
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安楽寺だより(新春号)

第 37号

紙面内容

２
面

「
御
正
忌
報
恩
講
を
終
え
て
」
若
院

３
面

東
本
願
寺
報
恩
講
法
要
に
参
拝

４
面

日
本
仏
教
史
（
補
足
）
平
安
時
代

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

こ
の
人
す
で
に
此
に
遣
わ
し
、
か
し
こ
に
喚(

よ
ぼ)

う
を
聞
き
て
、
す
な
わ
ち
自
ら
正
し
く
身
心
に
当
た

り
て
、
決
定
し
て
道
を
尋
ね
て
直
ち
に
進
み
て
、
疑

怯
退
心(

ぎ
こ
う
た
い
し
ん)

を
生
ぜ
ず
し
て
、・
・
・

令和 2年１月 12日（１）

親
鸞
聖
人
が
大
切
に
さ
れ
た
、
善
導
大
師
の

「
二
河
白
道
の
た
と
え
」
の
お
話
し
は
、
東
岸

か
ら
「
こ
の
白
道
を
行
き
な
さ
い
」
と
の
お
釈

迦
さ
ま
の
勧
め
る
声
に
続
き
、
西
岸
か
ら
「
こ

の
道
を
歩
ん
で
来
な
さ
い
」
と
の
阿
弥
陀
さ
ま

の
呼
ぶ
声
を
聞
き
ま
す
。

も
の
の
道
理
が
判
ら
な
い
、
つ
ま
り
私
自
身

が
判
ら
な
い
、
何
処
に
向
か
っ
て
歩
ん
で
い
る

の
か
判
ら
な
い
無
明
の
闇
を
さ
ま
よ
う
旅
人
に

向
か
っ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
は
「
あ
な
た
自
身
を
照

ら
し
て
く
だ
さ
る
教
え
に
出
会
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
申
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
「
あ

な
た
の
あ
る
が
ま
ま
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
る
白

道
を
歩
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
、
呼
び
か
け
ら
れ
る

声
を
旅
人
は
し
っ
か
り
聴
き
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
『
発
遣
』
と
阿
弥
陀
さ
ま
の

『
招
喚
』
を
聞
い
た
旅
人
は

「
す
な
わ
ち
自
ら
正
し
く
身
心
に
当
た
り
て
、
決

定
し
て
道
を
尋
ね
て
、
直
ち
に
進
み
て
」
と
語
り
ま

す
。
こ
の
言
葉
は
旅
人
が
「
自
分
は
凡
夫
の
身
で
あ

る
こ
と
」
に
気
づ
く
、
そ
の
自
覚
こ
そ
が
「
阿
弥
陀

さ
ま
の
ご
本
願
に
深
く
う
な
づ
く
こ
と
が
で
き
る
わ

た
し
で
あ
り
ま
す
」
と
気
付
い
た
こ
と
を
表
し
ま

す
。釈

尊
と
阿
弥
陀
如
来
の
呼
び
か
け
は
、
ひ
と
つ
に

な
っ
て
、
旅
人
の
身
心
に
響
い
て
ま
い
り
ま
す
。
そ

の
響
き
の
中
に
、
お
浄
土
か
ら
旅
人
に
向
か
っ
て
ひ

と
す
じ
の
白
道
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。

『
疑
怯
退
心
を
生
ぜ
ず
』
と
は
、
二
尊
の
呼
び
か

け
の
中
を
歩
む
旅
人
に
は
、
な
ん
ら
疑
い
も
怯
え
も

な
く
、
後
戻
り
す
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
境
遇
が
い
か
よ
う
で
あ
れ
、
ひ
と
す
じ
の
白
道
を

歩
む
私
自
身
を
す
で
に
賜
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り

ま
す
。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安楽寺だより

今
回
、
准
堂
衆
と
し
て
外
陣
（
げ
じ
ん
）
で
お
勤

め
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
初
め
て
の
報
恩
講

参
勤
で
し
た
の
で
、
期
待
や
不
安
な
ど
色
々
な
気
持

ち
が
入
り
混
じ
る
中
、
最
後
の
坂
東
曲
ま
で
無
事
勤

め
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

特
に
二
十
八
日
の
御
満
座
（
ご
ま
ん
ざ
）
の
坂
東

曲
は
、
参
詣
の
方
で
御
影
堂
が
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

二
〇
二
〇
年
の
六
月
を
も
っ
て
、
大
谷
暢
顯(

お

お
た
に
ち
ょ
う
け
ん)

御
門
首
が
門
首
の
位
を
辞
さ

れ
る
ご
意
志
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
こ
の

昨
年
十
一
月
二
十
一
日
よ
り
二
十
八
日
ま
で
の

八
日
間
に
わ
た
り
、
京
都
の
東
本
願
寺
で
親
鸞
聖
人

の
御
命
日
を
機
縁
（
き
え
ん
）
と
す
る
報
恩
講
が
勤

ま
り
ま
し
た
。
平
年
よ
り
暖
か
く
、
御
影
堂
の
扉
が

開
い
て
い
て
も
、
冷
た
い
風
を
感
じ
る
時
間
が
少
な

か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
で
は
「
真
宗
門
徒
の
一
年
は
、
報
恩
講

に
始
ま
り
報
恩
講
に
終
わ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る

よ
う
に
、
先
人
た
ち
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
最
も
大

事
に
し
て
き
た
お
勤
め
で
あ
り
ま
す
。

二
〇
一
九
年
の
報
恩
講
が
御
門
首

と
し
て
の
最
後
の
報
恩
講
で
あ
る

と
思
う
と
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り

ま
し
た
。

二
〇
二
〇
年
も
十
一
月
二
十
一

日
よ
り
、
新
し
い
御
門
首
の
も
と
、

東
本
願
寺
で
勤
ま
る
予
定
で
御
座

い
ま
す
。
お
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら

紅
葉
も
丁
度
い
い
季
節
で
す
の
で
、

是
非
お
参
り
に
お
出
か
け
く
だ
さ

い
。

報恩講坂東曲のお勤め

（２）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安楽寺だより（３）

本山御影堂前で参拝記念写真

昨
年
十
一
月
二
十
五
日
、
二
十
二
組
の
寺
院
・
ご
門

徒
九
〇
名
の
皆
様
と
、
バ
ス
三
台
に
分
乗
し
て
、
本
山

東
本
願
寺
報
恩
講
に
参
拝
い
た
し
ま
し
た
。
曇
り
空
で

し
た
が
風
も
な
く
、
参
拝
日
和
で
し
た
。

本
山
正
面
は
他
の
団
参
バ
ス
が
い
っ
ぱ
い
で
、
御
影

堂
西
側
で
バ
ス
を
降
り
、
御
堂
前
の
白
州
で
参
拝
記
念

の
写
真
撮
影
を
い
た
し
ま
し
た
。

昨
年
五
月
に
国
の
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た

御
影
堂
で
す
が
、
何
よ
り
も
全
国
の
ご
門
徒
の
皆
様
の

願
い
を
結
集
さ
れ
た
建
物
と
の
思
い
を
強
く
し
ま
し

た
。そ

の
後
、
親
鸞
聖
人
の
御
影
の
前
に
座
っ
て
、
静
か

に
お
参
り
し
ま
し
た
。
堂
内
に
は
御
堂
衆
の
お
勤
め
の

声
が
響
き
渡
っ
て
、
聖
人
の
呼
び
か
け
の
よ
う
で
し

た
。
二
十
五
日
は
中
日
中
（
中
日
の
午
前
）
の
お
勤
め

で
、
雅
楽
が
始
ま
り
今
年
七
月
か
ら
ご
門
首
に
な
ら
れ

る
大
谷
暢
裕
師
が
、
登
高
座
で
「
報
恩
講
式
・
歎
徳
文

(

親
鸞
聖
人
の
遺
徳
・
生
涯
を
述
べ
た
お
書
物)

を
拝
読

さ
れ
ま
し
た
。
若
院
が
准
堂
衆
と
し
て
外
陣
出
仕
し
て

一
時
間
三
〇
分
の
お
勤
め
を
し
ま
し
た
（
２
面
参
照)

参
拝
後
、
ホ
テ
ル
平
安
の
森
京
都
で
昼
食
を
い
た
だ

き
、
平
安
時
代
か
ら
京
都
の
台
所
と
し
て
賑
わ
う
錦
市

場
（
中
京
区
富
小
路
通
四
条
）
へ
観
光
と
お
買
い
物
に

行
き
ま
し
た
。

今
回
、
本
山
報
恩
講
に
ご
参
加
さ
れ
ま
し
た
皆
様
に

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
来
年
の
報
恩
講
に
も
ご
参

拝
さ
れ
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い
い
た
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
。
報
恩
講
前
日
の
十
二
日
午
後
に
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
安
楽
寺
会
館
法
要
室
で
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
聖
教
の
こ
と
ば
）
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
竹
田
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 （４）

仏
教
豆
知
識

 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
三
十
七
回

日
本
の
仏
教
史
で
輝
か
し
い
功
績
を
あ
げ
た
人

に
、
最
澄
と
空
海
が
い
ま
す
。
二
人
と
も
奈
良
・
東

大
寺
で
出
家
・
得
度
を
受
け
、
唐
の
国
で
教
学
を
学

び
、
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
仏
教
の
大
改
革
に
取
り
組

み
ま
し
た
。

東
大
寺
・
興
福
寺
・
薬
師
寺
な
ど
の
奈
良
南
都
六

宗
は
、
国
家
の
保
護
を
受
け
繁
栄
を
遂
げ
ま
し
た

が
、
国
の
一
機
関
と
し
て
の
律
令
仏
教
で
、
逆
に
国

の
政
治
や
財
政
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
混
乱
が
増

す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

七
九
四
年
（
延
暦
十
三
年
）
桓
武
天
皇
は
平
安
京

に
遷
都
し
、
寺
院
の
保
護
政
策
を
大
転
換
さ
せ
ま
し

た
。こ

の
時
代
に
登
場
し
た
の
が
、
最
澄
と
空
海
で
し

た
。
最
澄
は
、
比
叡
山
で
厳
し
い
修
行
を
し
て
天
台

教
学
の
研
究
に
励
み
、
八
〇
六
年
（
延
暦
二
十
五
年
）

日
本
天
台
宗
を
開
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
「
山
家
学

生
式
」
を
制
定
し
て
大
乗
戒
壇
（
得
度
・
受
戒
）
の

設
立
を
目
指
し
ま
し
た
。「
山
家
学
生
式
」
と
は
、
日

本
仏
教
で
最
初
の
教
団
独
自
の
僧
尼
規
制
と
い
え
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
南
都
仏
教
の
強
い
反
対
を
受
け
ま

し
た
が
、
最
澄
は
、
仏
教
教
団
の
主
体
制
・
自
主
性

の
確
立
の
た
め
、
奮
闘
さ
れ
ま
し
た
。

八
二
二
年
（
弘
仁
十
三
年
）
最
澄
は
五
十
六
歳
で

没
し
ま
し
た
が
、
そ
の
七
日
後
に
大
乗
戒
壇
建
立
の

勅
許
が
下
り
、
生
涯
を
か
け
た
悲
願
は
達
成
さ
れ
、

翌
年
に
「
延
暦
寺
」
の
寺
号
が
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
日
本
の
仏
教
史
の
上
で
、
極
め
て
重
要
な

意
義
が
あ
り
ま
す
。

数
年
前
、
神
奈
川
県
相
模
原
市
の
障
が
い
者
施

設
で
、
何
人
も
の
入
所
者
が
殺
害
さ
れ
る
と
い
う

大
変
痛
ま
し
い
事
件
が
あ
り
、
今
年
一
月
に
裁
判

が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
犯
人
は
「
障
が
い
者
は

生
き
て
い
る
意
味
が
な
い
」
と
発
言
し
て
い
ま
し

た
。
こ
の
言
葉
は
、
特
異
な
価
値
基
準
で
あ
り
、

他
者
が
自
分
勝
手
な
も
の
さ
し
で
評
価
し
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
▼
障
が

い
が
あ
る
ひ
と
は
、
不
自
由
な
こ
と
が
い
っ
ぱ
い

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
支
え
て
く
れ
る
人

が
周
り
に
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
そ
の
支
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
実
感
が
、
障
が
い
を
か
か
え
る
人
た

ち
に
と
っ
て
は
、「
い
の
ち
の
尊
さ
に
目
覚
め
る
」

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
▼

「
い
の
ち
の
尊
さ
」
の
価
値
は
、
他
者
が
評
価
す

る
も
の
で
は
な
く,

一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
内
に

自
覚
さ
れ
、
そ
し
て
自
分
ら
し
く
「
あ
る
が
ま
ま
」

に
生
き
て
い
る
こ
と
、
言
葉
を
変
え
れ
ば
ど
ん
な

境
遇
で
あ
っ
て
も
、
本
当
に
生
き
て
い
る
「
尊
さ
」

に
気
づ
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が

大
事
だ
と
思
い
ま
す
▼
他
人
か
ら
見
た
ら
「
尊

い
」
と
思
わ
れ
な
く
て
も
、
自
分
ら
し
く
生
き
て

い
く
道
を
見
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
「
尊
い
」

と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

伝教大師 最澄


