
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

第３号 

紙紙紙面面面内内内容容容      

２
面 

名
古
屋
教
区
お
待
ち
受
け
大
会
案
内 

３
面 

中
央
声
明
一
年
目
を
終
え
て 

４
面 

仏
教
豆
知
識 

(

第
三
回)  

六
月
十
九
日
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠

忌
第
二
十
二
組
お
待
ち
受
け
同
朋
大
会
が
名
古
屋
別

院
本
堂
を
会
場(

第
一
部)

に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
前
日
か
ら
の
雨
も
朝
ま
で
に
上
が
り
、
昼
の
受
付 

開
始
と
同
時
に
二
十
二
組
寺
院(

二
十
三
ヶ
寺)

の
ご 

 

 

宗祖親鸞聖人

750 回御遠忌 

門
徒
の
皆
様
が
続
々
と
お
い
で
に
な
り
、
四
〇
〇
名

を
越
す
ご
参
詣
の
方
々
で
堂
内
の
熱
気
も
高
ま
っ
て

き
ま
し
た
。 

 

一
時
半
か
ら
の
帰
敬
式
は
、
本
山
鍵
役
の
信
明
院
師

の
執
行
で
二
十
二
組
の
ご
門
徒
方
六
十
一
名
お
一
人

お
ひ
と
り
に
剃
刀
の
儀
式
が
あ
り
、
真
剣
な
面
持
ち

で
受
式
さ
れ
ま
し
た
。 

 

休
憩
を
挟
ん
で
、
二
十
二
組
小
川
組
長
と
東
谷
教

務
所
長
の
挨
拶
の
後
、
医
師
の
故
・
米
沢
英
雄
さ
ん

の
詩
「
そ
の
人
」
が
朗
読
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、 

二
十
二
組
の
住
職
・
坊
守
・
門
徒
全
員
で
正
信
偈
の 

お
勤
め
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。 

 

三
時
半
か
ら
は
、
元
マ
ラ
ソ
ン
ラ
ン
ナ
ー
の
松
野

明
美
さ
ん
に
よ
る
「
次
男
が
教
え
て
く
れ
た
、
勝
ち

負
け
じ
ゃ
な
い
生
き
方
」
と
題
し
た
講
演
が
あ
り
ま

し
た
。
松
野
さ
ん
は
現
在
四
十
二
歳
、
マ
ラ
ソ
ン
競

技
選
手
と
い
う｢

人
よ
り
も
少
し
で
も
速
く｣

一
番
を

目
指
す
人
生
を
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
。
～
２
面
に
続
く 

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 

法
句
経 

名古屋別院本堂での法要 

安楽寺だより第 3 号 （１） 平成２２年７月１日 



(
１
面
よ
り
続
く
～)

マ
ラ
ソ
ン
引
退
後
結
婚
さ
れ
、

二
人
目
の
健
太
郎
く
ん
が
重
い
心
臓
病
を
抱
え
て

生
ま
れ
て
以
降
の
苦
闘
の
生
活
を
切
々
と
語
ら
れ

た
。
松
野
さ
ん
は
健
太
郎
君
の
姿
を
人
に
見
せ
ま

い
と
し
て
い
た
が
、「
夫
は
酸
素
ボ
ン
ベ
を
抱
え
て

公
園
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
夫
は
二

年
間
次
男
を
座
っ
て
抱
い
た
ま
ま
寝
て
く
れ
ま
し

た
。
本
当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」 

   

「
何
で
私
の
子
と
し
て 

生
ま
れ
た
の
」「
産
ま 

な
け
れ
ば
よ
か
っ
た 

と
思
っ
た
こ
と
も
何 

度
も
あ
り
ま
し
た
」
と 

率
直
に
話
さ
れ
る
。
そ 

し
て
「
手
術
を
受
け
る 

我
が
子
の
姿
に
『
い
の
ち
の
尊
さ
』
を
強
く
感
じ 

ま
し
た
」
と
何
度
も
頷
き
な
が
ら
語
ら
れ
る
松
野 

さ
ん
。
主
治
医
の
先
生
、
保
育
園
の
と
も
だ
ち
、 

ご
近
所
方
々
に
支
え
ら
れ
、「
今
で
は
障
害
の
あ 

る
子
の
親
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
い
ま
す
」 

「
ひ
と
は
や
さ
し
く
な
る
た
め
に
勉
強
す
る
の 

で
す
ね
」
と
話
さ
れ
る
言
葉
に
感
銘
を
受
け
ま
し 

た
。 

講
演
終
了
後
、
参
加
者
全
員
で
恩
徳
讃
を
唱
和
し 

て
第
一
部
を
終
え
ま
し
た
。 

 

ご
門
徒
の
皆
様
と
連
れ
立
っ
て
第
二
部
・
懇
親 

会
会
場
の
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
コ
ー
ト
へ
移
り
、
同
朋 

大
会
参
加
の
皆
様
と
の
交
流
を
図
り
、
成
功
裏
に 

終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ご
協
力
頂
き
ま
し 

た
皆
様
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

安
楽
寺
会
館
よ
り
お
知
ら
せ 

 

妙
音
通
に
あ
り
ま
す
安
楽
寺
会
館
三
階
の 

ト
イ
レ
が
今
年
五
月
よ
り
車
椅
子
で
ご
利
用 

い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

開
館
時
間
中
（
平
日
・
午
前
十
時
～
午
後

四
時
）
は
ご
自
由
に
見
学
で
き
ま
す
の
で
、

一
度
お
出
か
け
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
案
内

致
し
ま
す
。 

２０１０年１０月 ２日（土） 

       11:00～17:00 

会場  名古屋別院本堂など 

宗
祖
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
御
遠
忌
を
お
迎
え
す
る
に

あ
た
り
、
名
古
屋
教
区
で
は
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
事
業
と
し

て
「
お
待
ち
受
け
大
会
」
を
企
画
し
ま
し
た
。 

 

日
頃
、
二
十
二
組
・
寺
院
で
聞
法
さ
れ
て
こ
ら
れ
た 

ご
門
徒
の
皆
様
に
ご
参
加
い
た
だ
き
た
く
ご
案
内
申
し

上
げ
ま
す
。 

・
帰
敬
式 

十
一
時
～
十
二
時 

大
谷
暢
顯
門
首
執
刀 

・
法
要
・
記
念
講
演 

十
三
時
～
十
五
時
二
十
分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
師 

高 

史
明
氏 

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

十
五
時
半
～
十
七
時 

◎ 

ご
参
加
ご
希
望
の
皆
様
は
安
楽
寺
ま
で
お
申
し
出

下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
参
加
無
料
） 

安楽寺だより （２） 



   

本
年
五
月
十
日
～
二
十
二
日
ま
で
の
約
二
週
間

本
山
・
東
本
願
寺
で
中
央
声
明
講
習
が
開
講
さ
れ

ま
し
た
。
中
央
声
明
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
御
経

の
講
習
を
受
け
る
場
で
あ
り
ま
す
。 

 

声
明
（
し
ょ
う
み
ょ
う
）
と
は
、
お
葬
式
や
月

忌
参
り
・
報
恩
講
な
ど
の
全
て
の
お
勤
め
で
唱
え

る
（
浄
土
真
宗
で
は
称
え
る
又
は
読
経
・
読
誦
）

も
の
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
長
年
に
わ

た
っ
て
先
人
た
ち
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
読
み
方
で
、

今
ま
で
す
べ
て
口
伝
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
声
明
を
学
ぶ
場
に
私

も
今
年
か
ら
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

今
年
は
一
年
生
五
十
三
人
・
二
年
生
四
十
九
人
・ 

三
年
生
八
十
人
が
全
国
か
ら
本
山
の
研
修
道
場
に

集
ま
り
共
に
学
び
ま
し
た
。
こ
の
中
央
声
明
一
年

目
で
は
皆
様
も
よ
く
ご
存
知
の｢

正
信
偈｣

や｢

阿

弥
陀
経｣

そ
の
他
に
は｢

観
無
量
寿
経｣

｢

五
淘
念

仏｣｢

高
僧
和
讃｣｢

伽
陀｣

な
ど
を
学
び
ま
し
た
。
こ

の
講
習
は
三
年
間
あ
り
、
終
了
時
の
試
験
に
合
格

す
れ
ば
「
准
堂
衆
」
と
呼
ば
れ
る
資
格
を
取
得
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
准
堂
衆
」
と
は
本
山
や
別

院
で
の
特
別
な
出
仕
を
許
さ
れ
る
資
格
で
、
言
う

な
れ
ば
お
経
の
プ
ロ
に
な
る
訳
で
す
。 

 

は
じ
め
は
軽
い
気
持
ち
で
申
し
込
ん
だ
訳
で
す

が
、
い
ざ
そ
の
場
に
立
っ
て
み
る
と
講
習
参
加
者

の
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る
姿
を
見
て
襟
を
正
さ

れ
た
気
持
ち
で
し
た
。
二
週
間
と
い
う
短
い
間
で

し
た
が
、
と
て
も
充
実
し
た
学
び
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
と
思
い
ま
す
。 

来
年
は
親
鸞
聖
人
の
御
遠
忌
の
た
め
休
講
に
な

り
ま
す
が
、
再
来
年
の
二
年
目
に
向
け
て
日
々
精

進
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

  

    

 

 
 

こ
の
た
び
、若
院
・長
男
吉
田
昌
史
と 

名
東
区
に
お
住
ま
い
の
神
田
章
好
さ
ん
長
女 

神
田
由
香
里
さ
ん
の
婚
約
が
整
い
、 

今
年
九
月
二
十
六
日(

日)

午
前
九
時
半
よ
り 

安
楽
寺
会
館
に
て
、結
婚
式
を
挙
げ
る
運
び 

と
な
り
ま
し
た
。 

 

日
頃
は
若
院
が
大
変
お
世
話
に
な
り
、 

本
当
に
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。未
熟
な 

二
人
で
す
が
、ど
う
か
若
院
共
々
、温
か
く 

見
守
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
何
卒
宜
し
く 

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

中
央
声
明
一
年
目
を
終
え
て 

 
 
 
 
 
 

若
院 

吉
田 

昌
史 

安楽寺だより （３） 



      

伝
統
的
に
「
お
か
み
そ
り
」
と
い
う
名
称
で
親
し 

ま
れ
て
き
た
儀
式
で
す
が
、
正
し
く
は
帰
敬
式
（
き

き
ょ
う
し
き
）
と
い
い
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
、
通
常
亡
く
な
っ
て
か
ら
法
名
を
い
た 

だ
け
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
き
ま
し
た
が
、
本
来
帰
敬 

式
は
お
釈
迦
様
の
弟
子
に
な
る
と
い
う
式
で
す
。 

で
す
か
ら
、
生
き
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
私
自
身 

の
人
生
の
生
き
方
・
あ
り
方
を
問
い
、
学
ん
で
行
こ 

う
と
い
う
出
発
の
式
が
帰
敬
式
で
す
。 

 

私
た
ち
は
、
あ
る
程
度
の
地
位
と
お
金
が
あ
っ
て 

健
康
で
長
生
き
で
き
れ
ば
と
の
思
い
で
生
き
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
条
件
や
関
係
が
壊
れ
た
り
、

価
値
観
が
変
わ
る
と
す
べ
て
の
も
の
が
変
わ
っ
て

く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
何
を
依
り
所
に

生
き
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
「
賜
っ
た
い
の
ち

を
生
き
る
確
か
な
依
り
所
を
明
ら
か
に
せ
よ
」
と
い

う
は
た
ら
き
が
、
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
で
す
。
三
宝

の
出
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
空
し
く
過
ぎ
て
い
る
自

分
の
人
生
に
気
付
き
、
人
生
の
は
っ
き
り
と
し
た
依

り
所
（
立
脚
地
）
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
す
。 

 
 
 

 

つ
ま
り
、
帰
敬
式
と
は
仏
・
法
・
僧
に
帰
依
し
、

仏
弟
子
と
し
て
新
た
に
出
発
す
る
式
で
す
。 

「
仏
」
と
は
、
苦
し
み
に
悩
む
人
間
を
救
お
う
と
す

る
南
無
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
目
覚
め
た
釈
尊
。 

「
法
」
と
は
、
い
の
ち
の
事
実
を
私
に
教
え
て
下
さ

る
仏
の
智
慧
の
こ
と
で
す
。 

「
僧
」
と
は
、
仏
の
み
教
え
を
依
り
所
と
し
て
集
う

人
び
と
の
こ
と
で
す
。 

 
 

帰
敬
式
を
受
式
し
ま
す
と
「
釈
」
の
字
を
冠
し
た 

二
字
の
法
名
を
賜
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
空
し
く
な
い 

人
生
を
生
き
て
欲
し
い
」
と
願
っ
て
お
ら
れ
る
仏
様 

の
は
た
ら
き
に
出
遇
う
こ
と
を
私
の
人
生
の
う
え

に
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
名
告
り
（
な
の
り
）
で
す
。 

 

帰
敬
式
は
、
ご
本
山
で
は
、
毎
日
ご
影
堂
で
行
な 

わ
れ
ま
す
。
名
古
屋
別
院
で
は
今
年
十
月
二
日
の
教

区
お
待
ち
受
け
大
会
と
十
二
月
十
八
日
の
報
恩
講

ご
満
座
に
執
行
さ
れ
ま
す
。
安
楽
寺
で
は
毎
年
十
一

月
十
二
日
の
報
恩
講
で
行
い
ま
す
。
受
式
を
ご
希
望

さ
れ
る
方
は
ご
連
絡
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
仏
教
豆
知
識 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
三
回 

安楽寺だより 

『
帰
敬
式
』 

※ 

御
遠
忌
の
参
拝
日
が
決
定 

来
年
（
二
〇
一
一
年
）
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五

十
回
御
遠
忌
団
体
参
拝
は
二
十
二
組
で
実
施
し
ま
す

が
、
三
月
二
十
一
日
（
春
分
の
日
）
に
参
拝
す
る
こ
と

に
決
ま
り
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

詳
細
は
後
日
ご
案
内
致
し
ま
す
が
、
人
数
に
限
り

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
希
望
の
方
は
ご
予
定
下
さ
い
。 

  
今
年
も
六
ヶ
月
が
経
過
し
ま
し
た
。
毎
日

忙
し
く
生
活
し
て
い
る
と
「
も
う
半
年
、
あ

っ
と
い
う
間
だ
ね
」
と
の
言
葉
が
返
っ
て
き

ま
す
。『
光
陰
矢
の
ご
と
し
』
と
申
し
ま
す
。

考
え
て
み
る
と
人
生
も
同
じ
こ
と
が
言
え

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
度
立
ち
止
ま
っ

て
、
自
分
を
振
り
返
る
ひ
と
と
き
を
持
つ
事

が
大
切
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
が
八
百
年
の
昔
に
自
分
を
見

つ
め
、
世
の
中
を
見
つ
め
、
仏
さ
ま
の
世
界

に
出
遇
っ
て
い
か
れ
た
お
姿
を
尋
ね
て
い

く
催
し
（
聖
人
の
ご
遠
忌
行
事
）
に
足
を
お

運
び
頂
け
れ
ば
と
念
願
致
し
て
お
り
ま
す
。 

（４） 

 

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 


