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「 

                           

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

』 
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
猛
威
に
よ
り
、
不
安
な
毎
日
を
お
過
ご
し
の

こ
と
と
存
じ
ま
す
。
改
め
て
、
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

は
じ
め
て
見
つ
か
っ
た
ウ
ィ
ル
ス
で
す
か
ら
、
前
例
が
な
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
の
専
門
家
と
い
う
方
々
が
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
が
、
ど
れ
を
信
じ
て
よ
い
の
や
ら
、
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
が
、
今
ま
で
の
経
験
を
も
と
に
予
測
し
て
い
る
こ

と
に
は
、
根
拠
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
な
に
せ
、
人
類
が
初
め

て
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
ウ
ィ
ル
ス
で
す
か
ら
。 

 

と
に
か
く
、
一
刻
も
早
く
、
治
療
薬
を
開
発
し
て
、
ワ
ク
チ
ン
を
作
り
、

誰
も
が
予
防
接
種
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。 

 

僕
が
恐
れ
て
い
る
こ
と
は
、
実
は
ウ
ィ
ル
ス
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

ウ
ィ
ル
ス
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
僕
た
ち
に
「
選
び
、
嫌
い
、
見
捨
て
る
」

こ
こ
ろ
が
表
面
化
し
て
く
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
感
染
の
恐

れ
が
あ
る
場
所
や
物
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ま
で
を
も
嫌
い
、
大
切
に
出
会
う
べ

き
「
人
間
」
を
差
別
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。 

 

今
こ
そ
、
仏
の
教
え
を
聞
く
べ
き
時
だ
と
思
わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。 

江
東
区
仙
台
堀
の
桜
。 

子
ど
も
達
が
よ
く
遊
ん
だ
と
こ
ろ
で
す
。 

http://koumyouji-fukagawa.or.jp/
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真
宗

し
ん
し
ゅ
う

大
谷
派

お
お
た
に
は

で
は
、
２
０
２
３
年
に
「
宗
祖

し
ゅ
う
そ

親
鸞

し
ん
ら
ん

聖
人

し
よ
う
に
ん

御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教

り
っ
き
ょ
う

開
宗

か
い
し
ゅ
う

八
百
年

慶
き
ょ
う

讃さ
ん

法ほ
う

要よ
う

」
を
厳ご

ん

修し
ゅ

い
た
し
ま
す
。 

  

親
鸞
聖
人
は
、
伝
承
で
は
、
１
１
７
３
年
の
４
月

に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
立
教
開
宗
と
は
、
親
鸞
聖
人
が
そ
の
著
書

『
顕け

ん

浄
土

じ
ょ
う
ど

真
実

し
ん
じ
つ

教
き
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

証
文
類

し
ょ
う
も
ん
る
い

（
教

き
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

信し
ん

証
し
ょ
う

）』

の
草
稿
本
を
完
成
さ
れ
た
の
が
、
１
２
２
４
年
で
あ

る
と
い
う
伝
承
に
基
づ
き
、
真
宗
十
派
で
組
織
さ
れ

る
「
真
宗
教
団
連
合
」
が
４
月
１５
日
を
「
立
教
開
宗

記
念
日
」
と
定
め
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。 

 

本
山
（
京
都
の
東
本
願
寺
）
は
、
慶
讃
法
要
の
願

い
を
、
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
ま
す
。 

  

宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、
法ほ

う

然ね
ん

上
人

し
ょ
う
に
ん

と
の
出
会
い
に

よ
っ
て
本
願

ほ
ん
が
ん

に
帰き

し
、『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』

（
以
下
、『
教
行
信
証
』）
を

著
あ
ら
わ

し
て
、
本
願

ほ
ん
が
ん

念
仏

ね
ん
ぶ
つ

の

教
え
が
全
人
類
を
斉ひ

と

し
く
救
う
「
真

ま
こ
と

」
の
「
宗む

ね

」
で

あ
る
こ
と
を
開
顕

か
い
け
ん

さ
れ
た
。 

 

私
た
ち
は
、
こ
の
『
教
行
信
証
』
を
立
教
開
宗
の

書
と
し
て
受
け
止
め
、
あ
ら
た
め
て
宗
祖
が

顕
あ
き
ら

か

に
さ
れ
た
本
願
念
仏
の
教
え
を
い
た
だ
き
な
お
す

と
と
も
に
、
次
の
世
代
に
教
え
を
相
続
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
し
て
、
法
要
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て

い
ま
す
。 

  

慶
讃
法
要
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
と
立
教

開
宗
を
慶

よ
ろ
こ

び
讃た

た

え
る
御
仏
事

お
ん
ぶ
つ
じ

で
あ
る
。 

 

宗
祖
の
御
誕
生
、
そ
し
て
立
教
開
宗
を
慶
び
讃
え

る
と
い
う
こ
と
は
、
念
仏
の
教
え
に
出で

遇あ

い
、
自
ら

に
か
け
ら
れ
た
願
い
に
深
く
う
な
ず
き
、
そ
し
て
、

そ
の
御
恩
に
報
い
て
い
く
歩
み
に
他
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
、
人
と
し
て
誕
生
し
た
私
が
、
念
仏
の
教
え
・

は
た
ら
き
に
出
遇
う
時
、
人
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と

の
尊
さ
に
目
覚
め
、
生
ま
れ
て
生
き
る
こ
と
を
真
に

喜
ぶ
こ
と
の
で
き
る
者
と
な
る
、
ま
さ
に
念
仏
の
教

え
に
出
遇
っ
た
者
の
「
報
恩

ほ
う
お
ん

の
営
み
」
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
た
び
の
慶
讃
法
要
は
、
一
人
ひ
と
り
が
自
ら

に
と
っ
て
の
立
教
開
宗
の
意
味
を
た
ず
ね
、
本
願
念

仏
の
教
え
を
い
た
だ
く
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な

「
時
」
と
「
場
」
を

賜
た
ま
わ

る
こ
と
で
あ
り
、
自
ら
の
聞も

ん

法ぽ
う

生
活
を
問
い
な
お
し
、
あ
ら
た
め
て
念
仏
申
す
歩

み
を
確
か
め
て
い
く
機
縁

き

え

ん

な
の
で
あ
る
。 

  

法
要
期
間
は
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

第
１
期
法
要 

２
０
２
３
年
３
月
２５
日
～
４
月
８
日 

第
２
期
法
要 

２
０
２
３
年
４
月
１５
日
～
４
月

２９
日 

讃
仰

さ
ん
ご
う

期
間 

 

２
０
２
３
年
４
月
９
日
～
４
月

１４
日 

  

詳
細
は
今
後
、
通
信
に
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。 

２０２３年 

宗祖親鸞聖人 

御誕生八百五十年 
立教開宗八百年 

慶讃法要 厳修 
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仏
事
に
つ
い
て
・・・こ
こ
が
知
り
た
い
！ 

  

ど
こ
か
ら
が
「
お
葬
式
」
？ 

 
 
 

枕
勤

ま
く
ら
づ
と

め
・
通
夜
・
葬
儀
・
還か

ん

骨こ
つ

・
初し

ょ

七な
の

日か 

  

一
連
の
葬
儀
式
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

  

大
切
な
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
、
葬
儀
社
に
ご

縁
が
な
け
れ
ば
、
ま
ず
は
お
寺
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
じ
み
の
葬
儀
社
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
い
い

の
で
す
が
、
病
院
や
そ
の
他
の
施
設
な
ど
で
、「
葬
儀

社
を
紹
介
し
ま
す
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
手
次
の
お
寺

（
又
は
菩
提
寺
）
へ
相
談
し
ま
す
、
と
お
伝
え
し
て
、

お
寺
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
施
設
が
勧
め
る
葬
儀
社

の
役
割
は
、
多
く
の
場
合
、
ご
遺
体
を
施
設
の
外
に

運
び
出
す
こ
と
で
す
。
そ
の
ま
ま
ご
葬
儀
を
お
願
い

し
て
も
良
い
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
お
寺
へ
。 

  

ご
遺
体
が
ご
自
宅
へ
お
戻
り
に
な
っ
た
ら
、
で
き

る
限
り
、
僕
が
参
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ご
一
緒
に
「
正

信
偈
」
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
を
「
枕
勤
め
」

（
ま
た
は
「

枕
ま
く
ら

経
ぎ
ょ
う

」）
と
言
い
ま
す
。
亡
き
方
を
前

に
し
て
、
ご
一
緒
に
お
勤
め
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

そ
の
場
で
通
夜
・
葬
儀
の
日
取
り
を
決
め
た
り
、

今
後
の
こ
と
を
ご
相
談
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

 

 

そ
し
て
、
通
夜
・
葬
儀
と
な
り
ま
す
。
最
近
で
は
、

通
夜
を
執
り
行
わ
な
い
「
一
日
葬
」
と
い
う
言
い
方

が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
本
来
、
そ
の
よ
う
な
儀
式
は

あ
り
ま
せ
ん
。
通
夜
か
ら
が
葬
儀
な
の
で
す
。 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
、
葬
儀
の
布
施
額
を
明

示
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
通
夜
・
葬

儀
な
ら
い
く
ら
」「
一
日
葬
な
ら
い
く
ら
」
と
示
さ
れ

て
い
る
の
で
、
あ
た
か
も
、
通
夜
と
葬
儀
と
別
々
の

儀
式
が
あ
り
、
そ
れ
を
葬
家
が
選
べ
る
か
の
よ
う
な

表
現
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
間
違
い
で
す
。 

 

葬
儀
の
前
夜
か
ら
、
夜・

を
通・

し
て
、
亡
き
方
と
の

お
別
れ
を
す
る
こ
と
を
「
通
夜
」
と
呼
ん
で
き
た
の

で
す
。
省
略
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

  

ま
た
、
葬
儀
の
時
間
の
中
に
「
初
七
日
」
を
組
み

込
ん
で
執
り
行
う
と
い
う
こ
と
に
、
ま
れ
に
出
会
い

ま
す
が
、
こ
れ
も
間
違
い
で
す
。 

 
「
初
七
日
」
は
、
葬
儀
を
勤
め
た
後
に
、
火
葬
場

か
ら
帰
っ
て
き
て
「
還か

ん

骨こ
つ

勤
行

ご
ん
ぎ
ょ
う

」
を
行
い
ま
す
が
、

東
京
で
は
、
火
葬
場
の
状
況
に
よ
り
、
七
日
近
く
経

っ
て
い
る
の
で
、「
還
骨
勤
行
」
に
合
わ
せ
て
、
繰
り

上
げ
て
勤
め
て
い
ま
す
。
そ
の
「
初
七
日
」
を
葬
儀

に
組
み
込
む
こ
と
は
、「
還
骨
勤
行
」
を
省
略
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
望
ま
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

  

一
連
の
葬
儀
式
に
は
、
亡
き
方
と
の
別
れ
を
、
そ

し
て
「
死
」
と
い
う
現
実
を
、
遺
さ
れ
た
者
た
ち
が

仏
の
教
え
を
聞
く
こ
と
を
通
し
て
、
次
第
に
受
け
入

れ
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。 

大
切
な
場
で
す
。
省
略
す
る
こ
と
な
く
、
丁
寧
に

お
勤
め
し
た
い
も
の
で
す
。 

                          

宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要 テーマ 

『南無阿弥陀仏  

人と生まれたことの意味をたずねていこう』 
テーマの願い（本山より） 

私は、この地、この時に生を受けている。このことを精いっぱい尽して生きたい。悩み、

苦しみは私に押し寄せてくる。でもそれは「生きること」をも奪うものではない。私の心の

奥底にある「生きたい」という声に耳を澄まそう。その時、私に届けられている声に気づく。 

それは私を呼ぶ声、 南無阿弥陀仏。 

仏の名 みな を呼ぶことは、仏の呼び声を聞くこと。その呼び声の響きの中で、人と生

まれたことの意味を仏にたずねていこう。私に先立って生きた人たちと、同じ今を生きる人

たちと、これから生まれてくる人たちと、そのこと一つをともにたずねていこう。 

種から芽が出て花が咲き、花は枯れても種が残りまた花を咲かすように。 
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写
教
の
会 

 
教．
え
の
言
葉
を
書
き
写．
す
「
写
教
」
の
会
で
す
。 

 開
催
日
：
４
月
１５
日
・
５
月
２０
日
・
６
月
１７
日 

 
 

 
 

水
曜
日
の
１４
時
～
１７
時
ま
で
開
け
て

い
ま
す
の
で
、
出
入
り
自
由
で
す
。 

 参
加
費
：
無
料 

 

「
正
信
偈
」
を
書
写
し
ま
す
の
で
、
筆
ペ
ン
又
は
書

道
道
具
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

 

光
明
寺
同
朋
の
会
（
法
話
の
会
） 

 

親
鸞
聖
人
が
書
か
れ
た
「
正
信
偈
」
に
は
、
ど
の

よ
う
な
教
え
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

少
し
ず
つ
で
す
が
、
学
ん
で
ま
い
り
ま
す
。 

 開
催
日
：
４
月
２５
日
・
５
月
２３
日
・
６
月
２７
日 

 
 
 
 

土
曜
日
の
１４
時
～
１６
時
半
ま
で 

 参
加
費
：
５
０
０
円 

 
 
 
 

初
回
の
方
は
テ
キ
ス
ト
代
６
０
０
円 

 ※
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

体
幹
ら
く
ら
く
ヨ
ガ 

 

お
寺
で
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
気
持
ち
で
ヨ
ガ
を
体

験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
無
理
な
く
体
を
動
か
し
な
が

ら
、
自
然
と
体
の
内
側
を
鍛
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 

日
常
か
ら
離
れ
て
、
自
分
の
体
と
向
き
合
い
、
心

地
よ
い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。 

 開
催
日
：
毎
月
第
２
火
曜
日
の
１０
時
半
～
１１
時
半 

 
 
 

毎
月
第
４
火
曜
日
の
１９
時
～
２０
時 

 
 
 
 

※
月
に
２
回
開
催
し
て
い
ま
す
。 

 参
加
費
：
１
，
０
０
０
円 

 

右
記
の
三
つ
の
つ
ど
い
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
ま
し
て
、
中
止
と

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ご
参
加
を
ご

希
望
の
際
に
は
、
お
寺
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
前
号
に
て
ご
案
内
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
、

「
花
ま
つ
り
」「
永
代
経
」
に
つ
い
て
は
、
法
要
と
短

い
法
話
の
み
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

ご
参
加
い
た
だ
く
際
、
マ
ス
ク
の
着
用
は
強
制
い

た
し
ま
せ
ん
が
、
各
自
の
体
調
に
よ
り
ご
判
断
く
だ

さ
い
。
消
毒
液
は
、
お
寺
で
用
意
し
て
お
り
ま
す
。 

温
か
く
な
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
窓
を
開
け
て
換

気
を
心
が
け
ま
す
。
皆
さ
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ご
判
断

い
た
だ
き
、
ご
参
加
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

第
５
回
終
活
セ
ミ
ナ
ー 

 

「
終
活
」
と
は
、
や
が
て
終
わ
り
を
迎
え
る
私
の

人
生
に
向
き
合
い
、
心
配
な
こ
と
を
整
理
し
、
今
の

い
の
ち
を
安
心
し
て
生
き
て
往
く
た
め
の
活
動
で

す
。
お
寺
で
、
ご
一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
。 

 開
催
日
：
５
月
３０
日
（
土
）
１４
時
～
１６
時 

 

会 

場
：
真
宗
大
谷
派
光
明
寺
本
堂 

 

テ
ー
マ
①
「『
集
活
』
の
ス
ス
メ 

～
人
と
集
い
、
語
ら
い
、
交
流
し
、 

縁
を
紡
ぐ
～
」 

 
 
 
 
 
 

集
活
ラ
ボ
所
長 

星
野 

哲
さ
ん 

 

テ
ー
マ
②
「
仏
教
の
終
活
」 

 
 
 
 
 
 
 
 

光
明
寺
住
職 

小
林 

尚
樹 

 星
野
哲
（さ
と
し
）さ
ん
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル 

元
朝
日
新
聞
記
者
（
終
活
関
連
全
般
、
ラ
イ
フ

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
分
野
の
取
材
）、
立
教

大
学
社
会
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
研
究
員
（
人
生
の

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
社
会
で
ど
う
支
え
る
か
が
テ

ー
マ
）。
著
書
に
、『
遺
贈
寄
付 

最
期
の
お
金

の
活
か
し
方
』『「
定
年
後
」
は
お
寺
が
居
場
所
』

『
終
活
難
民 

あ
な
た
は
誰
に
送
っ
て
も
ら
え

ま
す
か
』
ほ
か
。 


