
   

  
 衆

生

し
ゅ
じ
ょ
う

、
仏

ほ
と
け

を
礼 ら

い

す
れ
ば
、 

仏
ほ
と
け

こ
れ
を
見 み

給 た
ま

う
。 

 

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

、
仏

ほ
と
け

を
唱 と

な

う
れ
ば
、 

仏
ほ
と
け

こ
れ
を
聞 き

き
給 た

ま

う
。 

 

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

、
仏

ほ
と
け

を
念 ね

ん

ず
れ
ば
、 

仏
ほ
と
け

も
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

を
念 ね

ん

じ
給 た

ま

う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法 ほ
う

然 ね
ん 

  

私
た
ち
が
阿
弥
陀
さ
ま
を
礼
拝
す
れ
ば
、 

阿
弥
陀
さ
ま
は
、
そ
の
姿
を
ご
覧
に
な
ら
れ
、 

 

私
た
ち
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
れ
ば
、 

阿
弥
陀
さ
ま
は
、
そ
の
声
を
聞
い
て
く
だ
さ
り
、 

 

私
た
ち
が
阿
弥
陀
さ
ま
を
心
に
思
え
ば
、 

阿
弥
陀
さ
ま
も
、
私
た
ち
の
こ
と
を
、 

思
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。 

 
 阿

弥
陀
さ
ま
は
私
た
ち
の
こ
と
を
、 

幸
せ
な
時
も
、
そ
う
で
な
い
時
も
、 

い
つ
で
も
ど
こ
で
も 

見
て
い
て
く
だ
さ
り
、 

聞
い
て
い
て
く
だ
さ
り
、 

そ
し
て
、
思
っ
て
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

 
そ
れ
は
ま
る
で
親
子
の
よ
う
に
、 

心1

つ
と
な
っ
て
、 

互
い
に
応
じ
合
っ
て
い
る
の
で
す
。 
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おお
経経
のの
話話  

～
何
が
書
い
て
あ
る
の
？
～ 

 
 

浄
じ
ょ
う

土 ど

宗
し
ゅ
う

西 せ
い

山 ざ
ん

勤 ご
ん

行
ぎ
ょ
う

式 し
き

（
赤
本

あ
か
ほ
ん

）
解
説 

 
 

 

 

連 れ
ん

称
し
ょ
う

念 ね
ん

仏 ぶ
つ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

南 な

無 む

阿 あ

弥 み

陀 だ

仏 ぶ

つ

・
・
・ 

 

 
 

  

 
 

 
 

訳
）
阿
弥
陀
さ
ま
に
身
も
心
も
す
べ
て 

 
 

 
 

 

お
ま
か
せ
致
し
ま
す
。 

    

 

あ
る
人
が
、
法
然
上
人
に
尋
ね
ま
し
た
。 

「
え
ら
い
お
坊
さ
ん
が
申
す
お
念
仏
と
、
私
た
ち
在 

家
の
者
が
申
す
お
念
仏
と
を
比
べ
た
ら
、
ど
ち
ら
が 

勝
れ
、
ど
ち
ら
が
劣
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。」
と
。 

 

法
然
上
人
は
、 

「
ど
ち
ら
の
お
念
仏
も
功
徳
が
同
じ
で
、
ま
っ
た
く 

違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
お
答
え
に
な
り
ま
し
た
。 

 

法
然
上
人
が
説
か
れ
た
教
え
は
、
僧
侶
で
あ
ろ
う 

と
在
家
で
あ
ろ
う
と
、
智
慧
が
あ
ろ
う
と
無
智
で
あ 

ろ
う
と
、
心
が
乱
れ
て
い
よ
う
と
落
ち
着
い
て
い
よ 

う
と
、
お
念
仏
と
い
う
こ
と
に
違
い
は
な
い
の
で
、 

平
等
に
阿
弥
陀
仏
の
お
迎
え
を
受
け
る
こ
と
が
で
き 

ま
す
、
と
い
う
教
え
で
す
。 

 

厳
し
い
修
行
を
し
た
え
ら
い
お
坊
さ
ん
で
も
、
自 

分
の
力
（
自
力
）
で
極
楽
へ
往
生
し
た
い
と
思
っ
て 

お
念
仏
を
唱
え
て
い
る
と
往
生
で
き
な
い
の
で
す
。 

 
寝
て
い
る
時
も
起
き
て
い
る
時
も
、
ひ
た
す
ら
阿 

弥
陀
さ
ま
に
す
べ
て
お
ま
か
せ
し
て
（
他
力
）
お
念 

仏
を
唱
え
る
者
だ
け
が
、
命
終
わ
る
時
に
阿
弥
陀
さ 

ま
の
お
迎
え
に
あ
ず
か
る
の
で
す
。 



 

法法
然然
上上
人人  

八八
百百
回回
大大
遠遠
忌忌 

 
 

 
 

四
月
二
十
五
日
～
五
月
一
日 

ま
で
の
七
日
間
。
本
山
永
観
堂
禅 

林
寺
に
お
い
て
、
法
然
上
人
八
百 

回
大
遠
忌
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 

期
間
中
、
例
年
に
な
い
寒
さ
で
、

初
日
は
雪
ま
じ
り
の
雨
が
降
っ

て
い
ま
し
た
が
、
連
日
堂
内
に
あ

ふ
れ
る
ほ
ど
の
参
拝
者
が
あ
り
、

七
日
間
で
約
七
千
人
が
全
国
か

ら
参
拝
さ
れ
ま
し
た
。 

常
林
院
か
ら
は
総
代
さ
ま
は
じ

め
、
十
七
名
の
檀
信
徒
さ
ま
が
参

拝
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 

五
十
年
に
一
度 

 
 

 

大
遠
忌
と
い
う
法
要
は
、
五
十 

年
に
一
度
し
か
行
わ
れ
な
い
法

 

要
で
す
。 

 

一
般
の
法
事
で
も
、
五
十
回
忌 

の
次
は
百
回
忌
と
い
う
よ
う
に
五

十
年
ご
と
に
行
わ
れ
、
遠
忌
（
お 

ん
き
）
と
呼
び
ま
す
。 

次
回
の
八
百
五
十
回
大
遠
忌
は

二
〇
六
一
年
に
行
わ
れ
ま
す
。 

  

法 ほ
う

爾 に

大
師

だ

い

し 

 
 

法
然
上
人
は
今
ま
で
、
遠
忌
の 

た
び
に
天
皇
陛
下
か
ら
大
師
号 

を
授
か
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

圓
光
（
え
ん
こ
う
） 

東
漸
（
と
う
ぜ
ん
） 

慧
成
（
え
じ
ょ
う
） 

 

弘
覚
（
こ
う
が
く
） 

 

慈
教
（
じ
き
ょ
う
） 

明
照
（
め
い
し
ょ
う
） 

 

和
順
（
わ
じ
ゅ
ん
） 

 
 

そ
し
て
、
今
回
の
八
百
回
大
遠 

忌
に
際
し
天
皇
陛
下
か
ら
新
た
に 

 
 

 

法
爾
（
ほ
う
に
）
と
い
う
大
師
号 

が
授
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

こ
れ
か
ら
は
、
法
然
上
人
の 

回
向
を
読
み
上
げ
る
時
は
、 

 

宗
祖
圓
光
東
漸
慧
成
弘
覚
慈
教 

 

明
照
和
順
法
爾
大
師 

と
お
呼
び
す
る
こ
と
に
な
り
ま 

す
。 と

こ
ろ
で
、
大
師
号
と
言
え 

ば
、
真
言
宗
空
海
の
弘
法
大
師
、 

天
台
宗
最
澄
の
伝
教
大
師
が
有 

名
で
す
が
、
八
つ
も
大
師
号
を 

授
か
っ
た
僧
侶
は
法
然
上
人
し 

か
い
な
い
よ
う
で
す
。 

 
 

 
 

     
   

法然上人の遺徳を偲び    

御回願される中西管長 



 
代 だ

い

受 じ
ゅ

苦 く

者 し
ゃ 

 
 

今
回
の
大
遠
忌
で
は
、
法
然
上

人
の
八
百
回
忌
の
法
要
と
合
わ

せ
て
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者

の
御
回
向
も
七
日
間
お
こ
な
わ

れ
ま
し
た
。 

 
 

仏
教
で
は
、
被
災
さ
れ
た
方
の

こ
と
を
代
受
苦
者
（
だ
い
じ
ゅ
く

し
ゃ
）
と
い
い
ま
す
。 

 

「
も
し
か
す
る
と
、
私
が
受
け
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
苦
し
み
を
、

私
に
代
わ
っ
て
受
け
て
お
ら
れ

る
方
。
」
と
い
う
意
味
で
す
。 

 
 

中
西
管
長
と
共
に
、
被
災
さ
れ

た
方
々
を
思
い
な
が
ら
、
僧
侶
と 

参
拝
者
全
員
で
お
念
仏
を
唱
え 

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

   

  

雑雑
記記
抄抄  

～
ご
縁
の
あ
る
土
地
～ 

今
年
始
め
に
本
山
か
ら
電
話

が
あ
り
、
今
回
の
大
遠
忌
で
宿
泊  

さ
れ
る
福
井
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん

に
、
夕
食
後
法
話
を
し
て
く
だ
さ

い
と
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

福
井
県
と
い
え
ば
、
先
々
代
住

職
、
祖
父
玄
英
の
生
ま
れ
た
所
な

の
で
、
喜
ん
で
お
引
き
受
け
し
ま

し
た
。 

 

当
日
は
、
約
九
十
人
の
宿
泊
者

が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、

祖
父
玄
英
が
小
僧
時
代
を
過
ご
し

た
、
安
養
寺
の
御
住
職
を
は
じ
め
、

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
も
大
勢
来
ら
れ

て
い
ま
し
た
。 

 

お
彼
岸
や
お
十
夜
で
は
な
く
、

大
遠
忌
と
い
う
め
っ
た
に
な
い
機

会
に
、
と
て
も
深
い
ご
縁
の
あ
る

福
井
の
方
々
に
、
導
か
れ
る
よ
う

に
し
て
お
話
を
す
る
機
会
を
い 

た
だ
い
た
こ
と
は
、
や
は
り
不 

思
議
な
仏
縁
を
感
じ
ま
す
。 

 

夜
七
時
か
ら
三
十
分
。
熱
心 

に
話
を
聞
い
て
い
た
だ
き
、
改 

め
て
福
井
の
方
と
ご
縁
を
結
び 

直
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な 

気
が
し
ま
し
た
。 

 
 

 

平
成
二
十
三
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五
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十
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発
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