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法
然
上
人（
左
）に
相
見
す
る
親
鸞
聖
人（
右
）。

　
聖
人
は
比
叡
山
の
僧
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　 

『
親
鸞
聖
人
伝
絵
』（
重
文
）

ぎ
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く
と
く
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止
め
る
勇
気
と

  

乗
り
越
え
る
信
念

　
　
　
　
　
法
嗣   

常
磐
井
　
慈
祥

　　

お
よ
そ
半
世
紀
ぶ
り
の
政
権
交
代
が

実
現
し
、
民
主
党
政
権
が
始
動
し
た
。

新
政
権
の
今
後
は
ま
だ
ま
だ
前
途
多
難

が
予
想
さ
れ
る
が
、
内
閣
支
持
率
は
依

然
と
し
て
高
い
。
新
政
権
の
評
価
に
つ

い
て
は
、
早
く
も
賛
否
両
論
様
々
で
あ

る
が
、
私
は
新
政
権
の
「
止
め
る
勇

気
」
に
つ
い
て
は
大
い
に
評
価
し
た
い
。

「
止
め
る
勇
気
」
と
は
、
必
要
性
の
疑

わ
し
い
ダ
ム
や
空
港
や
道
路
な
ど
の
建

設
が
当
然
の
よ
う
に
ま
か
り
通
り
、
莫

大
な
国
費
が
投
入
さ
れ
て
来
た
が
、
そ

れ
を
根
本
的
に
見
直
そ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
着
工
済
み
の
事
業
、
着
工
決

定
済
み
の
事
業
は
無
条
件
で
竣
工
ま
で

推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
思

い
込
ま
さ
れ
て
来
た
私
共
の
意
識
が
必

ず
し
も
正
し
く
な
い
こ
と
を
再
認
識
さ

せ
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
む
し
ろ
、
そ

の
よ
う
な
事
業
に
固
執
せ
ず
、
そ
れ
を

乗
り
越
え
る
新
た
な
方
策
を
模
索
す
る

こ
と
の
方
が
遙
か
に
重
要
か
つ
有
効
な

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
完
成
し

た
施
設
の
維
持
管
理
に
は
今
後
多
年
に

亘
っ
て
莫
大
な
経
費
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
、
そ
れ
ま
で
の
投
入
費
用

が
無
駄
に
な
る
と
錯
誤
す
る
人
も
多
い

よ
う
で
あ
る
が
、
前
政
権
下
で
の
利
権

絡
み
の
無
計
画
・
安
易
な
着
工
こ
そ
が

責
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

清
純
派
と
見
ら
れ
て
い
た
女
優
が
実

は
薬
物
中
毒
に
近
い
状
態
だ
っ
た
こ
と

が
知
れ
、
国
内
外
に
大
き
な
波
紋
を
与

え
た
。
彼
女
の
場
合
も
、
安
易
な
「
着

工
」
を
許
し
、
「
止
め
る
勇
気
」
と

「
乗
り
越
え
る
信
念
」
の
い
ず
れ
を
も

持
た
な
か
っ
た
た
め
に
起
き
た
悲
劇
そ

の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
女
が
そ

の
失
墜
し
た
信
用
を
取
り
戻
し
、
再
起

す
る
た
め
に
は
多
大
な
困
難
が
伴
う
で

あ
ろ
う
。

　

思
う
に
、
御
開
山
聖
人
の
御
生
涯
は

決
し
て
順
風
満
帆
で
は
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
、
失
敗
と
挫
折
の
連
続
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
常
に
「
止
め

る
勇
気
」
と
「
乗
り
越
え
る
信
念
」
を

持
ち
続
け
て
い
た
御
生
涯
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
特
筆
さ
れ
よ
う
。
二
十
九
歳
の

時
、
比
叡
山
で
の
修
行
を
止
め
、
真
実

の
教
え
を
探
し
求
め
ら
れ
た
時
の
聖
人

の
悩
み
と
迷
い
は
深
く
、
切
実
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ま
で
二
十
年
間
に
も
亘
っ
て

積
み
上
げ
て
来
た
も
の
を
一
気
に
放
り

出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
少
な
か
ら
ぬ

躊
躇
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

比
叡
山
で
学
ん
で
来
た
も
の
は
、
聖
人

に
と
っ
て
ど
う
し
て
も
納
得
の
ゆ
く
真

実
の
教
え
で
は
な
く
、
そ
れ
を
甘
受
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
の
聖
人
に
「
止
め
る
勇
気
」
と

「
乗
り
越
え
る
信
念
」
が
無
か
っ
た
な

ら
、
法
然
上
人
に
会
う
こ
と
も
な
く
、

真
実
信
心
を
獲
得
す
る
こ
と
も
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
真
実
の
教
え
が

後
世
の
私
共
に
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
聖
人
は
最

晩
年
の
八
十
四
歳
に
し
て
、
思
い
も
寄

ら
ぬ
挫
折
を
体
験
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

関
東
門
弟
ら
と
の
信
頼
関
係
を
大
い
に

損
ね
た
実
の
息
子
善
鸞
の
義
絶
事
件
で

あ
る
。
こ
の
事
件
も
正
に
親
子
で
あ
る

こ
と
を
「
止
め
る
勇
気
」
と
「
乗
り
越

え
る
信
念
」
の
な
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
悲
痛
な
体
験
を
通
し
て
、
聖
人
は

揺
る
ぎ
な
い
絶
対
他
力
の
境
地
に
到
達

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

人
の
生
き
方
は
様
々
で
あ
る
が
、
決

め
ら
れ
た
レ
ー
ル
の
上
を
ま
っ
す
ぐ
に

走
る
こ
と
だ
け
が
正
し
い
と
は
限
ら
な

い
。
「
今
さ
ら
」
、
「
こ
の
期
に
及
ん

で
」
と
、
何
が
何
で
も
が
む
し
ゃ
ら
に

驀
進
す
る
の
で
は
な
く
、
一
度
止
ま
っ

て
み
る
、
方
向
転
換
を
し
て
み
る
こ
と

も
大
切
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
が

聖
人
の
御
生
涯
を
拝
察
し
て
痛
感
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
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前
号
で
紹
介
し
ま
し
た
享
保
十
四
年

（
一
七
二
九
年
）
銘
の｢

時
の
太
鼓｣

（
津

市
指
定
文
化
財
）
は
、
今
、
破
れ
た
ま
ま

の
皮
の
張
替
と
胴
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た

め
、
愛
知
県
の
津
島
に
運
ば
れ
て
修
復
さ

れ
て
い
ま
す
。
な
に
し
ろ
、
太
鼓
門
が
三

層
の
楼
門
に
改
修
さ
れ
た
幕
末
の
文
久
元

年
（
一
八
六
一
年
）
以
来
、
こ
の
太
鼓
は

最
上
階
に
は
大
き
す
ぎ
て
吊
る
こ
と
が
出

来
ず
に
降
ろ
さ
れ
た
ま
ま
、
一
五
〇
年
も

の
歳
月
を
過
ご
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
皮

は
破
れ
、
胴
に
は
大
き
な
亀
裂
が
走
り
、

内
部
に
は
ホ
コ
リ
が
溜
ま
っ
て
惨
め
な
姿

で
し
た
。

　

太
鼓
門
と
同
様
、
往
年
の
姿
に
戻
ら
な

い
も
の
か
と
思
い
つ
つ
記
事
を
書
き
ま
し

た
が
、
早
速
に
、
津
島
市
内
の
堀
田
新
五

郎
商
店
さ
ん
か
ら
修
復
の
申
し
出
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
お
訪
ね
し
て
太
鼓
の
話
を

う
か
が
い
ま
し
た
。
お
店
は
現
在
の
御
当

主
が
第
二
十
六
代
目
と
い
う
太
鼓
製
造
の

老
舗
で
、
伊
勢
神
宮
で
舞
楽
に
使
用
さ
れ

る
大
太
鼓
を
は
じ
め
各
種
太
鼓
の
製
作
と

修
復
を
手
が
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
棟
の
高

い
広
々
と
し
た
作
業
場
に
は
、本
山
の
太
鼓

（
直
径
三
尺
六
寸
）よ
り
更
に
巨
大
な
直
径

五
尺
三
寸

の
太
鼓
が

設
置
さ
れ

て
い
ま
し

た
が
、「
時

の
太
鼓
」

の
よ
う
に

三
百
年
近

く
も
の
時

を
過
ご
し

て
き
た
太
鼓
の
修
復
は
大
変
珍
し
く
、
こ

の
胴
は
今
で
は
手
に
入
ら
な
い
高
価
な
ケ

ヤ
キ
材
で
作
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

ま
た
、｢

享
保
十
四
歳｣

と
書
か
れ
て
い
る

部
分
が
少
し
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
製
作
の
当
初
は
胴
の
表
面
全
体

に
黒
漆
が
塗
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
そ
う
で

す
。
そ
れ
に
、
皮
を
張
り
替
え
た
後
は
、

製
作
当
初
と
同
様
に
打
ち
鳴
ら
す
こ
と
が

可
能
と
の
こ
と
で
非
常
に
驚
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
修
復
過
程
で
、
太
鼓
の
胴
内
に

堆
積
し
た
ホ
コ
リ
を
除
い
て
い
た
だ
い
た

と
こ
ろ
、
全
面
に
、｢

尾
州
名
古
屋
押
切

町｣｢

永
代｣｢

平
野

小
市
郎
（
花
押
）｣｢

同
、

市
郎
兵
衛｣｢

享
保
十
四
年
九
月
吉
日｣

と

い
う
製
造
当
時
の
銘
や
、｢

天
明
二
歳
壬

寅
十
月
吉
日｣

な
ど
の
修
理
銘
が
墨
書
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
最

初
に
訪
問
し
た
と
き
は
、
写
真
の
よ
う
に

す
で
に
太
鼓
口
に
皮
が
当
て
ら
れ
て
仮
締

め
の
状
態
で
し
た
の
で
、
一
週
間
後
に
再

度
お
訪
ね
し
て
胴
内
の
墨
書
き
を
撮
影
し

て
き
ま
し
た
。

　

こ
の｢
小
市
郎｣

と
い
う
人
は
、
寛
延
三

年
（
一
七
五
〇
年
）
九
月
二
十
三
日
の

『
御
堂
日
録
』
に｢
施
主
、
尾
州
御
末
寺
、

名
古
屋 

来
迎
寺
下
、
小
市
と
申
す
者｣

と

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
墨
書
き

発
見
に
よ
っ
て
、
こ
の
日
録
の｢

小
市｣

と

い
う
施
主
が
尾
張
の
太
鼓
屋
さ
ん
で
あ
っ

た
こ
と
も
判
明
し
ま
し
た
。
堀
田
新
五
郎

さ
ん
は
こ
の
名
古
屋
押
切
の
太
鼓
屋
さ
ん

に
つ
い
て
も
よ
く
ご
存
じ
で
し
た
。
堀
田

さ
ん
に
は
、
修
復
と
同
時
に
、
太
鼓
の
架

台
も
新
調
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
本

山
へ
戻
し
て
か
ら
は
せ
い
ぜ
い
参
詣
の
皆

さ
ん
に
叩
い
て
も
ら
う
こ
と
が
、
こ
の
張

り
替
え
た
ば
か
り
の
太
鼓
に
と
っ
て
一
番

よ
い
こ
と
だ
と
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

来
年
の
報
恩
講
や
五
月
の
御
影
堂
慶
讃

法
会
に
は
、
御
影
堂
に
展
示
し
て
披
露
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
御

参
詣
の
際
に
は
是
非
と
も
「
時
の
太
鼓
」

の
迫
力
を
体
験
し
て
み
て
下
さ
い
。　
　

　
　
　
　

（
宝
物
館
主
幹　

新　

光
晴
）

「
時
の
太
鼓
」
修
復
と
尾
張
御
同
行

だ  

だ 

い 

こ

太鼓皮の仮締め

修理中の太鼓銅（鋲穴と欠損部分の埋木）

太鼓修理日付
「天明二歳 壬寅十月吉日」

太鼓製作日付
「享保十四年 酉九月吉日」

太鼓内上部、製作者住所
「尾州名古屋押切町」「永代」

太鼓内下部、製作者銘
「・・・押切町、平野 小市郎（花押）」
「　　同　　　  　 市郎兵衛」
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真
置　

信
海

　

最
近
ホ
ッ
ト
す
る
本
に
な
か
な

か
出
会
う
こ
と
が
な
い
な
か
、

『
満
ち
る
恩
・
そ
の
こ
こ
ろ
』
と

い
う
一
冊
の
本
に
出
会
い
ま
し
た
。

私
に
と
っ
て
ほ
ん
と
う
に
ホ
ッ
ト

す
る
一
冊
で
あ
り
ま
す
。

　

幼
少
の
こ
ろ
よ
り
ご
不
自
由
な

お
体
を
抱
え
つ
つ
聞
法
を
重
ね
た

北
海
道
に
お
住
ま
い
の
柴
田
隆
幸

さ
ん
と
宗
教
哲
学
者
・
僧
侶
で
あ

ら
れ
る
奈
良
県
吉
野
に
お
住
ま
い

の
大
峯
顕
先
生
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
で
の
一
冊
で
あ
り
ま
す
。

「
一
杯
の　

い
た
だ
く
ご
飯
に　

満
ち
る
恩
」
が
あ
り
ま
す
。
柴
田

さ
ん
の
歌
に
寄
せ
て
大
峯
先
生
が

味
わ
い
深
い
解
説
文
を
添
え
て
あ

り
ま
す
。

　

そ
れ
に
は
『
「
四
恩
」
と
い
う

仏
語
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
受

け
て
い
る
「
父
母
の
恩
」
「
衆
生

の
恩
」
「
国
王
の
恩
」
「
仏
法
僧

の
恩
」
の
四
つ
の
こ
と
で
す
。

「
一
切
衆
生
は
こ
れ
我
が
四
恩
な

り
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
の
只
今
の
こ
の
い
の
ち

は
、
私
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
の

ご
恩
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

い
ま
私
が
頂
く
一
杯
の
ご
飯
に

そ
の
ご
恩
が
満
ち
満
ち
て
い
る

の
で
す
よ
』と
お
示
し
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

自
坊
の
あ
る
曽
原
地
区
で
は
、

今
年
も
黄
金
色
の
稲
穂
が
沢
山
実

り
、
収
穫
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
。

早
々
に
お
仏
飯
に
と
新
米
を
戴
き

ま
し
た
。
新
米
の
そ
の
輝
き
に
お

仏
飯
を
お
供
え
さ
せ
て
頂
き
な
が

ら
、
昔
母
よ
り
聞
い
た
こ
と
を
思

い
だ
し
ま
す
。

「
お
米
は
な
ぁ
、
お
百
姓
さ
ん
が

一
生
懸
命
作
っ
た
ん
だ
よ
。
そ
し

て
ま
た
お
仏
飯
を
お
供
え
さ
せ
て

頂
け
る
こ
と
は
、
こ
の
私
が
今
日

も
ご
飯
を
頂
け
る
こ
と
こ
と
な
ん

だ
よ
」
と
云
い
な
が
ら
、
お
仏
飯

を
盛
り
つ
け
る
と
き
、
一
粒
の
ご

飯
粒
が
手
に
つ
い
て
も
絶
対
に
口

に
入
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
姿
は
何
よ
り
も
仏
さ

ま
の“

ご
恩”

を
思
う
母
の
姿
で

あ
り
ま
し
た
。
一
粒
の
お
米
・
一

粒
の
ご
飯
粒
も
無
駄
に
し
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

自
坊
の
お
同
行
の
中
で
年
中
農

作
業
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
方
と

よ
く
す
る
お
話
が
あ
り
ま
す
。

『
こ
の
頃
は
も
う
作
業
も
大
型
の

機
械
化
で
、
何
町
と
い
う
田
ん
ぼ

の
収
穫
作
業
も
ア
ッ
ト
い
う
間
に

で
き
る
ん
で
す
よ
。
機
械
の
な
い

手
作
業
の
頃
は
一
株
一
株
の
苗
に

「
苗
さ
ん
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
」
稲

穂
に
「
稲
穂
さ
ん
な
ん
ま
ん
だ
ぶ

つ
」
と
云
い
な
が
ら
農
作
業
し
て

た
の
に
ね
ぇ
と
。「
お
米
は
お
茶
碗

に
盛
ら
れ
た
ひ
と
椀
で
し
か
な
い

の
で
し
ょ
う
か
ね
」』と
つ
ぶ
や
く

よ
う
に
云
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

た
っ
た
そ
の
一
言
に
、
「
仏
さ

ま
に
お
礼
申
し
て
か
ら
お
箸
に
手

を
付
け
る
ん
だ
よ
」
と
お
仏
壇
に

お
参
り
で
は
な
く
仏
さ
ま
に
お
礼

を
申
し
て
と
い
う
と
こ
ろ
が
真
宗

門
徒
の
家
庭
だ
っ
た
の
に
と
、

ふ
っ
と
思
う
こ
と
で
す
。

　

今
、
私
た
ち
は
「
ご
恩
」
（
あ

り
が
た
い
・
も
っ
た
い
な
い
・
お

か
げ
さ
ま
・
お
は
ず
か
し
い
）
と

い
う
言
葉
を
忘
れ
た
日
々
を
過
ご

し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
現

代
は
そ
の
よ
う
な
心
が
忘
れ
去
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

お
米
に
ち
な
ん
で
、
「
し
ん
ら

ん
さ
ま
の
お
田
植
え
歌
」
と
い
う

歌
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
し
ん
ら
ん
さ
ま
の
お
田
植
え
歌
」

　

五
劫
思
惟
の
苗
代
に

　

兆
載
永
劫
の
し
ろ
を
し
て

　

一
念
帰
命
の
種
を
ま
き

　

自
力
雑
行
の
草
を
と
り

　

念
々
相
続
の
秋
に
な
り
ぬ
れ
ば

　

こ
の
み
と
る
こ
と
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　

う
れ
し
け
れ

　

南
無
阿
弥
陀
仏

　

南
無
阿
弥
陀
仏

　

農
民
た
ち
が
歌
を
歌
い
な
が
ら

田
植
え
を
し
て
い
る
が
、
お
念
仏

の
声
が
な
い
の
で
、
親
鸞
聖
人
は

ご
自
分
か
ら
田
ん
ぼ
に
降
り
て
、

田
植
え
の
列
に
加
わ
り
農
民
た
ち

も
大
喜
び
、
田
植
え
歌
を
口
ず
さ

み
つ
つ
田
植
え
を
し
た
と
い
う
言

い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
何
と
尊
い

お
歌
で
し
ょ
う
。

　

お
念
仏
の
種
を
蒔
き
、
お
念
仏

が
実
っ
て
い
く
様
子
が
、
人
々
の

心
に
ど
れ
ほ
ど
の
元
気
を
与
え
て

下
さ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
お
歌
に
限
り
な
い
ご
恩
を
お
喜

び
に
な
る
親
鸞
聖
人
の
お
姿
が
母

の
言
葉
と
共
に
し
み
じ
み
と
思
い

出
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

私
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た

こ
と
は
自
分
の
力
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
な
ん
の
力
も
な
い
私
を
生
か

し
め
る
力
・
大
い
な
る
力
が“

躍

動”

し
て
は
た
ら
き
づ
め
に
は

た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と

を“

本
願
力”

と
申
し
ま
す
。

「
如
来
の
本
願
力
の“

ご
恩”

に

答
え
る
べ
き
お
念
仏
を
申
す
一
日

一
日
を
お
過
ご
し
で
す
か
」
と
、

“

今”

親
鸞
聖
人
か
ら
問
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　

（
松
阪
市　

法
性
寺
衆
徒
）

「
ご
恩
」
を
い
た
だ
く

、

な　

ん　

ま　

ん　

だ　

ぶ　

つ

な　

ん　

ま　

ん　

だ　

ぶ　

つ

ご
ち
ょ
う
ざ
い  

よ
う
ご
う

ね
ん 

ね
ん

そ
う 

ぞ
く

い
ち   

ね
ん

じ

り
き
ぞ
う
ぎ
ょ
う

き  

み
ょ
う

こ
う

し

ゆ
い
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現
代
語
訳

　

善
導
大
師
は
十
方
の
諸
仏
に

証
明
を
求
め
て
、
『
観
経
疏
』
を

著
し
、
人
々
が
定
散
自
力
の
心
を

な
げ
う
っ
て
他
力
の
信
に
達
す
る

よ
う
、
貪
愛
の
水
の
河
と
、
瞋
憎

の
火
の
河
の
た
と
え
を
『
散
善

義
』
に
説
き
、
弥
陀
の
願
力
よ
り

賜
わ
る
信
心
を
お
守
り
に
な
る
。

（
ご
法
主
著
『
註
解
国
宝　

三
帖

和
讃
』
六
八
頁
）
に
よ
る
。

　

こ
の
和
讃
は
、
善
導
大
師
が

私
た
ち
の
よ
う
な
煩
悩
具
足
の

凡
夫
を
お
目
当
て
に
し
て
、
他
力

の
救
い
の
道
へ
と
導
い
て
い
か
れ

る
一
首
で
す
。

　

お
浄
土
へ
往
生
す
る
に
は
修

行
と
か
積
善
と
か
念
仏
三
昧
と

か
そ
れ
な
り
の
因
縁
が
必
須
で

す
。
『
観
無
量
寿
経
』
に
は
、
定

善
と
散
善
と
い
う
自
力
修
行
の

二
心
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

「
定
善
」
と
は
、
精
神
統
一
を

し
て
、
自
分
の
心
を
善
に
導
こ
う

と
す
る
修
行
で
す
。
「
息
慮
凝
心

の
善
」
と
い
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
そ
の
一
例
と
し
て
「
太
陽
を

直
視
し
て
耐
え
よ
」
と
い
う
修
行

が
あ
り
ま
す
。
も
し
私
が
こ
の
行

を
し
た
ら
、
す
ぐ
目
が
つ
ぶ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

　

次
は
「
散
善
」
で
す
。
こ
れ
は

日
常
生
活
の
中
で
善
を
積
み
重

ね
て
い
く
修
行
で
す
。
「
廃
悪
修

善
の
善
」
と
い
い
ま
す
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
自
力
修
行
で
は
、
悟

り
の
因
縁
を
心
に
植
え
る
こ
と

は
到
底
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を

教
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
「
貪
瞋
二
河
の
譬

喩
」
を
説
か
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ

る
「
二
河
白
道
」
の
お
話
で
す
。

こ
れ
は
、
私
た
ち
の
心
の
煩
悩

の
代
表
で
あ
る
「
貪
欲
心
」
と

「
瞋
憎
心
」
の
二
心
を
と
り
あ

げ
て
、
水
火
の
二
河
に
譬
え
て
、

そ
の
恐
ろ
し
さ
、
怖
さ
を
解
説

し
た
も
の
で
す
。

　

「
貪
欲
」
は
、
ど
ん
な
も
の
で

も
わ
が
も
の
に
し
て
し
ま
お
う

と
す
る
欲
心
の
こ
と
で
、
こ
れ
を

水
の
河
に
譬
え
て
、
ひ
と
た
び
荒

れ
狂
う
と
、
す
べ
て
の
財
を
全
部

下
流
に
流
し
て
も
っ
て
行
っ
て
し

ま
う
と
い
う
。

　

「
瞋
憎
」
と
は
、
一
つ
ま
ち
が

う
と
前
後
の
見
境
い
が
見
え
な

く
な
っ
て
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
仕

出
か
し
て
し
ま
う
と
い
う
。
こ
れ

を
火
の
河
に
譬
え
て
、
一
度
燃
え

上
が
っ
て
し
ま
う
と
、
す
べ
て
の

も
の
を
焼
き
尽
し
て
し
ま
う
と

い
う
お
そ
ろ
し
い
わ
が
心
を
象

徴
し
た
物
語
り
で
す
。

　

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
煩
悩
心

を
持
っ
た
者
の
自
力
修
行
で
は
、

ど
ん
な
に
努
力
し
て
み
て
も
二

河
の
前
に
立
た
さ
れ
た
行
者
で

す
か
ら
、
行
く
先
を
見
失
っ
て

立
往
生
し
て
し
ま
う
と
い
う
の

で
す
。

　

物
語
り
は
、
こ
の
境
を
「
三
定

死
」
と
教
え
「
行
く
も
死
、
と
ど

ま
る
も
死
、
か
え
る
も
死
」
と
い

う
絶
対
絶
命
の
と
こ
ろ
に
行
者

が
立
つ
の
で
す
。
ま
さ
に
自
力
の

極
限
で
す
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
に

東
岸
か
ら
人
の
勧
め
る
声
が
聞

こ
え
「
汝
、
決
定
し
て
二
河
の
中

間
に
あ
る
白
道
を
行
け
」
と
。
又

西
の
岸
か
ら
人
あ
り
。
喚
う
て
い

わ
く
「
汝
、
一
心
に
正
念
に
し
て

白
道
を
た
だ
ち
に
渡
っ
て
来
た

れ
」
と
。

　

こ
の
両
者
の
声
を
信
じ
て
行

者
は
白
道
を
渡
っ
て
、
浄
土
へ
往

生
し
た
と
い
う
。

　

こ
れ
が
他
力
に
よ
る
浄
土
往

生
の
道
程
で
あ
り
ま
す
。

　

   

（
鈴
鹿
市　

隨
願
寺
住
職
）

ご
和
讃
の
お
話

　
　
　
　
　
　
　   

松
山
　
智
光

善
導
大
師
証
を
請
い

定
散
二
心
を
ひ
る
が
え
し

貪
瞋
二
河
の
譬
喩
を
と
き

弘
願
の
信
心
守
護
せ
し
む

　
　
　
　

（
善
導
禅
師　

第
八
首
）

　
　
　
　

  

『
高
田
勤
行
聖
典
』
一
七
九
頁

桑名本店・四日市店・蟹江店・桑名メモリアルパーク

だ
い
し
し
ょ
う

こ

ぜ
ん
ど
う

だ
い
し

じ
っ
ぽ
う

い
ん
ね
ん

か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

じ
ょ
う

ぜ
ん

さ
ん
ぜ
ん

じ
り
き  

し
ゅ
ぎ
ょ
う

し
ょ
ぶ
つ

し
ょ
う
め
い

か
ん
ぎ
ょ
う
し
ょ

じ
ょ
う
さ
ん 

じ
り
き

た 

り
き

と
ん
な
い

し
ん
ぞ
う

さ
ん
ぜ
ん

ぎ

み　

だ

が
ん
り
き

わ
さ
ん

ぼ
ん
の
う

ぼ
ん
ぶい

っ
し
ゅ

じ
ょ
う
ど

し
ゅ

ぎ
ょ
う

し
ゃ
く
ぜ
ん

ね
ん
ぶ
つ
さ
ん
ま
い

そ
く
り
ょ
ぎ
ょ
う
し
ん

は
い
あ
く
し
ゅ

ぜ
ん

さ
と

と
ん
じ
ん

に

が

ひ

ゆ

に  

が  

び
ゃ
く
ど
う

と
ん
よ
く
し
ん

し
ん
ぞ
う
し
ん

さ
ん
じ
ょ
う

し

ぎ
ょ
う
じ
ゃ

な
ん
じ

よ
ぼ

し
ょ
う
ね
ん

じ
ょ
う
ど

た　

り
き

お
う

じ
ょ
う

け
つ
じ
ょ
う

ぐ
そ
く

ぜ
ん
ど
う

じ
ょ
う
さ
ん
に
し
ん

と
ん
じ
ん 

に　

が

ぐ
が
ん

し
ん
じ
ん
し
ゅ
ご

ひ 

ゆ
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「
承
元
の
法
難
」
に
よ
り
親
鸞
聖
人
は
流

罪
と
な
り
、
専
修
念
仏
の
教
え
を
禁
じ
た
も

の
へ
の
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
怒
り
を

胸
に
流
罪
の
地
、
越
後
の
国
府
に
赴
か
れ
ま

し
た
。

　

恩
師
法
然
上
人
と
の
出
会
い
か
ら
わ
ず
か

六
年
、
聖
人
三
十
五
歳
の
年
（
一
二
〇
七

年
）
で
あ
り
ま
し
た
。

　

流
罪
と
は
死
罪
に
次
ぐ
重
刑
で
あ
り
、
う

ち
刑
罰
の
重
い
も
の
ほ
ど
遠
隔
地
や
離
島
に

流
さ
れ
る
の
が
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
聖
人
と
同
じ
く
流
罪
に
な
っ
た
方
に
は
、

法
然
上
人
（
土
佐
国
）、
浄
聞
房
（
備
後
国
）、

禅
光
房
（
伯
耆
国
）、
好
覚
房
（
伊
豆
国
）、

法
本
房
（
佐
渡
国
）、
成
覚
房
（
阿
波
国
）、

善
恵
房
、
と
記
録
に
み
え
ま
す
。

　

で
は
、
聖
人
は
ど
の
よ
う
に
配
所
へ
赴
か

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

高
田
本
山
所
蔵
の
「
親
鸞
聖
人
伝
絵
」
に

は
越
後
流
罪
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
は
、
聖
人
が
輿
に
乗
せ
ら
れ
護
送
役

の
役
人
に
警
護
さ
れ
て
越
後
に
向
か
う
様
子

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

越
後
の
国
府
へ
は
逢
坂
の
関
を
越
え
、
大

津
か
ら
舟
で
琵
琶
湖
を
北
上
、
海
津
の
浦
に

上
陸
し
、
そ
こ
か
ら
山
路
を
越
前
に
入
ら
れ
、

越
前
か
ら
は
お
そ
ら
く
陸
路
越
中
に
入
り
、

伏
木
な
ど
の
港
か
ら
海
路
を
と
り
、
越
後
国

分
寺
に
ほ
ど
近
い
居
多
ヶ
浜
に
上
陸
さ
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

聖
人
の
流
罪
地
で
の
生
活
の
模
様
が
ど
の

よ
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
比
叡
山
で

の
模
様
同
様
に
、
詳
し
く
知
る
す
べ
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
流
罪
に
あ
た
っ
て
当
時
の
定
め

に
従
っ
て
僧
侶
は
僧
籍
を
剥
奪
さ
れ
て
、
聖

人
は
藤
井
善
信
と
い
う
俗
名
を
与
え
ら
れ
ま

し
た
。
し
か
し
聖
人
は
朝
廷
か
ら
押
し
つ
け

ら
れ
た
俗
姓
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
せ
ず
、
自
ら

「
禿
」
を
姓
と
し
、
「
愚
禿
親
鸞
」
と
名
乗

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
聖
人
自
身
を
非
僧
非
俗
と
位
地
づ
け

て
い
か
れ
た
の
で
し
た
。

　

『
教
行
証
文
類
』
の
最
後
に
「
真
宗
興
隆

の
大
祖
源
空
法
師
な
ら
び
に
門
徒
数
輩
、
罪

科
を
考
へ
ず
、
猥
り
が
は
し
く
死
罪
に
坐
す
。

あ
る
い
は
僧
儀
を
改
め
て
姓
名
を
賜
う
て
遠

流
に
処
す
。
予
は
そ
の
一
な
り
。
し
か
れ
ば

す
で
に
僧
に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
。
こ
の
ゆ

ゑ
に
禿
の
字
を
も
っ
て
姓
と
す
。
空
師
な
ら

び
に
弟
子
等
、
諸
方
の
辺
洲
に
坐
し
て
五
年

の
居
所
を
経
た
り
き
。
」
と
聖
人
は
き
び
し

い
言
葉
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
教
学
院
第
三
部
会
）

流罪を宣告せられた親鸞聖人が、流罪先の越後国へ送りとどけられる道中の状況を描いたものです。

　

以
前
よ
り
、
皆
様
に
ご
利
用
い
た
だ

い
て
お
り
ま
し
た
、
唐
門
前
の
駐
車
場

は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
本
山
境
内
西
側
に
ご
ざ
い

ま
し
た
駐
車
場
に
隣
接
す
る
土
地
を
駐

車
場
と
し
て
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
下
記
の
地
図
の
と
お
り

と
な
り
ま
し
た
の
で
、
今
後
、
本
山
に

ご
参
詣
い
た
だ
く
際
に
は
本
山
西
側
の

大
駐
車
場
を
ご
利
用
下
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

駐
車
場
の
ご
案
内

越
後
へ
の
流
罪

越
後
へ
の
流
罪

　
　
　
　

　

越
後
に
お
け
る
七
年
間
の

親
鸞
聖
人
の
流
人
と
し
て
の

具
体
的
な
生
活
を
し
る
し
た

記
録
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
と
て
も
厳
し
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
出
会

わ
れ
た
も
の
は
、
辺
地
の
荒

涼
と
し
た
自
然
で
あ
り
、
富

や
権
力
な
ど
と
は
ま
っ
た
く

無
縁
に
、
人
間
と
し
て
の
命

を
赤
裸
々
に
生
き
て
い
る

人
々
の
す
が
た
で
し
た
。
そ

こ
に
は
、
善
根
を
積
む
こ
と

は
お
ろ
か
今
日
一
日
を
生
き

抜
く
こ
と
に
精
一
杯
で
、
生

き
の
び
る
た
め
に
は
た
と
え

悪
事
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

も
、
あ
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
悲
し
さ
を
か
か
え
た

人
々
の
生
活
が
あ
り
ま
し
た
。

　

聖
人
は
こ
の
思
い
が
け
ぬ

逆
縁
の
な
か
で
、
す
こ
し
も

ひ
る
む
こ
と
な
く
、
い
よ
い

よ
自
己
を
み
つ
め
、
信
心
を

深
め
て
い
か
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
「
非
僧
非
俗
」
の
境
地

を
自
覚
し
、
「
愚
禿
親
鸞
」

と
名
の
ら
れ
ま
し
た
。
聖
人

が
「
僧
に
非
ず
」
と
い
わ
れ

た
の
は
、
国
家
権
力
に
よ
る

僧
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を

あ
ら
わ
し
、
「
俗
に
非
ず
」

と
は
、
律
令
僧
の
か
た
ち
は

と
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
内
に

は
深
く
如
来
を
信
じ
、
外
に

は
そ
の
喜
び
を
、
何
は
ば
か

る
こ
と
も
な
く
伝
え
て
ゆ
け

る
僧
侶
に
な
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
の
表
明
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
聖
人
の
結
婚
に
つ

い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
定
か

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ひ
と

つ
は
、
す
で
に
京
都
で
結
婚

さ
れ
て
い
た
と
い
う
も
の
、

今
ひ
と
つ
は
こ
の
越
後
に
お

い
て
結
婚
さ
れ
た
と
い
う
説

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
少
な
く
と
も
こ
の
越
後

時
代
に
は
、
こ
の
地
の
豪
族

で
あ
っ
た
三
善
為
教
の
息

女
、
恵
信
尼
と
名
乗
る
女
性

と
の
間
に
、
幾
人
か
の
子
供

を
も
う
け
ら
れ
ま
し
た
。
文

字
ど
お
り
、公
の
肩
書
き
を
持

た
な
い
丸
裸
の
念
仏
者
と

な
っ
て
肉
食
妻
帯
を
生
き
て

い
か
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

そ
の
生
活
の
な
か
で
聖
人
は
、

流
罪
と
い
う
逆
縁
を
転
じ

非
僧
非
俗
の
生
活
　
関
東
へ

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
シ
リ
ー
ズ
⑫

て
、
都
を
遠
く
離
れ
た
民
衆

に
如
来
の
本
願
を
伝
え
る
良

縁
と
し
、
「
た
だ
念
仏
し

て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま

い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
み
教

え
を
、
い
よ
い
よ
確
か
な
も

の
と
し
て
心
に
き
ざ
ま
れ
た

の
で
し
た
。

　

流
罪
の
身
と
な
っ
て
五

年
、
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）

に
親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
と

と
も
に
流
罪
が
赦
免
と
な

り
、
こ
れ
で
、
晴
れ
て
師
と

再
会
で
き
る
と
喜
ん
だ
の
も

つ
か
の
間
、
京
都
へ
帰
ら
れ

た
法
然
上
人
が
亡
く
な
ら
れ

た
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け

て
、
聖
人
は
と
て
も
悲
し
ま

れ
ま
し
た
が
、
も
は
や
師
な

き
都
へ
帰
る
こ
と
を
思
い
と

ど
ま
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
師
の
ご
恩
に
報
い
る
道

は
本
願
念
仏
の
教
え
を
縁
あ

る
人
々
に
伝
え
る
以
外
に
は

な
い
と
気
づ
か
れ
た
か
ら
で

す
。

　

悲
し
み
か
ら
新
し
く
燃
え

あ
が
っ
た
決
意
は
一
層
つ
よ

く
な
り
、
妻
子
を
伴
っ
て
越

後
を
去
り
関
東
へ
と
そ
の
足

を
向
け
ら
れ
た
の
で
す
。
と

き
に
聖
人
四
十
二
歳
の
こ
ろ

の
こ
と
で
し
た
。

　
　

  
（
教
学
院
第
三
部
会
）

ご
和
讃
の
お
話

　
　
　
　
　
　
　   

中
桐
　
利
法

こ
こ
ろ
は
一
つ
に
あ
ら
ね
ど
も

雑
行
雑
修
こ
れ
似
た
り

浄
土
の
行
に
あ
ら
ぬ
を
ば

ひ
と
え
に
雑
修
と
な
づ
け
し
む

　
　
　
　
　

（
善
導
禅
師
第
七
首
）

　
　
　
　
　

 

『
高
田
勤
行
聖
典
一
七
九
頁
』

親鸞聖人が流罪先の越後国の国府（今の県庁）へ落ち着かれた場面。

ぜ
ん
こ
ん

え
ち
ご

ひ　

そ
う  

ひ  

ぞ
くぐ  

と
く  

し
ん
ら
ん い

の
ち

け
ん
り
ゃ
く

え  
し
ん  

に

に
く
じ
き 

さ
い
た
い

み   

よ
し   

た
め
の
り

り
つ
り
ょ
う
そ
う
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「
承
元
の
法
難
」
に
よ
り
親
鸞
聖
人
は
流

罪
と
な
り
、
専
修
念
仏
の
教
え
を
禁
じ
た
も

の
へ
の
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
怒
り
を

胸
に
流
罪
の
地
、
越
後
の
国
府
に
赴
か
れ
ま

し
た
。

　

恩
師
法
然
上
人
と
の
出
会
い
か
ら
わ
ず
か

六
年
、
聖
人
三
十
五
歳
の
年
（
一
二
〇
七

年
）
で
あ
り
ま
し
た
。

　

流
罪
と
は
死
罪
に
次
ぐ
重
刑
で
あ
り
、
う

ち
刑
罰
の
重
い
も
の
ほ
ど
遠
隔
地
や
離
島
に

流
さ
れ
る
の
が
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
聖
人
と
同
じ
く
流
罪
に
な
っ
た
方
に
は
、

法
然
上
人
（
土
佐
国
）、
浄
聞
房
（
備
後
国
）、

禅
光
房
（
伯
耆
国
）、
好
覚
房
（
伊
豆
国
）、

法
本
房
（
佐
渡
国
）、
成
覚
房
（
阿
波
国
）、

善
恵
房
、
と
記
録
に
み
え
ま
す
。

　

で
は
、
聖
人
は
ど
の
よ
う
に
配
所
へ
赴
か

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

高
田
本
山
所
蔵
の
「
親
鸞
聖
人
伝
絵
」
に

は
越
後
流
罪
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
は
、
聖
人
が
輿
に
乗
せ
ら
れ
護
送
役

の
役
人
に
警
護
さ
れ
て
越
後
に
向
か
う
様
子

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

越
後
の
国
府
へ
は
逢
坂
の
関
を
越
え
、
大

津
か
ら
舟
で
琵
琶
湖
を
北
上
、
海
津
の
浦
に

上
陸
し
、
そ
こ
か
ら
山
路
を
越
前
に
入
ら
れ
、

越
前
か
ら
は
お
そ
ら
く
陸
路
越
中
に
入
り
、

伏
木
な
ど
の
港
か
ら
海
路
を
と
り
、
越
後
国

分
寺
に
ほ
ど
近
い
居
多
ヶ
浜
に
上
陸
さ
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

聖
人
の
流
罪
地
で
の
生
活
の
模
様
が
ど
の

よ
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
比
叡
山
で

の
模
様
同
様
に
、
詳
し
く
知
る
す
べ
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
流
罪
に
あ
た
っ
て
当
時
の
定
め

に
従
っ
て
僧
侶
は
僧
籍
を
剥
奪
さ
れ
て
、
聖

人
は
藤
井
善
信
と
い
う
俗
名
を
与
え
ら
れ
ま

し
た
。
し
か
し
聖
人
は
朝
廷
か
ら
押
し
つ
け

ら
れ
た
俗
姓
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
せ
ず
、
自
ら

「
禿
」
を
姓
と
し
、
「
愚
禿
親
鸞
」
と
名
乗

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
聖
人
自
身
を
非
僧
非
俗
と
位
地
づ
け

て
い
か
れ
た
の
で
し
た
。

　

『
教
行
証
文
類
』
の
最
後
に
「
真
宗
興
隆

の
大
祖
源
空
法
師
な
ら
び
に
門
徒
数
輩
、
罪

科
を
考
へ
ず
、
猥
り
が
は
し
く
死
罪
に
坐
す
。

あ
る
い
は
僧
儀
を
改
め
て
姓
名
を
賜
う
て
遠

流
に
処
す
。
予
は
そ
の
一
な
り
。
し
か
れ
ば

す
で
に
僧
に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
。
こ
の
ゆ

ゑ
に
禿
の
字
を
も
っ
て
姓
と
す
。
空
師
な
ら

び
に
弟
子
等
、
諸
方
の
辺
洲
に
坐
し
て
五
年

の
居
所
を
経
た
り
き
。
」
と
聖
人
は
き
び
し

い
言
葉
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
教
学
院
第
三
部
会
）

流罪を宣告せられた親鸞聖人が、流罪先の越後国へ送りとどけられる道中の状況を描いたものです。

　

以
前
よ
り
、
皆
様
に
ご
利
用
い
た
だ

い
て
お
り
ま
し
た
、
唐
門
前
の
駐
車
場

は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
本
山
境
内
西
側
に
ご
ざ
い

ま
し
た
駐
車
場
に
隣
接
す
る
土
地
を
駐

車
場
と
し
て
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
下
記
の
地
図
の
と
お
り

と
な
り
ま
し
た
の
で
、
今
後
、
本
山
に

ご
参
詣
い
た
だ
く
際
に
は
本
山
西
側
の

大
駐
車
場
を
ご
利
用
下
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

駐
車
場
の
ご
案
内

越
後
へ
の
流
罪

越
後
へ
の
流
罪

　
　
　
　

　

越
後
に
お
け
る
七
年
間
の
親
鸞

聖
人
の
流
人
と
し
て
の
具
体
的
な

生
活
を
し
る
し
た
記
録
は
残
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
が
、
と
て
も
厳
し
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
出
会
わ

れ
た
も
の
は
、
辺
地
の
荒
涼
と
し

た
自
然
で
あ
り
、
富
や
権
力
な
ど

と
は
ま
っ
た
く
無
縁
に
、
人
間
と

し
て
の
命
を
赤
裸
々
に
生
き
て
い

る
人
々
の
す
が
た
で
し
た
。
そ
こ

に
は
、
善
根
を
積
む
こ
と
は
お
ろ

か
今
日
一
日
を
生
き
抜
く
こ
と
に

精
一
杯
で
、
生
き
の
び
る
た
め
に

は
た
と
え
悪
事
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
も
、
あ
え
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
悲
し
さ
を
か
か
え
た
人

々
の
生
活
が
あ
り
ま
し
た
。

　

聖
人
は
こ
の
思
い
が
け
ぬ
逆
縁

の
な
か
で
、
す
こ
し
も
ひ
る
む
こ

と
な
く
、
い
よ
い
よ
自
己
を
み
つ

め
、
信
心
を
深
め
て
い
か
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
「
非
僧
非
俗
」
の
境

地
を
自
覚
し
、
「
愚
禿
親
鸞
」
と

名
の
ら
れ
ま
し
た
。
聖
人
が
「
僧

に
非
ず
」
と
い
わ
れ
た
の
は
、
国

家
権
力
に
よ
る
僧
で
は
な
く
な
っ

た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
「
俗
に
非

ず
」
と
は
、
律
令
僧
の
か
た
ち
は

と
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
内
に
は
深

く
如
来
を
信
じ
、
外
に
は
そ
の
喜

び
を
、
何
は
ば
か
る
こ
と
も
な
く

伝
え
て
ゆ
け
る
僧
侶
に
な
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
の
表
明
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
親
鸞
の
結
婚
に
つ
い
て

は
諸
説
が
あ
り
、
定
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
ひ
と
つ
は
、
す
で
に

京
都
で
結
婚
さ
れ
て
い
た
と
い
う

も
の
、
今
ひ
と
つ
は
こ
の
越
後
に

お
い
て
結
婚
さ
れ
た
と
い
う
説
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
こ
の
越
後
時
代
に
は
、
こ

の
地
の
豪
族
で
あ
っ
た
三
善
為
教

の
息
女
、
恵
信
尼
と
名
乗
る
女
性

と
の
間
に
、
幾
人
か
の
子
供
を
も

う
け
ら
れ
ま
し
た
。
文
字
ど
お
り
、

公
の
肩
書
き
を
持
た
な
い
丸
裸
の

念
仏
者
と
な
っ
て
肉
食
妻
帯
を
生

き
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

そ
の
生
活
の
な
か
で
聖
人
は
、流
罪

と
い
う
逆
縁
を
転
じ
て
、
都
を
遠

く
離
れ
た
民
衆
に
如
来
の
本
願
を

伝
え
る
良
縁
と
し
、
「
た
だ
念
仏

し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い

ら
す
べ
し
」
と
い
う
み
教
え
を
、

い
よ
い
よ
確
か
な
も
の
と
し
て
心

に
き
ざ
ま
れ
た
の
で
し
た
。

　

流
罪
の
身
と
な
っ
て
五
年
、
建

暦
元
年(

一
二
一
一)

に
親
鸞
聖
人

は
法
然
上
人
と
と
も
に
流
罪
が
赦

免
と
な
り
、
こ
れ
で
、
晴
れ
て
師

と
再
会
で
き
る
と
喜
ん
だ
の
も
つ

か
の
間
、
京
都
へ
帰
ら
れ
た
法
然

上
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
知

ら
せ
を
受
け
て
、
聖
人
は
と
て
も

悲
し
ま
れ
ま
し
た
が
、
も
は
や
師

な
き
都
へ
帰
る
こ
と
を
思
い
と
ど

ま
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
師
の

ご
恩
に
報
い
る
道
は
本
願
念
仏
の

教
え
を
縁
あ
る
人
々
に
伝
え
る
以

外
に
は
な
い
と
気
づ
か
れ
た
か
ら

で
す
。

　

悲
し
み
か
ら
新
し
く
燃
え
あ
が

っ
た
決
意
は
一
層
つ
よ
く
な
り
、

妻
子
を
伴
っ
て
越
後
を
去
り
関
東

へ
と
そ
の
足
を
向
け
ら
れ
た
の
で

す
。
と
き
に
聖
人
四
十
二
歳
の
こ

ろ
の
こ
と
で
し
た
。

　
　
　
　

（
教
学
院
第
三
部
会
）

◆ 
修
正
会

一
月
一
日
〜
三
日

一
日
の
日
中
の
お
つ
と
め
で
は
、
第

十
八
代
円
遵
上
人
の
「
繙
（
ひ
も
と

き
）
の
御
書
」
が
一
年
に
一
度
だ
け

拝
読
さ
れ
ま
す
。

一
月
一
日

　

晨
朝　

午
前
六
時
三
十
分
よ
り

　

御
参
廟　

晨
朝
に
引
き
続
き

　

日
中　

午
前
十
一
時
三
十
分
よ
り

お
説
教
、
お
勤
め
に
引
き
続
き
御
影

堂
に
て
ご
聴
聞
下
さ
い
。

一
月
二
、
三
日

　

晨
朝　

午
前
七
時
よ
り

　

日
中　

午
前
十
一
時
三
十
分
よ
り

お
説
教
、
お
勤
め
に
引
き
続
き
御
影

堂
に
て
ご
聴
聞
下
さ
い
。

◆ 

報
恩
講

「
お
七
夜
」
と
も
申
し
ま
す
。
親
鸞

聖
人
の
ご
遺
徳
を
偲
び
、
ご
恩
報
謝

の
法
要
で
す
。
平
成
二
十
二
年
は
聖

人
没
後
七
百
四
十
八
年
目
に
あ
た
り

ま
す
。

一
月
九
日
か
ら
十
六
日

　

晨
朝　

午
前
七
時

　

日
中　

午
前
十
時
三
十
分

　

逮
夜　

午
後
二
時

　

初
夜　

午
後
四
時
三
十
分

（
九
日
は
逮
夜
、
十
二
時
三
十
分
よ
り

は
じ
ま
り
ま
す
。
十
六
日
は
日
中

ま
で
で
す
。
）

お
説
教
、
お
勤
め
に
引
き
続
き
御
影

堂
に
て
ご
聴
聞
下
さ
い
。

大
講
堂
の
お
説
教
は
十
二
時
三
十
分

よ
り
は
じ
ま
り
ま
す
。

 

そ
の
他
の
行
事

一
月
九
日
〜
十
六
日　

　
　

献
書
展　

廊
下

一
月
十
日
〜
十
五
日　

　
　

生
花
展　

御
対
面
所

一
月
九
日
〜
十
五
日　

　
　

呈
茶　
　

有
慶
堂

一
月
九
日
〜
十
六
日

　

 

「
守
ろ
う
み
ん
な
の
文
化
財
」

　
　
　
　
　
　
　

ポ
ス
タ
ー
原
画
展

　
　

安
楽
庵
見
学

九
日      

午
後
二
時

十
日
〜
十
五
日　
　

　
　
　
　

午
前
十
一
時
、
午
後
二
時

十
六
日　

午
前
十
一
時

　
　

宝
物
館
特
別
拝
観　

九
日　
　

十
二
時
〜
午
後
三
時

十
日
〜
十
五
日　

　
　
　
　

午
前
十
時
〜
午
後
三
時

十
六
日　

午
前
十
時
〜
午
後
一
時

　
　

宝
物
館
宝
物
説
明

十
日
〜
十
五
日　
　

午
後
一
時
よ
り

　
　

お
尋
ね
コ
ー
ナ
ー　

　
　

宗
務
院
ロ
ビ
ー

　
　
　
　

午
前
十
時
〜
午
後
三
時

　

十
二
月
八
日
と
申
し
ま
す
と
、
お
釈

迦
さ
ま
が
菩
提
樹
の
下
で
お
さ
と
り
を

成
就
さ
れ
た
日
で
す
。

　

イ
ン
ド
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
、
ひ
た

す
ら
瞑
想
に
ふ
け
ら
れ
ま
し
た
。
寝
食

も
わ
す
れ
、
お
体
は
や
せ
細
ら
れ
た
よ

う
で
す
。
こ
れ
以
上
ご
自
身
の
心
身
を

過
酷
な
状
態
に
さ
ら
し
て
も
意
味
が
な

い
と
気
づ
か
れ
、
近
く
の
菩
提
樹
の
下

で
心
身
を
整
え
ら
れ
て
四
十
九
日
の
間

瞑
想
に
入
ら
れ
て
お
さ
と
り
を
成
就
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
日
が
十
二
月
八
日
で

す
。
明
け
の
明
星
を
見
て
覚
醒
さ
れ
た

と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
の

ち
、
出
世
本
懐
（
お
釈
迦
さ
ま
の
本
当

の
目
的
）
と
し
て
『
無
量
寿
経
』
を
お
説

き
に
な
ら
れ
、
人
類
に
阿
弥
陀
さ
ま
の

慈
悲
を
お
知
ら
せ
い
た
だ
く
の
で
す
。

　

さ
て
、
一
面
上
段
の
挿
絵
は
、
法
然

上
人
の
庵
を
親
鸞
聖
人
が
訪
ね
て
い
る

場
面
で
す
。
ま
だ
聖
人
の
衣
は
、
比
叡

山
の
僧
形
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
比

叡
山
で
の
修
行
生
活
に
疑
問
を
感
じ
て

お
ら
れ
る
聖
人
の
ご
心
境
が
垣
間
見
ら

れ
る
場
面
で
す
。
そ
し
て
「
よ
き
人
」
法

然
上
人
と
の
出
遭
い
が
「
雑
行
を
捨
て

て
、
本
願
に
帰
す
」
と
回
顧
さ
れ
る
大

き
な
転
換
点
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

偉
大
な
お
二
人
の
ご
生
涯
に
お
け

る
大
き
な
転
換
が
人
類
に
も
た
ら
し

た
恩
恵
は
、
は
か
り
し
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。　

 
 

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

（
Ｆ
）              

編
集
後
記

編
集
後
記

編
集
後
記

非
僧
非
俗
の
生
活
　
関
東
へ

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯

シ
リ
ー
ズ
⑫

い
の
ち

ぜ
ん
こ
ん

け
ん

り
ゃ
く

え  

し
ん  

に

に
く
じ
き 

さ
い
た
い

み  

よ
し 

た
め
の
り

本
山
諸
行
事

ご
和
讃
の
お
話

　
　
　
　
　
　
　   

中
桐
　
利
法

こ
こ
ろ
は
一
つ
に
あ
ら
ね
ど
も

雑
行
雑
修
こ
れ
似
た
り

浄
土
の
行
に
あ
ら
ぬ
を
ば

ひ
と
え
に
雑
修
と
な
づ
け
し
む

　
　
　
　
　

（
善
導
禅
師
第
七
首
）

　
　
　
　
　

 

『
高
田
勤
行
聖
典
一
七
九
頁
』

ひ
と

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

ざ
っ
たき

ょ
う

ぶ
つ
ど
う

し
ん
じ
ん

じ
ょ
う
ど 

お
う

じ
ょ
う

あ

み

だ

し
ょ
ぶ
つ

ら
い
は
い

さ
ん
だ
ん

じ
ょ
う
げ
ん

は
く
だ
つ

よ
し
ざ
ね

と
くた

い
そ  

げ
ん
く
う

ほ
っ
し

す
は
い

み
だ

つ
み

し
ょ
う
み
ょ
う

お
ん

る

と
く

し
ょ
う

く
う
し

つ
み

ざ
い

せ
ん
じ
ゅ

こ
く
ふ

び
ん
ご

ほ
う
き

で
ん
ね

お
う
さ
か

ふ
し
き

こ

た

お
も
む

る

こ
こ
ろ

ぞ
う
ぎ
ょ
う
ざ
っ
し
ゅ

じ
ょ
う
ど

ぎ
ょ
う

ざ
っ
し
ゅ

こ
と
ば

し
ゅっ
せ 

ほ
ん
が
い



御影堂落成慶讃大法会

　平素は、本山護持のため、ご支援・ご協力を賜
り厚く御礼申し上げます。８年の歳月をかけ平成
大修理を行いました御影堂の落成慶讃大法会は、
平成22年5月13日（木）から5月17日（月）までの5日間
（前夜集会を含め延べ６日間）厳修いたします。

期間中は法要はもとより演奏会・記念講演等多彩
なイベントがあります。希少なこの慶事に檀信徒
の皆様がそろってご参詣いただきますようご案内
申し上げます。

16：00～ 岩手県選擇寺　花笠音頭、津軽三味線
18：00～ 柳家小三治一門落語会

13：00～　講演　岡田　卓也
16：30～　琵琶弾き語り　上原まり
13：30～　雅楽　東儀　秀樹
16：30～　講演　小山　觀翁
13：00～　講演　養老　孟司
16：30～　横笛　藤舎　名生
13：30～　講演　〈出演者未定〉
16：30～　胡弓の会「韻」（ひびき）
13：00～　講演　藤田　宏達

12日

◇前夜集会 ◇イベント

◎庭儀式（稚児練り）
　15日～16日　10：00～11：00
◎安楽庵における呈茶
　14日～16日　10：00～15：00　　ほか

◇その他

報恩感謝法会（10：00～）
記念式典（11：00～） 午後法会（15：00～）
午前法会（11：00～） 午後法会（15：00～）
御 参 廟（9：00～）
午前法会（10：00～） 午後法会（15：00～）
午前法会（11：00～） 午後法会（15：00～）

13日

14日、15日
16日

17日

◇法要

13日

14日

15日

16日

17日

高 田 本 山 だ よ り平成21年12月11日 第80号（７）

　

以
前
よ
り
、
皆
様
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て

お
り
ま
し
た
、
唐
門
前
の
駐
車
場
は
使
用
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
本
山
境
内
西
側
に
ご
ざ
い
ま
し

た
駐
車
場
に
隣
接
す
る
土
地
を
駐
車
場
と
し

て
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

下
記
の
地
図
の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
の

で
、
今
後
、
本
山
に
ご
参
詣
い
た
だ
く
際
に

は
本
山
西
側
の
大
駐
車
場
を
ご
利
用
下
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

駐
車
場
の
ご
案
内

平成２２年５月１３日（木）～１７日（月）

御影堂落成慶讃大法会事務局
TEL ０５９－２３６－４０２５



高 田 本 山 だ よ り平成21年9月10日 第79号 （８）

◆
讃
仏
会

九
月
二
十
日
〜
二
十
六
日

　

お
彼
岸
の
お
参
り
を
讃
仏
会
と
い
い
ま
す
。

仏
さ
ま
の
お
徳
を
讃
え
て
、
ご
先
祖
の
恩
に

感
謝
し
て
、
法
縁
を
喜
ぶ
法
会
と
い
う
意
味

で
す
。

　

朝
七
時
と
昼
十
一
時
半
の
二
回
、
勤
行
と

お
説
教
が
勤
ま
り
、
中
日
の
二
十
三
日
に
は

法
主
殿
の
御
親
教
が
ご
ざ
い
ま
す
。

◆
資
堂
講
法
会

十
月
一
日
〜
三
日

　

正
式
に
は
永
代
資
堂
講
法
会
と
言
い
ま
す
。

　

資
堂
講
は
、
普
く
有
縁
の
方
々
が
加
入
で

き
る
講
と
し
て
設
け
ら
れ
、
教
化
の
一
端
も

担
っ
て
い
ま
す
。

◆
納
骨
堂
法
会

十
一
月
三
日
・
四
日

　

親
鸞
聖
人
の
お
徳
を
偲
ぶ
と
と
も
に
、
私

た
ち
の
大
切
な
人
も
聖
人
の
御
廟
の
そ
ば
に

お
い
て
あ
げ
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
、
本
山

に
ご
遺
骨
（
分
骨
）
を
納
め
る
本
山
納
骨
の

習
慣
が
出
来
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
十

八
年
に
個
人
の
納
骨
壇
に
ご
遺
骨
を
納
め
る

納
骨
堂
が
造
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
堂
で
の
お
勤
め
に
先
立
っ
て
、
法
主
殿

ま
た
は
法
嗣
殿
と
と
も
に
多
く
の
僧
侶
が
山

内
を
行
列
で
進
み
、
御
廟
と
新
納
骨
堂
・
第

二
納
骨
堂
を
参
拝
さ
れ
ま
す
。

◆
秋
法
会

十
一
月
五
日
〜
十
日

　

春
の
千
部
法
会
と
同
じ
く
、
進
納
所
で
永

代
経
に
加
入
い
た
だ
い
た
方
を
ご
招
待
し
て

勤
ま
る
法
会
で
す
。

　

本
山
内
の
賜
春
館
（
明
治
天
皇
が
宿
泊
さ

れ
た
建
物
）
で
法
主
殿
の
ご
対
顔
を
あ
お
い

だ
後
、
本
堂
に
て
参
詣
し
ま
す
。

◆
第
四
十
九
回
檀
信
徒
研
修
会

十
月
二
十
七
日　

午
前
九
時
受
付

　

「
〜
和
讃
に
学
ぶ
〜
」
を
テ
ー
マ
に
高
田

派
お
同
行
の
研
修
会
で
す
。
午
前
中
は
三
重

県
鈴
鹿
市
隨
願
寺
住
職
松
山
智
光
師
の
法
話

や
ビ
デ
オ
鑑
賞
、
午
後
は
班
別
の
分
散
会
で

意
見
の
交
換
や
、
質
疑
応
答
を
行
い
ま
す
。

　

参
加
申
込
は
宗
務
院
教
学
課
に
て
受
付
け

ま
す
。

◆
教
学
院
研
究
発
表
大
会

十
月
三
十
日　

午
前
十
時
開
会

　

高
田
派
の
研
究
機
関
、
教
学
院
の
各
部
会

で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
を
持
っ
て
研
究
を

行
っ
て
い
ま
す
。
当
日
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
会

か
ら
の
代
表
と
、
応
募
さ
れ
た
一
般
の
僧
侶

が
、
二
十
分
の
持
ち
時
間
で
行
っ
て
き
た
研

究
に
つ
い
て
発
表
を
行
い
ま
す
。
ま
た
午
後

に
は
講
師
を
招
い
て
特
別
講
演
も
行
わ
れ
ま

す
。
聴
講
は
無
料
で
す
。

◆
第
二
十
九
回

　

坊
守
婦
人
会
合
同
研
修
会

十
一
月
十
日
・
十
一
日

　

別
院
や
一
般
寺
院
に
あ
る
婦
人
会
の
集
ま

り
が
高
田
派
婦
人
連
合
会
で
す
一
泊
二
日
で

研
修
会
を
開
き
、
法
式
作
法
や
法
話
、
講
演

を
聴
聞
し
ま
す
。

　

研
修
会
で
は
初
日
に
小
旅
行
を
す
る
こ
と

が
多
く
、
今
年
も
計
画
中
で
す
。

　

参
加
ご
希
望
の
方
は
宗
務
院
教
学
課
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

清
掃
奉
仕
に
ご
参
加
の
み
な
さ
ま

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

平
成
二
十
一
年

　
　
三
月
　
迎
接
寺

　
　
四
月
　
成
願
寺
・
西
信
寺

　
　
五
月
　
厚
源
寺

　
　
六
月
　
玉
保
院
・
浄
泉
寺
・

　
　
　
　
　
明
覚
寺
・

　
　
　
　
　
三
重
長
寿
社
会
大
学

　
　
七
月
　
法
林
寺
・
慈
光
寺
・

　
　
　
　
　
東
海
寺
・
長
安
寺 □
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こ
れ
か
ら
の
本
山
諸
法
会

こ
れ
か
ら
の
本
山
行
事

し
し
ゅ
ん
か
ん

あ
き
ほ
う
え

編
集
後
記

編
集
後
記

編
集
後
記

お問い合わせ　御影堂落成慶讃大法会事務局　電話 059－236－4025　FAX 059－236－4026
みえい どうらくせいけいさんだい  ほうえ  じ　む きょく

「
大
涅
槃
図
」
特
別
公
開

　
平
成
二
十
一
年
十
月
八
日（
木
）か
ら
十
一
日（
日
）

　
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
　

　
本
山  

如
来
堂
に
て

　

来
る
御
影
堂
落
慶
大
法
会
の
記
念
品
と
し
ま

し
て
打
敷
を
取
り
扱
い
致
し
て
お
り
ま
す
。
本

品
は
落
慶
記
念
の
文
字
入
り
打
敷
で
朱
色
、
地

模
様
に
柳
葉
菩
提
樹
紋
を
入
れ
て
お
り
ま
す
。

落
慶
大
法
会
の
期
間
中
、
団
参
で
お
参
り
い
た

だ
き
ま
し
た
方
は
も
と
よ
り
、
現
在
、
お
志
と

し
て
三,
〇
〇
〇
円
以
上
い
た
だ
き
ま
し
た
方
へ

も
お
渡
し
を
致
し
て
お
り
ま
す
。
枚
数
は
大
・

小
合
わ
せ
て
五,
〇
〇
〇
枚
の
限
定
品
で
す
。
記

念
打
敷
は
御
同
行
御
内
仏
（
御
仏
壇
）
用
で
前

卓
の
サ
イ
ズ
に
合
わ
せ
お
選
び
下
さ
い
。

改めて落慶の御志納下されました方へ記念品としてお渡しします。

改めて落慶の御志納下されました方へ記念品として
お渡しします。

落成慶讃大法会落成慶讃大法会
平成２２年５月１３日（木）～１７日（月）

申し込みは直接もしくは所属のご寺院様経由で
御影堂落成慶讃大法会事務局

TEL ０５９－２３６－４０２５まで。

【大】 巾約60cm　【小】 巾約43cm

　平素は、本山護持のため、ご支援・ご協力を賜
り厚く御礼申し上げます。８年の歳月をかけ平成
大修理を行いました御影堂の落成慶讃大法会は、
平成22年5月13日（木）から5月17日（月）までの
5日間（前夜集会を含め延べ６日間）厳修いたし

ます。期間中は法座はもとより記念式典・記念講
演等多彩なイベントがあります。希少なこの慶事
に檀信徒の皆様がそろってご参詣いただきますよ
うご案内申し上げます。

16：00～ 岩手県選擇寺　花笠音頭、津軽三味線

17：00～ 柳家小三治一門落語会

13：00～　講演　岡田　卓也

16：30～　琵琶弾き語り　上原まり

13：00～　雅楽　東儀　秀樹

16：30～　講演　小山　観翁

10：00～　庭儀式（稚児練り）

15：00～　講演　養老　孟司

16：30～　横笛　藤舎　名生

10：00～　庭儀式（稚児練り）

13：00～　講演　出演者未定

16：30～　胡弓の会「韻」

13：00～　講演　藤田　宏達

12日

◇前夜集会 ◇イベント

安楽庵における呈茶　ほか

◇催し

記念式典（11：00～） 午後法会（15：00～）

午前法会（11：00～） 午後法会（15：00～）

御 参 廟（9：00～）

午前法会（10：00～） 午後法会（15：00～）

午前法会（11：00～） 午後法会（15：00～）

12日

13日

14日、15日

16日

17日

◇法座等御影堂にて

13日

14日

15日

16日

17日

高 田 本 山 だ よ り平成21年12月11日 第80号 （８）

午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

本
山
内
有
慶
堂
に
て

宗
旦
古
流
呈
茶

そ 

う  

た 

ん

こ

り
ゅ
う

て 

い   

ち
ゃ

ゆ
う
け
い
ど
う

◎
呈
茶
券（
五
百
円
）は
宗
務
院
・
進
納
所
・
納
骨
堂
で
お
求
め
下
さ
い
。

平
成
二
十
二
年
一月
九
日（
土
）か
ら
十
五
日（
金
）


