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仁な
ん

者ぢ

心
に
高
下
有
り
て
佛ほ

と
け

の
慧ち

え

に

依
ら
ざ
る
が
故
に
、
此
の
土
を
見

て
不け

が
れ浄
た
り
と
為
す
の
み

�

『
維
摩
経
』

釈迦如来　奈良 室生寺

「
な
ん
で
、
そ
ん
な
長
い
距
離
を
歩

い
て
る
ん
で
す
か
？
」「
趣
味
で
す

か
？
」「
健
康
の
為
で
す
か
？
」

「
い
え
、
私
に
は
歩
い
て
念
仏
を
称
え

る
の
が
性
に
合
っ
て
い
る
の
で
」

２
０
１
９
年
１
月
、
中
山
道
念
仏
行

脚
に
出
発
し
ま
し
た
。
こ
の
年
、
還
暦

を
迎
え
る
私
は
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
つ

も
り
で
再
び
念
仏
行
脚
を
す
る
こ
と
に

し
た
の
で
す
。
都
会
の
雑
踏
や
、
野
山

を
歩
き
念
仏
申
す
う
ち
に
、
本
当
は
、

本
日
、
今
の
一
瞬
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ

て
頂
い
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か

さ
れ
ま
し
た
。

30
年
程
前
、
浄
土
宗
東
京
教
区
青
年

会
の
仲
間
と
、増
上
寺
か
ら
知
恩
院
ま
で
、

東
海
道
（
国
道
1
号
線
沿
い
）
を
12
泊

13
日
で
行
脚
し
ま
し
た
。（
12
月
13
日
〜

12
月
25
日
、
知
恩
院
の
お
身
拭
い
式
に

参
列
す
る
た
め
の
強
行
軍
で
、
み
ん
な

足
を
痛
め
ま
し
た
）
そ
の
時
か
ら
「
ナ

ム
・
ア
ミ
・ダ
ブ
（
呼
気
）、○
（
吸
気
）」

の
リ
ズ
ム
で
早
朝
か
ら
夕
刻
ま
で
念
仏

を
称
え
な
が
ら
歩
く
こ
と
が
、
私
に
は

無
理
な
く
念
仏
を
称
え
続
け
ら
れ
る
方

法
だ
と
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
翌
年
春
か

ら
、
四
国
お
遍
路
に
参
り
ま
し
た
。
無

理
な
く
自
分
の
ペ
ー
ス
で
歩
く
た
め
単

独
で
区
切
り
打
ち
（
札
所
の
門
前
か
ら

い
く
つ
か
先
の
札
所
門
前
ま
で
、
何
回

か
に
分
け
て
回
り
ま
す
）を
始
め
ま
し
た
。

最
初
は
阿
波
（
徳
島
）
一
国
を
一
週
間

ほ
ど
で
巡
り
、
そ
の
後
は
2
泊
3
日
と

か
、
東
京
か
ら
夜
行
バ
ス
な
ど
を
使
い

な
が
ら
、
土
佐
（
高
知
）、
伊
予
（
愛
媛
）、

讃
岐
（
香
川
）
と
巡
礼
。
最
初
は
2
年

程
度
で
回
る
つ
も
り
が
、
結
婚
し
子
供

を
授
か
っ
て
時
間
が
取
れ
な
く
な
っ
て
、

な
ん
と
足
掛
け
8
年
か
か
り
ま
し
た
。

お
遍
路
に
は
「
な
ぜ
巡
礼
し
て
い
る

の
か
？
」
と
聞
か
な
い
不
文
律
が
あ
り

歩
い
て
行
く�

　
　
　
　
─
中
山
道
念
仏
行
脚
─

�

土
　
屋
　
正
　
道
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の
署
名
入
り
看
板
袋
（
カ
メ
ラ
、
マ
ス

ク
、
ア
ー
モ
ン
ド
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
手

袋
、
ネ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
マ
ー
、
ビ
ニ
ー
ル

袋
）
ウ
エ
ス
ト
ポ
ー
チ
（
万
歩
計
、
筆

記
用
具
、
お
や
つ
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ
、
消

毒
薬
、
絆
創
膏
、
針
、
紙
テ
ー
プ
、
ラ

イ
タ
ー
、
ナ
イ
フ
、
財
布
）、
時
計
（
高

度
計
、
気
圧
計
付
き
）、
杖
（
伸
縮
ポ
ー

ル
）、
靴
（
ト
レ
ー
ル
ラ
ン
ニ
ン
グ
用
）、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
中
山
道
地
図
ア
プ

リ
）。
針
・
ラ
イ
タ
ー
・
絆
創
膏
は
足

の
マ
メ
対
策
。
地
図
ア
プ
リ
は
Ｇ
Ｐ
Ｓ

で
現
在
地
が
確
認
で
き
非
常
に
便
利
で

し
た
。
緊
急
事
態
が
解
除
さ
れ
た
今
年

4
月
、
23
日
間
、
２
年
と
３
ヶ
月
か
け

て
や
っ
と
成
満
い
た
し
ま
し
た
。
皆
様

の
お
支
え
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
佛

中
山
道
念
仏
行
脚　

最
後
の
行
程

の
動
画
を
右
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

Y
ouT
ube

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

ま
す
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
悩
み
を
抱
え

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
私
も
最
初
は
泣

き
な
が
ら
念
仏
を
称
え
て
歩
か
ざ
る
を

え
な
い
心
境
で
し
た
。
や
が
て
道
に

迷
っ
た
り
、
地
元
の
方
の
ご
接
待
（
弘

法
大
師
へ
の
ご
供
養
に
、
遍
路
に
対
し

て
飲
食
物
、
金
銭
、
宿
や
交
通
手
段
の

提
供
な
ど
を
な
さ
る
）
を
お
受
け
す
る

う
ち
に
、
大
き
な
お
慈
悲
に
包
ま
れ
、

慰
め
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
心
持
ち
に

な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
後
、
母
が
逝
去
し
た
後
に
秩
父

観
音
霊
場
を
回
っ
た
り
、
清
浄
華
院
唱

導
師
拝
命
の
時
、
法
然
上
人
の
歩
か
れ

た
道
を
回
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
久
し

ぶ
り
の
行
脚
で
す
。
日
帰
り
を
中
心
に

１
、
２
泊
を
交
え
て
少
し
ず
つ
区
切
り

な
が
ら
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
い
で
た

ち
は
、
30
年
来
使
用
し
て
い
る
柿
渋
を

塗
り
防
水
仕
様
の
網
代
笠
（
正
面
に
南

無
阿
弥
陀
佛
、
裏
に
は
神
人
合
一
と
墨

書
）、
遍
路
用
の
浄
衣
、
輪
袈
裟
、
数
珠
、

20L
の
軽
い
ナ
ッ
プ
ザ
ッ
ク
（
雨
具
、
水
、

非
常
食
、
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ
、
下
着
、
保

温
着
、
予
備
バ
ッ
テ
リ
ー
）、
観
智
院

長野・奈良井宿　えちご屋泊 長野・妻籠宿から岐阜・馬籠宿へ

滋賀・番場宿　自然石のお地蔵さま 岐阜・長久手宿　尾州家定本陣大黒屋泊
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距離数528.5kmは、日本橋から三条大橋まで各宿場間の距離で、最寄りの駅までの距離は含まれていません。歩
数850,893歩は歩き始めから帰りの駅までの歩数です。
2019年
1月9日	 観智院→増上寺→日本橋	 4km
1月22日	 	日本橋→板橋→蕨	 18.8km
	 8:25〜15:22　30,697歩
1月28日	 	蕨→浦和→大宮→上尾→桶川	 22km
	 8:25〜15:38　33,298歩
2月12日	 	桶川→鴻巣→熊谷	 23.6km
	 8:22〜15:30　36,531歩
2月27日	 	熊谷→深谷→本庄	 21.4km
	 8:50〜16:20　37,074歩
3月5日	 	本庄→新町→倉賀野→高崎	 19.8km
	 8:00〜15:30　35,530歩
3月12日	 高崎→板鼻→安中→松井田	 20km
	 （横川まで）8:00〜16:20　42,458歩
3月27日	 （横川より）→坂本→軽井沢	 25.6km
	 （中軽井沢まで）8:10〜15:58　31,407歩
5月15日	 	（中軽井沢より）→沓掛→追分→小田井→	 	

岩村田→塩名田→八幡→望月	 30km
	 8:31〜17:00　39,452歩
5月16日	 	望月→和田	 18.3km
	 8:08〜16:00　32,909歩
5月17日	 	和田→下諏訪	 21.6km
	 7:37〜15:45　33,621歩
猛暑、天候不順で中断

2020年
1月6日	 	下諏訪→塩尻→洗馬	 18.6km
	 10:13〜16:11　28,172歩
1月21日	 	洗馬→本山→贄川→奈良井	 18.5km
	 7:30〜16:30　27,378歩

1月22日	 奈良井→薮原→宮ノ越→福島→上松	 29.3km
	 7:30〜16:30　44,082歩
新型コロナウイルス感染症にて中断
9月14日	 上松→須原→野尻→三留野	 30.2km
	 （南木曽まで）　7:40〜17:00　44,592歩
10月13日	 	（南木曽より）→妻籠→馬籠→落合→中津川	 21.8km
	 8:45〜16:57　32,324歩
10月20日	 中津川→大井→大久手→細久手	 29.5km
	 5:25〜16:15　46,005歩
10月21日	 細久手→御嵩→伏見→太田	 23.6km
	 7:30〜15:50　37,180歩
10月27日	 太田→鵜沼→加納	 24.6km
	 8:45〜16:35　42,775歩
10月28日	 	加納→河渡→美江寺→赤坂→垂井	 24.6km
	 7:10〜15:24　39,567歩
11月10日	 垂井→関ヶ原→今須→柏原→醒井	 19.2km
	 9:00〜16:00　29,449歩
11月11日	 醒井→番場→鳥居本→高宮→愛知川	 21.7km
	 7:15〜15:05　35,371歩
12月8日	 	愛知川→武佐	 9.8km（野洲まで）
	 9:30〜16:45　35,431歩
12月9日	 	（野洲より→守山→草津→大津	 34.0km
	 8:00〜16:05　35,921歩
新型コロナウイルス感染症緊急事態にて中断
4月3日	 大津→京都	 11.8km
	 10:15〜13:50　19,669歩
（三条大橋到着後、百万遍知恩寺、金戒光明寺、知恩院
御廟参拝）

群馬より長野　
碓氷峠゙ 徳住上人名号石

東京・本郷弥生町左折、17号へ

京都・三条大橋到着　コロナ禍で゙ マスクの人々

埼玉・鴻巣宿　檀林勝願寺山門
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て
い
る
。
之
ま
た
大
い
に
味
う
べ
き
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
然
し
そ
れ
だ
か
ら
と

云
っ
て
、
考
え
る
こ
と
は
詰
ら
な
い
と

解
さ
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
無
論
考
え

る
事
は
大
切
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も

此
処
で
は
た
経
験
浅
き
も
の
ゝ
考
え
だ

け
で
は
い
か
ぬ
。
大
に
人
に
就
い
て
学

ぶ
と
云
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
云
う

こ
と
を
云
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

孔
子
は
「
十
有
五
に
し
て
学
に
志

し
、
三
十
に
し
て
立
つ
」
と
云
う
の
だ

か
ら
、
一
生
懸
命
勉
強
し
て
、
三
十
に

し
て
、
初
め
て
立
て
た
と
見
え
る
。
或

る
人
が
三
十
に
し
て
立
つ
と
云
う
こ
と

を
聞
い
て
、「
俺
も
三
十
で
立
と
う
」と
、

三
十
に
な
る
の
を
待
て
い
た
が
、
遂
に

三
十
に
な
っ
て
も
立
て
な
か
っ
た
と
云

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
学
に
志
す
」

と
云
う
こ
と
を
忘
れ
て
、
た
ゝ
立
つ
こ

と
丈
け
を
倣
ね
た
も
の
と
見
え
ま
す
。

或
る
人
が
「
大
学
へ
通
っ
て
る
間
が

一
番
い
ゝ
」
云
っ
た
。
成
る
程
、
角
帽

を
被
っ
て
、
何
処
へ
行
っ
て
も
丁
寧
に

扱
わ
れ
て
よ
い
け
れ
ど
も
、「
大
学
を

出
て
し
ま
う
」
と
、
余
り
人
が
尊
敬
し

て
呉
れ
な
く
な
る
。
マ
サ
カ
大
学
を
卒

え
た
後
ま
で
も
、
大
学
帽
を
冠
っ
て
歩

く
訳
に
も
行
く
ま
い
。
だ
か
ら
成
る
可

く
落
第
し
て
、
何
時
ま
で
も
大
学
生
で

張
っ
て
居
度
た
い
と
云
う
者
も
あ
る
。

近
頃
で
は
大
学
位
出
て
も
、
余
り
尊

敬
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
ん
な
積
り
で

は
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
尊
敬
し
て
呉

れ
な
け
れ
ば
仕
方
が
な
い
。
三
十
に
し

て
立
つ
と
云
う
か
ら
、
俺
も
三
十
に

な
っ
た
ら
、
立
て
る
か
知
ら
ん
と
思
う

た
が
、
三
十
に
な
っ
て
嫁
さ
え
も
貰
え

な
い
と
い
う
こ
の
頃
、
之
で
は
、
却な

か

々な
か

に
腰
も
立
た
な
い
。
そ
れ
所
か
未
だ
就

職
の
口
も
な
い
と
云
う
人
さ
え
あ
る
。

た
ま
く
く
職
が
あ
っ
て
も
、
い
つ
首
に

な
る
か
さ
え
不
安
で
あ
る
。

「
四
十
に
し
て
惑
は
ず
」
と
云
う
が

之
ま
た
今
日
の
人
々
に
は
困
難
で
あ
り

ま
す
。
少
し
も
惑
は
な
い
と
云
う
こ
と

は
却
々
に
出
來
な
い
。
併
し
孔
子
は
、

そ
う
云
う
職
業
問
題
に
就
い
て
云
う
た

の
で
は
無
か
っ
た
。
之
は
全
く
孔
子
が

人
生
の
行
路
を
云
わ
れ
た
言
葉
で
あ
り

ま
す
。
所
で
、
孔
子
は
更
に
「
五
十
に

『
宗
教
の
本
質
』（
五
）（
昭
和
十
年
九
月
発
行
）

土
屋
　
観
道 

上
人
（
眞
生
同
盟
初
代
主
幹
）

（
承
前
）

三
、
釈
迦
、
孔
子
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
憧
憬

私
は
青
年
の
頃
か
ら
釈
迦
、
孔
子
、

キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
啓
発
せ
ら
る
ゝ
所

が
非
常
に
多
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

⑴
孔
子
の
宗
教

孔
子
は
「
吾
十
有
五
に
し
て
学
に
志

し
、
三
十
に
し
て
立
ち
、
四
十
に
し
て

惑
は
ず
、
五
十
に
し
て
天
命
を
知
り
、

六
十
に
し
て
耳
順
ひ
、
七
十
に
し
て
心

の
欲
す
る
所
に
従
っ
て
矩
を
踰
え
ず
」

と
云
い
、
又
「
天
の
命
之
を
性
と
謂
ひ
、

性
に
従
ふ
之
を
道
と
謂
ふ
」と
か
、「
丘

の
祈
り
や
久
し
矣
」
と
云
っ
て
、
居
ら

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
終
日
食
は
ず
、
終
夜
寝
ね
も
せ
ず
、

思
へ
ど
も
益
な
し
、
学
ぶ
に
如
か
ざ
る

な
り
」
と
之
は
日
御
飯
を
食
べ
、
夜
も

に
寝
な
い
で
考
え
た
け
れ
ど
も
、
何
う

し
て
も
判
ら
な
い
、
学
ぶ
に
如
か
ず
と

云
っ
て
居
ら
れ
る
。
孔
子
を
雖
も
、
子

供
の
時
に
は
判
ら
な
か
っ
た
と
見
え
る
。

下
手
の
考
え
休
む
に
似
た
り
で
経
験
が

な
い
も
の
は
仕
方
が
な
い
。

将
棋
を
さ
し
て
も
、
基
を
う
っ
て
も
、

下
手
な
も
の
に
は
良
い
手
が
出
な
い
。
只

ウ
ン
〳
〵
唸
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
商

売
で
下
手
な
も
の
に
な
る
と
、
ど
う
し
て

い
い
か
判
ら
な
く
な
る
。
そ
の
行
き
詰
っ

た
時
に
は
幾
ら
考
え
て
も
い
ゝ
、
智
恵
は

出
て
来
な
い
、
窮
す
れ
ば
通
ず
云
う
諺
も

あ
る
が
、
考
え
る
丈
け
の
材
料
が
無
い
か

ら
、
同
じ
所
を
グ
ル
ク
ル
廻
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
宗
教
な
き
人
の
生
活
で
あ
り
ま
す
。

終
夜
寝
ね
ず
、
終
日
食
ま
ず
に
考
へ

た
と
云
う
こ
と
は
孔
子
の
言
と
し
て
一

層
に
尊
く
思
わ
れ
る
が
、
果
し
て
吾
々

は
、�

終
日
食
わ
ず
、
終
夜
寝
な
い
で
、

人
生
を
考
え
た
こ
と
が
有
る
で
し
ょ
う

か
。
実
に
愧
か
し
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。

併
し
、「
学
ぶ
に
如
か
ざ
る
な
り
」で
、

孔
子
は
大
に
学
ぶ
こ
と
の
尊
さ
を
教
え
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称
名
の
工
夫
―
修
行
と
し
て
の
念
仏
―
（
二
）

（『
浄
土
宗
学
研
究
　
昭
和
五
十
三
年
度
第
十
一
号
』
よ
り
）

�

土
屋
　
光
道�

上
人（
眞
生
同
盟
二
代
主
幹
）

（
承
前
）

三
、
念
仏
の
理
論
と
実
践

昔
か
ら
今
日
ま
で
、
念
仏
に
つ
い

て
は
幾
多
の
研
究
が
な
さ
れ
て
来
た

が
、
理
論
的
研
究
と
実
践
的
研
究
が
あ

り
、
更
に
そ
の
理
論
的
研
究
を
大
き
く

二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ

の
第
一
は
念
仏
の
教
理
的
研
究
で
あ
り
、

第
二
は
心
理
的
研
究
で
あ
る
。
前
者
は
、

念
仏
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
浄
土
思
想
、

あ
る
い
は
本
願
思
想
を
教
理
乃
至
教
理

史
的
視
点
か
ら
究
明
し
、
念
仏
自
身
が

担
っ
て
い
る
教
理
学
的
意
味
を
解
明
し

よ
う
と
い
う
、
念
仏
の
側
に
焦
点
を
あ

て
た
立
場
で
あ
り
、
後
者
は
、
念
仏
の

口
称
の
実
修
が
、
そ
の
当
事
者
の
心
理

に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
、
そ
の
人
格

の
信
念
体
系
を
い
か
に
形
成
し
、
そ
の

実
際
生
活
に
い
か
な
る
効
果
を
も
た
ら

す
か
と
い
う
、
人
間
の
側
に
重
点
を
お

い
た
宗
教
心
理
学
的
立
場
か
ら
の
研
究

で
あ
り
ま
す
。

次
に
実
践
的
研
究
と
し
、
念
仏
も
一

つ
の
宗
教
儀
礼
で
あ
り
、
今
日
の
浄
土

宗
に
も
「
宗
定
法
要
」
な
る
も
の
が
定

め
ら
れ
、
念
仏
を
組
込
ん
だ
日
常
勤
行

式
を
は
じ
め
、
各
種
の
差
定
が
組
織
編

成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
今
日
も
専
門

の
式
師
の
方
々
を
中
心
に
、
各
種
の
法

式
の
研
究
と
実
修
が
熱
心
に
行
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
伝
統
的
な

形
式
の
枠
に
は
ま
っ
た
定
型
化
し
た
声

明
念
仏
は
行
わ
れ
る
が
、
新
し
い
唱
え

方
の
工
夫
や
実
修
の
試
み
は
甚
だ
少
な

い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

今
後
の
課
題
と
し
て
、
理
論
的
研
究

と
し
て
は
、
教
理
よ
り
人
間
の
側
に
重

心
を
置
い
た
宗
教
心
理
学
研
究
が
、
実

践
的
研
究
と
し
て
は
、
従
来
の
法
式
に

の
み
偏
ら
ず
、
心
理
的
研
究
を
ふ
ま
え

た
、
よ
り
効
果
の
あ
が
る
新
し
い
念
仏

の
唱
え
方
の
工
夫
研
究
が
、
是
非
と
も

推
進
さ
れ
る
こ
と
が
願
わ
し
い
。

四
、
修
行
の
研
究

古
来
、
人
々
が
口
称
念
仏
に
期
待
し

て
来
た
効
果
効
能
は
様
々
で
あ
る
。
一

つ
は
、
言
語
そ
の
も
の
に
超
自
然
的
な

力
が
あ
り
、
そ
の
発
声
に
よ
っ
て
そ
の

力
が
発
動
す
る
と
い
う
呪
術
的
効
果
で

あ
る
。
第
二
は
、
非
人
格
的
な
言
語
そ

の
も
の
の
力
と
い
う
の
で
な
く
、
あ
る

超
自
然
的
な
人
格
、
す
な
わ
ち
絶
対
者

へ
の
帰
依
や
人
格
的
応
答
の
方
法
、
い

わ
ゆ
る
祈
祷
の
手
段
と
し
て
の
念
仏
の

効
能
で
あ
る
。
第
三
は
、
そ
れ
を
不
断

に
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
図
的
に

（
或
る
場
合
は
無
意
識
に
）
自
己
の
宗

教
信
仰
を
強
化
し
深
化
す
る
た
め
に
行

う
、
い
わ
ゆ
る
修
行
と
し
て
の
念
仏
の

効
果
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
場
合

に
よ
っ
て
、
互
に
複
合
し
て
い
る
こ
と

が
多
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
、
第
三
の
修
行
と

し
て
の
念
仏
か
ら
、
日
課
、
数
量
念
仏

を
検
討
し
て
み
よ
う
。

そ
の
方
法
と
し
て
、
念
仏
に
限
ら
ず
、

し
て
天
命
を
知
る
」
と
言
っ
て
い
ら
れ

る
。
三
十
に
し
て
立
つ
と
云
う
の
は
、

独
立
し
得
た
姿
で
あ
る
。
四
十
に
し
て

惑
は
ず
と
云
う
の
は
、
非
常
な
自
信
を

得
た
と
云
う
言
い
方
で
あ
る
。
之
を
行

け
ば
大
丈
夫
と
云
う
信
念
の
確
立
で
あ

ろ
う
。
三
十
に
し
て
立
ち
、
四
十
に
し

て
惑
わ
な
か
っ
た
孔
子
は
偉
い
。

然
し
孔
子
は
そ
れ
で
も
「
五
十
に
し

て
天
命
を
知
る
」
と
云
っ
て
い
る
。
孔
子

の
天
命
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
孔

子
の
宗
教
が
あ
る
。
即
ち
こ
の
時
に
孔
子

も
宗
教
に
入
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
今
日

の
漢
学
者
は
六
ヶ
敷
い
文
学
は
却
々
よ
く

知
っ
て
い
る
。
併
し
ど
れ
程
知
っ
て
お
る

か
思
っ
て
、
三
十
五
銭
の
字
引
を
開
い
て

或
る
字
を
聞
い
て
見
た
と
こ
ろ
、
答
え
う

る
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
三
十

五
銭
の
字
引
に
も
劣
る
で
は
な
い
か
。

矢
張
り
孔
子
の
よ
う
に
、
天
の
道
を

知
り
、
天
に
祈
る
事
が
出
来
て
こ
そ
、

所
謂
儒
教
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か

思
う
。
今
日
の
漢
学
者
は
孔
子
の
道
を

説
き
な
が
ら
、
本
当
に
孔
子
の
道
を
行

わ
ぬ
。
之
は
自
ら
天
に
祈
る
こ
と
を
知

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
続
）
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を
深
く
長
く
す
る
よ
う
に
心
掛
け
、
反

復
訓
練
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
精

神
が
調
御
さ
れ
、
理
想
的
心
的
体
制
が

次
第
に
内
面
に
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
音
声
も
ま
た
然
り
、
悲
し
い
歌
を

う
た
い
、
悲
し
い
調
べ
を
聞
け
ば
悲
し

い
心
に
な
り
、
逆
に
心
の
嬉
し
い
時
に

は
自
ず
と
明
る
い
声
が
出
、
悲
し
い
時

は
暗
い
声
に
な
る
。
そ
こ
で
、
真
剣
に

明
る
い
声
で
繰
返
し
経
を
読
み
、
一
心

に
口
唱
念
仏
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
今
ま
で
な
か
っ
た
特
殊
な
明
る
い

集
中
し
た
心
境
を
現
さ
せ
よ
う
と
い
う

修
行
の
原
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。（
続
）

（
註
）

⑺
岸
本
英
夫
『
宗
教
神
秘
主
義
』

昭
和
三
三�

大
明
堂�

六
三
頁

⑻
同
「
行
の
心
理
」

『�

信
仰
と
修
の
心
理
』
昭
五
〇�

溪
声

社　

門
脇
佳
吉
編
『
修
行
之
人　

間

形
成
』
昭
五
三�

創
元
社

⑼
同　

九
〜
一
四
頁

⑽
同
『
宗
教
学
』
大
明
堂

昭
三
六　

七
一
頁

修
行
一
般
に
つ
い
て
の
宗
教
学
の
諸
成

果
を
参
照
し
て
み
た
い
。

修
行
の
定
義
と
し
て
は
、
宗
教
に
限

ら
ず
一
般
的
に
、

「
行
い
を
通
し
て
心
を
練
る
営
み
」
⑺

と
言
わ
れ
る
が
、
特
に
宗
教
的
に
は
、

「
精
神
を
錬
え
、
宗
教
的
理
想
を
宗
教

体
験
の
上
に
実
現
す
る
た
め
に
い
と
な

ま
れ
る
行
動
体
系
」
⑻

と
さ
れ
る
。

そ
の
行
を
通
し
て
、
そ
の
人
格
の
内

に
特
殊
の
宗
教
的
態
度
、
信
仰
体
制
と

い
う
べ
き
も
の
が
形
成
さ
れ
、
そ
う
し

た
人
格
を
宗
教
的
人
格
と
呼
ぶ
。

ま
た
、
そ
の
目
的
を
更
に
細
分
し
て
、

１
、
一
定
の
心
的
境
地
へ
の
到
達

２
、
心
身
の
鍛
錬

３
、
信
仰
、
信
念
の
強
化

４
、
懺
悔
滅
罪

５
、
感
謝

６
、
請
願
成
就
の
犠
牲

７
，
特
殊
能
力
の
獲
得

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
⑼
。
こ
れ
ら
も
相

互
に
複
合
し
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、

念
仏
に
あ
て
は
め
て
み
て
も
一
応
妥
当

る
こ
と
を
経
験
的
に
把
握
し
た
と
こ
ろ

か
ら
生
れ
た
に
違
い
な
い
。
例
え
ば
、

１
、
姿
勢
と
心

２
、
呼
吸
と
心

３
、
声
と
心

の
夫
々
に
、
内
外
相
応
の
相
関
性
が
自

覚
さ
れ
た
。

姿
勢
を
シ
ャ
ン
と
す
れ
ば
、
自
ず
か

ら
心
が
シ
ャ
ン
と
す
る
。
逆
に
、
心
が

シ
ャ
ン
と
す
れ
ば
、
姿
勢
も
シ
ャ
ン
と

な
る
。
姿
勢
を
崩
し
緊
張
を
解
い
て
、

心
だ
け
を
シ
ャ
ン
と
し
よ
う
と
し
て
も
、

そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
外

の
姿
勢
を
不
断
に
正
し
く
す
る
行
為
を

意
識
的
に
繰
り
返
す
と
、
い
つ
の
間
に

か
内
な
る
精
神
が
錬
え
ら
れ
正
し
く
な

る
道
理
が
あ
る
。

呼
吸
も
ま
た
精
神
と
密
接
な
相
互
関

連
が
あ
る
。
病
気
、悲
歎
、不
安
、怒
り
、

驚
き
、
い
ら
い
ら
と
い
う
心
理
情
況
に

あ
る
時
は
、
呼
吸
は
常
に
浅
く
て
短
い
。

そ
れ
に
反
し
て
健
康
、
愉
快
、
平
安
、

落
着
、
笑
い
と
い
う
気
分
の
時
、
人
間

は
い
つ
も
深
く
て
長
い
呼
吸
を
し
て
い

る
。
そ
こ
で
反
対
に
、
意
識
的
に
呼
吸

す
る
と
言
え
よ
う
。

仏
教
に
は
念
仏
に
限
ら
ず
、
幾
多
の

修
行
形
態
が
形
成
さ
れ
伝
承
さ
れ
て
来

た
。
人
間
の
行
為
を
身
・
口
・
意
三

業
に
分
け
れ
ば
、
礼
拝
、
合
掌
、
坐

禅
、
登
山
、
回
峰
、
巡
礼
、
水
行
、
舞

踊
、
写
経
、
断
食
、
太
鼓
や
木
魚
や
鈴

な
ど
の
振
揺
な
ど
は
身
業
を
中
心
に
し

た
行
法
で
あ
り
、
唱
名
、
唱
題
、
呪
文
、

誦
経
、
教
息
、
調
息
、
無
言
な
ど
は
口

業
。
憶
念
、
想
念
、
観
察
、
祈
祷
、
禅

定
、
公
案
な
ど
は
意
業
に
か
か
わ
る
行

法
で
あ
る
。
又
個
人
的
と
集
団
的
型
題

と
を
分
け
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
修
行
が
十
分
な
効

果
を
あ
げ
る
条
件
と
し
て
、

１
、
高
い
理
想

２
、
よ
き
指
導
者

３
、
よ
き
環
境

４
、
反
復
的
行
動
様
式

の
四
つ
が
整
う
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
る
⑽
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
修
行
を
通
し
て

心
が
練
え
ら
れ
る
と
い
う
基
本
原
理
は
、

お
そ
ら
く
昔
か
ら
、
人
間
の
身
・
ロ
・

意
三
業
に
は
密
接
な
相
互
連
因
性
が
あ
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羊
羹
の
頭
と
尾
が
わ
か
り
ま
す
か
―
。

羊
羹
に
は
、
頭
も
尻
も
な
い
。
そ
れ

は
そ
の
筈
で
す
。
一
方
が
頭
な
ら
一
方

は
お
尻
、
一
方
が
お
尻
な
ら
一
方
が
頭

で
あ
る
か
ら
で
す
。
総
て
は
こ
の
羊
羹

の
頭
と
尻
と
の
よ
う
に
相
反
し
て
い
る

よ
う
な
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
一
つ
で

あ
る
も
の
を
異
っ
て
い
る
よ
う
に
見
て

い
る
の
で
す
。
羊
羹
を
三
つ
に
切
っ
て

も
、
三
本
な
が
ら
羊
羹
で
あ
り
、
三
本

が
合
わ
さ
っ
て
一
本
に
な
る
。
一
本
を

千
切
れ
に
切
っ
て
も
皆
羊
羹
の
味
が
す

る
月
と
ス
ッ
ポ
ン
で
も
一
つ
天
地
の
大

生
命
で
出
来
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
猫

も
杓
子
も
、
本
当
は
血
を
分
け
た
兄
弟

で
あ
り
、
親
子
で
あ
り
羊
羹
の
頭
と
尻

尾
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
事
を
い
う
と

無
茶
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
例
え
ば

藤
の
花
で
も
、
葉
で
も
蔓
で
も
、
藤
の

木
の
一
部
分
で
す
。
一
部
分
と
い
う
こ

今
、
極
楽

�

（『
生
活
線
上
の
宗
教
よ
り
』）

中
野
　
尅
子
（
善
英
）�

上
人

と
は
根
や
幹
の
一
部
分
で
あ
り
、
根
や

幹
の
変
形
で
あ
り
ま
す
。
土
の
中
に
い

る
処
は
根
、
地
上
へ
出
た
と
こ
ろ
は
幹

や
枝
、
そ
れ
が
伸
び
て
は
蔓
と
な
り
、

葉
と
な
り
、
花
と
な
り
、
実
と
な
る
全

体
が
合
し
て
「
藤
ノ
木
」
で
あ
り
、
一

本
の
羊
羹
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

お
鍋
の
中
へ
入
れ
て
煮
ら
れ
て
い
る

馬
鈴
薯
と
、
コ
レ
を
煮
て
い
る
釜
戸
と

薪
と
、四
者
は
各
々
別
々
の
物
で
、別
々

の
働
き
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
一

つ
の
仕
事
に
向
っ
て
統
一
し
、
一
つ
の

根
本
よ
り
生
じ
て
四
種
に
作
用
し
て
い

る
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
、
よ
く
よ
く
見
る
と

各
別
の
ま
ま
で
一
味
、
一
道
、
一
体
、

一
種
で
あ
り
ま
す
。
天
地
間
総
て
の
森

羅
万
象
三
千
の
諸
法
は
、
非
常
に
複
雑

の
よ
う
だ
が
一
意
志
、
一
作
用
で
あ
り

ま
す
。

例
え
ば
、自
分
の
カ
ラ
ダ
で
も
頭
、足
、

胴
な
ど
、
幾
つ
か
あ
る
が
ド
コ
か
ら
が

足
で
、
ド
コ
か
ら
が
手
で
、
ド
コ
か
ら

が
胴
と
区
別
し
得
る
で
し
ょ
う
か
、
同

じ
皮
膚
で
連
な
り
、
同
じ
血
管
、
同
じ

骨
格
で
続
き
、
同
じ
栄
養
が
一
方
か
ら

一
方
へ
流
れ
、
同
じ
神
経
が
頭
の
天
辺

か
ら
足
の
爪
先
ま
で
通
っ
て
い
る
。
目

の
働
き
、
耳
の
働
き
、
鼻
や
口
の
働
き

と
異
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、皆「
中
野
」

の
働
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
皆
、
集
っ

て
「
中
野
」
を
形
成
し
、
組
立
て
て
い

る
の
で
す
。
そ
の
一
部
分
を
欠
い
た
ら

中
野
は
成
立
た
ぬ
。
髪
の
毛
一
本
欠
い

て
も
「
中
野
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
胃

腸
に
よ
っ
て
栄
養
が
吸
収
さ
れ
、
そ
の

栄
養
が
血
管
に
よ
っ
て
全
身
に
配
給
さ

れ
る
。
そ
の
血
液
は
肺
で
浄
化
さ
れ
心

臓
に
よ
っ
て
送
ら
れ
る
。
そ
の
肺
や
心

職
の
働
き
は
ま
た
胃
腸
の
活
動
に
よ
っ

て
栄
養
を
供
給
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
ま
す
。
こ
ん
な
に
皆
が
一
貫
し
て
、

一
団
と
な
っ
て
相
扶
け
相
補
い
合
っ
て

い
る
。
結
局
一
な
る
も
の
の
細
分
で
あ

り
、
一
体
の
両
端
、
い
や
両
端
と
い
う

も
の
の
も
無
い
一
体
で
あ
り
ま
す
。

仏
だ
、
凡
夫
だ
な
ん
て
二
つ
の
別
物

が
有
る
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
地
獄
だ
極

楽
だ
な
ん
て
別
の
処
が
あ
る
の
で
あ
り

ま
せ
ぬ
。
こ
の
自
分
が
コ
コ
で
直
ち
に

仏
の
心
で
、
仏
の
働
き
を
や
っ
て
い
る

の
で
し
た
。
他
人
の
頭
を
叩
く
拳
骨
で
、

人
の
肩
を
親
切
に
叩
い
て
や
れ
る
よ
う

に
、
全
体
調
和
、
全
体
和
合
の
為
め
に

自
覚
し
て
働
い
た
ら
今
、
仏
で
す
。
コ

コ
が
極
楽
で
す
。
阿
弥
陀
様
が
極
楽
を

造
っ
て
置
い
て
下
さ
っ
た
の
で
な
く
、

大
信
心
に
な
っ
て
や
り
か
け
た
ら
、
此

こ
の
一
歩
か
ら
極
楽
に
な
る
の
で
す
。

「
み
旨
よ
我
れ
に
現
わ
れ
よ
、
み
国
よ

こ
こ
に
来
た
れ
か
し
」
で
す
。

一
人
で
や
る
か
ら
強
い

大
勢
で
や
る
と
弱
い

大
勢
で
や
っ
て
い
て
も
、

や
っ
て
い
る
中
心
は

常
に
一
人
で
あ
る
。

�

中
野
善
英
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フランク 光然 ヒュトゲン師

の
た
め
に
お
話
い
た
だ
き
、
そ
の
後
に

念
仏
を
一
時
間
ほ
ど
一
緒
に
お
称
え
い

た
し
ま
し
た
。

今
後
も
様
々
な
国
や
地
域
で
開
催
す

る
こ
と
で
念
仏
に
よ
っ
て
繋
が
れ
る
世

界
を
目
指
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
回
第
五
回
は
、
昨
年
十
一
月
の
第

一
回
の
開
催
時
に
主
催
者
な
っ
て
く
だ

さ
っ
た
浄
土
宗
ハ
ワ
イ
開
教
区
が
再
び

中
心
と
な
っ
て
の
開
催
で
す
。

第
４
回
世
界
同
時
念
仏
会
の
模
様
は

左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
らY

ouT
ube

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

次
回
の
予
定

ハ
ワ
イ
時
間

十
一
月
十
三
日
㈯
午
前
十
一
時
〜

日
本
時
間

十
一
月
十
四
日
㈰
午
前
六
時
〜

Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
Ｉ
Ｄ
：890�9599�4965

パ
ス
コ
ー
ド
：888946

世
界
同
時
念
仏
会
の
年
間
中
継
予
定

一
月　

イ
ン
ド
・
ネ
パ
ー
ル

仏
心
寺
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
・
カ
ト
マ
ン
ズ

三
月　

ブ
ラ
ジ
ル

ク
リ
チ
バ
日
伯
寺

七
月　

フ
ラ
ン
ス

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
仏
教
セ
ン
タ
ー

十
一
月　

ハ
ワ
イ

浄
土
宗
ハ
ワ
イ
開
教
区

http://canchiin.net/

行
事
報
告

第
四
回
世
界
同
時
念
仏
会
開
催

〜Chanting�N
am
u-A
m
ida-Butsu�

Internationally
（C.N

.I

）
〜

二
〇
二
一
年

フ
ラ
ン
ス
／
ド
イ
ツ

　
　

七
月
十
七
日
午
後
十
六
時

日
本
時
間

　
　

七
月
十
七
日
午
後
二
十
三
時

主
催

浄
土
宗
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
仏
教
セ
ン
タ
ー

高
僧
光
隆
上
人�

（
フ
ラ
ン
ス
）

フ
ラ
ン
ク�

光
然�

ビ
ュ
ト
ゲ
ン
師

�

（
ド
イ
ツ
）

後
援
：
二
十
四
時
間
不
断
念
仏
会

�

（
事
務
局
／
観
智
院
）

二
〇
二
〇
年
十
一
月
に
第
一
回
世
界

同
時
念
仏
会
を
開
催
し
、
五
月
と
九
月

に
は
二
十
四
時
間
不
断
念
仏
会
を
挟
み

な
が
ら
、
隔
月
で
世
界
各
地
か
ら
中
継

を
頂
き
、
今
回
で
四
回
目
と
な
り
ま
す
。

世
界
各
地
か
ら
参
加
者
を
募
り
Ｚ
Ｏ

Ｏ
Ｍ
に
ア
ク
セ
ス
し
て
念
仏
を
一
緒
に

お
称
え
い
た
し
ま
す
。

四
回
目
の
開
催
と
な
る
今
回
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
仏
教
セ
ン
タ
ー
が
主
体
と
な
り
、

ご
住
職
の
高
僧
光
隆
上
人
と
御
弟
子
の

フ
ラ
ン
ク
光
然
ビ
ュ
ト
ゲ
ン
師
が
中
心

と
な
り
参
加
者
の
皆
様
を
導
い
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

当
日
の
念
仏
会
で
は
始
め
に
高
僧
光

隆
上
人
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
仏
教
セ
ン

タ
ー
が
創
設
さ
れ
た
由
来
や
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
仏
教
の
布
教
活
動
な
ど
を
参
加
者 高僧光隆上人（ヨーロッパ 仏教センター）
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孟
蘭
盆
会
法
要

二
〇
二
一
年
七
月
十
九
日
十
三
時

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

の
影
響
に
よ
り
、
檀
信
徒
の
皆
様
の
中

に
は
棚
経
に
あ
た
り
直
接
訪
問
で
き
な

い
お
宅
も
あ
り
、
そ
う
し
た
方
々
の
た

め
に
昨
年
と
同
様
に
七
月
十
九
日
に
真

生
会
例
会
に
日
に
合
わ
せ
て
、
盂
蘭
盆

会
の
法
要
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

当
日
の
法
要
の
様
子
は
左
記
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
か
らY
ouT
ube

で
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

唐
沢
山
阿
弥
陀
寺

�

別
時
念
仏
修
養
会

観
智
院
・
多
聞
院
・
有
縁
各
所

二
〇
二
一
年
八
月
一
日
（
日
）

�

〜
三
日
（
火
）

眞
生
同
盟
・
観
智
院
の
行
事
の
中
で

も
長
い
歴
史
を
持
つ
唐
沢
山
念
仏
修
養

会
で
す
が
、
今
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
拡
大
の
影
響
を
考
慮
し
つ

つ
開
催
期
間
を
通
常
の
五
日
間
か
ら
三

日
間
に
縮
小
の
う
え
、
昨
年
同
様
に
諏

訪
阿
弥
陀
寺
様
で
の
開
催
を
断
念
し
、

ま
た
一
般
の
皆
様
の
参
加
は
募
ら
ず
、

正
道
主
幹
・
徒
弟
で
修
し
て
、
東
京
観

智
院
・
多
聞
院
及
び
有
縁
の
各
地
か
ら

中
継
配
信
に
よ
る
完
全
リ
モ
ー
ト
で
の

開
催
と
な
り
ま
し
た
。

初
日
は
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
後
、

唐
沢
山
阿
弥
陀
寺
様
で
の
修
養
会
で
あ

る
と
い
う
主
旨
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
、
先
ず
は
入
山
ビ
デ
オ
を
放
映

し
開
白
法
要
を
執
り
行
い
ま
し
た
。
礼

拝
儀
の
読
誦
、
念
仏
一
会
、
大
念
仏
、

法
話
、
昨
年
よ
り
行
っ
て
い
る
中
野
善

英
上
人
の
言
葉
を
テ
ー
マ
に
し
た
座
談

こ
の
度
、『
真
生
』
の
電
子
版
を
開

始
い
た
し
ま
し
た
。
電
子
版
に
移
行
さ

れ
た
い
方
は
メ
ー
ル
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。
最
新
号
以
外
の
過
去

の
『
真
生
』
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

メ
ー
ル　

shinsei@
canchiin.net

Ｆ
Ａ
Ｘ　

03
‒3431

‒7807

第4回 C. N. I. 参加者の方々ZOOM に合わせて観智院より念仏

盂蘭盆会 法要盂蘭盆会 法話資料
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秋
彼
岸
会
法
要

二
〇
二
一
年
九
月
十
九
日
（
土
）

観
智
院
本
堂
よ
り
ラ
イ
ブ
配
信

◇
別
時
念
仏　
　

午
前
十
時
〜

法
話�

土
屋�

正
道（
観
智
院
住
職
）

〜�

善
行
が
叶
わ
ぬ
私
が�

�
�

救
わ
れ
る
道
は
？
〜

◇
彼
岸
法
要　
　

午
前
十
一
時
〜

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
が

増
加
し
た
こ
と
で
四
度
目
の
緊
急
事
態

宣
言
が
発
令
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
感

染
拡
大
防
止
を
考
慮
し
、
今
年
の
秋
彼

岸
会
は
完
全
リ
モ
ー
ト
開
催
と
な
り
ま

し
た
。

当
日
は
住
職
の
み
で
別
時
念
仏
、
法

話
、
彼
岸
法
要
を
執
り
行
い
塔
婆
回
向
、

そ
の
模
様
を
ラ
イ
ブ
配
信
し
、
檀
信
徒

の
皆
様
に
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
参
列
を

お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。

座談会

会
を
主
幹
・
徒
弟
で
担
い
、
初
日
の
法

話
を
長
野
・
専
念
寺
の
福
田
哲
也
上
人

に
お
願
い
し
、
三
日
目
は
先
代
住
職
・

前
主
幹
の
光
道
上
人
の
テ
レ
ビ
法
話
、

「
宗
教
の
時
間
」「
さ
わ
や
か
講
話
」

を
放
映
い
た
し
ま
し
た
。

三
日
間
修
養
会
の
模
様
は
左
記
の
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
か
らY

ouT
ube

で
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

テレビ 法話「宗教の時間」 土屋光道上人

土屋正道主幹の法話

法話 福田哲也上人諸澤正俊上人の法話
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眞
生
芳
志
感
謝

眞
生
芳
志
を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
至
心
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
今
後
も
お
支
え
の
ほ
ど
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
４
８
３
号
以
降
9
月
16
日
ま
で
）

◆
金
二
万
円

埼
玉�

島
田
克
裕
・
三
重�

伊
藤
信
夫

神
奈
川�

高
橋
好
・
隆
雄

京
都�

吉
水
隆
子

◆
金
一
万
五
千
円

ハ
ワ
イ�

原�

源
照
・
兵
庫�

山
岡
和
知

◆
金
一
万
円

東
京�

福
田
行
慈
・
神
奈
川�

竹
石
光
流

兵
庫�

明
石
和
成
・
静
岡�

桑
子
文
雄

東
京�

内
田
智
康
・
富
山�

長
谷
川
善
政

岡
山�

漆
間
勇
哲
・
佐
賀�

立
川
光
俊

埼
玉�

畑
中
芳
隆
・
滋
賀�

広
瀬
卓
爾

青
森�

遠
藤
聡
明
・
東
京�

盛�

克
史

◆
金
五
千
円

千
葉�
岡
村
涌
亮
・
大
阪�

戸
井
啓
瑞

長
野�
松
崎
研
定
・
大
阪�

中
村
法
道

◆
金
四
千
円

千
葉�

鈴
木
只
単

◆
金
三
千
円

長
崎�

早
田
明
生
・
東
京�

遠
藤
幸
子

東
京�

生
田�

武
・
福
岡�

本
原
信
道

岐
阜�

早
川
修
二

◆
金
二
千
円

東
京�

山
田
静
遙
・
東
京�

熊
谷
芝
青

静
岡�

山
﨑
一
典
・
愛
知�

高
木
宏
昌

愛
知�

林�

望
東
・
宮
城�

大
江
田
博
導

東
京�

佐
藤
義
一
・
東
京�

木
村
演
佳

東
京�

馬
場
友
子
・
長
野�

青
沼
清
子

長
野�

青
沼
宏
之
・
長
野�

青
沼
ま
ゆ
み

神
奈
川�

都
丸
慶
子
・
埼
玉�

和
氣
昭
祐

�

（
敬
称
略
）

松
禅
院
念
仏
堂
修
繕
事
業

浄
財
勧
募
第
三
回
報
告

４
８
０
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
が

ご
浄
財
を
寄
進
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
４
８
３
号
以
降
8
月
30
日
ま
で
）

◆
金
二
万
円　

京
都�

吉
水
隆
子

◆
金
三
千
円　

千
葉�

矢
崎
勝
彦

�

（
敬
称
略
）

秋彼岸会 塔婆回向

秋彼岸会　法要秋彼岸会　法話
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第 59 回 眞生同盟本部大会眞生同盟本部大会

一一心心にに 南南無無阿阿弥弥陀陀仏仏とと いいうう時時はは 我我がが阿阿弥弥陀陀かか 阿阿弥弥陀陀がが我我かか

徳本上人

大悲真生阿弥陀仏が忙しいアナタのお越しをお待ちしています。如来様と一

つになる実感を得るまで策励いたしましょう。

本年は新型コロナウイルスの影響に鑑み、参加時間を限定して開催いたしま

す。詳細は下記の日程をご覧ください。 合掌

記

日 時：11 月 18 日㈭13:00～20 日㈯18:00

※一般参加は①19 日 13:00～18:00②20 日 13:00～18:00③21 日 13:00～18:00

食事・宿泊の提供はありません。コロナの影響によって日程が変更あります。

場 所：観智院（東 京 都 港 区 芝 公 園 2-2-13）

内 容：観智院：①念仏 ②法話 ③座談

導 師：土屋正道 眞生同盟主幹

法 要：①開白法要 18 日 13:00～

②結願法要 20 日 17:00～（御回向お申込下さい）

会 費：日帰り 3,000 円 ※不織布マスクを着用ください。

申 込:観智院・眞生同盟 港区芝公園 2−2−13 FAX 03-3431-7807

Email：shinsei@canchiin.net※ご参加の方は 11月 10日までにお知らせください。

下下記記のの項項目目にに参参加加時時間間ををごご記記入入くくだだささいい。。

フリガナ

お名前

連絡先 Tel : Email :

住所

回向願意

11 月 18 日㈭ 11 月 19 日㈮ 11 月 20 日㈯

参加

時間

＿＿時＿＿分頃

〜

＿＿時＿＿分頃

＿＿時＿＿分頃

〜

＿＿時＿＿分頃

＿＿時＿＿分頃

〜

＿＿時＿＿分頃

YouTube でも配信いたします。

QR コード


