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十

一

月

十

六

日
（

火

）

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
。

念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り

む

げ

い

ち

ど

う

住

職

蒲

原

霊

英

こ
の
言
葉
は
『
歎
異
抄
』
第
七
条
に
あ
り
、
「
念
仏
す
る
人
は
、
何
も
の
に
も
さ
ま
た
げ

た
ん
に
し
よ
う

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
た
だ
一
筋
の
大
道
を
歩
む
も
の
で
す
」
と
、
親
鸞
聖
人
が
述
懐
さ
れ

ひ
と
す
じ

だ
い
ど
う

し
ん
ら
ん
し
よ
う
に
ん

じ
ゆ
つ
か
い

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ご
聖
人
の
境
遇
に
お
い
て
さ
ま
た
げ
に
な
る
よ
う

し
る

し
よ
う
に
ん

き
よ
う
ぐ
う

な
事
は
無
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
逆

境
と
言

ぎ
や
つ
き
よ
う

え
る
流
罪
、
長
男
と
の
義
絶
、
戦
乱
、
飢
饉
、
火
災
や
疫
病
な
ど
困
難
な
出
来
事
が
次
々

る

ざ

い

ぎ

ぜ

つ

き

き

ん

え
き
び
よ
う

と
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
苦
難
の
生
涯
に
対
し
て
も
、
ご
聖
人
は
確
信
を
持
っ
て

し
よ
う
が
い

し
よ
う
に
ん

「
無
碍
の
一
道
」
と
断
言
さ
れ
、
お
念
仏
の
道
を
貫
い
て
生
き
抜
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

む

げ

い
ち
ど
う

つ
ら
ぬ

念
仏
を
す
る
と
こ
れ
ら
の
さ
ま
た
げ
が
無
く
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ご
聖
人
は
、
念
仏
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、
主
著
『
教
行
信
証
』
「
行
巻
」
で
「
至
徳

し
よ
う
に
ん

し
ゆ
ち
よ

き
よ
う
ぎ
よ
う
し
ん
し
よ
う

し

と

く

の
風
静
か
に
衆
禍
の
波
転
ず
（
功
徳
の
極
ま
り
で
あ
る
念
仏
は
、
静
か
な
風
の
よ
う
で
あ

し

ゆ

か

く

ど

く

り
、
絶
え
間
な
い
波
の
如
く
繰
り
返
し
起
こ
る
困
難
な
出
来
事
を
転
じ
て
い
く
）
」
と
示
さ

ご
と

く

れ
て
い
ま
す
。
困
難
で
苦
し
い
出
来
事
が
起
こ
っ
た
時
に
は
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
た
り
忘
れ

よ
う
と
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
す
べ
て
を
自
分
に
与
え
ら
れ
た
仏
縁
と
し
て

ぶ
つ
え
ん

あ
る
が
ま
ま
に
真
っ
直
ぐ
に
受
け
止
め
、
そ
の
原
因
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
て
、
自
分
自

す

身
で
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
ら
れ
た
時
、
す
べ
て

が
生
き
る
た
め
の
心
の
糧
と
し
て
転
じ
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
南

か
て

無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
様
に
す
べ
て
お
ま
か
せ
し
、
ど

ん
な
出
来
事
で
も
阿
弥
陀
様
の
お
は
か
ら
い
と
思
っ
て
あ
る
が
ま
ま
に
い
た
だ
い
て
、
そ

れ
も
糧
と
し
て
自
分
の
人
生
を
豊
か
に
歩
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う

か
て

に
、
い
つ
も
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
念
仏
申
し
て
何
事
も
あ
る
が
ま
ま
に
い
た
だ
い
て

お
れ
ば
、
ど
ん
な
困
難
も
困
難
と
も
思
わ
ず
、
さ
ま
た
げ
と
も
思
う
こ
と
は
な
い
の
で
、

ご
聖
人
は
「
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
」
と
言
い
切
ら
れ
た
の
で
す
。

し
よ
う
に
ん

む

げ

い
ち
ど
う

と
は
言
え
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
多
く
の
困
難
に
直
面
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
私
達
に

と
っ
て
、
現
実
を
あ
る
が
ま
ま
い
た
だ
け
と
言
わ
れ
て
も
、
非
常
に
厳
し
く
感
じ
ら
れ
る

き
び

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
様
は
い
つ
も
私
と
一
緒
に
居
て
く
だ
さ
り
、
「
大
丈

夫
、
そ
の
ま
ま
の
あ
な
た
で
大
丈
夫
」
と
、
現
実
を
受
け
止
め
ら
れ
な
い
私
、
一
歩
踏
み

ふ

出
せ
な
い
私
、
失
敗
続
き
の
私
、
そ
ん
な
ダ
メ
な
自
分
が
嫌
に
な
っ
て
し
ま
う
私
を
、
そ

い
や

の
ま
ま
肯
定
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
ま
た
、
私
に
向
け
ら
れ
た
エ
ー
ル

こ
う
て
い

で
も
あ
る
の
で
す
。
あ
り
が
た
く
お
念
仏
の
道
を
歩
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
合
掌
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彼
岸
の
入
り
の
九
月
二
十
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
総
永

し

ん

の

う

代

経

法

要

が

営

ま

れ

ま

し

た

。

献

灯

・

献

花

・

献

供

物

の

後

に

い
と
な

け

ん

と

う

け

ん

か

け

ん

く

も

つ

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

ど

き

ょ

う

は

い

ど

く

の
後
、
住
職
よ
り
ご
法
話
が
あ
り
、
本
山
御
用
達
の
お
供
物
（
亀

ご

よ

う

た

し

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

む

つ

ま

つ

か

ぜ

か

ふ

永
代
経
は
、
そ
の
時
で
き
る
人
が
で
き
る
事
を
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
で
、
皆
で
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
す
る
と
い
う
、
相
互
扶
助
た
る
「
お
互
い
様
」

そ

う

ご

ふ

じ

ょ

の
精
神
を
も
っ
て
受
け
継
が
れ
て
来
ま
し
た
。
毎
年
日
本
の
何
処

つ

ど

こ

か
で
甚
大
な
災
害
が
起
こ
り
、
多
数
の
寺
院
や
ご
門
徒
も
大
変
な

じ

ん

だ

い

被
害
を

被

っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
皆
様
か
ら
お
預
か
り
致
し
ま

こ
う
む

し
た
ご
浄

財
は
、
ご
本
山
で
災
害
復
興
支
援
等
に
あ
り
が
た
く
役

じ
よ
う
ざ
い

さ

い

が

い

ふ

っ

こ

う

し

え

ん

立
た
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

二
十
三
日
午
前
十
一
時
か
ら
は
、
彼
岸
中
日
法
要
を
お
勤
め
致

つ
と

し
ま
し
た
。
今
年
も
お
斎
は
取
り
止
め
ま
し
た
が
、
皆
で
お
勤
め

と
き

つ
と

で
き
る
こ
と
に
感
謝
し
て
お
念
仏
申
し
ま
し
た
。

酒

呑

童

子

と

そ

の

一

族

を

征

伐

し

ゆ

て

ん

ど

う

じ

せ

い

ば

つ

す
る
よ
う
に
と
の
勅

命
を
受
け
、

ち
よ
く
め
い

渡

辺

綱

・

坂

田

金

時

・

卜

部

季

わ
た
な
べ
の
つ
な

さ

か

た

の

き

ん

と

き

う

ら

べ

の

す

え

武

・

碓

井

貞

光

・

藤

原

保

昌

ら

た
け

う

す

い

さ

だ

み

つ

ふ

じ

わ

ら

の

や

す

ま

さ

を

率

い

て

酒

呑

童

子

の

首

を

斬

ひ
き

し

ゆ

て

ん

ど

う

じ

き

り
落
と
し
、
配
下
の
鬼
達
も
退
治

は

い

か

た

い

じ

し

た

と

い

う

伝

承

が

残

っ

て

い

で
ん
し
よ
う

ま

す

。

渡

辺

綱

が

持

ち

帰

っ

た

わ
た
な
べ
の
つ
な

鬼
の
腕
と
は
、
史
上
最
強
の
鬼
、

大

江

山

の

酒

呑

童

子

の

腕

な

の

し

ゆ

て

ん

ど

う

じ

で
し
ょ
う
か
。

西本願寺の七不思議
そ の ４

鬼の手水鉢

本願寺ゆかりの銘菓

松 風
（亀屋陸奥）

元亀元年（1570）に始まり、11年間続いた織田信長と
石山本願寺（現在の大阪城の地）の合戦の最中、当家
三代目大塚治右衛門春近が創製した品が兵糧の代わり
となり、信長と和睦の後に顕如上人が

わすれては波のおとかとおもうなり
まくらにちかき庭の松風

と、京都六条下間邸にて詠まれた歌から銘を賜り、こ
れが「松風」の始まりだと伝わっています。（HPより）

境
内
の
奥
庭
に
、
こ
れ
と
い
っ
た
特
徴
の

け

い

だ

い

な
い
普
通
の
手
水
鉢
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

ち

よ

う

ず

ば

ち

手
水
鉢
に
使
わ
れ
て
い
る
石
は
元
々
は
羅
城

ち

よ

う

ず

ば

ち

ら

じ

よ

う

門
に
あ
っ
た
石
で
、
源

頼

光
の
家
臣
で
四

み
な
も
と
の
よ
り
み
つ

天
王
の
ひ
と
り
で
あ
る
渡
辺
綱
が
鬼
の
腕
を

わ
た
な
べ
の
つ
な

斬
っ
た
後
、
屋
敷
に
持
ち
帰
り
、
し
ば
ら
く

の
間
そ
の
鬼
の
腕
を
入
れ
て
い
た
石
櫃
（
石

せ

き

ひ

つ

製
の
箱
）
に
使
わ
れ
て
い
た
石
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
手
水
鉢
と
し
た
が
、
夜

ち

よ

う

ず

ば

ち

に
な
る
と
泣
き
出
す
の
で
本
願
寺
に
寄
付
さ

れ
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
手
水
鉢

ち

よ

う

ず

ば

ち

は
「
鬼
の
手
水
鉢
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

ち

よ

う

ず

ば

ち

源

頼

光
は
、
天
皇
か
ら
大
江
山
に
住
む

み
な
も
と
の
よ
り
み
つ

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


