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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

本
山
東
本
願
寺
で
は
、
今
年
三
月
十
九

日
か
ら
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御

遠
忌
法
要
が
勤
ま
り
ま
す
。
御
遠
忌
テ

ー
マ｢

今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て

い
る｣

の
も
と
、
こ
れ
ま
で
お
待
ち
受
け

法
要
や
真
宗
門
徒
入
門
講
座
な
ど
が
開

催
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

宗祖親鸞聖人 

７ ５ ０ 回 

 

親
鸞
聖
人
は
、
混
沌
と
し
た
鎌
倉
時
代
に
お
釈
迦
様

の
開
か
れ
た
仏
教
の
真
髄
を
究
め
よ
う
と
九
十
年
の

ご
生
涯
を
生
き
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
真
宗
門
徒

は
、
聖
人
の｢

み
教
え｣

が
深
く
顕
さ
れ
た
『
正
信
偈
』

な
ど
の
お
聖
教
な
ど
を
通
し
て
自
分
の
生
き
方
を
聞

き
、
学
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

御
遠
忌
と
い
う
、
五
十
年
ご
と
に
お
勤
め
さ
れ
る
聖

人
の
年
忌
法
要
に
お
出
か
け
い
た
だ
き
、
聖
人
の｢

み

教
え｣

に
出
遇
っ
て
頂
き
ま
す
よ
う
心
よ
り
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

 

法
要
期
間
は
三
月
十
九
日
か
ら
五
月
二
十
八
日
ま

で
の
七
十
一
日
間
で
、
①
三
月
十
九
日
～
二
十
八
日 

②
四
月
十
九
日
～
二
十
八
日 

③
五
月
十
九
日
～
二

十
八
日
の
計
三
十
日
間
は
御
影
堂
に
て
御
遠
忌
の
お

勤
め
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

  

二
十
二
組
で
は
二
回
に
分
か
れ
て
御
遠
忌
法
要
の

団
体
参
拝
を
実
施
致
し
ま
す
。
安
楽
寺
で
は
三
月
二
十

一
日
に
参
拝
致
し
ま
す
。(

十
二
月
末
ま
で
の
申
込
者

は
六
十
五
名) 

 

安
楽
寺
で
は
参
拝
用
の
旗
を
作
成
致
し
ま
し
た
。

御
遠
忌
の
団
体
参
拝
で
皆
様
に
ご
披
露
致
し
ま
す
。 

御影堂前白洲 

安楽寺だより （１） 平成 23年（２０１１年）1月 1日 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

親
鸞
聖
人
が
、
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
は
，
今
か 

ら
八
百
年
余
り
前
、
平
安
時
代
末
の
一
一
七
三
年(

承 

安
三
年
）
の
こ
と
で
す
。
世
の
中
で
は
貴
族
の
政
治 

に
替
わ
っ
て
、
武
士
の
政
治
が
始
ま
る
時
期
で
、
源 

平
の
争
い
に
代
表
さ
れ
る
戦(

い
く
さ)

が
起
こ
っ
て 

い
ま
し
た
。
ま
た
、
飢
饉
や
疫
病
の
た
め
に
多
く
の 

死
者
が
京
の
都
に
あ
ふ
れ
る
状
況
で
、
社
会
全
体
が 

大
き
な
不
安
を
抱
か
え
て
い
た
時
代
で
し
た
。
将
来 

が
見
え
な
い
中
で
、
人
々
は
そ
の
日
そ
の
日
を
懸
命 

に
生
き
て
い
た
の
で
す
。 

 
 

こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
は
出
家 

し
僧
侶
と
な
っ
て
い
か
れ
ま
す
。「
九
歳
の
春
の
頃
」 

で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
比
叡
山 

に
登
り
、
二
十
九
歳
で
山
を
下
り
る
ま
で
聖
人
は
仏 

教
を
深
く
学
ば
れ
ま
し
た
。 

 

比
叡
山
は
、
伝
教
大
師
最
澄
に
よ
っ
て
開
か
れ
た 

延
暦
寺
を
中
心
と
す
る
大
乗
仏
教
の
道
場
で
し
た
。 

比
叡
山
で
の
修
行
は
、「
戒
、
定
、
慧
」
の
「
三
学
」 

と
い
わ
れ
ま
す
。｢

戒｣

と
は
戒
め
と
い
う
意
味
で
、 

仏
道
を
歩
む
者
と
し
て
の
生
活
規
範
。｢

定｣

と
は
定 

め
る
と
い
う
意
味
で
、
心
の
乱
れ
を
抑
え
て
精
神
を 

静
か
に
安
定
さ
せ
よ
う
と
い
う
修
行
。｢

慧｣

と
は
仏 

の
智
慧
を
身
に
つ
け
、
惑
い
を
断
ち
切
っ
て
真
理
を 

悟
る
こ
と
。 

こ
の
「
三
学
」
を
段
階
的
に
修
行
し
、
さ
と
り
に 

近
づ
い
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。 

聖
人
が
比
叡
山
で
ど
の
よ
う
な
日
々
を
送
ら
れ
て
い
た
か
は
、
確
か 

な
記
録
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
常
行
堂(

写
真)

の
堂
僧
を
つ
と
め 

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
聖
人
は
修
行
と
学 

問
に
励
み
、
迷
い
を
超
え
て
さ
と
り
を
開
く
こ
と
を
求
め
続
け
ら
れ
た 

こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
聖
人
に
見
え
て
き
た
の
は
、「
三
学
」
の
ど
れ
も
徹
底
で
き 

な
い
と
い
う
自
分
の
姿
で
し
た
。
大
乗
仏
教
は
「
す
べ
て
の
人
を
救
う
」 

と
い
う
の
に
、「
こ
の
私
一
人
救
わ
れ
な
い
」。
自
分
自
身
に
お
い
て
成 

り
立
つ
救
い
を
求
め
て
、
苦
悩
の
日
々
を
送
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま 

す
。 

 

その一 道を求めて 

宗祖聖人御遠忌テーマ「今、いのちがあなたを生きている」 

聖人が堂僧時代に修行された比叡山常行堂(昨年 11月写す) 

安楽寺だより （２） 



 
 

六
月
十
三
日 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 

定
例
法
話 

 
 
 
 
 
 
 
 

荒
山 

修
師 

  

七
月
十
三
日 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 

定
例
法
話 

 
 
 
 
 
 
 
 

八
神
正
信
師 

 

八
月
七
日 

午
前
・
午
後 

 

盂
蘭
盆
会
法
要 

 
 
 
 
 
 

住
職 

  

九
月
十
三
日 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 

秋
季
永
代
経
法
要 

 
 
 
 
 
 
 
 

竹
原
了
珠
師 

  

十
月
十
三
日 

午
前
十
時 

 
 
 
 
 

定
例
法
話 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坊
守 

 

十
一
月
十
二
日 
午
後 

帰
敬
式 

 
 
 
 

十
三
日 

午
前
・
午
後 

報
恩
講
法
要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

荒
山 
修
師 

 

十
二
月
十
三
日 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 

定
例
法
話 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
神
正
信
師 

 
 
 
 
 
 
 

 

◎ 

ご
参
詣
を
お
待
ち
致
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

 

 

一
月
一
日 

午
前
十
時 

修
正
会 

 
年
の
始
め
に
心
身
を
引
き
締
め
、
仏
恩
報
謝
の
思

い
で
新
し
い
年
に
の
ぞ
む
仏
事
で
す
。(

ぜ
ん
ざ
い

接
待) 

 

 
 
 

一
月
十
三
日 

午
前
十
時 

 
 
 
 

 

為
麿
塚
法
要 

 
 
 
 
 

寺
入
口
の
為
麿
塚
で
お
勤
め
し
ま
す
。

大
切
に
し
て
き
た
仏
事
・
神
事
に
関
わ

る
も
の
を
焼
却
し
ま
す
。（
お
斎
接
待
） 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

二
月
十
三
日 

午
前
・
午
後 

 
 
 

 

定
例
法
話 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
條
義
信
師 

 
 
 
 
 

 

三
月
十
三
日 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 
 
 

定
例
法
話 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
呂
美
道
師 

 
 
 
 
 

四
月
十
三
日 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

定
例
法
話 

（
甘
茶
接
待
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
井
秀
規
師 

  

五
月
十
三
日 

午
前
十
時
・
午
後
一
時
半 

 
 
 
 
 

春
季
永
代
経
法
要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

梛
野
明
仁
師 

 

亡
き
人
を
偲
び
、
仏
縁
を
頂
い
た
こ
と
を
喜
ぶ
と 

 

共
に
、
仏
法
聴
聞
の
大
切
さ
が
子
孫
に
伝
え
ら
れ 

 

る
事
を
願
っ
て
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。 

  
 
 
 
 

 

 

帰
敬
式
を
行
い
ま
し
た 

昨
年
の
十
一
月
十
二
、
十
三
日
の
報
恩
講
に
は
、

大
勢
の
ご
門
徒
の
皆
様
に
ご
参
詣
を
頂
き
有
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

六
年
前
よ
り
十
二
日
の
午
後
、
帰
敬
式
を
執
行
。

今
回
は
八
名
の
皆
様
に
受
式
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

全
員
で
「
三
帰
依
文
」
（
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
に

帰
依
す
る
お
言
葉
）
を
称
え
た
後
、
剃
刀
の
式
を
行

い
、
そ
し
て
お
一
人
づ
つ
に
法
名
を
伝
達
。
受
式
者

代
表
の
角
谷
さ
ん
か
ら
「
誓
い
の
こ
と
ば
」
を
い
た

だ
き
、
全
員
で
正
信
偈
を
お
勤
め
し
て
式
を
終
え
ま

し
た
。 

ご
門
徒
の
皆
様
、
今
年
は
ぜ
ひ
受
式
く
だ
さ
い
。 

ご本尊前にて記念写真です 

平成２３年 

(２０１１年) 

 

 
本山前の標語 

安楽寺だより （３） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

正
信
偈 

 

詳
し
く
は
『
正
信
念
仏
偈
』
と
い
い
ま
す
。 

『
正
信
偈
』
は
、
親
鸞
聖
人
が
心
血
そ
そ
い
で
著
さ

れ
た
『
教
行
信
証
』
と
い
う
著
書
の
中
の
「
行
巻
」

に
書
か
れ
て
い
る
「
正
し
い
信
心
の
偈(

う
た)

」
で

あ
り
ま
す
。 

  

偈
の
前
半
は
、
ひ
と
り
の
ひ
と
が
、
永
遠
の
寿(
い

の
ち)

と
光
を
も
っ
て
生
き
続
け
る
阿
弥
陀
仏
に
な

る
ま
で
の
い
き
さ
つ
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
は
、
二
千
五
百
年
前
、
イ
ン
ド
に
お
生
ま
れ

に
な
っ
た
お
釈
迦
様
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
『
無
量
寿

経
』（
永
遠
の
寿
の
物
語
）
と
い
う
お
経
の
お
は
な
し

で
す
。 

 

後
半
は
、
そ
の
永
遠
の
仏
の
こ
こ
ろ
を
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
と
い
う
真
実
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
あ
ら
わ

し
、
伝
え
て
下
さ
っ
た
三
国
（
イ
ン
ド
・
中
国
・
日

本
）
の
七
人
の
高
僧(

龍
樹
、
天
親
、
曇
鸞
、
道
綽
、

善
導
、
源
信
、
源
空)

を
た
た
え
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
に
込
め
ら
れ
た
仏
教
の
こ

こ
ろ
と
は
、
は
て
し
な
い
「
い
の
ち
」
の
深
さ
、
広

さ
、
重
さ
を
願
い
に
あ
ら
わ
し
、
真
実
の
こ
こ
ろ
と

言
葉
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
る
も
の
で
す
。
こ
の
『
正

信
偈
』
は
、
現
代
に
お
け
る
私
た
ち
に
ま
で
「
な
む

あ
み
だ
ぶ
つ
」
を
贈
る
た
め
に
書
か
れ
た
詩
で
す
。 

 

今
、
私
た
ち
が
『
帰
命
無
量
寿
如
来
』
と
、
お
勤

め
し
て
い
る
、
こ
の
勤
行
の
仕
方
は
、
本
願
寺
第
八

代
上
人
・
蓮
如
が
定
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。 

こ
の
す
ば
ら
し
い
伝
統
の
お
勤
め
を
す
る
と
き
、

私
た
ち
は
、
仏
さ
ま
の
智
慧
と
慈
悲
を
い
た
だ
い
て

生
き
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
の
深
い
感
動
が
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

仏
教
豆
知
識 第

五
回 

 

い
つ
も
「
安
楽
寺
だ
よ
り
」
を
ご
愛
読
頂

き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

い
よ
い
よ
親
鸞
聖
人
の
御
遠
忌
の
年
を
迎

え
ま
し
た
。
聖
人
の
歩
ま
れ
た
道
を
訪
ね
て

い
く
と
一
人
の
人
間
が
悲
し
み
や
苦
し
み
の

人
生
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
す
す
ん
で

い
か
れ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

真
宗
に
ご
縁
を
頂
い
た
私
た
ち
は
「
御
遠

忌
」
を
聖
人
の
お
こ
こ
ろ
に
出
遇
う
ま
た
と

な
い
機
会
と
喜
ぶ
と
共
に
、
か
け
が
い
の
な

い
自
分
の
人
生
を
見
直
す
機
縁
と
致
し
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
た
よ
り
に
つ
い
て
、
ご
意
見
・
ご
要

望
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
ぜ
ひ
お
寄
せ
下
さ
い 

 

 

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 

ご
門
徒
の
皆
様
へ
ご
案
内 

 

新
年
を
迎
え
ら
れ
て
気
持
ち
を
新
た
に
さ
れ 

て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
真
宗
で
は
仏
法 

を
聴
聞
す
る
こ
と
が
「
人
と
し
て
生
ま
れ
た 

意
義
と
生
き
る
喜
び
」
を
感
じ
る
第
一
歩
に 

な
り
ま
す
。 

 
 

来
た
る
二
月
二
十
一
日(

月)

安
楽
寺
坊
守 

 

が
名
古
屋
別
院
に
て
法
話
を
勤
め
る
こ
と
に 

 

な
り
ま
し
た
。
お
時
間
の
都
合
が
つ
き
ま
し 

た
ら
ご
参
拝
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま 

す
。 

 

安楽寺だより （４） 


