
化
も
進
み
、
正
し
い
信
仰
の
在
り
方
を
守
り
、

伝
承
し
て
き
た
家
族
の
す
が
た
も
大
き
く
変

わ
っ
て
い
ま
す
。

　

親
の
正
し
い
信
仰
の
姿
を
見
な
が
ら
、
親
か

ら
子
へ
、子
か
ら
孫
へ
と
受
け
継
が
れ
る
は
ず
の
、

「
心
の
帰
る
べ
き
正
し
い
信
仰
」
を
持
た
さ
れ
て

な
い
人
が
増
え
て
い
る
現
実
が
、
危
惧
さ
れ
て

な
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
、
顕
本
法
華
宗
の
僧
侶
は
、
人
々
が

正
し
い
信
仰
を
深
め
、
よ
り
良
い
心
豊
か
な
人

生
を
歩
ん
で
い
た
だ
き
た
く
、
心
の
帰
る
べ
き
正

法
を
お
伝
え
す
る
た
め
に
、
常
に
わ
か
り
易
く

丁
寧
に
語
り
か
け
る
努
力
を
、
全
力
で
重
ね
て

ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
時
代
に
即
応
し
、
お
一
人
で
も
多
く
の

方
々
に
お
伝
え
す
る
た
め
に
、
総
本
山
妙
満
寺

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
ど
な
た
で
も
お
参
り
で

き
る
大
法
要
や
様
々
な
新
情
報
を
発
信
し
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
参
拝
や
法
話
等
の
配
信
も
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
こ
の
『
心
の
宝
』
誌
を
手
に
さ
れ

て
い
る
皆
様
に
は
、
み・

・佛
の
智
慧
を
敬
い
、
大

慈
大
悲
に
生
か
さ
れ
見
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

感
謝
し
つ
つ
、
常
に
平
常
心
を
保
つ
こ
と
を
心
が

け
、
正
し
い
信
仰
生
活
に
つ
と
め
ら
れ
る
こ
と
を

念
じ
て
お
り
ま
す
。

　

未
だ
災
禍
の
冬
で
す
が
、
遠
か
ら
ず
必
ず
穏

や
か
な
春
が
来
る
こ
と
を
祈
り
つ
つ
、
日
々
を
大

切
に
過
ご
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

南
無
妙
法
蓮
華
経　

合
掌

　

こ
の
ご
遺
文
は
、
日
蓮
大
聖
人
が

文
永
９
年
（
一
二
七
二
）
に
御
歳
51
歳

に
し
て
、
佐
渡
で
信
者
の
四し
じ
ょ
う条

頼よ
り
も
と基

（
通
称
・
四し
じ
ょ
う条

金き
ん

吾ご

）
へ
宛
て
て
著
さ

れ
た
文
書
の
一
節
で
す
。

　

本
書
に
は
、
鎌
倉
幕
府
に
対
し
て

※
諫か
ん

暁ぎ
ょ
うを

行
い
、
極
寒
の
佐
渡
に
流
罪

と
な
っ
た
大
聖
人
に
対
し
て
、
は
る

ば
る
使
い
を
送
っ
て
、
母
親
の
供
養
の

た
め
に
と
大
聖
人
に
支
援
の
品
々
を

届
け
た
金
吾
へ
の
感
謝
の
言
葉
と
と

も
に
、
国
や
王
の
あ
り
よ
う
や
、
王

法
と
仏
法
の
関
わ
り
、
法
相
宗
・
真

言
宗
・
華
厳
宗
・
阿
弥
陀
信
仰
に
つ

い
て
の
ご
教
示
と
、
法
華
経
の
功
徳

の
尊
さ
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
聖
人
は
「
私
た
ち
の
教
主
で
あ

る
釈
尊
は
、
覚
り
を
得
た
仏
陀
に
具

わ
る
三
十
二
相
と
い
う
聖
な
る
特
徴

を
す
べ
て
具
え
た
真
の
仏
さ
ま
で
す
。

と
く
に
そ
の
中
で
も
“
梵ぼ
ん
の
ん音
声じ
ょ
う”
と

い
っ
て
、
釈
尊
の
発
せ
ら
れ
る
お
声
は

す
ば
ら
し
く
尊
い
も
の
で
、
そ
の
お

声
を
文
字
に
し
た
も
の
が
経
文
で
あ

り
、
す
べ
て
の
経
文
の
中
で
最
上
の

『
法
華
経
』
の
文
字
は
、
ま
さ
に
釈
尊

の
お
声
そ
の
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち

は
『
法
華
経
』
を
拝
読
す
る
こ
と
で

釈
尊
の
御
心
に
接
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
」
と
し
め
く
く
ら
れ
ま
し

た
。『
法
華
経
』
を
読
む
こ
と
は
孝
養

の
極
み
な
の
で
す
。

聖
訓
カ
レ
ン
ダ
ー

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
大
聖
人
五
十
一
歳 

千
葉
市  

本
行
寺  
朝
倉
俊
泰

解
説

※ 

相
手
の
誤
り
を
指
摘
し
て
正
し
い
道
へ
と
導
く
こ
と
。
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五

弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
大
聖
人
五
十
七
歳

　

こ
の
ご
遺
文
は
、弘
安
元
年（
一
二
七
八
）

７
月
28
日
、
日
蓮
大
聖
人
が
57
歳
の
時

に
、
佐
渡
の
信
者
の
千せ
ん
に
ち
あ
ま

日
尼
に
宛
て
て

身
延
に
お
い
て
記
さ
れ
、
は
る
ば
る
佐

渡
か
ら
身
延
を
訪
れ
た
千
日
尼
の
夫
で

あ
る
阿あ

仏ぶ
つ
ぼ
う房

に
託
さ
れ
た
書
状
の
一
節

で
す
。

　

阿
仏
房
は
も
と
も
と
遠え
ん
ど
う藤

為た
め
も
り盛

と
い

い
、
承
久
の
乱
で
佐
渡
に
流
さ
れ
た
順

徳
上
皇
に
仕
え
る
北
面
の
武
士
で
し
た
。

上
皇
が
崩ほ
う
ぎ
ょ御

さ
れ
た
後
も
佐
渡
に
残
っ

て
、
そ
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
夫
婦
と

も
に
出
家
し
て
、
念
仏
を
唱
え
る
日
々

を
送
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
時
に
、
念
仏
を
批
判
し
た
大

聖
人
が
佐
渡
に
流
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、

自
身
の
念
仏
信
仰
の
敵
を
責
め
る
つ
も

り
で
配
所
を
訪
れ
た
こ
と
が
機
縁
と
な

り
、
か
え
っ
て
大
聖
人
の
説
か
れ
た
正

し
い
教
え
に
帰
依
し
、
大
聖
人
が
佐
渡

に
お
ら
れ
た
約
一
千
日
の
間
、
夫
婦
で

支
え
続
け
た
こ
と
で
授
か
っ
た
名
前
が

「
千
日
尼
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

千
日
尼
か
ら
の
手
紙
に
、
女
人
の
成

仏
へ
の
疑
問
が
記
さ
れ
て
い
た
の
を
ご

覧
に
な
ら
れ
た
大
聖
人
は
、改
め
て
『
法

華
経
』
功
徳
の
尊
さ
と
唯
一
の
女
人
成

仏
の
経
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
イ
ン

ド
・
中
国
・
日
本
の
故
事
を
例
に
し
て

ご
教
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
『
法
華
経
』
こ
そ
が
女
人
成
仏
の
経

典
で
あ
り
、
父
母
へ
の
最
上
の
孝
養
と

な
る
経
典
で
す
。

　

こ
の
ご
遺
文
は
、建
治
２
年（
一
二
七
六
）

日
蓮
大
聖
人
御
歳
55
歳
の
時
に
、
信
者

の
阿あ

仏ぶ
つ
ぼ
う房に

宛
て
て
書
か
れ
た
お
手
紙
の

一
節
で
す
。

　

阿
仏
房
夫
妻
に
つ
い
て
は
５
月
の
解
説

に
て
述
べ
ま
し
た
が
、
大
聖
人
が
佐
渡
に

お
ら
れ
た
間
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
も
た

び
た
び
大
聖
人
の
も
と
を
訪
れ
て
お
り
、

そ
の
信
仰
の
深
さ
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　
「『
法
華
経
』
の
宝
塔
は
、
何
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
の
阿
仏
房

の
疑
問
に
対
し
て
、
教
示
さ
れ
た
の
が
六

月
の
ご
聖
訓
で
す
。

　
『
法
華
経
』
の
中
で
は
、「
見け
ん
ほ
う
と
う
ほ
ん

宝
塔
品
第

十
一
」
に
お
い
て
、
宝
塔
が
大
地
よ
り
出

現
し
て
、
そ
の
中
か
ら
多
宝
如
来
が
声
を

発
せ
ら
れ
、
釈
尊
が
説
か
れ
て
い
る
『
法

華
経
』
が
正
し
い
教
え
で
あ
る
こ
と
が
証

明
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
釈
尊
は
、
大だ
い

音お
ん

声じ
ょ
うを
発
せ
ら
れ
、

宝
塔
の
扉
を
右
の
御み
ゆ
び指
を
も
っ
て
開
か
れ
、

宝
塔
の
中
に
入
ら
れ
て
、
多た

宝ほ
う

如に
ょ
ら
い来と

並

ん
で
座
ら
れ
、
教
え
を
説
き
続
け
ら
れ
る

と
と
も
に
、
末
法
の
法
華
経
弘ぐ

通つ
う

を
託

す
べ
き
者
を
求
め
ら
れ
、
こ
れ
に
応
じ
て

上じ
ょ
う
ぎ
ょ
う
ぼ
さ
つ

行
菩
薩
等
の
四
菩
薩
を
上じ
ょ
う
し
ゅ首と

す
る

地じ
ゆ涌

の
菩
薩
が
た
が
出
現
さ
れ
て
、
こ
の

菩
薩
が
た
に
末
法
弘
通
が
託
さ
れ
ま
す
。

　

大
聖
人
は
、
時
代
や
場
所
、
老
若
男

女
を
問
わ
ず
、『
法
華
経
』
と
お
題
目
を

唱
え
る
す
べ
て
の
人
々
の
姿
そ
の
も
の
が

何
よ
り
も
尊
い
大
宝
塔
で
あ
る
と
説
か
れ

た
の
で
す
。

建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
大
聖
人
五
十
五
歳 
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「
安あ

ん 

穏の
ん

」

テ
レ
ビ
で
阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
28
年
目
の
特
集

が
あ
り
ま
し
た
。

　
災
害
直
後
の
医
療
現
場
で
の“
ト
リ
ア
ー
ジ
”に
つ
い

て
の
話
で
し
た
。
ト
リ
ア
ー
ジ
と
は
、
傷
病
の
重
症
度

に
応
じ
て
治
療
の
優
先
度
を
決
定
す
る
こ
と
で
す
。
震

災
に
よ
っ
て
次
々
と
病
院
に
運
ば
れ
て
く
る
被
災
者
の

方
々
に
医
師
が
治
療
を
施
す
わ
け
で
す
が
、
す
べ
て
の

第
十
五
回

お
経
の
中
に
は
、
た
く
さ
ん
の
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
毎
回
ひ
と
つ
の
言
葉
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
解
説
い
た
し
ま
す
。

の
方
向
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
重
要
視
さ
れ
て

い
き
ま
し
た
。
絶
望
的
な
状
況
か
ら
で
も
、
な
お
生
か

す
べ
く
道
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
の
で
す
。

さ
て
今
回
も「
安
穏
」に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　
こ
の「
安
穏
」と
い
う
仏
教
の
言
葉
は
い
た
る
と
こ
ろ

に
見
ら
れ
る
も
の
で
す
が
、
私
た
ち
が
普
段
聞
く
こ
と

の
多
い
法
華
経
の「
お
自じ

が

げ
我
偈
」、 「
我が

し此
土ど

安あ
ん
の
ん穏

」に
つ

い
て
、
先
師
で
あ
る
中
川
日に
っ
し史

猊
下
は
そ
の
著
書『
聖

語
録
』の
中
で
、 「
お
自
我
偈
」の
中
で
大
切
に
さ
れ
て

い
る「
我
此
土
安
穏
」の
一
節
は「
娑し
ゃ

婆ば

即そ
く

寂じ
ゃ
っ
こ
う

光
の
浄
土
」

と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

　
皆
様
は
、
私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
こ
の
世
は
苦
し
み

の
世
界
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。 「
お
自
我
偈
」

の
中
で
も
、 「
衆
生
劫
尽
き
て
大
火
に
焼
か
る
る
と
見

る
と
き
も
」と
見
て
と
れ
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
大
き
く

大
転
換
し
、 「
我
が
こ
の
土
は
安
穏
に
し
て
天
人
常
に

充
満
せ
り
」と
、
こ
の
世
は
仏
様
が
見
守
ら
れ
て
い
る

修
行
の
場
で
も
あ
り
、
仏
の
道
で
あ
る
と
説
か
れ
た
の

で
す
。私

が
こ
の『
心
の
宝
』誌
の
編
集
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
か
ら
5
年
目
に
な
り
ま
す
。
こ
の
間
、
コ

ロ
ナ
禍
や
戦
争
が
起
き
、
カ
ル
ト
や
新
興
宗
教
の
話
に

も
言
及
し
ま
し
た
。世
情
は
冬
の
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。

世
の
中
が
悪
い
時
に
は
、
冬
の
寒
さ
を
耐
え
忍
ん
で

春
を
待
つ
か
の
如
き
心
持
ち
も
必
要
と
思
い
ま
す
が
、

ジ
ッ
と
し
て
い
る
中
で
も
信
仰
生
活
を
も
と
と
し
て
、

正
し
く
生
き
よ
う
と
心
に
思
い
行
動
に
移
す
。
先
祖
や

両
親
か
ら
受
け
継
い
だ
心
と
身
体
が
イ
キ
イ
キ
と
な
る

よ
う
に
、元
気
を
積
み
重
ね
る
。
互
い
に
励
ま
し
合
う
。

そ
し
て
願
わ
く
ば
、
周
囲
の
関
わ
っ
て
い
る
人
達
に
感

謝
し
あ
え
る
姿
を
、
縁
あ
る
方
々
に
見
せ
て
あ
げ
て
欲

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
人
の
道
で
も
あ
り
仏

の
道
、「
安
穏
」た
る
道
だ
と
思
い
ま
す
。
仏
様
や
ご
先

祖
様
が
見
守
っ
て
い
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
で
も
少
し
ず
つ

で
も
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
　
　
　
　（
成
洋
）

患
者
を
救
い
た
い

け
れ
ど
も
非
常
に

難
し
い
状
況
で
、
現

場
の
医
師
は
葛
藤
を
抱
え

な
が
ら
、
救
え
る
命
を
優
先
し
て
救
お
う
と
強
く
決
断

し
、
救
命
し
て
い
く
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
阪
神
淡
路
大

震
災
を
契
機
に
、
救
命
救
急
の
現
場
で
命
を
救
う
こ
と

そ
の
②
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開
基　

成
就
院
日
祐
上
人 　
　

創
建　

江
戸
時
代
初
期　
　
　
　
　
　

 　

住
職　

第
43
世  

長
濱
良
瑛
師

　

常
福
寺
は
、
世
田
谷
区
の
小
京
都
と
呼
ば
れ
て
い
る
北
烏
山
に
あ
り
ま
す
。
北
烏
山
の
地
に
は
、
26
ケ
寺

（
宗
派
も
色
々
）も
の
お
寺
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
大
正
12
年
の
関
東
大
震
災
後
の
都
市
計
画
で
、

東
京
各
地
の
寺
院
が
北
烏
山
の
地
に
移
転
し
て
き
た
こ
と
に
因
り
ま
す
。

　

落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
あ
る
町
並
み
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
一
度
散
策
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

当
寺
は
最
初
、
浅
草
新
鳥
越
の
地
に
開
創
さ
れ
、
そ
の
後
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
に
よ
り
同
吉
野
町
に
移
転
し
、

関
東
大
震
災
に
よ
り
堂
宇
全
焼
。
昭
和
３
年
に
現
在
地
に
移
転
し
再
建
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
檀
信
徒
を
は
じ
め
、
ご
参
詣
の
方
が
気
持
ち
良
く
お
参
り
い
た
だ
け
る
よ
う
に
」を
念
じ
、
境
内

を
清
潔
に
保
つ
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
新
し
い
こ
と
に
も
少
し
ず
つ
挑
戦
し
な
が
ら
、
百
年
後
も

皆
様
方
に
ご
参
詣
い
た
だ
け
る
寺
院
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
誌
の
新
年
号
と
お
盆
号
の
巻
末
に

は
、
常
福
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

法ほ

う

立り
ゅ
う

山ざ

ん 
常じ

ょ
う

福ふ

く

寺じ

東
京
都
世
田
谷
区
北
烏
山
２
丁
目
８

－

１

　

久
成
寺
は
、
岡
山
県
の
吉
井
川
と
吉
野
川
の
合
流
地
点
、
茶ち
ゃ

臼う
す

山や
ま

城じ
ょ
うの

麓
、
自
然

の
美
し
い
地
域
に
あ
り
ま
す
。
近
く
に
は
片
鉄
ロ
マ
ン
街
道
と
い
う
サ
イ
ク
リ
ン
グ

ロ
ー
ド
が
通
っ
て
い
ま
す
。
廃
線
に
な
っ
た
片か
た
か
み上

鉄
道
の
線
路
を
利
用
し
て
サ
イ

ク
リ
ン
グ
用
に
整
備
さ
れ
、
桜
の
季
節
に
は
足
を
止
め
て
写
真
を
撮
っ
て
い
る
人

も
い
ま
す
。

　

山
門
脇
の
桜
は
樹
齢
１
５
０
年
近
い
老
木
に
も
か
か
わ
ら
ず
毎
年
勢
い
よ
く
咲
き
、

ま
た
境
内
に
は
花
木
が
四
季
折
々
の
色
を
見
せ
、
癒
し
を
与
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

本
堂
は
江
戸
時
代
に
一
度
焼
失
し
ま
し
た
が
、“
備び

前ぜ
ん

法ぼ
っ
け華

”と
い
わ
れ
る
土
地
柄
、

檀
信
徒
の
皆
様
の
篤
い
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
今
の
久
成
寺
が
あ
り
ま
す
。

　

令
和
４
年
10
月
に
久
成
寺
住
職
の
任
を
拝
受
い
た
し
ま
し
た
。
若
輩
者
で
は
あ
り
ま

す
が
、
こ
こ
ま
で
多
く
の
皆
さ
ま
に
育
て
て
い
た
だ
い
た
こ
と
へ
の
感
謝
と
と
も
に
、

寺
門
繫
栄
に
邁
進
す
る
覚
悟
で
、
日
々
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

 

長ち
ょ
う

福ふ

く

ざ

ん山 

久く

成じ
ょ
う

寺じ

岡
山
県
赤
磐
市
草
生
７
５
７

開
基　

浄
徳
院
日
立
上
人    　

創
建　

永
正
８
年
（
１
５
１
１
年
）　　
　

 　

住
職　

第
32
世  

津
村
乗
信
師

　

お
寺
の
見
ど
こ
ろ

　

住
職
と
し
て
心
が
け
て
い
る
こ
と

寺々
を
訪
ね
て

か
つ
て
好
評
を
い
た
だ
い
た
連
載
コ
ー
ナ
ー
が
新
し
く
な
り
ま
し
た
。

ご
住
職
か
ら
の
一
言
も
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

お
寺
の
見
ど
こ
ろ

ぶ
ら
り

第
１
教
区

第
８
教
区

　

住
職
と
し
て
心
が
け
て
い
る
こ
と

岡山県 ★
東京都 ★
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Q
「
読ど

っ

経き
ょ
う」に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

仏教Q&A仏教Q&A
今さらきけない

「まちがい絵さがし」「仏教Q&A」「和顔愛語」応募要項
官製はがきまたは封書にて、住所・氏名・年齢・菩提寺名・『心の宝』への

感想を記入の上、下記宛先までご応募ください（匿名で
掲載希望の方は、その旨お書きください）。

〒 700-0818　岡山市北区蕃山町 3-5　本行寺内『心の宝』編集局

〆切り 4 月末日 （消印有効）

A
よ
く
標
語
や
目
標
を

社
員
全
員
で
唱
和
す

る
企
業
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

教
育
の
場
に
お
い
て

も
、
建
学
の
精
神
を
朝
礼

で
唱
和
し
た
り
、
部
活
動

で
も
チ
ー
ム
の
目
標
を
練

習
の
前
後
に
唱
和
す
る
な

ど
、
色
々
な
場
面
で
よ
く

見
か
け
る
光
景
で
す
。

　

こ
れ
は
、
企
業
に
お
い

て
は
営
業
方
針
を
社
員
で

共
有
し
勤
労
意
欲
を
鼓

舞
す
る
、
教
育
現
場
に
お

い
て
は
、
多
感
な
時
期
の

子
ど
も
た
ち
に
将
来
の
目

標
を
持
た
せ
て
い
る
の
で

す
が
、
読
経（
お
経
を
声

を
出
し
て
読
む
こ
と
）も
、

お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
一

語
も
誤
る
こ
と
な
く
心
に

刻
む
た
め
の
有
効
な
方
法

で
あ
り
ま
し
た
。

　

お
経
を
中
国
語
訳(

漢

文)

の
ま
ま
読
む
の
は
、

訳
文
を
尊
重
し
た
だ
け
で

な
く
、
漢
字
の
音
読
み
が

経
文
を
誤
り
な
く
覚
え
、

高
ら
か
に
唱
え
る
の
に
便

利
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し

当
然
な
が
ら
音
読
み
は
耳

で
は
全
く
理
解
で
き
ず
、

い
つ
の
ま
に
か
お
経
が
慰

霊
や
所
願
成
就
の
呪
文
と

な
り
、「
意
味
が
わ

か
ら
な
い
か
ら
有

難
い
」と
い
う
解

釈
ま
で
生
ま
れ
る

始
末
で
し
た
。

　

お
経
を
覚
え
る

の
は
日
ご
ろ
の
読
経
の
賜

物
で
す
が
、
暗
記
し
て
唱

え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
も
、
経
文

を
目
で
確
か
め
て
、

教
え
の
中
味
に
触
れ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
本
宗
で
は
お
自
我

偈
の
後
に
、
全
く
同
じ
内

容
の
読
み
下
し
文(

我
仏

を
得
て
よ
り
～)

を
お
読

み
す
る
こ
と
で
経
文
の
理

解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
難
し
い
語
句
の

意
味
は
、
ご
住
職
に
お
尋

ね
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

　

あ
る
方
が
、「
無
信

心
だ
っ
た
故
人
に
対

し
、
難
し
い
お
経
を

聞
か
せ
て
わ
か
る

の
で
す
か
？
」と
い
う
質

問
を
さ
れ
ま
し
た
。
私
た

ち
は
故
人
に
お
経
を
聞
か

せ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

ま
し
て
や
説
教
し
て
い
る

の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
読

経
に
よ
り
教
え(

お
経)

を
我
が
心
に
植
え
つ
け
て

自
分
を
清
め
な
が
ら
、「
ど

う
か
こ
の
功
徳
が
故
人
に

届
き
ま
す
よ
う
に
」と
念

じ
て
い
る
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
回
向
す

る
時
は
慰
霊
の
気
持
ち
と

と
も
に
、
自
ら
の
修
行
と

し
て
心
を
清
め
、
生
活
を

正
そ
う
と
す
る
自
覚
が
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

（
つ
づ
く
）
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
等
に
よ
り
、
外
出
を
控
え
、
ご
自

宅
で
お
過
ご
し
の
読
者
も
多
い
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
大
切
な
時
間

を
有
意
義
に
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。
本
コ
ー
ナ
ー
で
は
、前
号
に
続
い
て「
自

我
偈
」の
写
経
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
、
ご
自
身
の“
身
と
心
”を
清
め
る

楽
し
さ
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

■ 

手
を
洗
い
、
口
を
す
す
い
で
身
を
清
め
ま
し
ょ
う
。

■ 

着
座
し
て（
正
座
・
椅
子
ど
ち
ら
で
も
結
構
で
す
）、
静
か
に
目
を
閉
じ
、

心
を
落
ち
着
か
せ
ま
し
ょ
う
。

■ 

合
掌
し
て
、
お
題
目
を
三
回
お
唱
え
し
、
家
族
や
ご
先
祖
に
感
謝
の
気

持
ち
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

■ 

写
経
は
、
ペ
ン
・
鉛
筆
・
筆
ペ
ン
等
何
で
も
結
構
で
す
。
書
き
や
す
い

も
の
で
丁
寧
に
写
し
ま
し
ょ
う
。

■ 

写
し
終
え
た
ら
、
合
掌
し
て
静
か
に
目
を
閉
じ
、
お
題
目
を
三
回
お
唱

え
し
て
終
わ
り
で
す
。

■ 

写
経
の
字
に
、
上
手
下
手
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
一
文
字
一
文
字
心
を

込
め
て
丁
寧
に
写
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

書：秋葉敬真師（東京　法成寺住職。毎日書道展審査会員、書道誌三耀社副会長）

写
し
て
学
ぼ
う

写
経
体
験

法華経「自我偈」全文の写経を
されたい方は、総本山妙満寺に
お問い合わせください。

〒 606-0015
京都市左京区岩倉幡枝町 91 番地
顕本法華宗　総本山　妙満寺
電話番号　075-791-7171
URL　https://myomanji.jp

正式な写経をされたい方

写
経
作
法
の
一
例

　
妙
法
蓮
華
経
（
法
華
経
）如
来
寿
量
品
第
十
六
章
の
偈
文
は
、
冒
頭
の
文
字

を
と
っ
て
、「
自
我
偈
」あ
る
い
は
内
容
か
ら
「
久
遠
偈
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
す
べ
て
の
仏
典
の
頂
点
に
立
つ
法
華
経
、
そ
の
中
で
特
に
大
事
な
お
経
が
如

来
寿
量
品
で
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
も
一
番
の
肝
心
が
「
自
我
偈
」
に
な
り
ま
す
。

こ
の
経
文
の
底
に
こ
そ
、
末
法
の
衆
生
が
等
し
く
救
わ
れ
る
南
無
妙
法
蓮
華

経
の
法
門
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
日
蓮
大
聖
人
は
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

出
　
典

意
味
：
心
が
柔
和
に
し
て
素
直
な
人
々
に
は
、
私
が
こ
の
世
界
に
あ
っ
て
法

を
説
い
て
い
る
の
が
見
え
る
で
あ
ろ
う
。

解
説
文『
顕
本
法
華
宗
　
お
つ
と
め
の
お
経
の
解
説
』よ
り

柔に
ゅ
う

和わ

質し
ち

直じ
き

者し
ゃ

　
則そ

っ

皆か
い

見け
ん

我が

身し
ん

在ざ
い

此し

而に

説せ
っ

法ぽ
う

経
文
の
意
味
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かぶのポタージュ（材料　2〜 3人前） （食前の食
じきほう

法）

天
てん

の三
さんこう

光に身
み

を温
あたた

め、地
ち

の五
ご

穀
こく

に

魂
たましい

を養
やしな

う。皆
みな

これ本
ほんぶつ

仏の慈
じ ひ

悲なり。

南無妙法蓮華経。いただきます。
（ 天の三光・・太陽、月、星。　
  地の五穀・・米、麦、粟、豆、黍などの穀物。）

ご
住
職
に
、
心
の

こ
も
っ
た
一
品
を

紹
介
し
て
い
た
だ

く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

皆
様
も
ぜ
ひ
。

そ
の
11

カブ���������2個
タマネギ������ 1/4個
米��������大さじ1
昆布��������ひとかけ

オリーブオイル��大さじ1
お水������� 200cc
塩・コショウ�����適量

　
カ
ブ
と
タ
マ
ネ
ギ
と
水
だ
け
で
ト

ロ
っ
と
し
た
優
し
い
ポ
タ
ー
ジ
ュ
が
で

き
ま
す
。
生
の
お
米
と
一
緒
に
煮
込
む

の
で
口
あ
た
り
が
よ
く
食
べ
や
す
く
、

食
欲
不
振
や
胃
を
休
め
た
い
と
き
に

お
す
す
め
で
す
。

　
カ
ブ
以
外
で
も
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
や
サ

ツ
マ
イ
モ
な
ど
で
幅
広
く
作
れ
ま
す

の
で
、
色
々
な
お
野
菜
で
ポ
タ
ー
ジ
ュ

作
り
を
楽
し
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

材
料
に
よ
っ
て
火
の
通
り
は
変
わ
り

ま
す
の
で
適
宜
調
整
し
て
く
だ
さ
い
。

1 カブはくし切りに、タマネギは薄切りに。 2 小さい鍋にオリーブオイルを大さじ1を入れ火を点ける。
鍋が温まればタマ
ネギを入れて中火
で焦げないように
炒めます。

3 タマネギが透き通りしんなりしたら、
鍋にカブと昆布・
水200ccをいれ、
米も入れます。

4 カブ全体に水がかぶり、均等に火が通るように少し混ぜます。塩をひとつ
まみ回し入れ、蓋
をし弱火で10分
ほど、煮込みます。

中村文治師
1976年5月5日生、兵庫県姫
路市出身。身延山大学仏教
学部卒業。岡山県の寺院で
5年間の法務
経験を経て、現
在は円乗寺(兵
庫県明石市 )
住職を務める。

5 10分くらいたったら蓋をあけ、カブ
がしんなりし、米
も柔らかくなった
ら火を止めます。

7 器に盛り付けましょう。好みでオリーブオイルやフライドオニオン、塩コショウ等
かけて完成。

アレンジでバターや豆乳、出汁調
味料を加えていただいても美味し
いご馳走スープになります。

6 5をミキサー（フードプロセッサー）
に入れ、トロッと
真っ白になるまで
回します。

か
ぶ
の
ポ
タ
ー
ジ
ュ

お家にあるもので簡単に。
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第七教区
兵庫県明石市

円乗寺
　中村文治

ひとくち
法話

　
少
し
ず
つ
暖
か
く
な
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
。
春
と
い
う
の
は
新
し
い
出

会
い
の
あ
る
良
い
季
節
で
す
が
、
近

年
で
は
花
粉
症
等
の
ア
レ
ル
ギ
ー
に

悩
ま
さ
れ
る
人
が
か
な
り
増
え
、
少

し
嫌
な
季
節
に
感
じ
る
方
も
多
く

な
っ
た
気
が
し
ま
す
。

　
私
自
身
も
幼
い
頃
か
ら
ア
ト
ピ
ー

性
皮
膚
炎
を
患
い
、
長
い
間
肌
に
悩

ま
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
思
春
期
の
頃

は
特
に
ひ
ど
く
、
荒
れ
た
肌
を
人
に

見
ら
れ
る
の
が
嫌
で
夏
で
も
長
袖
を

着
た
り
、
外
出
す
る
の
が
苦
痛
な
く

ら
い
で
し
た
。
大
人
に
な
れ
ば
落
ち

着
く
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

若
い
頃
の
私
に
は
、
毎
日
が
と
て
も

辛
か
っ
た
で
す
。

　
あ
る
日
の
朝
、
目
を
覚
ま
す
と
、

枕
元
に
妹
が
笑
っ
て
立
っ
て
い
ま
し

た
。
私
の
荒
れ
た
顔
を
見
て
馬
鹿
に

し
て
い
る
と
思
っ
て
苛
立
ち
を
覚
え
、

「
何
が
お
か
し
い
」と
怒
鳴
る
と
、
一
言

「
寝
顔
が
可
愛
ら
し
か
っ
た
か
ら
」と

返
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
を
聞
い

た
私
は
激
し
く
泣
き
ま
し
た
。

　
今
ま
で
自
分
が
不
幸
の
中
心
で
、

こ
ん
な
身
体
に
産
ん
だ
両
親
を
憎
ん

だ
こ
と
さ
え
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の

妹
の
何
気
無
い
一
言
で
全
て
救
わ
れ

た
気
が
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
自

分
を
産
ん
で
く
れ
た
両
親
に
感
謝
し
、

特
に
ず
っ
と
側
で
同
じ
よ
う
に
悩
み

苦
し
ん
で
く
れ
て
い
た
母
親
に
恩
返

し
が
し
た
く
、
形
は
違
え
ど
同
じ
よ

う
に
苦
し
む
方
の
支
え
に
な
り
た
い

と
思
い
、
私
は
僧
侶
を
志
し
ま
し
た
。

　
日
蓮
大
聖
人
が
九
年
間
お
過
ご
し

に
な
ら
れ
た
身
延
山
の
奥
の
院
に
は

思し

親し
ん
か
く閣

と
い
う
お
堂
が
ご
ざ
い
ま
す
。

大
聖
人
は
こ
ち
ら
か
ら
故
郷
房
州
小

湊
に
眠
る
両
親
や
、
師
の
道
善
房
を

追
慕
し
ご
供
養
さ
れ
ま
し
た
。
皆
様

も
ど
う
か
思
親
大
孝
の
念
を
持
っ
て

親
孝
行
、
先
祖
供
養
を
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
思
い
や
り
の
心
を
大
切
に

し
て
く
だ
さ
い
。

「救われたひと言」
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宗
務
院

全
国
布
教
研
修
会

　
令
和
4
年
11
月
22
日
、
全

国
布
教
研
修
会
が
リ
モ
ー

ト
会
議
に
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
研
修
会
で
は
特
命
布
教

師
　
川
崎
英
真
師（
千
葉
県

茂
原
市
・
龍
教
寺
住
職
）と
、

朝
倉
俊
泰
師（
千
葉
市
・
本

行
寺
住
職
）に
よ
る「
想
定
問
答

～
一
般
問
答
、
法
華
問
答
」と
、

秋
山
事
遷
師（
岡
山
市
・
本
行
寺

住
職
）に
よ
る「
社
会
課
題
に

応
え
る
寺
院
を
目
指
し
て
～

岡
山
河
畔
芸
術
祭
で
の
取
り

組
み
～
」に
つ
い
て
の
講
義
が

行
わ
れ
、
参
加
者
か
ら
は
質

問
や
活
発
な
意
見
交
換
が
あ

り
ま
し
た
。

全
国
布
教
講
習
会

　
令
和
4
年
12
月
9
日
、
全

国
布
教
講
習
会
が
リ
モ
ー

ト
会
議
に
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
講
習
会
で
は
法
華
宗
本

門
流
　
矢
吹
康
英
師
よ
り

「
立
正
大
師
諡
号
宣
下
に
つ
い

て
」の
講
義
が
行
わ
れ
、
立
正

大
師
諡
号
宣
下
に
至
る
経
緯

や
、
当
時
の
社
会
状
況
等
の

詳
細
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
『
心
の
宝
』
編
集
局
は
１
期
３
年
の
任
期
で
、

東
・
西
の
僧
員
が
交
互
に
編
集
業
務
に
あ
た
っ

て
お
り
、
現
在
は
西
日
本
編
集
局
の
２
期
５
年

目
に
な
り
ま
す
。

　
私
は
２
期
目
か
ら
編
集
に
携
わ
っ
て
お
り
ま

す
が
、
２
年
前
は
緊
急
事
態
宣
言
下
で
、
取
材

は
お
ろ
か
会
議
す
ら
憚は
ば
から

れ
る
時
期
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

今
と
な
っ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、

会
議
も
慣
れ
な
い
リ
モ
ー
ト
で
行
い
、
当
初
は

リ
モ
ー
ト
特
有
の
気
の
使
い
方
に
戸
惑
い
を
感

じ
ま
し
た
。
対
面
会
議
も
リ
モ
ー
ト
会
議
も
、

そ
れ
ぞ
れ
善
し
悪
し
が
あ
り
ま
す
の
で
、
毎
回

反
省
し
て
お
り
ま
す
。

　

あ
と
１
年
の
任
期
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一

人
で
も
多
く
の
方
が
『
心
の
宝
』
を
読
ん
で
い

た
だ
け
る
よ
う
に
、
先
輩
局
員
と
協
力
し
て
努

め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

編
集
後
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　      

編
集
局
員
　
兵
庫
県
姫
路
市
・
妙
立
寺
内
　
中
村
昌
芳

い
つ
も
心
に
し
み
る
事
柄
ば
か

り
で
す
。
も
っ
と
毎
日
の
生
活

を
お
だ
や
か
に
過
ご
し
た
い
と

思
い
ま
す

（
鳥
取
市
・
長
門
マ
キ
エ
さ
ん
）

「心の宝」への感想・
おたより紹介

皆様からのご意見、お
手紙等多数いただき、
誠にありがとうござ
います。
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典
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
選

者
に
よ
る
表
彰
と
、
厳
し
く

も
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
講
評

に
参
加
者
は
一
喜
一
憂
し
て

い
ま
し
た
。

釈
尊
成
道
会

　

12
月
４
日
、
大
川
日
仰
猊

下
大
導
師
の
も
と
釈
尊
成
道

会
が
奉
行
さ
れ
、
本
堂
で
の

法
要
後
、
成
道
の
聖
地
に
建

つ
イ
ン
ド
・
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大

塔
に
な
ら
っ
た
当
山
仏
舎
利

塔
に
お
い
て
慶
讃
法
要
が
営

第
４
回
貞
徳
忌
俳
句
大
会

　

11
月
14
日
、
妙
満
寺
大
書

院
に
お
い
て「
第
４
回 

貞
徳

忌
俳
句
大
会
」が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

あ
い
に
く
の
雨
模
様
で
し

た
が
、
約
70
名
の
参
加
者
で

会
場
は
賑
わ
い
、　

３
０
０
点

を
超
え
る
事
前
投
句
と
66
点

の
当
日
句
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
優
秀
作
品
が
選
ば
れ
、
佛

教
大
学
名
誉
教
授
・
坪
内
稔

ま
れ
ま
し
た
。

　

法
要
後
、
足
立
幸
謙
師（
塔

頭
大
慈
院
住
職
）に
よ
る
法

話
が
あ
り
、
参
詣
者
は
真
剣

な
面
持
ち
で
拝
聴
し
て
い
ま

し
た
。　

年
送
り
の
鐘
・　
　
　
　

新
歳
国
祷
会

　

大
晦
日
の
深
夜
に
、
年
を

ま
た
い
で
例
年
行
っ
て
お
り

ま
し
た
除
夜
の
鐘
を
改
め
、

「
年
送
り
の
鐘
」と
称
し
て
夕

方
に
鐘
撞
き
を
執
り
行
い
ま

し
た
。

　

午
後
３
時
、
土
持
栄
孝

本
山
総
務
が
祈
念
の
後
に
第

一
鐘
を
撞
き
、
続
け
て
参
詣

者
が
新
た
な
年
の
無
事
を
祈

り
、
午
後
５
時
半
ま
で
梵
鐘

を
撞
き
ま
し
た
。

　

初
め
て
の
試
み
で
し
た
が
、

本
山
檀
信
徒
の
ほ
か
地
元
岩

倉
を
中
心
に
３
０
０
名
を
超

え
る
方
が
来
山
、
用
意
し
て

い
た
１
０
８
体
の「
年
送
り
の

鐘
・
特
製
御
守
」も
す
ぐ
に

授
与
が
終
わ
り
ま
し
た
。

　

元
旦
の
午
前
６
時
か
ら

は
、
新
年
の
安
穏
の
祈
る
新

歳
国
祷
会
を
奉
行
、
早
朝
よ

り
参
列
さ
れ
た
檀
信
徒
・
一

般
参
詣
者
と
と
も
に
世
界
平

和
と
国
土
安
穏
、
疫
病
退
散

を
祈
念
い
た
し
ま
し
た
。

遷
　
化

　

千
葉
県
山
武
市
・
円
寿
寺
第
38
世
、
妙
光
寺
歴
世
、
光
泉
寺
歴
世
の

中
村
日
玄
猊
下
が
、
令
和
5
年
1
月
10
日
に
世
寿
１
０
４
歳
に
て
遷
化

さ
れ
ま
し
た
。

　

1
月
19
日
、
吉
田
大
願
師
（
千
葉
県
市
原
市
・
寿
福
寺
住
職
）
を
導

師
に
密
葬
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

2
月
25
日
、
島
田
幸
晴
師
（
広
島
市
・
妙
詠
寺
住
職
）
導
師
の
も
と
、

各
代
表
諸
師
も
出
座
さ
れ
、
し
め
や
か
に
本
葬
儀
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

略
歴 

大
正
9
年
、
千
葉
県
生
ま
れ
。

　

昭
和
20
年
、
千
葉
県
山
武
市
・
円
寿
寺
住
職
。
昭
和
21
年
同
市
・
妙
光
寺
住

職
に
就
任
。
伽
藍
復
興
、
寺
門
興
隆
に
尽
力
さ
れ
た
。

　

宗
内
に
お
い
て
は
、
昭
和
41
年
、
第
7
教
区
教
務
所
長
。
昭
和
57
年
、
同
教

区
布
教
師
。
平
成
4
年
、
宗
務
次
長
。
同
年
、
教
務
部
長
。
平
成
6
年
、
大
学

林
長
。
平
成
6
年
、
本
山
総
務
。
平
成
9
年
、
妙
塔
学
林
林
長
。
平
成
12
年
、

宗
務
総
長
等
歴
任
。

　

平
成
19
年
、
顕
本
法
華
宗
管
長
・
総
本
山
妙
満
寺
第
３
０
５
世
貫
首
に
推
挙
さ

れ
、
2
期
6
年
の
任
期
中
に
は
、
常
楽
院
日
経
上
人
慶
長
法
難
四
〇
〇
年
報
恩
法

要
、
立
正
安
国
論
奏
進
七
五
〇
年
奉
讃
法
要
、
日
蓮
大
聖
人
伊
豆
御
法
難
七
五
〇

年
報
恩
法
要
、
東
日
本
大
震
災
追
悼
法
要
等
、
各
法
要
の
大
導
師
を
務
め
ら
れ
た
。

王お
う
し
ゃ舎
城じ
ょ
う

院い
ん

通つ
う

義ぎ

日に
ち
げ
ん玄
上
人

平成 20 年春季大法要後に、俳優・大村崑氏
と記念対談をされる中村猊下

平成 23 年春季大
法要・東日本大
震災追悼法要に
て、勧請文を読
まれる中村猊下

2 期 6 年の任期中
には、総本山妙満
寺にて多くの法要
の大導師をつとめ
られました
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