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日 時 ： ８ 月 １ ２ 日 （ 火 ）

　 　 　 　 　 １ ３ 日 （ 水 ）

  ：午前８時頃～午後１時頃

え
い
ろ
く
す
け

　
浄
土
真
宗
高
田
派
の
寺
院
の
生
ま
れ
の
永
六
輔
氏
が
、
以
前
ラ
ジ
オ
番
組
で
、
一

年
の
始
め
は
、
１
月
１
日
０
時
０
分
０
秒
か
ら
で
、
何
で
０
月
０
日
の
０
時
０
分
０

秒
か
ら
で
は
な
い
の
か
？
。
そ
ん
な
事
を
話
さ
れ
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

い
放
送
内
容
は
、
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
名
古
屋
駅
前
に
も
、
又
新
し
い
高
層
ビ
ル
が
建
つ
そ
う
で
す
。
こ
う
し
た
ビ
ル
１

お

階
か
ら
、
一
階
上
る
と
、
そ
の
階
は
、
２
階
に
な
り
ま
す
。
１
階
か
ら
、
一
階
下
り

る
と
、
今
度
は
そ
こ
は
、
デ
パ
地
下
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
地
下
１
階
に
な
り

ま
す
。

　
地
上
と
、
地
下
の
階
数
の
数
え
方
の

基
準
が
ど
う
考
え
て
も
異
な
つ
て
い
る

ひ
な
さ
ま

気
が
し
ま
す
。
で
は
、
お
雛
様
の
飾
り

は
、
五
段
飾
り
と
か
七
段
飾
り
と
言
い

ま
す
。
お
雛
様
の
諸
道
具
を
置
く
場
所

（
段
）
は
、
一
番
下
段
で
す
。
こ
の
段

は
、
一
段
目
と
言
い
ま
す
。

か
ず

か
ぞ

　
日
本
人
は
、
物
の
数
を
数
え
る
時
に

ゼ
ロ

最
初
が
０
か
ら
数
え
る
場
合
と
、
最
初

を
１
か
ら
数
え
る
場
合
を
、
無
意
識
に

巧
み
に
使
い
分
け
て
い
る
様
で
す
。

　
前
述
し
た
、
ビ
ル
の
階
数
の
数
え
方

で
は
、
地
上
の
階
は
、
１
か
ら
数
え
て

一
階
上
が
れ
ば
、
２
階
に
な
り
ま
す
。

　
地
下
の
場
合
に
は
、
０
か
ら
数
え
た

場
合
に
は
一
階
下
り
れ
ば
、
地
下
１
階

と
数
え
ま
す
。

　
外
国
映
画
な
ど
で
は
、
日
本
で
言
う

ビ
ル
の
１
階
が
、
グ
ラ
ン
ド
で
（
日
本

で
言
う
）
２
階
が
、
１
階
と
表
示
さ
れ

て
い
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
画
面
が
映
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
地

ゼ
ロ

上
階
も
０
か
ら
、
数
え
る
事
に
な
っ
て

い
る
。

　
少
し
前
ま
で
は
、
年
齢
の
数
え
方
も

満
年
齢
と
、
数
え
歳
の
数
え
方
が
あ
り

ま
し
た
。
か
っ
て
は
、
正
月
が
来
る
た

び
に
、
歳
を
取
る
数
え
方
が
、
一
般
的

で
あ
っ
た
。

と
し
だ
ま

　
つ
ま
り
正
月
が
来
れ
ば
、
年
玉
を
、

大
人
も
、
子
供
も
一
つ
ず
つ
頂
く
事
で

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ

た
ま
し
い

の
年
玉
は
、
同
時
に
又
魂
の
意
味
で
も

あ
っ
た
の
で
、
た
と
え
、
生
ま
れ
た
て

の
赤
ん
坊
に
も
、
魂
の
無
い
赤
ん
坊
は

額
に
ビ
ン
デ
ィ
ー
を
つ
け
た
イ
ン
ド
女
性

夕陽の当寺累代住職の墓

（平和公園浄信寺墓地）

ゼ
ロ

く

う

０

　

と

　

「

空

」

あ
が

な
ぜ
、
階
段
を
一
階
上
る
と
、
２
階
な
の
！

お
り

　
　
　
地
下
に
一
階
下
る
と
、
１
階
（
地
下
）
な
の
？

満
年
齢
・
数
え
年
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い
な
い
の
で
、
だ
れ
で
も
、
生
ま
れ
た

時
は
、
一
歳
な
の
で
あ
る
。
現
在
は
、

ほ
と
ん
ど
満
年
齢
で
数
え
る
の
で
、
そ

の
人
の
誕
生
日
が
来
れ
ば
、
一
つ
の
年

玉
（
歳
）
を
加
え
る
。
時
間
の
長
さ
で

年
齢
を
計
算
す
る
方
法
が
、
一
般
的
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
仏
事
の
数
え

方
や
、
享
年
の
数
え
方
は
、
ま
だ
数
え

年
の
数
え
方
を
し
て
い
る
の
は
、
日
本

人
の
繊
細
な
民
俗
の
心
の
現
わ
れ
だ
と

思
う
の
で
あ
る
。

ゼ
ロ

　
こ
の
物
の
数
え
方
の
０
の
数
字
は
、

今
か
ら
二
千
年
ほ
ど
前
に
、
イ
ン
ド
で

発
見
さ
れ
た
数
字
（
概
念
）
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
頃
つ
ま
り

お
釈
迦
さ
ん
亡
く
な
っ
て
か
ら
四
～
五

百
年
後
に
、
大
乗
仏
教
と
言
わ
れ
る
仏

教
が
、
お
こ
っ
た
事
と
無
関
係
で
は
な

い
の
で
す
。
こ
の
ゼ
ロ
を
意
味
す
る
言

葉
は
、
イ
ン
ド
の
古
語
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
シ
ュ
ー
ニ
ア
で
す
。
こ
の
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
シ
ュ
ー
ニ
ア
と
言
う

ご

い

で
ん
ぱ
ん

語
彙
が
、
中
国
に
、
仏
典
と
共
に
伝
播

ゼ
ロ

さ
れ
た
時
に
、
中
国
で
は
ま
だ
０
つ
ま

り
シ
ュ
ー
ニ
ア
と
言
う
概
念
が
無
か
っ

く
う

た
為
、
そ
れ
を
空
と
中
国
語
（
漢
字
）

く
う

に
翻
訳
し
。
【
空
】
と
言
う
思
想
哲
学

が
、
流
布
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

【
空
】
と
は
何
か
と
問
わ
れ
て
も
、
小

生
に
は
、
そ
れ
に
答
え
る
能
力
も
知
識

も
残
念
な
が
ら
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い

の
で
、
関
連
書
籍
を
参
考
に
、
少
し
説

明
し
て
み
た
い
。

　
大
乗
仏
教
運
動
と
い
う
の
は
、
お
釈

え
ん
ぎ

迦
様
が
説
い
た 

｢

縁
起｣

 

と
い
う
言
葉

く
う

を 
｢

空｣
 

と
表
現
し
て
い
こ
う
と
し
た

の
が
最
初
の
運
動
で
す
、
そ
れ
が
お
経

は
ん
に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う

と
し
て
表
さ
れ
た
の
が
『
般
若
心
経
』

な
ど
の
般
若
経
系
統
の
経
典
で
す
。

　
こ
の
系
統
が
、
西
暦
一
世
紀
ご
ろ
に

だ
い
は
ん
に
ゃ
き
ょ
う

『
大
般
若
経
』
の
形
で
ま
と
ま
っ
て
い

ま
す
。

ゆ
い
ま
き
ょ
う

　
こ
の
般
若
経
の
変
形
が
『
維
摩
経
』

け
ご
ん
き
ょ
う

に
な
り
、
『
華
厳
経
』
も
そ
の
流
れ
に

あ
る
も
の
で｢

無
限
の
縁
起｣

と
し
て
の

宇
宙
を
表
し
、
無
限
の
仏
の
い
の
ち
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
、
大
仏
さ
ん
は
奈

良
の
大
仏
の
よ
う
に
大
き
く
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
で
す
。

ほ

け

き

ょ

う

　
『
法
華
経
』
は
仏
の
い
の
ち
、
真
実

と
い
う
い
の
ち
を
我
々
は
生
き
て
い
る

真
実
の
い
の
ち
の
中
に
い
る
の
だ
と
教

し
ょ
う
ま
ん
き
ょ
う

ね
は
ん
き
ょ
う

え
て
い
ま
す
『
勝
鬘
経
』
『
涅
槃
経
』

な
ど
は 

｢

如
来
蔵｣

 

と
い
っ
て
、
み
ん

な 
｢

仏
性｣

 

と
い
う
の
を
持
っ
て
お
り

だ
れ
で
も
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
主
張
で
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
そ

う
い
う
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
大
乗
仏
教
の
理
論
の
一
つ

と
し
て
一
切
の
も
の
は
本
質
を
も
た
な

く
う

い
、
「
す
べ
て
は
空
で
あ
る
」
と
の
思

想
を
完
成
さ
せ
た
の
が
真
宗
で
言
う
七

り
ゅ
う
じ
ゅ

高
僧
の
一
人
の
龍
樹
（
ナ
ー
ガ
ー
ル

ジ
ュ
ナ
）
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
仏
教
は
イ
ン
ド
を
中
心
に
ア
ジ
ア
各

地
に
広
が
り
ま
す
が
、
中
国
へ
は
、
一

ご

か

ん

説
に
よ
れ
ば
、
紀
元
六
十
七
年
後
漢
の

明
帝
の
時
代
に
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
、

パ
ミ
ー
ル
高
原
を
経
て
、
中
国
西
部
に

で
ん
ぱ
ん

伝
播
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時

の
中
国
の
人
々
の
心
を
、
つ
か
ん
で
い

ど
う
き
ょ
う

じ
ゅ
き
ょ
う

た
、
道
教
・
儒
教
的
な
考
え
方
と
融
合

こ
う
き
ょ
う

ぎ
き
ょ
う

し
て
、
『
孝
経
』
と
言
わ
れ
る
、
偽
経

も
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
同
時
に
、
漢
字

に
代
表
さ
れ
る
中
国
独
自
の
文
化
と
融

合
し
て
、
仏
典
の
漢
訳
が
な
さ
れ
て
、

多
く
の
『
漢
訳
仏
典
』
の
成
立
を
み
る

の
で
あ
る
。

く

ま

ら

じ

ゅ

　
特
に
五
世
紀
に
鳩
摩
羅
什
が
出
る
に

及
ん
で
、
彼
の
卓
越
し
た
仏
教
に
対
す

ぞ
う
け
い

る
造
詣
と
語
学
力
を
持
っ
て
、
多
く
の

漢
訳
経
典
が
流
布
す
る
様
に
な
り
、
隋

に
よ
る
中
国
の
統
一
が
な
さ
れ
る
頃
に

な
っ
て
、
漢
訳
経
典
の
研
究
や
、
解
説

書
・
注
釈
書
な
ど
の
研
究
も
な
さ
れ
る

様
に
な
り
、
中
国
で
の
仏
教
が
そ
れ
ぞ

れ
の
根
本
（
重
要
）
と
考
え
る
経
典
を

中
心
に
し
た
、
僧
侶
の
集
団
が
成
立
し

た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
集
団
の
中
に

ぜ
ん
ど
う

唐
代
は
じ
め
善
導
（
七
高
僧
第
五
祖
）

六
一
三
年
～
六
八
一
年
（
日
本
は
飛
鳥

時
代
、
大
化
改
新
が
あ
っ
た
頃
）
が
、

ど
ん
ら
ん

曇
鸞(

四
七
六
～
五
四
二
？)

の
は
じ
め

た
、
浄
土
宗
を
人
々
に
す
す
め
民
衆
救

済
に
勤
め
た
。

ぜ
ん
ど
う

か
ん
む
り
ょ
じ
ゅ
き
ょ
う

か
ん
ぎ
ょ
う

　
善
導
は
『
観
無
量
寿
経
』
（
観
経
）

住
職
の
誕
生
日
に
孫(

満
三
歳)

か
ら

贈
ら
れ
た
絵

大
乗
仏
教
・
縁
起
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に
つ
い
て
の
解
釈
を
記
述
し
た
、
『
観

経
疏
』
（
か
ん
ぎ
ょ
う
し
ょ
）
は
、
日

ほ
う
ね
ん

本
の
法
然
上
人
に
、
絶
大
な
影
響
を
与

え
、
や
が
て
法
然
門
下
の
親
鸞
な
ど
の

日
本
浄
土
教
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で

あ
る
。

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

あ

み

だ

き

ょ

う

　
『
無
量
寿
経
』
や
『
阿
弥
陀
経
』
は

簡
単
に
言
え
ば
、
阿
弥
陀
様
と
い
う
光

ほ
と
け
さ
ま

の
姿
で
あ
り
、
寿
命
の
姿
で
。
仏
様
の

真
実
は
永
遠
で
あ
る
。
そ
れ
で
一
切
を

包
ん
で
い
る
と
い
う
形
で
表
現
し
た
も

の
で
す
。
そ
の
仏
と
の
出
会
い
の
関
係

を
主
張
し
、
そ
の
包
ま
れ
て
い
る
中
で

ぼ

ん

ぷ

一
人
一
人
の
凡
夫
が
ど
う
や
っ
て
真
実

に
目
覚
め
、
真
実
に
気
づ
い
て
い
く
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

ゼ
ロ

　
つ
ま
り
、
０
と
い
う
数
の
起
源
に
は

イ
ン
ド
の
宗
教
的
側
面
と
同
時
に
、
イ

ン
ド
哲
学
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ

ゼ
ロ

ン
ド
で
０
を
意
味
す
る
言
葉
は
、
先
述

し
た
よ
う
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

シ
ュ
ー
ニ
ア
で
す
。
シ
ュ
ー
ニ
ア
と
は

文
字
通
り
に
何
も
無
い
と
い
う
意
味
。

そ
の
イ
ン
ド
の
言
葉
が
、
中
国
語
で
は

く
う

「
空
」
と
翻
訳
さ
れ
、
大
乗
仏
教
の
一

え

ん

ぎ

つ
の
根
本
を
な
す
「
縁
起
」
に
も
と
ず

く
、
空
の
思
想
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
の

シ
ン
ボ
ル

空
と
言
う
教
え
の
象
徴
と
し
て
、
阿
弥

陀
様
が
あ
る
と
言
う
事
を
、
理
解
し
て

い
た
だ
き
た
か
っ
た
の
で
す
。

　
我
が
自
坊
の
近
所
に
国
際
セ
ン
タ
ー

が
あ
り
、
ビ
ン
デ
ィ
ー
と
称
さ
れ
る
点

ひ
た
い

を
額
に
付
け
て
い
る
イ
ン
ド
の
女
性
に

時
折
出
会
い
ま
す
。
こ
の
ビ
ン
デ
ィ
ー

は
、
「
空
」
を
象
徴
的
に
表
す
も
の
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
ビ
ン
デ
ィ
ー
、
即
ち

「
点
」
は｢

穴｣

へ
と
変
化
し
、
そ
し
て

こ
の
「
穴
」
は
、
一
種
の
世
界
観
を
表

す
も
の
と
な
り
、
例
え
ば
、
そ
の
一
つ

が
人
間
は
全
て
、
こ
の
「
穴
」
の
中
に

い
る
と
い
う
考
え
で
す
。
「
救
い
」
と

は
、｢

穴｣

か
ら
抜
け
出
る
こ
と
だ
と
考

え
ら
れ
た
名
残
だ
そ
う
で
す
。

ゼ
ロ

　
０
が
無
く
て
は
、1

 
-
 
1
 

さ
え
計
算

で
き
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
の
宗
教
と
哲
学

ゼ
ロ

か
ら
誕
生
し
た
０
と
い
う
画
期
的
な
数

字
は
、
数
の
世
界
に
全
く
新
し
い
道
を

開
き
ま
し
た
。

ゼ
ロ

　
０
は
、
数
の
大
き
さ
を
表
す
と
同
時

に
、
位
取
り
の
空
位
を
表
す
記
号
と
し

て
の
役
割
も
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
で

は
「
位
取
り
記
数
法
」
（
「
イ
ン
ド
記

数
法
」
）
が
十
五
・
六
世
紀
ご
ろ
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
今

使
っ
て
い
る
１
，
２
，
３
，
…
と
い
う

数
字
を
使
っ
て
数
を
書
き
記
す
方
法
で

す
。
「
位
取
り
記
数
法
」
が
生
ま
れ
る

前
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
ロ
ー
マ
記

数
法
」
と
い
う
も
の
が
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
表
示
方
法
で
は
大
き
な
数

字
を
表
そ
う
と
す
る
と
、
大
変
長
く
な

り
、
読
み
づ
ら
く
、
こ
れ
に
比
べ
「
位

取
り
記
数
法
」
で
は
０
か
ら
９
ま
で
の

十
個
の
数
字
を
並
べ
る
だ
け
で
ど
ん
な

大
き
い
数
で
も
表
せ
る
為
、
大
変
便
利

な
方
法
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

「
ロ
ー
マ
記
数
法
」
で
は
、
紙
の
上
で

計
算
で
き
な
い
の
だ
が
、
「
イ
ン
ド
記

数
法
」
の
便
利
な
点
は
数
字
を
紙
に
書

い
て
、
紙
の
上
で
計
算
で
き
る
と
い
う

点
で
も
あ
っ
た
。

■
仏
教
用
語
解
説
・
・
【
縁
起
】

　
病
気
が
苦
悩
と
な
る
の
は
健
康
と
い

う
も
の
に
執
着
を
す
る
か
ら
で
す
。
年

を
取
る
こ
と
が
苦
悩
と
な
る
の
は
、
若

さ
と
い
う
も
の
に
執
着
す
る
か
ら
で
あ

り
死
が
苦
悩
と
な
る
の
は
、
い
つ
ま
で

も
生
き
て
い
た
い
と
い
う
思
い
が
死
を

苦
悩
と
見
て
い
く
だ
け
の
こ
と
な
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
，
生
ま
れ
た
ら
死
ぬ
の

が
あ
た
り
ま
え
で
あ
り
、
年
を
取
る
の

も
あ
た
り
ま
え
で
あ
り
、
病
気
の
縁
に

出
会
え
ば
病
気
す
る
の
も
あ
た
り
ま
え

い
ん
ね
ん

で
す
。
し
か
も
、
そ
の
命
は
、
因
縁
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
関

係
性
の
う
え
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い

る
の
で
す
。
「
私
」
と
い
う
な
に
も
の

か
が
あ
っ
て
こ
の
「
私
」
が
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
た
だ
い

え

ん

ぎ

ま
の
一
瞬
一
瞬
を
「
縁
起
」
の
ま
ま
に

「
私
」
と
し
て
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る

生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
い
ろ
い
ろ
な
原
因
と
条
件
の
う
え
に

仮
そ
め
に
「
私
」
と
い
う
存
在
が
成
り

立
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
を
私
た
ら
し

め
て
く
れ
て
い
る
の
は
「
私
」
で
は
な

い
の
で
あ
っ
て
、
私
を
私
た
ら
し
め
て

む
り
ょ
う
む
す
う

く
れ
て
い
る
の
は
、
無
量
無
数
の
因
で

あ
り
縁
な
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
原
因

と
か
、
無
量
無
数
の
条
件
を
全
部
取
り

去
っ
て
い
っ
た
な
ら
ば
、
「
私
」
と
い

う
存
在
な
ど
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
押
さ
え
方

を
釈
尊
は
「
縁
起
」
と
い
う
こ
と
ば
に

よ
っ
て
示
し
て
い
る
の
で
す
。
　

奈良・薬師寺：東塔

イ
ン
ド
女
性
の
お
化
粧
？

０
が
あ
る
か
ら
計
算
可
能

（
小
川
一
乗 

大
乗
仏
教
の
根
本
思
想
）
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な
る
た
き

　
京
都
市
の
北
、
昔
、
鳴
滝
川
の
上
流

の
滝
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
と
い
う
の

で
名
づ
け
ら
れ
た
、
鳴
滝
大
根
の
産
地

で
有
名
な
、
右
京
区
鳴
滝
本
町
に
あ
る

真
宗
大
谷
派
法
輪
山
了
徳
寺
（
別
名
大

根
だ
き
寺
）
近
く
に
は
、
世
界
文
化
遺

産
の
仁
和
寺
や
竜
安
寺
な
ど
が
あ
り
ま

す
。

　
こ
の
寺
で
、
毎
年
十
二
月
九
日
十
日

の
両
日
に
わ
た
っ
て
、
上
京
区
五
辻
通

千
本
に
あ
る
千
本
釈
迦
堂
（
大
報
恩

た
き

寺
）
の
大
根
焚
き
と
共
に
、
京
都
の
師

走
の
風
物
詩
で
有
名
な
、
鳴
滝
の
『
大

根
焚
き
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
真
宗
の
最

も
重
い
行
事
の
「
報
恩
講
」
に
さ
い
し

て
大
根
焚
き
供
養
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
そ
の
昔
、
建
長
四
（
一
二
五
三
）

年
、
親
鸞
聖
人
が
愛
宕
山
月
輪
寺
か
ら

帰
途
こ
の
地
で
説
教
を
し
た
時
、
感
動

し
た
里
の
人
が
大
根
の
塩
炊
き
を
さ
し

上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
聖
人
はき

ス
ス
キ
の
穂
を
束
ね
て
筆
に
し
、
「
帰

み
ょ
う
じ
ん
じ
っ
ぽ
う
む
げ
こ
う
に
ょ
ら
い

命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
の
十
字
の
名

号
を
書
い
て
お
礼
に
渡
し
た
と
言
う
伝

承
が
あ
り
、
『
大
根
焚
き
』
は
こ
の
故

事
に
ち
な
む
も
の
で
す
。 

今
も
、
了
徳

寺
前
庭
に
は
「
す
す
き
塚
」
が
あ
っ

て
、
親
鸞
聖
人
の
ス
ス
キ
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
京
都
の
亀
岡
市
篠
町
で
栽
培
さ
れ
た

「
青
く
び
大
根
」
三
五
〇
〇
本
ほ
ど

が
、
前
日
早
朝
か
ら
、
寺
の
檀
信
徒
の

奉
仕
に
よ
り
、
直
径
が
一
メ
ー
ト
ル
も

あ

あ
る
九
つ
の
大
鍋
に
大
根
と
お
揚
げ
さ

し
ょ
う
ゆ

ん
（
油
揚
げ
）
を
醤
油
で
き
れ
い
な

べ
っ
甲
色
に
な
る
ま
で
、
煮
込
ま
れ
ま

す
。

 

京
都
の
人
は
、
大
根
焚
き
を
食
べ
る
と

厄
除
け
特
に
中
風
よ
け
の
ご
利
益
が
あ

る
と
い
い
、
年
配
者
を
中
心
に
普
段

は
、
静
か
な
大
谷
派
の
寺
も
、
こ
の
両

日
は
、
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
る
。
建

物
の
中
で
は
、
で
き
た
て
の
大
根
だ
き

の
器
や
食
器
が
の
っ
た
お
盆
を
も
っ

て
、
婦
人
た
ち
が
忙
し
く
立
ち
回
る
。

境
内
に
は
調
理
を
待
つ
大
根
が
入
っ
た

た
る樽

が
並
べ
ら
れ
、
煮
え
た
ぎ
る
大
釜
か

ら
は
湯
気
が
も
う
も
う
と
上
が
る
。
底

冷
え
の
す
る
師
走
の
京
都
に
、
暖
か
い

湯
気
が
上
が
り
、
美
味
し
そ
う
な
匂
い

が
、
た
だ
よ
う
了
徳
寺
の
境
内
に
参
詣

し
た
人
々
は
、
一
年
の
無
病
息
災
を
感

謝
し
、
新
し
い
年
の
無
事
を
祈
る
の
で

あ
る
。

なるたき だいこんたきてら

真宗大谷派　法輪山　了徳寺　【鳴滝　大根焚寺】

〒616-8242　京都市右京区鳴滝本町８３

℡　075-463-0714　

　　　　　　　URL:http://www.ryoutokuji.or.jp/

交通：阪急四条大宮駅下車、京都市バス、宇多野・

　　　山越行き(２６号系統)乗車。停留所名『鳴

　　　滝本町』下車(所要時間約３０分)

　　　

　　：ＪＲ京都駅より山陰線(亀岡・園部方面)乗車

　　　ＪＲ花園駅下車、タクシーで約ワンメーター

大
根
。
揚
げ
ど
う
ふ
が
一
枚
添
え
て
あ
り

ま
す
。
し
ょ
う
ゆ
・
塩
味
で
一
椀
　
八
〇

〇
円
（
左
上
図
）
薪
で
焚
か
れ
た
か
や
く

ご
飯
に
大
根
の
葉
の
お
し
た
し
と
た
く
わ

ん
が
添
え
て
あ
り
ま
す
。
大
根
と
も
で

（
左
下
図
）
　
一
五
〇
〇
円

京
都
　
鳴
滝
　
大
根
た
き
寺
　

　
　
真
宗
大
谷
派

　
了 

徳 

寺

お 寺 紹 介

平成１５年１１月９日（日）

午前１０：００
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