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浄土真宗の宗風・・現世祈祷や、まじないを行わず、占いなどの迷信にたよらない

心
に
残
る
詩

110

　

象
の
親
子
　

埼
玉
県
　

関
根
裕
治
　

49

象
の
母
親
は
急
ぎ
足
で

水
場
へ
と
突
き
す
す
む

は
や
く
水
を
飲
ま
な
い
と

お
乳
が
出
な
い
か
ら

で
も
急
ぎ
す
ぎ
る
と

子
が
追
い
つ
け
な
い
の
で

は
ぐ
れ
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う

何
度
も
立
ち
止
ま
る

そ
ん
な
も
ど
か
し
さ
が

人
の
親
に
も
あ
る
だ
ろ
う

突
き
す
す
む
愛
と

立
ち
止
ま
る
愛
の
狭
間
に

我
が
子
を
守
る
す
べ
を

必
死
に
さ
が
し
て

　
　
　
　

産
経
新
聞
「
朝
の
詩
」
よ
り
　

昨年に続き、本年も新型コロナウイルスの感染予防のため新盆合同追悼法要は

中止いたします。それぞれ、ご自宅で追悼して下さい。

お寺では新盆の「おつとめ」をしておきます。

ご自宅でのお飾りは法事の時と同じです。

盆提灯や精
しょうりょう

霊棚はしません。迎え火、送り火もしません。

　「新盆合同追悼法要」 は中止いたします

★本紙４ページに、お盆のことを説明をしていますので、ご参照下さい。



　　　令和 4年 7月　　　　光　明　寺　だ　よ　り　　　110 号　　　（２）

一

口

法

話

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

「
人
と
生
ま
れ
て
、
人
に
な
る
」

　

人
間
は
他
の
動
物
と
違
い
、
こ
の
世
に
生
ま
れ

た
だ
け
で
は
、
本
当
の
人
間
に
は
な
っ
て
い
ま
せ

ん
。
「
自
分
一
人
で
大
き
く
な
っ
た
。
自
分
一
人
で

偉
く
な
っ
た
」
と
、
思
っ
て
い
る
間
は
ダ
メ
な
の

で
す
。
「
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
大
き
な
ご
恩
の
中

に
生
か
さ
て
い
た
の
だ
」
と
目
覚
め
る
時
、
本
当
4

4

の
人
間

4

4

4

に
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
す
。

　

次
の
よ
う
な
お
話
が
あ
り
ま
す
。

　　

あ
る
会
社
の
入
社
試
験
で
の
こ
と
で
す
。

　

筆
記
試
験
を
済
ま
せ
た
Ａ
君
は
口
頭
試
験
を
受

け
る
た
め
面
接
室
に
入
り
ま
し
た
。

　

大
き
な
会
社
な
の
で
、
口
頭
試
験
で
は
お
そ
ら

く
経
済
学
や
社
会
学
の
専
門
的
な
こ
と
が
聞
か
れ

る
の
だ
ろ
う
と
、
Ａ
君
は
一
生
懸
命
勉
強
し
て
き

ま
し
た
。

　

面
接
室
に
入
る
と
、
正
面
に
４
、
５
人
の
検
査
官

が
い
て
、
そ
の
真
ん
中
に
社
長
さ
ん
が
座
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
社
長
さ
ん
の
最
初
の
質
問
は
、

　

「
君
は
生
ま
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
に
、
親
の
体
を

洗
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ね
」

予
想
外
の
質
問
に
Ａ
君
は
び
っ
く
り
し
て
、

　

「
い
、
い
い
え
、
按あ

ん

ま摩
ぐ
ら
い
な
ら
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
親
の
体
を
洗
っ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
」　

と
答
え
ま
し
た
。
す
る
と
社
長
さ
ん
は
、

　

「
そ
う
か
君
は
、
お
父
さ
ん
を
早
く
亡
く
し
て
、

母
一
人
子
一
人
だ
ね
」

と
言
い
ま
し
た
。

　

「
は
い
、
そ
う
で
す
」

　

「
そ
れ
じ
ゃ
、
今
日
帰
っ
た
ら
、
お
か
あ
さ
ん
の

体
の
ど
こ
で
も
い
い
か
ら
洗
っ
て
あ
げ
な
さ
い
。

そ
の
上
で
、
明
日
改
め
て
面
接
を
す
る
。
今
日
は

も
う
帰
り
た
ま
え
」

　

Ａ
君
は
、
「
弱
っ
た
な
あ
、
困
っ
た
な
あ
。
」
と

思
い
な
が
ら
家
に
帰
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
ど
う
し
て
も
あ
の
会
社
に
入
り
た
い

と
い
う
強
い
思
い
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
ど
こ
を
洗

お
う
か
と
、
思
案
し
ま
し
た
。
母
親
は
反
物
の
行

商
を
し
て
歩
い
て
い
ま
す
。
「
そ
う
だ
、
お
ふ
く
ろ

は
、
足
が
汚
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
足
な
ら
簡
単
に

す
む
。
足
を
洗
お
う
」
と
思
い
立
ち
、
大
き
な
盥

た
ら
い

に
熱
い
お
湯
を
沸
か
し
て
、
母
親
を
待
っ
て
い
ま

し
た
。

　

母
親
が
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
Ａ
君
は
「
今
日
は
、

お
母
さ
ん
の
足
を
洗
っ
て
あ
げ
る
よ
」
と
言
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
ふ
だ
ん
、
バ
カ
の
何
の
と
母
親

を
見
下
し
て
い
る
息
子
が
、
急
に
そ
ん
な
こ
と
を

言
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
母
親
は
び
っ
く
り
し
て
、

　

「
い
い
わ
、
自
分
の
足
は
自
分
で
洗
う
わ
よ
」
と

言
っ
た
と
こ
ろ
、
Ａ
君
は
、

　

「
今
日
、
会
社
に
口
頭
試
験
を
受
け
に
行
っ
た
ら
、

変
な
社
長
が
い
て
ね
。
お
母
さ
ん
の
ど
こ
で
も
い

い
か
ら
洗
え
っ
て
言
う
ん
だ
。
だ
か
ら
洗
わ
な
く

て
は
い
け
な
い
ん
だ
。
お
母
さ
ん
す
ま
な
い
け
れ

ど
も
洗
わ
せ
て
く
れ
」

と
頼
ん
だ
そ
う
で
す
。

　

「
そ
う
ね
、
そ
れ
じ
ゃ
し
ょ
う
が
な
い
わ
ね
」

と
言
っ
て
、
上
り
口
に
腰
を
下
ろ
し
、
息
子
の
汲

ん
で
く
れ
た
盥

た
ら
い

の
お
湯
の
中
に
足
を
つ
け
た
の
で

す
。

　

Ａ
君
は
、
母
親
の
足
を
洗
お
う
と
し
て
、
盥

た
ら
い

の

向
こ
う
側
に
し
ゃ
が
み
、
何
気
な
く
母
親
の
足
を

握
り
ま
し
た
。

　

母
親
の
足
は
、
女
の
足
で
す
か
ら
、
細
く
て
柔

ら
か
く
て
き
ゃ
し
ゃ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
石
の
よ
う
に
硬
く
ご
つ

ご
つ
し
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
石
の
よ
う
に
硬
い
、
ご
つ
ご
つ
し
た
母
親

の
足
を
握
り
し
め
た
時
に
、
Ａ
君
の
胸
に
熱
い
も

の
が
込
み
上
げ
て
き
た
の
で
す
。
そ
う
し
て
母
親

の
足
を
握
り
し
め
た
ま
ま
、
お
い
お
い
声
を
あ
げ

て
泣
い
た
そ
う
で
す
。

　

翌
日
、
Ａ
君
は
会
社
に
行
っ
て
言
い
ま
し
た
。

　

「
社
長
さ
ん
、
私
は
大
学
ま
で
出
し
て
も
ら
い
な

が
ら
、
こ
れ
ま
で
親
の
恩
に
つ
い
て
深
く
考
え
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
度
、
社
長
さ

ん
に
ご
縁
が
あ
り
ま
し
て
、
初
め
て
親
の
恩
と
い
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う
も
の
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
も
う
私
は
、
こ
の
会
社
に
採

用
さ
れ
て
も
、
採
用
さ
れ
な
く
て
も
結
構
で
す
。

生
涯
、
母
を
大
事
に
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
思
い

ま
す
」

と
言
っ
た
そ
う
で
す
。　

　
　

『
い
の
ち
に
出
会
う
旅
』
竹
下
哲
著
よ
り

　

Ａ
君
は
、
母
親
の
足
が
石
の
よ
う
に
硬
く
な
る

事
実
を
通
し
て
「
自
分
一
人
で
大
き
く
な
っ
た
な

ん
て
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
母
親
の
大
き

な
愛
情
に
包
ま
れ
育
て
ら
れ
て
き
た
ん
だ
」
と
、

そ
の
ご
恩
の
深
さ
に
気
づ
か
さ
れ
、
本
当
の
人
間

に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
私
た
ち
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
「
自
分
一
人
で
大
き
く

な
っ
た
。
自
分
一
人
で
偉
く
な
っ
た
」
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
ん
な
私
た
ち
が
本
当
の
人
間
に
生
ま

れ
変
わ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
こ
の
私
は
生
か
さ
れ
続
け
て
い
る
と
い

う
事
実
に
目
覚
め
る
以
外
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
最
も
重
要
な
事
実
は
、
「
こ
の
私
は
息
を
し

て
い
る
」
と
い
う
事
実
で
す
。

　

「
そ
ん
な
簡
単
な
こ
と
で
・
・
」
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
大
変
重
要
な
事
実
な
の
で
す
。

　

と
い
う
の
は
、
「
息
」
は
決
し
て
自
分
の
意
志

4

4

4

4

4

で

し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

自
分
の
意
志
で
息
を
す
る
と
い
う
の
は
「
今
か

ら
息
を
吸
う
ぞ
！
次
は
吐
く
ぞ
！
」
と
、
い
う
よ

う
に
す
る
こ
と
を
言
う
の
で
す
。

　

も
し
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
お
っ
た
ら
、
夜
も

お
ち
お
ち
眠
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
毎
日
安
心
し

て
眠
ら
れ
る
の
は
、
自
分
の
意
志
に
関
係
な
く
、

息
を
さ
せ
る
「
ハ
タ
ラ
キ
」
と
い
う
も
の
が
備
わ
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。

　

心
臓
は
ど
う
で
す
か
。

　

心
臓
も
自
分
の
意
志
で
動
か
し
て
い
る
人
は
お

り
ま
せ
ん
。
（
も
っ
と
も
止
ま
る
時
も
、
こ
ち
ら
に

相
談
な
く
止
ま
り
ま
す
が
・
・
・
）

　

こ
の
息
を
す
る
こ
と
も
心
臓
が
動
い
て
い
る
こ

と
も
人
間
の
生
命
の
も
と
で
す
が
、
そ
の
生
命
の

も
と
が
す
で
に
わ
が
手
に
は
な
い
の
で
す
。
そ
こ

に
は
自
分
の
い
の
ち
を
生
か
し
続
け
る
「
ハ
タ
ラ

キ
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
「
ハ
タ
ラ
キ
」
は
も
ち
ろ
ん
人
間
が
作
っ
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
食
べ
る
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
我
々
の
主
食
で
あ
る
「
米
」
で
す
が
、

お
米
は
農
家
の
人
が
作
っ
た
と
思
っ
て
い
る
で

し
ょ
う
が
、
作
っ
た
の
で
は
な
く
育
て
た
の
で
す
。

お
米
を
作
り
出
す
こ
と
な
ど
は
出
来
ま
せ
ん
。
し

か
も
、
そ
の
お
米
が
育
つ
た
め
に
は
、
大
地
、
水
、

空
気
、
太
陽
、
雨
、
風
等
々
が
必
要
で
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
一
粒
の
お
米
が
出
来
る
た
め

に
は
天
地
一
切
の
め
ぐ
み
が
備
わ
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
私
の
い
の
ち
は
こ
の
宇
宙

に
存
在
す
る
も
の
の
ど
れ
一
つ
欠
け
て
も
、
成
り

立
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
道
元
禅
師
（
曹
洞
宗
開
祖
）
は
「
尽じ

ん
じ
っ十

方ぽ
う
か
い界

真し
ん
じ
つ
じ
ん
た
い

実
人
体
」
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
宇
宙

全
部
が
自
分
の
体
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

　

ま
さ
に
、
私
た
ち
は
、
我
が
い
の
ち
を
生
か
し

続
け
る
「
ハ
タ
ラ
キ
」
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る

の
で
す
。

　

こ
の
「
ハ
タ
ラ
キ
」
は
人
間
の
力
を
超
え
て
お

り
し
か
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
生
か
そ
う
と
す
る

も
の
で
す
。
そ
れ
を
、
仮
に
「
仏
（
法ほ

っ
し
ん
ぶ
つ

身
仏
）
」
と

称
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
み
ま
す
と
「
自
分
の
力
で
生
き
て
き

た
」
な
ど
と
は
思
い
上
が
り
も
甚
だ
し
い
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
思
え
ば
、
生
き
る
に
必
要
な
も
の

は
す
べ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
に
心
の
底
か
ら
頷

う
な
ず

く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
時
、
私
た
ち
は
本
当
の
人
間
に
生

ま
れ
変
わ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
「
人
と
生
ま
れ
、

人
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予
防
の
た
め
、
今
年
の
「
新
盆
合
同

　

追
悼
法
要
」
は
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

お
盆
は
仏
教
行
事
の
中
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
行
事
で
す
。
そ
こ
で
、

　

お
盆
に
か
か
わ
る
疑
問
点
を
解
答
し
ま
す
。

問　

な
ぜ
お
盆
と
呼
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
？

答　

お
盆
は
正
式
に
は
「
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

」
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
古

　
　

い
言
葉
「
ウ
ラ
ン
バ
ナ
」
を
音
写
し
た
も
の
で
す
。

　
　

意
味
は
「
倒
懸
＝
逆
さ
ま
に
吊
る
さ
れ
る
＝
大
変
な
苦
し
み
」
と
い

　
　

う
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
者
を
救
う
仏
事
を

　
　

盂
蘭
盆
会
、
盆
会
、
略
し
て
お
盆
と
い
う
の
で
す
。

問　

お
盆
の
期
間
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
で
す
か
？

答　

「
盂
蘭
盆
経
」
の
説
話
に
よ
れ
ば
、
旧
暦
７
月
15
日
に
あ
た
り
ま
す
。

　
　

そ
れ
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
13
日
に
亡
き
人
の
霊
が
こ
の
世
に

　
　

か
え
り
、
14
、
15
日
と
滞
在
し
、
16
日
に
再
び
あ
の
世
に
か
え
る

　
　

と
い
う
民
間
信
仰
が
定
着
し
ま
し
た
。
こ
の
通
説
か
ら
、
現
在
は
、

　　　

13
日
～
16
日
の
間
が
お
盆
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

た
だ
し
、
浄
土
真
宗
で
は
亡
き
人
は
命
終
え
る
と
同
時
に
、
阿
弥
陀

　
　

さ
ま
の
ご
本
願
の
ハ
タ
ラ
キ
（
本
願
力
）
で
直
ち
に
仏
さ
ま
に
な
ら

　
　

れ
ま
す
。
そ
う
し
て
、
迷
え
る
私
た
ち
を
救
う
た
め
に
、
す
ぐ
さ
ま

　
　

娑し

ゃ

ば婆
世
界
へ
還
っ
て
こ
ら
れ
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
私
た
ち
を
護ま

も

り
、

　
　

導
い
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
盆
の
時
し
か
、
か
え
ら
な
い
と

　
　

い
う
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
迎
え
火
や
送
り
火
は
し
ま
せ
ん
。

問　

ど
の
よ
う
な
お
飾
り
を
す
れ
ば
い
い
の
で
す
か
？　
　

答　

浄
土
真
宗
で
は
、
お
盆
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
何
か
特
別
な
お
飾
り
を
す
る

　
　

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

し
か
し
、
お
盆
の
ご
縁
を
大
切
に
す
る
意
味
合
い
か
ら
、
お
仏
壇
を
お
掃

　
　

除
し
、
お
法
事
の
時
の
よ
う
に
、
仏
具
は
五
具
足
（
ロ
ー
ソ
ク
た
て
一
対
・

　
　

花
立
一
対
・
香
炉
）
に
し
て
、
お
菓
子
・
果
物
・
お
餅
を
お
供
え
す
る
の

　
　

が
良
い
で
し
ょ
う
。

　
　

ま
た
、
他
宗
で
は
、
亡
き
人
の
霊
を
迎
え
て
追つ

い
ぜ
ん
え
こ
う

善
回
向
を
す
る
た
め
に
、

　
　

「
精

し
ょ
う
り
ょ
う
だ
な

霊
棚
」
と
い
っ
た
も
の
を
用
意
し
ま
す
。
精
霊
棚
の
前
で
読
経
す
る

　
　

こ
と
か
ら
「
棚

た
な
ぎ
ょ
う

経
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
　

浄
土
真
宗
で
は
こ
う
し
た
棚
は
し
ま
せ
ん
。　
　
　

問　

浄
土
真
宗
の
お
盆
の
意
義
と
は
？

答　

古
く
か
ら
民
間
信
仰
と
し
て
ご
先
祖
が
か
え
っ
て
く
る
と
い
わ
れ
る
こ
の

　
　

時
期
に
、
亡
き
人
の
ご
恩
を
偲し

の

び
つ
つ
、
「
こ
の
私
も
い
ず
れ
、
お
浄
土

　
　

に
参
ら
せ
て
頂
き
ま
す
」
と
、
私
の
い
の
ち
の
帰
る
べ
き
ふ
る
さ
と
が
お

　
　

浄
土
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
そ
の
尊
い
ご
縁

　
　

に
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
浄
土
真
宗
の
お
盆
の
意
義
が
あ
り
ま
す
。
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心
に
残
る
お
は
な
し

　

大
阪
に
あ
る
本
願
寺
津
村
別
院
よ
り
発
行
さ
れ

て
い
る
月
刊
誌
『
御み

ど

う堂
さ
ん
」
に
、
松
山
組
の

定じ
ょ
う
し
ゅ
う
じ

秀
寺
の
ご
住
職
・
河
野
正
慎
（
33
）
さ
ん
の
、

次
の
よ
う
な
寄
稿
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　

お
通
夜
の
出
来
事

　

大
学
卒
業
後
、
二
年
間
の
僧
侶
の
勉
強
を
終
え
、

父
が
病
気
で
入
院
し
た
た
め
に
急
き
ょ
お
寺
へ

帰
っ
て
き
ま
し
た
。

　

一
カ
月
た
っ
た
こ
ろ
、
六
十
代
の
女
性
の
ご
門

徒
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
喪
主
は
長
年
、

仕
事
一
筋
に
頑
張
っ
て
こ
ら
れ
た
ご
主
人
で
し
た
。

き
っ
と
定
年
後
は
大
好
き
な
奥
様
と
第
二
の
人
生

を
一
緒
に
過
ご
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
ら
れ

た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
お
通
夜
と
葬
儀
に
は
、
最

近
珍
し
い
く
ら
い
の
大
勢
の
参
列
が
あ
り
ま
し
た
。

お
通
夜
の
時
も
ご
主
人
は
参
列
の
方
々
へ
の
ご
挨

拶
も
始
終
気
丈
に
ふ
る
ま
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
お

通
夜
の
勤
行
が
終
わ
っ
た
後
、
ご
主
人
が
僧
侶
の

控
室
に
挨
拶
に
来
ら
れ
ま
し
た
。

　

初
対
面
の
私
に
、
奥
さ
ま
と
の
楽
し
か
っ
た
思

い
出
や
ご
病
気
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
な
ど
を
お
話

し
く
だ
さ
る
う
ち
に
、
涙
を
流
さ
れ
ま
し
た
。
奥

さ
ま
が
闘
病
中
か
ら
亡
く
な
ら
れ
る
ま
で

ず
っ
と
病
院
で
付
き
っ
き
り
で
、
亡
く
な

ら
れ
た
後
も
、
葬
儀
の
段
取
り
か
ら
何
か

ら
何
ま
で
大
変
な
時
間
を
気
丈
に
過
ご
さ

れ
て
い
た
最
中
、
ふ
と
緊
張
の
糸
が
ゆ
る

ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
「
寂
し
い
で
す
」
と
、

涙
な
が
ら
に
語
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
た
だ

た
だ
お
話
を
聞
く
こ
と
し
か
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

も
し
私
が
お
袈け

さ裟
を
ま
と
っ
て
い
な
い

ど
こ
に
で
も
い
る
若
造
だ
っ
た
な
ら
、
そ

ん
な
お
話
を
詳
し
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
僧

侶
の
前
だ
か
ら
、
「
寂
し
い
で
す
」
と
、
涙

を
流
し
な
が
ら
つ
ら
か
っ
た
こ
と
を
お
話

し
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

僧
侶
と
は
そ
ん
な
存
在
な
の
だ
、
と
気
づ

か
さ
れ
ま
し
た
。

 

お
寺
に
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
の
若
い
私
に

い
っ
た
い
何
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
と
悩

ん
で
い
た
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん

な
私
に
と
っ
て
、
父
と
そ
う
変
わ
ら
な
い

年
齢
の
ご
主
人
が
、
親
族
や
参
列
者
の
前

で
は
な
く
、
二
人
き
り
の
控
室
で
肩
を
震

わ
せ
な
が
ら
流
し
た
あ
の
涙
が
、
今
で
も
私
を

お
育
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
決
し
て
お
ご
る
こ

と
な
く
、
悲
し
み
や
苦
し
み
に
寄
り
添
う
こ
と

の
で
き
る
住
職
に
な
り
た
い
と
、
今
で
も
お
通

夜
に
お
参
り
す
る
た
び
に
そ
う
思
い
出
さ
せ
て

く
れ
ま
す
。

　

【
追
記
】

先
代
ご
住
職
（
河
野
正
胤
師
）
は
、
光
明
寺
の

本
堂
落
慶
法
要
の
時
の
作
法
（
勤
式
作
法
）
を

熱
心
に
ご
指
導
頂
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お

人
柄
は
大
変
温
厚
で
謙
虚
な
お
方
で
し
た
。
今

で
も
ご
生
前
中
の
お
姿
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。　



　

今
年
の
梅
雨
は
有
っ
て
無
い
よ
う
な
梅
雨
で

あ
っ
と
い
う
間ま

に
終
り
、
六
月
の
下
旬
頃
か
ら
ら

ま
夏
の
猛
暑
の
日
々
で
し
た
。
今
、
七
月
に
入
っ

た
ば
か
り
で
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
今

回
の
「
光
明
寺
だ
よ
り
」
が
皆
さ
ん
の
お
手
元
に

届
く
頃
は
ど
ん
な
に
暑
い
日
が
続
い
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
と
心
配
で
す
。

　

さ
て
、
前
回
は
仏
様
や
仏
教
の
世
界
と
の
ご
縁

を
詠
ん
だ
春
の
句
を
採と

り
上
げ
ま
し
た
。
今
回
は

そ
の
続
き
と
し
て
夏
の
句
を
鑑
賞
し
て
み
て
下
さ

い
。
ま
た
、
作
品
は
や
は
り
俳
人
協
会
会
員
の
作

品
を
使
わ
せ
て
も
ら
い
、
作
者
名
は
省
略
致
し
ま

す
。

　

先
ず
、
時
期
的
に
“
暑
さ
“
を
詠
ん
だ
作
品
。

　

父
よ
久
し
大た

い
し
ょ暑

の
墓
に
歩
み
寄
り

　

あ
だ
し
野
の
石
も
仏
も
灼や

け
ゐ
た
り

　

灼や

く
る
磴と

う

踏ふ

み
て
仏
に
会
ひ
に
行
く

　

秘
仏
と
て
厨ず

し子
を
鎖と

ざ

せ
る
暑
さ
か
な

　

雲
水
の
汗
の
慈じ

が

ん顔
に
布
施
包つ

つ

む

　

一
句
め
、
お
墓
と
い
う
と
ど
う
し
て
も
お
盆
の

時
の
墓
参
り
の
印
象
が
残
り
“
暑
い
“
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
い
ま
す
ね
。
二
句
め
の
「
あ

だ
し
野の

」
は
京
都
・
嵯さ

が峨
の
奥
の
地
名
で
歴
史
的
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趣
味
の
広
場

に
も
有
名
な
古
来
か
ら
の
火
葬
場
、
墓
場
の
あ
っ

た
所
で
す
。
三
句
め
の
「
磴と

う

」
は
石
の
坂
道
、

ま
た
は
石
段
の
意
味
で
す
。
五
句
と
も
、
「
ま
っ

た
く
暑
い
な
あ
。
」
と
言
っ
て
い
る
作
者
の
様
子

が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

次
に
、
今
度
は
逆
に
“
涼
し
さ
”
を
感
じ
取
っ

て
詠
ん
だ
句
を
あ
げ
て
み
ま
す
。

　

涼
し
さ
を
掃は

き
寄
せ
て
ゐ
る
寺
の
庭

　

手
短
か
の
法
話
涼
し
き
籠

こ
も
り
ど
う堂

　

み
仏
に
ひ
と
膝ひ

ざ

寄
せ
て
燭

し
ょ
く

涼
し

　

月
涼
し
開
け
っ
放
し
の
寺
の
門

　

滴
し
た
た

り
の
静
け
さ
に
座ざ

す
摩ま

が
い
ぶ
つ

崖
仏

　

法
話
終
へ
百
の
扇

お
う
ぎ

の
動
き
出
す

　

扇
風
機
向
く
た
び
僧そ

う

い衣
ひ
る
が
え
り

　

こ
れ
ら
の
句
は
特
に
難
し
い
句
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
二
句
め
の
「
籠
堂
」
は
、
お
寺
で
、

信
者
さ
ん
が
こ
も
り
祈き

ね

ん念
す
る
お
堂
の
こ
と
。

三
句
め
「
燭
」
は
灯と

も
し
び火

、
あ
か
り
の
こ
と
で
す
。

五
句
め
の
「
滴
り
」
は
、
夏
に
岩
や
苔こ

け

な
ど
か

ら
落
ち
る
し
ず
く
の
こ
と
で
、
俳
句
で
は
夏
の

季
語
で
す
。
ま
た
「
摩ま

が
い
ぶ
つ

崖
仏
」
は
、
自
然
の
崖が

け

や
大
き
い
石
に
彫ほ

っ
た
仏
像
の
こ
と
。
ど
の
句

も
お
寺
の
境
内
や
建
物
に
入
っ
た
時
と
か
、
大

自
然
の
中
で
出
会
っ
た
仏
様
と
か
、
そ
し
て
ご

法
話
の
席
や
お
坊
さ
ん
の
衣
の
動
き
な
ど
と
、

い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
ふ
と
涼
し
さ
を
感
じ
て
俳

句
に
詠
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
し
て
日
常
生
活
の
身
の
回
り
に
あ
る
自
然
、

特
に
動
植
物
に
も
仏

ぶ
っ
し
ょ
う

性
を
感
じ
取
り
句
に
詠
ん
だ

も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

動
く
も
の
夏
蝶
ば
か
り
午
後
の
墓

　

蝉せ
み

脚あ
し

を
た
た
み
て
帰
る
浄
土
か
な

　

曼ま

ん

だ

ら

ず

荼
羅
図
な
せ
る
紫あ

じ

さ

い

陽
花
一い

ち

う雨
欲
し

　

無
住
寺
に
青
葉
明
り
の
来ら

い
ご
う
ず

迎
図

　

万
緑
の
山
へ
踏
み
込
む
遍へ

ん
ろ
が
さ

路
笠

　

い
ず
れ
も
、
生
活
し
て
い
る
中
で
何
か
を
ふ
と

目
に
し
た
時
、
仏
様
の
世
界
や
い
ろ
い
ろ
な
場
面

で
感
じ
た
こ
と
と
、
つ
い
結
び
つ
け
て
物
を
見
て

し
ま
う
、
感
じ
て
し
ま
う
事
が
あ
り
、
そ
の
ま
ま

句
に
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
五
句
は
、
読
ん

だ
人
が
ど
う
感
じ
る
か
で
か
な
り
意
味
が
広
く
読

め
ま
す
ね
。

　

さ
て
、
仏
様
と
言
え
ば
や
は
り
蓮は

す

の
花
で
す
。

最
後
に
そ
の
蓮
を
テ
ー
マ
に
詠
ん
だ
句
を
三
句
あ

げ
て
み
ま
す
。
ど
う
か
こ
の
蓮
の
句
を
味
わ
っ
て

少
し
で
も
涼り

ょ
う
み味

を
感
じ
取
り
、
残
る
猛
暑
の
日
々

を
お
元
気
で
乗
り
越
え
て
下
さ
い
。

　

み
仏
に
一
番
咲
き
の
蓮
の
供く

げ華

　

蓮
咲
い
て
億お

く
ま
ん
じ
ょ
う
ど

万
浄
土
見
る
如ご

と

し

　

蓮
見
え
て
来
て
極
楽
の
風
立
ち
ぬ

　

で
は
、
又
、
次
号
で
。

俳
句
を
楽
し
む
（
八
十
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
本
隆
を
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本

発行所　本願寺出版社
著　者　浅田正博
定　価　1220 円＋税

　

本
書
は
本
願
寺
派
勧
学
で
あ
る
著
者
の
宗
教
的
遍
歴

の
書
で
す
。
他
力
の
教
え
に
納
得
で
き
ず
、
自
力
の
教

え
に
身
を
投
じ
、
禅
修
行
に
明
け
暮
れ
、
つ
い
に
は
、

他
力
念
仏
の
教
え
に
目
覚
め
て
い
く
と
い
う
求
道
の
書

で
す
。
以
下
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

１
・
諸
行
無
常
を
知
る

2
・
仏
教
と
出
遇
う

3
・
仏
は
お
わ
し
ま
す

4
・
阿
弥
陀
仏
を
見
た
と
い
う
体
験
談

5
・
自
力
道
へ
の
あ
こ
が
れ

6
・
盛
永
宋
興
老
師
と
の
出
遇
い

7
・
座
禅
に
励
む

8
・
参
禅
の
厳
し
さ

9
・
禅
修
行
の
果
て
に

10
・
他
力
の
教
え
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
づ
く

11
・
重
ね
て
他
力
の
教
え
に
目
覚
め
る

12
・
土
橋
秀
高
先
生
と
お
念
仏

13
・
他
力
の
教
え
に
納
得
し
な
が
ら
も
・
・
・

『
私
の
歩
ん
だ
仏
の
道
』

【語　句】　敬其美

【読み方】其の美を敬う
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言葉のプレゼント

話

題

★
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予
防
の
た
め
、

本
年
も
「
新
盆
合
同
追
悼
法
要
」
は
中
止

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

★
住
職
の
子
ど
も
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
に
順

調
に
成
長
し
て
お
り
ま
す
。
長
女
（
心
）

は
小
学
校
3
年
生
。
次
女
（
美
乃
莉
）
は

小
学
校
1
年
生
。
長
男
（
光
）
は
幼
稚
園

年
少
さ
ん
に
な
り
、
７
月
で
満
4
歳
で
す
。

健
康
で
明
る
く
育
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願

う
ば
か
り
で
す
。

★
以
前
に
も
お
話
し
ま
し
た
が
、
昨
年
の
２

月
か
ら
、
ほ
ぼ
毎
日
、
散
歩
に
近
い
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
と
こ
ろ
、
異

常
な
猛
暑
が
続
き
、
歩
く
の
に
一
苦
労
し

て
い
ま
す
が
、
時
折
吹
く
風
の
あ
り
が
た

さ
が
、
こ
と
の
ほ
か
身
に
沁
み
ま
す
。

光明寺のホームページ

 

 

南岳山光明寺 検索

　

★
次
回
発
行
予
定
…
12
月
上
旬

「
光
明
寺
だ
よ
り
」
を
ご
家
族
の
皆
さ
ん
で

お
読
み
く
だ
さ
い

　　　【法要期日】　　

　２０２３ （令和５年）

３月２９日～５月２１日 （５期３０日）

「
お
は
ず
か
し
い
」

「
お
か
げ
さ
ま
」

こ
れ
が
念
仏
者
の
日
暮
ら
し
で
す


