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第 30 号 

紙面内容 

２
面 

福
島
の
子
供
た
ち
と
過
ご
す 

若
院 

３
面 

東
本
願
寺
報
恩
講
・
延
暦
寺
に
参
拝 

 

４
面 

日
本
仏
教
史
⑬ 

明
治
時
代(

下) 
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住
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吉
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和
良 
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区

井

戸

田

町

一

の

八

〇 

電

話 

〇

五

二

（

八

四

一

）

二

六

〇

六 

 

こ
の
人
す
で
に
空
曠
の
は
る
か
な
る
処
に
至
る
に
、
さ

ら
に
人
物
な
し
。
多
く
の
群
賊
悪
獣
あ
り
て
、
こ
の
人
を

単
独
な
る
を
見
て
、
競
い
来
た
り
て
、
こ
の
人
を
殺
さ
ん

と
欲
す
。
死
を
怖
れ
て
、
直
ち
に
走
り
て
西
に
向
か
う
。・
・ 

 

善
導
大
師
の
説
か
れ
た
『
二
河
白
道
の
た
と

え
』
は
、
白
道
を
あ
ゆ
み
を
始
め
た
念
仏
の
行

者
の
う
え
に
展
開
さ
れ
る
お
は
な
し
に
入
り
ま

す
。 

『
こ
の
人
』
と
は
、「
健
康
で
長
生
き
が
一
番
、

死
ん
で
し
ま
っ
て
は
お
し
ま
い
・
・
」
と
、
今

ま
で
自
分
で
答
え
を
出
し
て
き
た
人
生
だ
っ
た

人
が
、
念
仏
の
教
え
に
出
遇
い
、
人
間
と
し
て

の
生
き
方
に
は
じ
め
て
問
い
を
持
っ
た
人
の
こ

と
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。 

  

問
い
を
持
っ
た
人
生
と
は
、「
人
生
と
は
こ
ん

な
も
の
」
と
勝
手
に
答
え
を
出
し
て
い
た
人
が
、

業
縁
に
よ
る
苦
し
み
や
悩
み
を
体
験
し
、「
苦
悩

の
起
こ
る
根
本
原
因
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
」

と
の
問
い
を
持
っ
て
生
き
る
人
に
方
向
転
換
し

た
人
生
を
指
し
ま
す
。 

つ
ま
り
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
生
き
ざ
ま
や
私

の
過
ご
し
て
い
る
社
会
の
あ
り
よ
う
に
、
問
い

を
持
っ
て
あ
ゆ
む
の
が
『
こ
の
人
』
で
あ
り
、

教
え
を
求
め
、
教
え
を
尋
ね
て
い
く
あ
ゆ
み
を

始
め
ま
す
。 

 

『
さ
ら
に
人
物
な
し
』
と
は
、
ひ
と
り
も
い
な

く
て
、
独
り
ぼ
っ
ち
な
の
で
は
な
く
、
『
常
に
悪

友
に
随
い
て
、
真
の
善
知
識
に
あ
わ
ざ
る
』(

善
導)

こ
と
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
白
道
を
あ
ゆ
む
こ
と
の

大
切
さ
を
教
え
て
く
だ
さ
る
「
よ
き
師
」
「
よ
き

友
」
に
出
遇
え
な
い
孤
独
な
自
分
自
身
の
自
覚
を

意
味
す
る
の
で
す
。 

 

『
群
賊
悪
獣
あ
り
て
』
と
は
、
『
こ
の
人
』
か

ら
道
を
求
め
る
こ
こ
ろ
を
奪
お
う
と
す
る
こ
と

の
た
と
え
の
言
葉
で
す
。
世
間
の
考
え
（
固
定
観

念
）
に
疑
問
を
持
ち
、
人
生
を
問
い
を
持
っ
て
生

き
よ
う
と
す
る
『
こ
の
人
』
に
、
『
群
賊
悪
獣
』

は
、
世
間
の
常
識
や
価
値
観
と
い
う
大
き
な
力
で

道
を
求
め
る
こ
こ
ろ
を
捨
て
去
る
よ
う
に
迫
っ

て
く
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。 

人
生
に
起
き
て
く
る
様
々
な
苦
悩
の
原
因
を

問
い
尋
ね
る
こ
と
を
せ
ず
、
人
間
と
し
て
生
ま

れ
・
生
き
て
き
た
意
義
を
深
く
考
え
な
い
と
言
う

よ
う
な
思
考
停
止
の
ま
ま
の
人
生
を
過
ご
し
て

き
た
人
が
、
仏
道
に
出
遇
っ
て
「
問
い
を
持
っ
た

人
生
」
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
（
２
面
に
続
く
） 

  

安楽寺だより(新春号) 平成 30 年１月 9 日 （１） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 

（
１
面
よ
り
）
て
、
あ
ゆ
み
始
め
る
と
『
群
賊
悪
獣
』

は
道
を
求
め
る
こ
こ
ろ
を
奪
い
、
捨
て
去
る
よ
う
に
押

し
寄
せ
て
く
る
こ
と
が
『
競
い
来
た
り
て
、
こ
の
人
を

殺
さ
ん
と
欲
す
』
と
の
意
味
な
の
で
す
。 

例
え
ば
、
身
の
上
に
不
幸
な
こ
と
が
続
く
と
、
占
い

な
ど
で
見
て
も
ら
う
と
の
「
迷
い
の
こ
こ
ろ
」
が
起
き

て
く
る
こ
と
も
こ
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

迷
信
的
な
も
の
・
仏
法
以
外
の
様
々
な
思
想
に
と
ら

わ
れ
る
人
に
は
、
仏
教
の
「
正
信
」
の
教
え
や
「
念

仏
」
す
る
こ
こ
ろ
は
起
き
て
き
ま
せ
ん
。 

 

私
た
ち
は
、
『
群
賊
悪
獣
』
は
外
か
ら
の
力
だ
と

思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
周
り
か
ら
自
分
自
身
に
襲
い

か
か
っ
て
く
る
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。 

『
群
賊
悪
獣
、
詐(

い
つ
わ)

り
親(

し
た)

し
む
』
と
は

人
間
の
『
六
根
・
六
識
・
六
塵
・
五
陰
・
四
大
に
例

え
ら
れ
る
』
と
善
導
大
師
は
申
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り

私
た
ち
の
身
心
・
環
境
が
『
群
賊
悪
獣
』
な
の
で
す
。

身
心
は
心
地
よ
さ
を
よ
し
と
し
ま
す
。「
健
康
・
名
誉
・

地
位
・
お
金
が
あ
れ
ば
最
高
」
と
の
誘
惑
に
虜
に
な
っ

て
、
私
が
問
う
べ
き
こ
と
を
問
わ
な
い
ま
ま
に
済
ま
し

て
し
ま
い
ま
す
。 

 

つ
ま
り
、『
群
賊
悪
獣
』
は
、
外
か
ら
の
力
・
周
り

か
ら
襲
い
か
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
実
は
私
た
ち

自
身
の
う
ち
に
あ
っ
た
の
で
す
。 

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
、
東
日
本
大
震
災
が
起

こ
っ
て
、
も
う
す
ぐ
七
年
に
な
り
ま
す
。
少
し
づ
つ

復
興
し
て
い
く
中
ニ
ュ
ー
ス
で
も
あ
ま
り
報
道
さ
れ

な
く
な
っ
た
今
、
人
々
か
ら
の
記
憶
も
薄
れ
て
い
っ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
ま

だ
ま
だ
原
発
の
問
題
な
ど
、
解
決
ど
こ
ろ
か
増
え
て

い
る
よ
う
な
現
状
が
み
ら
れ
ま
す
。 

 

震
災
が
起
こ
っ
た
翌
年
か
ら
「
福
島
と
名
古
屋
を

結
ぶ
子
ど
も
会
」
が
始
ま
り
ま
し
た
の
で
、
今
年
で

六
回
目
に
な
り
ま
す
。
十
二
月
二
十
三
～
二
十
七
日

の
間
、
子
供
た
ち
を
含
め
五
十
人
を
超
え
る
皆
様
が

福
島
か
ら
来
て
も
ら
え
ま
し
た
。
外
で
な
か
な
か
遊

ば
せ
て
や
れ
な
い
親
御
さ
ん
、
遊
び
た
く
て
も
外
へ

行
け
な
い
子
供
た
ち
、
そ
の
不
安
を
名
古
屋
に
来
て

思
い
っ
き
り
遊
ん
で
も
ら
う
こ
と
で
発
散
し
て
も
ら

え
た
ら
と
い
う
趣
旨
で
、
今
年
も
行
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
期
間
の
中
、
私
が
所
属
し
て
い
る
仏
教
青
年

協
議
会
で
、
二
十
五
日
の
お
昼
か
ら
福
島
の
子
供
た
ち

と
一
緒
に
い
ろ
い
ろ
な
遊
び
を
し
よ
う
と
企
画
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
名
古
屋
東
別
院
内
の
お
東
幼
稚

園
を
お
借
り
し
て
、
宝
探
し
ゲ
ー
ム
や
真
宗
か
る
た
、

ロ
ッ
ク
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
な
ど
名
古
屋
教
区
児
童
教
化

連
盟
の
方
の
お
力
添
え
も
あ
っ
て
、
半
日
で
し
た
が
と

て
も
楽
し
く
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
宝
探
し

で
園
庭
を
走
り
回
る
子
供
た
ち
、
丸
い
石
を
集
中
し
て

積
み
上
げ
る
子
、
か
る
た
で
な
か
な
か
取
れ
ず
に
泣
い

て
し
ま
う
子
も
い
て
、
と
て
も
子
供
ら
し
い
姿
を
見
さ

せ
て
も
ら
っ
た
気
が
し
ま
す
。 

 

震
災
の
記
憶
が
日
々
薄
れ
て
い
く
中
で
も
、
縁
あ
る

こ
と
を
大
切
に
し
て
い
き
、
毎
年
こ
の
よ
う
に
行
わ
れ

る
こ
と
で
、
東
北
の
人
々
と
の
関
係
を
よ
り
時
間
が
深

め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
共
に
一
歩

一
歩
ん
で
い
く
こ
と
を
改
め
て
自
分
自
身
の
心
に
刻

む
き
っ
か
け
を
与
え
て
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
し
た
。 

若
院
記 

安楽寺だより （２） 

子供たちとのゲームの様子 
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昨
年
十
一
月
二
十
六
日
、
安
楽
寺
ご
門
徒
四
十
五
名
の

皆
様
と
と
も
に
、
本
山
東
本
願
寺
御
正
忌
報
恩
講
に
参
拝

い
た
し
ま
し
た
。
十
一
月
最
後
の
日
曜
日
で
し
た
が
、
京

都
市
内
は
大
し
た
混
雑
も
な
く
、
予
定
ど
お
り
真
宗
本
廟

に
到
着
で
き
ま
し
た
。 

 

御
影
堂
前
の
白
州
に
於
い
て
、
記
念
の
写
真
撮
影
を
し

た
後
、
御
影
堂
の
親
鸞
聖
人
の
御
真
影
の
正
面
に
座
っ
て

ま
も
な
く
、
お
勤
め
が
始
ま
り
ま
し
た
。
御
堂
衆
の
響
き

渡
る
お
勤
め
の
中
、
ご
連
枝
が
登
高
座
で
「
歎
徳
文
」（
聖

人
の
ご
生
涯
を
綴
っ
た
御
聖
教
）
を
拝
読
さ
れ
ま
し
た
。

真
宗
本
廟
に
お
け
る
「
報
恩
謝
德
の
法
要
」
に
出
会
え
た

喜
び
の
参
拝
で
し
た
。 

  

京
都
駅
前
の
ハ
ト
ヤ
ホ
テ
ル
で
昼
食
を
し
た
後
、
比
叡

山
延
暦
寺
に
バ
ス
で
移
動
し
ま
し
た
。
延
暦
寺
は
、
伝
教

大
師
・
最
澄
が
、
平
安
時
代
初
期
に
開
か
れ
た
寺
で
、
天

台
宗
の
総
本
山
で
す
。
山
麓
に
多
く
の
御
堂
が
ご
ざ
い
ま

す
が
、
そ
の
中
で
も
根
本
中
堂
の
荘
厳
さ
は
、
千
三
百
年

に
及
ぶ
歴
史
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

あ
い
に
く
根
本
中
堂
は
現
在
御
修
復
中
で
、
工
事
用
素
屋

根
に
覆
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
薄
暗
い
御
堂
の
中
を
一
回

り
し
て
静
か
に
参
拝
い
た
し
ま
し
た
。 

 

今
回
の
団
体
参
拝
に
参
加
さ
れ
ま
し
た
ご
門
徒

等
の
皆
様
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
無
事
参
拝
で
き

ま
し
た
こ
と
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
来
年
の
報
恩
講

も
、
ぜ
ひ
ご
予
定
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。 

 

 

昨
年
の
報
恩
講
に
は
、
多
数
の
ご
門
徒
の
皆

様
に
、
ご
参
詣
を
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
十
二
日
の
午
後
に
は
帰
敬
式

を
執
行
い
た
し
ま
し
た
。
今
回
は
四
名
の
ご
門

徒
の
皆
様
に
受
式
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

全
員
で
「
三
帰
依
文
」(

仏
・
法
・
僧
の
三

宝
に
帰
依
す
る
お
言
葉)

を
唱
和
し
た
後
、
剃

刀
（
お
か
み
そ
り
）
の
式
を
行
な
い
、
お
一
人

づ
つ
に
法
名
を
伝
達
し
ま
し
た
。
受
式
者
を
代

表
し
て
浅
井
さ
ん
か
ら
「
誓
い
の
こ
と
ば
」
を

い
た
だ
き
、
全
員
で
正
信
偈
を
お
勤
め
し
て
式

を
終
え
ま
し
た
。 

 

来
年
も
執
り
行
う
予
定
で
す
の
で
、
ご
希
望

さ
れ
る
皆
様
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

安楽寺だより （３） 

本山御影堂前で参拝記念写真 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

 

 
仏
教
豆
知
識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
三
十
回 

歴
史 
そ
の
⑬ 

明
治
政
府
と
東
本
願
寺
と
の
関
わ
り
は
、
北
海

道
開
拓
（
先
号
参
照
）
と
も
う
一
つ
は
海
外
布
教

で
す
。 

明
治
初
期
に
中
国
へ
布
教
に
渡
っ
た
小
栗
栖
香

頂
は
、
上
海
・
北
京
な
ど
で
仏
教
事
情
を
視
察
し
、

イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
が
仏
教
に
よ
っ
て
連
帯
し
、

キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
対
抗
し
よ
う
と
主
張
し
ま

し
た
。
当
時
、
東
本
願
寺
寺
務
所
長
の
石
川
舜
台

は
、
明
治
政
府
要
人
に
接
近
し
て
、
近
代
国
家
建

設
を
目
指
す
日
本
に
と
っ
て
真
宗
が
有
用
な
こ
と

を
説
き
ま
し
た
。 

 

政
府
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
日
朝
修

好
条
規
を
強
引
に
締
結
さ
せ
ま
し
た
。
大
谷
派
宗

門
の
命
を
受
け
た
奥
村
円
心
は
、
明
治
十
一
年
（
一

八
七
八
年
）
釜
山
に
東
本
願
寺
の
別
院
を
開
設
し

ま
し
た
。
宗
門
に
よ
る
海
外
布
教
は
、
明
治
政
府

の
対
外
政
策
に
同
調
し
、
教
団
が
す
す
ん
で
国
家

の
役
に
立
つ
こ
と
を
示
そ
う
と
し
ま
し
た
。 

 

宗
門
の
海
外
布
教
は
仏
教
に
基
づ
く
「
ア
ジ
ア

民
族
の
連
帯
」
を
唱
え
な
が
ら
、
朝
鮮
・
中
国
を

侵
略
し
て
、
日
本
の
権
益
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る

政
府
の
対
外
政
策
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き
ま
し

た
。 明

治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
年
）
朝
鮮
併
合
以

後
、
朝
鮮
に
あ
る
別
院
本
堂
に
「
天
牌
」
を
安
置

し
、
植
民
地
化
し
た
人
民
に
対
し
て
「
忠
良
の
臣

民
た
ら
し
め
ん
こ
と
」
と
、
天
皇
の
権
威
を
強
調

す
る
こ
と
を
布
教
の
か
な
め
と
し
、
政
府
の
軍
事

支
配
と
権
益
確
保
に
宗
門
が
支
援
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
き
ま
し
た
。 

安楽寺だより （４） 

 

昨
年
の
海
外
ニ
ュ
ー
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
・
北
朝
鮮

に
関
す
る
記
事
が
多
く
、
戦
争
の
不
安
が
増
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
中
日
新
聞
掲
載
の
海
外
十
大
ニ
ュ
ー

ス
三
番
目
は
、
「
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
平
和
賞
」
で
し
た
。
▼

国
連
で
七
月
に
採
択
さ
れ
た
「
核
兵
器
禁
止
条
約
」

は
、
ひ
と
つ
の
光
を
世
界
中
に
届
け
て
く
れ
ま
し

た
。
条
約
採
択
に
至
る
ま
で
に
「
核
兵
器
廃
絶
国
際

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」(

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ)

が
、
十
年
に
わ
た
っ

て
世
界
各
地
で
努
力
さ
れ
た
画
期
的
な
成
果
と
思

い
ま
す
。
▼
十
二
月
の
受
賞
演
説
で
サ
ー
ロ
ー
節
子

さ
ん
が
、
自
ら
の
被
爆
体
験
を
述
べ
た
あ
と
、
「
核

兵
器
は
必
要
悪
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絶
対
悪
な
の
で

す
」
「
大
量
虐
殺
に
つ
な
が
る
と
い
う
現
実
を
み
れ

ば
、
『
核
抑
止
力
』
と
は
、
軍
縮
を
抑
止
す
る
も
の

と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
す
」
「
核
の
恐
怖
と
い
う

暗
い
夜
か
ら
抜
け
出
し
、
か
け
が
え
の
な
い
世
界
を

存
続
さ
せ
る
た
め
に
情
熱
を
傾
け
る
こ
と
を
誓
い

ま
す
」
と
訴
え
ま
し
た
。
▼
い
わ
ゆ
る
「
核
の
傘
」

の
下
に
い
る
日
本
人
に
私
た
ち
が
「
人
間
と
核
兵
器

は
共
存
で
き
な
い
」
と
の
声
を
あ
げ
る
こ
と
、
日
本

が
核
兵
器
禁
止
条
約
締
結
に
取
り
組
む
こ
と
を
訴

え
る
こ
と
が
、
広
島
・
長
崎
で
無
念
の
死
を
遂
げ
た

方
々
、
被
爆
者(

ひ
ば
く
し
ゃ)

の
人
々
に
向
き
合
う

日
本
人
と
し
て
の
あ
る
べ
き
生
き
方
と
思
い
ま
す
。 
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