
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

 

第 20 号 

２
面 

坊
守
、
本
堂
で
法
話 

３
面 

本
山
報
恩
講
団
参
の
ご
案
内 

４
面 

仏
教
豆
知
識
（
日
本
仏
教
―
③
） 

    

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 

紙面内容 

その 11 入滅 

 

親
鸞
聖
人
は
、
最
晩
年
ま
で
著
作
活
動
を
続

け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
聖
人
と
都
で
の
生
活
を

共
に
さ
れ
た
の
は
、
末
娘
の
覚
信
尼
で
し
た
。

覚
信
尼
と
越
後
に
お
ら
れ
た
妻
の
恵
信
尼
と

の
間
で
は
、
手
紙
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
こ
と

が
、
「
恵
信
尼
文
書
」
と
し
て
、
現
在
に
残
さ

れ
て
い
ま
す
。 

聖
人
は
、
三
条
富
小
路
に
あ
っ
た
弟
の
尋
有

の
住
居
・
善
法
院
で
、
九
十
歳
を
迎
え
た
弘
長 

二
年
（
一
二
六
二
年
）
十
一
月
下
旬
、
つ
い
に

病
臥
の
身
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
十
一

月
二
十
八
日
覚
信
尼
と
越
後
か
ら
駆
け
つ
け
た

息
子
の
益
方
入
道
や
門
弟
た
ち
に
見
守
ら
れ
な

が
ら
、
そ
の
生
涯
を
静
か
に
終
え
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
の
時
の
様
子
が
『
御
伝
鈔
』（
第
三
代
覚
如
上

人
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

  
 口

に
世
事
を
ま
じ
え
ず
、
た
だ
仏
恩
の
ふ
か
き
こ

と
を
の(

述)

ぶ
。
声
に
余
言(

そ
れ
以
外
の
こ
と)

を
あ
ら
わ
さ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
称
名(

念
仏)

た
ゆ
る

こ
と
な
し
。
し
こ
う
し
て
同
第
八
日
午
の
時(

お

昼
頃)

、
頭
北
面
西
右
脇
に
臥
し(
横
に
な
り)

給
い

て
、
つ
い
に
念
仏
の
息
た
え
ま
し
ま
し
お
わ
り

ぬ
。 

こ
の
『
御
伝
鈔
』
の
お
言
葉
は
、
苦
し
み
や
悩

み
の
多
い
人
生
を
歩
ま
れ
た
聖
人
が
、
念
仏
の
教

え
に
出
会
い
、
人
間
と
し
て
ほ
ん
と
う
に
生
き
る

道
を
生
き
ぬ
か
れ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま

す
。 

 

聖
人
入
滅
の
後
、
ご
遺
体
は
東
山
の
延
仁
寺
で

荼
毘
に
ふ
さ
れ
、
大
谷
の
地
に
埋
葬
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
十
年
後
の
文
永
九
年
（
一
二
七
二
年
）

覚
信
尼
公
と
関
東
の
門
弟
ら
に
よ
り
、
吉
水
の
北

に
廟
堂
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
を
「
大
谷
廟

堂
」
と
称
し
て
遺
骨
と
御
真
影
が
安
置
さ
れ
ま
し

た
。 

  

そ
の
後
、
覚
信
尼
の
孫
、
覚
如
上
人
が
留
守
職

に
就
か
れ
た
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
年
）
聖
人
三

十
三
回
忌
に
際
し
、
聖
人
の
恩
徳
を
讃
嘆
し
た
表

白
を
読
み
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
報
恩
講
」

の
始
め
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

      

親鸞聖人の御真影(御影堂) 

安楽寺だより(秋号) 平成 26 年 10 月 31 日 （１） 
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自
坊
で
は
毎
月
十
三
日
に
定
例
法
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
四
年
前
よ
り
十
月

の
定
例
法
話
を
私
（
坊
守
）
が
担
当
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
は
台
風
で

と
て
も
心
配
し
て
い
ま
し
た
が
、
沢
山
の
方
に

い
ら
し
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 

  

南
無
阿
弥
陀
仏
・
帰
命
無
量
寿
如
来
は
同
じ

こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
南
無
も

帰
命
も
帰
る
と
い
う
意
で
す
。
仏
様
に
す
べ
て

を
お
任
せ
し
て
い
の
ち
の
ふ
る
さ
と
に
帰
る
と

い
う
こ
と
で
す
。 

 

あ
る
ご
門
徒
様
の
お
母
様
が
、
年
を
召
さ
れ

「
実
家
に
帰
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
」
と
、
毎
日

荷
を
ま
と
め
家
を
出
よ
う
と
さ
れ
て
い
た
そ
う

で
す
。
ま
た
別
の
方
の
お
父
様
は
ご
養
子
さ
ん

で
、
毎
晩
、
生
ま
れ
故
郷
の
筑
波
へ
帰
る
と
止

め
る
手
を
振
り
切
っ
て
出
て
い
か
れ
た
そ
う
で

す
。
も
う
今
は
お
二
人
と
も
仏
様
に
な
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
誰
も
が
最
後
に
安
堵
の
地
へ
帰
り

た
い
と
望
む
の
で
し
ょ
う
。 

 

「
駕
籠
に
乗
る
人
、
担
ぐ
人
、
そ
の
ま
た
草

鞋(

わ
ら
じ)

を
作
る
人
」
と
い
う
諺(

こ
と
わ
ざ) 

を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
ど
う
で
し
ょ
う
、

私
た
ち
は
「
何
で
私
が
担
が
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い

の
よ
！
」
「
お
れ
が
草
鞋
を
作
っ
て
、
何
で
お
ま

え
が
乗
る
ん
だ
よ
！
」
文
句
を
言
っ
て
は
、
不

満
・
妬
み
・
憎
し
み
の
苦
し
い
世
界
に
生
き
て
い

ま
す
。 

 
 

 

互
い
に
助
け
合
い
成
り
立
つ
一
つ
の
世
界
を

成
就
す
る
、
そ
れ
が
仏
の
願
う
世
界
で
す
。
迷
い

の
苦
し
み
か
ら
開
放
さ
れ
安
心
し
て
日
々
を
暮

ら
す
、
こ
れ
が
浄
土
で
す
。
苦
し
み
の
穢
土(

え
ど)

に
住
む
か
、
安
堵
の
浄
土
に
住
む
か
、
そ
れ
は
そ
の

人
の
見
方
で
決
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。 

今
の
生
き
方
を
こ
れ
で
い
い
の
か
？
振
り
返
っ

て
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
し
た
時
、
そ
こ
に
お
浄
土

の
世
界
が
広
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

 

つ
た
な
い
法
話
を
聞
い
て
い
た
だ
い
た
方
か
ら
、

私
自
身
も
教
え
て
い
た
だ
い
た
感
謝
の
一
日
で
し

た
。 

 
 

が
あ
り
ま
す
。

乗
る
人
が
居
な

け
れ
ば
担
ぐ
人

の
生
業(

な
り

わ
い)

が
た
た

ず
、
草
鞋
を
作

る
人
が
居
な
け

れ
ば
担
ぐ
こ
と

が

で

き

ま

せ

ん
。
皆
が
一
役

を
担
い
一
つ
の

世
界
が
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と 

八事霊園、永代供養墓お盆法要の様子 

安楽寺だより （２） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

京
都
・
東
本
願
寺
で
営
ま
れ
る
報
恩
講
に

今
年
も
団
体
参
拝
を
致
し
ま
す
。
親
鸞
聖
人

の
御
真
影
の
前
に
対
面
し
て
着
座
す
る
と
、

今
の
自
分
の
生
き
方
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
何
十
年
と
毎
日
毎
日
周
り
に
振
り
回
さ

れ
、
忙
し
い
忙
し
い
と
暮
ら
し
て
い
る
が
、

そ
れ
で
い
い
の
か
？
」
と
聖
人
の
呼
び
か
け

が
正
信
偈
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

是
非
ご
参
詣
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
法
要

時
間
は
約
一
時
間
で
す
。 

 

報
恩
講
参
拝
の
後
、
名
勝
・
渉
成
園
（
枳

殻
邸
）
を
見
学
致
し
ま
す
。
渉
成
園
は
、
東
本

願
寺
の
別
邸
で
す
。
東
本
願
寺
十
三
代
宣
如
上

人
が
、
三
代
将
軍
・
徳
川
家
光
か
ら
寄
進
さ
れ

た
土
地
で
、
自
ら
の
隠
居
所
と
さ
れ
ま
し
た
。

本
山
か
ら
東
へ
徒
歩
五
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ

り
、
四
季
の
花
や
庭
園
、
建
物
な
ど
一
度
は
訪

れ
た
い
名
勝
地
で
す
。
ご
参
加
ご
希
望
の
方
は

安
楽
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

九
月
十
五
日
（
敬
老
の
日
）
瑞
穂
区
仏
教
会

主
催
の
感
謝
会
法
要
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
当

日
は
好
天
に
恵
ま
れ
、
会
場
の
紫
雲
殿
新
瑞
斎

場
に
は
、
大
切
に
し
て
こ
ら
れ
た
人
形
や
ぬ
い

ぐ
る
み
、
ま
た
掛
け
軸
・
お
位
牌
・
お
札
な
ど

を
持
参
さ
れ
た
皆
様
が
集
ま
ら
れ
ま
し
た
。 

 

会
長
挨
拶
の
後
、
現
代
美
術
作
家
の
山
田
彊

一
氏
の
、「
日
本
人
に
生
ま
れ
た
す
ご
さ
」
と

題
し
た
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。
世
界
各
地
を
旅

さ
れ
た
な
か
で
、
地
元
の
人
々
と
の
こ
こ
ろ
の

ふ
れ
あ
い
に
よ
っ
て
命
び
ろ
い
さ
れ
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
を
、
ス
ラ
イ
ド
の
写
真
を
紹
介
さ
れ

な
が
ら
一
時
間
ほ
ど
熱
弁
さ
れ
ま
し
た
。
七
十
名

の
参
加
者
の
皆
様
は
、
お
話
し
に
笑
顔
で
聞
き
入

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
皆
様
が
持
っ
て

来
ら
れ
た
品
物
を
安
置
し
た
式
壇
に
向
か
っ
て
、

瑞
穂
区
仏
教
会
住
職
一
同
で
感
謝
法
要
を
厳
修
致

し
ま
し
た
。 

 

日
頃
不
安
や
不
満
を
す
ぐ
口
に
す
る
私
た
ち
で

す
が
、
感
謝
法
要
は
、「
お
か
げ
さ
ま
」
の
人
生
が

開
か
れ
て
く
る
き
っ
か
け
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と

を
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

安楽寺だより （３） 

渉成園の庭園 

感謝法要を厳修 
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え
い
き

 

 
 

 

 
仏
教
豆
知
識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
十
回 

歴
史 

そ
の
③ 

 

 

奈
良
時
代
に
隆
盛
を
極
め
た
各
宗
の
寺
院
は
、
政

治
に
対
し
て
影
響
力
を
増
し
、
当
時
の
国
家
支
配
者

に
圧
力
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
桓
武
天
皇
は
、
寺
院
の
力
を
弱
め
る
た
め

に
平
安
京
（
京
都
）
に
遷
都
し
ま
し
た
。
そ
し
て
空

海
や
最
澄
を
遣
唐
使
と
と
も
に
、
唐
の
国
で
学
ば
せ

て
、
新
し
い
仏
教
に
よ
っ
て
奈
良
の
旧
仏
教
に
対
抗

さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
最
澄
は
比
叡
山
に
天
台
宗

を
、
ま
た
空
海
は
高
野
山
に
真
言
宗
を
開
き
、
密
教

を
広
め
ま
し
た
。 

  

平
安
時
代
中
期
（
西
暦
一
〇
〇
〇
年
代
）
は
、
お

釈
迦
さ
ま
入
滅
の
二
千
年
後
に
あ
た
り
、
仏
教
が
滅

び
る
末
法
の
世
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。 

「
国
が
衰
え
、
人
々
の
こ
こ
ろ
も
荒
廃
し
、
現
世
で

の
幸
せ
も
期
待
で
き
な
い
」
と
い
う
状
況
か
ら
、
ひ

た
す
ら
来
世
の
幸
せ
を
願
う
浄
土
信
仰
が
流
行
し
ま

し
た
。
極
楽
浄
土
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
を
願
い
「
来

迎
図
」
を
盛
ん
に
描
か
せ
、
そ
し
て
都
の
南
・
宇
治

の
地
に
平
等
院
を
建
て
、
鳳
凰
堂
の
姿
形
は
正
に
極
楽

の
阿
弥
陀
仏
の
空
殿
を
模
し
た
建
造
物
で
あ
り
ま
す
。 

  

平
安
時
代
末
期
に
な
る
と
社
会
不
安
が
増
大
し
、
広

大
な
所
領
の
持
ち
主
で
、
裕
福
で
あ
っ
た
大
寺
院
は
、

外
部
か
ら
の
防
衛
の
た
め
に
僧
侶
や
信
徒
に
よ
る
武

装
し
た
僧
兵
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
対
立
す

る
宗
派
・
寺
院
へ
の
攻
撃
や
朝
廷
へ
の
強
訴
な
ど
の
武

力
行
使
を
行
う
集
団
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
り
、
社
会

の
不
安
要
素
の
ひ
と
つ
に
な
り
ま
し
た
。 

  
 

 

『
親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
』
の
連
載
は
、
今

回
を
も
っ
て
終
わ
り
ま
す
。
聖
人
の
九
十
年

の
人
生
に
は
、
出
会
い
が
大
き
な
意
味
が
あ

り
ま
し
た
。
特
に
法
然
上
人
か
ら
「
煩
悩
を

断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
分
へ
の
目

覚
め
こ
そ
仏
教
に
近
づ
く
確
か
な
道
で
す
」

と
の
お
言
葉
を
頂
き
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を

信
じ
念
仏
す
る
教
え
に
、
人
生
を
か
け
る
決

意
を
新
た
に
さ
れ
ま
し
た
。
民
衆
の
中
に
身

を
お
い
て
、
「
ど
の
よ
う
な
修
行
も
お
よ
び

が
た
い
我
が
身
」
と
、
生
涯
を
尽
く
し
て
信

心
の
深
い
こ
こ
ろ
を
伝
え
て
下
さ
っ
た
聖

人
の
お
聖
教
を
、
今
一
度
聞
い
て
い
く
の
が

私
た
ち
の
「
報
恩
感
謝
」
の
勤
め
で
す
。 

宇治の平等院鳳凰堂 

安楽寺だより （４） 
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