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十

一

月

十

六

日
（

月

）

午

前

十

一

時

よ

り

お

と

き

は

中

止

致

し

ま

す

常
例
十
六
日
講

毎
月
十
六
日
午
後
一
時
よ
り

お
経
練
習
・
法
話
会

写

経

会

毎
月
第
二
・
四
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り

浄
土
真
宗
の
ご
開
祖
親
鸞
聖
人
の

御
祥
月
御
命
日
に

し
ん
ら
ん
し
よ
う
に
ん

ご

し

よ

う

つ

き

ご

め

い

に

ち

ご
宗
祖
の
ご
苦
労
を
偲
び
感
謝
し
、そ
の
み
教
え
を

し

の

味
あ
わ
せ
て
い
た
だ
き
、明
日
の
私
の
生
き
る
糧
と

か

て

さ
せ
て
い
た
だ
く
法
要
で
す
。

ど
う
ぞ
ご
参
拝
下
さ
い
。

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ

（
コ
ロ
ナ
以
後
）

住

職

蒲

原

霊

英

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
終
息
は
未
だ
見
え
ず
、
ま
だ
ま
だ
多
方
面
に
渡
り
色

し
ゆ
う
そ
く

い
ま

わ
た

々
な
形
で
多
大
な
損
害
が
及
ん
で
い
る
状

況
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
目
に
見
え
な

じ
よ
う
き
よ
う

い
ウ
イ
ル
ス
の
せ
い
で
、
皮
肉
に
も
、
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
事
が
見
え
て
来
た

ひ

に

く

よ
う
に
思
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
今
ま
で
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
常
識
が

覆

じ
よ
う
し
き

く
つ
が
え

り
、
価
値
観
や
も
の
の
見
方
が
変
わ
っ
た
と
い
う
良
い
側
面
も
沢
山
有
る
の
で
は

た

く

さ

ん

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
代
表
的
な
一
つ
が
テ
レ
ワ
ー
ク
で
し
ょ
う
。

テ
レ
ワ
ー
ク
は
、
以
前
か
ら
普
及
推
進
が
叫
ば
れ
て
い
て
も
な
か
な
か
進
ま
な

ふ

き

ゆ

う

す

い

し

ん

さ
け

か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
今
回
必
要
に
迫
ら
れ
て
こ
れ
だ
け
普
及
し
ま
し
た
。
実

か
か

せ
ま

ふ

き

ゆ

う

際
や
っ
て
み
る
と
、
テ
レ
ワ
ー
ク
で
も
遜
色
な
い
こ
と
が
判
り
、
毎
日
わ
ざ
わ
ざ

そ
ん
し
よ
く

わ
か

満
員
電
車
に
長
時
間
乗
っ
て
出
社
す
る
必
要
が
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
判
り
ま

わ
か

し
た
。
す
る
と
、
会
社
は
高
い
家
賃
を
払
っ
て
都
心
に
広
い
オ
フ
ィ
ス
を
構
え
る

か
ま

必
要
が
無
く
な
り
、
今
ど
ん
ど
ん
都
心
の
オ
フ
ィ
ス
が
空
き
始
め
て
い
る
そ
う
で

す
。
ま
た
、
働
く
側
も
、
通
勤
を
考
慮
す
る
必
要
が
無
く
な
り
、
郊
外
や
故
郷
に

こ

う

り

よ

こ

う

が

い

こ

き

よ

う

引
っ
越
す
人
も
出
て
来
た
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
職
種
に
も
依
り
ま
す
が
、
今
ま

し
よ
く
し
ゆ

よ

で
仕
事
の
場
所
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
り
我
慢
し
た
り
し
て
い
た
事
か
ら
解
放
さ

せ

い

や

く

が

ま

ん

か

い

ほ

う

れ
て
、
自
分
は
何
処
で
ど
う
い
う
風
に
暮
ら
し
た
い
の
か
、
も
っ
と
言
え
ば
、
ど

ど

こ

う
い
う
風
に
生
き
て
い
き
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
再
考
す
る
人
が
多
く
な
っ
た

さ

い

こ

う

よ
う
に
思
え
ま
す
。

所
詮
こ
の
世
は
無
常
で
あ
り
、
常
識
と
言
わ
れ
る
事
で
も
、
時
代
や
社
会
情
勢

し

よ

せ

ん

む

じ

よ

う

じ
よ
う
し
き

じ
よ
う
せ
い

に
よ
っ
て
様
々
に
変
化
し
得
る
も
の
で
す
。
さ
ら
に
、
物
事
に
は
色
々
な
側
面
が

有
り
、
見
る
角
度
に
よ
っ
て
良
く
も
悪
く
も
様
々
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず

と
ら

で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
自
分
の
は
か
ら
い
で
一
方
的
に
し
か
見
よ
う
と
せ
ず
、

勝
手
に
一
喜
一
憂
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
親
鸞
聖
人
は
、
ど
ん
な
事
が
起
き

い

つ

き

い

ち

ゆ

う

し
ん
ら
ん
し
よ
う
に
ん

よ
う
と
も
、
自
分
の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
、
こ
れ
も
阿
弥
陀
様
の
お
は
か
ら
い
だ

す

と
、
こ
の
ご
縁
を
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
い
た
だ
き
な
さ
い
と
説
か
れ
ま
し
た
。
ど

え
ん

と

ん
な
事
も
全
て
阿
弥
陀
様
に
お
ま
か
せ
す
る
と
い
う
「
自
然
法
爾
」
の
お
言
葉
で
表

す
べ

じ

ね

ん

ほ

う

に

あ
ら
わ

さ
れ
た
、
聖
人
が
最
晩
年
に
至
ら
れ
た
境
地
で
す
。
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
い
た
だ

し
よ
う
に
ん

い
た

き

よ

う

ち

か
せ
て
も
ら
う
と
、
こ
の
コ
ロ
ナ
騒
動
も
悪
い
事
ば
か
り
で
は
無
く
、
痛
み
は

伴

そ

う

ど
う

と
も
な

う
も
の
の
、
新
し
い
時
代
に
向
け
て
新
し
い
価
値
観
を
再
構
築
す
る
為
の
、
良
い

さ

い

こ

う

ち

く

ご
縁
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
聖
人
の
お
言
葉
は
、
時
代
を
経
て

え
ん

し
よ
う
に
ん

へ

も
尚
、
私
た
ち
が
混
迷
の
時
代
を
生
き
抜
く
為
の
指
針
と
な
る
の
で
す
。

合

掌

な
お

こ

ん

め

い

ぬ

し

し

ん
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彼
岸
の
入
り
の
九
月
十
九
日
午
後
七
時
か
ら
、
こ
の
一
年
間

に
永
代
経
を
ご
進
納
く
だ
さ
っ
た
方
々
を
ご
招
待
し
、
浄
光
寺

し

ん

の

う

総
永
代
経
法
要
が

営

ま
れ
ま
し
た
。
献
灯
・
献
花
・
献
供
物
の

い
と
な

け

ん

と

う

け

ん

か

け

ん

く

も

つ

後
に
読
経
が
始
ま
り
、
参
拝
者
の
方
々
が
順
次
ご
焼
香
。
御
文

ど

き

ょ

う

章
拝
読
の
後
、
住
職
よ
り
ご
法
話
が
あ
り
、
本
山
御
用
達
の
お

は

い

ど

く

供
物
（
亀
屋
陸
奥
「
松
風
」
）
と
記
念
品
が
下
付
さ
れ
ま
し
た
。

む

つ

か

ふ

永
代
経
は
、
永
代
に
わ
た
り
仏
を
供
養
し
、
み
教
え
が
伝
わ

く

よ

う

っ
て
ゆ
く
よ
う
に
と
、
で
き
る
人
が
で
き
る
時
に
で
き
る
事
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
、
相
互
扶
助
た
る
「
お
互
い
様
」
の

そ

う

ご

ふ

じ

ょ

精
神
を
も
っ
て
受
け
継
が
れ
て
来
ま
し
た
。
明
日
は
我
が
身
で
、

つ

毎
年
何
処
か
で
甚
大
な
災
害
が
起
き
て
い
る
昨
今
、
ご
本
山
で

ど

こ

じ

ん

だ

い

さ

い

が

い

さ

つ

こ

ん

災
害
復
興
支
援
等
に
役
立
た
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

さ

い

が

い

ふ

っ

こ

う

し

え

ん

二
十
二
日
午
前
十
一
時
か
ら
は
、
彼
岸
中
日
法
要
を
お
勤
め

つ
と

致
し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
為
、
お
斎と

き

は
取
り
止
め
ま
し
た
が
、
い
つ
も
通
り
皆
で
お
勤
め
で
き
る
こ

つ
と

と
が
な
ん
と
有
り
難
い
こ
と
か
と
、
改
め
て
感
謝
の
お
念
仏
を

が
た

申
し
ま
し
た
。
「
有
る
事
が
難
し
い
」
か
ら
有
り
難
い
の
で
す
。

が
た

本

願

寺

の

御

影

堂

の

左

手

前

に

、

ご

え

い

ど

う

｢

水

吹

き

銀

杏｣

と

呼

ば

れ

る

巨

大

な

い

ち

よ

う

銀
杏
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
銀
杏
は
、

い

ち

よ

う

い

ち

よ

う

江

戸

時

代

、

宝

暦

九(

一

七

五

九)

年

ほ

う

れ

き

に

大

坂

の

門

徒

に

よ

り

植

え

ら

れ

た

そ

う

で

す

が

、

樹

齢

は

約

四

百

年

と

じ

ゆ

れ

い

推

定

さ

れ

、

高

さ

十

五

ｍ

、

幹

周

り

７
ｍ
、
枝
周
り
三
十
ｍ
も
あ
り
ま
す
。

天

明

八(

一

七

八

八)

年

、

京

の

都

て

ん

め

い

の

大

半

を

焼

き

尽

く

し

た

と

言

わ

れ

る

天

明

の

大

火

が

起

き

た

時

に

、

こ

て

ん

め

い

の

大

銀

杏

の

葉

か

ら

水

が

吹

き

出

し

い

ち

よ

う

て

、

御

影

堂

等

の

伽

藍

を

火

か

ら

守

ご

え

い

ど

う

が

ら

ん

っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、｢

水
吹

き
銀
杏｣

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

い

ち

よ

う

し
た
。
ま
た
、
こ
の
大
銀
杏
は｢

逆
さ

い

ち

よ

う

銀
杏｣

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
枝
が

い

ち

よ

う

左
右
に
大
き
く
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、

あ

る

高

僧

が

苗

木

を

間

違

っ

て

逆

さ

に

植

え

て

し

ま

っ

た

せ

い

で

枝

が

横

に

広

が

っ

た

の

だ

と

い

う

言

い

伝

え

か

ら

、

そ

う

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

っ

た
そ
う
で
す
。

是
非
ご
参
拝
の
折
に
ご
覧
下
さ
い
。

西
本
願
寺
の
七
不
思
議

そ

の

一

水
吹
き
銀
杏

月

忌

納

め

法

要

（

お

み

が

き

）

十

二

月

十

六

日

午
後
一
時
よ
り

仏
様
ご
先
祖
様
に
一
年
の
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
し
ょ
う

除

夜

会

法

要

十

二

月

三

十

一

日

午
後
十
一
時
半
よ
り

除
夜
の
鐘
を

つ
い
て
み
ま
せ
ん
か

豚
汁
の
振
る
舞
い
が
あ
り
ま
す


