
あ
た
ら
し
い
生
活

常
國
寺
住
職

浅
尾
康
行

あ

九
月
に
入
り
日
差
し
が
や

わ
ら
く
な
り
、
朝
晩
に
は
秋

の
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
今
年
の
お

盆
は
外
出
自
粛
の
た
め
、
帰

省
を
お
控
え
に
な
っ
た
方
も

多
い
と
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
防
止
の
た
め
、
人
と
の

接
触
を
減
ら
し
て
過
ご
す
、

新
し
い
生
活
が
提
案
さ
れ
て

い
ま
す
。
ネ
ッ
ト
で
の
買
い

物
や
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
会

議
、
飲
み
会
な
ど
、
一
年
前

に
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
窮

屈
な
体
験
を
強
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ

人
類
は
、
外
出
せ
ず
に
仕
事

や
買
い
物
を
す
る
仕
組
み
や
、

人
と
の
関
わ
り
合
い
を
補
助

す
る
い
ろ
い
ろ
の
手
段
を
考

え
出
し
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
大
流

行
も
、「
諸
行
無
常
」
の
言
葉

ど
お
り
、
永
久
に
続
く
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ワ
ク
チ

ン
も
実
用
化
の
一
歩
手
前
ま

で
開
発
さ
れ
て
い
る
そ
う
で

す
か
ら
、
今
後
は
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
を
怖
が
っ
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
、
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
と
同
じ
よ
う
に
、「
治
る

病
気
」
と
し
て
、
共
存
し
て

い
く
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
選

ぶ
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

家
に
居
る
時
間
が
長
い
の

で
、
い
つ
も
以
上
に
、
手
紙

や
は
が
き
を
お
書
き
に
な
っ

た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

一
文
字
一
文
字
、
思
い
を

込
め
て
手
書
き
を
す
る
こ
と

で
、
心
が
休
ま
り
、
お
相
手

と
の
絆
も
強
く
な
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
を
克
服
す
る
一
つ
の
形
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

合
掌

2020 年 秋号



阿
弥
陀
経
の
世
界

衆
徒

浅
尾
妙
綾

阿
弥
陀
経
と
は

皆
様
は
、
ご
法
要
の
と
き
、
阿
弥
陀
経

を
お
聞
き
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。「
仏
説
阿
弥
陀
経
」
と
読
み
上
げ
た
後

は
、
音
木
（
お
ん
ぎ
）
の
拍
子
も
つ
く
の

で
、
と
て
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
印
象
で
す
。

漢
文
で
読
み
上
げ
て
い
ま
す
の
で
、
そ

の
ま
ま
で
は
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
今
回
は
阿
弥
陀
経
に
説
か

れ
て
い
る
世
界
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

阿
弥
陀
経
は
、
浄
土
真
宗
が
聖
典
と
す

る
浄
土
三
部
経
の
う
ち
の
一
つ
で
、
極
楽

浄
土
を
称
え
た
も
の
で
す
。

イ
ン
ド
の
経
典
を
中
国
の
僧
侶
・
鳩
摩

羅
汁
（
く
ま
ら
じ
ゅ
う
）（
三
四
四-

四
一

三
）
が
漢
訳
し
た
も
の
が
、
ご
法
要
で
読

み
上
げ
ら
れ
ま
す
。
鳩
摩
羅
汁
は
、
イ
ン

ド
で
大
乗
仏
教
を
学
び
、
般
若
経
、
法
華

経
な
ど
多
数
の
漢
訳
を
行
な
い
ま
し
た
。

阿
弥
陀
経
の
世
界

阿
弥
陀
経
は
、
祇
園
精
舎
で
大
勢
の
弟

子
を
前
に
、
お
釈
迦
様
が
極
楽
に
つ
い
て

お
説
き
に
な
る
場
面
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

経
典
に
は
、「
又
舎
利
弗
（
う
し
ゃ
り
ほ

つ
）
」と
い
う
文
言
が
何
度
も
出
て
き
ま
す

が
、
こ
れ
は
「
舎
利
弗
よ
」
と
弟
子
に
呼

び
か
け
て
い
る
場
面
で
す
。

一
般
に
は
、
弟
子
の
問
い
か
け
に
お
釈

迦
様
が
お
答
え
に
な
る
と
い
う
形
式
を
と

る
経
典
が
多
い
の
で
す
が
、
阿
弥
陀
経
は

お
釈
迦
様
自
身
が
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
に
つ

い
て
説
か
れ
る
形
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
内
容
の
一
部
を
次
に
ご
紹
介
い
た

し
ま
す
。

「
極
楽
に
は
、
生
老
病
死
を
は
じ
め
と
す
る
苦

し
み
が
な
く
、
煩
悩
を
離
れ
た
楽
し
み
だ
け
が
あ

る
た
め
、
極
楽
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

極
楽
国
土
は
七
重
の
欄
干
、
並
木
な
ど
が
あ

り
、
そ
れ
ら
は
金
・
銀
・
青
玉
・
水
晶
の
四
宝
で
飾

ら
れ
て
い
る
。

極
楽
国
土
に
は
七
つ
の
宝
で
で
き
た
池
が
あ

り
、
八
つ
の
功
徳
を
備
え
た
水
が
た
た
え
ら
れ
お

り
、
池
の
底
に
は
一
面
の
金
の
砂
が
敷
き
詰
め
ら

れ
て
い
る
。
池
の
ほ
と
り
に
は
楼
閣
が
そ
び
え
、

金
・
銀
・
青
玉
・
水
晶
・
白
珊
瑚
・
赤
真
珠
・
瑪
瑙

（め
の
う
）で
飾
ら
れ
て
い
る
。

池
に
咲
く
蓮
の
花
は
、
車
輪
ほ
ど
の
大
輪
で
、

青
色
の
花
に
は
青
い
光
、
黄
色
の
花
に
は
黄
の

光
、
赤
色
の
花
に
は
赤
い
光
、
白
色
の
花
に
は

白
い
光
が
照
っ
て
い
る
。



ま
た
、
仏
国
土
に
は
い
つ
も
自
然
の
音
楽
が

流
れ
、
大
地
は
黄
金
に
輝
き
、
昼
と
夜
に
三
度
、

曼
陀
羅
華
（
ま
ん
だ
ら
け
）
が
花
の
雨
を
降
ら
せ

る
。仏

国
土
に
は
、
白
鵠(

び
ゃ
っ
こ
う)

・
孔
雀
（く
じ

ゃ
く
）
・
鸚
鵡
（
お
う
む
）
・
舎
利
（
し
ゃ
り
）
・
迦
陵
頻

伽
（
か
り
ょ
う
び
ん
が
）
・共
命
鳥
（
ぐ
み
ょ
う
ち
ょ
う
）

と
い
っ
た
鳥
が
、
阿
弥
陀
仏
の
法
の
音
（の
り
の
こ

え
）
を
弘
め
る
た
め
に
、
さ
え
ず
っ
て
い
る
。
か
す

か
な
風
が
宝
の
並
木
や
宝
の
網
を
そ
よ
が
せ
て

妙
な
る
音
を
奏
で
、
そ
の
音
を
聞
く
も
の
は
、
仏
・

法
・僧
を
念
ず
る
心
が
お
こ
る
。
」

（
和
訳
は
堤
玄
立
著
『
淨
土
三
部
経
』

法
蔵
館
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
極
楽
を
説
い
た
後
に
、
阿

弥
陀
仏
の
功
徳
、
名
号
の
重
要
性
を
説
き
、

東
方
、
南
方
、
西
方
、
北
方
、
下
方
、
上

方
の
諸
仏
が
阿
弥
陀
仏
の
徳
を
称
え
て
お

り
、
こ
の
浄
土
へ
の
往
生
を
願
え
ば
生
ま

れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

極
楽
の
世
界

今
回
は
極
楽
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
文
言
を
読
む
と
、
極

楽
と
は
、
黄
金
と
宝
石
に
輝
い
た
極
彩
色

の
世
界
の
よ
う
に
想
像
し
て
し
ま
い
ま
す
。

イ
ン
ド
で
説
か
れ
て
い
た
仏
教
を
漢
訳

し
て
い
る
の
で
、
阿
弥
陀
経
の
極
楽
に
は

イ
ン
ド
の
美
意
識
が
残
存
し
て
い
ま
す
。

煩
悩
を
持
っ
た
ま
ま
で
も
、極
楽
の
黄
金
、

宝
石
、
色
と
り
ど
り
の
花
や
鳥
の
世
界
に

心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。

極
楽
は
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
韓
国
を

経
て
日
本
に
流
伝
さ
れ
ま
し
た
が
、
た
と

え
ば
、
宇
治
の
平
等
院
鳳
凰
堂
の
よ
う
に

日
本
の
極
楽
は
、
ず
い
ぶ
ん
趣
が
異
な
り

ま
す
。
極
楽
と
は

煩
悩
を
離
れ
た
楽
し
み
の
あ
る
世
界
だ
と

し
て
も
、
そ
れ
が
説
か
れ
た
国
や
時
代
が

異
な
れ
ば
、
そ
の
情
景
も
お
の
ず
か
ら
異

な
る
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
さ
ら
に
深
く
考
え
れ
ば
、
極

楽
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
中
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
極
楽
に
あ
る
も
の
は
、

私
た
ち
の
煩
悩
を
満
た
す
も
の
で
は
な
く
、

煩
悩
か
ら
解
き
放
た
れ
た
私
た
ち
を
楽
し

ま
せ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

極
楽
と
は
、
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
、

心
の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
場
所
と
考
え
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
、
日
々
の
生
活
に
追
わ
れ
が

ち
で
す
が
、
そ
ん
な
中
に
も
、
安
ら
ぎ
の

ひ
と
と
き
を
見
出
し
た
い
も
の
。
目
で
は

見
え
な
い
「
あ
し
た
」
に
、
心
の
目
で
夢

や
希
望
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
黄

金
の
極
彩
色
の
世
界
に
憧
れ
る
の
で
は
な

く
、
い
ま
生
き
て
い
る
日
々
を
輝
か
せ
る

こ
と
が
で
き
る
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。



春
夏
秋
冬
お
料
理
帳

管
理
栄
養
士

浅
尾
昌
美

秋
と
言
え
ば･･･

「
香
り
松
茸
、
味
し
め
じ
」
と
、
昔
か

ら
言
わ
れ
ま
す
。
松
茸
は
、
ご
飯
や
天
ぷ

ら
、
土
瓶
蒸
し
や
、
焼
き
も
の
な
ど
に
し

て
、
そ
の
豊
か
な
香
り
と
食
感
が
楽
し
ま

れ
て
い
ま
す
。

柑
橘
類
の
「
柚
子
」
や
「
す
だ
ち
」
も

ま
た
、
数
滴
で
も
、
「
い
い
香
り
ね
」
と

声
が
出
る
ほ
ど
の
芳
香
を
漂
わ
せ
ま
す
。

香
り
は
そ
の
季
節
を
感
じ
さ
せ
て
く

れ
ま
す
が
、
食
材
そ
の
も
の
を
ひ
き
た
て

る
陰
の
立
て
役
者
の
よ
う
な
役
目
も
し

て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
柚
子
の
汁
を
か
け
た
ほ
う

れ
ん
草
の
お
浸
し
は
、
そ
れ
だ
け
を
食
べ

る
よ
り
、
香
り
よ
い
お
浸
し
に
な
り
ま
す
。

◎
「
春
菊
と
え
の
き
茸
の
胡
麻
和
え
」
。

1

春
菊
は
塩
を
ひ
と
つ
ま
み
入
れ
た
熱

湯
で
２
分
く
ら
い
ゆ
で
、
す
ぐ
水
に

さ
ら
し
、
冷
ま
し
て
か
ら
ザ
ル
に
取

り
、
３
㎝
に
切
り
固
く
し
ぼ
る
。

2

え
の
き
た
け
は
石
づ
き
を
と
り
、
４

㎝
に
切
り
、
熱
湯
で
１
，
２
分
ゆ
で

て
ザ
ル
に
取
り
、
冷
ま
す
。

3

炒
り
胡
麻
は
す
り
鉢
に
入
れ
、
よ
く

す
り
、
薄
口
し
ょ
う
ゆ
と
み
り
ん
を

加
え
、
さ
ら
に
す
り
、
味
を
な
じ
ま

せ
る
。

4

春
菊
と
し
ぼ
っ
た
え
の
き
た
け
を
③

に
入
れ
和
え
る
。

5

器
に
④
を
盛
り
つ
け
て
、
上
か
ら
小

さ
じ
で
す
だ
ち
の
絞
り
汁
を
か
け
る
。

★

赤
坂
寺
庵
（
て
ら
ん
）
精
進
料
理
教
室
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://akasaka-teran.net/

★

常
國
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ご
案
内

https://akasaka-jokokuji.net

寺
小
屋
の
行
事
の
ご
案
内

常
國
寺
落
語
会

十
一
月
八
日
（
日
）

十
三
時
三
十
分
よ
り
十
四
時
三
十
分

定
員

十
五
名

参
加
費
３
，
０
０
０
円

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防
止
を
考
慮
し
つ
つ
開
催
し
ま
す
。

◎
春
菊
と
え
の
き
茸
の
胡
麻
和
え

材
料
四
人
分

春
菊

１
５
０
ｇ

塩

少
々

え
の
き
た
け

１
５
０
ｇ
ｇ

炒
り
胡
麻

大
さ
じ
１

薄
口
し
ょ
う
ゆ

大
さ
じ
１
／
２

み
り
ん

大
さ
じ
１
／
２

す
だ
ち
の
絞
り
汁

大
さ
じ
１

常
國
寺
だ
よ
り

編
集
者

浅
尾

妙
綾

発
行

真
宗
高
田
派
常
國
寺

http://akasaka-teran.net/
https://akasaka-jokokuji.net
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