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修
正
会 

 
 

南
無
阿
弥
陀
仏
。
新
年
の
あ
い
さ
つ
は
、
ま

ず
は
、
お
念
仏
か
ら
始
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
蓮

如
上
人
は
、｢

あ
ら
た
ま
の
年
の
初
め
は
祝
う
と

も
南
無
阿
弥
陀
仏
の
こ
こ
ろ
わ
す
る
な｣
と
読
ま

れ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
新

年
が
本
当
の
意
味
で
の
新
年
を
む
か
え
る
事
が
で

き
る
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

新
年
の
最
初
の
仏
事
は
、｢

修
正
会｣

か
ら
始
ま

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
中
国
の
年
始
の
儀
式
が
日
本

に
伝
わ
っ
た
も
の
で
、
前
の
年
の
悪
を
正
し
て
新

年
の
平
穏
を
祈
る
法
会
と
し
て
奈
良
時
代
初
め

か
ら
国
家
規
模
で
広
が
り
ま
し
た
。
こ
の
新
し
い

年
を
迎
え
る
と
い
う
感
覚
は
、
数
え
年
に
な
じ
み

の
深
い
方
は
、
よ
り
理
解
し
や
す
い
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。 

昭
和
24
年
の｢

年
齢
の
と
な
え
方
に
関
す
る

法
律｣

に
よ
り
日
本
で
も
現
行
の
満
年
齢
に
よ
る

年
齢
の
表
記
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
数

え
歳
が
使
わ
れ
て
い
て
生
ま
れ
た
年
を｢

１
歳｣

と

し
て
暦
年
が
変
わ
る
と
１
歳
年
を
と
る
と
い
う
習

慣
で
し
た
。
年
末
に
今
年
も
一
年
無
事
に
過
ご

せ
た
と
い
う
感
謝
。
そ
し
て
、
年
明
け
の
今
年
も

１
歳
年
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
喜
び
は
、

現
代
の
満
年
齢
に
慣
れ
て
い
る
年
代
の
人
よ
り
も

格
別
な
も
の
で
し
ょ
う
。 

新
し
い
年
を
会
員
様
と
共
に
迎
え
ら
れ
た
事

を
感
謝
し
て
、
本
年
も
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

も
ち
つ
き
大
会 

 
昨
年
の
12
月
27
日(

火)

に
太
陽

の
塔
で
第
１
回
目
と
な
る
も
ち
つ
き

大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
１
年
の
感

謝
と
、
本
年
の
会
員
様
の
益
々
の
ご

健
康
を
お
祈
り
し
ご
参
集
い
た
だ

い
た
方
と
お
餅
を
つ
い
て
楽
し
み
ま

し
た
。
用
意
さ
れ
て
い
た
ぜ
ん
ざ
い

や
豚
汁
な
ど
で
大
盛
況
と
な
り
、

年
末
の
さ
さ
や
か
な
ご
奉
仕
と
な

り
ま
し
た
。 

秋
ま
つ
り 

 

朝
夕
が
少
し
ず
つ
秋
の
訪
れ
を

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
11

月
６
日(

日)

に
太
陽
の
塔
で
秋
ま

つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
日

は
、
天
候
に
も
め
ぐ
ま
れ
多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
い

ま
し
た
。 

 

お
い
し
い
屋
台
の
他
、
人
気
占
い
師
に
よ
る
占
い

コ
ー
ナ
ー
、
地
元
の
太
鼓
隊
に
よ
る
生
演
奏
が
披

露
さ
れ
地
元
の
子
供
た
ち
が
一
生
懸
命
に
演
奏

す
る
姿
に
集
ま
っ
た
方
々
か
ら
大
き
な
歓
声
が

あ
が
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
や
も

み
ほ
ぐ
し
な
ど
日
頃
の
ス
ト
レ
ス
に
対
し
て
心
も

身
体
も
癒
し
て
い
た
だ
け
る
コ
ー
ナ
ー
も
充
実
し

て
い
ま
し
た
。 

 

太
陽
の
塔
で
は
、
今
後
も
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を

企
画
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
会
員
様
に
限
ら
ず
多

く
の
方
々
の
ご
参
加
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。 

 

第
六
十
号

会
報 

 

太
陽
の
会
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成
人
式 

毎
年
１
月
の
第
２
月
曜
日
は
、
成
人
の
日
で
す
。

昭
和
24
年
の
制
定
か
ら
平
成
11
年
ま
で
の
半

世
紀
の
間
は
、
１
月
15
日
に
制
定
さ
れ
て
い
ま
し

た
の
で
、
そ
れ
よ
り
早
い
日
に
ち
で
来
る
成
人
の

日
は
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
ニ
ュ
ー
ス
で
気
づ
く
か
町
中

に
晴
れ
着
の
若
者
が
集
ま
っ
て
い
る
姿
で
、
よ
う

や
く
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
成
人
を

祝
う
儀
式
は
古
く
か
ら
あ
り
、
一
種
の
通
過
儀

礼
の
よ
う
な
役
目
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
儀
式
の
役
割
も
様
々
な
形
態
に
変
化
し

て
、
ひ
と
昔
前
だ
と
長
い
祝
辞
を
肩
書
の
つ
い
た

偉
い
大
人
た
ち
が
読
み
上
げ
る
の
を
聞
い
て
い
る

よ
う
な
感
じ
で
し
た
が
、
現
代
で
は
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
化
し
た
成
人
式
が
自
治
体
に
よ
っ
て
は
、
行
わ

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
18
歳
選
挙
が
始
ま
り
20

歳
を
む
か
え
る
よ
り
前
に
政
治
への
参
加
に
な
り

｢

権
利｣

と
同
時
に｢

責
任｣

を
手
に
す
る
わ
け
で

す
。
そ
の
責
任
の
所
在
を
社
会
人
経
験
の
浅
い

10
代
の
若
者
に
課
す
の
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ

る
か
と
思
い
ま
す
。
今
年
も
多
く
成
人
を
迎
え

る
に
あ
た
り
、
私
達
が
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
頑
丈
な
土
台
を
築
く
べ
き
と
襟
を
正
さ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

｢

門
徒｣

と
い
う
呼
び
方 

｢

門
徒｣

は
、
も
と
も
と｢

一
門 ・

の
徒 ・

輩｣

つ
ま
り

一
つ
の
宗
門
の
仲
間
と
言
う
意
味
で
、
広
く
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
。 

親
鸞
聖
人
の
お
聖
教
の
な
か
に｢

門
徒｣

と
い
う

言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
法
然

上
人
を
師
と
す
る
門
下
生
と
い
う
意
味
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の｢

門
徒｣

が
、
真
宗
の
在
家
信
者
と
い
う
ふ

う
に
限
定
さ
れ
て
く
る
の
は
、
蓮
如
上
人
の
時
代

に
な
っ
て
、
他
力
念
仏
の
教
え
が
広
ま
り
、
本
願

寺
は
日
本
で
も
有
数
の
大
教
団
に
成
長
し
た
こ

と
で
、｢
門
徒｣

が
真
宗
の
信
者
で
あ
る
と
い
う
認

識
に
な
り
ま
し
た
。
以
来
、
門
徒
と
い
う
と
真
宗

信
者
、
門
徒
寺
と
い
え
ば
、
真
宗
寺
院
を
指
す
言

葉
と
し
て
、
日
本
人
の
間
に
定
着
し
ま
し
た
。 

親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
の
中
に
、｢

御
同
朋
、
御

同
行｣

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
聖
人
は
、
念

仏
者
は
、
世
俗
の
地
位
や
男
女
、
年
齢
な
ど
、
あ

ら
ゆ
る
違
い
を
こ
え
て
一
切
が
平
等
で
あ
り
、
友

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
門
徒
と
は
、
真
宗

信
者
で
あ
り
、
そ
れ
は
御
同
朋
、
御
同
行
で
あ
り

ま
す
。 

仏
教
由
来
の
言
葉｢

な
い
し
ょ｣ 

｢

な
い
し
ょ｣

は
、
内
証
の
転
じ
た
言
葉
で
、
内
緒
、

内
所
と
書
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
本
来
は
、｢

な

い
し
ょ
う｣

と
言
い
、
仏
や
菩
薩
が
自
分
の
内
心
の

さ
と
り
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
真
理
を
つ
か
む
と
い

う
意
味
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
今
で
は
表
に
出
さ
ず
、
内
密
に
し

て
お
く
こ
と
を｢

な
い
し
ょ｣

と
い
う
場
合
が
多
い

で
す
。 

｢

こ
の
話
は
、
な
い
し
ょ
に
し
よ
う｣ 

な
ど
と
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
あ
る
地
域
で
は
、
家
の
奥
向
き
、
台
所
、

妻
、
家
計
な
ど
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
、
表
へ
は
出
し
に
く
い
家
庭
内
部
の
人

や
物
品
の
総
称
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

語
源
と
な
っ
た｢

内
証｣

は
、
仏
や
菩
薩
の
み
の
内

面
的
な
さ
と
り
か
ら
発
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、

衆
生
済
度
の
任
に
あ
る
仏
・菩
薩
が
、
中
心
の
さ

と
り
を
そ
の
ま
ま
し
ま
っ
て
お
か
れ
る
は
ず
が
な

く
、
接
す
る
人
々
に
応
じ
て
変
幻
自
在
な
形
で

そ
れ
を
説
き
あ
か
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を｢

外
用｣

と
い
い
ま
す
。
人
と
仏
様
は
、
大
き
く
異
な
る
も

の
で
す
。 
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正
念
の
徳 ト

ク

・
得 ト

ク

コ
ー
ナ
ー 

▽
報
恩
講
は
、
な
ぜ
つ
と
め
る
？ 

土 ど

徳 と
く

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
お
念
仏
の
信

心
の
あ
つ
い
土
地
の
風
土
を
さ
し
て
、
そ
う
言
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
お
念
仏
の
風
土
を
代
表
す

る
の
が
、
秋
か
ら
初
春
に
か
け
て
の
報
恩
講
で
す
。

宗
祖
の
親
鸞
聖
人
の
恩
徳
を
し
の
ぶ
法
会
が

家
々
で
も
つ
と
ま
り
、
精
進
料
理
に
よ
る
伝
統
の

会
食
が
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

例
え
ば
、
吉
野(

奈
良
県)

の
山
村
の
在
家
報
恩
講

の
献
立
は
、
一
汁

い
ち
じ
ゅ
う

三
菜

さ
ん
さ
い

で
す
。
お
平 ひ

ら

の
煮
物
の
盛

り
付
け
に
ひ
と
つ
の
形
が
あ
り
ま
す
。
ふ
た
を
と

る
と
、
一
番
上
に
椎
茸
が
の
っ
て
、
そ
の
下
に
人

参
と
ご
ぼ
う
、
山
芋
が
な
ら
び
、
底
に
三
角
形
の

油
揚
げ
が
敷
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
形
に
意
味
が

あ
る
の
で
す
。
関
東
を
教
化
さ
れ
て
い
た
頃
の
親

鸞
聖
人
の
お
姿
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
椎
茸
は
笠
、

ご
ぼ
う
は
杖
、
油
揚
げ
は
袈
裟
で
す
。
山
芋
は
石
。

聖
人
が
寒
夜
、
路
傍
の
石
を
枕
に
寝
ま
れ
た
と
い

う
有
名
な
伝
説
の
石
で
す
。
そ
し
て
人
参
は
、
手

足
の
あ
か
ぎ
れ
。
晩
秋
か
ら
真
冬
に
か
け
て
の
念

仏
の
集
会
の
ぬ
く
も
り
の
な
か
で
親
鸞
聖
人
の
ご

苦
労
を
し
の
ぶ
の
で
す
。
報
恩
講
は
、
親
鸞
聖
人

の
ご
命
日(

旧
暦
11
月
28
日
、
新
暦
で
１
月
16

日)

に
勤
め
ら
れ
る
報
恩
の
講(

法
会)

で
す
。
こ
の

ご
命
日
の
事
を｢

御
正
忌｣

と
呼
び
、
一
般
の
寺
院

で
は
本
山
の
ご
正
忌
の
報
恩
講
に
さ
き
が
け
て

勤
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、｢

お
取
越

と

り

こ

し｣

な
ど
と
呼

ば
れ
ま
す
。
尚
、
当
宗
教
法
人
太
陽
の
会
で
は
、

平
成
29
年
１
月
21
日(

土)

10
時
よ
り
ご
正
忌

報
恩
講
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
多
く
の
皆
様
の
ご

参
拝
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

太
陽
の
会
僧
侶 

正
念 

太
陽
の
塔
の
選
ば
れ
る
理
由 

①
宗
派
不
問
宗
派
関
係
な
く
、
ど
な
た
で
も
利

用
で
き
ま
す
。 

②
改
葬
受
付
お
墓
の
引
っ
越
し
の
手
続
き
や
、
古

い
お
墓
の
片
付
け
ま
で
す
べ
て
お
任
せ
く
だ
さ

い
。 

③
安
心
の
永
代
供
養
お
墓
の
よ
う
に
手
間
の
か

か
る
管
理
は
不
要
で
す
。
無
縁
に
な
っ
て
も
、
合

同
供
養
方
式
で
永
代
供
養
致
し
ま
す
。
太
陽
の

塔
の
し
っ
か
り
し
た
管
理
の
も
と
、
安
心
で
す
。 

④
僧
侶
常
駐
太
陽
の
塔
桜
ヶ
丘
に
は
僧
侶
が
常

駐
し
て
い
ま
す
。 

墓
じ
ま
い
・改
葬
に
つ
い
て
① 

 

墓
じ
ま
い
と
は
、
様
々
な
理
由
か
ら
お
墓
の
管

理
が
出
来
な
く
な
っ
た
場
合
に
今
の
お
墓
を
処

分
す
る
事
で
、
最
近
メ
デ
ィ
ア
に
も
多
数
取
り
上

げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

た
だ
し
、
墓
じ
ま
い
は
お
墓
を
解
体
す
る
だ
け
で

よ
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
埋
葬
・埋
蔵
さ
れ

て
い
る
遺
骨
を
勝
手
に
処
分
す
る
事
も
出
来
ま

せ
ん
。 

埋
葬
さ
れ
た
遺
骨
を
、
他
の
墓
地
や
納
骨
堂
、

樹
木
葬
に
移
す
こ
と
を
改
葬
と
呼
び
ま
す
。 

簡
単
に
い
え
ば
〖
お
墓
を
引
っ
越
す
〗
こ
と
で

す
。 

改
葬
に
は
、
市
区
町
村
が
発
行
し
て
い
る
改
葬
許

可
証
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

 

よ
く
あ
る
墓
じ
ま
い
改
葬
の
理
由 

・お
墓
が
遠
方
で
お
参
り
に
行
け
な
い
。 

・往
復
の
交
通
費
の
負
担
が
大
き
い
。 

・手
入
れ
が
行
き
届
か
な
い
た
め
荒
れ
て

し
ま
う
。 

・複
数
の
墓
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
た
い
。 

・・・次
回
に
続
く
・・・ 
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こ
れ
で
安
心
！
終
活
を
今
日
か
ら
始
め
る
方
法 

 
 

 

皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
普

及
協
会
代
表
・日
本
終
活
サ
ポ
ー
ト
協
会
理
事

の
赤
川
な
お
み
で
す
。
終
活
の
悩
み
を
解
決
す
る

た
め
の
終
活
講
座
、
終
活
相
談
、
終
活
井
戸
端
会

議
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

前
回
の｢

終
活
初
め
の
一
歩｣

は｢
家
系
図
を
書

い
て
み
ま
し
ょ
う
」で
し
た
。
書
い
て
み
て
い
か
が
で

し
た
か
。
連
絡
先
が
わ
か
ら
な
い
親
族
な
ど
は
確

認
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
今
回
も
、
終
活
を
今
日

か
ら
始
め
る
た
め
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
を
お
伝
え
し

ま
す
。 

○
終
活
箱
の
見
直
し
を 

こ
れ
ま
で
会
報
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
方

は
、
き
っ
と
終
活
箱
に
少
し
ず
つ
メ
モ
を
入
れ
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
今
回

は
年
の
初
め
に｢

終
活
箱
の
見
直
し｣

を
し
て
み
ま

し
ょ
う
。 

ご
用
意
い
た
だ
い
た
終
活
箱
に
は
、
保
険
証
や

年
金
手
帳
、
介
護
保
険
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
な
ど
、

返
還
の
義
務
が
あ
る
物
の
置
き
場
所
の
メ
モ
を
入

れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
と
お
伝
え
し
ま
し
た
が
、
さ

て
何
を
入
れ
て
い
ま
す
か
。
情
報
が
古
く
な
っ
て

い
ま
せ
ん
か
。
ま
ず
は
、
箱
の
中
に
入
れ
た
物
や

メ
モ
を
、
全
て
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
書
い
た
メ
モ

を
見
直
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
置

き
場
所
が
変
わ
っ
て
い
た
り
、
気

持
ち
が
変
わ
っ
た
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？
特
に
置
き
場
所
を
書

い
た
メ
モ
は
、
書
い
た
場
所
に
置

い
て
あ
る
か
ど
う
か
確
認
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
使
っ
た
後
に
う
っ
か

り
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
ね
。 

終
活
箱
は
、｢

今
の
状
態
で
メ
モ
を
し
て
入
れ

る｣

と
い
う
こ
と
も
大
切
で
す
が｢

定
期
的
に
見

直
す｣

と
い
う
こ
と
が
、
と
て
も
大
切
で
す
。
年
の

初
め
や
誕
生
日
な
ど
、
見
直
し
の
時
期
を
決
め
て

お
く
と
良
い
で
す
ね
。 

〇
終
活
初
め
の
第
一
歩 

今
日
の
第
一
歩
は｢
保
険
の
確
認｣

で
す
。
保
険
を

か
け
て
い
る
方
、
今
そ
の
保
険
は
本
当
に
必
要
で

す
か
。
受
取
人
は
誰
で
す
か
。
保
険
は｢

か
け
て

安
心｣

で
は
な
く
適
切
な
保
険
に
入
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
今
一
度
確
認
し
ま
し
ょ
う
。 

 

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
方
、
ご
自
身
に
必
要

な
終
活
を
見
極
め
た
い
方
は
、
終
活
相
談
会
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

平
成
29
年 

太
陽
の
会 

年
間
予
定 

 

○
ご
正
忌
報
恩
講
合
同
供
養
祭
及
び
法
座 

 

開
催
日
１
月
21
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
合
同
供
養
祭
及
び
法
座 

 

開
催
日
２
月
25
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
春
季
彼
岸
会
・
合
同
供
養
祭 

 

開
催
日
３
月
18
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
花
祭
り 

 

開
催
日
４
月
８
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
親
鸞
聖
人
降
誕
会
法
要
及
び
合
同
供
養
祭 

 

開
催
日
５
月
20
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
合
同
供
養
祭
及
び
法
座 

 

開
催
日
６
月
17
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
盂
蘭
盆
会 

 

開
催
日
８
月
12
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
秋
季
彼
岸
会
・
合
同
供
養
祭 

 

開
催
日
９
月
23
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
合
同
供
養
祭
及
び
法
座 

 

開
催
日
10
月
14
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
合
同
供
養
祭
及
び
法
座 

 

開
催
日
11
月
18
日
（
土
）
10
時
よ
り 


