
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

紙面内容 

第 1５号 

２
面 

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
（
そ
の
七
） 

３
面 

綺
麗
に
な
っ
た
安
楽
寺
会
館 

４
面 

仏
教
豆
知
識
（
お
盆
に
つ
い
て
） 

    

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 

梛
野
先
生
は
、
二
畳
分
も
あ
る
「
熊
野
観

心
十
界
曼
荼
羅
」
の
絵
図
を
掛
け
て
お
話
を

さ
れ
ま
し
た
。
「
こ
の
絵
図
は
人
生
の
上
り

坂
・
下
り
坂
そ
し
て
ま
さ
か
の
姿
が
描
か
れ

て
お
り
、
生
き
ざ
ま
を
通
し
て
時
の
流
れ
の

速
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
人
間
界
に

お
け
る
六
道
輪
廻
の
考
え
方
が
、
す
で
に
古

代
イ
ン
ド
に
は
、
あ
り
ま
し
た
。
地
獄
・
餓

鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
間
・
天
上
の
六
道

を
言
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
こ
の
六
道

思
想
を
否
定
は
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。」 

 

梛
野
先
生
は
曼
荼
羅
に
描
か
れ
て
い
る
人

間
の
行
っ
て
き
た
罪
業
を
気
付
か
せ
る
絵
図

一
つ
ず
つ
を
指
し
示
し
な
が
ら
お
話
し
さ
れ

ま
し
た
。 

五
月
十
三
日
、
春
の
永
代
経
法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。
大
勢
の
ご
参
詣
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
二
十
二
組
の
住
職
方
に
よ
る
読
経
の
後
、
ご
法
話
を
西
尾
市
・
本
澄
寺

の
梛
野
明
仁
先
生
に
お
話
し
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
下
、
ご
法
話
の
要
旨
を

述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 

梛
野
先
生
は
、
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
音
、
諸
行
無
常
の

響
き
あ
り
、
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
、
盛
者
必
衰
の
こ
と
わ

り
を
あ
ら
わ
す
‥
‥
」
平
家
物
語
の
有
名
な
く
だ
り
を
琵

琶
で
演
奏
し
な
が
ら
、
静
か
な
語
り
口
で
伝
え
ら
れ
ま

す
。「
お
釈
迦
さ
ま
は
六
道
輪
廻
の
世
界
を
超
え
る
世
界

を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
人
間
界
に
何
を
し
に
生
ま
れ

て
き
た
か
と
い
う
と
、
仏
さ
ま
の
教
え
に
出
会
う
た
め
で

す
。
親
を
亡
く
し
て
始
め
て
親
に
会
わ
せ
て
頂
き
、
わ
が

姿
が
畜
生
の
姿
で
あ
っ
た
と
目
が
覚
め
て
い
く
世
界
が
、

仏
法
に
で
あ
う
こ
と
で
す
。 

法
蔵
菩
薩
は
、
生
き
と
し
生
き
る
も
の
を
等
し
く
救
う

願(

本
願)

を
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
、
罪
業
深

重
の
人
間
が
、
人
間
ら
し
い
生
活
が
送
れ
な
い
ど
こ
ろ

か
、
あ
る
こ
と
を
あ
た
り
ま
え
と
し
て
愚
痴
や
文
句
の
絶

え
間
な
い
こ
の
私
を
目
当
て
に
、
本
願
を
お
立
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
そ
の
法
蔵
菩
薩
の
ご
苦
労
を
、
時
空
を
越
え

て
私
に
届
け
て
下
さ
っ
た
、
そ
の
歓
び
の
ほ
と
ば
し
り

が
、『
正
信
偈
』『
ご
和
讃
』
と
し
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。」 

 

梛
野
先
生
は
、
永
代
経
を
縁
と
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の

一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
く
大
切
さ
を
力
強
く
語
っ
て
下

さ
い
ま
し
た
。 

  

安楽寺だより （１） 平成２５年 ７月４日 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

そ
の
七 

常
陸
の
国
で
ご
教
化 

親
鸞
聖
人
は
、
健
保
二
年
（
一
二
一
四
年
）

四
十
二
歳
の
時
、
家
族
と
と
も
に
上
野
の
国

(

群
馬
県)

か
ら
下
総
の
国(

栃
木
県)

を
経
て
、

常
陸
の
国(

茨
城
県)

へ
と
入
ら
れ
ま
し
た
。

以
降
、
二
十
年
に
わ
た
り
、
稲
田
の
地
の
草

庵
を
中
心
に
お
念
仏
を
お
伝
え
す
る
日
々
を

送
ら
れ
ま
し
た
。 

 

関
東
の
地
は
、
法
然
上
人
の
門
弟
た
ち
に

よ
る
布
教
に
よ
っ
て
、
念
仏
の
教
え
が
及
ん

で
い
ま
し
た
が
、
生
活
環
境
が
厳
し
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、「
吉
凶
禍
福
」
を
祈
る
信
仰
が

は
び
こ
る
土
地
柄
で
し
た
。
聖
人
は
危
険
も

顧
み
ず
、
土
地
の
人
々
の
生
活
の
場
に
足
を

運
び
、
膝
を
交
え
て
信
心
を
語
り
合
う
日
々

で
し
た
。 

自
ら
確
信
さ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
の
救
済
を

お
説
き
に
な
る
聖
人
の
お
姿
は
、
か
た
く
な

だ
っ
た
土
地
の
人
々
に
、
次
第
に
本
願
念
仏

の
教
え
を
し
み
わ
た
ら
せ
て
い
き
ま
し
た
。 

 
 

 

「
聖
人
が
常
陸
の
国
に
居
所
さ
れ
て
い
る
頃
、
近

く
の
板
敷
山
に
弁
円
（
べ
ん
ね
ん
）
と
い
う
山
伏
が

い
ま
し
た
。
弁
円
は
、
〔
念
仏
を
も
っ
て
人
々
を
か

ど
わ
か
せ
る
不
敵
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
親
鸞
〕
と
言

っ
て
祈
り
殺
そ
う
と
し
た
り
、
待
ち
伏
せ
し
て
殺
そ

う
と
し
ま
し
た
が
、
果
た
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

そ
し
て
弁
円
は
、
聖
人
の
居
所
に
乗
り
込
ん
で
き

ま
し
た
。
そ
こ
で
聖
人
は
弁
円
に
笑
顔
で
お
会
い
に 

な
り
『
わ
た
し
は
、
お
念
仏
を
た
だ
信
じ
、
人
に
伝

え
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。』
と
の
お
言
葉
に
、『
害

心
た
ち
ま
ち
に
消
滅
し
て
、
後
悔
の
涙
禁
じ
が
た

し
』
と
弁
円
は
、
聖
人
の
教
え
に
心
か
ら
信
奉
し
、

仏
教
に
帰
依
し
、
明
法
房
と
名
の
り
ま
し
た
。 

聖
人
の
土
地
の
人
々
へ
の
ご
教
化
は
、
稲
田
の

草
庵
の
あ
る
常
陸
、
下
総
、
下
野
（
栃
木
県
）
の

三
国
を
中
心
に
、
広
く
関
東
か
ら
東
北
に
ま
で
に

及
び
、
各
地
に
念
仏
者
の
僧
伽
（
さ
ん
が
）
が
う

ま
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

  

稲田の草庵 

 

聖
人
か
ら
三
代

あ
と
の
存
覚
上
人

の
お
書
き
に
な
ら

れ
た
『
御
伝
鈔
』

の
中
に
は
、
聖
人

が
関
東
の
地
で
ご

教
化
さ
れ
て
い
る

ご
様
子
が
あ
ら
わ

さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
中
の
一
節

で
す
。 

親鸞聖人二十四輩の一つ、多くの方が参拝されます 

茨城県笠間市稲田(西念寺) 

安楽寺だより （２） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

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
）
午
後
一
時
半
・
四
時 

十
三
日
（
水
）
午
前
十
時
・
午
後
一
時
半 

 
 
 
 
 
 

 

報
恩
講
法
要 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

今
年
で
竣
工
十
五
年
を
迎
え
ま
す
安
楽
寺
会
館

は
、
ご
門
徒
の
皆
様
方
は
じ
め
地
域
の
皆
様
の
ご
葬

儀
や
ご
法
要
な
ど
に
利
用
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
度
、
会
館
外
壁
補
修
及
び
防
水
工
事
を
銀
行

融
資
と
佛
佳
会
か
ら
の
補
助
金
を
い
た
だ
き
四
月
末

に
は
大
変
綺
麗
に
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
年
）
の
安
楽
寺

御
遠
忌
法
要
の
時
の
ま
ま
だ
っ
た
お
勝
手
場
や
ト
イ

レ
の
改
修
を
合
わ
せ
て
実
施
し
た
い
旨
、
ご
門
徒
の

皆
様
に
お
願
い
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
六
月
末
日
ま

で
に
二
百
万
円
を
超
え
る
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
。 

誠
に
有
難
く
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
年
七
月
以
降
に
本
堂
西
と
階
段
下
の
ト
イ
レ

改
修
を
行
う
予
定
で
す
の
で
、
九
月
の
秋
の
永
代
経

法
要
に
ご
参
詣
い
た
だ
い
た
お
り
に
は
、
ご
覧
い
た

だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。 

今
後
と
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 

会
館
に
立
派
な
額
が
入
り
ま
し
た 
今
年
六
月
に
安
楽
寺
会
館
正
面
玄
関
に
立
派

な
額
が
入
り
ま
し
た
。
あ
る
ご
門
徒
様
が
、
ご

結
婚
六
十
年
を
無
事
に
迎
え
ら
れ
た
慶
び
の
記

念
に
寄
贈
頂
き
ま
し
た
額
で
す
。
書
道
家
の
江

川
香
竹
先
生(

三
重
県
在
住
）
の
お
書
き
に
な
ら

れ
ま
し
た
書
で
ひ
と
き
わ
目
を
引
き
ま
す
。 

水
辺
に
咲
く
蓮
の
花
の
絵
に
「
智
慧
の
光
に

照
ら
さ
れ
て
い
る 

こ
の
わ
た
し
」
と
の
書
で
、

正
信
偈
の
お
言
葉
を
通
し
て
お
念
仏
の
教
え
に

出
会
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ぜ
ひ
一
度
ご
覧
頂
け
れ
ば
と
お
も
い
ま
す
。 

安楽寺だより （３） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

 

 
仏
教
豆
知
識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
十
五
回 

お
盆(
盂
蘭
盆)

に
つ
い
て 

 

お
盆
は
盂
蘭
盆(

ウ
ッ
ラ
ン
バ
ナ)

の
略
で
、
盂
蘭

盆
経
に
あ
り
、
そ
の
意
味
は
倒
懸
（
さ
か
さ
ま
に
吊

る
さ
れ
た
地
獄
の
苦
し
み
）
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。 

 

日
本
に
は
民
俗
信
仰
に
基
づ
き
、
お
盆
に
は
、
ご

先
祖
の
「
霊
魂
」
が
帰
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
迎
え
火
や
送
り
火
そ
し
て
精
霊
棚
に
位
牌

を
安
置
し
、
季
節
の
野
菜
を
お
供
え
す
る
も
の
で
す
。 

  

最
初
に
述
べ
ま
し
た
盂
蘭
盆
経
に
は
、
次
の
お
話

し
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
の
お
弟
子
・
目
連
尊
者
は
、
神
通
力

第
一
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、
亡
く
な
っ
た

母
親
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
今
ど
こ
に
行
っ
て
お

ら
れ
る
か
、
と
訪
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
極
楽
浄
土
に

も
天
上
界
に
も
見
え
ず
、
餓
鬼
道
で
苦
し
ん
で
お
ら

れ
ま
し
た
。
母
は
自
分
を
育
て
る
た
め
の
母
性
愛
に

よ
っ
て
餓
鬼
道
に
落
ち
た
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。 

  

目
連
は
母
の
苦
し
み
を
救
い
た
い
と
お
釈
迦
さ
ま

に
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
は
七
月
十
五
日

に
す
べ
て
の
仏
弟
子
に
百
味
の
飲
食
で
の
供
養
す
る

こ
と
を
勧
め
ら
れ
、
ふ
る
ま
い
を
受
け
た
弟
子
た

ち
か
ら
喜
び
の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
そ
の
功
徳

に
よ
っ
て
「
餓
鬼
の
苦
を
脱
す
る
こ
と
を
得
」
て

天
上
界
へ
上
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に

餓
鬼
道
で
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
子
育
て
は

厳
し
い
も
の
か
と
思
い
、
お
育
て
を
い
た
だ
い
た

亡
き
肉
親
の
ご
恩
を
偲
ば
ず
に
は
お
れ
な
い
の

が
、
お
盆
の
こ
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。 

  

親
鸞
聖
人
は
、
著
書
の
中
の
『
諸
仏
護
念
の
益
』

の
項
で
『
束
縛
や
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
た
無
数
の

い
の
ち(

先
祖)

・
仏
さ
ま
が
、
あ
な
た
を
護
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。
あ
な
た
は
あ
な
た
と
し
て
有
難
い

と
言
え
る
人
生
そ
の
よ
う
な
教
え
に
出
会
っ
て
く

だ
さ
い
。』
と
、
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
お
盆
を
縁
と
し
て
、
お
念
仏
の
深
い
味
わ
い
に

気
づ
か
せ
て
頂
き
た
い
も
の
で
す
。 

 

政
治
は
ど
ん
な
社
会
・
ど
ん
な
将
来
を
目
指

す
の
か
の
考
え
を
表
明
す
る
こ
と
で
す
。
二
年

前
三
月
の
東
日
本
大
震
災
と
福
島
原
発
の
爆
発

そ
れ
に
よ
る
放
射
能
漏
れ
に
苦
し
む
被
災
者
の

皆
様
に
対
し
て
、
政
治
に
よ
る
血
の
通
っ
た
施

策
は
遅
々
と
し
て
い
る
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
中
、
経
済
の
「
成
長
戦
略
」
の
一
環
と

し
て
原
発
の
活
用
を
掲
げ
、
再
稼
働
に
最
大
限

取
り
組
む
こ
と
を
公
約
に
掲
げ
る
政
治
。
ま
た
、

日
本
の
高
い
技
術
力
を
名
目
に
、「
危
険
を
経
験

し
た
か
ら
安
全
」
と
の
理
屈
で
原
発
を
海
外
に

売
り
込
む
政
治
。
こ
う
し
た
政
治
は
受
け
入
れ

が
た
い
と
思
う
一
人
で
す
が
、
国
の
か
じ
取
り

を
託
す
国
政
選
挙
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。 

安楽寺だより （４） 
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