
 

和 わ 

顔 げ
ん 

愛 あ
い 

語 ご 

 

日
本
３
名
瀑
の
ひ
と
つ
「
袋
田
の
滝
」
は
四
季
ご
と

に
違
っ
た
姿
を
現
す
。
冬
に
は
滝
が
凍
り
付
く
「
氷
瀑
」

を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
姿
は
ま
る
で
時
間
が
止
ま

っ
た
か
の
よ
う
に
荘
厳
で
あ
り
な
が
ら
、
山
間
部
の
自

然
の
厳
し
さ
も
伝
え
て
く
れ
る
。 

氷
瀑
は
自
ら
の
力
で
溶
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

春
の
ぬ
く
も
り
が
訪
れ
る
ま
で
じ
っ
と
そ
の
姿
を
と
ど

め
る
。
そ
れ
は
人
の
こ
こ
ろ
と
少
し
似
て
い
る
。
冷
た
い

言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
れ
ば
、
こ
こ
ろ
は
ギ
ュ
ッ
と
凍

り
付
く
。
そ
の
心
を
和
ら
げ
て
く
れ
る
の
は
、
春
の
よ

う
な
温
も
り
あ
る
言
葉
だ
。
同
じ
水
で
あ
り
な
が
ら

環
境
が
変
わ
れ
ば
姿
を
変
え
る
よ
う
に
、
私
の
こ
こ
ろ

も
絶
え
ず
姿
を
変
え
る
。
あ
た
た
か
な
言
葉
を
聞
き
、

柔
軟
な
こ
こ
ろ
を
持
ち
、
ま
た
あ
た
た
か
な
言
葉
を
伝

え
る
。
そ
ん
な
人
で
あ
り
た
い
。
春
の
訪
れ
を
待
つ
氷

瀑
を
見
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
事
を
思
わ
さ
れ
た
。 

   

ひ
た
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か
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清
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「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ー
ド
バ
ン
ク
茨
城
」
で
フ
ー
ド
ロ
ス×

支
援
拡
大
に
取
り
組
む
、 

安
楽
寺
住
職
の
澤
田
唯
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。 

 

フ
ー
ド
バ
ン
ク
茨
城
と
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 
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フ
ー
ド
バ
ン
ク
茨
城
は
、
生
産
者
や
小
売
業
者
、
個
人
や
行
政
組
織
か
ら
食
品
を
寄
贈
し
て
い

た
だ
き
、
社
会
的
支
援
を
必
要
と
す
る
人
達
に
食
事
提
供
を
し
て
い
る
非
営
利
活
動
団
体
や
個

人
に
食
品
を
届
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
企
業
様
か
ら
は
、
消
味
期
限
の
近

い
災
害
備
蓄
品
や
販
売
時
期
を
過
ぎ
た
季
節
性
の
食
品
等
を
ご
寄
贈
頂
き
、
個
人
の
方
か
ら
は
、

市
役
所
や
公
民
館
、
ス
ー
パ
ー
等
に
設
置
し
て
あ
る
「
き
ず
な
Ｂ
Ｏ
Ｘ
」
、
学
校
や
職
場
や
イ
ベ
ン

ト
等
に
家
庭
に
余
っ
て
い
る
食
品
を
持
ち
寄
る
「
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
」
に
て
お
す
そ
わ
け
頂
き
ま

す
。 年

配
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、子
育
て
中
の
方
や
大
学
生
高
校
生
も
参
加
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
す
。 

ち
な
み
に
安
楽
寺
で
も
Ｂ
Ｏ
Ｘ
を
設
置
し
て
い
て
、
御
門
徒
さ
ん
や
地
域
の
方
が
家
庭
で
食
べ

き
れ
な
い
食
品
を
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
り
、
農
家
さ
ん
が
お
米
を
ご
寄
贈
く
だ
さ
い
ま
す
。 

  

集
め
た
食
品
を
ど
う
い
う
所
に
配
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 
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食
品
は
、
炊
き
出
し
や
フ
ー
ド
パ
ン
ト
リ
ー
（
食
料
配
布
）
、
学
習
支
援
を
行
う
生
活
支
援
団

体
、
児
童
養
護
施
設
や
母
子
家
庭
協
会
等
の
社
会
福
祉
協
議
会
系
の
団
体
に
届
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
少
数
で
す
が
生
活
困
窮
者
に
直
接
お
渡
し
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ガ
ス
が
使
え
る
か
、

子
供
が
い
る
か
等
の
相
手
の
属
性
や
要
望
に
応
じ
て
、お
渡
し
す
る
食
品
を
調
整
し
て
い
ま
す
。 

も
し
ご
家
庭
に
食
べ
き
れ
な
い
食
品
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
お
近
く
の
き
ず
な
Ｂ
Ｏ
Ｘ
等
に
ご
支

援
く
だ
さ
い
。（
食
品
：賞
味
期
限
３
ヶ
月
以
上 

・お
米
：古
米
ま
で
） 

NPO法人フードバンク茨城 × 水戸市 安楽寺 住職 

澤田 唯 さん 



活
動
の
き
っ
か
け
は
？ 
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善
導
大
師
の
観
経
四
帖
疏
に
「
学
仏
大
悲
心
」
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
仏
陀
（
縁
起
に
目
覚
め
た
者
）
の

大
悲
（
喜
び
や
痛
み
を
共
に
受
け
取
る
）
心
を
学
ぶ
（
真
似

る
）
と
い
う
意
味
で
す
。
仏
教
は
先
祖
供
養
の
教
え
で
も
国

家
安
泰
の
祈
り
の
教
え
で
も
な
く
、
智
慧
か
ら
生
じ
る
慈
悲

心
を
実
生
活
に
お
い
て
行
動
に
移
す
と
こ
ろ
に
自
他
と
も
に

心
豊
か
な
社
会
が
実
現
さ
れ
て
い
く
と
い
う
教
え
で
す
。 

私
た
ち
は
怒
り
や
妬
み
、
愚
か
さ
と
い
っ
た
自
己
本
位
な

心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
自
ら
の
心
で
自
ら
を
縛
り
他

者
を
縛
り
拘
束
さ
れ
た
社
会
を
作
り
苦
し
み
を
生
ん
で
い

き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
に
「
愛
欲
と
憎
し
み
を
超
え

た
怨
親
平
等
の
浄
土
へ
目
覚
め
よ
」
と
い
う
呼
び
声
が
阿
弥

陀
如
来
と
い
う
本
願
力
で
あ
り
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
お

念
仏
で
す
。 

  

自
ら
の
業
に
よ
っ
て
地
獄
を
作
っ
て
い
く
私
た
ち
に
浄
土

を
指
し
示
さ
れ
自
縛
か
ら
解
放
し
て
く
だ
さ
る
（
お
救
い
く

だ
さ
る
）
如
来
の
大
慈
悲
に
感
謝
し
つ
つ
、少
し
で
も
仏
意
に

か
な
っ
た
生
き
方
を
し
た
い
で
す
。 

 

伝
え
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？ 
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コ
ロ
ナ
の
影
響
で
仕
事
を
失
っ
た
方
が
再
就
職
ま
で
の
間

に
資
金
が
尽
き
て
し
ま
い
、
一
か
月
分
の
食
料
を
求
め
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
数
か
月
後
、そ
の
方
か
ら
手
紙
が
届

き
「
あ
の
時
は
本
当
に
助
か
り
ま
し
た
、お
か
げ
で
再
就
職
が

決
ま
り
、
給
料
が
で
ま
し
た
。
少
な
い
で
す
が
他
の
困
っ
て
い

る
方
を
助
け
る
活
動
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
」
と
い
う
手
紙
と

共
に
五
千
円
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
誰
か
の

想
い
は
誰
か
に
伝
わ
り
広
が
っ
て
い
く
の
だ
と
感
じ
、
と
て
も

嬉
し
か
っ
た
で
す
。 

で
す
の
で
、
よ
り
多
く
の
方
に
、
こ
の
活
動
を
知
っ
て
ほ
し

い
で
す
。そ
し
て
、こ
の
社
会
に
は
多
く
の
助
け
が
あ
る
こ
と
、

困
っ
て
い
る
方
の
力
に
な
り
た
い
と
い
う
人
た
ち
が
た
く
さ
ん

い
る
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。 

後 

記 

社
会
の
中
で
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
、
辛
さ
苦
し
さ
を
抱
え

る
人
々
を
、
支
え
た
い
と
活
動
す
る
フ
ー
ド
バ
ン
ク
茨
城
。
今

回
澤
田
さ
ん
か
ら
お
話
を
聞
い
て
、ど
の
よ
う
な
方
で
あ
っ
て

も
見
捨
て
な
い
と
思
い
続
け
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。 

自
身
を
振
り
返
っ
て
み
て
ど
う
か
。
自
分
さ
え
良
け
れ
ば

い
い
と
い
う
自
分
勝
手
な
心
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
す
べ
て
の

命
が
救
わ
れ
な
い
な
ら
私
は
仏
に
な
ら
な
い
と
誓
わ
れ
た
如

来
様
の
お
心
を
聞
い
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 

聞
き
手
：
行
方
市 

豊
安
寺 

板
敷
諒 

Profile 

澤田
さ わ だ

 唯
ただし

 

平成 2年生まれ。 

妻と女の子の 3人家族。 



 

 
 

常
陸
太
田
市
の
青
蓮
寺
は
親
鸞
聖
人
直

弟
子
２４

輩
の
一
人
「
性
證
房
」
所
縁
の
寺

院
だ
。
そ
の
歴
史
は
古
く
、
天
智
天
皇
９
年

（
６７０

年
）
に
後
の
天
武
天
皇
が
訪
れ
同
１１

年
ま
で
約
３
年
間
過
ご
し
た
お
堂
を
前
身
と

す
る
。
鎌
倉
時
代
初
期
に
は
お
堂
の
跡
地
に

後
鳥
羽
上
皇
の
皇
子
の
一
人
で
あ
る
周
観

親
王
が
皇
跡
山
極
楽
院
瑞
巌
寺
と
い
う
天

台
寺
院
を
開
山
、
そ
の
後
、
幕
府
御
家
人
の

畠
山
重
忠
の
次
男 

重
秀
が
常
陸
国
を
行
脚

中
に
親
鸞
聖
人
と
出
会
い
帰
依
、
性
證
と
名

を
改
め
建
保
６
年
（
１２１８

年
）
当
寺
を
専
修
念

仏
の
寺
院
と
し
て
整
備
し
な
お
し
青
蓮
寺
と

改
め
た
。 

御
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
鎌
倉
時

代
に
制
作
さ
れ
た
御
木
像
で
像
高
５３

㎝
、

光
背
１０２

㎝
、
春
月
作
で
あ
り
、
昭
和
４６

年

（
１９７１

年
）
に
茨
城
県
指
定
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。
青
蓮
寺
本
堂
は
、江
戸
時
代

中
期
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
瓦
葺
屋
根
の
寄

棟
造
で
歴
史
を
感
じ
さ
せ
、
蟇
股
（
梁
下
部
）

に
彫
り
込
ま
れ
た
菊
の
御
門
は
天
智
天
皇
の

ご
旧
跡
を
示
し
て
い
る
。
寺
宝
と
し
て
親
鸞

聖
人
御
絵
像
や
性
證
房
の
木
像
な
ど
を
所

有
し
て
お
り
、毎
年
１０

月
に
行
わ
れ
る
常
陸

太
田
市
の
指
定
文
化
財
特
別
公
開
の
際
は

そ
の
他
の
寺
宝
も
併
せ
て
拝
観
で
き
る
。 

  

又
、
当
寺
に
は
「
二
孝
女
伝
」
と
い
う
江
戸

時
代
の
話
が
伝
わ
る
。 

浄
土
真
宗
の
篤
信
な
門
徒
で
あ
っ
た
豊
後

国
臼
杵
藩
（
大
分
県
臼
杵
市
）
の
川
野
初
衛

門
は
豊
後
か
ら
常
陸
に
親
鸞
聖
人
の
御
旧

跡
参
拝
で
や
っ
て
く
る
。
し
か
し
青
蓮
寺
門

前
に
て
病
が
悪
化
し
帰
れ
な
く
な
り
青
蓮
寺

に
住
む
こ
と
と
な
る
。 

 

 

                                    
 

７
年
後
、
青
蓮
寺
住
職
が
京
都
の
本
願
寺
で

豊
後
国
の
住
職
と
出
会
い
こ
の
話
を
し
た
と
こ

ろ
、
臼
杵
の
２
人
の
娘
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

２
人
は
父
に
会
う
為
、
苦
難
の
道
の
り
を
２
ヶ

月
か
け
て
青
蓮
寺
ま
で
や
っ
て
来
る
。
そ
の
父

思
い
の
姿
が
臼
杵
藩
や
水
戸
藩
の
共
感
を
呼
び
、

３
人
揃
っ
て
無
事
に
帰
郷
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
話
は
臼
杵
市
で
語
り
継
が
れ
小
学
校
の
校

歌
に
も
な
っ
て
い
る
。 

豊
後
国
二
孝
女
関
係
資
料
（
１７

点
）
は
常

陸
太
田
市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
常
陸
太

田
市
と
臼
杵
市
は
姉
妹
都
市
と
な
っ
て
い
る
。 

現
在
の
ご
住
職
は
昭
和
３６

年
東
海
村
生
ま

れ
の
藤
井 

智 

氏
。 

青
蓮
寺
は
先
代
の
住
職
が
亡
く
な
ら
れ
た

後
２０

年
近
く
住
職
が
不
在
で
廃
寺
の
危
機
に

瀕
し
て
い
た
。 

藤
井
氏
は
県
内
の
ガ
ラ
ス
関
連
会
社
に
勤
め

て
い
た
が
ご
縁
あ
っ
て
平
成
１１

年
に
入
寺
。
家

族
を
説
得
し
て
移
住
し
た
。
当
時
の
青
蓮
寺
は

締
め
切
っ
て
お
り
畳
も
蒸
け
て
い
た
が
、
ご
住
職

の
懸
命
な
活
動
と
門
信
徒
の
篤
い
思
い
が
合
わ

さ
り
現
在
の
活
気
あ
る
寺
院
へ
と
変
貌
し
た
。  

尚
、
現
在
の
住
所
で
あ
る
東
連
地
町
は
以
前

は
東
蓮
寺
町
（
東
蓮
寺
は
青
蓮
寺
の
別
名
）
で

あ
っ
た
が
廃
仏
毀
釈
の
折
に
政
府
の
政
策
で
漢

字
を
変
更
さ
れ
た
。        

聞
き
手
：
水
戸
市 

安
楽
寺 

澤
田
唯 
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～茨城の念仏道場を尋ねて～ 


