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善
導
大
師
の
教
え
に
、

　

浄
土
在
る
眷
属
は
、
現
に
浄

土
に
往
生
し
た
私
ど
も
先
祖
親

族
及
び
こ
の
世
に
在
っ
て
念
佛

の
生
活
を
す
る
人

と
仰
せ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。　

　

善
い
悪
い
は
別
と
し
て
、
昨

今
家
族
葬
と
か
呼
ば
れ
る
言
葉

が
巷
間
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
佛
事
を
簡
略

化
す
る
本
意
を
失
っ
た
方
向
に

向
か
っ
て
、
葬
儀
や
年
忌
を

ひ
っ
そ
り
と
行
う
空
気
が
漂
っ

て
い
ま
す
。

　

逆
に
私
の
寺
の
檀
家
で
は
、

近
年
変
化
が
現
れ
七
日
毎
の
中

陰
供
養
に
、
近
親
の
方
々
が
訪

れ
、
五
人
六
人
、
と
き
に
は
一

〇
人
以
上
、
私
と
共
に
合
掌
し

ま
す
。
私
も
嬉
し
く
な
り
お
経

が
終
わ
れ
ば
楽
し
い
会
話
を
致

し
ま
す
。

　

こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
事
で
、

念
佛
信
仰
あ
る
人
々
が
同
じ
処

で
同
じ
気
持
ち
で
佛
さ
ま
に
お

参
り
を
す
る
和
合
相
で
あ
り
、

こ
の
相
こ
そ
こ
の
世
に
現
れ
た

浄
土
の
相
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
申
せ
ば
、
こ
の
念
佛

合
掌
の
心
に
し
て
下
さ
っ
た
の

は
、
決
し
て
自
分
の
力
で
は
な

く
、
そ
の
総
て
が
佛
さ
ま
の
お

導
き
で
あ
り
ま
す
。

　

阿
弥
陀
経
に
は
、

　
　

一
生
補
処

と
お
説
き
下
さ
れ
、
私
ど
も
の

足
り
な
い
処
、
及
ば
ぬ
処
を

補
っ
て
下
さ
る
の
が
佛
さ
ま
で

あ
り
ま
す
。
事
実
私
が
回
を
重

ね
て
お
参
り
に
行
く
度
に
「
今

度
は
何
の
話
を
し
よ
う
か
」
知

ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
、
佛
さ
ま

の
慈
し
み
、
供
養
の
仕
方
、
合

掌
、
念
佛
、
神
さ
ま
佛
さ
ま
、

世
間
の
出
来
事
な
ど
、
楽
し
く

考
え
て
伺
い
ま
す
。
さ
ら
に
は

お
参
り
の
人
か
ら
も
質
問
を
さ

れ
、
双
方
と
も
心
の
ゆ
と
り
を

生
じ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
総
て
は
、
佛
さ
ま

の
お
導
き
と
信
じ
て
い
ま
す
。

拙
い
我
々
で
あ
り
ま
す
が
、
佛

さ
ま
の
薫
習
力
に
よ
っ
て
念
佛

の
心
が
発
き
て
い
る
の
で
す
。

　

九
年
間
に
渡
る
連
載
も
今
回

で
最
後
と
な
り
ま
す
。
読
者
の

皆
さ
ま
、
ご
愛
読
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

【
佛
さ
ま
の
眷
属（
親
族
）】

鈴
木　

晧
道

前
布
教
講
習
所 

所
長

慈
光
院 

住
職

慈 光
　「　「慈光慈光」。」。万物を育万物を育成し成し世に恵みを与える光。世に恵みを与える光。大慈悲の光明大慈悲の光明。 阿。 阿弥陀弥陀さまさまの分け隔てのない暖かい優の分け隔てのない暖かい優しい光 。しい光 。
私た私たちはこのちはこの光を頂き光を頂き、生、生かさせていただいておかさせていただいておりまります。す。慈光に照慈光に照らさらされた私たれた私たちのちの生活を今一度考え生活を今一度考えてはてはどうどう
でしでしょうか？ょうか？タイタイトルトルの『の『慈光慈光』は』は、 鈴、 鈴木晧道先生のお寺本宿木晧道先生のお寺本宿町「町「慈光院」慈光院」よりより拝し拝しましました。た。

　「慈光」。万物を育成し世に恵みを与える光。大慈悲の光明。 阿弥陀さまの分け隔てのない暖かい優しい光 。
私たちはこの光を頂き、生かさせていただいております。慈光に照らされた私たちの生活を今一度考えてはどう
でしょうか？タイトルの『慈光』は、 鈴木晧道先生のお寺本宿町「慈光院」より拝しました。
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11

　

天
智
天
皇
は
、
悩
み
苦
し
む
す
べ
て
の

人
々
を
哀
れ
み
、
人
々
を
救
う
仏
教
の
教
え

に
心
を
寄
せ
、
常
に
西
方
の
極
楽
浄
土
に
思

い
を
寄
せ
ま
し
た
。

「
こ
の
上
な
い
幸
せ
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。

し
か
し
所
詮
こ
の
世
は
仮
の
浮
世
。
寿
命
が

尽
き
た
時
、
極
楽
浄
土
ま
で
妻
子
・
名
誉
・

財
産
を
持
っ
て
行
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
何

と
か
こ
の
世
で
、
極
楽
浄
土
の
生
身
の
阿
弥

陀
仏
を
拝
み
、
信
仰
を
深
め
覚
り
を
開
き
た

い
」
と
願
い
を
立
て
、
一
週
間
、
心
を
西
方

に
向
け
ま
し
た
。

　

そ
の
心
が
神
さ
ま
仏
さ
ま
に
通
じ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
七
日
目
の
明
け
方
、
ま
ど
ろ
み

の
中
に
白
張
装
束
の
老
人
が
枕
元
に
立
ち
、

小
さ
な
声
で
、

「
天
皇
さ
ま
の
願
い
が
天
に
通
じ
、
私
は
こ

こ
へ
参
り
ま
し
た
。
生
身
の
阿
弥
陀
仏
を
拝

み
た
い
と
思
わ
れ
る
な
ら
ば
、
賢
問
子
・
芥

子
国
に
、
丈
六
の
阿
弥
陀
仏
を
造
ら
せ
拝
ま

れ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
こ
そ
生
身
の

仏
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
告
げ
ま
し
た
。

「
宮
中
で
は
見
か
け
な
い
顔
で
あ
る
が
、
そ

な
た
は
誰
で
あ
る
か
？
」

と
問
え
ば
、
老
人
は
、

「
私
は
三
笠
山
に
神
の
姿
と
な
っ
て
現
れ
た

春
日
明
神
で
あ
る
」

と
告
げ
て
消
え
ま
し
た
。
天
智
天
皇
の
目
に

涙
が
溢
れ
ま
し
た
。

「
賢
問
子
は
た
だ
も
の
で
は
な
い
。
賢
問
子

を
牢
獄
に
入
れ
た
こ
と
は
私
の
愚
か
な
過
ち

で
あ
っ
た
」

と
天
皇
は
手
を
合
わ
せ
牢
獄
の
方
を
拝
み
ま

し
た
。
こ
れ
以
上
牢
獄
に
は
入
れ
て
お
け
な

い
。
家
来
に
、

「
賢
問
子
を
早
く
牢
獄
よ
り
出
し
、
連
れ
て

く
る
よ
う
に
」

と
命
じ
ま
し
た
。
家
来
は
急
い
で
牢
獄
に
入

り
、
賢
問
子
の
体
を
清
め
、
親
子
を
天
皇
の

元
へ
連
れ
て
き
ま
し
た
。
春
日
明
神
さ
ま
の

ご
加
護
に
、
親
子
の
喜
び
は
天
に
も
昇
る
心

地
で
す
。

　

天
智
天
皇
は
清
涼
殿
に
出
ら
れ
ま
し
た
。

「
そ
た
な
達
を
こ
こ
ま
で
招
い
た
の
は
、
こ

の
度
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
丈
六
の
阿
弥
陀

如
来
を
造
立
し
た
い
と
思
う
か
ら
だ
。
こ
れ

は
春
日
明
神
さ
ま
の
お
告
げ
で
あ
る
。
香
木

を
吟
味
し
不
浄
を
避
け
て
造
る
よ
う
に
」

　

賢
問
子
親
子
は
仏
師
の
精
を
尽
く
す
た
め
、

立
ち
上
が
り
一
礼
し
ま
し
た
。

　

賢
問
子
は
、

「
二
軒
の
仮
屋
を
清
く
穢
れ
が
な
い
よ
う
に

建
て
て
下
さ
い
。
私
達
親
子
は
別
々
に
作
業

を
し
ま
す
。
作
業
が
終
わ
る
ま
で
仮
屋
の
中

へ
は
決
し
て
誰
も
入
れ
な
い
で
下
さ
い
」

と
お
願
い
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
南
に
一
軒
、

北
に
一
軒
、
仮
屋
が
建
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

に
し
め
縄
を
引
き
、
仏
像
造
り
に
用
い
る
木

が
調
え
ら
れ
ま
し
た
。
（
つ
づ
く
）

「
賢
問
子
、
出
牢
」

し
ょ
せ
ん

し
ゅ
つ
ろ
う

宝
蔵
寺
住
職 

小
島
英
裕

し
ょ
う
じ
ん

う
き 

よ

は
く
ち
ょ
う
し
ょ
う
ぞ
く

ま
く
ら
も
と

け
ん
も
ん 

し

じ
ょ
う
ろ
く

み  

か
さ 

や
ま

あ
ふ

け

し   

こ
く

せ
い
り
ょ
う
で
ん

ぞ
う
り
ゅ
う

こ
う
ぼ
く

ぎ
ん 

み

け
が

第
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中
央
に
不
動
明
王
、
右
下
に
矜
羯
羅
童
子
、

左
下
に
制
多
迦
童
子
を
配
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が

海
中
の
三
孤
岩
上
に
立
つ
。

　

不
動
明
王
は
右
手
に
三
鈷
剣
、
左
手
に
羂

索
を
と
り
、
両
眼
は
見
開
き
、
二
牙
上
下
に

唇
を
噛
む
。
頭
上
に
は
蓮
華
を
置
き
、
左
に

辮
髪
を
垂
ら
し
、
身
は
火
焔
に
包
ま
れ
る
。

肉
身
は
青
を
塗
り
、
肉
線
は
墨
で
描
く
。
頭

髪
は
金
泥
に
よ
る
線
描
き
で
釧
や
胸
飾
、
持

物
等
は
胡
粉
の
上
に
金
泥
を
盛
り
上
げ
描
か

れ
て
い
た
。

　

矜
羯
羅
童
子
は
、
右
手
に
蓮
華
、
左
手
に

独
鈷
杵
を
執
る
。
制
多
迦
童
子
は
右
手
に
金

剛
棒
、
左
手
は
右
肩
の
高
さ
に
あ
げ
る
。

　

東
寺
御
影
堂
像
な
ど
の
古
い
像
は
、
両
眼

を
正
面
に
見
開
き
、
前
歯
で
下
唇
を
噛
ん
で
、

左
右
の
牙
を
下
向
き
に
出
し
た
姿
で
描
か
れ

て
い
る
が
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、

天
地
眼
（
右
眼
を
見
開
き
左
眼
を
眇
め
る
、

あ
る
い
は
右
眼
で
天
、
左
眼
で
地
を
睨
む
）
、

牙
上
下
出
（
右
の
牙
を
上
方
、
左
の
牙
を
下

方
に
向
け
て
出
す
）
と
い
う
、
左
右
非
対
称

の
姿
の
像
が
増
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は

十
世
紀
、
天
台
僧
・
安
然
ら
が
不
動
明
王
を

観
想
す
る
た
め
に
唱
え
た
「
不
動
十
九
観
」

に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
不
動
明
王
の
面
貌
に

限
っ
て
言
え
ば
、
古
様
を
伝
え
る
も
の
と
い

え
よ
う
。

　

本
図
は
島
根
県
雲
南
市
三
刀
屋
町
真
言
宗

御
室
派
峰
寺
に
伝
わ
る
不
動
明
王
二
童
子
像

（
県
指
定
文
化
財
）
、
滋
賀
県
大
津
市
天
台

宗
恵
光
院
不
動
明
王
二
童
子
像
（
重
要
文
化

財
）
と
と
も
に
玄
朝
様
の
系
譜
に
属
す
る
。

 　

梵
名
ア
チ
ャ
ラ
・
ナ
ー
タ
（[acala nātha]

）
は
、

密
教
の
根
本
尊
で
あ
る
大
日
如
来
の
化
身
、

あ
る
い
は
そ
の
内
証
（
内
心
の
決
意
）
を
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

密
教
特
有
の
尊
格
で
あ
る
明
王
の
一
尊
。
ま

た
、
五
大
明
王
の
中
心
と
な
る
明
王
で
も
あ

る
。

　

我
が
国
に
不
動
信
仰
を
爆
発
的
に
流
布
せ

し
め
た
原
因
は
元
寇
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と

不
動
信
仰
は
航
海
す
る
個
人
の
護
身
仏
と
し

て
の
信
仰
で
あ
り
、
当
時
第
一
義
と
さ
れ
た

国
家
鎮
護
的
な
不
動
信
仰
の
影
に
隠
れ
て
あ

ま
り
目
立
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
鎌
倉
時
代

以
降
、
宋
と
の
貿
易
に
よ
っ
て
新
し
い
不
動

明
王
像
が
招
来
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
航

海
の
護
身
仏
と
し
て
の
信
仰
は
、
国
家
的
信

仰
に
取
っ
て
代
わ
り
、
次
第
に
隆
盛
を
む
か

え
た
。

　

そ
の
信
仰
は
、
文
永
・
弘
安
両
度
の
元
寇

を
迎
え
て
、
頂
点
に
達
す
る
。
宋
と
の
文
化

交
流
の
時
代
に
も
増
し
て
、
祖
国
の
存
亡
を

か
け
て
、
不
動
信
仰
を
高
揚
さ
せ
た
。
仏
国

土
を
守
護
す
る
た
め
、
海
に
臨
ん
で
不
動
明

王
が
大
き
く
姿
を
あ
ら
わ
し
、
諸
天
を
尖
兵

と
し
て
海
上
に
派
遣
し
、
仏
敵
を
迎
え
撃
つ

ご
と
き
体
勢
を
強
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
不

動
を
本
尊
と
す
る
仁
王
経
法
は
全
国
の
寺
社

で
修
せ
ら
れ
国
家
鎮
護
の
熱
烈
な
祈
祷
が
捧

げ
ら
れ
た
。

　

弘
安
五
年
（
一
二
一
八
）
、
信
海
の
描
い

た
十
九
観
に
よ
る
醍
醐
寺
蔵
不
動
明
王
像
に
、

逆
巻
く
波
が
書
き
加
え
ら
れ
た
の
は
、
重
要

な
意
味
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
ん 

か   

ら   

ど
う  

じ

せ
い 

た    

か  

ど
う  
じ

さ
ん 

こ  

が
ん
じ
ょ
う

さ
ん  
こ  
け
ん

け
ん

じ
ゃ
く

に   

げ  

じ
ょ
う
げ

く
ち
び
る

は

べ
ん
ぱ
つ

か  

え
んく

し
ろ

む
な
か
ざ
り

じ

も
つ

こ  

ふ
ん

き
ん
で
い

ど
っ  

こ  

し
ょ

こ
ん

ご
う
ぼ
う

う 

け
ん

と
う 

じ   

み   

え    

ど
う

き
ば

す
が

に
ら

げ 

じ
ょ
う
げ 

し
ゅ
つ

あ
ん
ね
ん

め
ん
ぼ
う

こ  

よ
う

う
ん
な
ん 

し   

み    

と    

や
ち
ょ
う

げ
ん
こ
う

だ
い 

ご    

じ

ご  

し
ん 

ぶ
つ

し
ょ
う
ら
い

ぶ
ん
え
い

こ
う
あ
ん

せ
ん
ぺ
い

お 

む
ろ  

は  

み
ね 

で
ら

え  

こ
う
い
ん

げ
ん
ち
ょ
う
よ
う

こ
ん 

ぽ
ん 

そ
んな

い
し
ょ
う

そ
ん
か
く
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表
紙
の
解
説

絹
本
著
色「
不
動
明
王
二
童
子
像（
室
町
時
代
）」

不
動
明
王
と
そ
の
図
像
的
意
味

京
都
西
山
短
期
大
学
教
授　

加
藤
善
朗



　

今
回
か
ら
お
釈
迦
さ
ま
の
十
大
弟
子

の
お
話
を
し
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
に
は

十
人
の
立
派
な
お
弟
子
さ
ま
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

十
大
弟
子
の
内
、
最
初
に
挙
げ
ら
れ

る
の
が
、
智
慧
第
一
の
舎
利
弗
尊
者
で

す
。
舎
利
弗
尊
者
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で

「
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
」
、
「
シ
ャ
ー
リ

さ
ん
の
子
ど
も
（
プ
ト
ラ
）
」
と
い
う

意
味
で
す
。
有
名
な
お
経
で
あ
る
『
般

若
心
経
』
で
は
「
舎
利
子
」
と
出
て
く

る
の
も
舎
利
弗
尊
者
の
こ
と
で
す
。

　

舎
利
弗
尊
者
は
北
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ

ン
の
家
に
生
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃

か
ら
大
変
頭
が
よ
く
、
勉
強
が
大
変
出

来
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
父
と
母
よ

り
バ
ラ
モ
ン
教
の
教
え
を
教
わ
り
、
一

を
聞
い
た
ら
十
を
知
る
程
、
十
六
歳
の

頃
に
は
近
隣
諸
国
に
名
声
が
響
き
渡
っ

た
そ
う
で
す
。

　

成
人
し
た
舎
利
弗
尊
者
は
親
友
で
あ

る
目
連
尊
者
と
共
に
、
当
時
の
イ
ン
ド

で
有
名
で
あ
っ
た
修
行
者
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
に

弟
子
入
り
し
ま
し
た
。
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
に

は
二
百
五
十
人
の
弟
子
が
い
た
と
言
わ

れ
て
い
る
の
で
す
が
、
す
ぐ
に
師
サ
ン

ジ
ャ
ヤ
に
代
わ
っ
て
、
舎
利
弗
尊
者
が

教
え
を
説
い
た
そ
う
で
す
。

　

あ
る
時
の
こ
と
、
舎
利
弗
尊
者
が
王

舎
城
で
拓
鉢
を
し
て
い
る
時
に
、
一
人

の
修
行
者
に
出
会
い
ま
し
た
。
お
釈
迦

さ
ま
の
弟
子
で
あ
る
ア
ッ
サ
ジ
尊
者
で

す
。
舎
利
弗
尊
者
は
ア
ッ
サ
ジ
尊
者
を

見
て
思
い
ま
し
た
。

「
な
ん
て
素
晴
ら
し
い
お
姿
な
の
だ
。

な
ん
て
清
ら
か
な
お
姿
な
の
だ
」

　

舎
利
弗
尊
者
は
、
ア
ッ
サ
ジ
尊
者
に

声
を
掛
け
ま
し
た
。

「
誰
を
師
と
仰
い
で
出
家
さ
れ
た
の
で

す
か
」

「
私
は
お
釈
迦
さ
ま
を
師
と
仰
い
で
出

家
し
ま
し
た
」

「
で
は
私
に
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
教

え
て
頂
け
ま
せ
ん
か
」

「
私
は
出
家
し
て
間
も
な
い
身
で
す
。

た
だ
一
つ
だ
け
教
え
て
頂
い
た
こ
と
を

お
伝
え
し
ま
し
ょ
う
」

と
言
っ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
詩

に
し
て
唱
え
ま
し
た
。
（
つ
づ
く
）

じ
ゅ
う
だ
い  

で   

し

し
ゃ  

り   

し

は
ん

に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う

も
く  

れ
ん  
そ
ん  

じ
ゃ

お
う

し
ゃ
じ
ょ
う

た
く
は
つ

第141号（5）

ち  

え

し
ゃ 
り  
ほ
っ 

そ
ん
じ
ゃ

智慧第一の舎利弗尊者

絵
・
豆
田
織
奈　

文
・
釈
尊
法
話
会1

智
慧
第
一
の
舎
利
弗
尊
者　

絵

豆

織
奈

文

釈
尊
法

そ
の
１

お釈迦さまの
ご生涯
外 伝



第141号 （6）

ご
う

だ
ま

と
し  

こ

　

ボ
ー
ト
遊
覧
の
精
算
と
、
翌
日

の
パ
ト
ナ
ー
行
き
の
列
車
の
チ

ケ
ッ
ト
を
と
っ
て
も
ら
う
為
に
フ

ロ
ン
ト
に
降
り
た
。
翌
二
月
二
十

七
日
は
、
日
本
か
ら
二
人
の
後
輩

が
来
て
パ
ト
ナ
ー
駅
前
の
ホ
テ
ル

で
会
う
約
束
の
日
だ
っ
た
。
ボ
ー

ト
遊
覧
の
精
算
で
、
最
初
に
説
明

さ
れ
た
金
額
よ
り
も
多
く
請
求
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
、
納
得
が
い
か

ず
、
繰
り
返
し
説
明
を
し
て
も

ら
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
ス
ッ
キ

リ
し
な
い
ま
ま
言
わ
れ
る
と
お
り

の
金
額
を
払
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

　

夕
方
、
列
車
の
チ
ケ
ッ
ト
が
と

れ
た
と
の
こ
と
で
、
フ
ロ
ン
ト
に

行
き
精
算
を
し
た
の
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
も
意
外
に
高
い
手
数
料
に
思

え
、
こ
の
日
は
何
と
も
納
得
の
い

か
な
い
一
日
だ
っ
た
。
し
か
も
そ

の
追
い
打
ち
は
、
更
に
こ
の
日
の

終
わ
り
に
気
付
く
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
。

　

ホ
テ
ル
の
近
く
で
夕
食
を
と
ろ

う
と
、
表
に
出
て
レ
ス
ト
ラ
ン
を

捜
し
た
の
だ
が
、
さ
す
が
に
大
き

な
街
で
人
通
り
も
多
く
、
い
ろ
い

ろ
な
店
が
立
ち
並
ん
で
い
る
割
に
、

レ
ス
ト
ラ
ン
が
見
つ
け
に
く
く
、

か
な
り
の
時
間
歩
き
回
っ
て
し

ま
っ
た
。
道
に
迷
わ
な
い
よ
う
に

気
を
付
け
な
が
ら
歩
き
、
や
っ
と

見
つ
け
た
レ
ス
ト
ラ
ン
に
は
日
本

語
が
話
せ
る
ス
タ
ッ
フ
が
い
て
、

少
し
安
心
で
き
た
。

　

地
味
な
感
じ
の
店
で
は
あ
る
が
、

外
国
人
観
光
客
が
好
み
そ
う
で
、

ビ
ー
ル
も
お
お
っ
ぴ
ら
に
飲
め
、

さ
さ
や
か
な
が
ら
一
本
だ
け
頼
み
、

カ
レ
ー
を
二
種
類
と
バ
タ
ー
・
ナ

ン
、
野
菜
を
混
ぜ
込
ん
だ
チ
ャ
パ

テ
ィ
（
水
で
溶
い
た
小
麦
粉
を
フ

ラ
イ
パ
ン
で
薄
く
円
形
に
伸
ば
し

て
焼
く
、
一
般
庶
民
の
主
食
）
を

注
文
し
た
。
夕
食
に
は
少
し
遅
い

時
間
な
の
で
、
僕
た
ち
の
他
に
客

は
一
組
だ
け
で
、
暇
に
な
っ
た
の

か
日
本
語
の
話
せ
る
従
業
員
が
話

し
か
け
て
き
た
の
で
、
僕
は
ビ
ー

ル
を
飲
み
な
が
ら
、
そ
の
日
の
イ

ヤ
な
出
来
事
を
話
し
て
聞
か
せ
た

の
で
あ
る
。
思
い
出
す
と
腹
の
立

つ
、
オ
ー
ト
リ
ク
シ
ャ
ー
の
運
転

手
に
騙
さ
れ
た
こ
と
を
話
す
と
彼

は
、
「
そ
の
運
転
手
は
バ
ッ
ド
・

カ
ル
マ
（
悪
い
業
）
を
持
っ
て
い

る
！
」
と
絞
り
出
す
よ
う
な
口
調

で
断
言
し
た
の
だ
。
レ
ス
ト
ラ
ン

の
従
業
員
の
言
葉
に
、
多
少
気
が

晴
れ
て
ホ
テ
ル
に
戻
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
そ
れ
も
束
の
間
、
荷

物
の
整
理
を
し
て
い
る
と
利
子
が

突
然
、
部
屋
の
外
に
干
し
て
お
い

た
靴
が
な
い
と
言
い
だ
し
た
の
だ
。

外
と
い
っ
て
も
二
階
で
、
し
か
も

外
部
と
は
ガ
ラ
ス
戸
で
仕
切
ら
れ

て
い
て
、
普
通
な
ら
侵
入
で
き
な

い
の
で
、
昼
間
の
ド
ア
の
異
常
な

状
態
が
分
か
っ
た
時
に
は
、
既
に

盗
ま
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

岩瀬 賢良岩瀬 賢良東龍寺 住職東龍寺 住職 岩瀬 賢良東龍寺 住職

ヴァラナシ　ガンジス川沿いに延 と々続く沐浴場と、
その間に点在する火葬場

インドインド
夫婦道中記夫婦道中記

インド
夫婦道中記
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釈
然
と
し
な
か
っ
た一
日

し
ゃ
く
ぜ
ん

その2



ク
イ
ズ
コ
ー
ナ
ー

八
月

●
十
五
日（
金
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
六
日（
土
）

　

精
霊
送
り・盆
施
餓
鬼

●
二
十
日（
水
）〜
二
十
一
日（
木
）

　

少
年
少
女
参
拝
団

九
月

●
十
八
日（
木
）

　

開
山
歴
代
忌・六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
二
十
日（
土
）〜
二
十
六
日（
金
）

　

秋
彼
岸

十
月 

●
八
日（
水
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
日（
金
）

　

数
珠
供
養
会

●
十
三
日（
月・祝
）

　

策
伝
忌

十
一
月 

●
二
十
日（
木
）

　

総
本
山
西
山
忌

●
二
十
四
日（
月・祝
）　

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

十
二
月 

●
二
十
四
日（
水
）

　

お
身
拭
い
式・六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
三
十
一
日（
水
）

　

除
夜
の
鐘

お
も
な
行
事
予
定

総
本
山
誓
願
寺
だ
よ
り

　

総
本
山
誓
願
寺
は
京
都
の
中
心
地
、
新
京
極

通
り
の
ど
真
ん
中
に
あ
り
ま
す
。
創
建
は
、
は

る
か
飛
鳥
時
代
ま
で
遡
り
、
３
年
後
に
は

1
3
5
0
年
を
む
か
え
ま
す
。
そ
の
長
い
歴
史

の
変
遷
の
中
、
「
法
然
上
人
」
「
西
山
国
師
」

「
立
信
上
人
」
と
続
く
浄
土
門
の
聖
地
と
し
て
、

深
い
山
間
で
は
な
く
、
「
街
の
中
に
あ
る
お

寺
」
、
「
暮
ら
し
に
密
着
し
た
信
仰
の
場
＝
念

仏
道
場
」
と
し
て
人
々
に
愛
さ
れ
続
け
て
ま
い

り
ま
し
た
。
丈
六
（
約
4.
8
5
メ
ー
ト
ル
）
の

本
尊
阿
弥
陀
如
来
像
を
拝
し
、
大
切
な
お
方
の

読
経
回
向
し
、
明
日
の
活
力
と
し
ま
せ
ん
か
。

　

秋
の
紅
葉
シ
ー
ズ
ン
の
京
都
、
雑
踏
の
な
か

の
聖
地
に
是
非
お
立
寄
く
だ
さ
い
。

読
経
回
向　

一
霊　

五
千
円
か
ら

お
問
い
合
せ　

浄
土
宗
西
山
深
草
派
総
本
山
誓
願
寺

　
　
　
　
　
　

 

電
話
0
7
5
‐
2
2
1
‐
0
9
5
8

し
ん
き
ょ
う
ご
く

ど  
き
ょ
う

ほ
う
ね
ん
し
ょ
う
に
ん

さ
か
の
ぼ

り
ゅ
う
し
ん
し
ょ
う
に
ん

せ
い 

ざ
ん 

こ
く 

し

じ
ょ
う
ど  

も
ん

じ
ょ
う
ろ
く

ど 

き
ょ
う
え  

こ
う

第141号（7）

 

舎
利
弗
尊
者
と
出
会
っ
た
お
釈
迦
さ
ま
の
お
弟
子
さ
ま

は
誰
で
し
ょ
う
か
？
カ
タ
カ
ナ
四
文
字
で
お
答
え
下
さ
い
。

　

官
製
は
が
き
に
、答
え
、郵
便
番
号
、住
所
、氏
名
、電
話
番
号
、菩
提
寺

（
だ
ん
な
寺
）、感
想
や
質
問
を
必
ず
書
い
て
ご
応
募
下
さ
い
。そ
の
中
よ
り

紙
面
に
採
用
さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。掲
載
時
に
は
、は
が
き
に
て
ご

本
人
に
ご
連
絡
致
し
ま
す
。名
前
の
掲
載
が
困
る
方
は
、そ
の
時
に
ご
返
事

下
さ
い
。今
回
は
、善
導
寺
さ
ま
よ
り
ご
住
職
よ
り
直
接
発
送
頂
け
ま
す
丹

波
黒
豆
菓
子
を
１０
名
さ
ま
、本
山
謹
製
線
香
を
５
名
さ
ま
、合
計
１５
名
さ
ま

に
抽
選
し
て
差
し
上
げ
ま
す
。ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
問
題
】

【
宛
先
】
〒
四
四
四

〇
三
一
四

愛
知
県
西
尾
市
下
矢
田
町
郷
二

　
　
　
　
　

養
寿
寺
内

ち
か
い
編
集
係

　
　

【
締
切
】
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　

（
消
印
有
効
）

答
え
　

○
○
○
○
○

郵
便
番
号

住電
話所

氏
名

菩
提
寺
（
だ
ん
な
寺
）

感
想
・
質
問
等

ち
か
い　　

第
141
号

○
○

○
○ 

尊
者

発
行
日
　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
五
日

発
行
所
　
　

浄
土
宗
西
山
深
草
派

総
本
山
誓
願
寺

京
都
市
中
京
区
新
京
極
桜
之
町
四
五
三
番
地

電
　

話
（
〇
七
五
）
　

二
二
一

－

〇
九
五
八

F
A
X
（
〇
七
五
）
　

二
二
一

－

二
〇
一
九

E
-m
ail  info@

fukakusa.or.jp
U
R
L
    http://w

w
w
.fukakusa.or.jp/

読
経
の
ご
案
内



い
わ

聖
徳
太
子
像

本　

堂

本
尊
薬
師
如
来
座
像

（
善
導
寺　

第
29
世
）

昭
和
10
年
10
月
31
日
生
ま
れ　

78
歳

兵
庫
県
立
農
科
大
学
卒
、
県
立
高
校
数
学
教

師
と
し
て
勤
務
、
平
成
８
年
定
年
退
職
。
昭

和
44
年
３
月
晋
山
。
趣
味
は
掃
除
・
勉
強
・

読
書
。

か　

 

と
う

ぎ　
　

 

こ
う

　
「
善
導
寺
過
去
帳
」に
よ
る
と
、

そ
の
開
創
は
お
よ
そ
４
１
０
年
前
、

文
禄
元
年（
１
５
９
２
）と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。た
だ
し
そ
の
来
歴
は
、

前
身
で
あ
る
小
多
田
の
平
柳
谷
鎮

岩
に
あ
っ
た
興
聖
寺
に
遡
り
ま
す
。

　

天
正
７
年（
１
５
７
９
）、明
智
光

秀
の
丹
波
攻
め
に
よ
っ
て
、興
聖
寺

も
類
焼
炎
上
し
灰
燼
に
帰
し
ま
し

た
。言
い
伝
え
に
よ
る
と
屏
風
岩
の

上
に
、兵
火
を
免
れ
た
薬
師
如
来

が
雨
ざ
ら
し
と
な
っ
て
お
り
、そ
の

薬
師
如
来
を
本
尊
と
し
て
、善
導

寺
が
創
建
し
ま
し
た
。

　

文
禄
元
年（
１
５
９
２
）、助
空

益
信
上
人
は
、天
譽
覚
山
上
人
を

開
山
に
仰
ぎ
、現
在
の
地
に
当
寺

を
創
建
し
ま
し
た
。天
譽
覚
山
上

人
は
、中
国
浄
土
教
の
大
成
者
、善

導
大
師
に
ち
な
み
寺
号
を「
善
導

寺
」と
し
、当
地
の
山
容
を
善
導
大

師
の
棲
ん
だ
西
安
郊
外
の
終
南
山

に
見
立
て
て
、山
号
を「
終
南
山
」

と
し
ま
し
た
。

　

本
尊
で
あ
る
木
造
薬
師
如
来
座

像（
鎌
倉
時
代
）、法
道
仙
人
作
玉

眼
嵌
入
寄
木
造
漆
金
箔
仕
上
で
す
。

京
都
妙
光
寺
像
な
ど
と
の
比
較
か

ら
仏
師
運
慶
の
系
統
に
属
す
る
湛

慶
の
工
房
で
制
作
さ
れ
た
薬
師
如

来
像
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
「
そ
の
時
そ
の
時
、精
一
杯
生
き

て
ゆ
く
」で
す
。そ
し
て
亡
く
な
っ

た
人
ひ
と
り
ひ
と
り
が
生
き
て
き
て

よ
か
っ
た
な
と
思
わ
れ
る
引
導
を

与
え
て
、見
送
る
事
で
す
。

　

私
が
直
接
発
送
し
ま
す
、丹
波

黒
豆
菓
子
を
１０
名
の
方
に
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
ま
す
。

お
寺
の
歴
史
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

Q1

お
寺
の
宝
物
は

何
で
す
か
?

Q2

お
坊
さ
ん
と
し
て
の

心
が
け
は
何
で
す
か
?

Q3

「
ち
か
い
」
読
者
に

何
か
頂
け
ま
す
か
?

Q4

加
藤
義
康
師

【交通】
電車・ＪＲ篠山口駅からタクシー２０分
【主な行事】
修正会
御忌会
開山忌
涅槃会
小多田観音祭り
春彼岸会
灌仏会
施餓鬼会
秋彼岸会
十夜会
西山忌
善友会例会

1月1日
1月25日
1月30日
3月15日
3月18日
3月21日
5月8日
8月18日
9月21日
11月15日
11月26日
毎月25日

【お問い合わせ】
善導寺　
〒６６９－２４３５　
兵庫県篠山市小多田１８６５
ＴＥＬ　０７９－５５２－１５３８
ＦＡＸ　０７９－５５４－２６６７
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何 でも

へ
い  

な
い 

だ
に
ち
ん
の

お　
　

た　

だ

か
い 

じ
ん

び
ょ
う
ぶ   

い
わ

じ
ょ 

く
う

て
ん  

よ    

か
く 

ざ
ん

さ
ん 

よ
う

す

せ
い 

あ
ん

こ
う
し
ょ
う

さ
か
の
ぼ

ほ
う 

ど
う 

せ
ん  

に
ん

ぎ
ょ
く

に
ゅ
う
よ
せ 

ぎ 

づ
く
り
う
る
し
き
ん
ぱ
く  

し    

あ
げ

う
ん  

け
い

た
ん

い
ん  

ど
う

じ

　

今
回
は
兵
庫
県
篠
山
市
に
あ
る

「
終
南
山 

光
明
院 

善
導
寺
」を
訪
ね

ま
し
た
。

▼
▼

▼

し
ゅ
う
な
ん 

ざ
ん

こ
う
み
ょ
う
い
ん

ぜ
ん 

ど
う   

じ

や
く 

し
ん

が
ん  

か
ん

け
い


