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草
も
木
も　

枯
れ
た
る
野
辺
に　

た
だ

ひ
と
り　

松
の
み
残
る　

弥
陀
の
本
願

�

観
智
国
師

か
り
そ
め
の　

色
の
ゆ
か
り
の

恋
に
だ
に　

あ
ふ
に
は
身
を
も

を
し
み
や
は
す
る

�

法
然
上
人

一
時
の
恋
愛
で
さ
え
、
恋
し
い
人
と

契
る
た
め
に
は
、
命
も
決
し
て
惜
し
み

ま
せ
ん
。
ま
し
て
私
を
こ
の
世
、
後
の

逆
縁
の
恩
寵

土 

屋　

正 

道

世
永
劫
に
添
う
て
幸
福
を
共
に
す
る
阿

弥
陀
様
に
対
し
て
、
心
か
ら
信
じ
お
慕

い
申
し
上
げ
、
恋
い
焦
が
れ
る
想
い
な

ら
ば
、
仮
の
身
や
命
な
ど
惜
し
い
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
か
ら
三
十
年
ほ
ど
前
、
三
十
代
の

前
半
、
私
は
危
機
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

あ
る
方
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
方
の
た
め
な
ら

ば
と
諦
め
、
会
う
の
も
電
話
も
や
め
て

一
ヶ
月
半
ほ
ど
経
っ
た
あ
る
日
、
突
然

訪
ね
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
お
貸
し
し
て

い
た
も
の
を
返
し
に
い
ら
し
た
の
で
す
。

ず
っ
と
泣
い
て
い
ま
し
た
。
帰
る
後
姿

を
見
送
り
な
が
ら
「
私
が
泣
か
せ
て
い

る
」
と
感
じ
、
諦
め
な
い
こ
と
に
し
ま

し
た
。
す
る
と
苦
し
く
な
り
出
し
た
の

で
す
。

四
六
時
中
そ
の
方
の
事
を
考
え
、
知

人
友
人
に
窮
状
を
訴
え
、「
な
ん
と
か

し
て
く
だ
さ
い
」
と
御
仏
に
お
願
い
す

る
。「
愛
別
離
苦
」、
私
は
煩
悩
の
炎
に

焼
か
れ
ま
し
た
。「
永
遠
の
生
命
と
無

限
の
向
上
」
を
願
う
眞
生
の
念
仏
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
御
仏
の
御
心
に
か
な

う
」
ど
こ
ろ
か
自
ら
の
欲
望
を
叶
え
ん

が
た
め
の
念
仏
で
す
。
そ
の
方
を
い
つ

も
憶
念
し
名
前
を
称
え
る
う
ち
に
、
無

意
識
に
口
を
突
い
て
出
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
泣
き
な
が
ら
、
す
が
り
つ
く

だ
け
の
念
仏
で
す
が
真
剣
に
お
称
え
す

る
う
ち
に
「
私
の
中
で
御
仏
が
私
を
な

ん
と
か
助
け
た
い
と
泣
い
て
く
だ
さ
っ

光
寿
無
量

喜
よ
ろ
こ
びの
光ひ
か
りの
な
か
に
よ
ろ
こ
び
の

　
　
　

歳と
し

を
つ
も
る
は
み
だ
の
御み

め
ぐ
み

弁
栄
上
人

令
和
三
年
元
旦

�

眞
生
同
盟
主
幹��

観
智
院
住
職
　
　
土�

屋
　
正�

道

�

眞
生
同
盟
役
員
・
観
智
院��

法
類
・
檀
信
徒
総
代��

一
同

�

由
恵
・
遥
・
法
道
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『
宗
教
の
本
質
』（
二
）（
昭
和
十
年
九
月
発
行
）

土
屋　

観
道 

上
人
（
眞
生
同
盟
初
代
主
幹
）

（
承
前
）

二
、
宗
の
三
義

宗
教
の
宗
の
字
に
は
三
つ
の
意
味
が

あ
り
ま
す
。「
独
尊
」と「
統
摂
」と「
帰

趣
」
と
で
あ
り
ま
す
。
俗
に
あ
な
た
の

宗
旨
は
何
で
あ
り
ま
す
か
な
ぞ
と
尋
ね

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

普
通
あ
な
た
の
宗
教
は
何
で
す
か
と
云

う
の
と
同
じ
意
味
に
使
わ
れ
て
居
り
ま

す
。
然
し
今
日
で
は
宗
旨
と
宗
教
と
が

同
じ
意
味
に
使
わ
れ
る
ほ
ど
に
ま
で
な

り
ま
し
た
が
、
厳
密
に
云
え
ば
宗
旨
と

は
宗
の
旨
だ
云
う
の
で
あ
つ
て
、
宗
の

旨
と
は
独
尊
、
統
摂
、
帰
趣
の
内
容
を

持
っ
た
も
の
を
指
し
た
の
で
あ
っ
て
、

古
来
宗
教
で
は
そ
れ
を
以
て
そ
の
宗
の

宗
旨
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が

後
に
は
そ
の
宗
旨
を
以
っ
て
直
に
宗
教

と
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
独
尊
と
云
う
こ

と
は
こ
の
世
の
中
で
、
一
番
尊
い
と
こ

ろ
の
も
の
を
云
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、

詳
し
く
言
え
ば
独
尊
と
は
独
一
最
尊
の

も
の
を
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
独
一
と

は
そ
れ
よ
り
他
に
比
す
べ
き
も
の
の
な

い
も
の
、
絶
対
と
か
唯
一
と
か
云
わ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
最
尊
と
云
う

の
は
最
上
尊
、
ま
た
は
最
高
至
尊
と
も

云
っ
て
こ
の
上
も
な
い
最
高
至
上
の
尊

を
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。

統
摂
と
は
す
べ
お
さ
め
る
と
云
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
を
秩
序

整
然
と
統
一
し
て
乱
る
ゝ
こ
と
な
か
ら

し
む
る
を
統
摂
と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。

帰
趣
と
は
帰
一
趣
向
と
云
っ
て
、
す

べ
て
の
も
の
が
そ
れ
に
帰
り
趣
く
と
云

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
統
摂
と
帰
趣
と
は
独
尊

の
中
に
具
っ
て
い
る
一
つ
の
属
性
で

あ
っ
て
、
独
尊
は
こ
の
統
摂
と
帰
趣
と

を
自
ら
具
有
し
て
い
る
も
の
で
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
独
尊
を
唯
一

て
い
る
ん
だ
な
あ
」
と
思
う
瞬
間
が
訪

れ
ま
し
た
。

私
の
最
も
尊
敬
す
る
上
人
よ
り
頂
い

た
手
紙
を
今
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

「
真
面
目
な
求
道
者
の
貴
師
の
お
気
持

ち
が
わ
か
る
だ
け
に
、
私
も
涙
が
出
そ

う
に
な
り
ま
す
。
本
当
に
縁
と
は
不
思

議
な
も
の
で
完
全
に
熟
し
て
居
な
け
れ

ば
ポ
タ
ン
と
落
ち
ま
せ
ん
。
身
に
ふ
り

か
か
る
全
て
の
事
を
お
念
佛
裡
に
、
全

て
受
け
入
れ
ら
れ
ま
す
よ
う
、
そ
し
て

そ
れ
が
有
難
い
事
で
あ
っ
た
と
後
で
思

い
出
せ
ま
す
よ
う
に
時
間
の
過
ぎ
行
く

事
を
祈
っ
て
居
り
ま
す
」

そ
の
時
は
有
難
い
こ
と
だ
っ
た
と
思

え
る
日
が
来
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
今
で
は
、
御
仏
を
恋
い
慕
い
、

念
仏
を
申
す
身
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
く

た
め
に
は
大
切
な
ご
縁
、
逆
縁
の
恩
寵

で
あ
っ
た
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

思
い
通
り　

な
る
も
な
ら
ぬ
も　

皆

よ
ろ
し　

ふ
か
き
恵
み
の　

こ
も
り
て

あ
れ
ば

�

尅
子
上
人

絶
対
の
最
尊
至
上
の
も
の
と
す
れ
ば
統

摂
と
帰
趣
と
は
そ
の
中
に
具
有
す
る
と

こ
ろ
の
力
と
恵
み
と
に
当
り
、
ま
た
独

尊
を
一
種
の
人
格
と
し
て
こ
れ
を
見
れ

ば
統
摂
と
帰
趣
と
は
そ
の
智
慧
と
慈
悲

と
に
当
り
ま
す
。
即
ち
こ
の
世
の
一
切

の
万
有
は
こ
の
字
宙
の
独
尊
に
対
し
て
、

統
一
せ
ら
れ
、
帰
趣
せ
ら
れ
、
そ
こ
に

宇
宙
は
一
大
調
和
の
中
に
一
大
活
動
を

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

然
ら
ば
果
し
て
、
こ
の
世
に
独
尊
と

云
う
も
の
が
あ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、

こ
れ
は
色
々
の
見
方
か
ら
し
て
、
そ
れ

を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り

ま
す
。
私
は
こ
れ
を
最
も
手
近
な
も
の

か
ら
類
推
し
て
、
そ
の
独
尊
の
何
物
な

る
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま

す
。試

に
こ
の
時
間
空
間
に
亘
っ
て
、
活

動
止
ま
な
い
、
天
地
の
相
を
暫
く
静
観

し
て
頂
き
た
い
。
こ
の
大
字
宙
に
は
実

に
驚
く
べ
き
絶
大
無
限
の
大
な
る
力
が

何
処
に
も
此
処
に
も
充
ち
満
ち
て
い
る

よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
力

は
無
限
の
法
則
の
上
に
行
わ
れ
て
い
る
、
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法
則
を
離
れ
て
万
有
の
働
き
は
見
る
こ

と
が
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
所
謂

天
地
の
万
有
は
力
の
法
則
に
よ
っ
て
動

き
、
ま
た
動
か
さ
れ
て
い
る
と
云
っ
て

よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
一
切
の
万

有
は
此
の
天
地
の
力
に
よ
っ
て
、
生
存

し
、
活
動
し
、
生
長
、
発
展
も
出
来
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
天
地
の
力
な
く
し

て
は
生
長
も
発
展
も
、
存
在
さ
え
も
あ

り
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

し
て
見
れ
ば
、
こ
の
宇
宙
に
は
無
限

の
力
を
独
尊
と
し
、
無
限
の
法
則
を
統

摂
と
し
、
無
限
の
恵
み
を
帰
趣
と
し
て
、

一
宗
を
為
す
と
こ
ろ
の
も
の
が
実
在
す

る
こ
と
を
否
む
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う

か
。
私
は
そ
れ
を
否
む
こ
と
が
出
来
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。

も
し
こ
の
宇
宙
全
体
と
し
て
考
え
れ

ば
、
一
切
の
万
有
は
そ
の
一
部
分
で
あ

る
と
も
云
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
こ
の
大

宇
宙
か
ら
一
切
の
万
象
が
表
わ
れ
て
い

る
と
見
れ
ば
、
字
宙
は
万
象
の
本
源
で

あ
り
、
本
体
で
あ
る
と
云
え
る
。
万
象

の
外
に
宇
宙
な
く
、
宇
宙
の
外
に
万
象

な
し
と
云
え
ば
、
宇
宙
即
万
象
、
万
象

即
字
宙
で
あ
っ
て
、
万
象
と
宇
宙
と
は

一
体
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
こ

の
万
象
一
体
の
宇
宙
の
中
に
、
無
限
の

力
と
法
則
と
恵
み
と
が
常
に
働
い
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
力
と
法
則
と
恵

み
と
を
内
包
す
る
宇
宙
を
一
大
人
格
と

す
れ
ば
宇
宙
は
一
大
霊
体
と
云
う
こ
と

が
出
來
る
の
で
あ
り
ま
す
。

宇
宙
を
一
大
霊
体
と
す
れ
ば
万
象
は

そ
れ
か
ら
現
わ
れ
た
宇
宙
の
分
身
で
あ

り
、
分
霊
で
み
る
と
云
っ
て
も
よ
い
。

し
か
も
こ
の
分
霊
と
大
霊
と
関
係
を
説

く
も
の
が
宗
教
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
こ

の
大
霊
と
分
霊
と
の
関
係
に
一
宗
が
な

り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

大
宇
宙
に
こ
う
い
う
大
き
な
働
き
が

働
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
宇
宙
の
現
わ

れ
た
る
各
分
身
の
中
に
も
、
そ
こ
に
一

つ
の
有
機
体
的
一
団
が
成
立
す
れ
ば
、

自
ら
そ
こ
に
、
一
つ
の
宗
な
る
も
の
が

成
立
し
、
こ
の
宗
を
中
心
と
し
て
、
そ

の
も
の
が
統
摂
帰
趣
の
働
き
を
も
現
わ

し
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

試
に
そ
の
手
近
な
も
の
を
取
っ
て
こ

れ
を
明
に
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ

り
ま
す
。

私
は
先
づ
便
宜
の
為
め
に
、
一
つ
の

動
け
る
物
体
を
捕
え
て
、
こ
れ
を
静
か

に
観
察
す
る
こ
と
を
勧
め
ま
す
。
す
る

と
そ
の
物
体
は
こ
れ
を
一
団
と
し
て
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
全

体
と
部
分
と
に
分
け
て
見
る
こ
と
も
出

来
ま
す
。
そ
の
と
き
全
体
は
部
分
の
集

り
で
あ
り
、
部
分
は
全
体
の
一
部
で
あ

り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
問
題
は
こ
れ
か
ら

で
あ
り
ま
す
が
、
全
体
と
部
分
の
関
係

に
お
い
て
、
全
体
に
は
全
体
の
中
心
が

あ
り
、
部
分
に
は
部
分
の
中
心
が
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
全
体
の
中
心
は
全
体
の

凡
て
を
代
表
し
、
部
分
の
中
心
は
部
分

の
凡
て
を
代
表
す
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
全
体
の
中
心
全

体
に
お
い
て
唯
一
で
あ
る
が
、
部
分
の

中
心
も
部
分
の
唯
一
で
あ
り
ま
す
。
然

し
、
全
体
に
対
す
る
部
分
は
無
数
に
あ

る
か
ら
、
無
数
の
部
分
の
中
心
も
ま
た

無
数
に
あ
る
と
云
え
ま
し
ょ
う
。

こ
の
時
、
全
体
の
中
心
は
部
分
の
中

心
に
対
し
て
、
宗
と
な
る
の
で
あ
り
ま

す
。
即
ち
こ
の
全
体
の
中
心
は
こ
の
部

分
の
中
心
に
対
し
て
独
尊
で
あ
り
、
統

摂
で
あ
り
、
帰
趣
で
あ
る
と
こ
ろ
の
働

き
を
為
し
て
居
り
ま
す
。
こ
れ
は
物
理

学
上
か
ら
見
た
力
の
集
合
を
研
究
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
知
る
こ
と
が
出
来
ま

す
が
、
こ
れ
は
単
に
物
理
的
法
則
ば
か

り
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
ゝ
集
団
に

お
い
て
、
全
体
と
部
分
と
の
開
係
は
各

自
こ
の
働
き
を
以
っ
て
動
い
て
い
る
。

け
れ
ど
も
何
れ
と
し
ま
し
て
も
、
こ

の
宇
宙
が
実
に
無
限
絶
大
な
る
も
の
で

あ
り
ま
し
て
、
時
間
空
間
を
超
越
し
て
、

限
り
な
き
活
動
体
で
あ
る
こ
と
は
誰
人

も
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
し

か
も
こ
の
字
宙
現
象
の
上
に
、
一
種
の

限
り
無
き
力
と
法
則
と
恵
み
と
が
充
ち

満
ち
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
否
定
す
る

こ
と
が
出
来
ぬ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
て
こ
の
力
を
物
質
的
と
見
る
か
、

精
神
的
と
見
る
か
に
よ
っ
て
、
こ
の
世

が
唯
物
的
見
解
と
唯
心
的
見
解
と
に
分

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
お
よ
そ
い
か

な
る
も
の
に
も
、
こ
の
両
面
が
見
ら

る
ゝ
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
こ
の
両
者
の
更
に
根
底
な
る
も
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の
ゝ
存
在
と
し
て
、
こ
れ
に
字
宙
の
大

霊
の
実
在
を
認
む
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

仏
教
で
は
こ
れ
を
真
如
と
云
う
の
で
あ

り
ま
す
。
言
換
え
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
も
の

に
は
心
霊
が
あ
る
。
宇
宙
に
は
字
宙
の

心
霊
が
あ
り
、
万
有
に
は
万
有
の
心
霊

が
あ
る
。
従
っ
て
人
間
は
元
よ
り
、
山

川
草
木
、
禽
獣
虫
魚
、
そ
の
他
一
切
の

万
象
、
土
塊
、
一
塵
に
至
る
ま
で
、
皆

一
と
し
て
心
霊
の
な
い
も
の
は
無
い
と

す
る
。
し
か
も
そ
の
心
霊
は
物
質
的
方

面
と
精
神
的
方
面
と
が
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
。

そ
し
て
宇
宙
の
大
霊
は
仏
教
で
云
え

ば
真
如
に
当
り
、
神
道
で
云
え
ば
天
之

御
中
主
神
に
当
る
と
云
っ
て
よ
い
。
こ

れ
を
宇
宙
の
大
我
と
す
れ
ば
こ
れ
よ
り

出
た
一
切
の
も
の
は
そ
の
分
身
で
あ
り
、

小
我
で
あ
る
。
こ
れ
を
宗
教
的
に
云
え

ば
大
我
は
如
来
に
し
て
天
地
の
大
ミ
オ

ヤ
、
小
我
は
衆
生
で
あ
っ
て
、
如
来
の

御
子
と
云
っ
て
よ
い
。
前
者
を
神
と
云

え
ば
後
者
は
神
の
子
と
云
う
べ
き
で
あ

る
。宇

宙
の
力
が
神
の
力
で
あ
り
、
仏
の

力
で
あ
る
な
ら
ば
天
地
の
法
則
は
神
の

則
で
あ
り
、
仏
の
法
で
あ
る
。
あ
る
い

は
神
仏
の
智
慧
に
よ
る
と
云
っ
て
も
よ

い
。
即
ち
独
尊
に
対
す
る
統
摂
で
あ
り

ま
す
。
従
っ
て
天
地
の
恵
み
は
そ
の

ま
ゝ
神
の
愛
で
あ
り
、
仏
の
慈
悲
で
あ

る
。
万
有
は
一
と
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て

統
摂
せ
ら
れ
、
帰
趣
せ
ら
れ
な
い
も
の

と
て
は
な
い
。
一
切
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、

生
き
活
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

如
何
な
る
も
の
も
力
の
前
に
は
抗
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
に
反
す

る
も
の
は
亡
ぶ
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
一
切
は
こ
れ
に
従
う
よ
り
仕
方

が
な
い
、
法
は
力
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
と
同
時
に
、
い

か
な
る
も
の
も
慈
悲
の
許
に
近
づ
か
な

い
も
の
は
な
い
。
い
か
な
る
も
の
も
愛

す
る
も
の
ゝ
前
に
は
身
も
心
も
任
せ
ざ

る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
一
切
の
も
の
は
そ
こ
に
栄
え
る
。
す

べ
て
の
慰
安
も
そ
こ
に
あ
る
。
ど
ん
な

恐
し
い
動
物
で
も
、
ど
ん
な
に
ひ
ね
く

れ
た
人
間
の
心
で
も
自
分
を
愛
し
て
く

れ
る
も
の
に
は
敵
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。

あ
る
人
は
こ
れ
を
人
格
的
に
解
す
る

こ
と
を
せ
ず
し
て
、
た
だ
字
宙
の
物
理

的
力
と
す
る
。
し
か
し
何
故
に
そ
れ
を

神
（
仏
）
の
力
と
し
て
い
か
ぬ
の
か
た

と
え
そ
れ
を
神
（
仏
）
の
力
と
し
な
い

で
も
、
宇
宙
生
命
の
力
と
す
る
こ
と
に

は
異
存
は
な
い
で
は
な
い
か
。
宇
宙
の

力
に
は
無
限
絶
対
の
偉
力
が
あ
る
。
そ

れ
は
人
間
以
上
の
力
で
あ
る
。
こ
の
力

が
一
面
に
は
無
限
の
法
則
と
な
り
、
他

面
に
は
無
限
の
恵
み
と
な
る
。
こ
れ
を

人
格
的
に
扱
え
ば
、
前
者
は
如
来
の
智

慧
で
あ
り
、
後
者
は
如
来
の
慈
悲
で
あ

る
。
あ
る
い
は
神
の
道
で
あ
り
、
愛
で

あ
る
。
こ
の
道
と
愛
と
の
本
源
こ
そ
、

即
ち
私
共
の
云
う
信
仰
の
対
象
た
る
独

尊
で
あ
り
ま
す
。（
続
）

生
き
た
信
仰

中
野　

尅
子
（
善
英
） 

上
人

剥
製
の
庭
鶏
は
、
羽
根
も
目
も
、
活

き
て
居
る
ま
ま
の
鶏
の
姿
を
し
て
居
る

が
、
卵
を
産
ま
ぬ
、
コ
ケ
コ
ッ
コ
ウ
を

い
わ
ぬ
。

信
仰
も
剥
製
の
信
仰
で
は
い
か
ぬ
。

本
モ
ノ
の
通
り
だ
が
動
か
ぬ
。
本
当
の

喜
び
の
味
も
希
望
の
力
も
出
ぬ
。
言
う

事
は
同
じ
よ
う
だ
が
、
信
仰
の
生
命
か

ら
動
い
て
出
る
活
動
が
無
い
。
信
仰
と

は
肚
の
中
へ
天
地
の
生
命
を
入
れ
る
事

で
す
。
い
や
肚
の
中
か
ら
天
地
の
大
生

命
の
、
商
売
や
お
百
姓
を
ス
ル
こ
と
で

す
。
そ
ん
な
事
を
い
う
と
、
人
は
狂
人

と
か
笑
う
だ
ろ
う
が
本
当
は
ソ
レ
が
真

実
で
す
。

花
一
輪
と
雖
も
、「
真
実
よ
り
」
咲

か
さ
れ
て
居
ら
ぬ
も
の
は
無
い
。
大
天

地
の
子
と
し
て
大
天
地
が
総
て
の
力
を

挙
げ
て
咲
か
し
て
居
て
呉
れ
る
。
余
り

に
「
存
在
」
を
軽
視
し
て
は
な
ら
ぬ
。

観
智
院
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
と
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
ぜ

ひ
御
登
録
下
さ
い
。

https://lin.ee/gjH
ceK
a
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『
宗
祖
の
皮
髄
』
成
立
を
め
ぐ
っ
て

―
浄
土
宗
義
と
光
明
主
義
―
（
二
）

（『
浄
土
宗
学
研
究
　
昭
和
五
一
年
度
第
九
号
』
よ
り
）

 

土
屋　

光
道 

上
人（
眞
生
同
盟
二
代
主
幹
）

（
承
前
）

二
、
知
恩
院
高
等
講
習
会

ま
ず
最
初
に
父
に
宛
て
た
上
人
の
お

便
り
⑸
を
御
覧
に
入
れ
る
こ
と
か
ら
始

め
ま
し
ょ
う
。
日
付
は
大
正
五
年
七
月

二
八
日
、
上
人
五
十
八
才
、
観
道
三
十

才
の
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
こ
の
年
の

一
月
、
父
は
師
匠
の
中
島
観
琇
老
師
の

許
し
を
得
て
、
弁
栄
上
人
を
芝
増
上
寺

山
内
の
学
寮
多
聞
室
に
お
迎
え
し
て
起

居
を
共
に
し
、
爾
後
大
正
九
年
上
人
御

遷
化
ま
で
、上
人
に
お
仕
え
し
ま
し
た
。）

暑
中
厳
き
熱
さ
の
折
柄
、
其
後
如
何

在
ら
せ
ら
れ
候
哉
、
先
頃
浅
井
上
人
よ

り
の
御
手
紙
に
よ
れ
ば
、
先
月
は
佐
渡

の
国
へ
御
渡
り
相
成
り
候
て
、
島
人
に

慈
悲
の
福
音
を
宣
伝
せ
ら
れ
し
と
の
こ

と
有
が
た
き
こ
と
と
御
祝
申
上
候
。

本
月
中
旬
に
は
御
帰
京
成
る
べ
き
と

の
事
、
昨
今
い
か
に
光
明
の
な
か
に
道

を
取
り
成
さ
れ
候
哉
。

五
月
中
旬
御
別
袖
よ
り
も
は
や
二
ヶ

月
も
ち
か
く
相
成
候
へ
ば
、
種
々
は
な

し
申
度
事
も
有
之
候
へ
ど
も
、
東
西
へ

だ
た
り
意
を
得
ず
候
。
さ
り
な
が
ら
何

処
も
同
じ
慈
悲
の
懐
の
中
に
法
悦
を
味

ひ
つ
つ
日
を
暮
す
事
は
同
一
に
て
候
。

愚
納
事
、
先
月
廿
日
に
出
立
候
て
京

都
へ
の
途
次
三
河
国
に
て
両
日
講
話
し
、

廿
三
日
祖
山
に
着
し
、
廿
五
日
よ
り
廿

八
日
迄
毎
日
二
時
間
講
演
い
た
し
候
。

講
題
は
、
宗
祖
の
皮
髄
て
ふ
名
の
下

に
、
宗
祖
の
霊
的
内
容
の
実
質
を
吾
人

末
徒
の
学
ぶ
べ
き
を
自
信
教
人
信
的
に

思
考
し
候
。
そ
れ
で
も
、
宗
教
の
真
生

命
は
言
語
文
字
仮
名
方
便
に
止
ま
ら
ず

し
て
、
信
仰
す
る
人
の
精
神
的
に
霊
的

活
証
活
仏
た
る
こ
と
を
解
す
る
同
胞
を

発
見
さ
し
て
下
さ
れ
候
。

大
み
お
や
の
御
は
か
ら
ひ
は
深
く
感

謝
に
不
耐
侯
。
異
安
心
視
さ
れ
た
弁
栄

が
、
安
心
と
云
こ
と
を
言
語
丈
で
な
く
、

如
来
が
信
者
の
心
念
中
に
霊
活
す
る
物

で
あ
る
と
云
に
あ
り
と
云
の
み
。

彼
ら
は
、
安
心
と
は
只
言
語
丈
に
お

も
ふ
て
居
た
の
が
還
て
誤
り
で
在
っ
た

と
云
様
な
具
合
に
、
還
て
曽
っ
て
誤
解

し
た
る
方
々
も
大
い
に
随
喜
を
表
し
て
、

折
角
の
事
な
れ
ば
、
定
期
の
講
習
会
結

了
の
の
ち
、
せ
め
て
両
日
な
り
と
も
、

有
志
の
為
に
講
話
を
望
む
と
の
事
に
て
、

本
山
事
務
員
ま
た
講
習
会
発
起
人
等
の

首
唱
の
下
に
、
殊
に
学
校
の
職
員
の
如

く
は
皆
来
聴
せ
よ
と
云
様
な
具
合
に
て

あ
り
候
。

死
ん
だ
安
心
よ
り
活
き
た
安
心
の
方

が
、
死
と
活
と
は
全
く
異
る
に
は
相
異

な
け
れ
ど
も
、
比
較
す
れ
ば
活
き
た
安

心
の
方
が
よ
い
と
云
様
な
結
果
に
帰
し

候
。如

来
サ
マ
は
無
量
寿
に
在
ま
し
て
永

意
に
生
き
た
る
御
方
に
候
へ
ば
、
活
き

た
方
へ
聖
意
を
注
ぎ
玉
ふ
と
信
じ
ら
れ

候
。
ミ
ナ
悉
く
如
来
サ
マ
の
御
は
か
ら

ひ
な
れ
ば
、
只
々
感
謝
の
外
無
之
候
。

殊
に
老
法
主
貌
下
に
は
、
幾
度
も
御

見
に
成
て
、
御
下
問
在
ら
せ
ら
れ
し
事

は
有
が
た
く
感
じ
候
。

五
日
に
祖
山
を
辞
し
て
伏
見
の
清
涼

庵
、
昨
年
松
代
剃
髪
せ
し
清
涼
庵
に
一

泊
し
、
桃
山
御
陵
参
拝
。

祖
山
を
辞
し
て
後
、
信
州
長
野
在
の

出
、
徳
武
氏
（
五
六
年
浄
大
学
出
）
随

行
い
た
し
て
呉
候
。
志
し
の
深
き
方
に

て
候
。
美
濃
の
大
垣
町
岐
阜
市
佐
屋
、

伊
勢
の
桑
名
等
に
結
縁
い
た
し
、
甘
五

日
当
講
習
会
を
開
き
、
今
日
四
日
目
に

相
成
候
。
地
方
の
講
習
会
と
し
は
団
員

も
沢
山
に
て
候
。
全
部
で
百
名
位
。

七
日
間
の
結
了
せ
ば
、
帰
途
三
河
国

碧
海
郡
に
て
講
話
い
た
す
こ
と
に
き
ま

り
候
。

何
れ
ま
た
後
便
に
譲
り
、

定
め
て
東
京
は
あ
つ
き
事
に
て
候
は
ん

と
存
候
。

ま
づ
は
当
要
如
斯
に
御
座
候
。
匆
々

廿
八
日　
　
　

和
南

�

山�

崎�

弁�

栄

土
屋
尊
者

御
許
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こ
の
貴
重
書
簡
（
句
読
点
は
筆
者
挿

入
）
を
父
に
賜
わ
っ
た
の
に
は
、
次
の

よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま

す
。実

は
⑹
、
こ
の
京
都
知
恩
院
に
お
け

る
高
等
講
習
会
の
講
師
の
依
頼
を
初
め

に
受
け
ら
れ
た
の
は
、
弁
栄
上
人
で
な

く
、
笹
本
戒
浄
師
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

笹
本
師
よ
り
土
屋
観
道
に
、
自
分
の
代

り
に
弁
栄
上
人
を
推
薦
し
た
い
旨
相
談

が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
父
が
賛
成
し
、
当

時
、
多
聞
室
か
ら
二
、
三
分
の
近
く
に

あ
っ
た
浄
土
宗
の
宗
務
所
を
訪
ね
、
教

学
部
長
の
竹
石
耕
善
師
に
相
談
し
、
弁

栄
上
人
の
出
講
が
決
ま
っ
た
。

竹
石
師
は
鎌
倉
長
谷
観
音
の
御
住
職

で
あ
り
、
父
と
た
ま
た
ま
郷
里
が
同
じ

九
州
で
あ
っ
て
、「
鎮
西
会
」
と
い
う

同
郷
の
集
い
に
先
輩
と
し
て
懇
意
で
も

あ
り
、
父
の
宗
大
在
学
中
の
朝
鮮
・
満

州
方
面
の
夏
期
伝
道
旅
行
に
も
、
そ
の

費
用
を
宗
門
か
ら
出
し
て
く
れ
た
方
で

し
た
。

と
こ
ろ
で
、
や
が
て
こ
の
弁
栄
上
人

が
高
等
講
習
会
講
師
と
し
て
京
都
の
大お

お

門か
ど

了
康
師
と
な
ら
ん
で
任
命
を
受
け
た�

旨
、
当
時
の
「
浄
土
教
報
」
誌
上
に
発

表
さ
れ
る
や
、
大
変
な
反
対
が
宗
内
か

ら
ま
き
起
っ
た
。す
な
わ
ち
、全
国
よ
り
、

今
更
、
異
安
心
者
を
講
師
に
頼
む
必
要

も
な
い
し
、
聞
く
必
要
も
な
い
と
い
う

抗
議
の
投
書
が
、
当
時
東
京
に
あ
っ
た

浄
土
宗
宗
務
所
に
い
く
つ
も
来
た
そ
う

で
、
知
恩
院
の
役
職
に
あ
る
井
上
徳
定

師
な
ど
は
厳
重
な
抗
議
を
寄
せ
て
来
た

由
で
あ
っ
た
。

当
局
と
し
て
は
、
す
で
に
任
命
発
令

し
、
浄
土
教
報
に
も
正
式
発
表
し
た
手

前
も
あ
り
、
さ
り
と
て
黙
殺
す
る
に
は

あ
ま
り
に
反
響
が
大
き
か
っ
た
の
で
、

そ
の
処
置
に
困
却
し
、
当
の
貴
任
者
で

あ
る
数
学
部
長
の
竹
石
師
が
私
の
父
を

呼
ん
で
相
談
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
折
、
竹
石
師
に
対
し
父
が

「
弁
栄
上
人
が
異
安
心
と
い
う
が
、
そ

れ
な
ら
一
層
、
弁
栄
上
人
の
安
心
を
直

接
よ
く
聞
い
て
、
違
う
な
ら
そ
の
違
う

と
こ
ろ
を
こ
の
際
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
た
ら

ど
う
か
、
一
犬
虚
に
吠
え
て
万
犬
実
を

伝
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
自
分
で

聞
き
も
せ
ず
、
他
人
の
う
わ
さ
で
異
安

心
あ
つ
か
い
す
る
こ
と
は
承
服
出
来
な

い
。
一
体
、
異
安
心
だ
と
非
難
す
る
が
、

む
し
ろ
無
安
心
の
人
が
多
い
じ
ゃ
あ
な

い
か
」

と
、主
張
し
た
と
こ
ろ
、竹
石
師
は
「
そ

れ
は
理
窟
が
立
つ
」
と
喜
ば
れ
て
、
他

の
反
対
を
お
し
の
け
て
、
あ
く
ま
で
弁

栄
上
人
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
事
が
あ
っ
た
の
で
、
父
が
上

人
に
、

「
お
上
人
、
あ
な
た
は
よ
く
信
仰
の
お

話
し
を
な
さ
い
ま
す
が
、
滅
多
に
法
然

上
人
の
信
仰
に
つ
い
て
お
話
し
を
な

さ
っ
た
り
、
宗
祖
の
お
言
葉
を
ひ
い
て

お
話
し
を
な
さ
る
こ
と
を
聞
き
ま
せ
ん

が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
世
間
も
云
う
て

お
り
ま
す
。
何
と
か
そ
の
点
を
お
考
え

い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」

と
申
上
げ
ま
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
世
間

の
人
も
「
異
安
心
者
と
云
わ
な
く
な
る

の
で
は
な
い
か
」
と
、
父
な
り
に
御
注

意
申
し
上
げ
た
ら
し
い
。

父
は
、
そ
の
時
の
弁
栄
上
人
の
御
返

事
を
よ
く
語
っ
て
は
感
激
を
新
た
に
し

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

「
法
然
上
人
の
お
言
業
を
一
々
引
か
な

く
て
も
、
信
仰
そ
の
も
の
が
正
し
い
信

仰
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
で
よ
い
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
い
う
お
答
え
で
し
た

信
仰
そ
れ
自
身
に
間
違
い
が
な
け
れ

ば
、
一
々
、「
法
然
上
人
は
こ
う
云
わ

れ
た
、
宗
祖
は
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
、

そ
の
言
葉
を
ひ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と

い
う
必
要
は
な
か
ろ
う
」
と
云
う
の
で

あ
り
、
解
釈
す
れ
ば
、
自
分
の
信
仰
の

内
実
が
宗
祖
の
そ
れ
と
違
っ
て
い
な
け

れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
と
い
う
意
味
で

あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
父
観
道
の
こ
の
言
葉
が
ヒ

ン
ト
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
弁
栄

上
人
は
、
こ
の
講
習
会
で
『
宗
祖
の
皮

髄
』
と
題
し
て
、
異
安
心
者
と
手
ぐ
す

ね
引
い
て
い
た
衆
僧
に
、
法
然
上
人
の

御
歌
七
首
を
取
上
げ
、
自
ら
の
宗
教
体

験
の
内
観
か
ら
法
然
上
人
の
霊
的
人
格

の
皮
肉
骨
髄
を
鮮
明
さ
れ
、
自
ら
の
信

仰
が
そ
の
宗
祖
の
そ
れ
と
い
さ
さ
か
も
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行
事
報
告

法話 諸澤正俊

第
九
回　

京
都
二
十
四
時
間 

不
断
念
仏
会　
完
全
リ
モ
ー
ト
開
催

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
六
日
（
土
）
十
三
時

�

〜
二
十
七
日
（
日
）
十
三
時

本
年
で
九
回
目
を
数
え
る
「
京
都
の

中
心
で
、
仏
の
名
を
称
え
る
」
二
十
四

時
間
不
断
念
仏
会
で
す
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
鑑
み
、
五

月
の
東
京
二
十
四
時
間
不
断
念
仏
会
と

同
様
に
完
全
リ
モ
ー
ト
で
の
開
催
と
な

り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
「
京
都
の
中
心
で
、
仏

の
名
を
称
え
る
」
二
十
四
時
間
不
断
念

仏
会
と
同
様
に
浄
土
宗
大
本
山
清
浄
華

異
ら
ぬ
ま
ゝ
を
諄
々
と
説
か
れ
た
の
で

し
た
。

安
心
と
は
言
語
文
字
の
死
ん
だ
理
解

で
な
く
、
信
者
の
心
念
中
に
活
き
て
働

き
た
も
う
如
来
の
霊
力
な
り
と
い
う
主

張
に
、
並
い
る
衆
僧
こ
と
ご
と
く
心
服

し
、
反
対
者
と
し
て
一
番
後
列
に
座
し

て
批
判
的
で
あ
っ
た
井
上
徳
定
師
が
、

次
第
に
引
き
込
ま
れ
、
最
後
に
は
最
前

列
で
耳
を
傾
け
、
自
ら
立
っ
て
そ
の
徳

を
讃
仰
し
た
と
云
わ
れ
る
。
ま
た
前
掲

書
簡
に
あ
る
通
り
、
管
長
貌
下
も
度
々

熱
心
に
御
下
問
に
な
り
、
予
定
結
了
後
、

さ
ら
に
続
講
し
て
、
教
職
の
者
な
ど
全

部
聴
講
す
べ
し
と
い
う
有
様
で
、
い
か

に
そ
の
感
銘
が
深
く
、
大
き
な
反
響
が

ま
き
お
こ
っ
た
か
が
窺
わ
れ
る
。
さ
ら

に
、
そ
の
請
に
よ
り
草
稿
に
筆
を
加
え
、

こ
の
年
十
二
月
、
井
上
徳
定
師
の
跋
文

を
の
せ
て
京
都
一
音
社
よ
り
印
刷
発
刊

さ
れ
た
の
が
、
こ
の
著
作
が
今
日
に
の

こ
る
機
緑
と
な
っ
た
。

（
続
）

（
註
）

⑸
「
真
生
」
二
六
巻
三
八
号

昭
和
四
二
九
月

⑹
「
宗
祖
の
皮
髄
」
前
掲

『
大
悲
に
生
き
る
』
一
八
四
頁
以
下

秋
彼
岸
会

二
〇
二
〇
年
九
月
十
九
日
㈯

午
前
十
時

開
会
挨
拶　

酒
井
正
空

念
仏　
　
　

田
中
典
幸

十
時
十
分

法
話　
　
　

諸
澤
正
俊

〜
念
仏
の
船
に
乗
る
〜

十
一
時

法
要　

導
師　

土
屋
正
道

　
　
　

維
那　

田
中
典
幸

参
加
者

東
京�

土
屋　

正
道

�

廣
田　

敦
子

�

佐
藤
利
恵
子

�

上
田
密
記
子

�

中
村　

立
道

�

諸
澤　

正
俊

�

田
中　

典
幸

�

土
屋　

由
恵

�

土
屋　
　

遥

�

土
屋　

法
道

千
葉�

服
部　

道
子

�

矢
崎　

勝
彦

埼
玉�

酒
井　

正
空

�

（
敬
称
略
）

秋彼岸会 法要
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今
後
の
二
十
四
時
間
不
断
念
仏
会
に

関
し
ま
し
て
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
次
第
で
は
あ
り
ま
す
が
、
で
き
る

な
ら
ば
こ
れ
ま
で
通
り
実
際
に
対
面
で

皆
様
と
ご
一
緒
に
念
仏
が
称
え
ら
れ
る

よ
う
な
形
が
再
開
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。

念
仏
中
継
箇
所
（
配
信
者
）

①
Ａ
メ
イ
ン
会
場　

Ｂ
有
縁
各
所

②
世
界
各
地

九
月
二
十
六
日
（
土
）

十
三
時
〜
十
四
時

①
Ａ
清
浄
華
院
大
方
丈
（
京
都
）

　

小
林
上
人
、
工
藤
上
人

　

（
清
浄
華
院
僧
侶
）

Ｂ
武
蔵
村
山
市
（
東
京
）

　

諸
澤
正
俊
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

②
ラ
ハ
イ
ナ
浄
土
院

（
ハ
ワ
イ
、
マ
ウ
イ
島
）

　

原
源
照
上
人
他

　

（
ラ
ハ
イ
ナ
浄
土
院
住
職
）

十
四
時
〜
十
五
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
専
念
寺
（
長
野　

上
田
市
）

　

福
田
哲
也
上
人

院
さ
ま
を
不
断
念
仏
会
の
本
会
場
に
念

仏
中
継
の
中
心
拠
点
と
し
、
ま
た
二
十

四
時
間
不
断
念
仏
会
事
務
局
の
観
智
院

な
ら
び
に
姉
妹
寺
院
で
あ
る
多
聞
院
、

そ
し
て
不
断
念
仏
会
有
縁
の
各
所
よ
り

念
仏
配
信
を
行
い
、
世
界
か
ら
も
念
仏

ラ
イ
ブ
配
信
や
念
仏
行
脚
な
ど
で
二
十

四
時
間
を
リ
モ
ー
ト
念
仏
で
繋
い
で
厳

修
い
た
し
ま
し
た
。

参
加
を
ご
希
望
の
皆
様
に
は
前
回
と

同
じ
よ
う
に
清
浄
華
院
さ
ま
か
ら
の
中

継
、
観
智
院
有
縁
の
各
所
、
ま
た
世
界

各
地
か
ら
配
信
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
る
Ｙ
ｏ
ｕ
ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
の
ラ
イ
ブ

配
信
を
ご
自
宅
な
ど
か
ら
ご
覧
い
た
だ

き
、
共
に
念
仏
を
お
称
え
い
た
だ
き
ま

し
た
。

ま
た
、
今
回
は
新
た
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
中
継
を
ご
覧
に
な
る
だ
け
で
な

く
、
お
持
ち
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て
ご
自
宅
や
有

縁
の
場
所
か
ら
ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
使
っ
て
オ

ン
ラ
イ
ン
上
の
念
仏
会
に
ご
参
加
い
た

だ
け
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
取
り
入
れ

ま
し
た
。

　

（
専
念
寺
所
属
僧
侶
）

②
コ
ロ
ア
浄
土
院

（
ハ
ワ
イ
、
カ
ウ
ア
イ
島
）

石
川
広
宣
上
人

（
コ
ロ
ア
浄
土
院
住
職
）

十
四
時
三
〇
分
〜
十
五
時
三
〇
分

②
林
海
庵
（
東
京　

多
摩
市
）

笠
原
泰
淳
上
人
（
林
海
庵
住
職
）
他

十
五
時
〜
十
六
時

①
Ａ
清
浄
華
院
大
方
丈
（
京
都
）

　

工
藤
上
人
、
宍
戸
上
人

　

（
清
浄
華
院
僧
侶
）

Ｂ
所
沢
市
（
埼
玉
）

　

酒
井
正
空
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

十
五
時
三
〇
分
〜
十
六
時
三
〇
分

②
念
仏
行
脚
（
東
京
）

土
屋
正
道
（
観
智
院
住
職
）

十
六
時
〜
十
七
時

①
Ａ
清
浄
華
院
大
方
丈
（
京
都
）

　

小
笠
原
一
博
上
人

　

（
大
周
寺
副
住
職
）

Ｂ
専
念
寺
（
長
野　

上
田
市
）

　

福
田
哲
也
上
人

　

（
専
念
寺
所
属
僧
侶
）

②
カ
ト
マ
ン
ズ
（
ネ
パ
ー
ル
）

ミ
ラ
ン
光
明
シ
ェ
レ
ス
タ
氏

ミ
ン
デ
ィ
ラ
シ
ェ
レ
ス
タ
氏

十
七
時
〜
十
八
時

①
Ａ
清
浄
華
院
大
方
丈
（
京
都
）

　

小
林
上
人
、
松
田
上
人

　

（
清
浄
華
院
僧
侶
）

Ｂ
武
蔵
村
山
市
（
東
京
）

　

諸
澤
正
俊
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

②
Ａ
西
方
寺
（
仙
台
市
、
宮
城
）

　

大
江
田
紘
義
上
人（
西
方
寺
住
職
）

Ｂ
菩
提
学
苑
（
台
湾
）

　

開
明
法
師
他

十
八
時
〜
十
九
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
ⅰ
大
念
寺
（
乙
訓
郡
、
京
都
）

舘　

宏
道
上
人
（
大
念
寺
住
職
）
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Ｂ
ⅱ
多
聞
院
（
東
京
、
港
区
）

田
中
典
幸
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

②
法
城
寺
（
愛
知　

碧
南
市
）

石
川
乗
願
上
人
（
法
城
寺
住
職
）

十
九
時
〜
二
十
時

①
Ａ
清
浄
華
院
阿
弥
陀
堂
（
京
都
）

浄
山
学
寮
生

Ｂ
観
智
院
（
東
京
、
港
区
）

　

土
屋
正
道
（
観
智
院
住
職
）

②
阿
弥
陀
寺

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア　

ブ
リ
ス
ベ
ン
）

ウ
ィ
ル
ソ
ン
哲
雄
上
人

（
阿
弥
陀
寺
住
職
）

二
十
時
〜
二
十
一
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
ⅰ
蓮
乘
寺
（
京
都
市
）

登
田
正
樹
上
人
（
蓮
乘
寺
住
職
）

Ｂ
ⅱ
専
念
寺
（
長
野　

上
田
市
）

福
田
哲
也
上
人（
専
念
寺
所
属
僧
侶
）

②
イ
ビ
ウ
ー
ナ
日
伯
寺
（
ブ
ラ
ジ
ル
）

櫻
井
聡
祐
上
人

（
イ
ビ
ウ
ー
ナ
日
伯
寺
住
職
）

二
十
一
時
〜
二
十
二
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
ⅰ
國
生
寺
（
京
都
市
）

木
津
惠
雄
上
人
（
國
生
寺
住
職
）
他

Ｂ
ⅱ
板
橋
区
（
東
京
）

中
村
立
道
（
観
智
院
徒
弟
）

②
安
養
寺
（
神
戸
市
、
兵
庫
）

清
水
良
将
上
人
（
安
養
寺
住
職
）

二
十
二
時
〜
二
十
三
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
ⅰ
隆
佐
庵
（
大
津
市　

滋
賀
）

松
田
道
観
上
人
（
清
浄
華
院
僧
侶
）

Ｂ
ⅱ
坊
主
バ
ー
（
新
宿
区
、
東
京
）

山
本
直
志
（
観
智
院
徒
弟
）

②
光
明
寺
（
枚
方
市
、
大
阪
）

羽
田
篤
法
上
人
（
光
明
寺
副
住
職
）

二
十
三
時
〜
〇
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
観
智
院
（
東
京　

港
区
）

　

土
屋
正
道
（
観
智
院
住
職
）
他

②
Ａ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
仏
教
セ
ン
タ
ー

（
フ
ラ
ン
ス
、
パ
リ
）

　

高
僧
光
隆
上
人

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
仏
教
セ
ン
タ
ー
住
職
）

Ｂ
玄
向
寺
（
松
本
市
、
長
野
）

　

荻
須
真
尚
上
人（
玄
向
寺
副
住
職
）

九
月
二
十
七
日
㈰

〇
時
〜
一
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
所
沢
市
（
埼
玉
）

　

酒
井
正
空
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

②
玄
向
寺
（
松
本
市
、
長
野
）

荻
須
真
尚
上
人
（
玄
向
寺
副
住
職
）

一
時
〜
二
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
武
蔵
村
山
市
（
東
京
）

　

諸
澤
正
俊
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

②
観
智
院
（
東
京　

港
区
）

古
田
幸
隆
上
人
（
法
学
寺
住
職
）

二
時
〜
三
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
板
橋
区
（
東
京
）

　

中
村
立
道
（
観
智
院
徒
弟
）

②
法
雲
寺
（
豊
田
市
、
愛
知
）

水
谷
雅
豊
氏
他

（
法
雲
寺
所
属
僧
侶
）

三
時
〜
四
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
多
聞
院
（
東
京　

港
区
）

　

田
中
典
幸
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

②
セ
ン
ト
ル
イ
ス
（
ア
メ
リ
カ
）

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ビ
ク
タ
ー
氏

四
時
〜
五
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
観
智
院
御
内
仏
（
東
京　

港
区
）

土
屋
正
道
（
観
智
院
住
職
）

②
観
智
院
（
東
京　

港
区
）

古
田
幸
隆
上
人
（
法
学
寺
住
職
）

五
時
〜
六
時

①
Ａ
中
継
な
し
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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
四
号
の
前
報
告
か
ら
令
和
二
年
二

月
ま
で
に
、
確
認
で
き
た
方
の
ご
芳
名

を
記
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

※
山
崎
弁
栄
上
人
讃
仰
会
資
料
よ
り
転
載
。

◆
金
五
十
八
万
円

清
汲
院�

清
心
会
（
福
岡
）

◆
金
三
十
万
円

西
蓮
寺
（
山
口
）・
小
山
法
龍

◆
金
二
十
万
円

九
州
光
明
会
婦
人
部

Ｂ
坊
主
バ
ー
（
新
宿
区
、
東
京
）

　

山
本
直
志
（
観
智
院
徒
弟
）

②
法
城
寺
（
愛
知　

碧
南
市
）

石
川
乗
願
上
人
（
法
城
寺
住
職
）

六
時
〜
七
時

①
Ａ
清
浄
華
院
大
殿
（
京
都
）

　

松
田
上
人
（
清
浄
華
院
僧
侶
）

　

浄
山
学
寮
生

Ｂ
武
蔵
村
山
市
（
東
京
）

　

諸
澤
正
俊
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

②
ク
リ
チ
バ
日
伯
寺
（
ブ
ラ
ジ
ル
）

大
江
田
晃
義
上
人

（
ク
リ
チ
バ
日
伯
寺
住
職
）

七
時
〜
八
時

①
Ａ
清
浄
華
院
大
方
丈
（
京
都
）

　

小
笠
原
一
博
上
人

　

（
大
周
寺
副
住
職
）

Ｂ
所
沢
市
（
埼
玉
）

　

酒
井
正
空
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

②
月
影
寺
（
武
蔵
野
市
、
東
京
）

藤
井
正
史
上
人
（
月
影
寺
住
職
）

八
時
〜
九
時

①
Ａ
清
浄
華
院
大
方
丈
（
京
都
）

　

松
田
上
人
、
工
藤
上
人

　

（
清
浄
華
院
僧
侶
）

Ｂ
ⅰ
蓮
乘
寺
（
京
都
市
）

登
田
正
樹
上
人
（
蓮
乘
寺
住
職
）

Ｂ
ⅱ
多
聞
院
（
東
京
、
港
区
）

田
中
典
幸
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

②
長
昌
寺
（
大
分
）

今
井
英
之
上
人
（
長
昌
寺
住
職
）
他

九
時
〜
十
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
大
念
寺
（
乙
訓
郡
、
京
都
）

　

舘　

宏
道
上
人
（
大
念
寺
住
職
）

②
所
沢
市
（
埼
玉
）

酒
井
正
空
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

十
時
〜
十
一
時

①
Ａ
清
浄
華
院
大
方
丈
（
京
都
）

　

高
橋
上
人
、
松
田
上
人

　

（
清
浄
華
院
僧
侶
）

Ｂ
観
智
院
（
東
京　

港
区
）

　

土
屋
正
道
（
観
智
院
住
職
）

②　

多
聞
院
（
東
京
、
港
区
）

田
中
典
幸
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

十
一
時
〜
十
二
時

①
Ａ
中
継
な
し

Ｂ
ⅰ
國
生
寺
（
京
都
市
）

木
津
惠
雄
上
人
（
國
生
寺
住
職
）
他

Ｂ
ⅱ
板
橋
区
（
東
京
）

中
村
立
道
（
観
智
院
徒
弟
）

②
法
雲
寺
（
豊
田
市
、
愛
知
）

水
谷
雅
豊
氏
他

（
法
雲
寺
所
属
僧
侶
）

十
二
時
〜
十
三
時

①
Ａ
清
浄
華
院
大
方
丈
（
京
都
）

　

高
橋
上
人
、
松
田
上
人
、
工
藤
上
人

　

（
清
浄
華
院
僧
侶
）

Ｂ
所
沢
市
（
埼
玉
）

　

酒
井
正
空
（
観
智
院
所
属
僧
侶
）

浄
福
寺
（
大
阪
）

◆
金
十
二
万
円

清
汲
院
（
福
岡
）

◆
金
十
万
円

大
本
山�

金
戒
光
明
寺

安
養
寺
（
佐
賀
）�

川
端
勝
教

静
岡
光
明
会
・
圓
福
寺
（
宮
崎
）

矢
吹
省
三
・
井
出�

忍

久
保
田
修
司
・
弘
善
寺
（
福
岡
）

相
馬
宣
正
・
法
学
寺
（
長
野
）

菅
野
浄
光
・
下
司
仁
美

加
藤
泰
彦
・
若
松
英
輔

◆
金
六
万
円

向
西
寺
（
島
根
）

◆
金
五
万
円

井
手
洋
子
・
赤
荻
孝
明

志
村
念
覚
・
井
上
勝
朗

岸
田
光
隆
・
正
行
寺
（
千
葉
）

一
般
財
団
法
人�

空
外
記
念
館

池
田
和
夫
・
伊
藤�

力

橋
本
週
平
・
朝
比
奈
俊
作

浄
土
寺
（
福
岡
）

◆
金
三
万
円

極
楽
寺
（
島
根
）・
常
楽
寺
（
京
都
）

如
来
光
明
寺
（
大
阪
）
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眞
生
芳
志
感
謝

眞
生
芳
志
を
賜
り
ま
こ
と
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
至
心
に
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。（
480
号
以
降
）

◆
金
一
封

京
都�

伊
藤　

唯
眞
猊
下

◆
金
三
万
円

三
重�

伊
藤
信
夫
・
神
奈
川�

成
実
洋
史

◆
金
二
万
円

岩
手�

吉
水
俊
教
・
静
岡�
願
成
寺

◆
金
一
万
五
千
円

兵
庫�

山
岡
和
知

◆
金
一
万
円

千
葉�

関
野
紘
一
・
山
形�

佐
藤
康
正

東
京�

野
田
弘
子
・
新
潟�

与
口
勝
郎

静
岡�

友
田
達
祐
・
茨
城�

金
田
進
德

千
葉�

阿
地
敏
子
・
千
葉�

矢
﨑
勝
彦

東
京�

渡
辺
真
宏
・
山
形�

斎
藤
滋
明

神
奈
川�

宮
林
雄
彦
・
東
京�

稲
田
正
新

三
重�

中
野
富
夫
・
埼
玉�

藤
田
得
三

岐
阜�

早
川
静
子
・
埼
玉��

林�

光
雄

青
森�

長
尾
拓
應
・
東
京�

横
山
佳
江

東
京�

不
断
院
・
佐
賀�

立
川
光
俊

福
岡�

八
尋
聖
史
・
宮
城�

中
村
瑞
貴

鳥
取�

工
藤
純
裕
・
宮
城�

昌
繁
寺

東
京�

出
口
宣
夫
・
東
京�

浄
土
寺

北
海
道�

石
川
大
佑
・
山
梨�

高
柳
了
志

東
京�

英
信
寺
・
山
梨�

称
念
寺

長
野�

栄
昌
寺
・
北
海
道�

高
橋
宗
憲

静
岡�

瀧
沢
廣
運

◆
金
五
千
円

東
京�

慶
岸
寺
・
東
京�

荒
木
良
道

千
葉�

佐
藤
晴
輝
・
東
京�

岡
本
登
美
子

京
都�

羽
田
龍
也
・
神
奈
川�

林�

春
美

京
都�

池
見
澄
隆
・
福
岡�

柿
溝
瑠
璃

兵
庫�

松
永
隆
史
・
東
京�

長
谷
川
岱
潤

茨
城�

小
村
正
孝
・
長
野�

若
麻
績
敏
隆

東
京�

大
橋
英
和
・
青
森�

鷹
觜
信
道

東
京�
長
善
寺
・
東
京�

黒
田
盛
之
・
敏
広

東
京�
佐
藤
雅
彦
・
茨
城�

長
谷
川
君
子

埼
玉�

田
口
忠
男
・
島
根�

極
楽
寺

千
葉�

加
藤
裕
司

◆
金
四
千
円

大
阪�

八
木
俊
雄
・
愛
知�

高
木
宏
昌

◆
金
三
千
円

三
重�

山
際
久
美
・
東
京�

上
田
密
記
子

愛
知�

椙
山
和
子
・
群
馬�

見
沢
清
芳

長
野�

海
野
徹
也
・
東
京�

山
本
薫

福
岡�

国
武
秀
隆
・
長
野�

恭
倹
寺

兵
庫�

早
川
省
二
・
長
崎�

早
田
明
生

東
京�

川
原
浄
信
・
均
・
岩
手�

下�

弘
明

◆
金
二
千
円

福
岡�

寺
嵜
真
紀
・
東
京�

岩
崎
朋
和

東
京�

石
井
珠
子
・
滋
賀�

山
田
能
裕

静
岡�

高
田
幸
男
・
佐
賀�

楠
久
香
澄

群
馬�

見
沢
礼
子
・
神
奈
川�

天
沼
寛
文

東
京�

中
島
真
成
・
東
京�

金
蔵
寺

兵
庫�

明
石
和
成
・
東
京�

本
橋
俊
介

千
葉�

桜
井
昌
彦
・
東
京�

牧
野
総
本
店

神
奈
川�

下
口
直
久
・
東
京�

浜
田
誠
実

滋
賀�

正
定
寺
・
神
奈
川�

都
丸
慶
子

静
岡�

小
沢
文
子
・
京
都�

長
澤
博
子

滋
賀�

三
輪
晃
照
・
福
岡�

坂
本
一
紀

静
岡�

山
﨑
一
典

�

（
敬
称
略
）

慶
巌
寺
（
長
崎
）・
圓
應
寺
（
福
岡
）

廣
瀬
童
心
・
鎌
尾
美
津
江

亀
尾
融
照
・
法
然
寺
（
広
島
）

平
澤
伸
一
・
小
宮
山
弘
子

野
口
好
子

◆
金
二
万
円

種
田
恭
久
・
中
島
艇
祐

渡
辺
好
教
・
長
濱
智
代

杉
野
光
明
・
大
庭
明
生

吉
松
ノ
ブ
子
・
西�

美
智
子

石
川
聖
教
・
石
川
ゆ
き
絵

塩
谷
寔
彦
・
仁
科
利

◆
金
一
万

角
岡
隆
寿
・
田
代
佳
夫

蓮
台
寺
（
広
島
）・
佐
久
間
聰
子

吉
田
眞
知
子
・
西
方
寺
（
大
阪
）

今
岡
聰
子
・
鴻
野
千
賀
子

吉
松
邦
代�

西
方
寺
（
和
歌
山
）

岩
崎
孜
・
高
橋
妙
子

善
生
寺
（
山
口
）・
遠
藤
由
起

川
副
久
美
子
・
神
谷
美
由
記

稲
葉
正
男
・
伊
藤
よ
し
子

稲
田
隆
子
・
高
橋
正
子

神
谷
光
太
郎
・
松
本�

脩

浄
円
寺
（
佐
賀
）・
松
田�

明

ひ
か
り
編
集
室�

加
藤
健
次

渡
辺
ハ
ツ
エ
・
永
田
朋
成

月
影
寺
（
小
金
井
市
）

極
楽
寺
（
富
山
）�

坂
本
一
馬

阿
弥
陀
寺
（
山
口
）�

南
井
栄
彦

�

（
敬
称
略
）
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※�新型コロナウィルスの影響で予定が変更になることがありますので、随時ホームページ（http://canchiin.net/）
をご確認ください。

…御　　礼…
480号において、「松禅院念仏堂修繕事業浄財勧募のお願い」をしましたところ、多くの方々から

ご浄財を頂戴いたしました。
心より感謝申し上げます。
尚、詳細についてはこれからご報告いたします。

2021 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　※新年会は中止いたします。 14時～16時
2月初旬 鶴見念仏会（未定） 11時～15時
2月6日㊏ 第29回 一千礼拝行 9時半～
3月20日㊏ 春彼岸会（住職増上寺法話・19日例会休み） 10時～
４月11日㊐～12日㊊ 中野善英上人追善　松禅院念仏会 13時～
5月8日㊏～9日㊐ 第16回 増上寺24時間不断念仏会 13時～
5月25日㊋～26日㊌ 柏崎修養会（未定）
6月11日㊎～12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～
8月21日㊏～23日㊐ 比叡山松禅院仲秋念仏大会 13時～
9月18日㊏ 秋彼岸会念仏法要 10時～
9月25日㊏～26日㊐ 第10回 清浄華院24時間不断念仏会（未定） 13時～
10月20日㊌～21日㊍ 鎌倉大仏さま月夜の別時会 18時～
10月30日㊏～31日㊐ 伊勢市慶蔵院大念仏会 9時～
11月18日㊍～20日㊏ 真生同盟本部大会 13時～
11月6日㊏ 観智院秋の文化祭 10時～
12月10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～


