
仏
さ
ま
に
成
ら
せ
て
頂
く
道
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
大
道
を
ご
一
緒
に
歩
ま
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。
（
お
し
ま
い
）

西覚寺だより 第９号 ２０２０年１０月

年
三
回
発
刊

西
覚
寺
だ
よ
り
第
９
号

報
恩
講
法
要
の
ご
案
内

●

日
に
ち

十
一
月
二
十
九
日
（
日
）

●

午
前
の
部

午
前
十
時
半

～

正
午
頃

内
容

・
お
勤
め
（
重
誓
偈
）
→
唱
和
な
し

・
御
伝
鈔
拝
読
（
下
巻
二
段
・
三
段
・
四
段
）

・
ご
法
話

※
感
染
症
対
策
の
た
め
「
お
斎
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●

午
後
の
部

午
後
一
時
半
～
午
後
三
時
頃
（
休
憩
あ
り
）

内
容

・
お
勤
め
（
正
信
念
仏
偈
作
法
第
二
種
）

・
御
伝
鈔
拝
読
（
下
巻
二
段
・
三
段
・
四
段
）

・
ご
法
話

●

布
教
使

松
林
尚
真

師
（
滋
賀
県
・
老
練
）

一
昨
年
の
報
恩
講
で
も
お
話
し
く
だ
さ
っ
た

先
生
で
す
。
電
子
ピ
ア
ノ
を
ご
持
参
さ
れ
、

仏
教
讃
歌
な
ど
を
交
え
て
、
一
味
違
っ
た

ご
法
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

●

持
ち
物

必
ず
マ
ス
ク
着
用
の
上
、
御
参
拝
下
さ
い

お
念
珠
、
門
徒
式
章
（
お
持
ち
の
方
）
、

御
仏
前
（
受
付
に
お
渡
し
下
さ
い
）

引
き
続
き
、
感
染
症
対
策
を
講
じ
て
勤
修
致
し
ま
す
。

換
気
も
し
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ま
必
ず
暖
か
い
服
を

着
て
御
参
拝
下
さ
い
。

２
０
２
１
年

年
間
法
要
予
定

来
年
の
西
覚
寺
で
勤
め
る
法
要
・
行
事
の
予
定
一
覧
で
す
。
感
染
症
の

状
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら
の
開
催
に
な
る
か
と
は
思
い
ま
す
が
、
皆
さ
ま
、

ぜ
ひ
ご
都
合
を
合
わ
せ
て
、
ど
な
た
様
も
お
参
り
下
さ
い

❕

〇
春
季
彼
岸
会

３
月
２
１
日
（
日
）

午
後
１
時
半
～

落
語
と
法
話
の
会
。
落
語
は
住
職
の
友
人
。
演
目
は
『
宗
論
』
の
予
定

〇
特
別
永
代
経
法
要

4
月
２
５
日
（
日
）

午
前
１
０
時
半
～
・
午
後
１
時
半
～

法
話

三
井
求
（
住
職
・
本
願
寺
派
布
教
使
）

〇
花
ま
つ
り

５
月
２
２
日
（
土
）

午
前
１
０
時
～
午
後
４
時
頃

花
ま
つ
り
と
は
、
お
釈
迦
様
の
お
誕
生
日
を
お
祝
い
す
る
行
事
で
す
。

お
子
様
・
お
孫
様
連
れ
で
お
参
り
下
さ
い
。

〇
初
参
式
並
び
に
小
学
校
入
学
祝
い
の
会

６
月
６
日
（
日
）

午
後
２
時
～

お
子
様
・
お
孫
様
が
生
ま
れ
た
、
小
学
校
に
入
学
し
た
。
そ
の
節
目
に
阿

弥
陀
さ
ま
に
お
参
り
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。
年
が
明
け
て
か
ら
、

御
案
内
や
参
加
の
申
込
書
は
お
送
り
し
ま
す
。

〇
盂
蘭
盆
会
・
物
故
者
追
悼
法
要

７
月
１
５
日
（
木
）

午
前
１
０
時
半
～
・
午
後
１
時
半
～

法
話

加
藤
学

師
（
三
重
県
・
本
願
寺
派
布
教
使
・
若
手
）

※
午
後
の
物
故
者
追
悼
法
要
は
、
２
０
２
０
年
６
月
以
降
に
御
往
生
さ
れ

た
方
を
対
象
に
勤
ま
り
ま
す
。
ご
家
族
の
方
は
ど
う
ぞ
お
参
り
下
さ
い
。

〇
秋
季
彼
岸
会
・
総
永
代
経
法
要

9
月
２
３
日
（
木
・
祝
）

午
前
１
０
時
半
～
・
午
後
１
時
半
～

法
話

山
宮
真
船

師
（
岡
崎
市
・
本
願
寺
派
布
教
使
）

〇
報
恩
講
法
要

１
１
月
２
８
日
（
日
）

午
前
１
０
時
半
～
・
午
後
１
時
半
～

法
話

植
田
豊

師
（
和
歌
山
県
・
本
願
寺
派
布
教
使
）

1 ページ



自
分
の
意
志
と
は
関
係
な
く
、
未
知
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
も
う
帰
る
場
所
も
な
い
。

人
生
が
い
っ
た
ん
ゼ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
た
ら
、
み
な
さ
ん
ど
う
感
じ
る
で
し
ょ
う
。
『
こ
こ
で
生
き
て
い
く
し
か

な
い
。
私
の
人
生
、
こ
こ
で
実
を
結
ぶ
し
か
な
い
。
そ
れ
し
か
道
は
な
い
。
後
戻
り
も
で
き
な
い
。
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、

私
は
そ
れ
こ
そ
何
者
で
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
』
そ
う
思
い
詰
め
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
聖
人
の
場
合
、
そ

れ
が
わ
ず
か
九
歳
で
あ
っ
た
。
大
変
厳
し
く
、
相
当
な
ご
覚
悟
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
比
叡
山
で
必
死
に
学
ば
れ
、
修
行
に
打
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。
仏
道
を
歩
む
者
の
目
的
は
「
仏
と
成
る
」
、

「
さ
と
り
を
求
め
、
仏
道
を
究
め
る
」
こ
と
。
親
鸞
聖
人
の
お
連
れ
合
い
、
恵
信
尼
さ
ま
の
お
手
紙
に
は
「
生
死
出
づ
べ
き

道
」
と
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
仏
道
修
行
に
励
む
者
の
「
生
き
る
意
味
」
で
あ
り
、
「
目
的
」
な
の
で
す
。
そ
れ
が
で

き
な
け
れ
ば
、
そ
の
道
を
歩
む
者
と
し
て
、
そ
れ
こ
そ
「
む
な
し
い
」
道
に
な
っ
て
し
ま
う
。
生
死
（
し
ょ
う
じ
）
の
迷
い

を
捨
て
、
さ
と
り
を
得
る
た
め
に
、
昼
夜
を
問
わ
な
い
修
行
に
打
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
現
在
も
布
教
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
藤
田
徹
文
先
生
の
著
書
に
は
、
親
鸞
聖
人
の
そ
の
求
道
の
目
的
は
、
決
し
て
自

分
の
た
め
（
自
利
）
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
戦
乱
や
天
災
な
ど
で
苦
し
む
人
々
を
救
い
導
く
た
め
（
利
他
）
で
も
あ
っ
た
、

と
お
書
き
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
九
歳
で
得
度
さ
れ
て
か
ら
約
二
十
年
間
修
行
に
打
ち
込
ま
れ
て
も
、
ご
自
身
の
歩
む
べ
き
「
生
死
出
づ
べ
き

道
」
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
仏
道
を
歩
む
者
と
し
て
意
味
を
な
さ
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
諦

め
き
れ
ず
に
、
自
ら
の
生
き
る
意
味
を
求
め
て
、
探
し
に
探
し
て
、
求
め
に
求
め
て
、
よ
う
や
く
法
然
聖
人
に
出
遇
い
、
そ

こ
で
阿
弥
陀
さ
ま
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
救
い
に
真
に
出
遇
わ
れ
た
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
ご
和
讃
の
一
首
で
す
。

『
本
願
力
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば

む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き

功
徳
の
宝
海
み
ち
み
ち
て

煩
悩
の
濁
水
へ
だ
て
な
し
』

実
は
私
た
ち
も
親
鸞
聖
人
と
同
じ
よ
う
に
、
既
に
南
無
阿
弥
陀
仏
に
出
遇
っ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
用
意
く
だ

さ
っ
た
南
無
阿
弥
陀
仏
を
頂
い
た
の
な
ら
、
私
た
ち
の
人
生
が
た
と
え
ど
ん
な
道
で
あ
ろ
う
と
も
、
「
あ
な
た
の
命
は
仏
と

成
る
命
で
す
。
す
べ
て
私
に
任
せ
な
い
」
と
い
う
南
無
阿
弥
陀
仏
の
大
道
の
上
な
の
で
す
。
私
の
命
は
、
仏
に
成
る
と
い
う

無
上
の
意
味
を
頂
く
の
で
す
。
む
な
し
く
生
死
迷
い
の
世
界
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
す
。

仏
さ
ま
に
成
ら
せ
て
頂
く
道
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
大
道
を
ご
一
緒
に
歩
ま
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。
（
お
し
ま
い
）

承
前
、
親
鸞
聖
人
も
「
私
の
生
き
る
意
味
」
を
求
め
抜
か
れ
た
お
ひ
と
り
な
の
だ

と
感
じ
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
生
ま
れ
た
家
系
は
藤
原
氏
の
系
統
の
中
、
日
野
家
と
呼
ば
れ
る

家
系
で
し
た
。
し
か
し
、
わ
ず
か
九
歳
で
得
度
を
し
（
僧
侶
と
な
ら
れ
）
、
比
叡

山
に
上
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
も
、
他
の
兄
弟
も
み
な
同
様
に
僧
侶
に
な
ら
れ
た
そ

う
で
す
。
こ
れ
は
普
通
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
何
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
定
か
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
言
わ
れ
て
い
る
有
力
な
説
だ
と
、

親
鸞
聖
人
の
お
父
様
が
源
平
の
権
力
闘
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
子
ど
も
た
ち
だ
け

は
そ
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
、
出
家
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
説
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
幼
少
の
頃
か
ら
親
鸞
聖
人
は
こ
の
世
の
ど
う

に
も
な
ら
な
い
厳
し
い
現
実
、
人
間
の
醜
く
耐
え
難
い
争
い
を
目
の
当
た
り
に

さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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布
教
に
行
っ
て
き
ま
し
た

私
た
ち
の
生
き
る
意
味

～
な
ぜ
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
～

第
三
回
／
全
三
回

９
月
２
６
日
（
土
）
・
２
７
日
（
日
）

三
重
県
津
市
の
光
蓮
寺
さ
ま
へ

（
詳
細
は
H
P
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

『
秋
の
お
彼
岸
・
永
代
経
法
要
』
で
の
ご
法
話
の
ご
縁
を
賜
り
、
出
向
し
て

参
り
ま
し
た
。
昨
年
の
秋
に
「
本
願
寺
派
布
教
使
」
の
資
格
を
頂
い
て
以
来
、

他
の
お
寺
さ
ま
で
の
ご
法
話
の
ご
縁
は
今
回
が
初
め
て
で
し
た
。

初
日
の
一
席
目
は
か
な
り
緊
張
し
ま
し
た
が
、
お
参
り
に
み
え
て
い
る
方

の
温
か
な
雰
囲
気
に
助
け
て
頂
き
ま
し
た
。
聞
き
手
の
方
々
が
、
「
う
ん
う

ん
」
と
頷
き
、
こ
ち
ら
に
目
を
向
け
耳
を
傾
け
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
、
私
の
よ

う
な
未
熟
な
話
し
手
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
場
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き

る
、
そ
ん
な
風
に
「
あ
あ
、
あ
り
が
た
い
な
ぁ
。
光
蓮
寺
さ
ま
の
ご
門
徒
の

方
々
に
お
育
て
頂
い
た
な
ぁ
。
光
蓮
寺
さ
ま
の
ご
本
尊
さ
ま
に
お
育
て
頂
い

た
な
ぁ
。
」
と
し
み
じ
み
感
じ
な
が
ら
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
今
回
お
育
て
頂
い

た
ご
縁
を
大
切
に
、
そ
し
て
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
、
研
鑽
し
て
参
り
ま
す
。
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