
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 

第 2９号 

紙面内容 

２
面 

資
料
館｢

ピ
ー
ス
あ
い
ち｣

を
見
学 

３
面 

本
山
報
恩
講
参
拝
の
ご
案
内 

 

４
面 

日
本
仏
教
史
⑫ 

明
治
時
代(

中) 

    

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 

 

正
し
く
水
火
の
中
間
に
、
一
つ
の
道
あ
り
。
闊
さ(

幅)

四
、
五
寸
ば
か
り
な
る
べ
し
。
こ
の
道
、
東
の
岸
よ
り
西

の
岸
に
至
る
に
、
ま
た
長
さ
百
歩
、
そ
の
水
の
波
浪
交
わ

り
過
ぎ
て
道
を
湿(

う
る
お)
す
。
そ
の
火
焔
ま
た
来
り
て
道

を
焼
く
。
水
火
あ
い
交
わ
り
て
常
に
し
て
休
息
な
け
ん
。・ 

 

善
導
大
師
の
説
か
れ
た
『
二
河
白
道
の
た
と

え
』
の
お
は
な
し
を
続
け
ま
す
。
浄
土
往
生
の

道
を
求
め
る
人
は
、
火
の
河
・
水
の
河
の
真
ん

中
に
『
正
に
一
つ
の
白
道
が
あ
る
』
と
、
白
道

の
存
在
に
気
づ
き
ま
す
。 

 
 

『
そ
の
幅
は
四
、
五
寸
』
と
は
、
道
が
誠
に

か
す
か
な
も
の
に
し
か
思
え
な
い
の
で
す
。
親

鸞
聖
人
は
「
四
大
、
五
陰
に
た
と
う
る
な
り
」

と
申
さ
れ
て
い
ま
す
。
四
大
と
は
、
地
水
火
風

の
こ
と
で
、
人
間
の
身
（
肉
体
）
を
あ
ら
わ
し
、

五
陰
と
は
、
色
受
想
行
識
の
こ
と
で
、
人
間
の

こ
こ
ろ
（
精
神
）
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
つ
ま
り
、

人
間
の
身
と
心
を
意
味
す
る
の
で
す
。 

 

人
間
は
遠
い
昔
か
ら
業
縁
の
積
み
重
ね
で

生
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
も
と
に
あ
れ
こ
れ
物

事
を
考
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
れ

ま
で
の
体
験
・
経
験
に
と
ら
わ
れ
・
し

ば
ら
れ
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。 

『
白
道
』
は
浄
土
か
ら
こ
の
世
に
通

ず
る
道
で
あ
り
、
こ
の
世
か
ら
浄
土
に

通
ず
る
道
で
あ
り
ま
す
。 

 

『
こ
の
道
は
東
の
岸
か
ら
西
の
岸

ま
で
、
そ
の
長
さ
は
百
歩
』
と
は
、
人

間
の
一
生
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
火
の

河
・
水
の
河
と
唯
一
の
白
道
と
が
、
自

分
自
身
の
生
涯
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て

き
た
の
で
す
。
私
た
ち
は
業
縁
に
し
ば

ら
れ
て
、
苦
し
み
・
悩
ん
で
生
き
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
一
生
涯
お
育

て
が
あ
り
ま
す
。
悩
み
・
苦
し
み
が
あ

る
こ
と
こ
そ
、
そ
こ
に
生
き
る
こ
と
の

深
さ
や
豊
か
さ
が
開
か
れ
感
じ
ら
れ

て
く
る
と
教
え
ら
れ
る
の
で
す
。 

『
白
道
』
を
歩
む
こ
と
は
、
実
は
火

の
河
・
水
の
河
を
生
活
の
中
で
、
生
涯

を
か
け
て
受
け
と
め
、
引
き
受
け
て
生

き
る
こ
と
な
の
で
す
。 

『
水
の
河
の
波
浪
が
し
ぶ
き
を
あ
げ
て

道
を
湿
す
』
と
は
、
貪
欲
・
貪
り
の
こ
こ

ろ
に
執
着
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
の
思

い
ど
お
り
に
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
生
き

た
証
し
に
し
た
い
の
が
私
た
ち
で
す
。
わ

が
思
い
が
満
た
さ
れ
れ
ば
（
２
面
に
続
く
）

 

安楽寺だより(秋号) 平成 29 年 10 月 7 日 （１） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

 

(
１
面
よ
り)  

そ
れ
で
い
い
と
思
い
で
生
き
て
い

る
身
に
は
、「
わ
が
身
を
痛
み
、
わ
が
身
を
問
う
こ

こ
ろ
」
が
起
こ
り
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

「
火
の
河
の
火
焔
が
燃
え
上
が
っ
て
き
て
は
、

道
を
焼
く
」
と
は
、
怒
り
・
憎
し
み
の
こ
こ
ろ
の

炎
が
、
私
た
ち
を
育
て
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
の
教

え(

宝
物)

を
焼
き
つ
く
し
、
無
意
味
に
し
て
、
歩
む
べ

き
道(

白
道)

の
あ
り
か
を
か
き
消
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

出
口
な
き
人
生
の
ま
こ
と
の
原
因
は
そ
こ
に
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
『
白
道
』
が
見
え
て
こ
な
い
の
で
す
。 

 

次
回
か
ら
は
、
具
体
的
に
お
は
な
し
が
展
開
さ
れ
て

ま
い
り
ま
す
。 

 

第
二
次
世
界
大
戦
当
時
、
名
古
屋
は
軍
需
工
場
が
多
く
、

焼
夷
弾
投
下
に
よ
る
空
襲
で
甚
大
な
損
害
が
あ
っ
た
展
示
に

衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
現
在
で
も
中
東
シ
リ
ア
な
ど
で
は
、

空
爆
に
よ
っ
て
多
く
の
市
民
が
殺
さ
れ
、
避
難
の
人
々
が
難

民
と
し
て
周
辺
国
へ
押
し
寄
せ
、
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ

て
い
ま
す
。 

 

日
本
は
、
一
八
九
四
年
（
明
治
二
十
七
年
）
日
清
戦
争
か

ら
一
九
四
五
年(

昭
和
二
〇
年)

の
敗
戦
ま
で
、
五
十
年
以
上 

侵
略
戦
争
へ
国
民
を
駆
り
出
し
、
他
国
に
甚
大
な
被
害
を
与

 

先
日
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
報
道
さ
れ
ま
し
た
戦
争
と
平
和
の
資
料
館
「
ピ

ー
ス
あ
い
ち
」(

写
真
左)

を
見
学
し
ま
し
た
。
訪
問
し
た
日
は
、
大
阪
の

小
学
生
が
社
会
見
学
で
来
館
し
て
い
ま
し
た
。
係
の
方
が
、
展
示
物
や
解

説
の
パ
ネ
ル
を
小
学
生
た
ち
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
を
し
て
、
子
供
た
ち

は
メ
モ
を
と
り
な
が
ら
熱
心
に
聞
い
て
い
ま
し
た
。 

え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
戦
争
と
い
う
「
負
の
遺
産
」

を
決
し
て
忘
却
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

「
ピ
ー
ス
あ
い
ち
」
で
は
愛
知
県
下
の
空
爆
被
害

の
ほ
か
、
戦
争
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
命
の
写
真
、
戦

時
下
の
人
々
の
暮
ら
し
の
様
子
、
そ
し
て
現
代
で
も

世
界
各
地
で
起
こ
る
戦
争
の
現
実
を
丁
寧
に
解
説

さ
れ
て
い
ま
す
。 

昨
今
の
、
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
に
対
し
て
過

度
に
危
機
感
を
煽
り
「
な
ら
ず
者
は
懲
ら
し
め
る
べ

き
だ
」
と
の
風
潮
は
、
一
歩
誤
れ
ば
、
戦
争
が
勃
発

す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。 

平
和
な
世
界
に
生
き
た
い
と
の
思
い
・
願
い
か

ら
、
二
度
と
戦
争
を
起
さ
せ
な
い
決
意
を
持
つ
こ
と

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。 

誰
で
も
自
由
に
見
学
で
き
ま
す
の
で
、「
ピ
ー
ス

あ
い
ち
」
に
訪
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

○
「
ピ
ー
ス
あ
い
ち
」

名
東
区
よ
も
ぎ
台 

 
 

二
‐
二
八
〇 

○
開
館
日
・
時
間
は 

火
曜
日
～
土
曜
日 

十
一
時
～
十
六
時
、 

○
閲
覧
料 

 

大
人 

三
〇
〇
円 

 

小
中
高
生 

百
円 

○
電
話 

（
〇
五
二
） 

六
〇
二-

四
二
二
二 

 
 

ピースあいち 

館内の写真パネル 

社会見学の子供たち 

安楽寺だより （２） 
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京
都
・
東
本
願
寺
で
営
ま
れ
る
報
恩
講
に
今
年
も
参
拝

い
た
し
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
御
真
影
の
前
に
、
対
面
し
て

着
座
す
る
と
、
い
ま
の
私
自
身
の
生
き
方
が
問
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
「
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
の
聖
人
の
お
呼
び
か
け
が
、
正
信
偈
の
お
勤
め

を
通
し
て
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
ぜ
ひ
お
出
か
け
く
だ
さ

い
。
本
山
参
拝
の
あ
と
、
延
暦
寺
に
参
拝
し
ま
す
。
ご
参

加
ご
希
望
の
皆
様
は
、
安
楽
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 
平
安
時
代
初
期
の
七
八
八
年
（
延
暦
七
年
）
に

最
澄
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
天
台
宗
の
総
本
山
。  

 

日
本
仏
教
史
に
よ
る
と
、
平
安
京
遷
都
の
頃
、
奈

良
の
旧
仏
教
寺
院
に
対
抗
す
る
桓
武
天
皇
が
遣

唐
使
を
派
遣
し
、
そ
の
一
人
と
し
て
学
ん
だ
最
澄

が
比
叡
山
に
天
台
宗
を
開
創
し
ま
し
た
。
同
時
期

に
は
、
空
海
が
高
野
山
に
真
言
宗
を
開
き
、
密
教

を
説
き
ま
し
た
。 

延
暦
寺
は
大
乗
仏
教
の
道
場
と
し
て
、
多
く
の

僧
侶
が
修
行
に
励
み
ま
し
た
。
比
叡
山
で
の
修
行

は
「戒
・定
・慧
」の
「三
学
」を
学
ぶ
こ
と
と
言
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
「戒
」と
は
、
戒
め
と
い
う
意
味
で
、

仏
道
を
歩
む
者
の
生
活
規
範
。
「定
」
と
は
、
定
め
る
と
い
う

意
味
で
、
心
の
乱
れ
を
抑
え
て
精
神
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す

る
修
行
。
「慧
」と
は
、
仏
の
智
慧
を
身
に
つ
け
、
惑
い
を
断
ち

き
っ
て
真
理
を
悟
る
修
行
。
こ
の
「三
学
」を
段
階
的
に
修
行

し
て
、
悟
り
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。  

 
 

 
 

 
 

親
鸞
聖
人
は
、
九
歳
で
比
叡
山
に
登
り
、
二
十
九
歳
で
山

を
下
り
る
ま
で
二
十
年
間
仏
教
を
深
く
学
ば
れ
ま
し
た
。
そ

の
修
行
で
聖
人
に
見
え
て
き
た
の
は
、
「三
学
」
の
ど
れ
も
徹

底
で
き
な
い
と
い
う
自
分
の
す
が
た
で
し
た
。
大
乗
仏
教
は
、

「す
べ
て
の
人
を
救
う
」教
え
で
あ
る
の
に
、
「こ
の
私
一
人
救

わ
れ
な
い
。
」
自
分
自
身
に
お
い
て
成
り
立
つ
救
い
を
求
め

て
、
苦
悩
の
毎
日
を
送
ら
れ
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

延暦寺根本中堂 

安楽寺だより （３） 

９月２０日 八事霊園で彼岸法要をお勤めし

ました。供養墓の法要には多くの皆様にご

参詣を頂きました。ありがとうございました。 
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http://livedoor.blogimg.jp/oneclickpc1/imgs/7/3/739a8927.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 

 
仏
教
豆
知
識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
十
九
回 

歴
史 
そ
の
⑫ 

 

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
年
）
大
日
本
帝

国
憲
法
の
発
布
に
よ
っ
て
第
二
八
条
に
「
安
寧

秩
序
を
妨
げ
ず
及
臣
民
た
る
の
義
務
を
背
か
ざ

る
か
ぎ
り
に
於
い
て
」
と
い
う
条
件
付
き
で
、

信
教
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
条
文
は
「
王
法
・
仏
法
相

依
」
の
思
想
や
護
国
思
想
を
根
底
と
す
る
も
の

で
、
宗
教
へ
の
国
家
統
治
の
関
わ
り
に
大
き
な

問
題
を
残
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

  

明
治
政
府
の
政
策
を
推
進
す
る
中
に
於
い

て
、
東
本
願
寺
と
の
関
わ
り
を
示
す
二
つ
の
動

き
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

一
つ
は
北
海
道
の
開
拓
と
開
教
で
す
。
幕
末

以
来
の
ロ
シ
ア
の
北
辺
進
出
に
対
応
す
る
必
要

に
迫
ら
れ
た
明
治
政
府
は
、
殖
産
政
策
の
遂
行

や
道
路
整
備
の
推
進
の
た
め
、
多
額
の
資
金
を

必
要
と
し
ま
し
た
。
資
金
を
調
達
す
る
た
め
の

一
つ
に
、
東
本
願
寺
の
力
を
利
用
し
よ
う
と
し

ま
し
た
。 

 

当
時
の
東
本
願
寺
法
嗣
・
現
如
は
、
北
陸
や

東
北
地
方
を
回
っ
て
、
献
金
と
移
民
を
募
集
し
、

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）
北
海
道
に
渡
り
、

札
幌
に
仮
堂
を
建
て
、
そ
こ
を
拠
点
と
し
て
開

拓
を
開
始
し
ま
し
た
。 

開
拓
の
目
標
と
し
て
、「
新
道
切
開
、
移
民
奨

励
、
教
化
普
及
」
の
三
項
目
を
か
か
げ
、
ま
ず

街
道
（
本
願
寺
街
道
）
の
開
削
を
行
い
ま
し
た
。

道
路
改
修
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
移

住
者
が
北
海
道
に
渡
り
、
東
本
願
寺
の
教
線
も

拡
大
し
、
明
治
終
わ
り
頃
に
は
、
寺
院
が
三
三

〇
余
カ
寺
に
な
り
ま
し
た
。 

 

『
国
豊
民
安
、
兵
戈
無
用
』
と
の
言
葉
が
無
量
寿

経
の
中
に
あ
り
ま
す
。
仏
教
が
広
ま
れ
ば
武
器
を
用

い
る
こ
と
が
無
く
、
国
や
民
は
豊
か
で
あ
る
と
い
う

意
味
で
す
。
▼
過
去
の
戦
争
に
加
担
し
て
き
た
大
谷

派
宗
門
は
、
平
成
二
年
、
不
戦
決
議
で
「
民
族
・
宗

教
の
違
い
を
越
え
、
戦
争
を
許
さ
な
い
豊
か
で
平
和

な
国
際
社
会
建
設
に
む
け
て
歩
む
こ
と
を
誓
う
」
と

表
明
し
ま
し
た
。
▼
昨
今
の
日
本
の
政
治
状
況
は
、

「
国
難
突
破
・
国
を
守
る
」
と
い
っ
て
危
機
意
識
を

煽
り
、
憲
法
九
条
改
正
・
安
保
体
制
強
化
な
ど
、
平

和
追
求
へ
の
国
民
の
願
い
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ

か
ね
な
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。
▼
仏
教

の
説
く
非
戦
主
義
を
広
く
お
伝
え
す
る
こ
と
が
仏

教
者
の
使
命
だ
と
改
め
て
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。 

本願寺街道起点碑(北海道伊達市) 

安楽寺だより （４） 


