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安
楽
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よ
り

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

九
月
十
三
日
、
秋
の
永
代
経
法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。
二

十
二
組
の
住
職
方
に
よ
る
読
経
の
後
、
ご
法
話
を
楳
山
正
樹
先

生
　
（
教
西
専
任
職
）
　
に
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

以
下
ご
法
話
の
要
旨
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
申
す
よ
う
に
、

お
彼
岸
と
は
季
節
を
表
す
青
葉
で
す
が
、
元
々
お

釈
迦
さ
ま
の
『
慧
眼
見
真
　
髄
虔
彼
岸
』
の
お
青

葉
か
ら
来
て
い
ま
す
。
「
こ
ち
ら
の
岸
（
此
岸
・
姿

婆
）
に
住
む
私
た
ち
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏

を
頂
く
こ
と
に
よ
っ
て
必
ず
あ
ち
ら
の
岸
（
彼

岸
・
浄
土
）
に
渡
し
ま
す
よ
」
と
い
う
意
味
で
す
。

あ
る
先
生
が
　
「
人
生
と
は
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な

か
っ
た
を
繰
り
返
し
、
こ
ん
な
も
ん
か
で
終
わ
っ

て
い
く
」
と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た

私
（
楳
山
）
が
お
世
帯
に
な
っ
た
先
生
が
「
人
間
は

生
き
て
い
る
間
、
不
平
不
足
を
言
う
。
こ
れ
は
私

を
含
め
て
特
別
の
こ
と
で
は
な
く
、
事
実
と
気
付

く
こ
と
が
大
事
（
生
死
の
苦
海
は
と
り
な
し
）
」
と
、

お
っ
し
ゃ
っ
た
。

皆
さ
ん
は
、
健
康
で
長
生
き
、
そ
し
て
コ
ロ
ッ

と
死
に
た
い
と
息
い
ま
す
か
。
皆
が
望
む
こ
と
で

す
が
、
人
間
の
事
実
を
あ
ら
わ
す
青
葉
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
人
間
は
老
・
病
・
死
の
身
を
生
き
て
い

る
と
、
お
釈
迦
さ
ま
は
教
え
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
こ
こ
ろ
を
開
く
こ
と
は
、

夢
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
人
生
か
ら
覚
め
る
こ
と
で

す
。
あ
れ
が
ほ
し
い
、
あ
あ
な
れ
ば
幸
せ
に
な

る
と
い
う
人
生
、
『
煩
悩
具
足
の
凡
夫
』
（
親
盟

聖
人
）
　
を
憐
れ
ん
で
悲
し
ん
で
、
私
た
ち
に
お

念
仏
を
届
け
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。

お
経
は
お
釈
迦
さ
ま
の
お
言
葉
で
あ
り
、
啓

導
大
師
は
『
お
経
は
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
す
』

（
お
経
は
私
を
写
し
だ
す
も
の
）
　
と
申
さ
れ
て

い
ま
す
。
お
経
に
出
遇
わ
な
け
れ
ば
、
自
分
が

迷
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
。
こ
ん
な
は

ず
じ
ゃ
な
か
っ
た
人
生
を
送
っ
て
い
る
こ
と
す

ら
気
付
か
な
い
。
自
分
の
姿
に
気
付
き
さ
え
す

れ
ば
、
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

あ
る
ご
門
徒
さ
ん
が
、
「
こ
の
薬
の
お
か
げ
で

朝
ま
で
寝
か
せ
て
貰
え
る
、
有
難
い
」
と
話
し

て
い
ま
し
た
。
年
を
重
ね
る
と
薬
を
飲
む
こ
と

は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
お
念
仏
に
お
育
て
を

い
た
だ
く
と
　
「
お
か
げ
さ
ま
」
と
言
え
る
人
生

に
出
適
え
る
の
で
す
。
称
え
た
か
ら
病
気
が
な

く
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
老
い
る
べ
き

身
・
病
む
べ
き
身
・
死
す
べ
き
身
を
ど
う
い
き

る
の
か
、
そ
の
昔
の
根
本
に
光
が
当
た
っ
て
い

く
こ
と
が
教
え
に
出
遇
う
こ
と
で
す
。
（
2
面
へ
）
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聖人、流罪上陸の地

雪の居多ヶ浜

承
元
元
年
二
二
〇
七
）
親
鸞
聖
人

は
、
念
仏
停
止
へ
の
怒
り
を
胸
に
流
罪

の
地
に
赴
か
れ
ま
し
た
。
三
十
五
歳
の

年
の
こ
と
で
す
。

聖
人
が
流
罪
の
地
・
越
後
の
国
府
（
現

上
越
市
）
で
出
会
わ
れ
た
も
の
は
、
辺
地

の
荒
涼
と
し
た
自
然
で
あ
り
、
そ
の
日

を
生
き
る
の
に
精
一
杯
の
生
活
を
し
て

い
る
人
々
の
す
が
た
で
あ
り
ま
し
た
。

流
罪
人
の
初
年
度
は
貴
賎
男
女
の
区

区
別
を
超
え
て
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で

の
人
間
の
生
き
方
に
目
覚
め
ら
れ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
中

で
、
妻
恵
借
尼
と
結
婚
し
、
子
を
も
う

け
、
文
字
ど
お
り
肉
食
妻
帯
の
一
生
活

着
と
な
っ
て
生
き
て
行
か
れ
た
の
で

す。
そ
し
て
非
僧
非
俗
の
自
覚
を
持
っ
て

愚
禿
釈
親
鸞
と
名
の
ら
れ
ま
し
た
。
煩

悩
を
断
ち
切
る
こ
と
も
で
き
ず
、
人
間

と
し
て
の
愚
か
さ
の
ま
ま
生
き
る
し
か

『
民
衆
の
ひ
と
り
と
し
て
生
き
る
』

別
を
問
わ
ず
、
一
日
に
米
一
升
・
塩
一

勺
を
給
与
さ
れ
、
翌
年
の
春
に
な
る
と

種
も
み
が
与
え
ら
れ
ま
す
が
、
秋
の
収

穫
が
終
わ
れ
ば
米
・
塩
・
種
の
支
給
は

な
く
、
自
給
自
足
の
農
耕
生
活
に
明
け

暮
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

聖
人
は
、
僧
と
し
て
の
身
分
も
奪
わ

れ
、
罪
名
は
藤
井
善
信
（
よ
し
ざ
ね
）
。

し
か
し
、
あ
く
ま
で
仏
弟
子
と
し
て
念

仏
を
申
す
道
を
歩
ま
れ
ま
し
た
。
僧
俗

と
い
う
社
会
的
な
身
分
階
級
な
ど
の

な
い
民
衆
の
ひ
と
り
と
し
て
生
き
る
こ

と
の
意
味
を
問
う
て
い
か
れ
た
の
で

す。

（
一
面
よ
り
）
　
煩
悩
の
教
育
は
三
秒
で
出
来
る
が
、
人

間
の
教
育
は
三
代
か
か
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
祖
父
母
の
存
在
は
非
常
に
大
事
で
す
。
人
が
ほ
ん

と
う
に
育
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
長
い
年
月
が
か
か
る

の
で
す
。

楳
山
先
生
は
、
滋
賀
県
の
お
寺
の
待
望
の
後
継
ぎ
と

し
て
生
ま
れ
な
が
ら
、
名
古
屋
の
教
酉
専
横
へ
ご
養
子

に
来
ら
れ
ま
し
た
。

先
生
は
最
後
に
二
通
の
お
手
紙
を
読
ま
れ
ま
し
た
。

一
通
は
、
突
然
の
末
期
癌
を
告
げ
ら
れ
な
が
ら
、
病
へ

の
苦
し
み
や
早
さ
の
言
葉
は
ひ
と
こ
と
も
な
く
、

只
々
、
先
生
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
と
残
さ
れ
る
前
ご
住

職
の
心
配
が
綴
ら
れ
た
お
手
紙
で
し
た
。

も
う
一
通
は
、
待
望
の
後
継
ぎ
を
ご
養
子
に
出
す
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
実
母
様
の
お
手
紙
で
し
た
。
恨

み
辛
み
は
一
首
も
な
く
、
本
来
、
教
酉
寺
様
に
生
ま
れ

る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
た
ま
た
ま
私
の
お
腹
に
宿
り
育
て

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ど
う
か
ご
法
務
に
ご
精
進
し
て

下
さ
い
と
い
う
内
容
で
し
た
。

私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
お
手
紙
を
書
く
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
か
。
ほ
と
け
さ
ま
の
お
青
菜
を
お
開
き

し
た
思
い
で
涙
が
あ
ふ
れ
ま
し
た
。

や
さ
し
く
、
わ
か
り
や
す
く
蘇
っ
て
く
だ
さ
っ
た

楳
山
先
生
の
ご
法
話
に
、
ご
参
詣
の
皆
さ
ま
は
う
な
ず

き
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
身
に
受
け
と
め
て
静
か
に
聞

き
入
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。



安楽寺だより（3）

宗
祖
親
鸞
聖
人
東
本
廟
寺

正
忌
報
恩
講
団
体
参
拝

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

日
時
　
二
〇
一
二
年
十
一
月
二
十
五
日
（
日
）

集
合
　
安
楽
寺
会
館
前
　
午
前
七
時

費
用
　
八
千
円

定
点
　
四
十
玉
名
（
定
点
に
な
り
次
第
締
切
）

別
紙
申
込
書
に
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い

宗
祖
の
遺
徳
を
偲
び
つ
つ
、
念
仏
の
み
教
え
聴
聞

す
る
こ
と
を
と
お
し
て
　
「
宗
祖
と
し
て
の
親
鸞
聖
人

に
遇
う
」
報
恩
請
法
要
に
ぜ
ひ
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ご
本
山
二
十
五
日
午
前
法
要
は
、
二
時
間

く
ら
い
（
中
日
中
・
楽
人
）
　
の
お
勤
め
で
す
。

平
安
時
代
未
に
比
叡
山
東
堂
に
あ
っ
た
青
蓮
坊
を
現
在

の
地
に
移
し
た
寺
で
、
代
々
天
台
座
主
が
住
房
と
な
り
ま

し
た
。
鎌
倉
初
期
、
慈
卸
僧
正
は
四
度
天
台
座
主
を
つ
と

め
ら
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
九
歳
の
時
、
青
蓮
院
で
慈

園
に
つ
い
て
お
得
度
を
受
け
ら
れ
、
そ
の
後
比
叡
山
へ
二

十
年
に
及
ぶ
修
行
に
向
か
わ
れ
ま
す
。

［
〉
京
都
東
山
の
名
勝
地

円
山
公
中
の
粛
北
に
あ
る
ニ
ケ
寺
を
蓼
挿
し
ま
す

宗
祖
親
鸞
聖
人
ご
入
滅
後
十
年
の
文
永
九
年
（
一
二
七

二
）
　
に
廟
堂
建
て
て
、
聖
人
の
御
影
像
を
安
置
し
た
の
が

起
源
で
す
。
本
廟
寺
東
西
分
派
後
に
、
祖
境
に
ほ
ど
近
い

現
在
地
に
祖
廟
と
し
て
造
営
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
江

戸
時
代
中
頃
に
拡
充
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
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仏
教
五
和
哉

第
十
二
回

ご
本
尊
に
つ
い
て

お
寺
の
本
堂
や
各
家
庭
の
お
内
仏
（
仏
壇
）

に
ご
奉
安
さ
れ
て
あ
り
ま
す
の
が
、
ご
本
尊
・

阿
弥
陀
如
来
の
尊
俊
で
あ
り
ま
す
。

ご
本
尊
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を

わ
た
し
た
ち
人
間
に
わ
か
る
よ
う
に
「
絵
像
」

や
「
木
像
」
と
い
う
具
体
的
な
か
た
ち
を
と
っ

て
お
り
ま
す
。

こ
の
像
を
「
方
便
法
身
の
等
像
」
と
申
し
ま

す
。
右
手
を
あ
げ
左
手
を
さ
げ
た
か
た
ち
で
立

っ
て
お
ら
れ
る
尊
像
は
、
仏
さ
ま
の
円
満
な
る

智
慧
と
、
や
み
こ
と
な
き
慈
悲
の
こ
こ
ろ
に
よ

っ
て
、
苦
悩
に
沈
む
わ
た
し
た
ち
を
救
わ
ず
に

は
お
か
ぬ
と
い
う
お
こ
こ
ろ
を
あ
ら
わ
し
て
い

ます。立
像
の
真
宗
の
ご
本
尊
は
、
「
両
足
尊
」
と
も

申
し
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
人
間
は
、
自
分
の
息

い
や
分
別
に
固
執
し
て
苦
し
み
、
な
に
か
外
な

る
も
の
に
頼
ら
ず
に
お
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
人
間
の
あ
り
さ
ま
を
隣
れ
み
た
も

仏
さ
ま
が
、
わ
た
し
た
ち
に
「
独
立
者
た
れ
、

大
地
を
謄
ま
え
て
立
ち
上
が
れ
」
と
呼
び
か
け

下
さ
る
尊
像
で
あ
り
ま
す
。

わ
た
く
し
た
ち
が
ご
本
尊
に
手
を
合
わ
せ

る
時
、
仏
さ
ま
か
ら
「
汝
は
な
に
を
宗
と
し
て

生
き
て
い
る
の
か
」
と
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る

自
分
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
す
。

そ
の
問
い
か
け
を
通
し
て
、
人
生
に
と
っ
て

大
切
な
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
、
其
の
独
立
者
と

し
て
の
歩
み
が
始
ま
り
ま
す
。

別
院
法
話
ご
案
内

来
る
十
一
月
二
十
三
日
（
祝
）

名
古
屋
東
別
院
で
安
楽
寺
坊
守

が
ご
法
話
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
お
時
間
の
ご
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
。

福
島
原
発
事
故
か
ら
一
年
半
が
経
ち
ま

し
た
。
原
発
の
将
来
に
つ
い
て
様
々
な
意

見
が
出
て
い
ま
す
が
、
立
ち
止
ま
っ
て
考

え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間

は
自
然
か
ら
借
り
た
土
地
で
暮
ら
し
て
い

ま
す
。
そ
の
自
然
へ
の
感
謝
の
思
い
を
忘

れ
て
、
人
間
の
論
理
や
技
術
革
新
を
進
め

て
き
た
面
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
自
然

の
纂
奪
を
当
然
の
こ
と
と
た
め
ら
い
も
な

く
肯
定
し
、
倣
慢
な
人
間
社
会
を
作
り
出

し
て
き
ま
し
た
。
原
発
事
故
は
、
人
間
が

自
然
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
自
然
を
慕
奪

す
る
矛
盾
に
満
ち
た
人
間
の
歴
史
を
多
く

の
ひ
と
び
と
に
気
付
か
せ
ま
し
た
。


