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第
七
百
二
十
八
回
お
会
式
法
要
に
二
十
三
人

身
延
別
院
の
お
会
式
が
十
一
月
三
日
に
開
か
れ
ま
し
た
。
平
成
十
九
年
に
復
活
さ
せ

た
お
稚
児
さ
ん
行
列
が
今
年
も
日
本
橋
小
伝
馬
町
の
一
帯
を
練
り
歩
き
、
法
要
に
参
列

し
た
約
百
二
十
人
の
檀
信
徒
が
日
蓮
聖
人
の
ご
遺
徳
を
し
の
び
ま
し
た
。

お
会
式
と
は
、
日
蓮
聖
人
が
お
な
く
な
り
に
な
ら
れ
た
十
月
十
三
日
を
中
心
に
、
全

国
各
地
の
日
蓮
宗
寺
院
、
教
会
、
結
社
で
行
わ
れ
る
、
宗
祖
の
ご
遺
徳
を
し
の
ぶ
法
会

の
こ
と
で
す
。
今
年
で
七
百
二
十
八
回
を
数
え
ま
し
た
。

身
延
別
院
で
は
毎
年
十
一
月
三
日
・
文
化
の
日
に
お
会
式
を
行
っ
て
い
ま
す
。
た
く

さ
ん
の
檀
信
徒
さ
ん
を
迎
え
る
た
め
に
、
お
寺
で
は
お
会
式
に
向
け
て
万
灯
を
準
備
し

た
り
、
ピ
ン
ク
と
白
の
薄
紙
で
作
っ
た
花
を
本
堂
内
に
飾
っ
た
り
と
少
し
ず
つ
準
備
を

進
め
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
地
域
の
人
々
に
も
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
と
、
二
年
前
か
ら

お
稚
児
さ
ん
行
列
を
復
活
。
今
年
は
檀
信
徒
の
子
ど
も
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
ら
二
十
三
人

が
お
稚
児
さ
ん
行
列
に
参
加
す
る
と
申
し
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。

お
会
式
の
当
日
、
お
稚
児
さ
ん
た
ち
は
、
彩
り
も
鮮
や
か
な
衣
装
に
身
を
包
み
、
顔

も
き
れ
い
に
お
化
粧
を
し
、
午
後
一
時
に
家
族
と
と
も
に
お
寺
の
前
を
出
発
。
小
伝
馬

町
交
差
点
か
ら
本
町
三
丁
目
交
差
点
へ
、
そ
し
て
再
び
お
寺
へ
と
約
八
百
メ
ー
ト
ル
の

道
の
り
を
、
お
題
目
と
団
扇
太
鼓
の
音
に
合
わ
せ
て
練
り
歩
き
ま
し
た
。
か
わ
い
ら
し

い
お
稚
児
さ
ん
の
姿
に
、
街
を
歩
い
て
い
る
人
た
ち
か
ら
も
注
目
が
集
ま
り
ま
し
た
。

本
堂
の
前
で
お
稚
児
さ
ん
と
そ
の
家
族
が
記
念
撮
影
を
済
ま
せ
た
後
子
ど
も
さ
ん
の

健
や
か
な
成
長
を
願
う
お
加
持
が
厳
か
に
営
ま
れ
ま
し
た
。
参
列
し
た
お
稚
児
さ
ん
の

一
人
、
飯
田
伽
楼
羅
（
か
る
ら
）
君
（
五
歳
）
が
日
蓮
聖
人
の
ご
遺
徳
を
し
の
ぶ
祭
文

を
読
み
上
げ
る
と
、
檀
信
徒
の
中
か
ら
拍
手
が
沸
き
起
こ
り
ま
し
た
。

（
平
山
）

本堂の前に集合したお稚児さんと檀信徒の皆さん



平成２１年（２００９年）１２月 願 満（年３回発行）

第
七
回

山
梨
県
早
川
町
・
十
萬
部
寺

妙
法
両
大
善
神
を
祀
る

車
一
台
が
や
っ
と
通
れ
る
だ
け
の
道
幅
。
ハ
ン
ド
ル

操
作
を
誤
っ
た
ら
崖
の
下
へ
真
っ
逆
さ
ま
。
コ
ン
ク
リ

ー
ト
舗
装
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
枯
葉
や
枯
れ
枝
、

落
下
し
て
き
た
小
石
な
ど
が
散
乱
し
、
心
細
く
な
る
ば

か
り
で
し
た
。
山
梨
県
早
川
町
の
奴
多
山
十
萬
部
寺

（
ぬ
た
さ
ん
・
じ
ゅ
う
ま
ん
ぶ
じ
）
を
訪
ね
た
時
の
こ

と
で
す
。

身
延
山
久
遠
寺
を
参
拝
し
て
か
ら
七
面
山
へ
向
か
う

場
合
、
今
で
は
国
道
を
経
由
し
、
七
面
山
の
登
山
口
ま

で
乗
用
車
で
向
か
い
ま
す
が
、
以
前
は
身
延
山
奥
の
院

か
ら
西
へ
下
り
、
赤
沢
と
い
う
集
落
を
経
て
白
糸
の
滝

に
至
り
、
そ
こ
か
ら
登
り
道
と
な
る
徒
歩
の
ル
ー
ト
で

し
た
。
十
萬
部
寺
は
こ
の
ル
ー
ト
上
に
あ
る
由
緒
の
あ

る
お
寺
。
日
朗
上
人
を
開
山
と
し
、
身
延
山
の
鎮
守
神

で
あ
る
「
妙
太
郎
」
「
法
太
郎
」
の
妙
法
両
大
善
神
を

お
ま
つ
り
し
て
い
ま
す
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
今
か
ら
十
年
以
上
も
前
の
一

九
九
六
年
八
月
、
私
は
新
聞
紙
上
で
「
お
坊
さ
ん

が

ん
ば
る
」
と
い
う
連
載
記
事
を
担
当
し
ま
し
た
。
現
状

を
打
破
す
べ
く
、
各
地
で
奮
闘
し
て
い
る
お
寺
の
住
職

を
五
回
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
た
記
事
で
し
た
。
そ
の

中
で
、
清
水
本
尚
さ
ん
（
掲
載
時
五
十
四
歳
）
と
い
う

日
蓮
宗
寺
院
の
住
職
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
過
疎
化
の

進
む
山
梨
県
早
川
町
で
、
一
人
で
六
か
所
の
住
職
を
兼

務
し
て
奔
走
す
る
姿
を
伝
え
た
の
で
す
。
そ
の
当
時
、

私
は
ま
だ
法
華
経
の
教
え
に
目
覚
め
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
の
で
（
?
）
取
材
し
た
こ
と
以
上
に
特
別
の
関
心
を

持
つ
こ
と
も
な
く
、
清
水
住
職
と
の
関
係
も
そ
れ
き
り

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
今
、
日
蓮
宗
寺
院
の
千
か
寺
参
り
を
す
る

よ
う
に
な
り
、
か
ね
て
よ
り
訪
ね
て
み
た
か
っ
た
山
梨

県
の
十
萬
部
寺
を
調
べ
て
み
る
と
、
住
職
が
清
水
本
尚

さ
ん
だ
っ
た
の
で
す
。
電
話
を
す
る
と
、
奥
さ
ま
が
出

ら
れ
て
、
私
が
書
い
た
記
事
の
こ
と
も
覚
え
て
い
て
く

れ
ま
し
た
。
「
車
で
す
ぐ
に
来
ら
れ
ま
す
よ
。
ど
う
ぞ

ご
参
拝
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

さ
っ
そ
く
出
か
け
た
と
こ
ろ
、
冒
頭
の
よ
う
な
山
道

を
進
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
悪
戦
苦
闘
の
道
の
り

も
、
二
十
分
ほ
ど
も
す
る
と
お
寺
の
境
内
と
な
り
、
清

水
住
職
と
再
会
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
も
の
す
ご
い
道
で
、
心
細
く
な
り
ま
し
た
よ
」
と

私
が
話
す
と
、
「
初
め
て
の
人
に
は
、
た
い
へ
ん
な
場

所
に
あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
す
。
で
も
平
山
さ
ん
な
ら
、

強
い
意
志
で
来
ら
れ
る
と
思
っ
た
の
で
、
何
も
説
明
し

ま
せ
ん
で
し
た
ね
」
と
奥
さ
ま
は
笑
い
ま
し
た
。

不
思
議
な
も
の
で
、
帰
り
は
道
幅
も
広
く
、
穏
や
か

に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

（
平
山
徹
・
新
聞
記
者
）

十萬部寺の清水住職と奥様
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べ
っ
た
ら
市
に
初
出
店

青年会

町
会
の
協
力
を
得
て

身
延
別
院
青
年
会
が
十
月
十
九
、
二
十
日
、
東
京
・

日
本
橋
本
町
の
宝
田
恵
比
寿
神
社
を
中
心
に
開
か
れ
る

「
べ
っ
た
ら
市
」
に
初
め
て
参
加
し
、
「
揚
げ
た
こ
焼

き
」
の
店
を
出
し
ま
し
た
。

べ
っ
た
ら
市
は
江
戸
時
代
中
期
か
ら
続
い
て
い
る
伝

統
の
行
事
。
宝
田
恵
比
寿
神
社
の
門
前
で
、
毎
年
十
月

二
十
日
の
恵
比
寿
講
に
お
供
え
を
す
る
た
め
、
前
日
の

十
九
日
に
市
が
立
ち
、
野
菜
や
魚
、
神
棚
な
ど
が
売
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
起
源
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
中
で
も
浅
漬
け
大
根
の
べ
っ
た
ら
漬
け
が
よ
く
売

れ
た
こ
と
か
ら
、
べ
っ
た
ら
市
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
二
日
間
は
、
現
在
も
べ
っ
た
ら
漬
け

を
は
じ
め
、
お
好
み
焼
き
、
焼
き
そ
ば
、
カ
ス
テ
ラ
な

ど
三
百
軒
以
上
も
の
露
店
が
並
び
、
た
く
さ
ん
の
人
で

に
ぎ
わ
い
ま
す
。

青
年
会
は
、
身
延
別
院
檀
信
徒
の
関
係
者
で
あ
る
大
伝
馬

町
一
之
部
町
会
長
の
石
倉
知
之
さ
ん
ら
の
ご
尽
力
で
、
人

形
町
通
り
に
近
い
一
角
に
店
を
構
え
ま
し
た
。
藤
井
教
祥

副
住
職
を
中
心
に
青
年
会
の
メ
ン
バ
ー
が
前
日
に
材
料
を

調
達
。
十
人
が
交
代
で
店
に
詰
め
、
道
行
く
人
に
「
お
い

し
い
で
す
よ
」
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」
と
声
を
か
け
続

け
ま
し
た
。
た
こ
焼
き
は
お
客
さ
ん
の
前
で
、
油
で
カ
リ

ッ
と
揚
げ
、
た
っ
ぷ
り
の
ソ
ー
ス
を
か
け
て
販
売
。
七
個

入
り
四
百
五
十
円
で
し
た
。

十
九
日
よ
り
は
二
十
日
、
昼
間
よ
り
は
夜
に
な
っ
て
売
り

上
げ
を
伸
ば
し
、
二
日
間
で
約
三
百
五
十
食
分
の
の
売
り

上
げ
が
あ
り
ま
し
た
。
収
益
は
約
一
万
円
で
、
子
育
て
支

援
活
動
に
充
て
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
「
初
め
て
の
出
店
に

し
て
は
よ
く
や
っ
た
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

ご
協
力
い
た
だ
い
た
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

バ
ザ
ー
の
品
を
募
集

青
年
会
で
は
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
扱
う
品
物
（
新

品
）
を
引
き
続
き
募
集
し
て
い
ま
す
。
青
年
会
は
、
東
京

都
江
戸
川
区
で
今
年
四
月
に
開
催
さ
れ
た
フ
リ
ー
マ
ー
ケ

ッ
ト
に
初
め
て
出
店
。
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
の
お
か
げ
で
、

子
育
て
支
援
の
た
め
の
活
動
費
に
収
益
を
充
て
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
今
後
も
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
へ
の
出
店
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

揚げたこ焼きを売る青年会のメンバー

お客さんに「おいしいですよ」

開店前の朝の打ち合わせ

手作りの看板



久
遠
寺
の
お
会
式
を
団
参

身
延
山
久
遠
寺
の
お
会
式
が
十
月
十
二
、
十
三
日
に

営
ま
れ
、
身
延
別
院
か
ら
藤
井
教
祥
副
住
職
、
河
野
信

成
師
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
計
七
人
が
団
体
参
拝
し
ま
し

た
。
一
行
は
十
二
日
午
前
十
一
時
半
に
小
伝
馬
町
の
別

院
を
出
発
。
身
延
山
に
は
午
後
三
時
に
到
着
し
ま
し

た
。
午
後
六
時
か
ら
祖
師
堂
で
営
ま
れ
た
お
逮
夜
法
要

に
参
列
し
ま
し
た
。

境
内
は
五
重
塔
が
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
中
、
ふ
だ

ん
と
違
っ
て
万
灯
が
飾
ら
れ
る
な
ど
、
お
会
式
な
ら
で

は
の
華
や
か
な
雰
囲
気
で
し
た
。
一
行
は
西
谷
に
あ
る

岸
之
坊
に
宿
泊
し
、
翌
十
三
日
は
午
前
六
時
か
ら
本
堂

と
祖
師
堂
で
営
ま
れ
た
朝
の
お
勤
め
に
参
列
し
ま
し

た
。
御
廟
と
奥
の
院
を
参
拝
し
、
午
後
零
時
半
に
身
延

山
を
後
に
し
ま
し
た
。

お
会
式
の
花
作
り
奉
仕

身
延
別
院
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
が
十
月
十
九
、
二
十

日
、
お
会
式
の
花
作
り
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
お
会
式

で
は
毎
年
、
本
堂
の
内
外
に
ピ
ン
ク
と
白
の
薄
紙
で
作

っ
た
花
を
た
く
さ
ん
飾
り
つ
け
ま
す
。
そ
の
花
を
み
ん

な
で
手
分
け
し
て
作
り
、
竹
や
万
灯
に
く
く
り
つ
け
る

も
の
で
す
。
作
業
は
地
下
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
年
は
青
年
会
の
メ
ン
バ
ー
が
、
十
九
、
二
十
日
に

開
か
れ
た
「
べ
っ
た
ら
市
」
に
出
店
し
た
た
め
、
花
作

り
の
場
に
副
住
職
ら
の
姿
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

精
鋭
部
隊
が
例
年
通
り
に
花
を
作
り
あ
げ
ま
し
た
。
お

手
伝
い
い
た
だ
い
た
の
は
以
下
の
皆
さ
ん
で
す
。

林

好
江
、
阿
久
津
喜
美
子
、
石
田
光
子
、
石
渡
日
出
子
、

上
遠
野
美
津
子
、
黒
石
鈴
子
、
勝
見
登
志
子
、
小
林
聰

子
、
岡
本
春
雄
、
岡
本
つ
ね
子
、
加
藤
和
恵
、
丸
山
定

子
、
杉
山
尊
子
、
小
島
喜
恵
子
、
今
井
善
子
、
飯
田

望
、
有
澤
文
子
、
三
和
家
政
婦
紹
介
所
、
ケ
ア
ネ
ッ
ト

三
和
、
㈲
三
京
、
工
藤
祐
子
、

辻
野
幸
子
（
敬
称

略
）
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

平成２１年（２００９年）１２月 願 満（年３回発行）

寺
の
動
き

久遠寺を訪れた檀信徒の皆さん（奥之院思親閣で）

お会式の花作りをする檀信徒の皆さん

繰り出した万灯とライトアップされた五重塔
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豆
入
れ
奉
仕
の
お
願
い

来
年
の
追
儺
式
（
節
分
の
豆
ま
き
）
で
用
い
る
豆
の

袋
詰
め
作
業
を
、
一
月
十
九
（
火
）
・
二
十
（
水
）
日

に
行
い
ま
す
。
七
セ
ン
チ
四
方
ほ
ど
の
小
さ
な
ビ
ニ
ー

ル
の
袋
に
、
盃
一
杯
分
ほ
ど
の
豆
を
詰
め
、
袋
の
口
を

折
り
た
た
み
、
ホ
チ
キ
ス
で
留
め
て
い
く
作
業
で
す
。

一
時
間
で
も
二
時
間
で
も
、
都
合
の
つ
く
時
間
で
か
ま

い
ま
せ
ん
。
お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
、
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

秋
季
彼
岸
法
要
に
五
十
人

身
延
別
院
の
秋
季
彼
岸
会
施
餓
鬼
法
要
が
九
月
二
十

六
日
午
後
一
時
か
ら
、
本
堂
で
営
ま
れ
ま
し
た
。
檀
信

徒
約
五
十
人
が
本
堂
に
集
い
、
提
婆
達
多
品
な
ど
の
お

経
を
読
誦
し
ま
し
た
。
ご
先
祖
を
は
じ
め
、
ご
縁
の
あ

っ
た
方
々
の
塔
婆
を
ご
供
養
し
ま
し
た
。
そ
の
後
に
住

職
か
ら
法
話
が
あ
り
、
終
了
後
に
地
下
ホ
ー
ル
で
ご
供

養
が
あ
り
ま
し
た
。

一
月

一
日
（
金
）
～
三
日
（
日
）

新
年
初
詣
、
終
日
御
開
帳

十
日
（
日
）

中
山
荒
行
堂
及
び
堀
之
内
妙
法
寺
初
詣

※
今
年
度
入
行
の
荒
行
僧
に
よ
る
御
祈
祷
を
受
け
ま
す
。

十
一
日
（
月
）
平
成
二
十
二
年
度
初
十
三
日
講

午
後
一
時
よ
り

二
月

三
日
（
水
）
節
分
会
追
儺
式
（豆
ま
き
）

午
後
一
時
よ
り

願
満
第
七
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
回
は
副
住
職
の

結
婚
式
・
披
露
宴
の
様
子
を
お
伝
え
す
る
た
め
、
い
つ

も
よ
り
も
発
行
が
遅
れ
ま
し
た
。

お
会
式
の
お
稚
児
さ
ん
行
列
に
は
二
十
三
人
か
ら
申

込
を
い
た
だ
き
、
二
十
二
人
が
行
列
に
元
気
に
参
加
し

ま
し
た
。
今
号
で
は
お
稚
児
さ
ん
一
人
一
人
の
顔
写
真

を
特
集
し
ま
し
た
。
笑
顔
あ
り
、
泣
き
顔
も
あ
り
ま
し

た
。
ご
覧
に
な
っ
て
い
か
が
で
し
た
か
。
お
会
式
の
お

稚
児
さ
ん
行
列
は
来
年
も
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う

ぞ
ま
た
ご
参
加
下
さ
い
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
、
新
政
権
の
発
足
、

身
延
山
久
遠
寺
五
重
塔
の
落
慶
法
要
な
ど
、
様
々
な
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
身
延
別
院
で
も
副
住
職
の
荒
行
堂

再
行
成
満
、
青
年
会
の
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
参
加
、
次

男
・
寛
文
師
の
僧
道
林
入
林
な
ど
、
い
く
つ
も
の
出
来

事
が
あ
り
ま
し
た
。
来
年
も
素
晴
ら
し
い
年
に
な
る
よ

う
、
皆
様
と
共
に
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
次

回
は
三
月
の
発
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

（
平
山
）

今
後
の
予
定

編
集
後
記

人
の
死
後
、
四
十
九
日
と
か
三
十
五
日
と
言
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
何
で
し
ょ
う
か
。

ご
と
に
冥
界
の
審
判
が
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ

ま
な
仏
菩
薩
が
現
れ
て
解
脱
へ
の
導
き
が
な
さ
れ
る
と

も
い
い
ま
す
。

こ
の
期
間
は
眼
に
見
え
な
い
意
識
に
よ
っ
て
生
じ
た

四
十
九
日
に
つ
い
て
は
、
人
は
亡
く
な
る
と

七
×
七
＝
四
十
九
日
経
つ
と
、
必
ず
次
の
生
を

取
る
、
と
い
う
仏
教
の
教
理
か
ら
来
て
い
ま

す
。
人
の
な
く
な
る
瞬
間
を
仏
教
で
は
死
有

（
し
う
）
と
い
い
、
生
ま
れ
る
瞬
間
を
生
有

（
し
ょ
う
う
）
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
死
有
と

生
有
の
中
間
を
中
有
（
ち
ゅ
う
う
）
と
い
っ

て
、
こ
れ
が
最
長
四
十
九
日
間
と
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。
こ
の
期
間
は
生
前
の
業
に
よ
っ
て
決

ま
り
、
極
悪
人
は
す
ぐ
地
獄
へ
、
極
善
人
は
す

ぐ
天
界
に
と
か
い
う
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
善

業
悪
業
拮
抗
し
て
い
る
場
合
と
か
、
業
の
積
み

重
ね
が
少
な
い
子
供
の
よ
う
な
場
合
は
な
か
な

答
え

質
問

か
決
ま
ら
な
い
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
長

く
て
も
四
十
九
日
を
超
え
な
い
の
で
す
。
人
が
亡
く
な

っ
て
三
日
経
つ
と
、
死
者
の
意
識
が
覚
醒
し
、
そ
こ
か

ら
中
有
の
生
が
始
ま
り
ま
す
。
四
十
九
日
間
の
一
週
間

肉
体
を
取
り
、
神
足
通
と
い
っ
て
思
い
の
ま
ま

に
ど
こ
へ
で
も
行
く
こ
と
が
で
き
る
と
『
倶
舎

論
』
と
い
う
論
書
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
中
有
は
四
十
九
日
の
間
に
、
地
獄
・
餓

鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
間
・
天
の
六
趣
の
境

界
い
ず
れ
か
に
生
ま
れ
変
わ
る
か
、
あ
る
い
は

そ
の
期
間
の
間
に
解
脱
し
て
輪
廻
の
苦
か
ら
逃

れ
、
仏
国
土
に
赴
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
『
法
華
経
』
の
信
奉
者
は
、
お
経
の
一
句
一

偈
、
お
題
目
の
一
遍
で
も
唱
え
た
な
ら
ば
、
仏

の
国
土
、
永
遠
の
安
楽
の
世
界
、
常
寂
光
土
へ

赴
く
と
お
経
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
常
寂

光
土
と
は
、
靈
鷲
山
浄
土
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
こ
の
娑
婆
世
界
の
靈
鷲
山
の
上
方
の
世
界

で
す
。
私
た
ち
の
信
仰
は
日
蓮
大
聖
人
の
導
き
に
よ
っ

て
霊
山
浄
土
へ
往
詣
す
る
信
仰
で
す
。
三
十
五
日
は
五

×
七
＝
三
十
五
で
、
二
週
間
早
め
に
区
切
っ
て
忌
明
け

と
す
る
も
の
で
、
あ
く
ま
で
四
十
九
日
が
基
本
で
す
。

四十九日ってなーに？


