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弥
陀
の
背
に
負
わ
れ
て

　

あ
ば
れ
て
も
浄
土
へ
参
る
な
り

�

七
里
恒
順

（
４
７
０
号
よ
り
）

仏
へ
の
憧
れ

自
分
で
念
仏
を
称
え
よ
う
と
し
て

も
、
本
気
で
称
え
ら
れ
な
い
自
分
に
気

が
つ
き
ま
し
た
。「
念
仏
は
、い
つ
で
も
、

ど
こ
で
も
、
だ
れ
に
で
も
で
き
る
易
し

い
行
だ
と
い
う
の
に
、
そ
れ
さ
え
も
で

き
な
い
！
こ
ん
な
私
に
は
、
座
禅
や
滝

に
打
た
れ
る
よ
う
な
厳
し
い
行
は
堪
え

ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
ま
て
よ
、
意
志

薄
弱
な
私
に
は
念
仏
し
か
で
き
な
い
か

ら
こ
の
行
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
」
父
の
叱
責
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く

念
仏
を
自
ら
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
私

で
し
た
が
、
ま
だ
念
仏
を
積
み
重
ね
る

行
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ア
ミ
ダ

ブ
ツ
は
ど
こ
か
遠
く
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

よ
う
で
、
実
感
を
得
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
念
仏
を
敬
遠
す
る
気
持

ち
が
、
ふ
っ
と
わ
い
て
く
る
時
も
あ
り

ま
し
た
。

そ
ん
な
頃
、
念
仏
の
先
達
、
曽
我
尾

さ
ん
に
質
問
し
ま
し
た
。「
曽
我
尾
さ
ん
、

ど
う
や
ら
こ
の
ご
ろ
念
仏
信
仰
が
後
退

し
た
よ
う
で
す
」、
す
る
と
間
髪
を
入

れ
ず
、「
だ
い
じ
よ
う
ぶ
で
す
よ
。
貴

方
が
忘
れ
て
も
阿
弥
陀
様
は
放
し
ま
せ

ん
か
ら
」と
い
わ
れ
ま
し
た
。そ
う
か
！

念
仏
は
、
階
段
を
昇
る
よ
う
に
善
行
を

つ
ん
で
（
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て
）
悟

り
に
到
達
す
る
教
え
（
聖
道
門
）
で
は

な
い
ん
だ
な
！
善
行
の
多
い
少
な
い
に

関
わ
ら
ず
、
た
と
え
悪
行
を
犯
し
、
人

間
の
階
段
を
転
げ
落
ち
た
と
し
て
も
、

念
仏
す
れ
ば
救
わ
れ
る
。
だ
か
ら
私
の

様
な
も
の
で
も
お
救
い
頂
け
る
ん
だ
。

ア
ミ
ダ
サ
マ
が
胸
倉
つ
か
ん
で
引
き
上

げ
て
下
さ
る
。
ほ
ん
の
一
瞬
の
こ
と
で

す
が
、
私
と
ア
ミ
ダ
サ
マ
の
主
客
が
逆

信
仰
の
階
梯

私
の
念
仏
の
歩
み
（
２
）

土
屋
　
正
道

弁
栄
上
人
名
号
（
観
智
院
蔵
）
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転
し
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
仏
に
願

わ
れ
た
私
な
ん
だ
！

法
然
上
人
の
著
書
『
選
択
本
願
念
仏

集
』
冒
頭
に
は
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏　

往
生
の
業
に
は
念

仏
を
先
と
す
る
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
は
は
あ
、
往
生
の
業
と
は
、
私
の
行

だ
け
を
言
う
の
で
は
な
い
な
、
本
願

の
念
仏
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
ん

だ
。
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
は
、
単
な
る

呪
文
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
に
願
わ

れ
て
い
る
私
、
私
が
忘
れ
て
い
て
も

決
し
て
阿
弥
陀
様
は
お
忘
れ
に
な
ら

な
い
ん
だ
な
」

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
だ
実

感
は
わ
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
「
今
こ
う

し
て
い
る
時
も
、光
に
包
ま
れ
て
い
る
」

と
思
う
時
、
光
の
主
を
心
か
ら
憧
れ
る

気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

き
ま
し
た
。（
続
く
）

（
前
号
よ
り
）

三
如
来
の
大
悲
は
此
の
衆
生
の
闇
の
心

を
開
か
ん
が
為
め
に
、
無
量
の
光
明
を

放
っ
て
、
之
を
救
お
う
と
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。

然
る
に
衆
生
の
迷
い
は
無
智
か
ら
始

ま
る
。
だ
か
ら
此
の
迷
い
を
醒
ま
す
に

は
此
の
無
智
を
破
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
此
の
無
智
の
無
明

を
照
破
し
給
う
の
が
如
来
の
智
慧
光
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
此
の
智
慧
光
が
又
如

来
の
慈
悲
光
で
あ
り
ま
す
。
如
来
の
智

慧
と
慈
悲
と
は
本
来
二
つ
あ
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
智
慧
即
慈
悲
、
慈
悲
即

智
慧
で
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
尚
一
応
之
を
区
別
し
て
申

せ
ば
そ
れ
は
必
ず
し
も
区
別
す
る
こ

と
の
出
来
ぬ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

従
っ
て
、
智
慧
と
云
え
ば
宇
宙
の
道
理

向
か
っ
て
、
一
切
衆
生
は
吾
子
な
り
と

申
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
さ
れ
ば
私
達
は

之
を
直
に
信
じ
て
自
ら
仏
子
な
り
と
す

る
こ
と
は
出
来
ぬ
も
の
で
し
ょ
う
か
。

た
と
い
如
何
に
愚
に
し
て
罪
深
き
も
の

と
雖
も
、
そ
れ
の
為
め
に
吾
々
が
仏
子

で
な
い
と
云
う
こ
と
は
『
法
華
経
』
の

上
で
は
云
え
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
而
も
、

吾
々
は
単
に
此
の
ま
ま
仏
子
た
る
許ば

か

り

で
な
く
、
一
切
の
衆
生
悉
く
仏
性
を
具

す
と
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
さ
れ
ば
私

達
に
も
吾
々
は
仏
性
を
具
す
と
云
っ
て

よ
い
。
決
し
て
悟
っ
て
か
ら
後
に
初
め

て
具
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

吾
々
は
未
だ
悟
ら
ず
と
雖
も
、
已
に
此

の
ま
ま
に
し
て
、
仏
子
で
あ
り
、
又
仏

性
を
具
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
我
が

国
の
道
元
禅
師
は
此
の
悉
具
仏
性
に
つ

い
て
、
一
切
衆
生
悉
具
仏
性
と
呼
ん
で
、

一
切
の
衆
生
は
悉
具
仏
性
と
云
っ
て
、

黄
金
で
造
っ
た
獅
子
は
悉
く
黄
金
な
る

が
如
く 

如
来
の
分
身
た
る
一
切
の
衆

生
は
悉
く
こ
れ
仏
性
で
あ
る
と
云
っ
て

お
り
ま
す
。
此
の
点
大
い
に
味
わ
う
べ

き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

を
知
る
が
智
慧
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど

も
、
そ
の
智
慧
は
た
だ
単
に
宇
宙
の
道

理
を
知
る
ば
か
り
で
な
く
、
や
が
て
は

宇
宙
の
真
理
に
一
致
し
て
、
宇
宙
と
我

と
が
不
二
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
、
宇
宙
と
我
と
が
不
二
と
な
れ
ば

宇
宙
と
我
と
が
一
体
と
な
る
が
故
に
、

此
の
不
二
の
心
は
万
有
に
対
し
て
、
一

体
の
心
と
な
り
、
そ
の
結
果
は
一
切
の

衆
生
に
対
し
て
、
自
然
に
愛あ

い
み
ん愍

の
心
を

生
じ
、
慈
悲
の
心
と
な
り
て
、
之
を
救

う
べ
く
、
慈
悲
の
活
動
と
な
っ
て
現
わ

る
る
に
至
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
れ
ば
宇
宙
万
有
の
真
相
を
よ
く
よ

く
見
れ
ば
万
法
一
と
し
て
如
来
の
慈
光

を
受
け
ざ
る
は
な
く
、
そ
の
ま
た
奥
に

は
如
来
の
智
光
を
蒙
ら
ぬ
は
無
い
の
で

あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
れ
を
知
ら
ぬ
は

吾
々
が
ま
だ
凡
夫
な
る
が
故
で
あ
り
ま

し
て
、
如
来
の
光
明
は
已
に
十
劫
の
昔

か
ら
、
十
方
法
界
を
照
し
て
、
と
こ
ろ

と
し
て
そ
の
光
明
の
至
ら
ぬ
と
こ
ろ
は

無
い
の
で
あ
リ
ま
す
。

四
『
法
華
経
』
の
中
に
釈
尊
は
吾
々
に

光
明
と
眞
生
（
二
）

土
屋
　
観
道 

上
人
（
眞
生
同
盟
初
代
主
幹
）
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吾
々
已
に
如
来
の
み
子
で
あ
り
、
如

来
と
し
て
の
仏
性
を
悉
具
す
る
も
の
な

れ
ば
、
如
何
に
し
て
此
の
仏
性
を
表
わ

す
べ
き
か
、
そ
れ
は
た
だ
如
来
の
み
子

と
し
て
、
如
来
の
命
じ
給た

ま

う
処
に
直
に

生
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

釈
尊
の
出
世
は
一
切
衆
生
の
仏
智
見

を
開
示
悟
入
す
る
に
あ
る
こ
と
は
之
ま

た
、『
法
華
経
』
に
釈
尊
が
述
べ
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
久
遠
実
成
の

本
仏
は
如
来
の
大
悲
本
願
を
『
大
無
量

寿
経
』
の
上
に
説
か
れ
て
い
る
。

さ
れ
ば
吾
々
は
今
現
に
如
来
の
光
明

の
中
に
在
っ
て
、
如
来
の
慈
光
に
保
育

さ
れ
、
如
来
を
中
心
と
し
て
、
如
来
の

聖
旨
に
人
と
な
り
、
如
来
の
子
と
し
て

如
来
の
使
命
に
生
く
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

然
る
を
世
人
と
も
す
れ
ば
如
来
の
光

明
を
慈
悲
の
光
明
と
知
ら
ず
し
て
、
色

相
の
光
明
に
捕
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
然
乍
ら
如
来
の
光
明
は
心
光
と
し

て
吾
々
の
知
見
を
開
き
、
仏
子
の
自
覚

と
し
て
、
仏
陀
の
生
活
に
ま
で
自
己
を

活
か
す
の
光
明
た
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
之
を
即
ち
真

今
日
の
わ
た
く
し
ど
も
に
、
何
が
足

り
な
い
と
云
っ
て
念
仏
の
実
践
が
一
番

不
足
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
宗
学
の
議
論
や
、
現
代
へ
の
適

応
論
議
が
先
走
っ
て
、
念
仏
専
修
が
疎

か
に
な
っ
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。「
た

だ
念
仏
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
が
、
元
祖

が
全
生
涯
を
か
け
た
求
道
研
鑽
の
結
論

で
あ
り
御
遺
誡
で
あ
っ
て
、「
現
世
を

す
ぐ
べ
き
様
は
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に

す
ぐ
べ
し
」
と
い
う
仰
せ
が
毎
日
の
生

活
の
規
律
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
す
。

念
仏
は
、
そ
の
背
景
に
浄
土
教
教
理
、

更
に
仏
教
全
体
の
思
想
大
系
を
荷
っ
て

い
る
極
め
て
奥
深
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
学
的
研
究
が
大
い
に
進
め
ら
る
べ

き
で
し
ょ
う
が
、「
一
文
不
知
の
愚
鈍

の
身
に
な
し
て
、
智
者
の
ふ
る
ま
ひ
を

生
と
云
う
、「
真
生
」
と
は
如
來
の
光

明
の
裡う

ち

に
真
に
生
き
る
の
生
活
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
た
だ
徒
ら
に
如
来
の
光

明
の
中
に
遊
ぶ
の
宗
教
で
は
な
い
、
ど

こ
ま
で
も
真
に
生
き
る
の
生
活
で
あ
り

ま
す
。（ 

一
九
三
五
、
九
、
三
）

せ
ず
し
て
只
一
向
に
念
仏
す
る
」
こ
と

を
深
く
自
戒
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
念
仏
が
申
さ
れ
る
者
に
は
、

申
さ
れ
る
よ
う
な
努
力
と
工
夫
を
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
た
ら
念

仏
が
一
向
に
申
さ
れ
る
か
、
ど
う
し
た

ら
一
向
専
修
の
た
だ
の
念
仏
に
な
る
か
、

こ
の
問
題
こ
そ
が
現
今
の
最
重
要
事
と

し
て
取
り
上
げ
ら
る
べ
き
で
す
。
先
ず
、

念
仏
の
内
容
功
徳
に
つ
い
て
所
見
を
の

べ
、
次
に
申
す
方
法
に
つ
い
て
ふ
れ
て

み
た
い
と
思
い
す
。

お
念
仏
の
利
益
功
徳
に
つ
い
て
一
般

に
は
、
念
仏
を
唱
え
さ
え
す
れ
ば
、
ど

ん
な
に
罪
深
く
穢
多
き
者
で
も
、
阿
弥

陀
様
が
特
別
の
御
約
束
を
な
さ
っ
た
願

力
で
、
臨
終
の
折
に
聖
衆
を
随
え
た
来

迎
が
あ
り
、
西
方
極
楽
世
界
へ
生
れ
さ

生
き
た
大
念
仏
の
工
夫�

�

（『
華
開
い
て
佛
を
見
た
て
ま
つ
る
（
下
）』
よ
り
）

土
屋
　
光
道 

上
人（
眞
生
同
盟
二
代
主
幹
）

せ
て
い
た
だ
け
る
。
ま
た
、
念
仏
の
功

徳
で
死
ん
だ
人
の
罪
も
消
え
、
遠
い
昔

に
亡
く
な
っ
た
方
や
御
先
祖
様
達
も
浮

か
ん
で
助
か
る
。
更
に
死
後
だ
け
で
な

く
、
現
世
の
御
利
益
も
あ
っ
て
、
重
い

病
気
も
軽
く
済
み
、
短
い
寿
命
も
延
長

さ
れ
、
様
々
な
災
害
危
難
も
ま
ぬ
が
れ

る
、
と
説
か
れ
て
い
ま
す
が
、
お
念
仏

の
功
徳
は
単
に
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ぬ
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
認
識
し
な
く

て
は
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。

本
来
、
選
択
本
願
の
念
仏
は
、
凡
愚

最
劣
・
極
悪
非
道
の
輩
を
も
包
み
、
大

悲
光
明
に
懐
き
と
る
。
一
切
の
差
別
を

撥
無
し
、
何
物
に
も
障
碍
せ
ら
れ
ざ
る

大
念
仏
で
あ
り
ま
す
。
無
量
寿
・
無
量

光
の
宇
宙
大
生
命
の
功
徳
で
あ
り
、
天

地
大
自
然
万
法
の
活
動
そ
の
も
の
が
、

ア
ミ
ダ
の
働
き
で
あ
り
、
如
来
の
躍
動

な
ら
ざ
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
、
一
切
が
念
仏
し
て
い
る
、
念

仏
に
よ
っ
て
一
切
た
り
得
て
い
る
の
が

実
相
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
生
命
の
脈

搏
の
リ
ズ
ム
が
、
人
間
の
声
に
共
鳴
し

た
の
が
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
の
口
称
と
現
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成
し
た
の
で
す
。

古
来
、
渓
声
長
広
舌
、
山
色
清
浄
心

と
云
う
も
、
法
界
に
遍
き
弥
陀
身
心
の

声
と
姿
で
、
天
地
一
切
が
念
仏
の
大
合

唱
、
大
調
和
を
奏
で
て
い
る
の
で
す
。

空
気
の
中
に
い
て
空
気
を
呼
吸
し
て
生

き
て
い
る
よ
う
に
、
無
量
寿
・
無
量
光

の
中
に
念
仏
し
、
大
念
仏
の
中
に
念
仏

さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
事
実
で
す
。
こ

の
宇
宙
生
命
の
脈
動
を
わ
が
内
に
感
受

さ
せ
て
い
た
だ
く
と
こ
ろ
、
活
き
活
き

と
己
が
人
生
に
張
り
が
出
て
、
如
来
の

み
心
を
わ
が
心
と
し
て
活
動
せ
ず
に
お

れ
ぬ
使
命
観
が
湧
い
て
来
ま
す
。
こ
う

し
た
御
利
益
功
徳
を
わ
が
内
に
力
強
く

自
覚
し
な
け
れ
ば
、
生
き
た
念
仏
に
な

り
ま
せ
ん
。

次
に
、
念
仏
に
対
し
て
現
代
人
が
抵

抗
を
感
ず
る
の
は
、
旧
い
誤
っ
た
念
仏

の
理
解
と
同
時
に
、
念
仏
を
唱
え
る
人

の
か
も
し
出
す
雰
囲
気
で
あ
り
ま
す
。

勿
論
、
念
仏
を
ど
う
唱
え
よ
う
が
、 

そ

れ
に
よ
っ
て
念
仏
の
価
値
が
豪
も
左
右

さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
も
云
え
ま
す
が
、

何
か
声
の
響
き
の
中
に
、
如
来
の
光
明

の
中
に
生
き
働
く
倖
せ
、
弥
陀
の
本
願

に
遇
え
た
感
激
、
た
だ
一
向
ひ
た
む
き

な
精
進
よ
り
も
、
何
か
し
ら
、
も
の
悲

し
い
、
死
気
の
た
だ
よ
う
蔭
や
、
人
生

に
真
剣
に
立
ち
向
う
気
力
の
な
い
無
責

任
な
あ
き
ら
め
、
他
力
お
ま
か
せ
の
安

易
感
、
或
い
は
、
現
世
・
来
世
の
安
楽

を
御
利
益
を
あ
て
に
し
た
呪
術
的
祈
祷

的
念
仏
、
こ
う
し
た
雰
囲
気
を
一
掃
し

て
、
元
祖
の
仰
せ
ら
れ
る
、
目
が
覚
め

る
よ
う
な
生
き
生
き
し
た
念
仏
の
唱
え

方
を
研
究
実
修
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。

「
行
よ
り
信
を
生
ず
」
で
、
大
行
よ

り
大
信
が
生
ず
る
道
理
が
あ
り
、
天
地

大
自
然
の
生
命
の
リ
ズ
ム
と
調
和
し
た

大
念
仏
を
創
唱
し
て
ゆ
く
べ
き
と
思
う
。

宗
教
的
に
考
察
す
れ
ば
、
念
仏
も
沢

山
あ
る
修
行
の
中
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。

修
行
の
目
的
は
、
あ
る
高
い
理
想
を
心

に
懐
い
て
、
単
純
な
一
定
の
身
体
的
所

作
を
、
一
心
こ
め
て
繰
返
し
繰
返
し
継

続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
に
一

つ
の
心
の
態
え
を
作
り
出
す
。
人
格
の

心
的
構
造
の
変
化
、
信
念
の
強
化
を
は

か
る
こ
と
で
す
。
心
が
錬
え
ら
れ
、
磨

か
れ
、
練
ら
れ
、
浄
化
さ
れ
、
洗
練
さ

れ
た
人
格
価
値
が
生
活
態
度
の
上
に
実

現
さ
れ
る
こ
と
に
狙
い
が
あ
る
。

最
近
、
禅
が
ブ
ー
ム
で
あ
る
が
、
修

行
と
し
て
の
念
仏
は
、
ど
ん
な
時
と
所
、

い
か
な
る
人
、
人
数
の
多
少
を
問
わ
ず

効
果
を
発
揮
す
る
点
、
禅
以
上
に
す
ぐ

れ
た
機
能
を
有
す
る
。
今
後
、
こ
の
精

神
医
学
的
効
果
を
正
し
く
現
代
に
生
か

す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
現
に
、
医

学
的
に
見
て
、
正
し
い
念
仏
の
呼
吸
と

発
声
と
が
非
常
に
酸
素
の
量
を
高
め
、

そ
れ
が
現
代
病
の
ト
ッ
プ
を
占
め
る
脳

卒
中
、
狭
心
症
等
に
き
わ
め
て
有
効
で

あ
る
こ
と 

証
明
し
、
古
来
念
仏
者
に

長
寿
の
人
が
多
い
点
を
指
摘
す
る
研
究

者
が
近
く
に
い
ま
す
。
さ
て
、
如
何
な

る
修
行
で
も
、
よ
き
環
境
、
よ
き
指
導

者
、
高
き
理
想
の
三
つ
が
必
須
条
件
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
点
、
今
日
の
世
間
で

は
三
つ
が
揃
わ
ず
、
従
っ
て
、
お
念
仏

が
仲
々
申
せ
な
い
状
況
で
す
。
こ
の
際
、

大
自
然
の
風
光
に
恵
ま
れ
た
浄
域
を
道

場
に
開
放
し
て
い
た
だ
き
、
各
地
に
別

時
念
仏
会
を
大
い
に
開
設
し
、
真
剣
な

大
念
仏
を
工
夫
し
厳
修
す
べ
き
と
考
え

ま
す
。

七
百
年
も
昔
の
元
祖
時
代
に
さ
え
、

平
常
念
仏
の
外
に
度
々
別
時
念
仏
を
自

ら
修
し
、
他
に
勧
め
ら
れ
た
こ
と
を
思

え
ば
、
自
然
に
背
離
し
、
人
為
の
喧
噪

に
自
己
を
失
い
、
生
の
連
帯
感
を
奪
わ

れ
、
生
存
の
意
義
、
人
生
の
使
命
を
見

失
っ
た
現
代
に
於
て
、
別
時
念
仏
の
意

義
は
大
き
い
と
信
じ
ま
す
。

大
自
然
に
還
り
、
天
地
清
浄
の
気
に

浄
化
さ
れ
、
我
執
を
捨
て
、
既
成
観
念

を
洗
い
、
己
れ
の
チ
ッ
ポ
ケ
な
枠
を
大

念
仏
で
打
破
る
時
、
天
地
に
漲
ぎ
る
如

来
の
生
命
に
霊
化
さ
れ
、
新
た
に
甦

え
っ
て
、
如
来
の
聖
旨
を
あ
ら
わ
す
使

命
に
も
え
て
、
力
強
く
生
々
と
念
仏
の

中
に
生
き
る
信
念
を
得
さ
せ
て
頂
こ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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仏
を
拝
む
よ
り
、
人
を
拝
め
。

木
仏
、
金
仏
を
信
仰
も
な
く
、
訳
も

わ
か
ら
ず
拝
ん
で
居
る
よ
り
、
吾
が
家

庭
を
拝
が
め
、
家
人
を
拝
が
め
。
猫
の

一
匹
、
植
木
鉢
一
つ
ま
で
が
皆
如
来
様

で
し
た
。

如
来
様
と
い
う
の
は
自
分
ば
か
り
偉

い
者
に
な
っ
て
、
他
の
者
を
皆
眼
下
に

見
下
し
、
威
張
っ
て
居
ら
れ
る
人
で
な

く
、
一
切
が
真
如
実
相
、
真
理
か
ら
の

現
象
で
、
悉
く
真
実
で
な
い
も
の
は
な

い
。
真
実
が
色
々
形
を
変
じ
て
、
私
達

の
前
に
現
わ
れ
、
私
達
の
為
め
に
働
い

て
い
て
下
さ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
一
切

が
如
々
の
来
現
、
如
来
さ
ま
で
す
。
一

人
や
二
人
や
千
万
億
兆
で
な
い
。
総
じ

て
天
地
が
大
如
来
身
で
あ
っ
て
、
こ
れ

を
拝
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
意
味
が

あ
っ
て
初
め
て
石
仏
塑
像
も
意
義
が
あ

り
、
天
地
一
切
の
現
象
を
此
の
一
軀
に

収
め
象
徵
と
し
て
拝
む
の
で
す
。

自
己
を
拝
む

中
野
　
尅
子（
善
英
） 

上
人

宗
教
は
何
か
に
た
よ
り
、
何
か
を
空

想
し
て
救
わ
れ
た
い
と
頼
む
事
で
も
な

く
、
観
念
す
る
事
で
も
な
い
。
真
実
の

眼
を
開
い
て
実
相
を
徹
見
し
、
一
切
の

恩
所
を
知
っ
て
コ
レ
に
感
謝
し
、
コ
レ

に
酬
い
ん
が
為
め
に
自
己
を
慎
み
、
自

己
を
努
む
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
仏
を
拝
が
み
、
人
を
拝
が
む

事
は
、
や
が
て
自
己
を
拝
が
み
、
自
己

の
中
か
ら
如
来
を
拝
が
み
出
し
て
行
く

事
で
す
。
だ
か
ら
一
を
拝
が
む
こ
と
が

同
時
に
一
切
を
拝
が
む
事
で
あ
り
、
一

切
へ
の
感
謝
を
此
の
一
仏
ヘ
籠
め
て
拝

が
む
の
で
す
。

だ
か
ら
仏
を
拝
が
む
事
は
人
を
拝
が

む
こ
と
で
り
、
人
を
拝
が
む
事
が
仏
を

拝
が
む
こ
と
で
す
。
物
を
拝
が
み
、
諸

事
諸
行
を
拝
が
む
事
は
、
そ
の
ま
ま
天

地
の
真
実
義
、
理
想
へ
の
動
き
を
拝
が

む
事
で
あ
り
、
一
神
教
だ
な
ど
と
云
う

て
一
神
、
一
仏
よ
り
他
の
本
然
相
が
拝

が
め
ぬ
よ
う
な
事
で
は
、
其
の
一
神
は

ワ
ン
マ
ン
振
り
の
主
宰
者
的
仏
で
す
。

自
己
を
拝
が
め
、
自
己
を
拝
が
め
、

自
己
を
拝
が
み
ぬ
い
て
高
め
て
行
く
と

こ
ろ
に
、
自
己
で
な
い
自
己
を
拝
が
む

こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
が
「
本
然
の
自

性
―
―
自
己
」
で
あ
る
。
一
番
の
宝
が

自
己
の
中
に
隠
れ
て
居
り
、
自
己
の
中

か
ら
飛
出
し
て
来
る
の
で
し
た
。

第
五
十
六
回

眞
生
同
盟
本
部
大
会

十
一
月
九
日（
金
）～
十
一
日（
日
）

本
部
大
会
参
加
者

東

京�

土　

屋　

正　

道

兵

庫�

山　

岡　

和　

知

埼

玉�

蘇　

田　

三
千
穂

埼

玉�

山　

﨑　

淳　

史

千

葉�

服　

部　

道　

子

東

京�

佐　

藤　

利
恵
子

東

京�

局　
　
　

洋
次
郎

東

京�

上　

田　

密
記
子

東

京�

大　

田　

眞　

祐

東

京�
高　

崎　

年　

章

神
奈
川�

王　
　
　

紅　

蕾

大

阪�

森　

島　

米
史
郎

長

野�

福　

田　

哲　

也

長

野�

福　

田　

由　

貴

東

京�

中　

村　

立　

道

東

京�

諸　

澤　

正　

俊

東

京�

木　

村　

吉　

裕

埼

玉�

酒　

井　

正　

空

東

京�

土　

屋　

由　

恵

東

京�

土　

屋　
　
　

遥

東

京�

土　

屋　

法　

道

第
一
回

秋
の
文
化
祭
（
十
一
月
十
日
）

秋
の
文
化
祭
参
加
者

　

�

土
屋
正
道
・
山
岡
和
知
・
蘇
田
三
千
穂
・

　

�

服
部
道
子
・
佐
藤
利
恵
子
・
上
田
密
記
子
・

大
田
眞
祐
・
高
崎
年
章
・
王
紅
蕾
・

　

�

福
田
由
貴
・
中
村
立
道
・
諸
澤
正
俊
・

土
屋
由
恵
・
土
屋
遥
・
土
屋
法
道
・

　

酒
井
正
空
・
鄭
一
樹
・
小
川
道
子
・

　

飯
塚
和
美
・
金
丸
昌
弘
・
川
野
誠
・

　

�

小
笠
原
由
紀
・
八
木
陽
子
・
酒
井
純
三
・

酒
井
礼
子
・
磯
辺
拳
慈
・
山
本
煕
子
・
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吉
本
洋
子
・
堀
江
八
千
生
・
安
田
き
ん
・

石
井
巳
徳
・
小
笠
原
義
成
・
高
橋
隆
雄
・

谷
口
英
夫
・
田
中
勇
祐
・
吉
原
稜
子
・

長
谷
川
克
也
・
三
木
将
司
・
古
塚
深
雪
・

手
塚
浩
子
・
川
野
誠
・
古
今
亭
志
ん
松
・

柳
家
花
い
ち
・
柴
山
加
奈
子
・
菊
池
陽
子

観
智
院
秋
の
文
化
祭
報
告

〜
先
ず
は
一
歩
前
に
〜

　
　

真
生
同
盟　

事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
澤　

正
俊

平
成
三
十
年
度
真
生
同
盟
の
本
部
大

会
が
、
十
一
月 

九
日
か
ら
三
日
間
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
例
年
の
大
会
に
新
し

い
風
を
と
の
思
い
か
ら
、
大
会
期
間
中

に
「
観
智
院
秋
の
文
化
祭
」
を
開
催
す

る
こ
と
を
、
理
事
会
に
提
案
し
て
、
承

認
を
頂
き
ま
し
た
。

事
務
局
一
丸
と
な
っ
て
準
備
を
進
め

て
、
当
日
を
迎
え
ま
し
た
。

朝
十
時
、
真
生
阿
弥
陀
如
来
に
文
化

祭
の
成
功
を
、住
職
導
師
の
元
、ス
タ
ッ

フ
、
参
加
者
共
々
祈
願
い
た
し
ま
し
た
。

法
要
の
後
は
普
段
か
ら
観
智
院
、
多

聞
院
に
て
活
動
さ
れ
て
い
る
、
裏
千
家

茶
道
教
室
茶
席
、
そ
ば
打
ち
道
場
の
実

演
、
書
道
教
室
の
指
導
、
タ
ロ
ッ
ト
占

い
、
鳳
友
会
の
和
楽
器
演
奏
会
、
柳
家

花
い
ち
さ
ん
、
古
今
亭
志
ん
松
さ
ん
に

よ
る
落
語
会
、
書
画
展
な
ど
な
ど
盛
り

だ
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
が
ス
タ
ー
ト
致

し
ま
し
た
。

お
寺
側
か
ら
も
、
住
職
の
尺
八
、
酒

井
上
人
の
ギ
タ
ー
演
奏
、
私
の
阿
波
踊

り
と
、
文
化
祭
に
色
を
添
え
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。

参
加
さ
れ
た
皆
様
、
ス
タ
ッ
フ
か
ら

は
、「
楽
し
い
一
日
で
し
た
」
と
の
感

想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
方
初
め
て
の
取
り
組
み
で
、
沢
山

の
反
省
、
今
後
の
課
題
を
残
し
ま
し
た

が
、
そ
れ
を
糧
に
し
て
次
回
は
更
に
良

い
、
本
部
大
会
、
文
化
祭
に
し
て
ま
い

り
ま
す
。

そば打ち道場の実演鳳友会の和楽器演奏

茶道教室の皆様

書道教室の指導
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多
聞
院
第
四
世 

佐
藤
孝
隆
上
人

 
七
回
忌
法
要
・
報
恩
念
仏
会

二
月
三
日
（
日
）

十
二
時
三
十
分
〜

　
　
　
　
　
　

報
恩
念
仏（
多
聞
院
）

十
五
時
〜

　
　
　
　
　

七
回
忌
法
要（
観
智
院
）

香
語

　

そ
れ
惟
る
に
、

　

念
仏
の
元
祖
法
然
上
人
は
、

　

彼
の
『
登
山
状
』
に
宣
え
り
。

「
我
、
ま
さ
に
今
、
多
生
曠
劫
を
経
て
、

生
ま
れ
難
き
人
界
に
生
ま
れ
て
、
無

量
劫
を
送
り
て
、
会
い
が
た
き
仏
教

に
会
え
り
。
釈
尊
の
在
世
に
逢
わ
ざ

る
事
は
悲
し
み
な
り

　

と
は
い
え
ど
も
、
教
法
流
布
の
世
に

遭
う
事
を
得
た
る
は
、是
喜
び
な
り
」

と
。

本
日
こ
こ
に
、
大
本
山
増
上
寺
山
内

　

多
聞
院
第
四
世

 

清
蓮
社
明
譽
上
人
蛍
雪
孝
隆
老
和
尚

第
七
回
忌
に
あ
た
り
、
法
類
、
檀
信

徒
、
眞
生
同
盟
、
親
族
等
、

合
い
集
い
念
仏
回
向
し
奉
る
。

 

孝
隆
老
和
尚
は
港
区
麻
布
に
在
家
の

十
五
人
兄
弟
の
十
四
番
目
と
し
て
生

を
受
け
る
。

 

文
学
、
特
に
和
歌
を
愛
し
夜
学
で
國

學
院
大
学
を
卒
業
。
港
区
役
所
給
仕

時
代
に
土
屋
観
道
上
人
の
長
女
美
智

と
結
婚
。
観
道
上
人
の
徒
弟
と
し
て

光
道
上
人
の
後
を
継
ぎ
、
多
聞
院
に

晋
董
。
観
智
院
責
任
役
員
、
眞
生
同

盟
会
計
と
し
て
光
道
上
人
を
支
え
ら

れ
た
。

 

請
い
願
わ
く
は
、
孝
隆
老
和
尚
、
浄

土
の
行
願
円
満
の
後
は
こ
の
土
に
還

来
さ
れ
人
天
衆
生
を
導
き
給
わ
ん
事

を
。

こ
れ
時
、
平
成
三
十
一
年
二
月
三
日

多
聞
五
世　

観
智
院
二
十
三
世

信
譽
正
道　

敬
っ
て
申
す

参
列
者

　

 

土
屋
正
道
・
新
谷
仁
海
・
佐
藤
美
智
・

谷
口
英
夫
・
宇
田
川
き
ぬ
・
都
丸
慶
子
・

宇
田
川
隆
正
・
佐
藤
龍
雄
・
土
屋
由
恵
・

土
屋
法
道
・
森
恵
子
・
森
弘
・

　

�

岡
村
涌
亮
・
服
部
道
子
・
佐
藤
利
恵
子
・

藤
沢
裕
子
・
蘇
田
三
千
穂
・
土
田
晃
弘
・

上
田
密
記
子
・
堀
タ
イ
子
・
佐
川
久
美
子
・

栂
野
陽
久
・
加
藤
裕
司
・
山
本
直
志
・

中
村
立
道
・
諸
澤
正
俊
・
田
中
典
幸
・

酒
井
正
空

眞生同盟本部大会最終日　増上寺大殿前

法要参列者と共に

観智院での法要
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チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

 
十
二
月
十
五
日　
　

十
六
時
〜

癌
サ
バ
イ
バ
ー
の
方
の
自
然
治
癒
力

を
応
援
す
る
た
め
に
、
耳
と
眼
の
保
養

を
し
て
も
ら
お
う
と
、
ジ
ャ
ズ
シ
ン

ガ
ー
の
丸
山
薫
さ
ん
、
ジ
ャ
ズ
ギ
タ
リ

ス
ト
の
山
口
友
生
さ
ん
、
フ
ラ
ダ
ン

サ
ー
の
井
畑
京
子
さ
ん
率
い
る
フ
ラ
ダ

ン
ス
チ
ー
ム
・
モ
ア
ニ
ケ
ア
ラ
フ
ラ

シ
ス
タ
ー
ズ
を
お
呼
び
し
て
チ
ャ
リ

テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
い
た
し
ま

し
た
。

当
日
は
多
く
の
方
々
が
ご
来
場
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

念
仏
道
友
の
皆
様
各
位

眞
生
同
盟
会
費
納
入
の
お
願
い

 

眞
生
同
盟
主
幹　

土
屋　

正
道

聖
名慈

光
の
中
に
、
念
仏
精
進
の
こ
と
と

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

日
頃
、
眞
生
同
盟
の
活
動
に
ご
理
解
、

ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
こ
と
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

恐
れ
入
り
ま
す
が
２
０
１
９
年
度
眞

生
同
盟
会
費
納
入
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。
郵
便
振
替
用
紙
を
同
封
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
す
で
に
ご
芳
志
を

お
寄
せ
賜
っ
た
方
々
に
は
、
失
礼
と
存

じ
ま
す
が
ご
容
赦
く
だ
さ
い
ま
せ
。

眞
生
同
盟
は
、
大
正
11
年
（
１
９
２

２
年
）
土
屋
観
道
上
人
が
立
ち
上
げ
た

「
眞
生
運
動
」
に
共
鳴
し
た
方
々
が
組

織
し
た
「
念
仏
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
す
。

初
代
主
幹
観
道
上
人
、
二
代
主
幹
光
道

上
人
ゆ
か
り
の
方
々
に
支
え
ら
れ
、
宗

派
を
超
え
た
全
国
の
つ
な
が
り
は
１
０

０
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
、
機
関
誌
『
眞
生
』
は
１
７
０

０
部
、
年
４
回
発
行
し
て
お
り
ま
す
。

大
正
11
年
よ
り
連
綿
と
発
行
を
続
け
て

お
り
、
会
費
納
入
の
有
無
に
関
わ
り
な

く
有
縁
の
方
に
お
配
り
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。
昨
今
郵
便
局
の
第
３
種
郵
便
物

（
１
通
62
円
）
の
規
定
が
厳
し
く
な
り
、

送
付
の
７
割
以
上
を
有
料
に
し
、
そ
の

収
入
を
明
示
し
た
も
の
を
毎
年
提
出
す

る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
如
来

の
慈
光
宣
伝
の
た
め
発
行
を
続
け
て
い

き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
メ
ー
ル
便
等
へ

の
変
更
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
対
応
を
検

討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

何
卒
お
支
え
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

合
掌

松
禅
院
　

中
野
上
人
追
善
念
仏
会

先
師
中
野
善
英
上
人
は
、「
大
念
仏

で
ど
ん
ど
ん
進
め
！
」
と
お
示
し
下
さ

い
ま
し
た
。

我
が
信
仰
が
停
滞
し
て
い
な
い
か
省

行
事
案
内

歌とギターのデュオによるジャズ演奏モアニケアラフラシスターズの皆様

癌サバイバー上田千秋さんを囲んで
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み
て
、「
如
来
の
み
が
現
れ
る
こ
と
を
」

祈
り
ま
し
ょ
う
。

御
登
嶺
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

 
松
禅
院
念
仏
会
世
話
人
一
同

日
時
：
四
月
十
三
日
（
土
）
十
三
時
〜 

 
十
四
日
（
日
）
十
三
時

道
場
：
比
叡
山
飯
室
谷　

松
禅
院

〒
５
２
０̶

１
１
１
６

 

滋
賀
県
大
津
町
坂
本
本
町
４
２
３
９

tel　

０
７
７
―
５
７
９
―
４
８
４
０

 

（
会
期
中
）

Ｊ
Ｒ
湖
西
線　

 

比
叡
山
坂
本
駅
よ
り
タ

ク
シ
ー　

不
動
堂
隣
り

会
費
：
一
泊　

三
千
円 

日
帰
り 

千
円

柏
崎
念
仏
修
養
会

日
時
： 

五
月
二
十
九
日
（
水
）
十
二
時
三

十
分
〜
三
十
日
（
木
）
十
五
時

三
十
分

集
合
：
柏
崎
駅　

十
二
時
三
十
分

道
場
：
椎
谷
観
音
堂 

市
内
浄
光
寺
別
院

会
費
：
志
納

宿
泊：
シ
ー
ユ
ー
ス
雷
音（
宿
泊
費
別
途
）

懇
親
会
：
五
千
円

椎
谷
観
音
堂
で
念
仏
法
話
、
夕
刻
に

市
内
浄
光
寺
別
院
の
書
院
に
移
り
ま
す
。

申
込
み
締
切　

五
月
二
十
四
日

六
時
礼
讃
別
時
念
仏
会

日
時
：
六
月
七
日
（
金
）
十
八
時
半

�

〜
八
日
（
土
）
十
八
時

道
場
：
観
智
院
本
堂

※
夕
食
を
済
ま
せ
お
起
し
下
さ
い
。

会
費
：
五
千
円

服
装
：
自
由（
僧
侶
は
で
き
れ
ば
黒
如
）

持
物
：
法
要
集
（
礼
誦
法
）

※ 

お
持
ち
で
な
い
方
は
ご
用
意
い
た
し

ま
す
。

一
日
を
六
時
に
分
け
、
四
時
間
ご
と

に
仏
を
讃
え
る
善
導
大
師
の
『
六
時
礼

讃
』
を
称
え
、
仏
様
の
周
り
を
行
道
散

華
し
て
廻
り
ま
す
。

申
込
み
締
切
：
六
月
四
日

各
種
行
事
申
込
み
先

観
智
院

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
３
―
３
４
３
１
―
７
８
０
７

 
Em

ail m
asam

ichi@
t.em

ail.ne.jp

弁
栄
上
人
百
回
忌
浄
財
報
告

多
く
の
方
よ
り
、
ご
浄
財
を
頂
戴
い

た
し
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
以
下
順
不
同
な
が
ら
、『
眞
生
』

四
七
二
号
の
前
報
告
か
ら
平
成
三
十
一

年
二
月
現
在
ま
で
に
、
確
認
で
き
た
方

の
ご
芳
名
を
記
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

◆
金
百
万
円

辻
田　

剛
一
様　

徳
林
院
様
（
大
阪
）

◆
金
三
十
万
円

宗
教
法
人 

光
明
園
様
（
東
京
）

善
隣
寺
様（
長
崎
）善
光
寺
様（
千
葉
）

◆
金
十
万
円

藤
堂　

俊
英
様　
　

松
壽
寺
様（
青
森
）

深
町　

興
光
様　
　

種
善
寺
様（
福
岡
）

◆
金
五
万
円

浄
土
寺
様
（
福
岡
）　

佐
藤　

義
一
様

西
蓮
寺
様
（
愛
知
）　

浅
野　

文
夫
様

コ
バ
ヤ
シ
ジ
ョ
ウ
ネ
ン
様

極
楽
寺
様
（
東
京
）　

仁
科　

拓
司
様

谷
性
寺
様（
愛
知
）安
養
寺
様（
大
分
）

正
行
寺
様
（
千
葉
）

◆
金
三
万
円

大
田　

眞
祐
様　

筒
井　

由
美
子
様

興
仁
寺
様
（
福
島
）
大
菅　

基
之
様　

光
善
寺
様（
大
阪
）浄
円
寺
様（
佐
賀
）

佐
久
間　

郁
明
様

蓮
勝
寺
様（
神
奈
川
）極
楽
寺
様（
広
島
）

◆
金
二
万
円

青
木　

博
司
様　

山
本　

サ
チ
子
様

大
成
寺
様
（
北
海
道
）
今
西　

陽
子
様

◆
金
一
万
円

本
松　

三
千
子
様　
　

北
條　

憲
雄
様

宝
輪
寺
様（
茨
城
）仁
壽
院
様（
東
京
）

麻
生　

信
子
様　
　

丸
山　

幾
夫
様

教
運
寺
様
（
東
京
）　

加
澤　

昌
人
様

岩
田　

辰
男
様　

生
田　

家
吉
様

石
川　

輝
良
様　

平
林　

つ
や
子
様

大
庭　

明
生
様　

馬
場　

芳
枝
様

神
谷　

得
祐
様　

花
房　

尚
美
様

浄
國
寺
様
（
茨
城
）　

若
山　

正
夫
様

西　

美
智
子
様　

光
明
寺
様
（
滋
賀
）

酒
井　

正
空　

福
永　

有
紀
子
様

至
心
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
慈
業

完
遂
の
為
、
何
卒
、
ご
支
援
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。　

 

山
崎
弁
栄
上
人
讃
仰
会
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日時：2019年4月27日（土）13：00～4月28日（日）13：00
会場：浄土宗大本山増上寺（港区芝公園 4-7-35）
会費：5,000円（夕・朝食料金込み）

但し、ショート参加（概ね２時間まで）ワンコイン
※ショート参加は食事の提供はありません

燈籠：ご志納 2,000円より（ミニ燈籠500円は当日申込み）
※ご来場でない方の献燈料は、現金書留か
　郵便振替（00130-4-705649 観智院）で事務局にご送金下さい。　　　　　　　

日程（変更する場合あり）
　　　　
　　　　　　4月27日（土）
12:15 受付開始
12:30 オリエンテーション
12:45 開白（開始にあたり祈願）
13:00 不断念仏開始 
以降24時間ノンストップ 
17:00 礼拝 or 行道
18:00～19:00 夕食（手打ちそば） 
21:00 礼拝 or 行道 

　　　　
　　　　　     4月28日（日）
1:00 礼拝 or 行道
5:00 礼拝 or 行道
5:30 大殿朝勤行（希望者のみ）
7:00～8:00 朝食（事前申込者）
9:00 礼拝 or 行道
10:00～11:00 増上寺紹介・境内拝観（希望者のみ）
13:00 結願（終了にあたり感謝と回向）
14:00 解散

4
28

26


