葬
儀
自

体
が
商
業
化
す
る
に
つ
れ
て
、
や
が
て
そ

れ
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
、
こ
れ
が
全
国

に
伝
播
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。 
 

し
か
し
葬
儀
の
現
場
に
お
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
の
独
自
性
が
尊
重
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
過
剰
な

商
業
化
の
先
に
あ
る
の
は
、
文
化
や
伝
承

の
破
壊
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

（
以
下
次
号
） 

 

行
事
予
定 

◎
山
門
施
食
会
お
よ
び
総
会
の
ご
案
内 

 

例
年
の
よ
う
に
施
食
会
法
要
と
総
会

を
、
左
記
の
と
お
り
執
り
行
い
ま
す
の
で
、

ご
参
拝
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し

上
げ
ま
す
。 

 

 
 
 
 
 

記 
 

日
時 

平
成
二
十
五
年 

 
 
 
 

七
月
二
十
一
日
（
月
）
海
の
日 

 
 

場
所 

自
法
寺 

本
堂 

 

日
程 

午
前
十
時
〜
施
食
法
要
・
特
別

供
養 

十
一
時
〜
法
話
・
臨
済
宗
妙
心
寺

派
、
関
市
大
禅
寺
住
職
・
い
の
ち
に
向
き

合
う
宗
教
者
の
会
代
表
・
根
本
一
徹
師 

正
午
〜
総
会
・
予
算
・
決
算
の
承
認
と
報

告
・
昼
食 

 

※
特
別
供
養
は
、
七
月
六
日
（
日
）
ま

で
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。 

◎
金
曜
坐
禅
会 

 

参
加
者
募
集
中
で
す
。
お
誘
い
合
わ
せ

て
気
軽
に
ご
参
加
下
さ
い
。 

曹洞宗	 	 

祖廣山	 	 自法寺�	 	 

電話//FFAAXX	 	 

00557733--2222--33553333	 	 

jjiihhoouujjii@@ggmmaaiill..cc

oomm	 	 


