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発
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浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
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信
心
は 

心
の
杖 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

悲
し
み
の
中
で 

 

阿
弥
陀
仏
を
想
い 

往
生
を
願
い 

 

大
切
な
人
と 

浄
土
で
の
再
会
を 

信
じ
る
こ
と
は 

 

こ
の
世
の 

心
の
杖つ

え

と
な
る 

  
 

 

第 73 号 



第 73 号                  月    影              令和 4 年 3 月 

 
 

開
宗
八
五
〇
年 の

生
涯 

 
 

 
 

 
 

 

︻
十
︼ 

選
択
本
願
念
仏
集

 
 

東
大
寺
で
講
義 

 

大
原

お
お
は
ら

談
義

だ
ん
ぎ

は
法
然
上
人
の

名
を
仏
教
界
に
広
く
知
ら
せ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒ 

そ
の
四
年
後
︑
大
原
談
義

に
参
加
し
て
い
た
東
大
寺
の

重
源
上
人
は
法
然
上
人
に

東
大
寺
で
講
義
を
し
て
ほ
し

い
と
依
頼
し
ま
す
︒ 

こ
の
重
源
上
人
は
︑
源
平

の
戦
い
で
焼
け
落
ち
た
東
大

寺
を
再
建
に
導
い
た
僧
侶
で

す
︒
当
時
は
大
仏
さ
ま
も
ほ

と
ん
ど
焼
け
落
ち
て
お
り
︑

と
て
も
ひ
ど
い
状
態
で
し
た
︒ 

重
源
上
人
か
ら
依
頼
さ
れ

た
法
然
上
人
は
︑
ま
だ
再
建

中

東
大
寺
で
﹁
浄
土

三
部
経
﹂
の
講
義
を
さ
れ
ま

し
た
︒
そ
の
教
え
は
広
く
南

都
仏
教
界
に
響
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
︒ 

  
九
条
兼
実 

 

法
然
上
人
の
名
が
広
ま
る

に
つ
れ
て
︑
弟
子
の
数
も
増

え
て
い
き
ま
し
た
︒
そ
の
中

の
一
人
に
︑
の
ち
に
関
白
に

な
る
九
条
兼
実ざ

ね

が
い
ま
す
︒ 

九
条
兼
実
は
︑
四
十
一
歳

の
時
に
法
然
上
人
に
出
逢
わ

れ
︑
そ
の
人
格
に

敬
服
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
後
︑

法
然
上
人
の
弟
子
と
な
り
︑

生
涯
を
通
じ
て
︑
法
然
上
人

を
支
え
続
け
ら
れ
ま
し
た
︒ 

 
 

 

念
仏
の
教
え
を
執
筆 

 

 

法
然
上
人
は
六
十
代
半
ば

頃
に
な
る
と
︑
病
に
か
か
る

こ
と
が
増
え
︑
一
一
九
七
年

に
は
重
い
病
気
に
な
り
︑
一

命
を
取
り
留
め
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
︒ 

 

九
条
兼
実
は
︑ 

﹁
上
人
に
も
し
も
の
こ
と
が

上
人
の
教
え
を

記
し
た
書
物
が
な
い
︒
こ
の

ま
ま
で
は
︑
お
念
仏
の
教
え

が
途
絶
え
て
し
ま
う
﹂
と

危
惧

き

ぐ

し
︑
法
然
上
人
に
そ
の

教
え
を
書
物
に
ま
と
め
て
く

だ
さ
い
と
お
願
い
し
ま
し
た
︒ 

 

こ
の
願
い
に
応
じ
た
法
然

上
人
は
︑
執
筆
に
と
り
か
か

り
︑
﹁
選
択
本
願
念
仏
集

完
成

さ
せ
ま
し
た
︒ 

﹁
選
択
本
願
念
仏
集
﹂
と

は
︑ 

﹁
す
べ
て
の
人
を
救
お
う
と

さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
は
︑
数
あ

る
行
の
中
か
ら
︑
お
念
仏
を

選
び
と
ら
れ
︑
お
念
仏
に
よ

私
た
ち
が
お
浄

土
に
往
生
で
き
る
の
で
す
﹂

と
い
う
意
味
で
あ
り
︑
私
た

ち
宗
派

も
重
要
な
書
物
と
な
り
ま
し

た
︒ 

 
 

 

︵
つ
づ
く
︶ 
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葬
儀
式
㈣ 

 
 

 
  

葬
儀
・
告
別
式 

 

今
か
ら
お
よ
そ
十
万
年
前

に
い
た
私
た
ち
人
間
の
祖
先

人
は
︑

す
で
に
死
者
に
花
を
供
え
︑

丁
寧

て
い
ね
い

に
埋
葬
し
て
い
た
こ
と

が
遺
跡
か
ら
う
か
が
え
る
と

い
い
ま
す
︒ 

﹁
弔

と
む
ら

い
た
い
﹂
と
い
う

感
情
は
︑
本
来
︑
人
間
に
具そ

な

自
然
な
感
情
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒ 

葬
儀
式
の
役
割 

 

葬
儀
式
に
は
大
切
な
役
割

が
あ
り
ま
す
︒ 

①
宗
教
的
役
割 

 

死
者
を
浄
土
に
送
る 

②
社
会
的
役
割 

 

死
を
社
会
に
知
ら
せ
る 

③
心
理
的
役
割 

 
死
の
受
容 

悲
し
み
を
癒い

や

す 

④
物
理
的
役
割 

 

遺
体
を
葬

ほ
う
む

る 

 

し
か
し
︑
最
近
は
葬
儀
式

自
体
が
簡
素
化

か
ん
そ
か

し
︑
そ
の
役

割
に
も
変
化
が
起

ま
す
︒
特
に
︑
家
族
葬

か
ぞ
く
そ
う

の
増

加
に
よ
り
︑
死
を
社
会
に
知

ら
せ
る
と
い
う
﹁
社
会
的
役

割
﹂
が
消

う
に
思
え
ま
す
︒
最
近
お
見

か
け
し
な
い
と
思

ら
亡
く
な
ら
れ
て
い
た
︑
と

い
う
話
は
よ
く
耳
に
し
ま
す
︒ 

 

葬
儀
式
の
流
れ 

 

昔
の
葬
儀
式
は
︑
①
出
棺

式
︵
自
宅
か
ら
斎
場
へ
出
発

す
る
式
︶
②
葬
儀
式
︵
引
導

を
渡
し
戒
名
を
授
け
る
式
︶

③
告
別
式
︵
お
別
れ
の
式
︶

の
三
つ
の
法
要
を
別
々
に
勤

め
て
い
ま
し
た
︒ 

し
か
し
︑
時
代
と
共
に
変

わ
り
︑
現
在
は
三
つ
の
法
要

を
お
葬
式
の
中
で
一
緒
に
勤

め
て
い
ま
す
︒ 

 

引
導
を
渡
す 

 

葬
儀
式
の
中
で
︑
最
も
大

切
な
儀
式
が
﹁
引
導

い
ん
ど
う

﹂
で
す
︒ 

時
代
劇
で
﹁
引
導
を
渡
す
﹂

と
い
う
セ
リ
フ
を
聞
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
︑
も
と
も
と

は
︑
人
々
を
仏
道
に
導
く
こ

と
を
意
味
し
ま
す
︒ 

葬
儀
式
の
中
で
は
︑
導
師

ど
う
し

︵
僧
侶
︶
が
棺

ひ
つ
ぎ

の
前
に
立

ち
︑
故
人
に
対
し
て
法
語
や

経
文
を
読
み
︑
故
人
が
お
浄

土
へ
旅
立
つ
こ
と
を
導
く
た

め
に
言
い
渡
す
言
葉
の
こ
と

を
い
い
ま
す
︒
引
導
の
中
で

戒
名
も
授
け
ま
す
︒ 

引
導
の
作
法
の
中
で
︑
導

師
が
松
明

た
い
ま
つ

を
掲か

か

げ
る
場
面
が

あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
松
明
で

棺
に
火
を
つ
け
て
い
る
と
こ

ろ
を
表
し
て
い
ま
す
︒ 
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雑
記
抄 

た
の
し
み
は

 
 

歳
を
重
ね
る
と
と
も
に
︑

月
日
が
早
く
過
ぎ
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
︒
気
忙

き
ぜ
わ

し
く
過
ご

し
て
い
る
と
︑

間
に
一
年
が
経た

ま
す
▽
さ
ら
に
︑
今
は
コ
ロ

ナ
禍
で
す
︒
自
粛
生
活
が
続

き
︑
生
活
の
中
に
喜
び
を
見

い
だ
せ
ず
日
々
過
ご
し
て
い

る
と
い
う
人
が
た
く
さ
ん
い

ま
す
▽
幕
末
の
歌
人
で
国
学

者

橘
曙
覧

た
ち
ば
な
の
あ
け
み

は
︑

こ
ん
な
歌
を
残
し
て
い
ま
す
︒

﹁
た
の
し
み
は 

朝
お
き
い

で
て 

昨
日
ま
で 

無
か
り

し
花
の 

咲
け
る
見
る
時
﹂

し
み
は
︑
朝
起
き
た
時

に
︑
昨
日
ま
で
咲
い
て
い
な

花
が
咲
い
て
い
た

▽
日
常
の
何
気
な
い
出
来
事

で
繰
り
返
し
︑
五
十
二
首
の

歌
を
﹁
独
楽
吟

ど
く
ら
く
ぎ
ん

﹂
と
し
て
残

し
て
い
ま
す
︒
前
述
し
た
歌

の
他
に
も
︑

子
ど
も
が
う
ま
い
う
ま
い
と

食
べ
て
い
る
時
︑
知
ら
な
い

鳥
が
来
て
鳴
い
て
い
る
時
な

ど
︑
読
む
と
心
が
和な

ご

み
ま
す

▽
自
身
を
顧

か
え
り

み
る
と
︑
毎
日

バ
タ
バ
タ
と
過
ご
し
︑
身
近

な
出
来
事
に
気
づ
く
こ
と
さ

え
あ
り
ま
せ
ん
▽
大
き
な
幸

せ
を
求
め
る
こ
と
よ
り
も
︑

日
々
︑
身
の
回
り
の

と
し
た
楽
し
み
を
感
じ
な
が

ら
生
活
す
る
ほ
う
が
︑
人
生

に

豊
か
で
大
切
な
こ

と
な
の
だ
と
教
え
ら
れ
ま
す
︒ 

 
仏
教
歳
時
記 

 
 

 
 

涅
槃
図

ね
は
ん
ず

の
虎と

ら

も
泪

な
み
だ

す
釈
迦

し
ゃ
か

の
裾す

そ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

石
井
大
泉 

 

 

 

お
釈
迦
様
は
沙
羅

さ

ら

双
樹

そ
う
じ
ゅ

の
木
の
下
で
︑
旧
暦
二
月
十
五 

日
に
入
滅
さ
れ
ま
し
た
︒
涅
槃
図
に
は
︑
お
釈
迦
さ
ま
の 

周
り
に
︑
弟
子
を
は
じ
め
︑ 

鳥
獣

け
も
の

虫
魚
な
ど
が
悲
し
み 

の
あ
ま
り
︑
泣
き
崩く

ず

れ
る 

姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
︒ 

涅
槃
会

ね

は

ん

え

は
︑
涅
槃
図
を 

掛
け
て
︑
お
釈
迦
さ
ま
を 

追
慕

つ
い
ぼ

報
恩

ほ
う
お
ん

す
る
法
要
で
す
︒ 

 
 

 

涅槃図（常林院蔵） 


