
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

第 1４号 

２
面 

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
（
そ
の
六
） 

３
面 

「
長
男
誕
生
」 

 
 
 

若
院 

４
面 

仏
教
豆
知
識
（
お
香
に
つ
い
て
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紙面内容 

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 

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

さ
れ
ま
し
た
。
大
会
に
は
、
二
十
二
組
の
各
寺
院
・
ご

門
徒
の
皆
様
約
二
〇
〇
名
の
ご
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。 

高
木
浩
司
二
十
二
組
門
徒
会
会
長
、
石
原
堅
一
二
十

二
組
組
長
の
挨
拶
の
後
、
高
山
教
区
真
蓮
寺
住
職
・
三

島
多
聞
師
に
ご
講
演
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。 

 

三
島
師
は
中
村
久
子
女
史
顕
彰
会
代
表
を
さ
れ
て
お

ら
れ
、
中
村
久
子
さ
ん
の
生
き
方
を
通
じ
、
真
宗
の
教

え
と
の
出
会
い
を
次
の
様
に
お
は
な
し
さ
れ
ま
し
た
。 

 

 

「
中
村
久
子
さ
ん
は
明
治
三
〇
年(

１
８
９
７
年)

生
ま
れ
、
三
歳
の
時
、
突
発
性
脱
疽
に
な
り
、
両

手
両
足
を
切
断
、
そ
の
後
苦
難
と
悲
痛
に
満
ち
た

日
々
を
送
ら
れ
ま
し
た
。 

以
前
、
外
国
の
著
名
人
が
『
中
村
久
子
さ
ん
を

生
み
出
し
た
日
本
の
文
化
を
学
び
た
い
』
と
い
わ

れ
ま
し
た
。
久
子
さ
ん
は
三
重
苦
を
乗
り
越
え
ら

れ
た
ヘ
レ
ン･

ケ
ラ
ー
女
史
と
会
わ
れ
、
そ
の
生
き

方
に
強
い
感
動
を
覚
え
ら
れ
ま
し
た
。 

久
子
さ
ん
が
幼
少
の
頃
か
ら
少
女
時
代
に
住
ん

だ
高
山
は
、
真
宗
の
『
伝
統
・
風
土
』
が
あ
り
、

南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
父
母
や
祖
母
に
育
て
ら

れ
ま
し
た
。 

久
子
さ
ん
は
お
内
仏
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
ま
し

た
。
阿
弥
陀
如
来
を
ご
荘
厳
す
る
お
内
仏
、
そ
の

形
を
通
し
て
浄
土
の
す
が
た
を
知
る
。
形
だ
け(

お

仏
壇)

な
ら
ば
、
そ
れ
は
『
因
習
』
で
あ
り
、
形
を

通
し
て(

お
内
仏)

浄
土
世
界
に
出
会
う
の
は
、
『
伝

統
』
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
『
歎
異
抄
』
を
通
し
て
、

両
手
両
足
の
な
い
わ
が
身
を
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た

阿
弥
陀
仏
の
教
え
と
出
会
わ
ら
れ
、
わ
が
身
の
事
実

を
善
知
識
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。 

久
子
さ
ん
は
『
人
と
し
て
生
ま
れ
、
人
と
し
て
生

き
て
い
く
』
深
い
意
味
に
出
会
わ
れ
た
の
で
す
。
合

わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
両
手
で
す
が
、
お
念
仏
の
教

え
に
出
会
っ
て
苦
難
の
境
遇
と
障
害
の
身
を
真
正
面

か
ら
引
き
受
け
て
、
力
強
く
生
き
抜
か
れ
ま
し
た
。」

三
島
師
は
私
た
ち
に
力
を
込
め
て
語
ら
れ
ま
し
た
。 

 

『
人
生
に
絶
望
な
し 

如
何
な
る
人
生
に
も 

決
し
て
絶
望
は
な
い
』(

中
村
久
子) 

中村久子女史（1897―1968） 

安楽寺だより （１） 平成２５年４月３日 

講演される三島多聞師 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

その六 赦免の後、関東へ 

四
月
十
三
日
（
土)  

定
例
法
話 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 
 

津
島
市 

藤
井
秀
規
師 

 

 

五
月
十
三
日
（
月
）
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
（
木
）
定
例
法
話 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 
 

昭
和
区 

荒
山 

修
師 

 

七
月
十
三
日
（
土
）
定
例
法
話 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 
 

昭
和
区 

八
神
正
信
師 

 

八
月 

四
日
（
日
）
盂
蘭
盆
会
法
要 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
前
十
時
・
午
後
一
時 

（
初
盆
法
要
は
八
月
三
日
）
住
職 

九
月
十
三
日
（
金
）
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
（
日
）
定
例
法
話 

午
前
十
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坊
守 

十
一
月
十
二
日
（
火
）
十
三
日
（
水
）
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
（
金
）
定
例
法
話 

午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 
 

昭
和
区 

八
神
正
信
師 

 
 

 

越
後
に
流
罪
に
な
っ
て
五
年
、
建

暦
元
年
（
一
二
一
一
年
）
親
鸞
聖
人

は
赦
免
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
追
う

よ
う
に
師
法
然
上
人
の
訃
報
も
届
き

ま
し
た
。 

聖
人
は
京
都
に
は
戻
ら
れ
ず
、
建

保
二
年
（
一
二
一
四
年
）
四
十
二
歳

の
時
妻
子
と
と
も
に
関
東
に
向
か
わ

れ
ま
し
た
。
当
時
関
東
は
、
鎌
倉
に

幕
府
が
置
か
れ
、
新
し
い
日
本
の
中

心
地
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性

を
持
つ
地
域
で
し
た
。 

 

し
か
し
、
そ
の
頃
関
東
各
地
は
干

ば
つ
に
見
舞
わ
れ
、
飢
饉
が
広
が
っ

て
い
ま
し
た
。 

苦
難
の
旅
を
続
け
る
途
中
、
上
野

之
国
（
群
馬
県
）
佐
貫
の
地
で
、
浄

土
三
部
経
千
部
読
誦
の
行
法
を
始
め

ら
れ
ま
し
た
。
惨
状
を
前
に
、
人
々

の
平
安
を
祈
ら
れ
ず
に
は
お
ら
れ
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
古
来

か
ら
の
祈
祷
仏
教
そ
の
も
の
で
し

た
。 阿

弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
に
す

べ
て
を
ま
か
せ
き
れ
ず
、
未
だ
に
自

力
に
執
心
し
て
い
る
自
分
の
姿
に
改

め
て
気
づ
い
た
聖
人
は
、
す
ぐ
に

読
経
を
中
止
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
う
し
た
体
験
か
ら
、
生
き
る

た
め
に
他
を
か
え
り
み
る
余
裕
な

ど
な
い
人
々
こ
そ
、
阿
弥
陀
如
来

に
救
わ
れ
る
べ
き
と
確
信
さ
れ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

確
か
な
覚
悟
を
持
っ
て
関
東
各
地

の
教
化
に
向
か
わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。 

  

聖人三部経読誦の地・宝福寺（像は性信房） 

安楽寺だより （２） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

去
年
十
一
月
二
十
一
日
に
我
が
家
に
男
の
子
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
名
前
は
、
去
年
が
辰(

龍)

年
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
龍
の
よ
う
に
強
く
大
き
く

生
き
て
ほ
し
い
願
い
も
込
め
て
「
龍
生(

た
つ
き)

」 

と
、
名
付
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

予
定
日
よ
り
一
週
間
ほ
ど
早
い
出
産
で
し
た

が
、
３
３
７
０
ｇ
も
あ
る
元
気
な
男
の
子
で
し
た
。

出
産
に
立
ち
会
っ
た
の
で
す
が
、
子
供
が
生
ま
れ

た
瞬
間
は
何
と
も
言
え
な
い
感
動
と
、
妻
が
そ
れ

ま
で
の
苦
痛
が
嘘
の
よ
う
に
安
堵
の
表
情
を
し
て

い
た
こ
と
が
今
で
も
思
い
出
さ
れ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

最
初
対
面
し
た
時
は
、
と
て
も
頭
が
長
い
子
だ

な
と
い
う
の
が
印
象
で
し
た
。
母
子
と
も
に
健
康

で
一
日
目
は
病
院
の
方
で
預
か
っ
て
い
た
だ
き
、

二
日
目
か
ら
は
母
子
同
じ
病
室
で
い
よ
い
よ
子
育

て
が
始
ま
り
ま
し
た
。
何
も
か
も
が
初
め
て
の
こ

と
で
新
鮮
で
も
あ
り
、
大
変
で
も
あ
り
、
嬉
し
く

も
あ
り
、
改
め
て
父
母
の
大
変
さ
を
身
を
も
っ
て

感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

 

今
は
、
四
ヶ
月
が
経
ち
、
日
に
日
に
抱
っ
こ
す

る
腕
が
重
く
な
っ
て
い
く
の
を
感
じ
、
成
長
し
て

い
る
の
だ
な
と
実
感
で
き
ま
す
。
特
に
表
情
が
と

て
も
豊
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
泣
き
声
も
大
き
く

な
り
ま
し
た
し
、
笑
顔
も
前
よ
り
多
く
な
り
、
初
め

て
の
も
の
を
見
れ
ば
不
思
議
そ
う
な
目
を
し
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
大
変
な
時
が
沢
山
く
る
と
思

い
ま
す
が
、
そ
の
度
に
自
分
も
そ
う
し
て
育
て
て
い

た
だ
い
た
と
思
い
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
皆
さ
ん
に
お
会
い
で
き
た
際
に
は
、
ど
う
か

可
愛
が
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

 

今
年
度
も
中
区
の
東
別
院
で
奉
仕
研
修
が
開
催
さ
れ

ま
す
。
奉
仕
研
修
と
は
、
仏
様
の
お
話
を
聞
い
た
り
、

み
ん
な
で
話
し
あ
っ
た
り
、
清
掃
を
し
た
り
と
一
日
を

別
院
で
過
ご
し
、
日
ご
ろ
の
「
私
」
を
見
つ
め
る
研
修

会
で
す
。
安
楽
寺
の
ご
門
徒
様
が
、
毎
年
数
名
ご
参
加

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

 

今
回
は
、「
あ
な
た
に
と
っ
て
お
寺
と
は
、
親
鸞
聖
人

と
は
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
皆
様
の
生
活
の
中
で
お
寺
、

聖
人
は
ど
う
生
き
て
い
る
の
か
、
ど
う
は
た
ら
き
か
け

て
く
だ
さ
る
の
か
、
ど
う
願
わ
れ
て
い
る
の
か
。
一
緒

に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
参
加
お
申
し
込

み
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
、
軍
手 

同
朋
手
帳(

お
持
ち
の
方)  

参
加
証(

お
持
ち

の
方
）
肩
衣(

お
持
ち
の
方) 

日 

程
‥
午
前
九
時 

受
付
開
始 

 
 
 
 

午
前
十
時
～
午
後
四
時
二
十
分
解
散 

期 

日
‥
四
月
二
十
四
日
、
五
月
二
十
八
日
、 

 
 
 

六
月
二
十
七
日
、
六
月
二
十
八
日 

 
 
 

九
月
二
十
七
日
、
十
月
二
十
八
日
の
う
ち
一
日 

申 

込
‥
安
楽
寺
（
〇
五
二
‐
八
四
一
‐
二
六
〇
六
） 

 

ま
た
は
別
院
教
化
事
業
部(

三
三
一
‐
九
五
七
八
） 

☆ 
 

開
催
日
の
二
〇
日
前
ま
で
に
お
申
し
込
み
を 

安楽寺だより （３） 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

 
仏
教
豆
知
識 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
十
四
回 

 

お
香
の
起
源
は
、
仏
教
の
発
祥
地
で
あ
る
イ

ン
ド
な
ど
の
南
方
の
国
々
で
、
酷
暑
の
気
候
に

よ
る
悪
臭
を
防
ぐ
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
し

た
。 

  

一
つ
は
、
自
然
の
樹
木
で
自
生
す
る
高
木
の

「
白
檀
」
と
、
埋
れ
木
の
一
種
で
あ
る
「
沈
香
・

伽
羅
」
な
ど
加
熱
す
る
と
良
い
芳
香
を
放
ち
ま

す
。 『

法
華
経
』
に
は
、
『
悉
（
こ
と
ご
と
）
く

雑
華
抹
香
を
以
て
七
宝
の
妙
塔
を
供
養
す
べ

し
』
と
あ
り
、
中
国
の
古
書
「
僧
史
略
」
に
は
、

「
香
は
穢
（
け
が
れ
）
を
解
き
、
芬
（
か
お
り
）

を
流
し
人
を
し
て
聞
か
ん
こ
と
を
願
し
む
」
と

あ
り
ま
す
。 

 

も
う
一
つ
は
、
粉
末
の
香
料
を
糊
な
ど
で
細

長
く
線
状
に
し
た
も
の
を
「
線
香
」
と
い
い
、

現
在
で
は
、
日
常
の
お
給
仕
に
使
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
日
本
に
は
江
戸
時
代
中
頃
に
中
国
よ
り

伝
わ
り
ま
し
た
。
線
香
は
決
し
て
香
炉
の
中
の

灰
に
立
て
る
の
で
な
く
、
香
炉
の
大
き
さ
に
合
わ

せ
て
折
り
、
火
を
点
じ
て
横
置
き
し
、
燃
香
し

ま
す
。 

 

仏
教
で
は
、
香
を
焚
く
と
不
浄
を
払
い
清
浄

な
る
信
念
を
起
こ
す
と
い
わ
れ
、
香
を
焚
い
て

仏
前
に
お
供
え
し
ま
す
。
お
内
仏
に
お
仏
供
・
お

花
・
灯
明
と
と
も
に
良
き
香
り
の
お
香
で
荘
厳
す

る
こ
と
が
、
阿
弥
陀
如
来
へ
の
大
切
な
お
給
仕

と
、
心
し
て
行
う
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。 

  

東
日
本
大
震
災
か
ら
二
年
が
経
過
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
復
興
に
は
長
い
年
月
が
掛
か
り
ま

す
。
郷
土
を
復
興
す
る
希
望
を
持
っ
て
取
り
組

む
人
々
の
活
躍
を
聞
く
と
頑
張
っ
て
ほ
し
い
と
強

く
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
支
援
は
充
分
に
さ
れ
て

い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
国
の
復
興
予
算
が
無
関

係
の
事
業
に
使
わ
れ
て
い
る
報
道
に
は
腹
立
た
し

さ
を
覚
え
ま
す
。
特
に
、
福
島
原
発
事
故
に
よ
る

除
染
作
業
な
ど
避
難
者
への
支
援
の
遅
れ
、
自
主

避
難
者
に
対
し
て
助
成
金
減
額
な
ど
精
神
的
に

も
生
き
て
い
く
希
望
が
持
て
な
く
な
る
施
策
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。
原
発
事
故
避
難
地
域
へ
の
補

償
だ
け
で
な
く
、
放
射
性
廃
棄
物
処
分
方
法
を

決
め
る
こ
と
が
、
最
も
緊
急
の
復
興
施
策
で
す
。 

安楽寺だより （４） 


