
善
養
寺
便
り

第
二
号
（
平
成
二
十
六
年
八
月
号
）

南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば

発
行

善
養
寺

観
音
勢
至
は
も
ろ
と
も
に

恒
沙
塵
數
の
菩
薩
と

ご
う
じ
や
じ
ん
じ
ゆ
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か
げ
の
ご
と
く
に
身
に
そ
へ
り

ま

ん

と

う

え

ぼ

ん

え

天
候
不
順
だ
っ
た
八
月
が
も
う
す
ぐ
終
わ
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
「
現
世
利
益
和
讃
」
よ
り

げ
ん

ぜ
り
や
く
わ
さ
ん

も
は
や
日
本
の
気
候
は
熱
帯
化
し
、
異
常
気
象
が
異
常

で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
広
島
は
じ
め
大
雨
ご

ٷ
ృ
া
ਰ
ఋ
भ
ষ
হ

と
に
各
地
に
被
害
が
出
る
自
然
の
猛
威
に
私
た
ち
が
つ

い
て
行
け
な
い
気
が
し
て
い
ま
す
。

さ
て
善
養
寺
で
は
、
八
月
は
恒
例
の
善
養
寺
墓
苑
万
灯
会
法
要
と
、
盆
会
法
要
を
行

九
月
九
日
（
火
）
午
後
一
時
半
よ
り

い
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
暑
い
中
多
く
の
方
が
お
参
り
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

「
第
三
回

善
養
寺
仏
教
婦
人
会
仏
教
講
演
会
」

万
灯
会
法
要
は
今
年
で
三
回
目
に
な
り
ま
す
が
、
今
年
は
法
要
の
参
拝
者
を
少
し
で

ご
講
師

谷
川
弘
顕
先
生

も
増
や
そ
う
と
十
三
日
に
設
定
し
ま
し
た
。
当
日
は
幸
い
雨
も
降
ら
ず
、
初
め
て
参
加

さ
れ
た
方
も
少
な
か
ら
ず
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
六
時
か
ら
お
名
号
碑
前
で
阿
弥
陀

十
一
月
一
日
（
土
）
二
日
（
日
）

経
を
お
勤
め
し
、
皆
さ
ん
の
お
焼
香
時
に
行
灯
を
渡
し
、
各
自
の
お
墓
に
灯
し
て
い
た

「
報
恩
講
」

あ
ん
ど
ん

だ
い
た
後
、
善
養
寺
住
職
、
前
住
職
と
大
学
生
の
長
男
と
と
も
に
す
べ
て
の
お
墓
の
間

ご
講
師

鹿
多
証
道
先
生
（
加
古
川
組
）

を
讃
仏
偈
を
お
勤
め
し
な
が
ら
行
道
を
し
ま
し
た
。
た
だ
、
万
灯
会
ら
し
く
行
灯
が
暗

く
な
っ
た
墓
地
全
体
に
浮
か
び
上
が
る
こ
ろ
に
は
、
皆
さ
ん
も
う
お
帰
り
で
し
た
。（
こ

十
二
月
上
旬

れ
は
想
定
内
で
し
た
が
。
）

「
第
四
回

善
養
寺
仏
教
婦
人
会
仏
教
講
演
会
」

こ
の
万
灯
会
法
要
が
単
な
る
お
盆
の
年
中
行
事
の
お

ご
講
師

谷
川
弘
顕
先
生

墓
参
り
と
し
て
で
な
く
、
多
く
の
有
縁
の
方
々
と
共
に

お
勤
め
を
し
、
お
念
仏
を
唱
え
、
仏
縁
が
さ
ら
に
深
ま

九
月
と
十
二
月
の
仏
教
婦
人
会
仏
教
講
演
会
は
、
お
馴
染
み
の
谷
川
先
生
に
よ
る
「
正

り
ま
す
機
縁
に
な
る
こ
と
を
念
じ
て
お
り
ま
す
。
こ
の

信
念
仏
偈
」
の
お
話
で
す
。
あ
と
二
回
で
「
正
信
偈
」
の
話
は
終
了
し
ま
す
。
少
し

法
要
は
、
春
の
彼
岸
会
法
要
と
と
も
に
今
後
も
続
け
て

難
し
い
部
分
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
い
つ
も
楽
し
く
分
か
り
や
す
く
お
話
し
く
だ
さ

い
き
ま
す
の
で
、
善
養
寺
墓
苑
に
ご
縁
あ
る
方
は
是
非

い
ま
す
。
是
非
お
聴
聞
く
だ
さ
い
。
お
聴
聞
は
い
わ
ゆ
る
勉
強
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

お
参
り
く
だ
さ
い
。
な
お
、
盆
会
は
善
養
寺
本
堂
で
お

今
日
は
こ
の
紙
面
で
少
し
ば
か
り
「
正
信
偈
」
の
お
さ
ら
い
と
次
回
の
講
演
会
に
向

勤
め
を
し
ま
す
。
納
骨
堂
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
お
盆

け
て
の
基
礎
講
座
を
述
べ
ま
し
ょ
う
。

に
も
お
寺
に
お
参
り
し
て
く
だ
さ
い
。



◆

講
演
会
の
た
め
の
「
正
信
偈
」
入
門
１

す
べ
て
に
深
い
意
味
が
あ
る
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
続
き
は
次
号
で
す
。

「
正
信
偈
」
は
正
確
に
は
「
正
信
念
仏
偈
」
と
言
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
三
部
経
が
イ

◆
平
成
二
十
六
年
度
護
持
会
会
費
、
仏
教
婦
人
会
会
費
ご
納
入
の
お
願
い

ン
ド
か
ら
伝
わ
っ
た
お
経
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
正
信
偈
」
は
親
鸞
聖
人
自
身
が
お
著

す
で
に
多
く
の
方
に
ご
納
入
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
も
し
お
忘
れ
で
し
た
ら

し
な
さ
っ
た
「
教
行
信
証
」
と
い
う
書
物
の
中
に
載
っ
て
い
る
六
十
行
百
二
十
句
の
お

ご
納
入
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

経
で
す
。
一
四
〇
〇
年
代
後
半
（
室
町
時
代
）
に
蓮
如
上
人
が
和
讃
と
と
も
に
朝
夕
の

◆

仏
婦
コ
ー
ラ
ス
大
募
集
中

勤
行
で
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
、
一
般
に
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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午
前
十
時
よ
り
、
本
堂
で
練
習
し
て
い
ま
す
。

冒
頭
の
「
帰
命
無
量
寿
如
来

南
無
不
可
思
議
光
」
は
日
本
語
式
に
読
む
と
「
無
量

現
在
、
報
恩
講
で
の
披
露
に
向
け
て
、
沖
縄
の
歌
を
練
習
中
。

寿
如
来
に
帰
命
し

不
可
思
議
光
に
南
無
し
た
て
ま
つ
る
」
と
な
り
、「
帰
命
」
も
「
南

「
花
」
と
「
童
神
（
わ
ら
べ
が
み
）
」
で
す
。
是
非
ご
一
緒
に
！

無
」
も
実
は
同
じ
意
味
で
、
「
無
量
寿
如
来
（
い
つ
で
も
）
と
不
可
思
議
光
（
ど
こ
で

も
）
に
す
べ
て
を
お
ま
か
せ
し
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
冒
頭
二
句
が
、
親
鸞

◆

過
去
帳
に
見
る
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
オ
ブ
・
善
養
寺

聖
人
自
身
の
信
仰
宣
言
で
あ
り
、
正
信
偈
全
体
の
意
味
を
凝
縮
し
て
る
の
で
す
。

以
前
か
ら
要
望
も
あ
り
、
ま
た
企
画
も
し
て
お
り
ま
し
た
善
養
寺
の
歴
史
を
今
後
随
時
掲
載
し
て
い
き

前
回
ま
で
の
谷
川
先
生
の
お
話
で
、
す
で
に
百
句
ほ
ど
の
お
話
が
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

ま
す
。
た
だ
、
左
記
に
あ
る
と
お
り
、
善
養
寺
は
た
び
た
び
火
災
や
大
水
に
見
舞
わ
れ
て
お
り
、
明
治
四
十

え
え
っ
も
う
そ
ん
な
に
終
わ
っ
た
の
か
？
、
と
お
思
い
に
な
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か

五
年
に
も
本
堂
庫
裏
が
全
焼
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
古
文
書
の
多
く
は
散
逸
、
消
失
し
て
お
り
、
当

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
正
信
偈
は
浄
土
真
宗
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
つ
ま
っ
た
お
経
で
す
。
ど

山
の
歴
史
も
現
存
す
る
過
去
帳
が
唯
一
の
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。
乏
し
い
資
料
で
す
が
、
そ
の
過
去
帳
か

こ
か
ら
聴
い
て
も
、
ど
こ
か
ら
読
ん
で
も
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
に
ふ
れ
る
こ
と
に
な

ら
で
も
先
人
の
並
々
な
ら
ぬ
辛
苦
が
う
か
が
え
ま
す
。
で
は
、
当
山
の
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

る
の
で
す
。

最
初
の
記
録
は

さ
て
、
前
回
の
お
話
の
中
か
ら
一
句
取
り
出
し
ま
す
。
九
九
句
目
に
「
輿
韋
提
等

開
基
国
林
院
釈
円
慶
法
師

獲
三
忍
」
と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
日
本
式
に
読
む
と
「
韋
提
と
（
輿
＝
与
）
等
し
く

創
建
寺
号

寛
文
二
年
十
一
月
十
三
日
御
免

三
忍
を
獲
」
と
な
り
、
そ
の
中
の
「
韋
提
」
と
い
う
の
は
実
は
人
の
名
前
で
、「
韋
提
」

木
佛
尊
像

延
寶
元
年
十
一
月
五
日
御
免

え

と
は
釈
尊
の
説
法
を
聞
い
て
信
心
を
得
た
「
韋
提
希
夫
人
」

と
あ
り
ま
す
。
御
免
と
は
、
本
願
寺
よ
り
寺
号
を
賜
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

と
言
う
人
で
、
観
経
に
出
て
く
る
人
物
で
す
。
そ
し
て
「
獲

で
す
か
ら
、
当
善
養
寺
は
こ
の
寛
文
二
年
（
西
暦
一
六
六
一
年
）
に
創
建
さ
れ
た
こ

三
忍
」
と
は
要
は
「
信
心
を
獲
得
す
る
」
の
意
な
の
で
、「
韋

と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
坊
守
が
姫
路
生
野
町
江
尻
傳
右
衛
門
娘
マ
チ
と
な
っ
て
お

提
希
夫
人
と
同
じ
よ
う
に
信
心
を
獲
得
す
る
」
と
い
う
意
味

り
、
こ
れ
以
後
江
尻
姓
を
名
乗
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

に
な
り
ま
す
。
韋
提
希
夫
人
は
罪
深
い
凡
人
の
代
表
と
し
て

開
基
の
円
慶
法
師
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
こ
の
八
代
の
地
に
寺
院
を
建
立
し
た

出
て
く
る
人
物
で
す
。
実
は
正
信
偈
に
は
人
の
名
前
が
た
く

か
は
不
明
で
す
が
、
も
と
他
宗
で
あ
っ
た
の
を
浄
土
真
宗
に
転
宗
し
た
と
い
う
話
で

さ
ん
出
て
き
ま
す
。
次
回
の
先
生
の
話
は
「
源
信
広
開
一
代

す
。
な
お
、
一
六
六
一
年
と
は
、
徳
川
幕
府
開
幕
が
一
六
〇
三
年
、
家
康
の
死
去
か

経
」
ぐ
ら
い
か
ら
始
ま
る
と
思
い
ま
す
が
、
「
源
信
」
も
人

ら
五
〇
年
ほ
ど
経
っ
た
四
代
将
軍
家
綱
の
時
代
で
、
江
戸
時
代
で
は
初
期
に
あ
た
り

名
で
「
往
生
要
集
」
と
い
う
書
物
を
著
し
た

ま
す
。
江
戸
時
代
の
諸
文
化
が
花
開
く
直
前
の
時
代
で
す
。
そ
し
て
、
開
基
円
慶
法

人
物
と
し
て
、
日
本
史
の
教
科
書
に
も
出
て
き
ま
す
。

師
は
一
六
七
五
（
延
宝
三)

年
寂
、
坊
守
様
は
一
六
八
一
年
（
天
和
元
年
）
寂
と
な
っ

以
上
、
ま
こ
と
に
乱
暴
な
説
明
で
し
た
が
、
と
り
あ
え
ず
「
正
信
偈
」
の
一
字
一
句

て
い
ま
す
。
（
続
き
は
次
号
）

↑正信偈の絵本もあります




