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前
坊
守 

 

十
三
回
忌 

  
 

法
要
の
ご
案
内 

 

平
成
二
十
三
年 

 

四
月
二
十
四
日(

日) 
  
 
 
 

午
前
十
時
よ
り 

 

法
話 
 
 

野
世
信
水
師 
  

お
と
き
を
ご
用
意 

  
 
 
  
 
 

い
た
し
ま
す 

 

み
な
さ
ま 

  

お
誘
い
合
わ
せ
て 

  
 
 
  

お
参
り
下
さ
い 

い
よ
い
よ
で
す
！ 

 

宗
祖
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌 

 

一
泊
コ
ー
ス 

 

五
月
二
十
日
（
金
）
〜
二
十
一
日
（
土
） 

 
<

本
廟
参
拝
〜
京
都
観
光
〜
ホ
テ
ル
泊 

 
 

帰
敬
式
〜
御
遠
忌
参
拝
〜
狂
言
鑑
賞
〜
七
時
頃
着>

 

 

費
用
三
万
円 

現
在
二
十
三
名 

 

土
曜 

日
帰
り
コ
ー
ス 

 

五
月
二
十
一
日
（
土
） 

 
 
 
<

早
朝
発
〜
御
遠
忌
参
拝
〜
狂
言
鑑
賞
〜
七
時
頃
着>

 

 

費
用
一
万
円 

現
在
六
十
一
名 

 

日
曜 

日
帰
り
コ
ー
ス 

 

五
月
二
十
二
日
（
日
） 

 
 
 
<

早
朝
発
〜
御
遠
忌
参
拝
〜
狂
言
鑑
賞
〜
七
時
頃
着>

 

 

費
用
一
万
円 

現
在
七
名 

 

最
終
締
め
切
り 

五
月
八
日
（
日
） 

 

ぜ
ひ
ご
一
緒
に
！ 
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親 

鸞 

聖 

人 

の 

ご 

生 

涯 
  

関
東
の
親
鸞 

 
 

 

聖
人
の
布
教
生
活 

 

常
陸
の
国
（
茨
城
県
）
の
稲
田
に
腰
を
す
え
て

十
数
年
、
土
地
の
人
々
と
も
な
じ
み
、
本
願
念
仏

の
み
教
え
に
帰
依
す
る
人
々
も
次
第
に
増
え
て
い

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
聖
人
の
布
教
範
囲
は
広
く
関

東
一
円
に
及
ん
で
い
る
。
人
が
一
時
間
に
歩
け
る

距
離
は
四
〜
五
キ
ロ
だ
か
ら
四
十
キ
ロ
な
ら
八
時

間
程
度
は
か
か
る
。
つ
ま
り
朝
に
稲
田
の
草
庵
を

出
る
と
、
夕
方
ご
ろ
弟
子
の
家
に
つ
き
、
夜
、
教

え
を
説
い
て
翌
日
帰
っ
て
く
る
。
聖
人
は
こ
ん
な

一
泊
二
日
の
布
教
生
活
を
通
常
送
っ
て
い
た
と
想

像
で
き
る
。 

 

聖
人
の
教
え
に
帰
依
し
た
人
々
は
、
武
士
や
領

主
、
神
官
に
ま
で
及
ん
で
い
る
が
、
や
は
り
多
数

は
「
い
な
か
の
人
々
」
と
呼
ば
れ
る
百
姓
や
商
人
、

猟
や
漁
（

す
な

ど
り
）

を
し
て
生
活
を
す
る
人
々
で
あ

っ
た
。 

『
歎
異
抄
』
に 

う
み
か
わ
に
あ
み
を
ひ
き
、
つ
り
を
し
て
世

を
わ
た
る
も
の
も
、
野
山
に
し
し
を
か
り
、

と
り
を
と
り
て
い
の
ち
を
つ
ぐ
と
も
が
ら
も
、

あ
き
な
い
を
も
し
、
田
畑
を
つ
く
り
て
す
ぐ

る
ひ
と
も
、
た
だ
お
な
じ
こ
と
な
り
と
、
さ

る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
せ
ば
、
い
か
な
る
ふ

る
ま
い
も
す
べ
し
、
と
こ
そ
聖
人
は
お
お
せ

そ
う
ら
い
し 

と
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々

は
当
時
社
会
か
ら
差
別
さ
れ
、
さ
げ
す
ま
れ
て
生

き
る
人
々
で
あ
っ
た
。
し
か
し
聖
人
は
こ
れ
ら
の

人
々
こ
そ
如
来
の
本
願
の
正
機
で
あ
る
と
み
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
ら
も
妻
を
も
ち
子
供
を

も
つ
家
庭
人
と
し
て
、
煩
悩
に
悩
み
苦
し
む
愚
か

な
凡
夫
と
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
と
生
活
を
共
に
し
、

本
願
が
か
け
ら
れ
て
い
る
身
で
あ
る
こ
と
、
お
念

仏
申
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
大
切
さ
を
諄
々
と

説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
な
り
わ

い
と
は
い
い
な
が
ら
、
猟
や
漁
を
し
て
殺
生
し
て

生
き
る
こ
と
に
、
ま
た
業
縁
の
も
よ
お
す
ま
ま
に

愚
か
な
ふ
る
ま
い
を
も
し
て
し
ま
う
こ
と
に
深
い

罪
悪
感
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
歎
異
抄
』
の
な
か
に 

罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
（

し
じ

ょ
う

）

の
衆
生
を

た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す 

と
あ
る
が
「
い
か
に
罪
業
は
深
重
な
り
と
も
如
来

の
本
願
は
す
く
い
ま
し
ま
す
」
と
い
う
如
来
の
大

悲
に
彼
ら
は
す
く
い
を
見
い
し
、
生
き
る
よ
ろ
こ

び
を
回
復
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

妻 

恵
信
尼 

 

聖
人

の

二

十
年

間

に
わ

た

る

関
東

に

お
け

る

布

教
生

活
は
、
聖
人
一
人
の

な

せ
る

も

の

で
は

な
か
っ
た
。
そ
こ
に

は
よ
き
協
力
者
、
妻

恵

信
尼

の

存

在
が

あ
っ
た
。
家
庭
を
も

ち
、
子
供
を
も
つ
身

と

し
て

恵

信

尼
も

ま

た

い

な

か

の

人
々
と
生
活
を
共
に
し
、
お
念
仏
の
教
え
を
聴
聞

し
、
よ
き
相
談
者
と
し
て
慕
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

真
宗
で
は
住
職
の
妻
の
こ
と
を
「
坊
守
」
と
呼

ぶ
が
、
聖
人
の
布
教
生
活
を
支
え
、
家
庭
を
切
り

も
り
し
、
お
同
行
と
親
し
く
接
す
る
恵
信
尼
の
す

が
た
は
、
今
日
の
坊
守
の
手
本
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
室
町
時
代
に
書
か
れ
た
「
親
鸞
聖
人
御
因

縁
」
に
は
法
然
上
人
が
結
婚
し
た
ば
か
り
の
こ
ろ

の
恵
信
尼
を
み
て
「
子
細
な
き
（
立
派
な
）
坊
守

な
り
」
と
語
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て

い
る
。 

 

関
東
に
お
い
て
は
三
人
の
子
供
が
誕
生
し
た
。

生
活
は
決
し
て
楽
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

門
弟
や
同
行
に
支
え
ら
れ
て
平
穏
な
生
活
を
送
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

教
団
の
形
成 

 

聖
人
の
二
十
年
近
く
に
及
ぶ
布
教
活
動
に
よ
っ

て
関
東
一
円
に
門
徒
集
団
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

聖
人
の
門
弟
の
名
前
を
記
し
た
も
の
に
『
親
鸞
聖

人
門
侶
交
名
帳
（
も

ん
り

ょ
き

ょ
う

み
ょ

う
ち

ょ

う
）
』
と

い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
常
陸
（
ひ
た

ち
・

茨
城
県
）
二
十
、
下
総
（
し

も
う

さ
・

千
葉
県
）

四
、
下
野
（
し
も
つ

け
・

栃
木
県
）
六
、
武
蔵
（
む
さ

し
・

東
京
都
）
一
、
陸
奥
（
む

つ
・

福
島
、
宮
城
、

岩
手
県
）
七
、
越
後
（
え

ち
ご

・

新
潟
県
）
一
、
遠

江
（
と
お

と
う
み

・

静
岡
県
）
一
、
京
都
八
の
合
計
四

十
八
人
が
聖
人
か
ら
直
接
教
え
を
う
け
た
者
と
し

て
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
心
が
横
曽

根
（
よ

こ
そ

ね

・

茨
城
県
常
総
市
）
の
性
信
（
し

ょ
う

し
ん
）

を
最
初
の
指
導
者
と
す
る
横
曽
根
門
徒
、
高

田
（
栃
木
県
真
岡
市
）
の
真
仏
や
顕
智
（

け
ん

ち
）

の
高
田
門
徒
、
鹿
島
（
茨
城
県
鉾
田
市
）
の
順
信

の
鹿
島
門
徒
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
門
弟
に
は
そ
れ

ぞ
れ
の
門
弟
が
い
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
門
徒
を
合

わ
せ
る
と
数
千
人
に
の
ぼ
る
と
見
ら
れ
る
。
彼
ら

は
月
に
一
回
は
お
座
を
開
い
て
聞
法
し
た
。
そ
の

日
は
多
く
法
然
上
人
の
命
日
の
二
十
五
日
で
、
そ

れ
を
「
二
十
五
日
の
御
念
仏
」
と
よ
ん
だ
。
聖
人

滅
後
は
、
聖
人
の
命
日
二
十
八
日
に
か
わ
り
、
今

日
ま
で
綿
々
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
会

所
（

え

し
ょ

）

と
な
っ
た
の
は
多
く
、
信
州
善
光
寺

の
ご
本
尊
を
ま
つ
る
如
来
堂
や
、
聖
徳
太
子
を
ま

つ
る
太
子
堂
で
あ
っ
た
。
や
が
て
太
子
堂
が
寺
院 

恵心尼によって建てられた

といわれる五輪の塔 
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と
し
て
発
展
し
た
も
の
が
高
田
専
修
寺
（
栃
木
県

真
岡
市
）
で
あ
る
。
ま
た
門
徒
の
数
が
多
く
な
れ

ば
自
分
た
ち
だ
け
の
会
所
も
つ
く
ら
れ
た
。
そ
れ

が
道
場
で
あ
る
。
今
日
で
も
各
地
の
お
道
場
で
二

十
八
日
に
は
お
講
が
つ
と
ま
っ
て
い
る
。 

 

日
野
佐
衛
門
の
改
心 

 

大
正
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
倉
田
百
三
（

ひ
ゃ

く
ぞ

う
）

の
戯
曲
『
出
家
と
そ
の
弟
子
』
は
大
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
と
な
り
、
国
内
の

み
な
ら
ず
、
海
外
に
も

多
く
の
読
者
を
得
た
。

こ
の

戯
曲

の
第

一
幕

の
も

と
に

な
っ

て
い

る
の
が
、
枕
石
寺
（
ち

ん
せ
き

じ
）

に
伝
わ
る
伝

承
で
あ
る
。 

 

日

野
佐

衛
門

頼
秋

は
近
江
国
（
お

う
み

の
く

に
）

日
野
の
北
面
（

ほ
く

め

ん

）

武
士
で
あ
っ
た

が
、
訳
あ
っ
て
流
罪
の

身
と

な
っ

て
常

陸
の

国
へ

来
た

の
で

あ
る

が
、
流
罪
が
解
け
て
も

故
郷
へ
帰
ら
ず
、
内
田

の
里
に
居
を
構
え
、
金

貸
し

を
業

と
し

て
い

た
。
生
来
の
人
間
不
信

で
、
頼
る
も
の
は
金
品
し
か
な
い
と
考
え
る
人
物

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
流
罪
の
遠
因
と
な
っ
た
の
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
流
罪
後
、

彼
の
人
間
不
信
は
一
層
つ
の
り
、
信
じ
ら
れ
る
も

の
は
銭
し
か
な
い
と
う
そ
ぶ
く
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。 

 

あ
る
年
の
冬
の
日
の
こ
と
、
日
野
佐
衛
門
は
借

金
の
取
り
立
て
に
回
っ
た
が
、
逆
に
こ
と
ご
と
く

延
済
を
申
し
込
ま
れ
て
、
返
済
を
拒
ま
れ
、
夕
刻

か
ら
ヤ
ケ
酒
を
あ
お
っ
て 

「
借
り
る
と
き
の
観
音
顔
、
返
す
と
き
の
閻
魔
（
え

ん
ま
）

顔
と
は
よ
う
い
う
た
も
ん
じ
ゃ
、
ど
い
つ
も

こ
い
つ
も
、
わ
し
を
邪
見
か
畜
生
の
よ
う
に
あ
し

ら
い
や
が
る
」 

と
、
女
房
を
相
手
に
く
だ
を
ま
い
て
い
た
。
外
は

い
つ
の
間
に
か
雪
に
な
り
、
冷
え
こ
ん
で
き
た
。 

「
わ
し
は
悪
人
に
な
り
き
る
ん
だ
。
善
人
づ
ら
し

て
い
る
奴
ら
の
面
の
皮
を
ひ
ん
む
い

て
や
る
！
」 

 

日
野
佐
衛
門
が
毒

舌
を

女
房
に
吐
い
て
い
る

と
こ

ろ
へ
、
布
教
途
中
の
親
鸞
聖

人
が
一
夜
の
宿
を
乞
う
た
。

雪
に
足
を
と
ら
れ
た
の
か
、

草
鞋
（
わ

ら
じ
）

に
血
を
に
じ

ま
せ
て
い
た
。
だ
が
、
す
さ

ん
だ
心
の
佐
衛
門
は
、
言
下

に
、
「
泊
め
る
わ
け
に
は
い

か
ぬ
！
」
と
断
っ
た
。 

 

や
む
を
え
ず
、
聖
人
は
軒

先
で
野
宿
す
る
こ
と

に
し

た
。
雪
は
次
第
に
吹
雪
と
な

っ
て
全
身
を
包
む
。
聖
人
は

軒
先
の
石
を
枕
に
、
網
信
傘

（
あ

じ

ろ
が

さ

）

で
顔
を
覆
っ

て
体
を
横
た
え
た
。
そ
の
ま

ま
眠
り
に
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

厳
寒
の
外
で
眠
っ
て
し
ま
え
ば
、
身
体
が
凍
て
つ

い
て
死
ん
で
し
ま
う
。 

 

聖
人
は
身
体
を
横
た
え
な
が
ら
「
南
無
阿
弥
陀

仏･
･
･

」
と
念
仏
を
く
り
返
し
く
り
返
し
称
え
て
い

た
。 

 

夜
中
、
佐
衛
門
の
夢
に
観
音
菩
薩
が
姿
を
現
し

て
、「
佐
衛
門
、
な
ん
じ
知
ら
ず
や
、
い
ま
門
前
に

阿
弥
陀
如
来
が
泊
ま
ら
せ
た
ま
う
ぞ
。
早
く
教
化

を
こ
う
む
る
べ
し 

こ
の
期
を
逃
せ
ば
、
な
ん
じ

は
永
劫
（
よ
う

ご
う

）

に
苦
海
を
の
が
れ
ら
れ
ぬ
ぞ
」 

と
告
げ
た
。
酔
境
も
う
ろ
う
と
し
て
い
た
佐
衛
門

は
、
こ
の
お
告
げ
に
飛
び
起
き
て
家
を
出
て
み
た
。

だ
が
、
酔
境
の
彼
の
目
に
映
る
の
は
、
吹
雪
の
中

で
念
仏
を
称
え
る
聖
人
の
姿
だ
け
で
あ
る
。
佐
衛

門
は
あ
わ
て
て
無
礼
を
詫
び
、
聖
人
を
家
へ
迎
え

入
れ
て
観
音
の
夢
告
を
語
り
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ま

で
な
し
て
き
た
悪
業
を
す
べ
て
告
白
し
た
。
聖
人

は
そ
れ
を
温
か
く
受
け
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。 

「
私
た
ち
は
悪
い
こ

と
ば

か
り
し
て
い
ま
す
。
人
を
憎

み
、
呪
い
も
し
ま
す
。
だ
が
、

汚
れ
き
っ
た
心
で
あ

っ
て

も
、
信
ず
る
心
だ
け
は
誰
に

で
も
あ
る
も
の
、
そ
の
心
こ

そ
が
永
遠
に
輝
く
仏

の
光

な
の
で
す
」 

 

佐
衛
門
は
聖
人
の

教
え

に
打
た
れ
、
髪
を
切
っ
て
弟

子
と
な
っ
た
。
入
西
房
道
円

（
に
ゅ

う
さ
い

ぼ
う

ど
う

え
ん

）
の

誕
生
で
あ
る
。
道
円
は
そ
の

後
、
念
仏
道
場
を
開
き
、
石

を
枕
に
念
仏
す
る
聖

人
の

姿
を
生
涯
心
に
刻
む

た
め

に
、
枕
石
寺
と
名
づ
け
た
。

寺
に
は
聖
人
が
枕
に
し
「
大

心
海
（

た
い
し

ん
か

い
）
」
と
彫
ら
れ
た
石
枕
や
、
石
を

枕
に
し
て
眠
る
聖
人
の
姿
を
刻
ん
だ
「
雪
中
枕
石

の
御
影
」
な
ど
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。 

（
住
職
） 

雪中枕石の御影  

枕石寺（茨城県常陸太田市）  
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世
話
方
集
会
が
開
か
れ
ま
し
た 

 
新
役
員
が
承
認
さ
れ
ま
し
た 

 

筆
頭
総
代 

吉
川
芳
弘 

 
 

（
武
周
町
出
身
・
福
井
市
大
島
町
在
住
） 

 

総
代 

末
定
育
雄
（
安
田
町
） 

 

総
代 

高
橋
秀
隆
（
武
周
町
） 

 

会
計 

高
橋 

諭
（
武
周
町
） 

 

退
任
さ
れ
た
皆
様
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た 

 

筆
頭
総
代 

鈴
木
春
夫
（
武
周
町
） 

 

総
代 

末
定
文
好
（
安
田
町
・
今
年
三
月
ご
往
生
） 

 

総
代 

内
田
健
治
（
武
周
町
） 

 

会
計 

吉
川
芳
弘 

 

主
な
行
事
予
定 

７
月

10 

11
日 

 

永
代
経 

 

11
日
は
バ
ス
が
３
台
出
ま

す
。 

 

10
月
17 

18 

19
日 

報
恩
講 

 

18
日
は
バ
ス
が
３
台
出
ま

す
。 

 

11
月
28 

29 

30
日 

 
 
 
 
 
 
 

御
正
忌
報
恩
講 

 

29
日
は
お
と
き
を 

 

ご
用
意
い
た
し
ま
す 

 

そ
の
他 ☆

大
台
所
の
水
回
り
工
事
に
と
り
か
か
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
永
代
経
ま
で
に
は
完
了
す

る
予
定
で
す
。 

☆
お
寺
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

な
努
力
が
必
要
だ
と
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

   

筆
頭
総
代
就
任
の
ご
挨
拶 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
川 

芳
弘 

   

今
年
の
大
雪
も
や
っ
と
消
え
、
西
雲
寺
の
し
だ

れ
桜
も
咲
き
始
め
ま
し
た
。 

 

三
月
の
世
話
方
集
会
で
承
認
さ
れ
、
こ
の
要
職

に
就
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

 

日
毎
に
責
任
の
重
大
さ
を
痛
感
い
た
し
て
お
り

ま
す
。
と
て
も
そ
の
よ
う
な
器
で
は
な
い
し
、
地

元
に
住
ん
で
い
な
い
事
も
あ
り
、
何
回
も
断
っ
た

の
で
す
が
、
武
周
の
世
話
方
、
町
内
会
長
、
特
に

住
職
さ
ん
は
家
ま
で
来
ら
れ
薦
め
る
の
で
、
覚
悟

を
決
め
ま
し
た
。 
 

お
引
き
受
け
し
た
以
上
は
、
私
な
り
に
一
生
懸

命
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
指

導
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

さ
て
、
五
月
に
は
本
山
で
七
百
五
十
回
御
遠
忌

が
勤
ま
り
ま
す
。
皆
様
の
浄
財
で
改
修
工
事
が
完

了
し
、
と
て
も
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た
。 

 

ま
だ
席
に
余
裕
が
あ
る
そ
う
な
の
で
、
是
非
お

参
り
致
し
ま
し
ょ
う
。 

 

西
雲
寺
で
も
、
三
年
積
み
立
て
し
て
い
ま
す
。

あ
る
程
度
資
金
が
出
来
た
ら
、
御
遠
忌
を
勤
め
た

い
と
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
何
か
と
お
世
話
に
な

り
ま
す
が
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

東
日
本
大
震
災
が
も
た
ら
し
た
津
波
・
原
発
の

放
射
能
漏
れ
等
、
大
被
害
が
今
も
続
い
て
お
り
ま

す
。
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
々
に
心
か
ら
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

 

改
め
て
、
人
間
は
地
球
上
で
は
ち
っ
ぽ
け
な
も

の
で
す
。
人
は
万
物
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
、

自
然
の
偉
大
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。 
 

明
日
は
我
が
身
、
後
生
の
一
大
事
で
す
。
そ
の

た
め
に
仏
法
を
聴
聞
さ
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。 

 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
西
雲
寺
の
発
展
と
御

門
徒
の
皆
様
方
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
祈
念
申
し

上
げ
ま
し
て
、
ご
挨
拶
に
代
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

     

退
任
の
ご
挨
拶 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鈴
木 

春
夫 

 
 

  

平
成
十
八
年
三
月
、
世
話
方
集
会
に
お
い
て
各

位
の
温
か
い
支
援
に
よ
り
ご
推
挙
を
い
た
だ
き
、

筆
頭
総
代
の
栄
職
に
就
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

こ
の
間
、
短
才
全
く
微
力
で
あ
り
ま
し
た
が
、

永
代
経
、
報
恩
講
な
ど
寺
の
諸
行
事
を
通
し
て
お

念
仏
相
続
の
思
い
を
新
た
に
し
、
寺
門
の
護
持
発

展
を
目
指
し
円
滑
な
寺
の
運
営
に
ひ
た
す
ら
精
進

し
て
ま
い
っ
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
が
、
何
分
に

も
力
及
ば
ず
、
お
同
行
の
皆
様
方
の
ご
期
待
に
添

う
よ
う
な
業
績
を
あ
げ
得
な
か
っ
た
こ
と
を
、
今

さ
ら
の
ご
と
く
反
省
い
た
し
て
い
る
次
第
で
あ
り

ま
す
。 

 

今
ま
で
私
ど
も
に
力
強
い
ご
協
力
を
終
始
寄
せ

て
い
た
だ
き
、
感
謝
に
た
え
ま
せ
ん
。
皆
様
方
の

ご
厚
意
に
対
し
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
、
退
任

の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 
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親
鸞
聖
人
に
「
智
愚
（
ち
ぐ
）

の
毒
」
と
い
う
こ
と
ば
が

あ
り
ま
す
。
「
智
」
と
は
「
智
慧
」
の
智
で
あ
り
、
智
者
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

「
愚
」
と
は
智
慧
な
き
者
と
い
う
こ
と
で
す
。
愚
か
な
者

の
言
動
に
は
人
を
傷
つ
け
る
毒
が
あ
る
こ
と
は
分
か
り
ま

す
が
、
智
慧
あ
る
者
に
も
毒
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
自

分
は
気
づ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
の
智
慧
や
能
力
を
誇

り
、
自
分
の
善
行
に
執
着
す
る
こ
こ
ろ
を
離
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
こ
ろ
が
人
を
傷
つ
け
、
仏
道

を
求
め
る
妨
げ
と
な
る
の
で
す
。
愚
か
な
者
は
「
自
分
は

ど
う
せ
愚
か
で
凡
夫
だ
か
ら
」
と
い
う
卑
下
す
る
こ
こ
ろ

が
仏
道
の
妨
げ
と
な
る
の
で
す
。
「
智
者
」
も
「
愚
者
」
も

ど
ち
ら
も
本
願
を
た
の
み
念
仏
申
す
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
す
。
こ
れ
は
共
に
自
力
の
世
界
で
す
。
他
力
と
は
「
如

来
の
本
願
力
」
で
あ
り
、
限
り
な
く
自
力
の
執
着
を
離
れ

し
め
る
如
来
の
は
た
ら
き
で
す
。
（
住
職
） 

山門掲示板  

正
信
偈
１
２
０
行
の
中
で
一
番
好
き
な
と
こ
ろ
で
す
。
耳
の

痛
い
言
葉
が
続
く
正
信
偈
の
中
で
、
喜
愛
心
と
い
う
字
を
見
る

だ
け
で
ほ
っ
と
し
ま
す
し
、
先
輩
で
あ
る
お
じ
じ
、
お
ば
ば
た

ち
の
柔
ら
か
な
顔
が
思
い
浮
か
ぶ
か
ら
で
す
。 

僕
な
り
に
訳
し
て
み
ま
す
。「
仏
の
願
い
を
喜
び
愛
す
る
心
が

起
こ
る
時
、
煩
悩
を
消
す
ま
で
も
な
く
涅
槃
の
利
益
に
あ
ず
か

っ
て
い
る
の
で
す
」
よ
く
似
た
こ
と
が
『
歎
異
抄
』
冒
頭
に
も

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。「
仏
の
願
い
通
り
に
浄
土
に
往
生
し
た
い
と

念
仏
す
る
心
が
起
こ
る
時
、
同
時
に
浄
土
の
利
益
に
あ
ず
か
っ

て
い
る
の
で
す
（
意
訳
）
」 

私
利
私
欲
の
「
愛
」
だ
け
で
生
き
て
い
る
私
の
中
に
、
自
他

と
も
に
と
い
う
浄
土
を
願
う
仏
の
「
愛
」
が
い
つ
の
間
に
か
生

ま
れ
、
浄
土
を
愛
し
な
が
ら
生
き
る
生
活
が
始
ま
る
の
で
す
。

そ
れ
が
念
仏
の
先
輩
（
例
え
ば
法
然
上
人
、
亡
く
な
っ
た
あ
の

方
…
）
の
後
ろ
姿
で
し
た
。
私
で
な
い
私
の
心
、
煩
悩
の
ま
ま

で
浄
土
の
利
益
に
あ
ず
か
る
と
は
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
！ 

人
の
養
分
は
、
愛
と
喜
び
だ
と
思
い
ま
す
。(

編
者)

 

能の
う

発ほ
つ

一い
ち

念ね
ん

喜き

愛あ
い

心し
ん 

 

不ふ

断 だ
ん

煩 ぼ
ん

悩 の
う

得 と
く

涅 ね

槃 は
ん 

親
鸞
作
『
正
信
念
仏
偈
』
よ
り 

読
み
方
―
能
（
よ
）
く
一
念
喜
愛
の
心
を 

 
 
 
 

発
す
れ
ば
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て 

 
 
 
 

涅
槃
を
得
る
な
り
。 

※
喜
愛
心
―
（
仏
の
願
い
を
）
（
愚
か
な
私

の
背
骨
と
し
て
）
喜
び
愛
す
る
心
。 

※
一
念
―
ひ
と
お
も
い
。
ひ
と
た
び
。 

※
発
―
起
こ
る
、
開
か
れ
る
、
起
こ
さ
れ
る 

※
能
―
（
あ
り
え
な
い
こ
と
が
）
で
き
る 

先
輩
の
感
動
を
た
ず
ね
て 
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東
日
本
大
震
災
と
希
望 

  
日
本
列
島
は
今
ち
ょ
う
ど
桜
の
季
節
で
す
。
あ

ま
り
に
美
し
く
、
あ
ま
り
に
そ
の
時
は
短
い
の
で
、

桜
の
花
は
よ
く
、
は
な
か
い
命
の
譬
え
と
し
て
、

私
た
ち
の
心
を
と
ら
え
ま
す
。 

 

も
し
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
を
は
か
な
い
命
と

し
て
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
な
ん
と
悲
し
く
、
な

ん
と
淋
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
二
度
と
会
え
な
い

と
い
う
絶
望
の
前
で
は
、
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

私
た
ち
は
こ
の
悲
し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、

故
人
を
風
や
花
に
た
と
え
て
身
近
に
感
じ
た
い

と
願
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
ら
想
像
し

て
も
、
心
に
空
い
た
空
洞
を
満
た

す
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
心
地
よ
い
風
が
い
つ

で
も
吹
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

ま
た
、
花
は
必
ず
枯
れ
て
し
ま
う

か
ら
で
す
。 

 

風
や
花
と
違
っ
て
、
人
は
、
温

か
な
体
温
を
持
っ
て
い
ま
す
。
心

の
空
洞
を
満
た
す
に
は
、
そ
の
体

温
に
再
び
会
う
し
か
な
い
の
で
す
。
再
会
の
喜
び

を
実
際
に
味
わ
っ
た
先
人
が
い
る
と
い
う
こ
と

が
、
希
望
へ
の
確
か
な
道
し
る
べ
と
な
る
の
で
す
。

今
、
未
曾
有
の
悲
し
み
の
中
で
、
何
の
望
み
も
な

い
と
感
じ
る
時
で
さ
え
も
、
先
人
を
訪
ね
る
と
い

う
確
実
な
道
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

先
人
は
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
「
な
ん
ま
ん
だ

ぶ
つ
は
仏
（
共
に
歩
く
多
く
の
方
々
）
の
お
心
」

な
ん
だ
と
。
「
私
の
口
か
ら
出
る
念
仏
も
、
念
仏

を
称
え
よ
う
と
思
い
立
つ
心
も
、
そ
れ
は
１
０

０
％
仏
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
だ
よ
」
と
。
だ
か

ら
そ
れ
を
喜
び
、
そ
れ
を
尊
ん
で
、
畑
に
い
て
も

ト
イ
レ
に
い
て
も
思
い
出
し
て
は
念
仏
す
る
の

だ
と
。
先
だ
っ
て
い
か
れ
た
方
の
心
が
、
養
分
と

な
っ
て
私
の
心
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。
体
は
無

く
な
っ
て
も
、
私
を
動
か
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て

は
た
ら
い
て
い
る
の
で
す
。
い
つ
で
も
一
緒
な
の

で
す
。 

 

例
え
ば
、
震
災
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
、
胸
が
痛

み
、
役
に
立
ち
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
わ
き
上
が

っ
て
き
た
と
し
ま
す
。
そ
れ
は
私
の
良
心
で
あ
り

な
が
ら
、
私
の
中
に
働
い
て
い
る
仏
の
心
、
先
人

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
の
で
す
。
育
て
ら
れ
、
与
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
時
、
温
か
か
っ

た
人
と
の
不
思
議
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
再
会
が

あ
る
の
で
す
。 

 

そ
こ
に
目
覚
め
て
み
る
と
、
亡
く
な
っ
た
方
の

温
か
な
心
も
ま
た
、
育
て
ら
れ
与
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す
。
そ

の
お
育
て
の
力
は
、
遠
い
昔
か
ら
流

れ
来
た
る
、
無
数
の
太
い
力
だ
っ
た

の
で
す
。
言
う
な
れ
ば
、
限
り
な
き

愛
で
す
。
先
人
は
、
そ
の
は
た
ら
き

を
仏
の
願
い
（
本
願
力
）
と
呼
び
、

仏
ご
こ
ろ
（
お
慈
悲
）
と
敬
っ
て
こ

ら
れ
ま
し
た
。
肉
体
と
し
て
の
命
は

終
え
て
も
、
決
し
て
滅
び
な
い
永
遠

の
命
（
無
量
寿
）
が
、
我
が
胸
に
現
存
す
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
先
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

永
遠
の
力
を
敬
う
私
も
ま
た
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に

永
遠
の
力
へ
と
還
っ
て
い
く
の
で
す
。 

 

こ
の
希
望
と
喜
び
を
は
っ
き
り
と
教
え
て
下

さ
っ
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
し
た
。
改
め
て
、
彼
が

出
家
に
際
し
て
詠
ん
だ
と
伝
わ
る
歌
を
味
わ
い

た
い
と
思
い
ま
す
。 

明
日
あ
り
と
思
う
心
の
あ
だ
桜 

夜
半
に
嵐
の
吹
か
ぬ
も
の
か
は 

（
一
夜
に
し
て
桜
が
散
る
か
も
知
れ
な
い

よ
う
に
、
明
日
の
命
は
分
か
ら
な
い
。
今

こ
そ
、
真
の
喜
び
に
目
覚
め
る
時
で
あ
る
）  

（
編
者
） 
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