
昨
今
の
話
題
の
ひ
と
つ
に
、
東
シ
ナ
海

に
浮
ぶ
尖
閣
諸
島
と
竹
島
問
題
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ら
の
島
々
は
、
も
と
は
日
本
固

有
の
領
土
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
最

近
に
な
っ
て
、
そ
れ
は
中
国
の
も
の
、
韓

国
の
所
有
だ
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

国
際
的
な
紛
争
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

こ
の
こ
と
は
か
な
り
深
刻
な
問
題
に
な
っ

て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
い
ず
れ

も
か
つ
て
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
敗

戦
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
充
分
に

認
識
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
一
九
四
五
年
七

月
、
米
、
英
、
中
、
ソ
の
四
カ
国
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
、
ボ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
無
条

件
降
伏
の
内
実
は
、
日
本
の
領
土
は
、
北

海
道
、
本
州
、
四
国
、
九
州
の
四
島
に
限

定
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大

統
領
に
よ
っ
て
、
千
島
列
島
は
ソ
聨
（
ロ

シ
ヤ
）
に
、
沖
縄
諸
島

は
中
国
に
譲
る
と
提
条

さ
れ
、
中
国
（
將
介
石
）

が
辞
退
し
た
た
め
、
ア

メ
リ
カ
が
占
有
し
た
わ

け
で
す
。
そ
の
後
に
返

還
さ
れ
た
と
は
名
の
み

で
、
い
ま
も
な
お
ア
メ

リ
カ
軍
の
駐
留
が
続
い

て
、
そ
の
事
態
は
い
つ

そ
う
深
刻
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
周
知
の
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
点
、
上
に
揚
げ

た
そ
れ
ぞ
れ
を
、
日
本
国
有
の
領
土
と
し

て
主
張
す
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
過

去
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
事
情
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
日
本
国
民
た
る
も
の
、

厳
粛
に
認
識
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
日
本
国
は
、
過
去
に
お
い
て
、
ま
こ

と
に
愚
か
な
戦
争
を
し
た
も
の
で
す
。
今

日
に
お
け
る
領
土
問
題
は
、
か
つ
て
の
戦

争
の
「
ツ
ケ
」
に
よ
る
も
の
で
、
仏
教
的

に
い
え
ば
、
ま
さ
し
く
自
己
の
宿
業
に
よ

る
応
報
と
い
う
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
戦
争
に
よ
っ
て
、
日
本
人
は
、
軍
人
、

民
間
人
あ
わ
せ
て
三
百
十
万
の
生
命
を
失

い
、
中
国
、
ア
ジ
ア
で

犠
牲
と
な
っ
た
民
衆
の

生
命
は
、
二
千
万
に
お

よ
ぶ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。私

は
か
っ
て
大
学
生

時
代
、
十
八
歳
に
し
て

徴
兵
さ
れ
、
北
海
道
の

旭
川
部
隊
に
入
隊
し
ま

し
た
。
ま
も
な
く
ア
メ

リ
カ
空
軍
が
、
私
た
ち

の
兵
舎
を
め
が
け
て
襲

撃
し
て
く
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
が
、
私
の
所

属
す
る
山
砲
部
隊
に
は
、
一
丁
の
機
関
銃

も
な
く
、
そ
の
大
砲
は
、
明
治
時
代
に
製

造
さ
れ
た
も
の
で
、
飛
行
機
を
撃
つ
よ
う

に
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
何
発
撃
っ
て
も

あ
た
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
ア
メ

リ
カ
空
軍
の
機
銃
掃
射
は
的
確
で
、
多
く

の
犠
牲
者
が
で
ま
し
た
。
私
も
九
死
に
一

生
を
え
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
時
に
思
っ

た
こ
と
は
、
こ
ん
な
こ
と
で
戦
争
に
勝
て

る
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
の
後
、
一
年
間
ア
メ
リ
カ
で
研
究
生

活
を
続
け
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に
ひ
そ
か

に
思
っ
た
こ
と
は
、
こ
ん
な
広
大
な
領
土

と
豊
富
な
資
源
を
も
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ

を
相
手
と
し
て
、
な
ぜ
戦
争
を
は
じ
め
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
い
か
に
日

本
の
天
皇
と
そ
の
側
近
が
、
無
知
不
明
で

あ
り
、
無
謀
で
あ
っ
た
か
を
、
改
め
て
思

い
知
っ
た
こ
と
で
す
。

上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
、
日
本
の
領
土

を
め
ぐ
る
問
題
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う

な
愚
か
な
戦
争
を
は
じ
め
、
無
条
件
に
降

伏
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
こ
と

は
日
本
の
宿
業
と
し
て
、
子
々
孫
々
に
至

る
ま
で
、
な
が
く
担
い
つ
づ
け
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
業
苦
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
政
治
家
た
ち

は
、
ま
た
ぞ
ろ
『
憲
法
』
を
改
め
て
、
再

軍
備
す
る
こ
と
を
画
策
し
て
い
ま
す
。
ま

こ
と
に
愚
か
な
き
わ
み
で
す
。
改
め
て
日

本
の
将
来
を
案
ず
る
こ
と
で
す
。

（
二
〇
一
二
・
一
〇
・
一
六
）
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安楽寺法要案内
御
正
忌

日時 １月１３日(日）朝・昼

講師 信楽晃仁住職自勤

涅
槃
会

日時 ２月１６日（土）朝・昼

講師 湯来 西法寺 吉崎哲真師

彼
岸
会

日時 １１月１６日(土) 朝・昼

講師 長浜 住蓮寺 豊原俊徳師

花
ま
つ
り

日時 ４月１３日(土）朝・昼

講師 海岸 西岸寺 長岡正信師

安楽寺マンガ通信
その１７ 信楽めぐみ作

前坊守信楽美代子一周忌法要
9月23日、西教寺様を御導師に迎え、安楽寺

前坊守、釋尼華香（信楽美代子）の1周忌法要
をお勤めすることができました。たくさんの皆

様にお参りいただき、誠にありがとうございま

した。お礼が遅くなりましたが、この場をお借

りいたしまして、御礼申し上げます。来年は、

前坊守の3回忌法要に、前住職西王地唯信と前々

坊守前サハノの25回忌となります。御講師には
今、マスコミに引っ張りだこで、テレビ雑誌に

でておられます、釋徹宗先生にお越し頂くよう

になって

おります。

是非お参

り頂き、

お焼香頂

ければと思います。

第64回聖典講座
日時 11月25日(日）13:00～
会場 ひかり幼稚園２階ホール

講師 信楽峻麿安楽寺前住職

会費 １０００円

講題 親鸞聖人のお手紙に聞く(その16）

―念仏に生きるもののしるし―

※法座のテーマにつきましては、年間カレン

ダーでお知らせいたしますので、日程だ

けご予定ください。



こ
こ
は
こ
ん
な
所

信
楽
晃
仁

長
い
夏
休
み
が
お
わ
り
、

幼
稚
園
の
二
学
期
が
始
ま
っ

た
あ
る
朝
、
二
学
期
に
転
園

し
て
き
た
ば
か
り
の
三
歳
の

も
も
組
の
女
の
子
が
泣
い
て
い
ま
し
た
。

慣
れ
な
い
幼
稚
園
で
大
好
き
な
お
母
さ
ん

と
別
れ
て
泣
い
て
い
る
女
の
子
の
そ
ば
に
、

同
じ
も
も
組
の
男
の
子
が
近
づ
い
て
、
そ

の
女
の
子
を
慰
め
て
い
る
の
で
す
。
女
の

子
の
肩
を
さ
す
り
な
が
ら
、
何
か
言
っ
て

い
る
。
そ
の
声
に
耳
を
そ
ば
だ
て
る
と
、

男
の
子
の
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

「
み
お
ち
ゃ
ん
。
幼
稚
園
っ
て
ね
、
こ
う

い
う
所
な
ん
よ
。
」
そ
れ
を
聞
い
た
先
生

は
「
え
～
！
」
と
び
っ
く
り
。
三
歳
児
と

は
思
え
な
い
達
観
し
た
言
葉
も
そ
う
で
す

が
、
実
は
そ
の
男
の
子
、
つ
い
こ
の
前
ま

で
、
一
日
中
泣
き
っ
ぱ
な
し
の
男
の
子
だ
っ

た
ん
で
す
。
朝
の
バ
ス
に
乗
っ
て
は
泣
き
、

お
は
じ
ま
り
で
泣
き
、
お
弁
当
で
泣
き
、

一
学
期
は
、
一
日
中
泣
き
続
け
た
有
名
人
。

そ
の
子
が
、
泣
い
て
い
る
女
の
子
に
、
こ

の
ア
ド
バ
イ
ス
で
す
。
先
生
が
び
っ
く
り

す
る
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
言

葉
は
こ
の
子
が
泣
き
続
け
た
一
学
期
の
幼

稚
園
生
活
で
た
ど
り
着
い
た
境
地
な
の
か
、

涙
で
手
に
入
れ
た
成
長
と
い
え
ば
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。

私
は
こ
の
話
し
を
聞
い
て
、

こ
の
男
の
子
の
言
葉
が
と
っ

て
も
大
切
な
言
葉
に
聞
こ
え

ま
し
た
。
「
こ
こ
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
」

と
現
実
を
見
極
め
る
知
恵
が
あ
れ
ば
、
私

た
ち
の
苦
悩
も
少
し
は
軽
く
な
り
、
他
の

道
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
す
。

三
歳
の
男
の
子
が
言
う
「
幼
稚
園
っ
て

ね
、
こ
ん
な
所
な
ん
よ
」
と
い
う
の
は

「
幼
稚
園
は
、
家
と
は
違
っ
て
、
今
ま
で

お
母
さ
ん
と
二
人
で
い
た
よ
う
に
は
い
か

な
い
と
こ
ろ
な
ん
よ
。
朝
か
ら
大
好
き
な

お
母
さ
ん
と
は
離
れ
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い

し
、
色
々
お
約
束
は
あ
る
し
、
お
部
屋
に

入
っ
た
ら
、
カ
バ
ン
を
整
理
し
た
り
、
靴

を
そ
ろ
え
た
り
、
あ
れ
も
こ
れ
も
自
分
で

し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
し
。
お
家
に
い
る

時
は
、
全
部
お
母
さ
ん
が
や
っ
て
く
れ
て

の
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
違
う
の
か
。

そ
れ
が
悲
し
く
て
、
僕
も
君
と
同
じ
思
い

で
一
学
期
中
ず
っ
と
泣
い
て
み
た
け
れ
ど

も
、
何
に
も
変
わ
ら
な
く
て
、
泣
く
だ
け

損
だ
っ
た
よ
。
幼
稚
園
っ
て
こ
ん
な
所
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
僕
は
、
も
う
一
度

よ
く
幼
稚
園
を
見
て
み
る
と
、
今
ま
で
の

お
家
の
よ
う
に
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い

け
れ
ど
、
慣
れ
て
し
ま
え
ば
、
こ
こ
も
そ

ん
な
悪
い
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
か
っ
た
よ
。
お

も
ち
ゃ
も
あ
る
し
、
大
き
な
滑
り
台
も
、

遊
具
も
あ
る
し
、
広
い
園
庭
だ
っ
て
あ
る
。

そ
れ
に
な
ん
と
い
っ
て
も
お
友
達
が
い
っ

ぱ
い
い
る
し
、
寂
し
く
も
な
い
よ
。
だ
か

ら
こ
こ
は
こ
う
い
う
所
と
見
極
め
て
、
早

く
泣
く
の
を
や
め
て
、
一
緒
に
遊
ぼ
う
よ
。

そ
し
た
ら
楽
し
い
幼
稚
園
に
な
る
よ
。
」

と
い
う
少
し
先
輩
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
だ
っ

た
ん
で
し
ょ
う
か
。

考
え
て
み
れ
ば
、
苦
悩
と
い
う
の
は
、

私
は
こ
う
思
う
け
れ
ど
も
、
現
実
は
そ
う

で
は
な
い
と
言
う
と
き
に
起
き
る
感
情
で

す
。
私
の
思
い
と
現
実
の
相
違
が
苦
し
み

に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
こ
の
三
歳
児
も
、
自

分
の
思
い
や
、
願
う
も
の
と
現
実

が
違
う
か
ら
泣
く
の
で
す
。

こ
う
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
あ

る
気
象
予
報
士
が
天
気
図
を
見
て
、

「
あ
す
は
晴
天
に
な
り
ま
す
。
」

と
予
報
し
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ

が
次
の
日
は
土
砂
降
り
の
雨
。
見
事
に
は

ず
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
時
に
こ
の
気

象
予
報
士
が
「
ど
う
見
て
も
こ
の
天
気
図

か
ら
は
雨
に
な
る
は
ず
が
な
い
。
間
違
っ

て
い
る
の
は
現
実
だ
。
」
と
言
っ
た
そ
う

で
す
。

よ
く
ご
法
話
の
中
で
、
坂
に
は
三
つ
あ

る
と
い
う
お
話
し
が
あ
り
ま
す
。
「
上
り

坂
、
下
り
坂
、
そ
し
て
ま
さ
か
と
言
う
坂
」

だ
と
。
こ
の
「
ま
さ
か
」
と
い
う
の
は
な

ん
で
し
ょ
う
。
語
源
を
調
べ
て
み
る
と
、

万
葉
集
に
見
ら
れ
、
元
々
「
現
実
」
や

「
現
在
」
と
い
う
目
の
前
の
こ
と
を
表
す

言
葉
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
後
に
、

そ
れ
も
近
代
に
な
っ
て
「
よ
も
や
」
と
い

う
言
葉
に
か
わ
っ
た
そ
う
で
す
。
人
間
が

生
き
て
き
た
歴
史
の
中
で
、
受
け
入
れ
難

い
現
実
が
あ
ま
り
に
多
く
、
そ
う
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
現
実
が
間
違
い
な
ん
て

こ
と
は
あ
り
得
ま
せ

ん
。
し
か
し
私
た
ち

は
現
実
よ
り
も
自
分

の
思
い
込
み
に
足
場

を
お
い
て
「
ま
さ
か
」

で
塗
り
固
め
た
人
生

を
送
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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聞
思特

に
老
病
死
の
現
場
で
、
そ
う
し
た
事

が
目
に
付
き
ま
す
。
私
た
ち
は
人
は
み
な

年
を
と
り
、
病
気
に
な
り
、
そ
し
て
死
ん

で
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
。
そ
れ

も
「
老
少
不
定
」
「
明
日
に
は
紅
顔
あ
っ

て
、
夕
べ
に
は
白
骨
に
な
る
身
」
の
人
生

だ
と
、
誰
し
も
知
っ
て
は
い
ま
す
が
、
そ

れ
が
本
当
に
わ
か
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
は
い
か
な
い
の
で
す
。
「
い
つ
の
間

に
こ
ん
な
に
年
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ

ろ
う
。
こ
ん
な
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
、

あ
ん
な
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
。
」

「
な
ん
で
私
が
こ
ん
な
病
気

に
か
か
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な

い
ん
だ
ろ
う
。
何
に
も
悪
い

こ
と
を
し
て
い
な
い
の
に
。
」

「
な
ん
で
私
が
死
な
な
く
ち
ゃ

な
ら
な
い
ん
だ
ろ
う
。
ま
だ

こ
ん
な
に
若
い
の
に
。
」
と

い
っ
て
私
た
ち
は
自
分
の
思
い
込
み
に
足

場
を
お
き
、
現
実
を
「
よ
も
や
」
に
変
え

て
苦
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
こ

に
こ
の
言
葉
が
届
く
ん
で
す
。
「
人
生
っ

て
こ
う
い
う
所
な
ん
よ
」
と
。

こ
の
人
生
の
現
実
を
見
つ
め
て
み
れ
ば
、

何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
が
現
実
で
、

い
つ
ま
で
も
か
わ
ら
ず
、
い
つ
ま
で
も
元

気
で
、
家
族
み
ん
な
が
一
緒
に
過
ご
せ
る

と
、
何
と
な
く
思
い
込
ん
で
る
私
の
思
い

は
、
全
く
の
妄
想
な
ん
で
す
。
知
っ
て
は

い
て
も
実
は
そ
う
思
っ
て
は
い
な
か
っ
た

私
に
い
つ
か
気
づ
か
さ
れ
る
時
が
必
ず
や
っ

て
き
ま
す
。
そ
の
時
に
な
っ
て
本
当
の
こ

と
に
目
を
向
け
ず
、
う
か
う
か
と
生
き
て

き
た
こ
と
に
気
づ
く
と
し
た
ら
、
そ
の
時

必
ず
後
悔
が
残
る
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
は
こ
う
い
う
所
と
い
う
、
現
実
を

し
っ
か
り
と
見
つ
め
、
そ
の
現
実
の
上
に

し
っ
か
り
と
立
つ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る

な
ら
ば
、
必
ず
そ
こ
か
ら
新

し
い
道
が
見
え
て
き
ま
す
。

そ
れ
が
仏
教
の
教
え
で
す
。

仏
教
は
こ
の
世
を
娑
婆

と
い
い
思
う
よ
う
に
な
ら
な

い
世
界
だ
と
言
い
ま
す
。
そ

れ
が
現
実
だ
と
、
私
た
ち
に

教
え
続
け
ま
す
。
そ
の
現
実
に
立
っ
た
と

き
に
、
見
え
て
く
る
世
界
が
あ
る
ん
で
す
。

お
念
仏
の
教
え
は
私
た
ち
の
現
実
と
、
そ

の
先
に
向
か
う
べ
き
道
を
指
し
示
し
て
い

ま
す
。
「
こ
こ
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
な
ん
よ
」

と
い
う
三
歳
児
の
言
葉
を
、
我
が
人
生
に

も
持
ち
続
け
、
常
に
現
実
を
見
る
言
葉
と

し
て
大
切
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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地
域
に
よ
っ
て
は
“
月
忌
参
り
”
が

盛
ん
で
、
故
人
の
毎
月
の
命
日
に
は
各

家
庭
に
お
参
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
こ
う
し
た
家
の
門
徒
さ
ん
が
皆
、

お
寺
に
親
し
み
、
お
寺
の
法
要
に
積
極

的
に
お
参
り
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
最
近
は
、

む
し
ろ
“
家
の
お
仏
壇
に
は
参
る
が
、

お
寺
に
は
参
ら
な
い
”
人
が
多
く
な
っ

て
き
た
よ
う
で
す
。

中
に
は
お
寺
で
「
報
恩
講
」
や
「
永

代
経
」
法
要
が
勤
ま
る
日
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
“
お
寺
の
法
要
に
は
我
関
せ
ず
”

と
ば
か
り
に
、
「
き
ょ
う
は
命
日
な
の

で
家
に
お
参
り
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と

平
気
で
電
話
し
て
く
る
方
ま
で
い
ま
す
。

お
寺
で
勤
め
ら
れ
る
法
要
・
行
事
は
、

住
職
や
一
部
の
門
徒
さ
ん
だ
け
の
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
縁
あ
る
す
べ
て
の

門
信
徒
さ
ん
が
お
参
り
し
、
聞
法
し
て

い
た
だ
く
為
に
勤
め
ら
れ
る
の
で
す
。

お
寺
で
法
要
の
勤
ま
る
日
が
、
た
ま

た
ま
故
人
の
命
日
に
重
な
っ
た
方
は
、

法
要
が
勤
ま
る
時
間
に
は
都
合
を
つ
け

て
お
寺
へ
お
参
り
し
、
家
で
は
改
め
て

家
族
そ
ろ
っ
て
お
勤
め
す
る
の
が
よ
い

で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
お
寺
は
「
聞
法
の

道
場
」
で
す
。
数
多
く
の
先
輩
達
が
ご

本
尊
を
ご
安
置
し
た
本
堂
で
仏
法
を
聞

き
慶
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
慶
び
を
家

庭
で
も
身
近
に
味
わ
い
た
い
と
い
う
こ

と
で
、
お
仏
壇
が
安
置
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
お
仏
壇
を
見
て
い
た
だ

け
れ
ば
、
本
堂
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
お
寺
の
本
堂
が
本
来
的
な
お
念

仏
の
道
場
で
す
。
で
す
か
ら
家
の
お
仏

壇
だ
け
で
仏
事
を
す
ま
す
の
で
は
な
く
、

進
ん
で
お
寺
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

仏
事
の
イ
ロ
ハ

お
寺
の
法
要
に
は
知
ら
ん
顔
？


