
お
唱
え
す
る
参
拝
者
も
増
え
て
い
き
、
今
ま
で
と
は
違
っ
た
雰
囲
気
を
味
わ

わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

法
要
後
は
、
特
命
布
教
講
師
の
奥
野
寛
暢
さ
ん
（
富
山
教
区
富
山
南
組
妙

行
寺
）
か
ら
ご
法
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
奥
野
さ
ん
の
軽
快
で
少
し
笑
い

も
あ
り
な
が
ら
の
味
わ
い
深
い
ご
法
話
に
、
参
拝
の
方
々
は
真
剣
に
耳
を
傾

け
て
ご
聴
聞
し
て
い
ま
し
た
。 

 

法
話
の
後
は
、
記
念
行
事
と
し
て
、「
笛
人
」 

本
宮
宏
美
さ
ん
に
よ
る
フ
ル
ー
ト
コ
ン
サ
ー
ト 

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。(

写
真
下)

始
め
に
山
口 

百
恵
さ
ん
の
「
秋
桜
」
の
演
奏
か
ら
始
ま
り
、 

慶
讃
法
要
の
愛
唱
歌
で
あ
る
「
み
ん
な
花
に
な 

れ
」
な
ど
を
約
一
時
間
に
わ
た
っ
て
演
奏
さ
れ 

ま
し
た
。
二
日
目
も
曲
目
を
変
更
し
な
が
ら
演 

奏
し
て
い
た
だ
き
、
本
宮
さ
ん
の
フ
ル
ー
ト
演 

奏
に
参
拝
者
の
方
も
酔
い
し
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

今
回
の
慶
讃
法
要
は
コ
ロ
ナ
禍
の
世
情
の
中
、 

多
く
の
状
況
を
想
定
し
な
が
ら
準
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
過
去
に
は
例
の

な
い
難
し
い
法
要
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
、
慶
讃
法
要

を
ご
修
行
す
る
事
が
出
来
た
の
は
、
法
要
委
員
会
の
委
員
の
皆
様
、
各
部
会

員
の
皆
様
、
前
日
準
備
や
当
日
の
ス
タ
ッ
フ
等
多
く
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い

た
門
徒
推
進
員
様
や
教
区
内
御
寺
院
様
等
多
く
の
方
々
の
お
か
げ
で
す
。
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後
も
教
区
や
別
院
の
活
動
に
ご
協
力
い

た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。 

 
ま
た
、
来
年
の
三
月
二
十
九
日
か
ら
、
五
期
三
十
日
に
渡
っ
て
本
山
の
慶

讃
法
要
の
団
体
参
拝
が
始
ま
り
ま
す
。
未
だ
先
の
見
え
な
い
コ
ロ
ナ
禍
の
世

情
で
は
あ
り
ま
す
が
、
本
山
で
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
を
偲
ぶ
ご
勝
縁
に
遇
え

る
機
会
を
感
謝
し
、
多
く
の
皆
様
と
ご
参
拝
で
き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て

お
り
ま
す
。 

 

 

新
潟
教
区
・
本
願
寺
新
潟
別
院
「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五

〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
並
び
に
新
潟
別
院

再
建
二
〇
年
記
念
法
要
」（
以
下
慶
讃
法
要
）
が
二
〇
二
二

（
令
和
四
）
年
十
月
二
十
二
日
（
土
）・
二
十
三
日
（
日
）

の
両
日
に
渡
っ
て
、
本
願
寺
新
潟
別
院
本
堂
で
営
ま
れ
ま

し
た
。 

 

教
区
内
の
七
組
が
二
日
間
に
分
か
れ
て
参
拝
し
、
水
岡

賢
士
輪
番
を
導
師
に
こ
の
度
新
し
く
制
定
さ
れ
ま
し
た

「
新
制 

御
本
典
作
法
」
を
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。（
写
真

中
央
下
） 

参
拝
者
は
僧
侶
、
門
信
徒
合 

わ
せ
て
、
二
十
二
日
が
百
四
十 

三
名
、
二
十
三
日
が
百
十
二
名
、 

両
日
合
わ
せ
て
二
百
五
十
五
名 

に
参
拝
い
た
だ
き
ま
し
た
。
両 

日
と
も
法
要
に
先
立
ち
、
帰
敬 

式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。 

御
手
代

お
て
が
わ
り

と
本
願
寺
式
務
部
職
員 

に
ご
出
向
い
た
だ
き
、
二
日
間 

で
二
十
三
名
が
御
剃
刀

お
か
み
そ
り

を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
代
表

者
に
法
名
拝
受
と
帰
敬
文
拝
読
を
し
て
い
た
だ
き
、
受
式

者
は
阿
弥
陀
様
の
御
前
で
思
い
を
新
た
に
い
た
し
ま
し

た
。 法

要
で
お
勤
め
し
た｢

新
制 

御
本
典
作
法｣

で
は
、
正
信

偈
部
分
を
新
た
に
制
定
さ
れ
た
和
讃
譜
と
い
う
節
を
依
用

し
て
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。
始
め
は
聞
き
慣
れ
て
な
い

せ
い
か
、
お
唱
え
す
る
方
は
少
な
か
っ
た
で
す
が
、
徐
々
に 
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新
潟
教
区
・
本
願
寺
新
潟
別
院 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要

並
び
に
別
院
再
建
二
〇
年
記
念
法
要 

 

（1） 

お   ん     き ょ う 



 

  

法
話 

照
ら
さ
れ
た
私 

 
 
 

 

本
願
寺
派
布
教
使 

三
条
組
福
勝
寺
住
職 

黒
田 

宙 
親
鸞
聖
人
は
煩
悩
を
も
ち
苦
し
む
も
の
を
苦
悩
の
有
情
と
表
現
さ
れ
ま
し
た
。

苦
悩
と
は
苦
し
み
悩
む
と
書
き
ま
す
。
つ
ね
に
湧
い
て
出
て
く
る
欲
望
に
惑
わ
さ

れ
、
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
こ
と
を
悩
み
、
苦
し
ん
で
い
る
姿
を
言
い
ま
す
。
そ

し
て
有
情
と
は
、
情
が
あ
る
姿
を
表
し
ま
す
。 

苦
悩
の
有
情
と
は
、
生
き
る
中
で

感
情
に
よ
っ
て
物
事
を
判
断
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
悩
み
苦
し
む
も
の
を
言

っ
て
い
ま
す
。 

苦
悩
の
有
情
と
い
う
の
は
自
分
が
苦
し
む
だ
け
で
は
な
く
、
相
手

を
苦
し
め
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
私
と
い
う
人
間
は
自
分
の
経
験
し
て
来
た
こ

と
、
見
て
き
た
こ
と
で
物
事
を
判
断
し
て
い
き
ま
す
。
言
い
換
え
る
な
ら
自
分
中

心
で
物
事
を
判
断
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
お
悟
り
か
ら
し
た
ら
程

遠
い
姿
で
す
。
正
し
く
物
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
見
よ
う
と
も
し
な
い
姿
、

自
己
中
心
的
な
も
の
の
見
方
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

二
〇
一
八
年
大
雪
で
信
越
線
が
止
ま
っ
た
事
故
が
あ
り
ま
し
た
。
中
に
は
数
百

人
を
超
え
る
人
が
一
夜
を
明
か
し
た
と
全
国
ニ
ュ
ー
ス
に
も
な
り
ま
し
た
。
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
乗
務
員
や
、
電
車
会
社
の
過
失
に
つ
い
て

で
し
た
。 

あ
る
ニ
ュ
ー
ス
に
は
、
次
の
駅
ま
で
あ
と
三
百
メ
ー
ト
ル
な
の
に
な
ぜ

停
止
し
た
ま
ま
に
し
て
、
乗
客
を
降
ろ
さ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
ん
な
事
が
報
道
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
対
応
は
間
違
っ
て
い
る
と
非
難
の
声
が
あ
が
っ
た
そ
う
で

す
が
、
果
た
し
て
そ
れ
は
本
当
の
事
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

止
ま
っ
た
電
車
の
前
後

の
駅
は
帯
織
駅
、
東
光
寺
駅
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
駅
は
都
会
の
よ
う
に
駅
員
が
何

人
も
い
て
売
店
が
あ
る
大
き
な
駅
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
の
駅
に
乗
客
を
下
ろ
せ

ば
よ
か
っ
た
の
か
と
。
果
た
し
て
、
雪
の
影
響
で
電
車
が
止
ま
る
ほ
ど
な
の
に
、

駅
が
除
雪
出
来
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
駅
に
つ
な
が
る
道
も
除
雪
が
進
ま
ず

車
す
ら
入
れ
な
い
状
態
だ
っ
た
は
ず
で
し
ょ
う
。
そ
の
な
か
に
迎
え
に
行
く
人
で

駅
が
混
雑
し
た
な
ら
二
次
被
害
も
出
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
電
車

に
乗
っ
て
い
た
男
性
の
発
言
が
そ
の
状
況
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
発
信
し
て

く
れ 

く
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
批
判
と
は
真
逆
で
対
応
は
素
晴
ら
し
か
っ
た

と
の
事
で
し
た
。  

乗
務
員
は
一
人
で
除
雪
作
業
し
、
乗
客
に
対
し
て
も
非
常
食
を
く
ば
る
な
ど

適
切
に
対
応
し
て
く
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
乗
客
は
た
だ
見
守
る
事
し
か
で

き
ず
、
乗
客
に
も
疲
れ
は
み
え
た
が
、
そ
れ
以
上
に
乗
務
員
は
疲
れ
果
て
て
い

た
そ
う
で
す
。
そ
の
中
で
頑
張
れ
な
ど
の
応
援
す
る
声
も
で
た
そ
う
で
、
報
道

さ
れ
て
い
る
事
と
は
程
遠
い
内
容
と
い
え
る
も
の
で
し
た
。  

私
た
ち
は
ど
れ
だ
け
正
し
く
物
事
を
み
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
か
く
い
う
私
も
そ
の
場
所
に
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ど
れ
が
正
し
か
っ

た
の
か
と
判
断
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん 

し
か
し
、
世
間
に
あ
る
見
方
を
そ

の
ま
ま
信
じ
る
の
で
は
な
く
、
物
事
を
正
し
く
見
て
い
こ
う
と
い
う
心
が
け
を

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
言
っ
て
も
自

分
中
心
で
し
か
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
私
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
れ
だ
け
当
事
者

の
立
場
に
た
っ
て
考
え
ら
れ
る
か
が
大
切
な
の
だ
と
苦
悩
の
有
情
と
い
う
言

葉
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。 

 

(2) 



 

 

  

「
新
制 

御
本
典
作
法
」
研
修
会 

日 
時 

 

二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
八
月
三
十
日
（
火
）
十
四
時
～
十
七
時 

会 

場 
 

本
願
寺
新
潟
別
院 

本
堂 

講 

師 
 

本
願
寺
式
務
部
法
式
儀
礼
専
門
職 

主
管 

淺
井 

宣
祥
さ
ん 

 

本
願
寺
が
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
に
お
迎
え
す
る
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇

年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
に
依
用
す
る
新
た
な
法
要
作
法
と
し
て
「
新

制 

御
本
典
作
法
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
新
潟
教
区
で
も
慶
讃
法
要
で
依
用
を
す

る
た
め
に
八
月
三
十
日
に
「
新
制 

御
本
典
作
法
」
研
修
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。 

 

慶
讃
法
要
に
出
勤
予
定
の
僧
侶
を
中
心
に
、
門
信
徒
含
め
て
三
十
名
の
参
加
が

あ
り
ま
し
た
。(

写
真
左
上) 

 

本
山
か
ら
、
講
師
の
淺
井
さ
ん
に
ご
出
向
い
た
だ
き
、
御
本
典
作
法
の
出
拠
や

解
説
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
声
明
は
元
々
天
台
宗
の
声
明

が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
九
歳
で
得
度

し
て
か
ら
二
十
九
歳
ま
で
の
間
、
天
台
宗
の
総
本
山
で
あ
る
比
叡
山
で
修
行
を
し

て
い
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
願
寺
の
歴
代
宗
主
も
天
台
声
明
を

習
い
に
行
く
こ
と
や
、
比
叡
山
か
ら
講
師
を
派
遣
し
て
も
ら
い
勉
強
さ
れ
て
い
た

時
代
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

時
代
が
進
む
中
で
本
願
寺
は
、
独
自
の
声
明
を
確
立
さ
せ
て
い
き
、
大
衆
唱
和

へ
方
針
を
転
換
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
今
回
制
定
さ
れ
た
「
新
制 
御
本
典
作 

 

本
願
寺
新
潟
別
院
記
念
事
業 

 

本
願
寺
新
潟
別
院
で
は
、「
新
潟
教
区
・
本
願
寺
新
潟
別
院 

親
鸞
聖
人
御
誕
生

八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
並
び
に
別
院
再
建
二
〇
年
記
念
法
要
」
に
向
け

て
、
記
念
事
業
と
し
て
別
院
の
外
壁
塗
装
と
照
明
器
具
の
交
換
を
行
な
い
ま
し

た
。 

 
 

(3) 

外
壁
塗
装
は
本
堂
や
庫
裏
の
下
見
板
や
白
壁
を
中
心

に
塗
装
し
て
い
き
、
塗
装
前
と
比
べ
て
壁
の
剥
離
や

下
見
板
の
劣
化
が
わ
か
ら
な
く
な
る
ぐ
ら
い
綺
麗
に

な
り
ま
し
た
。（
写
真
上
） 

 
 

照
明
器
具
交
換
は
、
本
堂
や
事
務
所
な
ど
全
て
の

照
明
器
具
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に 

交
換
し
ま
し
た
。（
写
真 

下
）
こ
れ
ま
で
は
、
暗 

く
て
会
議
資
料
が
見
え 

づ
ら
い
等
の
声
を
多
く 

い
た
だ
い
て
い
ま
し
た 

 
 綺

麗
に
な
っ
た
別
院
の 

法
」
は
昔
の
声
明
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
作
法
と
な

っ
て
い
る
と
淺
井
さ
ん
か
ら
解
説
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 

そ
の
後
は
唱
和
し
な
が
ら
練
習
し
、
初
め
て
聞
く

節
な
ど
に
苦
戦
す
る
点
な
ど
も
見
ら
れ
ま
し
た
が
、

何
度
か
唱
え
て
い
く
う
ち
に
徐
々
に
声
も
大
き
く

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

来
年
の
本
山
の
慶
讃
法
要
で
は
「
新
制 

御
本
典

作
法
」
が
毎
座
依
用
さ
れ
ま
す
。 

 

「
新
制 

御
本
典
作
法
」
の
経
本
は
教
務
所
に
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。 

が
、
交
換
後
は
明
る
く
な
っ
た
と
い
う
声
を
多
く
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

今
回
の
記
念
事
業
で
綺
麗
に
な
っ
た
別
院
の
状
態
を

少
し
で
も
長
く
維
持
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
別
院
の
護
持
発
展
に
ご
理
解

と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

慶
讃
法
要
記
念
品
に
つ
い
て 

 
慶
讃
法
要
で
記
念
品
と
し
て
配
布
い
た
し
ま
し
た
、
真
空
ス
テ
ン
レ
ス
ボ
ト
ル

三
〇
〇
㎖
（
写
真
左
下
）
の
在
庫
が
若
干
教
務
所
に
ご
ざ
い
ま
す
。 

有
償
頒
布
を
し
ま
す
の 

で
ご
希
望
の
方
が
ご
ざ
い 

ま
し
た
ら
教
務
所
ま
で
ご 

連
絡
く
だ
さ
い
。 



   

 

  

本
願
寺
新
潟
別
院 

謝
恩
講 

 

十
月
二
十
四
日
に
本
願
寺
新
潟
別
院
謝
恩
講
法
要
を
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。

（
写
真
中
央
下
）
本
年
は
二
十
二
・
二
十
三
日
に
慶
讃
法
要
が
営
ま
れ
た
た
め
、

一
日
の
み
の
修
行
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
慶
讃
法
要
の
際
に
教
区
内
寺
院
よ
り

多
く
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
連
日
の
法
要
と
な
っ
た
た
め
、
職
員
の
み
で
の
修

行
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
法
要
は
日
中
法
要
の
一
座
で
、
お
斎
は
中
止
と

し
、
法
話
は
巻
組
妙
光
寺
の
井
上
大
乗
さ
ん
に
お
取
次
ぎ
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
写

真
左
上
） 

 

本
願
寺
新
潟
別
院
謝
恩
講
は
別
院
建
立
の
際
に
犠 

牲
に
な
ら
れ
た
方
の
追
悼
と
別
院
建
立
の
際
に
尽
力 

い
た
だ
い
た
す
べ
て
の
方
へ
感
謝
す
る
た
め
の
法
要 

で
す
。 

旧
与
板
別
院
建
立
時
に
、
本
堂
の
普
請
に
取
り
掛 

か
っ
て
い
た
際
、
信
濃
川
の
対
岸
か
ら
の
渡
し
船
が 

沈
み
、
人
夫
三
十
名
が
犠
牲
と
な
る
事
故
が
起
こ
り 

ま
し
た
。
ま
た
、
幕
末
の
混
乱
、
戊
辰
戦
争
か
ら
明 

治
維
新
と
急
激
な
社
会
変
動
に
よ
り
、
別
院
建
立
が 

 
 

  
 

 
 

  

本
願
寺
新
潟
別
院 

報
恩
講 

本
年
も
例
年
同
様
六
月
二
十
五
日
～
二
十
七
日
に
か
け
て
本
願
寺
新
潟
別
院
報

恩
講
法
要
を
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。
（
表
左
記
） 

 

お
斎
は
昨
年
と
同
様
に
中
止
と
し
、
法
要
の
出
勤
者
は
各
組
へ
は
依
頼
せ
ず
、

別
院
の
責
任
役
員
と
総
代
に
出
勤
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
法
話
は
教
区
内
の

布
教
使
に
ご
依
頼
し
、
五
名
の
布
教
使
の
方
に
お
取
次
ぎ
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

(4) 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
か
ら
二
年

以
上
が
経
過
し
、
一
般
社
会
の
方
は
徐
々
に
で
は
あ

り
ま
す
が
コ
ロ
ナ
前
の
生
活
に
戻
り
つ
つ
あ
る
状
況

と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
今
年
は
三
年
ぶ

り
に
別
院
の
参
道
か
ら
与
板
町
内
に
か
け
て
露
店
が

並
び
ま
し
た
。
（
写
真
上
） 

三
年
ぶ
り
に
帰
っ
て
き
た
露
店
と
だ
け
あ
っ
て
、

与
板
内
外
の
多
く
の
人
で
参
道
や
町
内
が
あ
ふ
れ
か

え
っ
て
お
り
、
別
院
の
向
拝
に
は
多
く
の
参
拝
者
の

列
も
出
来
ま
し
た
。 

 
 

 
一
時
中
断
し
ま
し
た
。
上
棟
式
の
目
途
も
立
た
ぬ
ま

ま
数
年
の
月
日
が
過
ぎ
て
い
く
中
、
門
信
徒
の
方
々

の
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
と
中
川
正
甫
氏
や
倉
重
忠
右

衛
門
氏
と
い
っ
た
方
々
が
、
私
財
を
投
げ
打
ち
、
別

院
建
立
へ
尽
力
し
、
明
治
三(

一
八
七
〇)

年
に
旧
与

板
別
院
は
完
成
い
た
し
ま
し
た
。 

 

先
人
た
ち
の
尽
力
に
よ
っ
て
護
持
発
展
し
て
き

た
本
願
寺
新
潟
別
院
の
歴
史
を
次
の
時
代
ま
で
紡

い
で
い
け
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

 
 

 

6 月 25 日 日中法要 

〔正信念仏偈作法第二種〕 

輪番挨拶 

法 話：井上 慶永 さん 

逮夜法要 

〔宗祖讃仰作法(音楽法要）〕 

法 話：雲林 重正 さん 

御伝鈔拝読（上巻） 

初夜法要 

〔日没礼讃偈〕 

法 話：黒田 宙 さん 

6 月 26 日 日中法要 

〔奉讃大師作法第一種〕 

法 話：木曽 隆 さん 

逮夜法要 

〔宗祖讃仰作法(音楽法要)〕 

法 話：清水 正朋 さん 

御伝抄（下巻）拝読 

初夜法要 

〔日没礼讃偈〕 

法 話：清水 正朋 さん 

6 月 27 日 勤 行 

（重誓偈） 

法 話：木曽 隆 さん 

日中法要 

〔正信念仏偈作法第二種〕 

 



 

 

 

 

  

寺
院
振
興
対
策
委
員
会
か
ら
の
ご
案
内 

 

新
潟
教
区
寺
院
振
興
対
策
委
員
会
で
は
、
と
も
し
び
布
教
や
「
離
郷
門
信
徒
の

集
い
」（
ふ
る
さ
と
の
会
）
実
施
の
奨
励
と
、
各
御
寺
院
様
の
寺
院
振
興
対
策
に
つ

い
て
の
情
報
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。 

 a

と
も
し
び
布
教   

住
職
不
在
等
の
事
情
に
よ
り
法
座
開
催
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
寺
院
に
、
教
区

布
教
団
員
が
出
講
し
、
そ
の
地
域
門
信
徒
の
ご
法
義
相
続
と
寺
院
機
能
の
振
興
を

図
る
制
度
で
す
。
詳
細
は
新
潟
教
区
教
務
所
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

 

「
離
郷
門
信
徒
の
集
い
」（
ふ
る
さ
と
の
会
） 

ふ
る
さ
と
を
離
れ
て
過
ご
さ
れ
て
い
る
門
信
徒
の
方
々
や
核
家
族
世
帯
の
子

ど
も
や
孫
が
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
に
触
れ
て
い
た
だ
く
た
め
の
伝
道
の
場
と
し

て
、
本
山
本
願
寺
、
築
地
本
願
寺
、
教
務
所
又
は
直
属
寺
院
を
会
場
に
し
た
参
集

型
で
の
開
催
や
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を
用
い
て
開
催
す
る
集
い
や
会
の
こ
と
で
す
。 

 

二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
度
宗
派
の
開
催
実
績
は
築
地
本
願
寺
が
二
件
、
広
島

別
院
が
二
件
、
札
幌
別
院
が
一
件
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
が
一
件
で
し
た
。 

 

教
区
、
組
、
寺
院
が
対
象
で
会
場
提
供
や
助
成
金
の
交
付
を
行
い
ま
す
。
開
催

を
ご
検
討
の
際
は
各
会
場
に
直
接
お
問
合
せ
い
た
だ
く
か
、
新
潟
教
区
教
務
所
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
開
催
の
情
報
も
募
集
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
年

度
に
開
催
さ
れ
た
組
や
寺
院
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
情
報
提
供
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。 

 

そ
の
他
、
一
般
寺
院
の
振
興
支
援
（
寺
院
建
立
や
本
堂
・
庫
裏
の
再
建
等
）
の

た
め
の
財
的
支
援
（
貸
付
・
助
成
）
や
、
各
地
で
の
寺
院
振
興
の
事
例
紹
介
活
動

等
も
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
事
例
紹
介
に
つ
い
て
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

寺
院
振
興
に
つ
い
て
の
ご
意
見
・
ご
相
談
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
気
軽
に
新
潟

教
区
教
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

   

(5) 

 

二
〇
二
二(

令
和
四)

年
七
月
一
日
に
発
生
し
た
火
災
に
よ
り
、
巻
組
善
了
寺
様

の
本
堂
と
庫
裏
の
一
部
が
消
失
す
る
甚
大
な
被
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。 

 

被
害
発
生
の
一
報
を
受
け
、
当
日
に
教
務
所
長
と
教
務
所
職
員
が
善
了
寺
様
へ

出
向
し
、
被
害
状
況
の
確
認
と
ご
住
職
か
ら
情
報
収
集
を
行
な
い
、
宗
派
へ
報
告

い
た
し
ま
し
た
。 

 

七
月
四
日
午
前
に
は
、
宗
派
か
ら
池
田
行
信
総
務
が
お
見
舞
い
に
訪
れ
、
教
務

所
長
、
教
務
所
職
員
と
共
に
善
了
寺
様
の
被
害
状
況
を
確
認
し
、
ご
住
職
と
現
状

と
今
後
に
つ
い
て
の
協
議
を
い
た
し
ま
し
た
。 

こ
の
被
害
を
受
け
て
、
七
月
四
日
の
午
後
に
開
催
さ
れ
た
、
新
潟
教
区
災
害
対

策
委
員
会
で
教
区
か
ら
見
舞
金
五
万
円
を
善
了
寺
様
へ
交
付
と
教
区
で
義
援
金
を

募
る
こ
と
を
決
定
し
、
教
区
内
全
寺
院
へ
ご
依
頼
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

 

巻
組 

善
了
寺
火
災
義
援
金 

教
区
内
外
か
ら
多
く
の
災
害
義
援
金
が

集
ま
り
ま
し
た
。 

こ
ち
ら
の
義
援
金
は
八
月
五
日
（
金
）
に

水
岡
賢
士
教
務
所
長
か
ら
新
田
陽
淳
善
了

寺
住
職
へ
直
接
お
渡
し
さ
せ
て
い
た
だ
き 

  

受付期間 

2022（令和 4）年 7 月 5 日

～8月 1日 

件数 

64件 

義援金総額 

1,969,851円 

 

ま
し
た
。（
写
真
中
央
上
）  

皆
さ
ま
、
多
く
の
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ラ
ジ
オ
法
話 

 

新
潟
教
区
布
教
団
に
よ
る 

ラ
ジ
オ
法
話 

Ｆ
Ｍ
な
が
お
か 

八
〇
．
七 

 

毎
週
月
曜
～
金
曜 

 

十
六
時
十
五
分
よ
り
放
送
中
で
す
。（
放
送
地
域
は
長
岡
市
全
域
、
小
千
谷
市
、
小
国
、
川
口
、
山
古
志
、
出
雲
崎
、
見
附
） 

勝
圓
寺
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
第
一
世
釋
了
智
が
一
六
八
二(

天
和
二)

年
に
、
熊
森

の
地
内
に

庵
い
お
り

を
建
立
し
た
の
が
開
基
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

一
六
九
〇(

元
禄
三)

年
に
本
山
よ
り
御
本
尊
御
絵
像
を
い
た
だ
き
、
寺
号
を
「
勝
圓

寺
」
と
公
称
の
許
可
を
賜
り
、
一
七
一
八(

享
保
三)

年
に
、
御
本
尊
御
木
像
を
お
迎
え

し
た
と
書
物
に
記
録
が
あ
り
、
こ
の
時
に
本
堂
・
庫
裏
と
な
る
建
物
が
建
立
さ
れ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。 

以
来
、
歴
代
の
住
職
が
勝
圓
寺
の
興
隆
に
尽
力
さ
れ
て
参
り
ま
し
た
が
、
諸
般
の
事

情
に
よ
り
、
二
〇
〇
二(

平
成
十
四)

年
十
月
に
、
現
在
の
地
へ
の
寺
基
移
転
が
決
定
し
、

本
堂
・
庫
裏
の
新
築
並
び
に
墓
地
整
備
の
計
画
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。 

二
〇
〇
三(

平
成
十
五)

年
、
先
に
本
堂
の
新
築
工
事
を
着
工
し
、
二
〇
〇
五(

平
成

十
七)

年
に
完
成
し
、
同
年
七
月
に
新
本
堂
に
御
本
尊
を
お
移
し
す
る
「
御
遷
仏
法
要
」

を
修
行
い
た
し
ま
し
た
。
同
年
続
い
て
庫
裏
の
新
築
工
事
を
着
工
し
、
二
〇
〇
六(

平 

成
十
八)

年
に
完
成
し
、
同
年
五
月
に
本
堂
・
庫
裏
新
築
落
成
慶
讃
法
要
を
修
行
い
た 

  

(6) 

教
師 

▼
五
月
二
十
七
日 

 

巻
組 

 

西
永
寺 

 

日
野 

槙
人
さ
ん 

 
(

釋
得
浄) 

得
度 

▼
五
月
二
十
五
日 

 

巻
組 

 

西
永
寺 

 

日
野 

皐
汰
朗
さ
ん 

(

釋
慶
心) 

 
 
 

▼
六
月
十
五
日 

 
 

元
上
組 

専
徳
寺 

 

佐
々
木 

ナ
オ
ミ
さ
ん(

釋
尚
弥) 

▼
六
月
十
五
日 

 
 

巻
組 

 

教
願
寺 

 

頓
所 

自
然
さ
ん 

 
(

釋
自
然) 

教
務
所
・
別
院
か
ら
の
お
知
ら
せ
（
会
場
記
載
が
な
い
も
の
は
新
潟
別
院
で
行
い
ま
す
） 

十
二
月
～
三
月
行
事
予
定 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
で
中
止
や
延
期
と
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ご

確
認
の
う
え
、
お
申
込
み
・
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

▽
寺
中
寺
院
研
修
会 

 
 

日 

時 

十
二
月
七
日 

十
三
時
三
十
分
～ 

 
 

ご
講
師 

高
岡
教
区 

林 

史
樹
さ
ん 

 

▽
教
務
所
長
権
限
と
責
任
領
域
の
拡
大
に
か
か
る
説
明
会 

 
 

日 

時 

十
二
月
八
日 

十
五
時
～ 
 

▽
平
和
を
誓
う
念
仏
者
の
つ
ど
い 

 
 

日 

時 

十
二
月
九
日 

十
三
時
三
十
分
～ 

 
 

講 

演 

「
沖
縄
の
基
地
問
題
」
～
加
害
者
は
誰
な
の
か
～ 

 
 

ご
講
師 

新
潟
県
立
大
学 

准
教
授 

福
本 

圭
介
さ
ん 

 

▽
除
夜
会 

 
 

日 

時 

十
二
月
三
十
一
日 

二
十
三
時
～ 

 

▽
元
旦
会 

 
 

日 

時 

一
月
一
日 

七
時
～ 

 

▽
常
例
法
座 

 
 

日 

時 

三
月
九
日 

 

十
時
三
十
分
～ 

 
 

ご
講
師 

国
府
教
区 

長
井 

順
一
さ
ん 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
蔵
堂
組 

勝
圓
寺

し
ょ
う
え
ん
じ 

 

住
所 

新
潟
県
燕
市
熊
森
二
五
四-

六 

電
話 

〇
二
五
六—

九
八—

三
〇
六
九 

 
   

し
ま
し
た
。
そ
の
間
、
墓
地
の
整
備
も
進

め
ら
れ
、
現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 

寺
基
移
転
の
大
事
業
に
ご
尽
力
い
た

だ
い
た
皆
様
の
思
い
を
し
っ
か
り
と
受

け
止
め
、
勝
圓
寺
の
更
な
る
継
続
・
発
展

の
た
め
、
お
念
仏
の
み
教
え
を
通
し
て
、

ご
門
徒
や
地
域
の
皆
様
方
と
深
い
信
頼

関
係
を
築
き
、
皆
様
と
共
に
寺
院
活
動
の

推
進
に
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と
思
い

ま
す
。 

 

広
報
部
会
で
は
教
区
報
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
ご
意
見
・
ご
感
想
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
ご
意
見
ご
感
想
等
あ
る
方
は
新
潟
教
区
教
務
所
へ
電
話
や
メ
ー
ル
等
に
て
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

↑竣工当時の本堂・庫裏 

（2006年 5月撮影） 

 

 


