
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 

第 31 号 

平成 30 年４月 10 日 安楽寺だより(春号) （１） 

２
面 

二
十
二
組
同
朋
大
会
が
開
催
さ
れ
る 

３
面 

四
月
八
日
は
「
お
釈
迦
様
の
誕
生
日
」 

 

４
面 

日
本
仏
教
史 

明
治
時
代(

ま
と
め) 

    

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 

 

死
を
怖
れ
て
、
直
ち
に
走
り
て
西
に
向
か
う
に
、
忽
然

と
し
て
こ
の
大
河
を
み
て
、
す
な
わ
ち
自
ら
念
言
す
ら
く
、

「
こ
の
河
、
南
北
辺
畔
を
見
ず
、
中
間
に
一
つ
の
白
道
を

見
る
、
き
わ
め
て
こ
れ
狭
少
な
り
。
二
つ
の
岸
あ
い
去
る

こ
と
近
し
と
い
え
ど
も
、
何
に
よ
っ
て
か
行
く
べ
き
．
今

日
定
ん
で
死
せ
ん
こ
と
疑
わ
ず
。
正
し
く
到
り
回
ら
ん
・ 

 

中
国
に
出
ら
れ
た
善
導
大
師
の
『
二
河
白
道
』

の
た
と
え
の
お
は
な
し
は
、
浄
土
を
求
め
る
行
者

の
自
分
へ
の
問
い
か
け
が
は
じ
ま
り
ま
す
。 

 

こ
の
人
「
死
を
怖
れ
て
」
と
は
、
一
つ
は
、
人

は
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
に
は
死
な
な
く
て
は
な
ら

な
い
肉
体
の
死
で
す
。
し
か
し
自
分
の
死
と
い
う

事
実
を
前
に
し
て
、
人
間
は
生
き
る
意
義
を
尋
ね

ず
に
は
お
れ
な
い
存
在
な
の
で
す
。
そ
れ
が
「
求

道
心
」
と
申
し
ま
す
。 

も
う
一
つ
は
道
心
の
死
、
求
道
心
の
放
棄
で
す
。

生
き
る
意
義
を
尋
ね
る
こ
こ
ろ
を
、
群
賊
悪
獣
が

覆
っ
て
し
ま
い
、
不
問
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。
肉

体
の
死
と
求
道
心
の
放
棄
と
い
う
二
重
の

危
機
が
襲
い
ま
す
。 

「
直
ち
に
西
に
向
か
う
」
と
は
、
阿
弥

陀
さ
ま
の
お
浄
土
に
向
か
お
う
と
す
れ
ば

「
火
の
河
」「
水
の
河
」
が
「
大
河
」
と
な
っ
て

激
し
く
襲
い
か
か
っ
て
き
ま
す
。 

「
こ
の
河
、
南
北
辺
畔
を
見
ず
」
と
は
、
わ
が

身
を
縛
っ
て
い
る
煩
悩
は
、
わ
が
身
全
体
と
い
う

「
大
河
」
で
あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
て
き
ま
す
。 

「
白
道
、
き
わ
め
て
狭
少
な
り
」
と
は
、
煩
悩

の
二
河
の
激
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
、
道
幅
は
狭
く

微
か
で
す
。
し
か
し
、
白
道
は
「
生
」
の
奥
底
、

煩
悩
の
真
っ
只
中
に
は
た
ら
い
て
、
清
浄
な
願
に

生
き
ん
と
す
る
こ
こ
ろ
を
生
み
出
し
て
い
た
の

で
す
。 

 

「
二
つ
の
岸
」
と
は
、
此
岸
（
東
の
岸
）
が
煩
悩

に
縛
ら
れ
た
生
死
の
世
界
、
彼
岸
（
西
の
岸
）
が
煩

悩
を
離
れ
開
か
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
の
世
界
で

あ
り
ま
す
。 

  

「
何
に
よ
っ
て
か
行
く
べ
き
」
と
は
、
い
か
に
し

て
彼
岸
に
行
く
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
、
自
分
自
身

の
煩
悩
の
重
さ
に
直
面
し
て
う
ろ
た
え
て
い
ま
す
。 

 

「
今
日
定
ん
で
死
せ
ん
こ
と
疑
わ
ず
」
と
は
、
私

は
今
日
ま
ち
が
い
な
く
死
ぬ
、
そ
れ
は
疑
い
よ
う
も

な
い
。
こ
の
人
に
は
未
来
へ
の
出
口
は
開
か
れ
て
く

る
の
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
自
分
へ
の
問
い
か
け
は

続
き
ま
す
。 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 

安楽寺だより （２） 

 

三
月
十
七
日
、
二
十
二
組
同
朋
大
会
が
、
百
四
十
名
の

住
職
・
ご
門
徒
の
皆
様
ご
参
加
の
中
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

安
楽
寺
か
ら
十
五
名
の
皆
様
が
参
加
い
た
し
ま
し
た
。 

岡
田
秀
規
二
十
二
組
組
長
挨
拶
の
後
、
「
尾
張
門
徒
の

歴
史
的
世
界
」
と
題
し
て
、
同
朋
大
学
教
授
・
安
藤
弥
さ

ん
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

「
そ
の
後
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
な
り
、
本
願
寺
を
継

承
さ
れ
た
第
十
二
代
・
教
如
上
人
は
、
秀
吉
に
よ
り

隠
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
関
ヶ
原
の

戦
い
の
あ
と
、
一
六
〇
二
年
、
徳
川
家
康
か
ら
京
都

に
寺
領
の
寄
進
を
得
て
、
東
本
願
寺
が
誕
生
し
ま
し

た
。
こ
う
し
た
中
、
尾
張
門
徒
は
、
教
如
上
人
支
持

体
制
を
確
立
し
て
、
地
域
ご
と
に
多
く
の
講
が
組
織

化
さ
れ
ま
し
た
。」 

 

「
江
戸
時
代
初
め
に
は
、
徳
川
幕
府
の
命
に
よ
り

名
古
屋
城
築
城
と
併
せ
て
、
清
須
か
ら
寺
院
移
転

（
い
わ
ゆ
る
清
須
越
）
が
計
ら
れ
、
門
末
制
度
・
寺

請
制
の
宗
教
政
策
が
確
立
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

元
禄
時
代
の
一
六
九
〇
年
、
第
十
六
代
・
一
如
上

人
の
時
に
名
古
屋
御
坊
が
創
建
さ
れ
、
尾
張
門
徒
や

諸
国
の
門
末
の
尽
力
に
よ
り
一
七
〇
二
年
名
古
屋

御
坊
が
完
成
い
た
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
明
治
時
代
に
至
る
ま
で
東
本
願
寺
門
徒

は
、
四
度
の
本
山
再
建
の
た
め
、
献
身
的
に
取
り
組

み
ま
し
た
。
ま
た
尾
張
教
学
を
展
開
さ
せ
る
た
め
、

学
寮
の
設
置
を
進
め
、
本
願
寺
教
学
の
発
展
に
つ
と

め
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ま
で
の
尾
張
門
徒
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、

浄
土
真
宗
の
教
え
に
帰
依
し
て
、
子
孫
に
法
義
の
相 

続
を
し
て
こ
ら
れ
た
先
人
の
皆
様
・
門
徒
衆
の
生
活

「
尾
張
に
は
十
五
世
紀
後
半
、
蓮
如
上
人
の
ご

教
化
に
よ
り
、
講
を
中
心
と
し
た
本
願
寺
門
徒

集
団
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
本
願
寺
門
徒
は
、

織
田
信
長
が
登
場
し
勢
力
を
拡
大
す
る
中
で
、

長
島
一
向
一
揆
（
一
五
七
四
年
）
や
大
坂
石
山

合
戦
（
一
五
七
〇
年
～
八
〇
年
）
な
ど
信
長
と

対
立
し
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。」 

に
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
大
い
に
あ
る
こ
と
を
改
め
て
気

づ
か
さ
れ
ま
し
た
。」 

  

講
演
終
了
後
、
懇
親
会
を
催
し
ま
し
た
。
最
初
に

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
二
十
二
組
有
志
で
二
年

前
に
結
成
さ
れ
た
コ
ー
ラ
ス
「
百
歌
繚
乱
」
の
皆
様

の
「
ふ
る
さ
と
」
な
ど
二
曲
の
歌
声
を
聞
き
、
そ
の

後
皆
様
と
会
食
を
し
て
交
流
致
し
ま
し
た
。（
な
お
、

百
歌
繚
乱
の
皆
様
は
、
五
月
十
二
日
に
別
院
ホ
ー
ル

で
開
催
さ
れ
る
音
楽
祭
に
出
演
さ
れ
ま
す
。） 

熱唱されるコーラス｢百歌繚乱｣の皆様 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 
 

四
月
八
日
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
日
で
す
。
各

寺
院
で
は
、
仏
旗
を
掲
げ
て
、
如
来
の
お
し
え
を
讃

え
る
催
し
を
行
な
い
ま
す
。
名
古
屋
市
仏
教
会
で
は
、

毎
年
四
月
八
日
に
中
区
の
大
須
観
音
境
内
に
於
い

て
、
降
誕
会(

花
祭
り
の
式
典)

を
つ
と
め
ま
す
。
花

御
堂
に
ご
安
置
し
た
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
仏
に
甘
茶

を
か
け
、
ご
参
拝
の
皆
様
と
と
も
に
、
お
釈
迦
さ
ま

誕
生
を
お
祝
い
し
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
が
弘
ま
る

こ
と
を
願
う
仏
教
徒
に
と
っ
て
大
切
な
行
事
で
す
。 

 
 

こ
の
花
ま
つ
り
の
お
は
な
し
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の

誕
生
を
通
し
て
、
人
間
誕
生
の
内
実
を
明
ら
か
に
し

て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。 

有
名
な
『
天
上
天
下
、
唯
我
独
尊
』
と
い
う
お
言

葉
は
「
い
の
ち
は
す
べ
て
何
も
の
に
も
勝
る
尊
い
も

の
で
す
。」
と
、
お
説
き
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

人
間
が
「
オ
ギ
ャ
ー
」
と
叫
ん
で
生
ま
れ
た
と
い
う

事
実
は
、
天
地
の
神
々
が
祝
福
し
て
く
だ
さ
っ
た
尊

い
こ
と
な
の
で
す
。 

人
間
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
世
間
一

般
で
は
、「
親
が
い
る
か
ら
子
供
が
生
ま
れ
る
」
親
に

は
産
ん
で
育
て
て
や
っ
た
と
い
う
先
入
観
が
あ
り
、

子
に
は
頼
ん
だ
覚
え
は
な
い
と
い
う
意
識
が
は
た
ら

き
ま
す
。
こ
こ
に
家
庭
で
の
様
々
な
争
い
の
も
と
が

あ
り
ま
す
。 

 

善
導
大
師
は
、『
相
い
因
っ
て
而
も
生
ず
れ
ば
、

す
な
わ
ち
父
母
あ
り
』
と
申
さ
れ
ま
す
。
人
間
は
決

し
て
親
の
意
識
や
子
自
身
の
力
で
生
ま
れ
た
の
で

は
な
く
、
不
可
思
議
な
因
縁
に
よ
っ
て
賜
っ
た
い
の

ち
な
の
で
す
。
い
の
ち
の
名
告
り
と
親
子
の
関
わ
り

は
同
時
に
賜
っ
た
の
で
す
。 

 

仏
説
無
量
寿
経
序
文
に
、
お
釈
迦
さ
ま
誕
生
時
の

『
吾
、
当
に
世
に
お
い
て
無
上
尊
と
な
る
べ
し
』
と

の
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
「
オ
ギ
ャ
ー
」

と
い
う
い
の
ち
の
叫
び
を
表
わ
し
た
お
言
葉
と
い

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 

安
楽
寺
で
は
四
月
十
三
日
の
定
例
法
話
の
時
、
花

御
堂
を
飾
っ
て
花
ま
つ
り
を
行
な
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お

出
か
け
下
さ
い
。 

 

安楽寺だより （３） 

 

彼
岸
中
の
十

九
日
よ
り
前
日

ま
で
三
日
間
、

雨
の
日
が
続
い

て
い
ま
し
た
。 

 

三
月
二
十
二

日
、
八
事
霊
園

墓
地
で
、
春
の

お
彼
岸
法
要
を

お
勤
め
い
た
し

ま
し
た
。 

朝
の
う
ち
は

小
雨
が
降
っ
て

お

り

ま

し

た

が
、
八
時
頃
雨

が
や
ん
で
青
空

が
広
が
り
、
皆

様
に
ご
参
詣
を

い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 
 

 
 

永
代
供
養
墓
に
は
六
十
名
を
越
す
皆
様
に
ご
参
詣

い
た
だ
き
ま
し
た
。
十
時
三
十
分
よ
り
墓
前
で
お
勤
め

を
す
る
中
、
皆
様
に
ご
焼
香
を
し
て
い
た
だ
き
、
亡
き

ご
家
族
の
方
々
に
想
い
を
馳
せ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

名古屋市仏教会主催

降誕会の花御堂 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

園 

 
 

 

 
仏
教
豆
知
識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
三
十
一
回 

 

仏
教
は
、
徳
川
時
代
の
封
建
的
体
制
の
も
と
で

の
檀
家
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
、
次
第
に
形
式

化
・
固
定
化
す
る
よ
う
に
な
り
、
葬
式
と
法
会
を

主
な
仕
事
と
す
る
教
団
・
教
学
に
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。 

 

し
か
し
、
明
治
政
府
は
、
王
政
復
古
を
表
明
し

「
天
皇
親
政
の
国
家
・
神
国
日
本
」
の
確
立
を
め

ざ
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
宗
教
政
策
で
は
、「
祭

政
一
致
の
神
道
国
教
政
策
」
を
推
進
し
ま
し
た
。 

仏
教
教
団
は
、
明
治
維
新
以
降
、
明
治
政
府
の

「
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
」
政
策
に
よ
っ
て
危
機

感
を
も
ち
、
各
宗
派
で
封
建
体
質
を
近
代
化
す
る

「
仏
教
革
新
運
動
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

大
谷
派
で
は
、
明
治
中
ご
ろ
に
清
沢
満
之
（
真

宗
大
学
初
代
学
長
）
が
、『
精
神
主
義
』
運
動
を

起
こ
し
、
教
団
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
封
建

的
教
学
「
真
俗
二
諦
説
」
を
批
判
し
ま
し
た
。
こ

の
運
動
は
、
当
時
の
拡
が
り
が
一
部
に
と
ど
ま
り

ま
し
た
が
、
知
識
人
の
中
に
深
く
浸
透
し
、
多
く

の
人
材
を
輩
出
し
ま
し
た
。 

各
仏
教
教
団
で
の
近
代
化
は
、
制
度
の
面
で
は

各
宗
派
の
中
央
集
権
化
に
よ
っ
て
、
中
央
の
行
政

が
地
方
・
末
端
ま
で
届
く
体
制
を
整
備
し
、
宗
議

会
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
宗
門
教
育
も
旧
来
の
学

寮
制
度
を
改
革
し
、
大
学
・
専
門
学
校
や
中
学
校

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
貧
困
救
済
活
動
や
医
療
看
護
活
動
、
育

児
院
開
設
そ
し
て
刑
務
所
に
派
遣
す
る
教
誨
師
の

養
成
な
ど
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。 

仏
教
事
業
と
し
て
全
国
に
仏
教
婦
人
会
・
仏
教

青
年
会
が
組
織
さ
れ
、
社
会
活
動
や
信
仰
運
動
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
社
会
活
動
は
一
方
で

明
治
政
府
の
海
外
侵
略
政
策
を
推
進
す
る
役
目
を

担
う
よ
う
に
な
り
、
本
来
の
仏
教
精
神
に
基
づ
く

社
会
活
動
は
次
第
に
影
を
う
す
め
て
い
き
ま
し

た
。 

 
 

 

安楽寺だより （４） 

清沢満之(1863-1903) 

 

四
月
は
入
学
式
の
季
節
で
す
。
今
年
は
桜
の

見
頃
が
早
く
、
新
一
年
生
の
両
親
は
少
し
残
念

そ
う
で
し
た
。
戦
時
中
の
七
十
数
年
前
の
入
学

式
は
ど
ん
な
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
▼
先
日
ア
ニ

メ｢

火
垂
る
の
墓｣

の
映
画
監
督
・
高
野
勲
さ
ん

が
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
で
映
画
を
何
回

も
観
ま
し
た
が
、
そ
の
度
に
孤
児
と
な
っ
た
兄

妹
の
姿
に
心
を
強
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
ま
し
た
。
▼

「
戦
時
中
に
何
が
あ
っ
た
か
、
人
は
ど
う
生
き

た
の
か
を
見
つ
め
て
も
ら
い
、
も
し
自
分
な
ら

ど
う
振
る
舞
っ
た
か
を
考
え
て
ほ
し
か
っ
た
」

と
ア
ニ
メ
制
作
の
動
機
を
語
っ
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
高
野
さ
ん
は
、
映
画
を
観
た
小

学
生
の
感
想
文
に
「
皆
さ
ん
が
、
戦
争
を
恐
れ

る
だ
け
で
な
く
、
将
来
決
し
て
戦
争
を
お
こ
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
決
意
を
す
る
人
に
な

っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
」
と
、
返
事
を
さ
れ

た
そ
う
で
す
。
▼
高
野
さ
ん
は
、
「
九
条
の
理

念
を
持
つ
憲
法
は
最
も
先
進
的
、
そ
れ
を
守
る

こ
と
が
大
切
で
す
」
と
常
々
訴
え
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
▼
シ
リ
ア
、
ミ
ヤ
ン
マ
ー
な
ど
世
界
各

地
で
起
こ
る
空
爆
や
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
な
ど
の

武
力
衝
突
の
地
域
で
幼
い
子
供
た
ち
が
犠
牲

を
強
い
ら
れ
る
現
状
に
決
し
て
無
関
心
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
昨
今
の
「
戦

前
の
空
気
の
流
れ
が
存
在
す
る
日
本
」
で
何
を

す
べ
き
か
が
私
た
ち
に
問
わ
れ
て
い
ま
す
。 
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