
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 ７ 号 

２
面 

 

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
（
そ
の
３
） 

３
面 

 

永
代
供
養
墓
を
建
立 

 

４
面 

 

仏
教
豆
知
識
（
念
珠
） 

  

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 

第 ８ 号 

ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
遺
言
と
聞
い
て
も

よ
い
言
葉
で
す
が
、
聖
人
が
こ
の
世
を
生
き
る
覚

悟
を
具
体
的
に
語
ら
れ
た
一
言
と
し
て
、
私
に
迫

っ
て
き
ま
す
。 

 

『
我
が
歳
き
わ
ま
り
て
、
安
養
の
浄
土
に
還
帰
す

と
い
う
と
も
、
和
歌
の
浦
曲
の
片
男
浪
の
、
寄
せ

か
け
寄
せ
か
け
帰
ら
ん
に
同
じ
』
（
御
臨
末
の
御

書
） 

『
一
人
い
て
喜
は
ば
二
人
と
思
う
べ
し
、
二
人
居

て
喜
は
ば
三
人
と
思
う
べ
し
、
そ
の
一
人
は
親
鸞

な
り
』（
同
） 

 

聖
人
ご
命
終
の
あ
と
、
書
き
残
さ
れ
て
い
た
と

伝
え
ら
れ
る
お
言
葉
で
す
。
聖
人
の
教
え
に
よ
っ

て
念
仏
者
と
な
っ
た
御
同
行
と
共
に
あ
り
た
い

と
、
願
い
続
け
ら
れ
た
聖
人
の
お
姿
を
実
感
を
込

め
て
語
ら
れ
た
お
言
葉
と
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
お
言
葉
を
通
し
て
浮
ぶ
聖
人
の
人
間
像
を
想

い
な
が
ら
、
報
恩
講
を
お
勤
め
致
し
ま
し
ょ
う
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、
七
五
〇
年
前
の
一
二
六
二
年

(

弘
長
二
年)

十
一
月
二
十
八
日
に
九
十
年
の
ご

生
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。
聖
人
を
宗
祖
と
仰
ぐ

私
た
ち
真
宗
門
徒
は
、
聖
人
の
お
言
葉
を
お
聞
き

し
な
が
ら
、
報
恩
講
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。 

私
た
ち
の
先
人
方
は
、
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て

聖
人
在
世
の
お
姿
を
偲
び
な
が
ら
、「
と
も
の
同

朋
に
も
ね
ん
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
」(

御
消
息
集)

と
、

申
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を｢

御
同
朋｣

と
し
て
見
出
し
て
い
か
れ
る
聖
人
の
お
こ
こ
ろ

を
確
か
め
合
っ
て
念
仏
相
続
の
仏
事
を
脈
々
と

勤
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。 

  

聖
人
の
面
影
を
よ
く
表
し
て
い
る
お
言
葉
を

ご
紹
介
致
し
ま
す
。 

 
 

『
某
親
鸞
閉
眼
せ
ば
、
加
茂
河
に
い
れ
て
魚
に
あ

た
う
べ
し
』（
改
邪
鈔
） 

こ
の
お
言
葉
は
、
命
終
が
遠
く
な
い
と
感
じ
ら

れ
た
聖
人
が
身
近
な
誰
か
に
語
ら
れ
た
と
、
伝
え

語
り 
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その三 法然上人との出会い 

 

親
鸞
聖
人
は
、
聖
徳
太
子
か
ら
い
た
だ
か
れ

た
「
夢
の
お
告
げ
」
に
励
ま
さ
れ
、
す
べ
て
の

人
が
救
わ
れ
て
い
く
仏
教
を
求
め
て
法
然
上
人

を
訪
ね
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
自
身
の
仏
道
の

歩
み
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
出
会
い
を
果
た
さ

れ
ま
し
た
。 

 
法
然
上
人
は
、
こ
の
こ
ろ
京
都
・
東
山
の
吉

水
の
草
庵
（
写
真
）
に
お
住
ま
い
で
し
た
。
す

で
に
六
十
九
歳
に
な
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た

が
、
教
え
を
聞
き
に
訪
れ
る
人
々
の
数
は
大
変

多
か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
上
人
は
ど
の
よ
う

な
人
に
も
、
迷
い
を
超
え
る
道
を
説
き
続
け
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」 

安養寺 ( 吉水の草庵 )

跡 )

 

お
ら
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
出
家
・
在
家
・
善
人
・ 

悪
人
の
区
別
を
超
え
て
、
万
人
に
仏
教
が
語
ら
れ
て

い
た
の
で
す
。
聖
人
も
吉
水
に
百
日
間
通
わ
れ
、 

つ
い
に
決
定
的
な
転
機
を
迎
え
ら
れ
ま
す
。 

  

「
智
慧
第
一
の
法
然
房
」
と
呼
ば
れ
た
上
人
は
、

「
愚
者
に
な
る
」
「
愚
か
な
自
己
に
目
覚
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
救
い
を
得
て
い
く
の
で
す
」
と
、
日
頃
語

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
聖
人
は
、
法
然
上
人
か
ら
「
煩

悩
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
分
へ
の
目
覚

め
こ
そ
が
、
実
は
仏
教
に
近
づ
く
確
か
な
道
で
あ

る
」
と
の
教
え
を
い
た
だ
か
れ
、
『
本
願
に
帰
す
』

と
、
表
明
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 『

し
か
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、

雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
』（
教
行
信
証
） 

  

親
鸞
聖
人
は
、
本
願
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、 

愚
者
と
し
て
の
自
己
に
目
覚
め
、
本
当
に
開
か
れ
た 

大
乗
の
仏
教
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。 

  

『雑行を棄てて、本願に帰す』 

 
 

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 

安楽寺だより （２） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

石
碑
の
正
面
に
は
『
倶
会
一
処
』
と
刻
字

致
し
ま
し
た
。
『
倶
会
一
処
』
と
は
、
仏
説

阿
弥
陀
経
に
あ
り
ま
す
一
句
で
、
「
と
も
に

念
仏
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
で
会

う
」
と
い
う
意
味
で
す
。
ご
縁
あ
っ
て
父
母

兄
弟
と
な
り
、
喜
び
や
悲
し
み
を
共
に
し
、

励
ま
し
あ
っ
て
生
活
を
し
、
い
の
ち
終
わ
っ

て
後
は
、
浄
土
世
界
で
再
び
会
う
こ
と
が
で

き
る
お
念
仏
を
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。 

  

 

永
代
供
養
墓
は
、
ご
門
徒
と
な
ら
れ
た
皆

様
だ
け
で
な
く
、
他
の
宗
旨
・
宗
派
の
皆
様

方
の
中
で
、
寺
の
主
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
い

た
方
で
あ
れ
ば
、
ご
遺
骨
を
納
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
た
だ
皆
様
ご
一
緒
の
合
祀
墓

で
す
の
で
、
ご
遺
骨
を
後
日
お
返
し
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
、
先
日
郵
送

致
し
ま
し
た
「
安
楽
寺
永
代
供
養
墓
ご
案
内

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
を
ご
覧
下
さ
い
。 

先
日
九
月
二
十
日
、
秋
の
彼
岸
入
り
の

日
、
八
事
霊
園
内
の
安
楽
寺
墓
地
に
永
代
供

養
墓
を
建
立
し
、
建
碑
式
（
お
墓
開
き
）
を

執
り
行
い
ま
し
た
。
当
日
は
、
台
風
接
近
の

影
響
で
、
朝
か
ら
風
雨
が
あ
り
ま
し
た
が
、

お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

宗
祖
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回 

 

御
正
当
報
恩
講
団
体
参
拝
の 

参
加
者
を
募
集
致
し
ま
す 

日
時 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
七
日(

日) 

集
合 

安
楽
寺
会
館
前 

午
前
七
時 

費
用 

八
千
円 

定
員 

四
十
五
名(

定
員
に
な
り
次
第
締
切) 

行
程
は
、
午
前
の
報
恩
講
に
参
拝
し
ま
す
。

昼
食
は
、
萬
福
寺
普
茶
料
理
で
す
。
そ
の
後

宇
治
平
等
院
鳳
凰
堂
を
見
学
致
し
ま
す
。
ご

参
加
ご
希
望
の
皆
様
は
、
先
日
送
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
募
集
要
項
の
申
込
書
に
ご
記

入
の
上
、
会
費
を
添
え
て
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 

 

く 
 

え 

い
っ 

し
ょ 

安楽寺だより （３） 

〔

倶 
会 

一 

処

〕 

永 代 供 養 墓 全 景 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   

念
珠
は
数
珠
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
他
の
宗
旨
に

お
い
て
は
、
仏
の
名
や
陀
羅
尼
（
呪
文
）
を
と
な

え
る
数
を
か
ぞ
え
る
時
に
珠
を
使
う
場
合
も
あ
り

ま
す
。 

真
宗
に
お
い
て
は
、
お
称
え
す
る
お
念
仏
の
数

を
問
題
に
し
ま
せ
ん
が
、
仏
前
に
お
い
て
合
掌
・

礼
拝
す
る
時
は
、
必
ず
念
珠
を
か
け
ま
す
。
念
珠

を
持
た
な
い
で
は
、「
ほ
と
け
さ
ま
を
わ
し
づ
か
み

に
す
る
に
等
し
い
」
と
、
蓮
如
上
人
は
戒
め
て
お

ら
れ
ま
す
。 

 

念
珠
の
珠
の
数
は
、
人
間
の
煩
悩
と
い
わ
れ
る

百
八
個
か
そ
の
約
数
が
正
式
と
申
し
ま
す
が
、
厳

密
な
数
は
問
わ
な
く
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
よ
り
も
、
合
掌
・
礼
拝
す
る
時
に
は
、
背
筋
を

伸
ば
し
、
両
手
を
み
ぞ
お
ち
あ
た
り
で
自
然
に
合

わ
せ
、
念
珠
を
か
け
て
念
仏
を
称
え
、
そ
し
て
上

体
を
深
く
下
げ
て
礼
拝
し
ま
す
。
そ
の
作
法
を
正

し
く
行
な
う
よ
う
に
心
が
け
た
い
も
の
で
す
。 

合
掌
・
礼
拝
す
る
時
以
外
は
、
い
つ
も
左
手
か

左
手
首
に
も
ち
、
畳
の
上
な
ど
に
直
に
置
か
な
い

よ
う
に
し
ま
す
。
念
珠
を
左
手
に
も
つ
の
は
、
イ

ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、「
左
手
は
不
浄
な

手
」
と
、
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
左
手
に
尊

い
念
珠
を
か
け
て
き
よ
め
る
と
い
う
意
味
が
あ
る

の
で
す
。
現
在
で
も
こ
れ
ら
の
国
で
は
、
相
手
に

物
を
手
渡
す
と
き
、
左
手
で
渡
し
た
ら
怒
ら
れ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

  

 
 

仏
教
豆
知
識 第

八
回 

念 
珠 

 

お
彼
岸
を
境
に
、
夏
か
ら
秋
へ
移
り
変
わ

り
、
季
節
感
は
日
に
日
に
深
ま
っ
て
い
ま

す
。
親
鸞
聖
人
の
御
遠
忌
法
要
参
拝
か
ら
、

も
う
半
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

 

今
年
は
御
正
当
報
恩
講
の
年
に
な
り
、
例

年
に
も
増
し
て
意
義
深
い
報
恩
講
が
勤
ま

り
ま
す
。
「
世
の
中
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ

ま
れ
」
と
、
申
さ
れ
た
聖
人
の
お
言
葉
が
全

国
津
々
浦
々
、
全
世
界
に
届
く
よ
う
な
世
の

中
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
念
願
し
て
い
ま
す
。 

 

正
信
偈
を
称
え
る
我
が
身
の
在
り
か
た

が
、
明
ら
か
に
見
え
て
く
る
、
そ
ん
な
報
恩

講
に
し
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

安楽寺だより （４） 


