
          

        
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

覚
如
上
人 

「
報
恩
講
私
記
」 

      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一
月
二
十
三
日
、
名
古
屋
別
院
内
の

教
務
所
を
会
場
に
第
二
十
二
組
お
待
ち

受
け
「
真
宗
門
徒
入
門
講
座
」
第
一
回

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
二
十
二
組
の
各

寺
院
（
二
十
三
ヶ
寺
）
か
ら
ご
門
徒
の

皆
様
六
十
一
名
と
住
職
・
若
院
が
集
ま

り
「
宗
祖
親
鸞
聖
人
に
遇
う
」
を
中
心

テ
ー
マ
に
講
義
と
語
り
合
い
が
行
わ
れ

ま
し
た
。 

「
聖
人
の
ご
生
涯
に
学
び
、
聖
人
と
真

向
か
い
に
な
り
、
自
分
の
生
き
方
を
問

う
て
頂
き
た
い
」
と
の
小
川
組
長
の
挨

拶
の
後
、
参
加
者
は
今
日
に
到
る
ま
で

の
聖
人
の
ご
遠
忌
の
歴
史
に
つ
い
て
の

講
義
を
真
剣
に
聞
き
入
り
ま
し
た
。 

 

安
楽
寺
の
ご
門
徒
の
中
か
ら
三
名
の

皆
様
が
こ
の
講
座
に
ご
参
加
い
た
だ
き

ま
し
た
。「
教
え
を
聞
く
場
」
に
座
る
こ

と
が
い
か
に
大
切
か
を
学
ん
で
頂
く
こ

と
が
願
わ
れ
て
い
ま
す
。 

講
座
は
五
月
二
十
九
日
ま
で
五
回
に

わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
ま
す
。 

編
集
発
行 

安
楽
寺
住
職 

吉
田
和

良 

名
古
屋
市
瑞
穂
区
井
戸
田
町
一
の
八

〇 

電
話 

〇
五
二
（
八
四
一
）
二
六
〇

六 

 

平成２２年４月１日 安楽寺だより第２号 （１） 

第２号 

紙面内容  
２２組真宗門徒入門講座始まる 

 

２
面 

八
事
墓
地
、
四
月
か
ら
改
修 

 

３
面 

別
院
で
の
法
話 

 

４
面 

仏
教
豆
知
識(

第
二
回)  

教務所議事堂での講義 

 

真
宗
門
徒
に
な
る
た
め
の
本 

 
 
 

大
垣
教
務
所
発
行 

ご
希
望
の
方
進
呈 

び
ょ
う
ど
う 

ひ
ざ
ま 

な
み
だ 

ぬ
ぐ 

い
こ
つ 

は
い 

 

は
ら
わ
た 

ひ
ざ
ま 

た 

第２号 

一
月
二
十
三
日
、
名
古
屋
別
院
内
の

教
務
所
を
会
場
に
第
二
十
二
組
お
待
ち

受
け
「
真
宗
門
徒
入
門
講
座
」
第
一
回

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
二
十
二
組
の
各

寺
院
（
二
十
三
ヶ
寺
）
か
ら
ご
門
徒
の

皆
様
六
十
一
名
と
住
職
・
若
院
が
集
ま

り
「
宗
祖
親
鸞
聖
人
に
遇
う
」
を
中
心

テ
ー
マ
に
講
義
と
語
り
合
い
が
行
わ
れ

ま
し
た
。 

 

「
聖
人
の
ご
生
涯
に
学
び
、
聖
人
と

真
向
か
い
に
な
り
、
自
分
の
生
き
方
を

問
う
て
頂
き
た
い
」
と
の
小
川
組
長
の 

挨
拶
の
後
、
参
加
者
は
今
日
に
到
る
ま
で
の
聖

人
の
ご
遠
忌
の
歴
史
に
つ
い
て
の
講
義
を
真

剣
に
聞
き
入
り
ま
し
た
。 

 

安
楽
寺
の
ご
門
徒
の
中
か
ら
三
名
の
皆
様

が
こ
の
講
座
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
教
え
を
聞
く
場
に
座
る
」
こ
と
が
い
か
に
大

切
か
を
学
ん
で
頂
く
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
ま

す
。 講

座
は
五
月
二
十
九
日
ま
で
五
回
に
わ
た

っ
て
行
な
わ
れ
ま
す
。 

小川組長の挨拶 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

二
月
十
四
日
、
安
楽
寺
会
館
に
於
い
て
平
成
二

十
二
年
度
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
全
員
で
お

勤
め
し
た
後
、
責
任
役
員
の
黒
田
さ
ん
か
ら
、 

「
耐
震
補
強
工
事
な
ど
寺
の
保
全
・
修
理
が
出
来

ま
す
の
も
、
会
員
の
皆
様
の
ご
理
解
・
ご
協
力
の 

お
陰
と
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
」
な
ど
の
お
礼
と

経
過
報
告
を
い
た
だ
き
、
会
計
報
告
・
監
査
報
告

の
あ
と
、
全
員
の
拍
手
で
ご
承
認
を
得
ま
し
た
。 

心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
も
、
一
人
で
も
多
く
の
ご
門
徒
の
皆 

様
が
佛
佳
会
に
ご
入
会
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
ご 

協
力
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２） 

佛
佳
会
総
会
が
開
催
さ
れ
る 

佛佳会総会のお勤め 

八事霊園墓地、今年 4 月

より改修工事始まる 

 

八
事
霊
園
極
楽
苑
墓
地
に
於
い
て
今
年
四
月
上
旬
よ
り
七
月
上
旬
に

か
け
て
苑
内
改
修
工
事
が
行
わ
れ
ま
す
。 

 
 

 

 

お
も
な
改
修
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 

道
路
拡
幅
工
事
（
駐
車
場
設
置
） 

 
 
 

 

② 

道
路
舗
装 

③ 

通
路
階
段
整
備 

期
間
中
（
原
則
日
曜
は
休
み
）
に
墓
参
頂
く
皆
様
に
は
何
か
と
ご
不

便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
の
程
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

苑
内
〔
ぞ
う
〕
の
マ
ー
ク
付
近
に
工
事
ご
案
内
の
看
板
が
設
置
さ
れ

ま
す
の
で
ご
覧
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

極
楽
苑
会 

 

二
十
二
組
お
待
ち
受
け
同
朋
大
会 

 

二
〇
一
〇
年
六
月
十
九
日
（
土
） 

午
後
一
時
三
十
分
～
五
時 

 

大
会
会
場 

名
古
屋
別
院
本
堂 

 
 
 
 
 

〔
内
容
〕 

帰
敬
式
、
法
要
と
講
演 

 

講
師 

松
野
明
美
さ
ん(

元
マ
ラ
ソ
ン
ラ
ン
ナ
ー) 

参
加
費 

二
、
〇
〇
〇
円
（
帰
敬
式
一
万
円
） 

 
 

懇
親
会 

 
 

午
後
六
時
～
八
時 

 

会
場 

ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
コ
ー
ト
名
古
屋(

金
山
南
口)  

 

参
加
費 

八
、
〇
〇
〇
円 

☆
お
申
し
込
み
は
安
楽
寺
ま
で
お
願
い
し
ま
す 

 
締
切 

五
月
二
十
日(

木) 

安楽寺だより 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

先
日
、
東
別
院
で
初
め
て
ご
法
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
別
院
で
は
、
朝
の
お
勤
め
の
後

十
五
分
、
午
前
十
時
半
よ
り
一
時
間
、
午
後
一
時

か
ら
四
十
分
程
、
毎
月
五
日
～
二
十
八
日
ま
で
毎

日
ご
法
話
が
あ
り
ま
す
。 

 

早
朝
の
法
話
は
、
も
う
初
め
て
の
こ
と
、
辺
り

が
暗
い
の
で
参
詣
の
皆
さ
ん
の
お
顔
が
全
く
見
え

ず
、
不
安
で
何
を
話
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
「
穴
が
あ
っ
た
ら
入
り
た
い
」

と
は
こ
の
事
と
、
未
熟
さ
を
痛
感
す
る
ば
か
り
。

そ
れ
で
も
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
申
し
訳
な

さ
と
感
謝
の
限
り
で
し
た
。 

 

十
時
半
か
ら
は
、
寺
の
ご
門
徒
の
皆
様
が
沢
山

い
ら
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
心
強
さ
に
と
て
も
支
え

ら
れ
ま
し
た
。
蓮
如
上
人
の
『
人
の
わ
ろ
き
事
は

能
く
能
く
み
ゆ
る
な
り 

わ
が
身
の
悪
き
事
は
お

ぼ
え
ざ
る
も
の
な
り
』
の
お
言
葉
や
、
ご
和
讃 

 

『
五
濁
悪
時
悪
世
界 

濁
悪
邪
見
の
衆
生
に
は 

弥
陀
の
名
号
与
え
て
ぞ 

恒
沙
の
諸
仏
す
す
め
た

る
』(

汚
れ
き
っ
た
世
に
生
ま
れ
、
濁
悪
邪
見
の
私

に
は
、
お
念
仏
し
か
救
わ
れ
る
道
は
な
い
の

で
す
よ
と
、
ガ
ン
ジ
ス
川
の
砂
の
数
ほ
ど
の

仏
様
が
勧
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る)

を
拝
読

し
、
私
た
ち
は
皆
、
仏
様
か
ら
願
わ
れ
て
い

る
身
で
あ
る
こ
と
を
し
み
じ
み
と
感
じ
ま
し

た
。 

 

午
後
か
ら
は
、
仏
典
童
話
『
け
し
の
種
』

を
朗
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
死
」
は

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
、
そ
し
て
突
然
お
と

ず
れ
る
も
の
、
だ
か
ら
こ
そ
「
今
」
と
い
う

時
を
ど
う
生
き
て
ゆ
く
の
か
、
何
に
気
づ
か

な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
、
自
分
自
身
に
問

い
か
け
る
大
切
な
時
間
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

私
の
つ
た
な
い
法
話
を
、
ウ
ン
ウ
ン
と
頷

い
て
お
聞
き
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
お
一
人
お

一
人
に
、
手
が
合
わ
さ
れ
る
思
い
の
感
謝
ば

か
り
の
一
日
で
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

今
年
四
月
以
降
の
法
要
日
程 

四
月
十
三
日(

火)  

定
例
法
話 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤
井 

秀
規
師 

五
月
十
三
日(

木)  

春
季
永
代
経 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

椰
野 

明
仁
師 

六
月
十
三
日(

日)  

定
例
法
話 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

荒
山 

修
師 

七
月
十
三
日(

火)  

定
例
法
話 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
神 

正
信
師 

八
月 

八
日(

日)  

盂
蘭
盆
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
職 

九
月
十
三
日(

月)  

秋
季
永
代
経 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
院
駐
在
教
導 

十
月
十
三
日(

水)  

定
例
法
話 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坊
守 

十
一
月
十
二
日(

金)

十
三
日(

土)  

報
恩
講 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

荒
山 

修
師 

十
二
月
十
三
日(

月)  

定
例
法
話 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
神 

正
信
師 

◎
始
経
は
午
前
十
時
・
午
後
一
時
半 

但
し
、
八
月
は
午
前
十
時
・
午
後
一
時 

 
 

 

十
月
は
午
前
の
み 

 
 

 

十
一
月
十
二
日
は
午
後
の
み 

ご
参
詣
を
お
待
ち
致
し
て
お
り
ま
す
。 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

坊
守 

吉
田
滋
代 

 

安楽寺だより （3） 



     
 

『
八
苦
』 

 

今
回
は
、「
八
苦
」
に
つ
い
て
で
す
が
、「
四
苦
」

に
次
の
四
つ
の
苦
し
み
を
加
え
る
と
「
八
苦
」
と

な
り
ま
す
。 

 

愛
別
離
苦
（
あ
い
べ
つ
り
く
）
愛
す
る
者
と
別

れ
る
苦
し
み 

怨
憎
会
苦
（
お
ん
ぞ
う
え
く
）
怨
み
憎
む
者
に

会
う
苦
し
み 

求
不
得
苦
（
ぐ
ふ
と
く
く
）
求
め
る
も
の
が
得

ら
れ
な
い
苦
し
み 

五
陰
盛
苦
（
ご
お
ん
じ
ょ
う
く
）
五
蘊
（
ご
う

ん
）
か
ら
生
ず
る
苦
し
み 

 

五
蘊
と
は
次
の
は
た
ら
き
で
す
。 

 

色 

形
あ
る
も
の 

身
体
お
よ
び
物
質 

 

受 

心
の
は
た
ら
き 

感
受
作
用 

 

想 

心
に
浮
か
ぶ
像 

表
象
作
用 

 

行 

意
思
や
衝
動
的
欲
求
の
は
た
ら
き 

 

識 

認
識
す
る
心
の
は
た
ら
き 

識
別
作
用 

 

 

出
家
し
て
苦
し
い
修
行
を
さ
れ
た
お
釈
迦
様
は
、

菩
提
樹
の
下
で
お
覚
り
を
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
一
緒
に
修
行
を
し
て
い
た
五
人
の
比
丘
の
前
で

初
め
て
法
を
説
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
『
初
転
法

輪
』
と
い
い
ま
す
。 

 

「
八
苦
」
も
覚
者
（
仏
陀
）
と
な
ら
れ
た
お
釈
迦

様
の
説
か
れ
た
法
の
ひ
と
つ
で
す
。
自
我
に
執
着

し
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
八
つ
の
苦
し

み
は
ど
れ
も
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
で
す
。 

 

こ
れ
ら
を
拒
ん
で
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
与
え

ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
、
転
ず
る
と

い
う
こ
と
が
「
救
い
」
の
カ
ギ
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

 

      
 

     

 

 
仏
教
豆
知
識 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
二
回 

（４） 

 

親
鸞
聖
人
の
御
遠
忌
法
要
ま
で
あ
と
一

年
を
切
り
ま
し
た
。
今
年
六
月
、
東
別
院

で
開
催
さ
れ
る
二
十
二
組
の
お
待
ち
受
け

同
朋
大
会
は
、
ど
な
た
で
も
ご
参
加
で
き

ま
す
。
ぜ
ひ
お
申
し
込
み
下
さ
い
。 

私
た
ち
が
日
頃
お
勤
め
す
る
正
信
偈
を

お
書
き
に
な
っ
た
聖
人
。
そ
の
「
お
こ
こ

ろ
と
願
い
」
を
聞
い
て
い
く
こ
と
が
私
た

ち
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

仏
法
は
私
た
ち
の
生
活
と
離
れ
て
あ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
々
の
暮
ら
し

の
中
で
、
聖
人
の
お
言
葉
が
味
わ
え
る
生

活
を
送
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

安楽寺だより 

巻
頭
の
こ
と
ば 

親
鸞
聖
人
の
教
え 

を
戴
く
ご
門
徒
が
、 

全
国
よ
り
本
廟
に 

参
詣
し
涙
な
が
ら 

に
ご
真
影
を
敬
い 

礼
拝
す
る
と
、
悲 

し
み
が
深
ま
っ
て 

ま
い
り
ま
す
。 


