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専
意
念
仏
の
因
縁
を
以
て
、
願
に
随
っ
て
、

他
方
の
仏
土
に
生
ず
る
を
得
、

常
に
仏
を
見
て
、
永
く
悪
道
を
離
る
。
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母
受
難
の
日

師
父
光
道
上
人
の
誕
生
日
は
二
月
二

日
で
す
︒
晩
年
ま
で
自
ら
お
金
を
出
し

て
姉
妹
や
子
供
の
家
族
を
招
い
て
誕
生

祝
い
を
催
し
て
い
ま
し
た
︒
な
ぜ
︑
自

ら
誕
生
会
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
？ 誕 

生 
日

土 

屋
　
正 

道

か
つ
て
奈
良
薬
師
寺
の
管
長
高
田
好

胤
さ
ん
の
講
話
で
︑
お
釈
迦
様
の
お
言

葉﹁
も
ろ
人
よ
忘
れ
る
勿
れ

わ
が
誕
生
の
日
は

母
受
難
の
日
な
り
き
﹂
を
聞
い
た
そ

う
で
す
︒﹃
眞
生
﹄
に
は
次
の
よ
う
に

書
い
て
お
ら
れ
ま
す
︒

﹁﹃
も
ろ
人
よ
忘
れ
る
勿
れ

わ
が
誕
生
の
日
は

母
受
難
の
日
な
り
き
﹄

に
思
い
を
致
し
︑
さ
ら
に
多
く
の
人
々
︑

特
に
身
近
な
祝
っ
て
下
さ
る
人
々
に
対

し
て
︑
心
か
ら
感
謝
を
表
す
特
別
な
記

念
日
に
し
て
き
ま
し
た
︒

と
か
く
︑
若
い
時
は
︑
誕
生
日
を
喜

ぶ
の
に
︑
段
々
齢
を
重
ね
る
と
︑
感
激

も
薄
れ
て
︑
ま
し
て
祝
っ
て
く
れ
る
人

が
身
近
に
い
な
く
な
る
と
︑
段
々
誕
生

祝
い
を
し
な
く
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と

は
悲
し
い
こ
と
で
す
︒

む
し
ろ
︑
た
っ
た
独
り
に
な
っ
て
も
︑

こ
の
人
生
に
生
命
を
授
か
っ
た
こ
と
を

自
ら
喜
び
︑
齢
老
い
て
ま
す
ま
す
︑
喜

寿
︑
傘
寿
︑
米
寿
と
老
の
苦
し
み
が
湧

く
中
に
返
っ
て
生
命
の
尊
さ
を
自
ら
祝

い
︑
人
に
も
祝
っ
て
い
た
だ
け
る
幸
せ

を
感
謝
す
る
人
生
に
し
た
い
も
の
で

す
︒﹂︵
平
成
二
十
年
三
月
号
︶

こ
の
よ
う
な
理
由
で
︑
父
と
母
の
誕

生
日
は
親
族
に
振
る
舞
う
習
慣
に
な
っ

た
の
で
し
た
︒
私
も
今
年
還
暦
︒
い
つ

ま
で
で
き
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
家
風
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『
心
の
ふ
る
さ
と
』（
昭
和
三
十
一
年
二
月
発
行
）

土
屋
　
観
道 

上
人
（
眞
生
同
盟
初
代
主
幹
）

（
４
７
６
号
よ
り
）

第
三
章 

宗
教
の
本
尊

一
、
信
仰
の
対
象

信
仰
の
対
象
を
宗
教
で
は
本
尊
と
申

し
て
居
り
ま
す
︒

い
か
な
る
宗
教
に
も
︑
本
尊
は
あ
る

が
︑
こ
こ
で
は
宇
宙
最
尊
の
仏
を
云
う

の
で
あ
り
ま
す
︒

こ
の
天
地
間
に
限
り
な
き
力
と
法
則

と
恵
み
と
が
充
ち
満
ち
て
い
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
所
で
あ
り
ま
す
︒

儒
教
の
天
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
神
︑
仏

教
の
仏
そ
の
幾
多
の
宗
教
に
も
各
々
本

尊
が
あ
り
ま
す
が
︑
要
す
る
に
此
の
力

の
根
源
を
神
格
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
ま

せ
ん
︒
吾
々
に
は
之
を
宇
宙
唯
一
の
絶

対
神
と
し
て
︑
認
め
て
居
り
ま
す
︒

二
、
如
来
の
三
徳

如
来
に
は
独
尊
︑
総
摂
︑
帰
趣
の
三

徳
が
あ
り
ま
す
︒
独
尊
と
は
独
一
最
尊

の
義
で
あ
つ
て
︑
宇
宙
唯
一
の
絶
対
者

で
あ
り
ま
す
︒

一
国
に
於
け
る
君
主
の
如
く
︑
絶
対

者
は
字
宙
に
於
け
る
唯
一
の
実
在
で
あ

り
ま
す
︒
お
よ
そ
世
の
中
に
宇
宙
の
力

ほ
ど
大
な
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
こ

の
力
は
実
に
万
有
の
生
命
で
あ
り
ま
す
︒

万
有
の
生
命
は
此
の
力
に
よ
っ
て
存

在
す
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
な
お
宇
宙
に

は
実
に
驚
く
べ
き
法
則
が
行
わ
れ
て
居

り
ま
す
︒
字
宙
の
万
有
は
此
の
法
則
に

従
っ
て
動
い
て
居
り
ま
す
︒
何
者
も
こ

の
法
則
に
逆
う
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
︒

字
宙
に
は
斯
の
如
き
法
則
が
備
っ
て
居

る
︑
こ
れ
を
如
来
の
統
摂
と
申
し
ま
す
︒

な
お
此
の
外
に
字
宙
に
は
実
に
限
り

な
い
力
︑
如
来
の
み
恵
み
が
す
べ
て
の

上
に
満
ち
て
居
り
ま
す
︒
大
な
る
宇
宙

の
力
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
通
じ
て

生
命
と
な
り
︑
法
則
と
な
っ
て
此
の
天

地
の
万
物
に
働
き
か
け
て
い
る
の
で
あ

を
継
い
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

  
第
二
の
誕
生

人
間
に
は
第
二
の
誕
生
が
あ
り
ま
す
︒

普
通
赤
ち
ゃ
ん
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
で

は
寝
返
り
す
ら
打
て
ま
せ
ん
︒
お
釈
迦

様
は
生
ま
れ
た
時
︑
七
歩
あ
ゆ
ま
れ
天

と
地
を
指
差
し
て
︑﹁
天
上
天
下
唯
我

独
尊
﹂
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
と
言
い
ま

す
︒私

た
ち
人
間
も
動
物
の
一
種
と
し
て

第
一
の
誕
生
を
す
る
わ
け
で
す
が
︑
た

だ
生
き
て
い
る
だ
け
︑
長
生
き
す
る
だ

け
で
は
満
足
で
き
ま
せ
ん
︒
よ
り
良
く

生
き
た
い
と
い
う
欲
求
が
芽
生
え
な
く

て
は
生
き
が
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
︒人
格
の
完
成
を
目
指
し
︑﹁
い

つ
し
か
大
宇
宙
の
法
則
に
目
覚
め
た
方
︑

仏
様
に
な
り
た
い
﹂
と
い
う
宗
教
的
な

目
覚
め
︑
真
実
生
活
へ
の
入
り
口
に

立
っ
た
時
が
第
二
の
誕
生
で
す
︒
お
釈

迦
さ
ま
誕
生
の
七
歩
歩
ま
れ
る
逸
話
は
︑

六
道
輪
廻
︵
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修

羅
・
人
間
・
天
上
と
い
う
迷
い
の
世
界

を
巡
る
︶
か
ら
一
歩
抜
け
出
す
解
脱
を

表
し
︑
こ
の
大
宇
宙
の
中
で
︑
私
た
ち

一
人
一
人
が
か
け
が
え
の
な
い
尊
い
存

在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
れ
︑
宣
言
さ

れ
た
瞬
間
を
表
し
て
い
ま
す
︒

釈
尊
が
こ
の
世
に
姿
を
表
し
︑
仏
法

を
広
め
て
下
さ
っ
た
お
か
げ
で
︑
私
も

ま
た
︑
た
だ
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
︒

﹁
仏
の
子
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
お

教
え
て
頂
き
ま
し
た
︒
仏
子
の
自
覚
が

生
ま
れ
た
時
が
第
二
の
誕
生
で
す
︒

念
仏
申
す
中
に
︑
如
来
の
光
明
に
照

ら
さ
れ
お
守
り
お
育
て
を
い
た
だ
き
︑

只
今
か
ら
︑
未
来
を
尽
く
し
て
よ
り
よ

く
変
わ
ら
せ
て
い
た
だ
く
︒︵
往
生
＝

眞
生
︶
息
が
止
ま
る
時
に
は
︑
極
楽
世

界
に
迎
え
と
っ
て
下
さ
り
︑
さ
ら
に
修

行
を
重
ね
て
︑
い
つ
し
か
仏
に
な
ら
せ

て
い
た
だ
く
︵
成
仏
︶
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
︒

成
仏
の
暁
に
は
︑
大
宇
宙
の
す
べ
て

の
世
界
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
救

う
お
役
目
を
担
い
ま
す
︒
念
仏
行
に
よ

り
﹁
永
遠
の
生
命
と
無
限
の
向
上
﹂
を

頂
き
︑
一
瞬
一
瞬
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
て

頂
き
ま
し
ょ
う
︒
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ぐ
の
で
あ
り
ま
す
︒

﹃
法
華
経
﹄
の
尊
い
の
は
吾
々
が
仏

の
子
で
あ
る
こ
と
を
︑
明
か
に
し
︑
釈

尊
が
諸
仏
の
中
の
本
仏
で
あ
る
こ
と
を

示
め
さ
れ
た
に
あ
る
が
︑﹃
大
無
量
寿

経
﹄の
尊
さ
は
諸
仏
も
見
放
し
た
︑吾
々

凡
夫
を
ど
こ
ま
で
も
救
わ
ず
に
置
か
ぬ

ぞ
と
云
う
大
悲
の
本
願
を
示
さ
れ
た
点

で
り
ま
す
︒︵
続
︶

り
ま
す
︒

三
、
如
来
の
三
身

如
来
に
法
報
応
の
三
身
が
あ
る
︒
万

有
の
根
源
で
あ
り
ま
す
︒
万
有
は
此
の

法
身
と
は
宇
宙
の
大
生
命
で
あ
る
︒

報
身
と
は
宇
宙
法
界
の
中
心
に
光
明

を
放
っ
て
衆
生
を
摂
取
し
た
ま
う
智
円

満
の
み
仏
で
あ
り
ま
す
︒
所
謂
信
仰
の

対
象
独
尊
の
本
霊
体
で
あ
る
︒

応
身
の
仏
は
報
身
が
此
の
土
に
出
現

せ
ら
れ
た
仏
で
あ
る
︒
衆
生
救
済
の
為

に
八
相
成
道
し
て
︑
衆
生
往
生
の
道
を

開
か
れ
た
る
仏
で
あ
る
︒
印
度
の
釈
尊

が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
︒

然
し
此
の
三
身
は
本
来
格
別
の
も
の

で
な
く
︑
一
体
の
三
面
で
あ
り
ま
す
︒

四
、
大
悲
の
本
願

こ
こ
に
大
悲
の
本
願
と
云
う
は
如
来

の
大
悲
本
願
を
云
う
の
で
あ
り
ま
す
︒

宇
宙
の
本
仏
は
万
有
に
対
し
て
等
し
く

平
等
の
慈
悲
を
垂
れ
給
う
の
で
あ
る
が
︑

病
め
る
子
供
に
親
の
愛
が
集
る
様
に
凡

夫
の
衆
生
に
如
来
の
大
悲
が
強
く
働
く

の
を
云
う
の
で
あ
り
ま
す
︒
此
処
に
私

達
は
︑
如
来
大
悲
の
本
願
の
尊
さ
を
仰

︵
一
）

諸
行
の
中
に
念
仏
を
用
ふ
る
は

か
の
仏
の
本
願
な
る
が
故
な
り

こ
の
御
文
は
︑﹃
一
紙
小
消
息
﹄
の

最
も
大
切
な
要
で
あ
り
ま
す
︒
御
承
知

の
如
く
﹁
念
仏
こ
そ
諸
行
の
中
か
ら
弥

陀
が
選
択
さ
れ
た
本
願
の
行
で
あ
る
﹂

と
い
う
こ
と
が
︑
法
然
上
人
の
二
十
数

年
に
わ
た
る
求
道
苦
も
ん
の
末
に
︑
善

導
和
尚
の
一
文
に
導
か
れ
て
開
眼
さ
れ

た
核
心
で
あ
り
︑
浄
土
開
宗
の
根
本
義

で
あ
り
ま
す
︒
更
に
八
十
歳
に
到
る
全

生
涯
は
ま
さ
に
こ
の
真
理
の
開
顕
に
か

け
ら
れ
た
と
云
え
ま
す
︒

さ
て
︑
な
ぜ
阿
弥
陀
仏
は
諸
行
の
中

か
ら
念
仏
を
本
願
の
行
と
し
て
お
選
び

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒そ
の
根
拠
・

理
由
を
法
然
上
人
は
﹃
選
択
集
﹄
を
は

じ
め
至
る
所
に
お
説
き
に
な
っ
て
お
ら

れ
ま
す
が
︑
そ
の
冒
頭
に
﹁
聖
意
は
か

り
難
し
﹂︑
阿
弥
陀
様
の
そ
の
本
当
の

お
心
は
到
底
は
か
り
知
る
こ
と
は
出
来

な
い
と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
親
鸞
上

人
も
﹁
親
鷲
に
お
き
て
は
念
仏
し
て
弥

陀
に
助
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
よ
き

人
︵
法
然
上
人
︶
の
仰
せ
を
こ
う
む
り

て
信
ず
る
外
に
別
の
子
細
候
わ
ず
﹂
と

仰
有
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
皆
様
御
存
知

の
通
り
で
す
︒
た
だ
こ
の
お
二
人
に
共

通
し
て
言
え
る
こ
と
は
︑
長
年
色
々
の

諸
行
に
生
命
を
か
け
て
わ
が
身
に
実
践

し
︑
そ
の
結
果
︑
い
ず
れ
の
行
も
自
分

に
及
び
難
き
行
で
あ
る
こ
と
を
実
験
し

た
そ
の
悩
み
の
果
て
に
仏
様
の
方
か
ら

自
分
に
啓
示
開
顕
さ
れ
た
真
実
で
あ
っ

た
点
で
す
︒

相
対
的
︑
有
限
な
凡
夫
の
知
恵
や
努

力
を
い
か
に
積
み
重
ね
て
も
︑
し
ょ
せ

ん
絶
対
の
世
界
︑
無
為
真
実
界
に
到
達

す
る
こ
と
は
か
な
い
ま
せ
ん
︒
一
に
か

か
っ
て
絶
対
界
︑
阿
弥
陀
仏
の
側
か
ら

の
絶
対
他
力
に
乗
托
す
る
以
外
に
救
わ

れ
る
道
は
な
い
︒
た
だ
仰
せ
の
ま
ま
に

一
向
に
念
仏
す
る
そ
の
中
に
知
ら
し
め

ら
れ
る
ほ
か
な
い
筈
で
す
︒

と
こ
ろ
が
な
か
な
か
こ
の
と
こ
ろ
が

わ
か
ら
な
い
の
で
す
ね
︒
こ
れ
に
つ
い

て
︑
私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
で
す
が
︑

私
の
亡
き
父
観
道
が
若
い
頃
︑
師
匠
の

中
島
観
琇
老
師
︵
後
に
百
万
遍
第
六
十

六
世
︶
を
困
ら
せ
た
話
を
懐
し
く
語
っ

て
く
れ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
︒

若
い
頃
︑
な
か
な
か
負
け
ん
気
の
強

い
理
屈
も
こ
ね
る
父
が
︑
念
仏
に
つ
い

て
老
師
に
︑﹁
御
老
師
︑
念
仏
は
た
だ

申
せ
ば
助
か
る
と
い
う
が
︑
な
ぜ
申
す

だ
け
で
助
か
る
の
か
︑
申
さ
ず
と
も
助

選
択
本
願
の
念
仏
（
一
） 

 

（『
放
送
法
話
集
　
一
紙
小
消
息
』
よ
り
）

土
屋
　
光
道 

上
人（
眞
生
同
盟
二
代
主
幹
）
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か
る
道
は
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
﹂

と
お
尋
ね
し
た
と
い
う
の
で
す
︒
す
る

と
老
師
は
︑﹁
そ
れ
は
お
前
︑
念
仏
の

ほ
か
に
も
助
か
る
道
は
色
々
あ
る
︒
け

れ
ど
も
念
仏
は
ひ
と
え
に
弥
陀
の
本
願

で
あ
か
ら
だ
︒
ま
た
︑
念
仏
は
諸
行
の

中
で
功
徳
が
最
も
勝
れ
︑
修
行
も
最
も

易
し
い
も
の
だ
か
ら
だ
﹂
と
言
わ
れ
る
︒

父
が
更
に
︑

﹁
で
も
御
老
師
︑
念
仏
せ
ん
で
も
助

け
る
と
い
う
本
願
は
な
い
も
の
で

し
ょ
う
か
﹂

﹁
そ
れ
は
な
い
な
﹂

﹁
し
か
し
﹃
念
仏
な
ど
せ
ん
で
も
ょ
い
︑

皆
こ
の
ま
ま
助
け
る
﹄
と
い
う
本
願

が
あ
れ
ば
尚
よ
い
と
思
う
の
で
す
が
﹂

﹁
う
ん
︑
そ
れ
に
は
何
か
訳
が
あ
る
の

だ
ろ
う
が
︑
し
か
し
︑
も
う
す
で
に

本
願
を
建
て
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら

仕
方
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
﹂

と
言
わ
れ
る
︒
そ
れ
で
も
父
が

﹁
今
か
ら
で
も
︑
本
願
を
建
て
直
し
た

ら
い
か
が
で
し
ょ
う
﹂

と
食
い
下
が
る
と
︑
老
師
が
笑
っ
て
仰

有
る
に
は
︑

﹁
今
さ
ら
︑
そ
れ
も
出
来
ま
い
︒
そ
れ

は
お
前
で
も
や
る
ん
だ
な
︒
そ
れ
に

俺
が
思
う
ん
だ
が
ど
う
か
ね
︑
俺
に

は
︑
ど
う
も
お
前
よ
り
阿
弥
陀
様
の

方
が
智
慧
が
深
い
よ
う
に
思
え
る
ん

だ
が
﹂

と
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑

し
ば
ら
く
間
を
お
い
て
︑

﹁
そ
れ
に
は
何
か
念
仏
は
申
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
訳
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
今
そ
れ

が
解
け
ぬ
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
難
問
と

し
て
暫
く
こ
れ
を
棚
に
上
げ
て
お

け
︑
そ
し
て
念
仏
を
し
て
時
々
こ
れ

を
下
し
て
考
え
て
み
る
が
い
い
︑
す

る
と
時
に
は
そ
の
難
問
が
解
け
る
と

き
が
あ
る
ぞ
﹂

と
申
さ
れ
た
と
い
う
の
で
す
︒

﹁
念
仏
為
先
﹂
と
法
然
上
人
の
仰
せ

の
加
く
︑
念
仏
を
申
し
申
し
︑
念
仏
の

体
験
の
中
に
申
す
意
味
と
救
わ
れ
る
実

感
を
味
わ
う
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
だ

と
思
い
ま
す
︒︵
続
︶

仏
サ
マ
へ
詣
る
時
は
︑
お
数
珠
を
掛

け
た
り
︑
お
袈
裟
を
懸
け
ぬ
と
︑
ど
う

も
参
っ
た
様
な
気
が
せ
ぬ
も
の
で
す
︒

取
り
分
け
坊
さ
ん
と
も
有
ろ
う
も
の

な
ら
︑
法
衣
を
着
た
り
︑
お
経
を
読
ん

で
お
勤
め
を
せ
ぬ
と
気
が
咎
め
て
い
か

ぬ
︒私

は
昔
か
ら
形
式
主
義
は
嫌
い
だ
が
︑

そ
れ
で
も
今
で
も
毎
日
ア
チ
ラ
コ
チ
ラ

の
修
養
会
で
︑
数
時
間
づ
つ
念
仏
し
ま

す
︒
然
し
実
は
念
仏
し
て
も
せ
ぬ
で
も

ど
う
で
も
い
い
︑
勿
論
お
数
珠
や
お
袈

裟
︑
法
衣
な
ど
は
有
っ
て
も
無
く
て
も

ど
う
で
も
い
い
︒
せ
ぬ
の
で
は
無
い
が
︑

形
式
と
し
て
ス
ル
の
で
な
い
か
ら
楽
で

す
︒
し
て
も
楽
だ
が
︑
せ
ぬ
で
も
苦
痛

で
な
い
︒

と
こ
ろ
が
初
め
の
内
に
︑
仏
サ
マ
に

詣
ら
ぬ
と
苦
痛
で
す
︒
坊
さ
ん
が
坊
さ

ん
の
勤
め
を
せ
ぬ
と
苦
し
い
︒
勿
体
な

い
︒
恰
度
お
百
姓
が
百
姓
の
仕
事
を
せ

ず
に
展
覧
会
を
廻
っ
て
居
た
り
︑
商
人

が
商
人
の
記
事
を
せ
ず
ス
ポ
ー
ツ
や
釣

り
を
し
て
居
る
と
悪
い
よ
う
に
思
え
る

が
︑
コ
レ
で
商
人
の
道
を
失
敗
っ
て
居

ら
ぬ
︒
立
派
に
お
百
姓
の
道
を
磨
い
て

居
る
と
い
う
自
信
が
有
れ
ば
︑
寧
ろ
大

商
人
︑
大
農
業
人
に
な
っ
て
居
る
の
で

す
︒勤

め
を
勤
め
と
し
て
︑
型
通
り
固
く

や
っ
て
居
る
だ
け
で
は
︑
ま
だ
内
容
が

出
来
て
居
ら
ぬ
事
が
あ
る
︒
仏
サ
マ
を

遠
方
に
置
い
て
コ
チ
ラ
か
ら
拝
ん
で 

居
る
だ
け
で
は
︑
拝
ん
で
い
て
も
心
苦

し
い
︒
何
だ
か
監
視
せ
れ
て
居
る
よ
う

な
︑
叱
ら
れ
た
り
咎
め
ら
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
て
コ
ワ
イ
︒
然
し
仏
サ
マ
が
自

分
の
内
へ
入
っ
て
︑
い
つ
で
も
自
分
が

如
来
か
ら
逃
げ
も
隠
れ
も
せ
ぬ
︑
千
切

れ
る
こ
と
も
離
れ
る
こ
と
も
出
来
ぬ

﹁
一
体
﹂に
な
っ
て
︑自
分
の
全
生
活
が
︑

﹁
宗
数
﹂
で
︑
一
寸
の
間
も
宗
教
を
忘

形
式
を
超
え
る
（『
生
活
線
上
の
宗
教
』
よ
り
）

中
野
　
尅
子（
善
英
） 

上
人
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れ
る
こ
と
も
出
来
ぬ
し
︑
何
を
や
っ
て

い
て
も
︑
彼
を
や
っ
て
居
て
も
皆
念
仏

で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
来
る
と
︑
仏
を

忘
れ
る
こ
と
も
︑
念
仏
を
離
れ
る
こ
と

も
出
来
ま
せ
ぬ
︒
野
原
で
立
小
便
し
て

居
て
も
︑
裸
で
風
呂
へ
這
入
っ
て
居
て

も
袈
裟
も
法
衣
も
着
て
居
る
︒
如
来
の

中
で
﹁
如
来
サ
マ
﹂
が
し
て
御
座
る
と

い
う
自
信
が
あ
り
ま
す
︒
ク
ソ
を
し
て

居
る
時
は
ク
ソ
仏
で
︑
余
り
キ
レ
イ
で

な
い
仏
だ
が
︑
こ
れ
も
仏
で
あ
る
と
い

う
自
信
が
出
来
ま
す
︒

商
人
が
商
人
に
縛
ば
ら
れ
ず
大
商
人

に
な
り
︑
金
持
ち
が
﹁
金
﹂
か
ら
解
放

せ
ら
れ
て
大
金
持
に
な
ら
な
け
れ
ば
︑

金
を
自
由
に
使
い
コ
ナ
ス
こ
と
は
出
来

ま
せ
ぬ
︒
財
産
は
ど
れ
だ
け
有
っ
て
も
︑

金
に
縛
ば
ら
れ
金
に
い
じ
め
ら
れ
て
居

る
︒
形
式
を
出
て
︑
自
由
に
形
式
を
駆

使
す
る
程
﹁
内
容
﹂
︱
信
が
明
瞭
に
な

ら
ね
ば
い
か
ぬ
︒
内
の
力
が
強
く
︑
内

の
生
命
が
豊
富
に
な
っ
て
︑
信
が
自
由

に
行
を
生
じ
︑
信
仰
が
生
活
︑
行
動
を

創
作
し
︑
信
念
理
想
が
社
会
を
形
成
す

る
よ
う
に
な
っ
た
ら
本
当
で
す
︒
だ
か

ら
宗
教
が
︑
科
学
︑
政
治
︑
産
業
︑
教

育
等
を
生
じ
︑
此
等
一
切
を
統
一
し
て

よ
き
文
化
を
造
っ
て
行
く
︑
綜
合
文
化

の
姿
が
一
大
宗
数
の
実
態
で
す
︒

宗
教
は
坊
さ
ん
や
牧
師
が
や
る
こ
と

で
あ
り
︑
数
会
や
寺
院
の
中
に
在
る
よ

う
に
思
っ
た
ら
大
間
違
い
だ
︒
万
人
皆

宗
教
人
で
あ
り
︑
万
般
是
宗
教
で
あ
る
︒

資
生
も
産
業
も
是
れ
﹁
道
﹂
で
あ
り
︑

全
字
宙
︑
全
生
物
︑
全
存
在
が
既
に
宗

教
原
理
﹁
法
﹂
に
よ
っ
て
造
ら
れ
︑
法

に
よ
っ
て
動
い
て
居
る
の
だ
か
ら
︑
此

の
生
命
活
動
に
醒
め
た
ら
︑
直
ち
に
私

達
は
大
宗
教
生
活
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

の
で
す
︒

道 

詠

 

南
無
阿
弥
陀

南
無
阿
弥
陀
仏

南
無
阿
弥
陀

　
ほ
と
け
に

　
ア
ミ
ダ
せ
ら
る
る

 

中
野
善
英

光
道
上
人
と
の
思
い
出

 

川
崎
市　

局　

洋
次
郎

二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
の
起

き
た
年
の
春
に
︑
観
智
院
の
夕
念
仏
会

に
参
加
し
た
の
が
真
生
同
盟
と
の
最
初

の
ご
縁
に
な
り
ま
す
︒
実
家
の
お
寺
が

浄
土
宗
で
︑
そ
の
こ
と
か
ら
法
然
上
人

の
こ
と
が
知
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

り
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
調
べ
て

夕
念
仏
会
を
知
り
︑
参
加
し
ま
し
た
︒

木
馬
の
信
仰

木
馬
に
乗
っ
て
十
里
も
走
っ
た
か
と

思
っ
た
ら
一
寸
も
動
い
て
居
ら
ぬ
︒
同

じ
処
で
揺
れ
て
い
た
の
で
す
︒
私
達
の

信
仰
も
木
馬
の
信
仰
が
多
い
︒
木
馬
か

ら
下
り
よ
︒
裸
足
で
走
れ
︒
宗
教
を
木

馬
に
し
て
い
い
気
に
な
っ
て
乗
っ
て
い

て
は
三
十
年
た
っ
て
も
進
ま
ぬ
︒

夕
念
仏
は
月
一
回
︑
会
社
帰
り
の
気
分

転
換
み
た
い
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
︒

私
も
多
く
の
人
が
想
像
す
る
よ
う

に
︑
仏
教
と
は
死
後
の
こ
と
や
不
思
議

な
こ
と
と
思
っ
て
い
ま
し
た
︒
死
ん
で

か
ら
の
自
身
の
極
楽
往
生
︑
天
国
と
地

獄
︑
亡
く
な
っ
た
先
祖
を
大
切
に
祀
る

こ
と
︑
目
に
は
見
え
な
い
神
仏
を
敬
う

こ
と
︑
そ
し
て
今
生
き
て
い
る
自
分
に

対
し
て
神
仏
の
加
護
を
受
け
︑
現
世
利

益
を
得
る
こ
と
︑
な
ど
自
分
に
都
合
の

良
い
こ
と
ば
か
り
を
︒

あ
れ
か
ら
も
う
八
年
の
歳
月
が
た
ち

ま
す
︒
唐
沢
山
修
養
会
他
い
ろ
い
ろ
な

真
生
同
盟
の
行
事
に
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
︒
仏
教
に
つ
い
て
は
わ
か

ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
︑

真
生
同
盟
で
は
現
在
を
大
切
に
し
て
い

る
こ
と
を
教
わ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て

お
り
ま
す
︒
特
に
光
道
上
人
は
尊
敬
す

る
吉
田
松
陰
の
話
を
よ
く
さ
れ
︑
人
と

し
て
の
生
き
方
︑
在
り
方
を
説
か
れ
て

お
り
︑
こ
れ
こ
そ
正
に
道
徳
教
育
だ
と

思
い
ま
し
た
︒
い
つ
で
し
た
か
唐
沢
山

修
養
会
の
時
に
光
道
上
人
の
法
話
で
配
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ら
れ
た
資
料
︑
吉
田
松
陰
の
言
葉
﹁
世

に
身
生
き
て
心
知
す
る
者
あ
り
︒
身
亡

び
て
魂
存
す
る
者
あ
り
︒
心
死
す
れ
ば

生
く
る
も
益
な
し
︒
魂
存
す
れ
ば
亡
ぶ

る
も
損
な
き
な
り
︒﹂
こ
の
資
料
今
で

も
大
切
に
持
っ
て
い
ま
す
︒
こ
こ
に
は

死
後
の
世
界
も
神
仏
も
な
い
︑
現
在
を

人
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
説
い
て
い
ま

し
た
︒

私
は
単
純
な
生
き
も
の
で
︑
要
は
現

在
を
幸
せ
に
生
き
て
い
る
こ
と
だ
け
を

願
っ
て
い
ま
す
︒
私
は
正
に
凡
夫
な
の

で
こ
れ
か
ら
も
試
練
が
当
然
来
る
で

し
ょ
う
︒
そ
ん
な
一
人
間
と
し
て
の
人

生
を
全
う
す
る
こ
と
︑
そ
の
こ
と
を
光

道
上
人
︑
真
生
同
盟
か
ら
教
わ
っ
た
よ

う
な
気
が
し
て
い
ま
す
︒

随
分
と
勝
手
な
解
釈
を
し
て
し
ま
い

ま
し
た
が
︑
光
道
上
人
亡
き
後
︑
正
道

上
人
を
主
幹
と
し
た
真
生
同
盟
も
い
よ

い
よ
平
成
か
ら
新
し
い
時
代
に
突
入
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
︒
弁
栄
上
人
か
ら

続
く
教
え
︑
い
や
法
然
上
人
︑
善
導
大

師
か
ら
続
く
こ
の
教
え
を
未
来
の
人
々

に
も
繋
げ
︑
人
々
の
心
の
灯
火
と
な
り
︑

多
く
の
方
が
救
わ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て

お
り
ま
す
︒
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

お
詫
び 

﹃
随
喜
賛
嘆
録
﹄
原
稿
と
し
て
拝
受
し

な
が
ら
編
集
の
ミ
ス
で
掲
載
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
局
洋
次

郎
さ
ま
に
お
詫
び
申
し
上
げ﹃
眞
生
﹄

に
掲
載
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
︒

行
事
報
告

観
智
院
秋
彼
岸
会

二
〇
一
九
年
九
月
二
十
一
日
︵
土
︶

午
前
10
時
～

◇
別
時
念
仏

◇
法
話

観
智
院
所
属
教
師

 

諸
澤
正
俊
上
人

午
前
11
時
～

◇
彼
岸
法
要

導
師 

土
屋
正
道
上
人

参
加
者

東

京	

土　

屋　

正　

道

東

京	

谷　

口　

英　

夫

東

京	

谷　

口　

静　

代

東

京	

佐　

藤　

利
恵
子

東

京	

上　

田　

密
記
子

東

京	

久　

米　

晴　

彦

東

京	

廣　

田　

敦　

子

東

京	

黒　

田　

敏　

広

東

京	

大　

橋　

英　

和

東

京	

平　

野　

能　

子

東

京	
吉　

田　

晶　

子

東

京	

林　
　
　

真　

也

東

京	

中　

村　

立　

道

東

京	

林　
　
　

武　

則

東

京	

諸　

澤　

正　

俊

東

京	

田　

中　

典　

幸

東

京	

土　

屋　

由　

恵

千

葉	

江　

草　

喜
美
子

千

葉	

金　

丸　

昌　

弘

千

葉	

矢　

崎　

勝　

彦

千

葉	

矢　

崎　

恵
美
子

埼

玉	

蘇　

田　

三
千
穂

埼

玉	

酒　

井　

正　

空

諸澤上人による法話

本堂での法要
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「
京
都
の
中
心
で

 

仏
の
名
を
称
え
る
」

第
八
回
清
浄
華
院

 

二
十
四
時
間
不
断
念
仏
会

二
〇
一
九
年
十
月
二
十
七
月
︵
金
︶

十
三
時
～
二
十
八
日
︵
土
︶
十
三
時
に

か
け
て
八
回
目
と
な
る
﹁
京
都
の
中
心

で
仏
の
名
を
称
え
る
﹂
清
浄
華
院
二
十

四
時
間
不
断
念
仏
会
を
開
催
い
た
し
ま

し
た
︒

本
年
の
清
浄
華
院
不
断
念
仏
会
は
例

年
の
土
曜
・
日
曜
の
日
程
で
は
な
く
︑

試
験
的
に
金
曜
・
土
曜
で
の
開
催
と
な

り
ま
し
た
︒
今
回
は
一
般
の
方
々
が
平

日
の
仕
事
終
り
に
︑
ま
た
僧
侶
の
方
々

が
参
加
し
や
す
く
な
る
よ
う
な
形
を
考

え
て
金
曜
・
土
曜
に
と
の
こ
と
で
し
た

が
︑
毎
年
ご
参
加
く
だ
さ
る
方
々
を
混

乱
さ
せ
て
し
ま
っ
た
面
も
あ
り
︑
お
詫

び
い
た
し
ま
す
︒

そ
の
よ
う
な
中
︑
来
場
く
だ
さ
っ
た

方
々
︑
ま
た
念
仏
中
継
を
し
て
く
だ

さ
っ
た
道
友
の
皆
様
︑
ま
た
賛
同
・
応

援
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
の
お
陰
を
持

ち
ま
し
て
無
事
成
満
と
な
り
ま
し
た
︒

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
期

間
中
︑
会
場
に
は
一
〇
〇
名
以
上
も
の

方
々
が
ご
参
加
下
さ
り
︑
共
に
念
仏
行

に
励
み
︑
ま
た
内
外
合
せ
て
十
三
ヵ
所

か
ら
念
仏
中
継
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配

信
い
た
し
ま
し
た
︒
二
十
四
時
間
不
断

念
仏
会
は
︑
念
仏
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る

和
合
の
集
い
が
で
き
る
こ
と
を
目
指
し

て
︑
今
後
も
続
け
て
い
く
こ
と
を
念
願

し
て
お
り
ま
す
︒
今
後
と
も
ご
支
援
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
︒

な
お
︑
来
年
は
今
ま
で
通
り
土
曜
・

日
曜
の
開
催
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
︒

 

合
掌

念
仏
中
継
会
場

九
月
二
十
七
日
︵
金
︶

︱

◆
十
三
時
～

　

ラ
ハ
イ
ナ
浄
土
院
︵
ハ
ワ
イ
︶

 

原　

源
照 

上
人

◆
十
四
時
～

　

コ
ロ
ア
浄
土
院
︵
ハ
ワ
イ
︶

�

石
川　

広
宣 

上
人

◆
十
五
時
～

　

念
仏
行
脚

◆
十
六
時
～

　

カ
ト
マ
ン
ズ
︵
ネ
パ
ー
ル
︶

　

ミ
ン
デ
ィ
ラ
・
シ
ェ
レ
ス
タ
氏

◆
十
七
時
～

　

観
智
院
︵
港
区
・
東
京
︶

◆
十
八
時
～

　

法
城
寺
︵
碧
南
市
・
愛
知
︶

�

石
川　

乗
願 

上
人

◆
十
九
時
～

　

清
浄
華
院
・
大
殿

◆
二
十
三
時
～

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
仏
教
セ
ン
タ
ー

 

︵
フ
ラ
ン
ス
︶

�

高
僧　

光
隆 

上
人

九
月
二
十
八
日
︵
土
︶

―

◆
五
時
～

　

浄
土
別
院
︵
ハ
ワ
イ
︶

�

中
野
寛
淳 

上
人

◆
八
時
～

　

念
仏
行
脚

◆
九
時
～

　

長
昌
寺
︵
大
分
︶

�

今
井　

英
之 

上
人

◆
十
時
～

　

観
智
院
︵
港
区
・
東
京
︶

◆
十
一
時
～

　

サ
ン
ア
ン
ト
ニ
オ
︵
ア
メ
リ
カ
︶

�

エ
リ
ッ
ク
・
コ
ー
ベ
ン
氏

結願法要

カトマンズ　シェレスタさん
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念
仏
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

会
場　

増
上
寺

二
〇
一
九
年　

十
月
十
一
日
︵
金
︶

 

～
二
十
日
︵
日
︶

二
〇
一
九
年
は
︑
増
上
寺
開
山
聖
聰

上
人
の
師
僧
で
あ
り
浄
土
宗
七
祖
・

聖
冏
上
人
六
〇
〇
回
忌
︑
増
上
寺
中

興
・
観
智
国
師
存
応
上
人 

四
〇
〇
回
忌
︑

ま
た
増
上
寺
山
内
多
聞
院
に
起
居
さ
れ

た
近
代
の
高
徳
︑
山
崎
弁
栄
上
人
一
〇

〇
回
忌
に
あ
た
り
各
地
で
法
要
が
営
ま

れ
ま
し
た
︒
こ
の
勝
縁
に
︑
眞
生
同
盟

と
弁
栄
上
人
讃
仰
会
共
催
の
も
と
︑
実

行
委
員
会
を
組
織
し
︑﹁
念
仏
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
﹂
と
題
し
ま
し
て
︑
増
上
寺

で
十
日
十
夜
の
報
恩
念
仏
会
を
開
催
い

た
し
ま
し
た
︒

本
行
事
で
は
少
し
で
も
多
く
の
方
々

が
念
仏
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た

め
に
︑
写
仏
・
行
脚
・
演
奏
会
・
講
演
会
・

落
語
会
・
ダ
ン
ス
な
ど
も
開
催
し
︑
来

場
者
が
楽
し
み
な
が
ら
念
仏
を
称
え
ら

れ
る
よ
う
に
様
々
な
企
画
し
た
と
こ
ろ
︑

音
楽
家
︑研
究
者
︑落
語
家
︑ダ
ン
サ
ー

と
い
っ
た
多
く
の
方
々
が
賛
同
・
ご
協

力
く
だ
さ
り
︑
ま
た
檀
信
徒
や
一
般
の

方
々
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
と

し
て
行
事
の
活
動
の
サ
ポ
ー
ト
し
て
い

た
だ
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
無
事
成
満

を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
︒

ま
た
期
間
中
は
四
〇
〇
名
以
上
の

方
々
が
ご
来
場
に
な
り
︑
ご
一
緒
に
念

仏
を
お
称
え
い
た
し
ま
し
た
︒

皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

不断念仏会参加者と共に

圓光大師堂での念仏会
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以
上
念
仏
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
中
の
一

部
の
イ
ベ
ン
ト
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
︒

箏奏者 菊優紹古さん　地唄三味線奏者 菊重精峰さん

大正大学大学院 安憲永さん

尺八説法　矢野司空師

ロックバンド沙門

弁栄上人書画研究　金田昭教師

尺八奏者 中村仁樹さん　箏奏者 大川義秋さん

慈雲閣での念仏会

薩
摩
琵
琶
奏
者 

長
須
与
佳
さ
ん
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第
五
十
七
回

　
眞
生
同
盟
本
部
大
会

第
二
回

　
観
智
院
文
化
祭

 
（
十
九
日
開
催
）

二
〇
一
九
年 

十
月
十
八
日
︵
金
︶

 

～
二
十
日
︵
日
︶

令
和
元
年
の
眞
生
同
盟
本
部
大
会
並

び
に
観
智
院
・
秋
の
文
化
祭
は
念
仏

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
と
の
併
修
と
な
り
ま

し
た
︒

十
八
日
︵
金
︶
は
開
白
法
要
後
︑
念

仏
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
念
仏
会
及
び
写

仏
・
落
語
会
に
参
加
︑
十
九
日
︵
土
︶

は
文
化
祭
で
の
交
流
を
行
い
︑
二
十
日

︵
日
︶
の
結
願
日
は
増
上
寺
の
朝
勤
行

に
参
列
後
︑
大
殿
で
﹁
眞
生
一
味
大
念

仏
﹂
を
厳
修
︑
そ
の
後
に
円
光
大
師
堂

に
て
光
道
上
人
三
回
忌
記
念
に
出
版
し

た
﹃
随
喜
賛
嘆
録
﹄
を
拝
読
し
な
が
ら

座
談
会
を
行
い
︑
光
道
上
人
を
偲
び
ま

し
た
︒

観
智
院
文
化
祭
で
は
︑
普
段
か
ら
観

智
院
・
多
聞
院
に
て
活
動
さ
れ
て
い
る
︑

表
千
家
茶
道
教
室
︑
そ
ば
打
ち
道
場
︑

書
道
教
室
︑
タ
ロ
ッ
ト
占
い
︑
鳳
友
会

の
和
楽
器
演
奏
会
の
皆
様
に
ご
協
力
を

賜
り
︑
茶
席
︑
そ
ば
打
ち
の
実
演
︑
書

道
指
導
︑
占
い
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
︑
和

楽
器
演
奏
会
を
来
場
の
方
々
に
体
験
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

ま
た
浄
土
宗
僧
侶
で
ジ
ャ
ズ
シ
ン

ガ
ー
の
花
房
尚
美
さ
ん
が
︑
ギ
タ
リ
ス

ト
と
の
Ｇ
Ｏ
Ｈ
さ
ん
と
共
に
ジ
ャ
ズ
の

ラ
イ
ブ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
︑
ま
た
フ

ラ
ダ
ン
サ
ー
の
井
畑
京
子
さ
ん
が
モ
ア

ニ
ケ
ア
ラ
フ
ラ
シ
ス
タ
ー
ズ
を
率
い
て

フ
ラ
ダ
ン
ス
シ
ョ
ー
や
体
験
コ
ー
ナ
ー

を
開
催
し
て
く
だ
さ
り
︑
充
実
し
た
文

化
祭
行
事
と
な
り
ま
し
た
︒

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

眞
生
同
盟
本
部
大
会
参
加
者

東

京	

土　

屋　

正　

道

兵

庫	

山　

岡　

和　

知

千

葉	

服　

部　

道　

子

東

京	
上　

田　

密
記
子

埼

玉	

蘇　

田　

三
千
穂

神
奈
川	

川　

野　
　
　

誠

東

京	

佐　

藤　

利
恵
子

神
奈
川	

局　
　
　

洋
次
郎

東

京	

小　

島　

清　

一

大

阪	

森　

島　

米
史
郎

東

京	

諸　

澤　

正　

俊

東

京	

土　

屋　

由　

恵

東

京	

田　

中　

典　

幸

東

京	

藤　

澤　

裕　

子

埼

玉	

酒　

井　

正　

空

座談

井畑京子さんとモアニケアラフラシスターズ

増上寺大殿前
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春
彼
岸
法
要

二
〇
二
〇
年
三
月
二
十
一
日
︵
土
︶

 

午
前
十
時
～

観
智
院
本
堂
に
て
﹁
眞
生
光
明
阿
弥

陀
仏
﹂
の
御
前
で
念
仏
申
し
︑
物
故
者

追
善
増
長
菩
提
︑
被
災
地
復
興
祈
願
の

回
向
の
た
め
の
春
彼
岸
法
要
を
厳
修
い

た
し
ま
す
︒

◎
お
塔
婆
回
向

事
前
に
お
申
込
の
檀
信
徒
︑
お
よ
び

参
詣
の
真
生
会
員
の
方
々
に
は
︑
当
日
︑

﹁
□
□
家
先
祖
代
々
春
彼
岸
追
善
供
養

施
主
○
○
○
○
﹂
の
塔
婆
を
準
備
し
ま

す
︒
特
に
お
彼
岸
に
塔
婆
回
向
を
ご
希

望
の
方
は
︑
お
戒
名
と
施
主
名
を
記
し

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
︒
観
智
院
墓

地
に
お
墓
が
な
い
方
は
︑
ご
本
尊
前
で

祈
願
し
︑
共
同
墓
地
に
お
供
え
し
ま
す
︒

お
塔
婆
回
向　

冥
加
料　

一
基
に
つ

き
三
千
円
以
上
︒
墓
地
管
理
料
一
万
二

千
円
で
す
︒

☆ 

お
申
し
込
み
は
郵
送
︑
メ
ー
ル
︑ 

Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
三
月
十
六
日
ま
で
に 

お
願
い
い
た
し
ま
す
︒

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

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
二
日
︵
日
︶
十
三
時
～

 

十
三
日
︵
月
︶
十
三
時

道
場
：
比
叡
山
飯
室
谷　

松
禅
院

〒
５
２
０
︱
１
１
１
６

滋
賀
県
大
津
町
坂
本
本
町
４
２
３
９

℡　

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

土
屋
光
道
上
人
三
回
忌
追
悼
集

『
随
喜
賛
嘆
録 

 

―
善
き
人
と
の
邂
逅
―
』

昨
年
︑
観
智
院
開
創
四
三
〇
年
を
迎

え
ま
し
た
︒
三
十
年
前
︑
観
智
院
開
創

四
〇
〇
年
︑
眞
生
同
盟
初
代
主
幹
・
土

屋
観
道
上
人
二
十
三
回
忌
に
﹃
随
喜
賛

嘆
録
﹄
を
発
刊
し
ま
し
た
が
︑
こ
の
度
︑

眞
生
同
盟
前
主
幹
・
光
道
上
人
三
回
忌

に
あ
た
り
︑
再
び
﹃
随
喜
賛
嘆
録
﹄
を

刊
行
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
︒

光
道
上
人
の
信
仰
︑
行
状
︑
出
逢
い

に
と
ど
ま
ら
ず
︑
念
仏
と
の
ご
縁
︑
道

友
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
︑
予
想
を
上

回
る
多
く
の
方
々
に
原
稿
を
お
寄
せ
い

た
だ
き
︑
豊
か
な
内
容
に
な
り
ま
し
た
︒

一
冊
３
５
０
０
円
に
て
販
売
し
て
お

り
ま
す
の
で
︑
ご
希
望
の
方
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
︒

行
事
案
内

第
二
十
八
回 

一
千
礼
拝
行

二
〇
二
〇
年
二
月
十
五
日
︵
土
︶

︵
観
智
院
本
堂
）

九
時
三
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2020 年　真生会・観智院・多聞院予定
真生会東京本部例会　毎月４日・₁₉日　₁₁時～₁₅時
（₁₉日は₁₃時半より「般若心経」写経または法話）

夕念仏の会  ･････････････ 毎月第２金曜日　₁₉時～₂₀時半
松禅院　念仏会 ･････････ 毎月第１土曜・日曜　₁₃時～　比叡山飯室谷（宿泊可）

書道教室 ････････････････ 毎月第２・第４水曜　₁₇時～（８月はお休み、₁₂月は第１・第３）

茶道教室（表千家流） ･･･ 毎月第２・第４土曜　₁₀時から₁₈時

そば打ち道場 ･･･････････ 毎月第４土曜　₁₀時～

仏教音楽教室 ･･･････････ 毎月１回（あるいは２回）木曜₁₃時

多聞院　老僧と若僧の念仏会 ･･ 毎月第２・４金曜日　₁₃時～₁₅時

多聞院　不断念仏会 ････ 毎月第４金曜日　₁₈時～₂₁時

多聞院　お寺の漫画図書館 ･････ 毎週水曜₁₇時～₂₀時、毎週土曜₁₀時～₁₇時

１月４日㊏ 修正会、新年会 11時～15時
2月１日㊏ 鶴見念仏会（西浦邸） 11時～15時
2月15日㊏ 第27回 一千礼拝行 9時半～
3月6日㊎ 東京教区詠唱奉納大会 13時～
3月15日㊐ 音

ね こ

古の風（和楽器コンサート）
3月21日㊏ 春彼岸会（20日住職増上寺法話・19日例会休み） 10時～
４月3日㊎ 増上寺御忌詠唱奉納大会 10時～
４月12日㊐～13日㊊ 中野善英上人追善　松禅院念仏会 13時～
5月2日㊏～3日㊐ 第15回 増上寺24時間不断念仏会 13時～
5月26日㊋～27日㊌ 柏崎修養会（未定）
6月12日㊎～13日㊏ 六時礼讃　別時念仏会・礼拝・写経 18時～
7月10日㊎～16日㊍ お盆棚経
8月１日㊏～5日㊌ 唐沢山阿弥陀寺念仏修養会（４日例会休み） 14時～
9月１日㊋～3日㊍ 比叡山松禅院仲秋念仏大会 13時～
9月19日㊏ 秋彼岸会念仏法要 10時～
9月26日㊏～27日㊐ 第9回 清浄華院24時間不断念仏会（未定） 13時～
10月2日㊎～3日㊏ 鎌倉大仏さま月夜の別時会 18時～
10月31日㊏～11月１日㊐ 伊勢市慶蔵院大念仏会 9時～
11月19日㊍～21日㊏ 真生同盟本部大会 13時～
11月20日㊎ 観智院秋の文化祭 10時～
12月11日㊎ タラレバ供養・ボーネンブツ会（夕念仏） 19時～
12月19日㊏ 真生本部例会納め会 11時～


