
- 1 - 

                            

                            

                            

こ
の
如
来

に

ょ

ら

い

は
光
明

こ
う
み
ょ
う

な
り
。
光
明

こ
う
み
ょ
う

は
智
慧

ち

え

な
り
。 

智
慧

ち

え

は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
。 

親
鸞

し
ん
ら
ん

聖
人

し
ょ
う
に
ん

著
作

ち
ょ
さ
く

『
一
念

い
ち
ね
ん

多
念

た

ね

ん

文
意

も

ん

い

』 

草
花
が
き
れ
い
な
季
節
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
み
な

さ
ま
、
お
花
見
に
は
出
か
け
ら
れ
ま
し
た
か
？ 

春
は
お
釈
迦
さ
ま
の
季
節
だ
と
感
じ
る
方
が
、
ど
れ
ほ
ど

い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
？ 

な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、

今
か
ら
二
五
〇
〇
年
ほ
ど
前
（
諸
説
あ
り
）
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、

北
イ
ン
ド
の
釈
迦
族
の
皇
太
子
と
し
て
、
四
月
八
日
に
ご
誕

生
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

で
す
か
ら
、
多
く
の
仏
教
寺
院
で
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
誕

生
を
ご
縁
と
し
て
、
春
に
は
「
花
ま
つ
り
」
が
催
さ
れ
ま
す
。 

お
釈
迦
さ
ま
が
覚
り
を
ひ
ら
い
て
、
仏
陀
と
な
る
こ
と
か

ら
、
仏
教
の
歴
史
が
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
た
ち
真
宗

門
徒
が
ご
本
尊
と
し
て
礼
拝
し
て
い
る
の
は
、
お
釈
迦
さ
ま

で
は
な
く
「
阿
弥
陀
如
来
」
な
の
で
す
ね
。 

そ
れ
に
は
、
大
切
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
ご
本
尊
は
「
阿
弥

陀
如
来
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。 

と
い
う
こ
と
で
、
今
回
は
「
ご
本
尊
・
阿
弥
陀
如
来
」
に
つ

い
て
、
特
集
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 
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【
巻
頭
の
こ
と
ば
】
に
つ
い
て
③ 

 

こ
の
如
来
は
光
明
な
り
。
光
明
は
智
慧
な
り
。 

 
 
 
 

智
慧
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
。 

『
一
念
多
念
文
意
』 

 

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
触
れ
る
の
も
三
回
目
で
す

の
で
、
も
う
お
分
か
り
か
と
思
い
ま
す
が
、「
こ
の
如

来
」
と
は
「
阿
弥
陀
如
来
」
の
こ
と
で
す
ね
。 

 

「
阿
弥
陀
」
と
は
、
イ
ン
ド
の
こ
と
ば
を
中
国
語

に
翻
訳
す
る
と
き
に
、
そ
の
音
（
響
き
）
を
生
か
し

て
、
漢
字
を
充
て
た
の
で
す
。
そ
れ
を
、
音
写
と
言

い
ま
す
。
元
々
の
言
葉
は
、「
ア
ミ
タ
」
で
す
。 

 

こ
の
「
ア
ミ
タ
」
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
り
、

「
ア
ミ
タ
ー
バ
」
と
「
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
」
で
あ
る
と

言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
「
ア
ミ
タ
」
に
漢
字
を
充
て
て

「
阿
弥
陀
」
と
し
た
の
で
、
こ
の
「
阿
弥
陀
」
と
い

う
文
字
か
ら
は
直
接
に
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、「
ナ
モ
ア
ミ

タ
ー
バ
」
の
音
写
な
の
で
す
。 

 

元
々
の
「
ア
ミ
タ
ー
バ
」
と
「
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
」

を
中
国
語
に
訳
し
た
言
葉
は
、「
無
量
光
」
と
「
無
量

寿
」
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
、「
阿
弥
陀
如
来
」
の
意

味
、
は
た
ら
き
に
な
り
ま
す
。
仏
陀
・
釈
尊
は
、「
量

（
は
か
）
り
し
れ
な
い
光
」
の
は
た
ら
き
と
「
量
り

し
れ
な
い
寿
（
い
の
ち
）」
の
は
た
ら
き
を
、「
阿
弥

陀
如
来
」
と
い
う
名
前
で
表
現
し
た
の
で
す
。 

 

で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
、
こ
の
「
量
り
し
れ
な
い

光
と
い
の
ち
は
た
ら
き
」
に
手
を
合
わ
せ
、
礼
拝
し

て
い
る
の
で
す
。
人
や
物
に
対
し
て
、
で
は
な
く
、

は
た
ら
き
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
の
で
す
。 

 

光
の
は
た
ら
き
と
は
、
具
体
的
に
は
仏
の
智
慧
に

あ
た
り
、
い
の
ち
の
は
た
ら
き
は
仏
の
慈
悲
に
あ
た

り
ま
す
。
そ
の
は
た
ら
き
が
、
無
量
な
の
で
す
ね
。 

 

仏
像
に
な
る
と
、
無
量
の
光
の
は
た
ら
き
（
智
慧
）

を
勢
至
菩
薩
、
無
量
の
い
の
ち
の
は
た
ら
き
（
慈
悲
）

が
観
音
菩
薩
と
し
て
表
現
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
が
、

弥
陀
三
尊
像
で
す
（
阿
弥
陀
如
来
を
中
心
に
、
両
脇

に
勢
至
菩
薩
と
観
音
菩
薩
）。 

 

弥
陀
三
尊
像
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
阿
弥
陀
如

来
と
は
ど
う
い
う
仏
さ
ま
か
、
と
い
う
こ
と
を
目
に

見
え
る
形
で
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。 

 
さ
て
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
音
写
な
の
で
、
言
葉

か
ら
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
意
味

を
表
わ
す
言
葉
が
、「
正
信
偈
」
の
最
初
の
一
句
、「
帰

命
無
量
寿
如
来
」
で
す
。
ま
た
は
、
二
句
目
の
「
南

無
不
可
思
議
光
（
如
来
）」。
あ
る
い
は
、
お
内
仏
で

御
本
尊
の
右
に
安
置
さ
れ
て
い
る
「
帰
命
尽
十
方
無

碍
光
如
来
」
に
な
り
ま
す
。 

 

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
念
仏
す
る
と
こ
ろ
に
、

量
り
知
れ
な
い
光
（
仏
の
智
慧
）
と
、
量
り
知
れ
な

い
い
の
ち
（
仏
の
慈
悲
）
の
は
た
ら
き
に
出
遇
い
得

た
、
感
謝
の
気
持
ち
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の

で
す
。
そ
の
気
持
ち
が
、「
帰
命
」（
帰
依
す
る
）
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

                            お
脇
掛

わ

き

が

け
に
つ
い
て 

  

お
内
仏
に
は
、
中
心
に
ご
本
尊
を
安
置
し
、
両
脇
に

お
名
号
を
お
掛
け
い
た
し
ま
す
。 

 

向
か
っ
て
右
に
、「
帰
命
尽

き
み
ょ
う
じ
ん

十
方

じ
っ
ぽ
う

無
碍
光

む

げ

こ

う

如
来

に
ょ
ら
い

」、
向

か
っ
て
左
に
は
、「
南
無

な

む

不
可
思
議
光

ふ

か

し

ぎ

こ

う

如
来

に
ょ
ら
い

」
と
い
う

お
名
号
で
す
。 

 

ど
ち
ら
の
名
号
も
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
言
い
替
え

た
も
の
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
が
特
に
大
切
に
さ
れ
た

お
名
号
で
す
。「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
は
、「
正

信
偈
」
に
も
出
て 

ま
い
り
ま
す
、
イ 

ン
ド
の
天 て

ん

親 じ
ん

菩
薩

ぼ

さ

つ 

の
著
作
に
出
て
く
る
の
で
す
が
、「
さ
ま
た
げ
る
も
の

な
く
十
方
を
尽
く
し
照
ら
す
光
の
仏
さ
ま
に
帰
依
し

ま
す
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
南
無
不
可
思
議
光
如
来
」
は
、
中
国
の
曇
鸞

ど
ん
ら
ん

大
師

だ

い

し

の
言
葉
で
、「
私
た 

ち
に
は
思
い
が
及 

ば
な
い
光
の
は
た 

ら
き
の
仏
さ
ま
に
帰
依
し
ま
す
」
と
い
う
意
味
が
あ

り
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、
私
た
ち
に
光
と
な
っ
て
は
た
ら
く

真
実
な
る
も
の
を
依
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
た
の
で
す
。 
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仏
事
に
つ
い
て
・
・・
こ
こ
が
知
り
た
い
！ 

  

仏
壇
の
中
心
に
は 

阿
弥
陀
如
来
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？ 

  

ま
ず
は
、
各
ご
家
庭
に
あ
る
、
お
仏
壇
の
中
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
一
番
上
の
段
の
中
央
に
は
、
御
本
尊

が
安
置
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？ 

浄
土
真
宗

の
ご
門
徒
の
お
宅
に
安
置
さ
れ
る
御
本
尊
は
、
左
の

よ
う
な
阿
弥
陀
如
来
の
絵
像
（
掛
軸
）
で
す
。 

     
 

 

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
お
名
号
が
書
か
れ
た

掛
軸
や
、
立
ち
姿
の
阿
弥
陀
如
来
の
木
像
は
結
構
で

す
が
、
お
座
り
に
な
っ
て
い
る
阿
弥
陀
如
来
像
や
、

阿
弥
陀
如
来
以
外
の
す
べ
て
の
仏
像
は
、
私
た
ち
の

御
本
尊
と
は
言
え
な
い
の
で
す
（
理
由
は
、
前
の
ペ

ー
ジ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
で
す
）。 

 

も
し
か
す
る
と
、
今
ま
で
に
ご
本
尊
を
お
迎
え
す

る
ご
縁
が
な
く
、
中
心
に
、
お
札
の
よ
う
な
も
の
や
、

御
位
牌
が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
真
宗
門
徒
の
生
活
と
し
て
の
礼
拝
作
法

を
改
め
て
確
認
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
機
会
に
、
見

直
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？ 

御
本

尊
は
、
本
山
・
東
本
願
寺
よ
り
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
す
の
で
、
お
寺
ま
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
（
本
山
へ
の
お
礼
金
が
必
要
に
な
り
ま
す
）。 

 

さ
て
、
そ
も
そ
も
浄
土
真
宗
で
は
、
仏
壇
と
は
言

わ
ず
に
「
お
内
仏
（
な
い
ぶ
つ
）」
と
言
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
中
心
に
御
本
尊
・
阿
弥
陀
如
来
が
い
ら
っ
し

ゃ
る
か
ら
で
す
。「
お
内
仏
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、

ご
先
祖
様
を
お
祀
（
ま
つ
）
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

御
本
尊
、
本
当
に
尊
い
こ
と
を
私
た
ち
が
生
き
る
中

心
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
こ
と

に
、
手
が
合
わ
さ
る
の
で
す
。 

ご
先
祖
様
は
、
私
た
ち
に
先
ん
じ
て
阿
弥
陀
如
来

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
浄
土
の
仏
様
に
な
っ
て
お
ら
れ

る
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
私
た
ち
に
常
に
は
た
ら

き
か
け
、
願
い
続
け
、
本
当
に
尊
い
こ
と
に
触
れ
る

ご
縁
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
た
方
々
を
想
い
、

お
内
仏
の
前
で
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
い

ま
こ
の
私
に
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

仏
壇
と
い
う
も
の
は
、
お
金
で
購
入
で
き
る
も
の

で
す
が
、
お
内
仏
は
お
金
で
取
引
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
お
金
で
は
価
値
が
計
れ
な

い
尊
い
も
の
を
、
日
々
大
切
に
し
て
い
る
の
で
す
。 

                           

光
明
寺
の
御
本
尊
（
阿
弥
陀
如
来
立
像
）
は
、 

東
京
都
江
東
区
の
重
要
文
化
財
に 

指
定
さ
れ
て
い
ま
す 

 

      

 

『
江
東
区
の
文
化
財
』
よ
り  

位
置
：
本
堂
内 

制
作
年
代
：
江
戸
時
代 

技
法
：
寄
木
造
、
玉
眼
嵌
入
、
漆
箔
。
白
毫
・
肉
髻

は
水
晶
製
。
本
体
と
台
座
は
、
本
来
別
の
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
制
作
年
代
は

江
戸
時
代
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
の
作
風
を

模
し
て
い
る
。 

総
高
：51.0

㎝ 
 

像
高
：33.0

㎝ 
 

裾
張
：8.0

㎝ 
 

※
お
寺
に
お
越
し
い
た
だ
き
、 

実
物
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 
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◆
額
装
ご
本
尊
の
ご
案
内
◆ 

 

―
離
れ
て
暮
ら
す 

お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
へ
― 

  

お
念
仏
が
次
の
世
代
に
も
相
続
さ
れ
て
い
く
こ

と
を
願
い
、
壁
掛
け
に
も
対
応
す
る
額
装
型
の
ご
本

尊
の
授
与
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。 

 

現
代
で
は
、
一
人
暮
ら
し
の
若
者
や
郷
里
を
離
れ

て
生
活
し
て
い
る
家
庭
に
は
ご
本
尊
が
安
置
さ
れ

て
い
な
い
場
合
も
あ
り
、
お
念
仏
を
申
す
生
活
と
は

縁
遠
い
生
活
を
送
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
昨
今
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
意
匠
の
お
内
仏

で
は
な
く
、
周
囲
の
家
具
や
調
度
品
に
調
和
す
る
現

代
的
な
意
匠
の
お
内
仏
（
現
代
型
仏
壇
）
の
需
要
が

増
え
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
従
来
の
掛
軸
型
の
御

本
尊
を
お
掛
け
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
声
を

お
聞
き
し
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
声
を
受
け
、
一
人
で
も
多
く
の
方
々
に

「
御
本
尊
の
あ
る
生
活
」
を
送
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
い
う
願
い
か
ら
、
本
山
に
お
い
て
額
装
型
の
御
本

尊
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

授
与
礼
金 

１
０
，
０
０
０
円 

高
さ
：19.5

㎝ 

幅
：9.2

㎝ 

奥
行
：2.8

㎝ 

（
付
属
の
台
を
付
け
て
い
な
い
状
態
の
寸
法
で
す
） 

       

 

      

  

本
尊
（
本
当
に
尊
い
こ
と
）
に
手
を
合
わ
せ
る
こ

と
か
ら
、
一
日
を
始
め
た
い
も
の
で
す
。 

 ※
詳
し
く
は
お
寺
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

（
お
寺
に
は
実
物
を
安
置
し
て
い
ま
す
） 

  

永代経法要のご案内 
毎年５月の第２日曜日に、「永代経法要」を勤修しております。 

先に亡くなっていかれた方々を仏さまとして、今を生きる私たちが教えに出遇う法要です。 

親から子、そして孫へと大切な事柄を引き継ぎ、相続していくことが願われています。 

ぜひ一度、ご参詣ください。（ご希望の方は、お寺へご連絡ください） 

日時：２０１７年５月１４日（日曜日）午後１時より法要 

法話：当寺住職 

お斎：２時半ころ～３時半ころまで 

会費：お志 

裏面です（ひもは付属） 


