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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

真
宗
の
お
仏
壇
は
、
ご
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
を
美
し

く
荘
厳
し
、
合
掌
・
礼
拝
す
る
場
所
で
す
。
お
仏
壇
の

前
で
、
正
信
偈
ご
和
讃
を
お
勤
め
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
阿
弥
陀
如
来
の
「
み
教
え
」
が
自
分
の
人
生
に
と

っ
て
こ
の
上
な
い
教
え
で
あ
る
と
気
付
か
さ
れ
ま
す
。 

美
し
い
荘
厳
は
、
お
花
・
お
華
瓶
・
お
仏
供
な
ど
の

お
飾
り
や
お
供
え
と
共
に
、
お
み
が
き
を
す
る
事
で
、

お
給
仕
を
丁
寧
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
私
た
ち
に
教

え
て
く
れ
ま
す
。 

皆
様
の
家
の
お
仏
壇
に
あ
る
真
鍮(

し
ん
ち
ゅ
う)

の
仏
具
と
同
じ
よ
う
に
、
安
楽
寺
の
仏
具
の
お
み
が

き
は
、
一
年
に
六
回
お
世
話
方
の
皆
様(

写
真
上)

に

や
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
世
話
方
の
皆
様
が
、

寺
の
本
堂
に
集
ま
り
、
鶴
亀(

ロ
ー
ソ
ク
立
て)

や
、

輪
灯
・
金
香
炉
・
花
瓶
・
お
仏
飯
器
な
ど
を
一
つ
一

つ
心
を
込
め
て
み
が
い
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

皆
様
は
、
健
康
の
こ
と
、
家
族
の
こ
と
、
日
頃
の

暮
ら
し
の
こ
と
な
ど
お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
お
み
が

き
に
余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
徐
々
に
輝
き
が

増
し
て
い
き
ま
す
。 

 
先
日
の
お
み
が
き
の
後
で
お
聞
き
し
ま
し
た
。 

「
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
か
げ
で
、
お
み
が
き
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
喜
ん
で
い
ま
す
」「
お
み
が
き
を
す
る
と
、

こ
ん
な
に
光
る
の
か
と
、
び
っ
く
り
し
て
ま
す
」 

「
お
寺
の
お
み
が
き
に
参
加
し
て
、
家
の
仏
具
も
お

み
が
き
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」「
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
、
以
前
に
お
み
が
き
し
て
い
た
大
事
さ
に
気
付

き
ま
し
た
」・
・
・ 

 

お
み
が
き
を
通
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り
や

ひ
ろ
が
り
が
生
ま
れ
て
く
る
と
感
じ
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
毎
年
十
一
月
の
報
恩
講
で
お
供
え
す
る
（
須

弥
盛
）
華
束
は
、
大
変
な
労
力
が
い
り
ま
す
。
お

華
束
は
、
コ
メ
の
粉
か
ら
、
お
飾
り
に
仕
上
げ
る

ま
で
に
、
お
世
話
方
な
ど
十
数
人
の
皆
様
が
分
担

し
て
、
手
際
よ
く
作
業
さ
れ
る
お
姿
（
写
真
下
）

に
は
、
頭
が
下
が
り
ま
す
。 

 
 

 

お
寺
の
法
要
な
ど
の
行
事
は
、
総
代
さ
ん
や
お

世
話
方
な
ど
の
ご
奉
仕
に
支
え
ら
れ
て
は
じ
め

て
、
お
勤
め
で
き
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
一
緒
に
お
手
伝
い
い
た
だ

け
る
方
が
、
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。 

    

平成２５年１月１日 安楽寺だより （１） 

安楽寺お世話方の皆様 

お華束作りをする様子 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

             

昨
年
十
一
月
二
十
五
日
、
東
本
願
寺
報
恩
講
に
、

ご
門
徒
の
皆
様
四
十
三
名
と
ご
一
緒
に
参
拝
い
た

し
ま
し
た
。
当
日
は
、
風
の
無
い
小
春
日
和
で
、
ゆ

っ
た
り
と
し
た
気
持
ち
で
バ
ス
を
降
り
ま
し
た
。 

修
復
中
の
御
影
堂
門
を
く
ぐ
り
、
御
影
堂
の
大
伽

藍
の
前
に
立
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
、
全
国
の
ご
門
徒

の
皆
様
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
も
っ
て
御
影

堂
に
入
堂
い
た
し
ま
し
た
。 

 

雅
楽
の
響
き
渡
る
中
、
大
谷
暢
顯
門
首
の
登
高
座

が
勤
ま
り
、
そ
の
後
「
正
信
偈
・
御
和
讃
」
を
ご
唱

和
い
た
し
ま
し
た
。
毎
年
勤
ま
る
本
山
の
報
恩
講
に 

今
年
も
参
拝
出
来
た
こ
と
、
皆
様
へ
の
感
謝
の
気
持

ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。 

四
条
通
近
く
の
百
足
屋
で
京
料
理
を
い
た
だ
い

た
後
、
親
鸞
聖
人
の
お
墓
所
で
あ
る
大
谷
祖
廟
に
参
拝

い
た
し
ま
し
た
。
大
谷
祖
廟
の
あ
る
東
山
界
隈
に
は
、

円
山
公
園
や
八
坂
神
社
・
知
恩
院
な
ど
紅
葉
の
名
所
が

あ
り
、
観
光
客
や
自
家
用
車
で
大
賑
わ
い
で
し
た
。
祖

廟
職
員
の
案
内
で
境
内
各
地
を
拝
観
い
た
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
聖
人
が
得
度
を
お
受
け
に
な
ら
れ
た
青
蓮

院
に
参
拝
い
た
し
ま
し
た
。
青
蓮
院
は
、
比
叡
山
か
ら

平
安
時
代
末
に
移
転
さ
れ
た
歴
史
の
あ
る
寺
院
で
あ

り
、
庭
の
紅
葉
も
真
っ
盛
り
で
参
拝
の
皆
様
も
す
ば
ら

し
い
景
色
に
見
入
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

 

坊
守 

吉
田 

滋
代 

 

昨
年
十
一
月
二
十
三
日
、
東
別
院
で
法
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
勤
労
感
謝
の
日
「
感
謝
」
に
つ
い

て
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

暮
れ
の
お
餅
屋
さ
ん
へ
、
あ
る
青
年
が
ア
ル
バ
イ
ト

で
き
ま
し
た
。
彼
は
夜
遅
く
仕
事
の
終
わ
り
に
臼
に
向

か
っ
て
「
有
難
う
ね
、
有
難
う
ね
、
明
日
も
よ
ろ
し
く

ね
」
と
言
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
っ
と
聞
い
て
い
た

ご
主
人
は
、
仕
事
が
辛
く
文
句
を
言
っ
て
辞
め
た
人
は

沢
山
い
た
け
れ
ど
、
臼
に
感
謝
す
る
な
ん
て
と
、
感
激

さ
れ
私
に
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
青
年
は
ア

テ
ネ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
も
出
場
さ
れ
、
現
在
は
、
競
輪

の
選
手
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

感
謝
し
頭
を
下
げ
る
と
い
う
こ
と
を
弱
い
人
と
思

っ
て
い
る
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は

誤
り
で
す
。
私
達
の
回
り
に
は
当
り
前
と
思
っ
て
い

る
こ
と
が
多
過
ぎ
て
、
お
れ
が
お
れ
が
！
と
生
き
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
強
く
生
き
る
こ
と
で
は
決
し
て
な

い
の
で
す
。
本
当
に
強
く
生
き
る
力
は
感
謝
の
心
な

し
で
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
で
す
。 

午
後
は
清
沢
満
之
先
生
の
お
言
葉
「
天
命
に
安
ん

じ
て
人
事
を
つ
く
す
」
を
お
伝
え
し
ま
し
た
。
喜
び

も
深
い
悲
し
み
も
す
べ
て
受
け
入
れ
て
、
そ
の
中
で

一
生
懸
命
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
感
謝
に

気
付
く
心
を
失
わ
ず
、
ど
ん
な
不
安
も
受
け
入
れ
て
、

そ
の
上
に
立
っ
て
し
っ
か
り
と
生
き
て
い
く
。
そ
ん

な
生
き
方
を
少
し
で
も
出
来
た
ら
と
、
法
話
を
さ
せ

て
頂
き
な
が
ら
自
分
に
強
く
感
じ
る
一
日
で
し
た
。 

拙
い
法
話
に
沢
山
の
方
に
い
ら
し
て
い
た
だ
き
、

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

（２） 安楽寺だより 

大谷祖廟唐門前にて 

東別院対面所 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一
月
一
日
（
火
）
午
前
十
時 

 
 

修
正
会 

新
年
初
参
り 

一
月
十
三
日(

日)

午
前
十
時 

 

為
麿
塚
法
要 

し
め
縄
な
ど
お
勤
め
し
焼
却
し
ま
す 

二
月
十
三
日(

水)  

午
前
・
午
後 

定
例
法
話 

北
條
義
信
師 

三
月
十
三
日(

水)  

午
前
・
午
後 

定
例
法
話 

野
呂
美
道
師 

四
月
十
三
日(

土)  

午
前
・
午
後 

定
例
法
話 

藤
井
秀
規
師 

五
月
十
三
日(

月)  

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
法
聴
聞
が
子
孫
に
代
々

伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
勤
め
し
ま
す
。 

六
月
十
三
日(

木)  

午
前
・
午
後 

定
例
法
話 

荒
山 

修
師 

      

七
月
十
三
日(

土)  

午
前
・
午
後 

定
例
法
話 

八
神
正
信
師 

八
月 

四
日(

日)  

午
前
・
午
後 

盂
蘭
盆
会
法
要 

住
職 

九
月
十
三
日(

金)  

午
前
十
時
・
午
後
一
時
半 

秋
季
永
代
経
法
要 

楳
山
正
樹
師 

十
月
十
三
日(

日)  

午
前
十
時 

定
例
法
話 

 

坊
守 

十
一
月
十
二
日(
火)  

午
後
一
時
半 

帰
敬
式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
三
時
半 

御
伝
鈔 

十
一
月
十
三
日(

水)  
午
前
十
時
・
午
後
一
時
半 

報
恩
講
法
要 
荒
山 

修
師 

 

親
鸞
聖
人
や
お
念
仏
の
教
え
に
生
き
ら
れ
た
先 

人
の
恩
徳
に
感
謝
し
お
勤
め
い
た
し
ま
す 

十
二
月
十
三
日(

金)  

午
前
・
午
後 

定
例
法
話 

八
神
正
信
師 

  

 

昨
年
、
十
一
月
の
報
恩
講
法
要
に
は
、
大

勢
の
ご
門
徒
の
皆
様
に
ご
参
詣
頂
き
有
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
十
二
日
の
帰
敬
式
に
は
、

五
名
の
皆
様
に
受
式
頂
き
ま
し
た
。 

全
員
で
『
三
帰
依
文
』
を
称
え
た
後
、
剃

刀
の
式
を
行
い
、
お
一
人
づ
つ
に
法
名
を
伝

達
。
受
式
者
代
表
の
大
河
内
さ
ん
か
ら
「
誓

い
の
こ
と
ば
」
を
頂
き
、
全
員
で
正
信
偈
を

お
勤
め
し
式
を
終
え
ま
し
た
。 

弥
陀
仏
」
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。「
死
」
と
い
う

も
の
を
、
で
き
る
だ
け
遠
ざ
け
て
、
考
え
な
い
よ
う
に

日
々
を
生
き
て
い
る
私
た
ち
。
誰
で
も
必
ず
訪
れ
る
も
の

な
の
に
、
い
ざ
「
死
」
を
目
の
前
に
す
る
と
、
ま
る
で
特

別
の
も
の
を
見
る
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
。「
死
」
の
苦

し
み
か
ら
救
っ
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
様
の
光
は
常
に
照

ら
さ
れ
て
い
る
の
に
、
私
た
ち
は
、「
死
」
を
遠
ざ
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
気
付
い
て
す
ら
い
ま
せ
ん
。
仏

恩
報
謝
の
御
念
仏
を
い
た
だ
く
生
活
こ
そ
が
、「
死
」
と

少
し
で
も
向
き
合
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

「
弥
陀
の
尊
号
と
な
え
つ
つ 

信
楽
ま
こ
と
に
う
る

ひ
と
は 
憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て 

仏
恩
報
ず
る
お

も
い
あ
り
」 
親
鸞
聖
人
御
和
讃
（『
正
像
末
和
讃
』)

で
、
こ
の
よ
う
に
お
詠
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
信
楽

ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は 
憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て
」

仏
様
を
信
じ
て
願
う
こ
と
を
常
に
忘
れ
な
け
れ
ば
、

そ
の
御
恩
に
報
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
沸
々
と
わ

い
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
報
い
た
い
と
い
う
心

の
表
れ
こ
そ
が
、「
弥
陀
の
名
号
」
で
あ
り
「
南
無
阿

若
院 

吉
田
昌
史 

生
き
て
い
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
は
な
く
、
今
、
生

か
さ
れ
て
い
る
自
分
に
感
謝
す
る
こ
と
、
感
謝
す
る

気
持
ち
を
常
に
忘
れ
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
「
死
」
を

迎
え
る
と
き
、「
生
ま
れ
て
き
て
本
当
に
よ
か
っ
た
」

と
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

（３） 安楽寺だより 

安楽寺本堂にて 
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第
十
三
回 

 

先
勝
・
友
引
・
先
負
・
仏
滅
・
大
安
・
赤

口
の
六
つ
を
、
「
六
曜
」
と
い
い
ま
す
。
六

曜
は
、
結
婚
式
な
ど
の
慶
事
の
時
は
「
大
安
」

が
よ
い
、
お
葬
式
は
「
友
引
」
を
避
け
る
・
・

な
ど
主
に
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
儀
式
に
結
び

付
い
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
先
勝
・
先
負
や
仏
滅
な
ど
も
生
活

の
中
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
ま
す
。
特
に

「
仏
滅
」
「
友
引
」
と
い
う
と
仏
事
と
関
わ

り
の
あ
り
そ
う
な
言
葉
で
す
が
、
仏
教
と
は

一
切
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
は
、

「
日
の
良
し
悪
し
を
選
ぶ
こ
と
は
よ
く
あ

り
ま
せ
ん
」
と
、
強
く
戒
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

お
葬
式
の
時
に
、
亡
き
人
（
死
）
を
穢
れ
て

い
る
と
し
て
「
清
め
塩
」
で
祓
う
と
い
う
悪

し
き
慣
習
（
い
わ
ゆ
る
先
祖
か
ら
の
習
わ

し
、
地
域
の
し
き
た
り
）
に
繋
が
る
誤
っ
た

考
え
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

「
友
引
」
は
、
先
勝
と
先
負
の
あ
い
だ
に
あ

り
、
か
つ
て
「
勝
負
な
き
日
と
知
る
べ
し
」
と

言
わ
れ
、
何
事
も
引
き
分
け
に
な
る
、
つ
ま
り

「
共
引
」
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
よ
う
な
意

味
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
「
仏
滅
」
は
、

以
前
「
空
亡
」「
物
滅
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
江
戸
時
代
末
か
ら
明
治
時
代
に
な
っ

て
「
仏
」
の
字
が
当
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。 

 

 

六
曜
は
、
中
世
期
の
こ
ろ
、
中
国
か
ら
伝
来

し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
当
時
と

は
意
味
あ
い
が
大
き
く
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て

い
ま
す
。
合
理
的
考
え
方
の
現
在
の
日
本
人
の

中
で
も
、「
六
曜
占
い
や
迷
信
」
は
、
生
き
続
け

て
い
ま
す
。
決
し
て
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

正
し
く
物
事
を
判
断
し
行
動
す
る
こ
と
が
大
切

な
こ
と
で
す
。 

六
曜
に
つ
い
て 

お
知
ら
せ 

 

安
楽
寺
会
館
は
、
竣
工
か
ら
今
年
で
十

五
年
に
な
り
ま
す
。
先
日
総
代
会
を
開
催

し
、
外
壁
な
ど
の
修
理
を
行
な
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
四
月
以
降
に
実
施
す
る
予

定
で
す
の
で
、
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

昨
年
暮
れ
は
、
世
の
中
に
大
き
な
動
き
が
あ
り
ま

し
た
。
政
権
政
党
が
変
わ
り
、
経
済
・
外
交
・
教
育
・

年
金
・
農
業
な
ど
の
分
野
で
、
今
ま
で
と
は
違
う
政

策
が
出
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た

政
策
を
、
産
業
界
で
は
期
待
す
る
向
き
が
あ
り
ま
す

が
、
庶
民
一
人
一
人
が
、
前
向
き
に
生
活
で
き
る
世

の
中
に
な
っ
て
い
く
政
策
が
出
さ
れ
る
こ
と
を
願
い

ま
す
。 

 

昨
年
に
続
き
、
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
一
週
間
「
福

島
と
名
古
屋
を
む
す
ぶ
こ
ど
も
会
」
で
来
名
さ
れ
、

ホ
ー
ム
ス
テ
ィ
で
交
流
を
深
め
ら
れ
ま
し
た
。
原
発

事
故
に
よ
っ
て
故
郷
に
戻
れ
な
い
福
島
の
皆
様
が
、

生
き
る
希
望
を
持
て
る
よ
う
な
目
に
見
え
る
政
策
の

実
行
を
政
治
に
も
強
く
求
め
た
い
と
思
い
ま
す
。 

（４） 安楽寺だより 


