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先
月
三
月
二
十
日
、
二
十
二
組
の
同
朋
大
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
一
昨
年
・
昨
年
と
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百

五
十
回
お
待
ち
受
け
法
要
、
御
遠
忌
法
要
が
勤
ま
り
、

三
年
ぶ
り
の
開
催
で
、
二
十
二
組
の
各
寺
院
、
ご
門
徒

の
皆
様
二
〇
〇
名
の
ご
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

講
演
は
、
名
古
屋
教
務
所
教
導
の
竹
原
了
珠
さ
ん
に

「
不
安
に
立
つ 

は
か
ら
い
の
彼
方
へ
」
と
題
す
る
お

は
な
し
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。(

竹
原
さ
ん
は
安
楽

寺
で
昨
年
九
月
の
永
代
経
に
御
法
話
い
た
だ
く) 

 
 

と
の
テ
ー
マ
を
き
め
て
、
教
化
施
策
を
実
施
し
て
き
ま

し
た
。 

竹
原
さ
ん
は
、「
こ
の
テ
ー
マ
に
は
種
々
の
意
見
が

あ
り
ま
し
た
が
、
昨
年
の
東
日
本
大
震
災
と
い
う
未
曽

有
の
出
来
事
が
起
こ
り
、
今
日
に
ピ
ッ
タ
リ
の
テ
ー
マ

だ
と
思
い
ま
す
。」
と
の
お
は
な
し
か
ら
始
め
ら
れ
ま

し
た
。 

「
私
の
育
っ
た
処
は
、
北
陸
石
川
県
で
、
真
宗
の
風

土
が
今
で
も
残
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
は
お
賽
銭
を
出
す

時
は
、
何
か
願
い
事
を
す
る
の
が
一
般
的
と
思
い
ま
す

が
、
北
陸
で
は
「
お
身
明
か
し
」
と
言
っ
て
み
教
え
を

い
た
だ
い
て
自
分
の
心
を
見
つ
め
る
眼
を
い
た
だ
く

意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。
近
所
の
方
に
「
お
み
あ
か
し

し
て
も
ら
っ
た
か
」
と
挨
拶
代
わ
り
に
言
わ
れ
ま
す
。 

 

「
私
は
幼
い
頃
、
母
と
祖
母
と
の
嫁
姑
の
確
執

を
見
て
、
毎
日
「
不
安
な
思
い
」
を
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
大
学
生
活
・
Ｉ
Ｔ
企
業
で
の
生
活
の
中
で
は

勉
学
や
仕
事
に
周
り
の
期
待
に
応
え
ら
れ
な
い
の

で
は
・
・
と
、「
不
安
の
日
々
」
を
送
り
ま
し
た
。 

  

「
二
月
の
節
分
で
「
鬼
は
外
」
と
言
い
ま
す
が
、

私
た
ち
は
不
安
な
こ
と
が
起
こ
る
と「
身
に
そ
わ
な

い
で
」「
ど
っ
か
に
行
っ
て
ほ
し
い
」
と
考
え
ま
す
。

努
力
し
て
も
周
り
の
期
待
通
り
に
で
き
な
い
こ
と

で
不
安
が
深
ま
り
、迷
い
の
世
界
に
入
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
「
不
安
な
こ
こ
ろ
」
を
避
け
る

の
で
な
く
、人
間
の
思
い
の
す
べ
て
が
摂
め
と
ら
れ

て
い
る
教
え
に
出
遭
っ
て
い
く
事
。自
分
の
す
べ
て

を
受
け
止
め
、ほ
ん
と
う
に
帰
る
べ
き
場
所
を
求
め

て
教
え
を
聞
き
・
学
ん
で
い
く
こ
と
が
『
不
安
に
立

つ
』
こ
と
な
の
で
す
。」
と
、
聞
法
す
る
こ
と
の
大

切
さ
を
話
さ
れ
ま
し
た
。 

  

福
島
原
発
事
故
の
被
災
地
で
は
、多
く
の
方
が
故

郷
を
奪
わ
れ
、
仕
事
を
な
く
し
、
家
族
別
々
の
生
活

が
続
い
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
不
安
の
真
っ
た
だ
中

で
、生
き
る
道
を
求
め
て
お
ら
れ
る
福
島
の
方
々
の

言
葉
を
紹
介
さ
れ
、「
不
安
と
は
私(

２
面
に
続
く) 

  
 

 

安楽寺だより （１） 

名
古
屋
教
区
で

は
、
五
年
前
、
宗
祖

親
鸞
聖
人
七
百
五

十
回
御
遠
忌
を
お

迎
え
す
る
に
あ
た

り
、「
不
安
に
立
つ
」

と
の
テ 

平成２４年４月３日 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

 

(

１
面
よ
り)

自
身
へ
の
う
な
が
し
と
受
け
止
め
る
こ
と

が
大
切
な
ん
で
す
。
」
と
、
真
実
の
声
を
聴
く
意
義
を

締
め
の
言
葉
に
講
演
を
終
わ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

 
 

 

講
演
の
後
、
会
場
を
移
り
、
Ｇ
・
ぷ
ん
だ
り
ー
か 

(

坊
さ
ん
バ
ン
ド)

に
よ
る
演
奏
を
聞
き
ま
し
た
。
メ
ン

バ
ー
は
真
宗
寺
族
で
、
法
話
と
音
楽
を
通
し
て
仏
教
の

教
え
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
伝
え
る
活
動
を
行
な
っ
て

い
ま
す
。
手
拍
子
を
交
え
て
熱
演
さ
れ
、
聴
聞
す
る
大

切
さ
を
訴
え
ま
し
た
。
五
月
に
は
被
災
地
の
福
島
へ
演

奏
活
動
に
行
か
れ
る
と
の
こ
と
、
活
躍
を
願
っ
て
大
き

な
拍
手
を
送
り
ま
し
た
。 

昨
年
三
月
十
一
日
東
日
本
大
震
災
発
生
、
翌
十
二

日
福
島
第
一
原
発
事
故
。何
も
知
ら
さ
れ
ず
に
避
難
を

強
い
ら
れ
る
住
人
、今
で
も
原
発
周
辺
二
十
キ
ロ
圏
内

の
地
域
は
立
ち
入
り
す
ら
で
き
な
い
状
況
が
続
い
て

い
ま
す
。そ
の
他
に
も
ニ
ュ
ー
ス
で
は
あ
ま
り
報
道
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
福
島
市
、
二
本
松
市
と
い
っ
た
原

発
か
ら
五
十
キ
ロ
以
上
離
れ
た
地
域
で
も
放
射
能
の

影
響
が
私
た
ち
の
思
っ
て
い
る
以
上
に
あ
り
ま
す
。子

供
た
ち
は
外
で
自
由
に
遊
ぶ
こ
と
も
で
き
ず
、
引
っ
越

し
を
さ
れ
る
人
が
多
い
こ
と
か
ら
、学
校
や
幼
稚
園
で

は
生
徒
・
児
童
の
数
が
か
な
り
減
っ
て
い
る
と
聞
き
ま

し
た
。 

な
ん
と
か
し
て
子
供
た
ち
を
外
で
思
い
っ
き
り
遊

ば
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら「
福
島
と
名
古
屋
を
む

す
ぶ
子
ど
も
会
」
を
東
別
院
で
発
足
し
て
、
昨
年
十
二

月
二
十
三
～
二
十
九
日
の
一
週
間
に
わ
た
っ
て
二
本

松
市
の
同
朋
幼
稚
園
の
園
児
、保
護
者
の
方
々
六
十
名

ぐ
ら
い
を
東
別
院
で
受
け
入
れ
色
々
な
イ
ベ
ン
ト
を

行
い
ま
し
た
。
人
形
劇
、
運
動
会
を
し
た
り
、
動
物
園

に
連
れ
て
行
っ
た
り
し
ま
し
た
。僕
が
加
盟
し
て
い
る

仏
教
青
年
協
議
会
で
は
名
古
屋
港
水
族
館
に
連
れ
て

行
き
ま
し
た
。み
ん
な
と
て
も
楽
し
そ
う
に
し
て
い
ま

し
て
、珍
し
い
魚
を
見
つ
け
る
と
ガ
ラ
ス
越
し
に
食
い

入
る
よ
う
見
て
い
ま
し
た
。特
に
イ
ル
カ
の
シ
ョ
ー
と

ペ
ン
ギ
ン
の
散
歩
で
は
歓
声
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

子
供
た
ち
の
笑
顔
を
見
て
い
る
と
名
古
屋
の
私
た
ち 

の
周
り
に
い
る
子
供
た
ち
と
何
も
変
わ
ら
な
い
無

邪
気
な
子
が
ほ
と
ん
ど
で
「
原
発
事
故
」
と
い
う

こ
と
を
微
塵
も
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
で
し
た
。 

 

こ
の
「
原
発
事
故
」
は
一
年
、
二
年
で
ど
う
に

か
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
十
年
、
二
十

年
そ
れ
以
上
か
か
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
な
の

で
今
回
だ
け
で
は
な
く
、
今
後
ず
っ
と
付
き
合
う
、

向
き
合
う
つ
も
り
で
や
っ
て
い
け
た
ら
い
い
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。
一
週
間
放
射
能
の
影
響
が
な
い

地
域
で
過
ご
す
と
体
に
蓄
積
さ
れ
た
放
射
能
が
約

半
減
さ
れ
る
み
た
い
で
す
。
そ
れ
で
も
半
減
し
か

し
な
い
の
で
す
か
ら
、
い
ち
早
い
収
束
を
願
っ
て

ま
す
。 

名古屋港水族館にて福島の子どもたちと(左端が筆者) 

福
島
と
向
き
合
う 

 

吉
田
昌
史 

安楽寺だより （２） 

熱演する G・ぷんだりーかの皆さん 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

二
年
ぶ
り
に
中
区
の
東
別
院
で
奉
仕
研
修
が

開
催
さ
れ
ま
す
。
奉
仕
研
修
と
は
、
法
話
を
聴
聞

し
た
り
、
座
談
会
で
話
し
合
っ
た
り
、
掃
除
を
し

た
り
と
一
日
別
院
で
過
ご
す
催
し
で
す
。
今
回

は
、「
仏
教
は
現
実
の
生
活
と
ど
こ
で
結
び
つ
く

か
？
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
宗
教
と
疎
遠
に
な
り

つ
つ
あ
る
現
代
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い

く
の
か
、
生
活
の
中
に
仏
教
を
感
じ
て
い
く
の
か

を
一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
ご

参
加
お
申
込
み
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

参
加
費
：
二
千
円
（
昼
食
代
を
含
み
ま
す
） 

 

持
ち
物
：
念
珠
、
勤
行
本
、
筆
記
具
、
雑
巾 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

清
掃
し
や
す
い
服
装
、同
朋
手
帳(

お
持
ち
の
方) 

 

日 

程
：
午
前
九
時
三
十
分
受
付 

 
 
 
 
 

午
前
十
時
～
午
後
四
時
解
散 

 

期 

日
：
五
月
二
十
一
日
、
二
十
二
日
、
二
十
四
日 

 
 
 
 
 

二
十
五
日
、
二
十
九
日
、
三
十
日
の
う
ち
一
日 

 

安
楽
寺
は
五
月
二
十
二
日
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

申
込
は
安
楽
寺(

〇
五
二
‐
八
四
一
‐
二
六
〇
六)

ま
で 

 

申
込
締
切
：
五
月
一
日 

ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い 

 

第２回永代供養墓 

説明会を開きました 

 

三
月
四
日(

日)

に
安
楽
寺
会
館
に
お
い
て
、
昨
年
九

月
に
建
立
し
た
八
事
霊
園
安
楽
寺
永
代
供
養
墓
の
第

二
回
説
明
会
を
開
き
ま
し
た
。
午
前
十
時
よ
り
、
お

ひ
と
り
、
ま
た
お
一
人
と
連
れ
だ
っ
て
何
組
か
の
皆

様
が
来
館
さ
れ
ま
し
た
。 

二
階
ホ
ー
ル
で
、
供
養
墓
や
場
所
を
紹
介
し
た
ビ

デ
オ
を
見
な
が
ら
説
明
を
聞
い
て
い
た
だ
い
た
後
、

タ
ク
シ
ー
で
墓
地
ま
で
ご
案
内
い
た
し
ま
し
た
。
真

剣
に
考
え
て
お
ら
れ
る
方
が
多
く
、
い
ろ
い
ろ
と
質

問
さ
れ
る
方
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
場
で
お
申
込
み

を
さ
れ
る
方
も
あ
り
ま
し
た
。 

今
後
も
説
明
会
を
開
く
予
定
で
す
の
で
、
ご
関
心

の
お
あ
り
の
皆
様
は
ぜ
ひ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 
四
月
十
三
日
（
金)  

定
例
法
話 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 
 

津
島
市 

藤
井
秀
規
師 

 

 

五
月
一
三
日
（
日
）
春
季
永
代
経
法
要 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
前
十
時
・
午
後
一
時
半 

 
 
 
 
 
 
 

西
尾
市 

梛
野
明
仁
師 

 

六
月
十
三
日
（
水
）
定
例
法
話 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 
 

昭
和
区 

荒
山 

修
師 

 

七
月
十
三
日
（
金
）
定
例
法
話 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 
 

昭
和
区 

八
神
正
信
師 

 

八
月 

五
日
（
日
）
盂
蘭
盆
会
法
要 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
前
十
時
・
午
後
一
時 

（
初
盆
法
要
は
八
月
四
日
）
住
職 

九
月
十
三
日
（
木
）
秋
季
永
代
経
法
要 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
前
十
時
・
午
後
一
時
半 

 
 
 
 
 
 
 

稲
沢
市 

楳
山
正
樹
師 

十
月
十
三
日
（
土
）
定
例
法
話 

午
前
十
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坊
守 

十
一
月
十
二
日
（
月
）
十
三
日
（
火
）
報
恩
講
法
要 

 

午
後
一
時
半
・
四
時 

 

午
前
十
時
・
午
後
一
時
半 

 
 
 
 
 
 
 

昭
和
区 

荒
山 

修
師 

十
二
月
十
三
日
（
木
）
定
例
法
話 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 
 

昭
和
区 

八
神
正
信
師 

 
 

安楽寺だより （３） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
あ
あ 

     

お
仏
壇
の
「
お
灯
明
」
と
い
い
ま
す
と
、
燭
台

（
蝋
燭
台
），
灯
籠
、
輪
灯
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
。

で
す
が
最
近
で
は
安
全
面
の
上
か
ら
、
電
気
仕
掛

け
の
仏
壇
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
本

来
は
や
は
り
火
を
灯
し
た
い
も
の
で
す
。
ま
ず
蝋

燭
（
ロ
ー
ソ
ク
）
で
す
が
、
和
蝋
燭
を
用
い
る
の

が
最
適
だ
と
思
い
ま
す
。
和
蝋
燭
は
専
門
店
（
仏

壇
店
な
ど
）
に
行
か
な
い
と
手
に
入
り
に
く
い
の

で
、
比
較
的
手
に
入
り
や
す
い
洋
ロ
ー
ソ
ク
を
用

い
る
家
庭
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。 

  

和
蝋
燭
と
洋
ロ
ー
ソ
ク
の
違
い
は
、
ま
ず
材
料

で
す
。
和
蝋
燭
は
木
の
実
（
は
ぜ
）
か
ら
採
っ
た

も
の
で
す
が
、
洋
ロ
ー
ソ
ク
は
石
油
か
ら
摂
っ
た

パ
ラ
フ
ィ
ン
で
す
。
ま
た
、
芯
は
和
蝋
燭
は
紙
を

よ
じ
っ
た
も
の
で
、
燃
え
尽
き
る
と
そ
の
ま
ま
の

燃
え
か
す
で
す
が
、
洋
ロ
ー
ソ
ク
は
糸
で
、
燃
え

尽
き
る
と
き
糸
が
残
り
、
ロ
ー
ソ
ク
が
流
れ
出
す

と
危
険
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

お
仏
壇
に
ロ
ー
ソ
ク
な
ど
を
点
け
る
の
は
、
お

参
り
し
、
お
勤
め
す
る
間
だ
け
で
よ
い
と
思
い
ま 

す
。
終
わ
れ
ば
お
灯
明
を
消
し
た
い
も
の
で
す
。

よ
く
耳
に
す
る
こ
と
で
す
が
、
御
葬
儀
後
四
十
九

日
ま
で
の
中
陰
の
期
間
中
、「
お
灯
明
と
お
線
香
を

常
に
灯
し
て
お
か
ね
ば
、
亡
き
人
が
迷
わ
れ
る
」

「
お
仏
壇
が
暗
い
と
故
人
が
寂
し
が
る
」
と
、
信

じ
て
お
ら
れ
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
誤

り
と
思
い
ま
す
。「
亡
き
人
は
、
お
念
仏
を
い
た
だ

い
て
往
生
さ
れ
、
お
浄
土
の
住
人
と
な
ら
れ
、
決

し
て
迷
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
が
、
真
宗
の

教
え
で
す
。 

 

な
ぜ
「
お
灯
明
」
を
灯
す
か
と
い
い
ま
す
と
、

光
は
一
切
の
闇
を
照
ら
し
出
す
よ
う
に
、
仏
さ
ま

の
智
慧
と
慈
悲
の
光
を
讃
え
る
も
の
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
煩
悩
に
よ
っ
て
真
実
の
光

を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
ば
か
り
か
、
自
分
の
眼

が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
迷
い
の
中
に
い
る
私
た
ち

を
救
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
と
、
仏
さ
ま
は
そ
の
慈

悲
の
光
で
照
ら
し
続
け
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
仏
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豆
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第
十
回 

 

お
灯
明 

 

今
年
の
三
月
は
、
東
日
本
大
震
災
一
年
を

迎
え
る
被
災
地
の
報
道
が
数
多
く
あ
り
ま

し
た
。
仮
設
住
宅
に
商
店
街
を
復
活
さ
せ
た

人
た
ち
の
感
動
の
記
録
。
壊
滅
し
た
漁
業
を

一
か
ら
始
め
よ
う
と
、
船
を
手
に
入
れ
る
た

め
東
奔
西
走
さ
れ
て
い
る
漁
師
さ
ん
の
お

は
な
し
な
ど
、
テ
レ
ビ
を
食
い
入
る
よ
う
に

観
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
家
族
や
家
を
震
災

で
亡
く
し
、
ま
た
仕
事
の
あ
て
も
見
つ
か
ら

な
い
方
も
大
勢
お
ら
れ
ま
す
。「
頑
張
っ
て

い
る
の
に
、
こ
れ
以
上
頑
張
り
よ
う
が
な

い
」
と
の
声
が
あ
る
の
も
事
実
で
す
。
真
摯

に
寄
り
添
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
必
要
と
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

と
う
み
ょ
う 

安楽寺だより （４） 


