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先
般
、
テ
レ
ビ
で
聖
徳
太
子
の
こ
と
を

特
集
し
て
い
ま
し
た
。
聖
徳
太
子
と
い
え

ば
大
抵
の
方
が
ご
存
じ
の
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
命
日
ま
で
は
中
々
ご
存
じ

な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
六
二
二
年
二
月

二
二
日
が
聖
徳
太
子
の
ご
命
日
で
あ
り
、

今
か
ら
一
四
〇
〇
年
前
に
活
躍
さ
れ
た
方

で
す
。
聖
徳
太
子
は
仏
教
を
日
本
に
ひ
ろ

め
、
そ
の
仏
教
を
も
っ
て
国
を
治
め
、
諸

外
国
と
も
上
手
に
つ
き
あ
っ
て
い
こ
う
と

考
え
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

私
た
ち
は
聖
徳
太
子
と
言
え
ば
、
奈
良

の
法
隆
寺
を
思
い
う
か
べ
、
奈
良
に
お
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
そ
の
テ
レ
ビ
の
中
で
歴
史
学
者
が

「
聖
徳
太
子
伝
説
に
は
法
隆
寺
系
の
伝
説

と
、
大
阪
の
四
天
王
寺
系
の
伝
説
が
残
っ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
が
あ
り
、
聖

徳
太
子
の
事
跡
が
残
っ
て
い
る
」
と
解
説

し
て
く
れ
ま
し
た
。
今
回
は
四
天
王
寺
系

の
資
料
を
元
に
聖
徳
太
子
の
業
績
を
紹
介

し
て
お
り
、
是
非
一
度
四
天
王
寺
に
も
お

参
り
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
こ
と
で
す
。

先
ず
聖
徳
太
子
は
最
初
に
、
大
阪
の
広

大
な
土
地
に
四
天
王
寺
を
建
て
ら
れ
諸
外

国
と
の
外
交
に
あ
た
ら
れ
た
と
言
う
こ
と

で
し
た
。
四
天
王
寺
は
日
本
最
古
の
官
寺

(

国
の
寺
）
で
あ
り
、
宗
派
は
ど
こ
に
も
属

さ
な
い
「
和
宗
」
の
総
本
山
と
言
う
こ
と

わ
し
ゅ
う

で
す
。
境
内
は
現
在
で
も
町
の
真
ん
中
に

三
万
坪
と
い
う
甲
子
園
球
場
三

つ
分
に
相
当
す
る
境
内
地
を
有

し
、
そ
の
中
に
た
く
さ
ん
の
立

派
な
伽
藍
が
並
ん
で
い
ま
す
。

が
ら
ん

そ
の
伽
藍
の
配
置
も
四
天
王
寺

は
独
特
の
形
式
を
も
ち
、
南
北

に
一
直
線
に
伽
藍
を
配
置
し
て
、

西
の
港
か
ら
日
本
に
入
っ
て
く

る
諸
外
国
の
船
に
、
日
本
は
仏

教
国
で
あ
る
こ
と
を
顕
示
し
、

諸
外
国
と
対
等
に
交
流
す
る
と

共
に
、
防
衛
に
も
い
か
し
た
と
い
う
こ
と

で
し
た
。

国
の
政
治
、
ま
た
諸
外
国
と
の
交
渉
に

当
た
ら
れ
て
い
た
聖
徳
太
子
が
、
生
ま
れ

に
よ
り
位
が
決
ま
る
の
で
は
な
く
働
き
に

よ
る
と
い
う
「
冠
位
十
二
階
」
を
制
定
さ

か
ん
い
じ
ゅ
う
に
か
い

れ
た
り
、
理
想
的
な
政
治
を
行
う
た
め
に

「
憲
法
十
七
条
」
を
示
さ
れ
た
と
い
う
の

け
ん
ぽ
う
じ
ゅ
う
し
ち
じ
ょ
う

は
大
変
有
名
な
お
話
し
で
す
。

中
で
も
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
聖

徳
太
子
が
紙
幣
の
肖
像
画
に
七
回
も
印
刷

し
へ
い

さ
れ
た
か
と
言
う
こ
と
で
し
た
。
紙
幣
に

印
刷
さ
れ
た
肖
像
画
で
一
番
多
い
の
が
聖

徳
太
子
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
も
ド
ラ

マ
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

敗
戦
後
日
本
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
下
に
あ

り
、
日
本
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
た
め
、
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
が
日
本
に
や
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
し
て
新

し
い
日
本
の
国
づ
く
り

を
様
々
に
指
示
し
ま
し

た
。
憲
法
も
そ
う
で
す

し
、
紙
幣
作
り
に
も
か

か
わ
り
ま
し
た
。
紙
幣

の
肖
像
は
天
皇
や
、
軍

国
主
義
を
連
想
さ
せ
る

者
は
除
か
れ
た
そ
う
で
す
。
戦
前
肖
像
画

が
紙
幣
に
使
わ
れ
て
い
た
聖
徳
太
子
も
天

皇
と
の
関
係
か
ら
、
当
然
許
さ
れ
な
か
っ

た
わ
け
で
す
が
、
当
時
の
一
萬
田
日
銀
総

い

ち

ま

だ

裁
が
、
聖
徳
太
子
の
作
ら
れ
た
『
憲
法
十

七
条
』
を
持
ち
出
し
、
そ
の
第
一
条
を
示

し
て
、
聖
徳
太
子
は
、
平
和
主
義
者
だ
と

主
張
し
た
そ
う
で
す
。
第
一
条
に
は
有
名

な
「
和
ら
か
な
る
を
も
つ
て
貴
し
と
な
し
、

や
わ

た
っ
と

忤
ふ
る
こ
と
な
き
を
宗
と
な
す
。
」
と
い

さ
か

む
ね

う
条
文
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
日
本
の

め
ざ
す
世
界
で
あ
り
、
国
の
あ
り
方
だ
と

主
張
し
、
戦
前
に
二
回
、
戦
後
に
は
五
回

も
紙
幣
の
肖
像
と
な
り
、
社
会
に
出
回
る

こ
と
が
で
き
た
そ
う
な
の
で
す
。

そ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
聖
徳

第９４号 聞光 2020年2月15日

http://www.k-anrakuji.jp/

聖
徳
太
子
の
教
え

発 行 所

〒 7 3 7 - 0 0 5 4

呉市上山田町2-28

安 楽 寺
℡0823-21-7561

四 天 王 寺

第９４号 聞光 2020年2月15日

http://www.k-anrakuji.jp/

安楽寺マンガ通信
その４４ 信楽めぐみ作

｢ものを見る眼｣ 信楽慧

昨年の秋、青森県の奥入瀬渓流に行くことがあり
お い ら せ

ました。これはその時に撮った写真です。

紅葉と言えば「京都」を思い浮かべる方が多いか

もしれませんが、「青森県の奥入瀬渓流」はそれと

並ぶ紅葉の名所として知られています。実際評判通

りの素晴らしい紅葉でしたが、京都の紅葉とはまた

違った美しさでした。

例えるならば、「京都の紅葉」は計算され手が加

えられた美しさであり、「青森の紅葉」は自然その

ままの美しさでした。

そんな観光の最中、紅葉を絵に描くおじいさんに

会いました。この写真に写るおじいさんの絵は、実

際の風景を上手に描写しつつも、色味や部分部分の

バランスが全く違うように描かれていました。それ

を見て、「この風景をそんな風に感じ、表現するの

か。そんな受け取り方もあるのか。」と思いました。

こうした受け取り方は本当に人それぞれであり、

奥入瀬渓流の紅葉を見ても「本当に綺麗で素晴らし

い紅葉」と思う人もいれば、「特に何も感じない」

という人だっていると思います。

このことは、風景のみに限らず他の全ての事象に

おいても言えることであり、各人にとっての「事実」

とは全ては受け取り方、その人の価値観によっての

み決まるのではないかと思います。

普段から自分にとって都合の悪いことが起きると

イライラしてしまったりしていますが、この受け取

り方を工夫することができれば、「自分にとって都

合の悪いこと」も、又違った受け取り方ができ、人

生を少しでも幸せにできるのはないかと思いました。

編
集
後
記

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

流
行
に
よ
り
、
世
界
中
が
大

混
乱
で
す
。
一
つ
の
ウ
ィ
ル

ス
が
世
界
中
に
広
が
り
、
世

界
を
震
撼
さ
せ
て
い
ま
す
。

日
本
も
感
染
が
拡
大
し
て
お

り
、
各
種
対
策
の
中
、
安
倍

首
相
が
突
然
全
国
の
小
中
学

校
等
に
一
斉
休
校
の
要
請
を

し
ま
し
た
。
す
る
と
こ
れ
が

ま
た
様
々
な
こ
と
に
混
乱
を

来
し
ま
す
。
学
校
が
休
み
に

な
る
だ
け
で
家
庭
も
社
会
も

経
済
も
大
混
乱
で
す
。
普
段

あ
ま
り
感
じ
て
い
な
い
の
で

す
が
、
ま
さ
に
全
て
が
関
わ

り
合
っ
て
い
る
縁
起
の
世
界

を
今
実
感
し
て
い
ま
す
。
今

後
の
展
開
が
心
配
で
す
が
、

と
に
か
く
早
期
終
息
し
て
く

れ
る
こ
と
を
願
う
の
み
で
す
。

皆
さ
ん
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
被
害
に
は
合
わ

れ
て
な
い
で
し
ょ
う
か
？
？

元
気
に
お
過
ご
し
で
す
か
？
？

急
な
新
し
い
ウ
イ
ル
ス
の
せ
い
で
不
安
な
日
々

が
続
き
ま
す
。

情
報
社
会
の
現
代
で
は
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
パ

ソ
コ
ン
な
ど
、
い
ろ
ん
な
情
報
で
あ
ふ
れ
て
い

て
、
本
当
に
正
し
い
情
報
を
得
る
の
が
難
し
く

な
っ
て
い
ま
す
。

伏
せ
ら
れ
て
い
た
り
、
伝
え
る
時
間
が
無
か
っ
た

り
な
ど
理
由
は
様
々
で
す
が
、
自
分
に
と
っ
て

一
番
重
要
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
一
番
大
切
で
す
。

メ
デ
ィ
ア
も
伝
え
て
い
る
の
は
人
で
す
。
そ
の
人
に

と
っ
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
内
容
で
も
、
自
分
に
と
っ

て
最
重
要
で
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

情
報
社
会
を
い
か
に
生
き
抜
く
か
は
、
本
当
に
重
要
な

内
容
を
見
極
め
る
力
が
必
要
で
す
。
ま
だ
ま
だ
、
コ
ロ

ナ
の
影
響
は
続
き
そ
う
で
す
。
正
し
い
情
報
を
選
び
抜

い
て
、
気
を
つ
け
て
生
活
し
ま
し
ょ
う
！



太
子
と
言
え
ば
、
親
鸞
聖
人
が

大
変
尊
敬
さ
れ
た
方
で
す
。

『
恵
信
尼
文
書
』(

親
鸞
さ
ま

え
し
ん
に
も
ん
じ
ょ

の
奥
様
の
お
手
紙)

に
は
、
親

鸞
聖
人
が
比
叡
山
で
の
二
〇
年

間
の
修
行
で
は
納
得
が
い
か
ず
、

本
当
に
皆
が
救
わ
れ
る
教
え
を

求
め
て
、
聖
徳
太
子
が
創
建
さ

れ
た
と
言
わ
れ
る
六
角
堂
に
こ

も
ら
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
百

日
こ
も
ら
れ
る
中
、
九
五
日
目
に
、
親
鸞

聖
人
の
夢
に
聖
徳
太
子
が
現
れ
、
夢
告
が

む
こ
く

あ
っ
た
こ
と
を
元
に
法
然
上
人
を
訪
ね
ら

れ
、
そ
し
て
、
又
百
日
、
そ
の
法
然
上
人

の
所
に
通
わ
れ
て
、
ま
こ
と
の
お
念
仏
の

教
え
に
あ
わ
れ
た
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
ご
自
身
も
、
正
像
末
和
讃

し
ょ
う
ぞ
う
ま
つ
わ
さ
ん

に
十
一
首
、
聖
徳
太
子
の
御
和
讃
を
読
ま

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に

「
和
国
の
教
主
聖
徳
皇

わ
こ
く

き
ょ
う
し
ゅ
し
ょ
う
と
く
お
う

広
大
恩
徳
謝
し
が
た
し

こ
う
だ
い
お
ん
ど
く
し
ゃ

一
心
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り

き
み
ょ
う

奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ
」

ほ
う
さ
ん
ふ
た
い

と
「
日
本
に
初
め
て
仏
教
を
説
き
ひ
ろ
め

て
下
さ
っ
た
聖
徳
太
子
の
広
大
な
恩
徳
は
、

ど
れ
程
感
謝
し
て
も
、
し
尽
く
せ
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
、

一
心
に
阿
弥
陀
仏
に
帰
命

し
、
敬
い
た
た
え
続
け
る

の
だ
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

「
和
国
の
教
主
」
と
「
日

本
の
お
釈
迦
様
」
と
も
た

た
え
ら
れ
、
他
の
御
和
讃

に
は
、
聖
徳
太
子
を
観
音

菩
薩
の
化
身
と
も
た
た
え

ら
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
に

と
っ
て
、
聖
徳
太
子
は
な
く
て
は
な
ら
な

い
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

そ
の
聖
徳
太
子
が
顕
さ
れ
た
『
憲
法
十

七
条
』
に
は
現
代
の
私
た
ち
が
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
が
多
々
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
る

第
一
条
に
は
、
前
述
し
ま
し
た
よ
う
に
、

「
和
ら
か
な
る
を
も
つ
て
貴
し
と
な
し
、

や
わ

た
っ
と

忤
ふ
る
こ
と
な
き
を
宗
と
な
す
。
」
と
最

さ
か初

に
平
和
主
義
を
示
し
、
平
和
を
実
現
す

る
こ
と
こ
そ
が
、
一
番
大
切
な
こ
と
で
あ

る
こ
と
を
宣
言
さ
れ
ま
す
。
そ
の
心
が
、

当
時
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
も
通
じ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

第
二
条
に
は
「
篤
く
三
宝
を
敬
ふ
。

あ
つ

さ
ん
ぽ
う

う
や
ま

三
宝
と
は

仏

・
法
・

僧

な
り
。
」
と

ほ
と
け

の
り

ほ
う
し

仏
法
の
敬
う
べ
き
を
示
さ
れ
ま
す
。
こ
の

後
に
続
い
て
、
「
す
な
は
ち
四
つ
の
生
れ

の
終
り
の

帰

、
万
の
国
の
極
め
の

お
わ

よ
り
ど
こ
ろ

よ
ろ
ず

く
に

き
わ

宗
な
り
。
」
と
あ
り
、
全
て
の
生
き
と
し

む
ね生

け
る
も
の
の
最
後
の
よ
り
所
で
あ
り
、

全
て
の
国
の
仰
ぐ
究
極
の
よ
り
所
こ
そ
仏

法
で
あ
る
、
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
程
、
聖
徳
太
子
は
仏
教
を
大
切
に
思

わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

第
四
条
に
は
「
群

卿
・
百

寮
、

ま
ち
き
み
た
ち

も
も
の
つ
か
さ

礼
び
を
も
つ
て
本
と
せ
よ
。
そ
れ

い
や

も
と

民

を
治
む
る
の
本
、
か
な
ら
ず
礼

お
お
み
た
か
ら

お
さ

も
と

い
や

び
に
あ
り
。
」
と
政
治
家
、
官
僚
は
人
民

を
治
め
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
必
ず
礼
儀

を
も
っ
て
振
る
舞
い
な
さ
い
、
と
言
わ
れ

ま
す
。
と
こ
ろ
が
現
実
は
、
私
腹
を
肥
や

し
、
法
を
破
り
、
暴
言
、
ヤ
ジ
と
、
お
勧

め
下
さ
る
礼
節
と
は
真
反
対
の
無
礼
な
こ

と
で
す
。

第
五
条
に
は
「

餮

を
絶
ち
欲

あ
じ
わ
い
の
む
さ
ぼ
り

を
棄
て
て
、
あ
き
ら
か
に
訴
訟
を
弁
め

す

う
っ
た
え

さ
だ

よ
。
」
と
欲
望
に
走
る
こ
と
な
く
、
先
ず

民
の
言
葉
に
耳
を
貸
す
こ
と
が
一
番
だ
と

言
わ
れ
ま
す
。
色
々
な
問
題
が
あ
っ

て
も
経
済
の
た
め
な
ら
ば
と
言
っ

て
、
政
策
を
推
し
進
め
ま
す
。
ど

れ
程
反
対
が
多
く
て
も
、
カ
ジ
ノ

を
作
る
話
は
進
め
ら
れ
ま
す
。
ギ
ャ

ン
ブ
ル
の
依
存
症
が
あ
れ
ほ
ど
危

ぶ
ま
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
政
策

は
や
め
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
経
済

優
先
で
人
々
の
幸
せ
は
後
回
し
で
す
。

第
六
条
に
は
「
悪
し
き
を
懲
ら
し
善
れ

あ

こ

ほ
ま

を
勧
む
る
は
、

古

の
良
き
典
な
り
。
」

す
す

い
に
し
え

よ

の
り

善
を
勧
め
、
悪
を
正
す
政
治
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
言
葉
の

後
に
は
「
そ
れ

諂

ひ

詐

く
も
の
は
、

へ
つ
ら

あ
さ
む

国

家
を
覆
す
」
と
へ
つ
ら
い
や
嘘
は
国

あ
め
の
し
た

を
ほ
ろ
ぼ
す
と
い
わ
れ
ま
す
。
森
友
問
題
、

加
計
問
題
、
桜
を
見
る
会
問
題
、
様
々
な

国
会
議
員
の
不
正
、
ど
れ
も
こ
れ
も
し
っ

か
り
と
し
た
説
明
責
任
を
果
た
さ
ず
に
関

係
者
は
み
ん
な
口
を
つ
ぐ
ん
だ
ま
ま
、
う

や
む
や
の
ま
ま
幕
引
き
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
よ
う
に
し
か
見
え
ま
せ
ん
。
日
本
は

転
覆
の
危
機
で
す
。
情
け
な
い
こ
と
で
す

て
ん
ぷ
く

が
、
背
信
行
為
を
挙
げ
れ
ば
き
り
が
あ
り

は
い
し
ん

ま
せ
ん
。
一
四
〇
〇
年
前
の
聖
徳
太
子
の

指
摘
は
今
こ
こ
に
生
き
て
い
ま
す
。

今
の
世
の
中
を
聖
徳
太
子
が
見
ら
れ
た

ら
さ
ぞ
か
し
歎
か
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
ど
う
か
日
本
の

国
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
、

私
た
ち
が
ど
う
行
動
す
べ
き

か
、
皆
が
仏
法
に
、
そ
し
て
、

聖
徳
太
子
に
学
ぶ
べ
き
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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信
心
の
き
び
し
さ

宗
教
を
学
び
、
信
心
に
生
き
て
い

く
と
言
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
必
ず

「
き
び
し
さ
」
を
と
も
な
う
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
信
心
と
い
う
も

の
は
、
も
と
も
と
自
分
を
捨
て
る
と

言
う
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
世
俗

の
中
の
価
値
を
追
い
求
め
る
こ
と
に

や
っ
き
と
な
り
、
そ
の
充
足
に
酔
う

て
い
る
か
ぎ
り
、
宗
教
の
世
界
は
ひ

ら
け
て
こ
な
い
し
、
ま
た
信
心
は
成

り
立
つ
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分

自
身
を
問
う
て
、
そ
の
内
に
ひ
そ
ん

で
い
る
虚
妄
を
思
い
知
り
、
そ
れ
に

深
く
め
ざ
め
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
自
分
を
き
び
し
く
捨
て
て

ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
、

は
じ
め
て
、
ま
こ
と
の
信
心
が
成
り

立
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が

「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常

ぼ
ん
の
う
ぐ
そ
く

ぼ
ん
ぶ

か
た
く
む
じ
ょ
う

の
世
界
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
み

な
も
て
、
そ
ら
ご
と
、
た
わ
ご
と
、

ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ

念
仏
の
み
ぞ
、
ま
こ
と
に
て
お
は

し
ま
す
」

(

歎
異
抄)

と
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く

そ
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
は
、

現
実
の
こ
の
自
分
自
身
の
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
い
つ
も
い
つ
も
、
自
分
中

心
の
心
を
い
だ
い
て
生
き
て
い
る
、

こ
の
私
自
身
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

火
宅
無
常
の
世
界
と
は
、
転
変
き

て
ん
ぺ
ん

わ
ま
り
な
い
現
実
の
こ
の
世
界
を
い

い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
ら
ご
と
、
た

わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
、

と
は
、
そ
の
全
て
を
あ
げ
て
、
嘘
、

う
そ

偽
り
で
あ
っ
て
、
何
ひ
と
つ
と
し

い
つ
わ

て
真
実
な
る
も
の
は
な
い
、
と
言
う

ま
こ
と

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
人
生
生

活
に
対
す
る
、
き
び
し
い
問
い
つ
め

で
あ
り
、
徹
底
し
た
自
己
放
棄
で
あ

じ

こ

ほ

う

き

り
ま
す
。

『
こ
の
道
を
ゆ
く
』

安楽寺法要案内

三
月

彼
岸
会

日時 ３月１４日(土)
朝席10:00～ 昼席13:00～

講師 東広島 明宝寺

藤 井 晃 先 生

講題 よりよく生きる

五
月

宗
祖
降
誕
会

日時 ５月１６日(土)
朝席10:00～ 昼席13:00～

講師 能美 勝善寺

法 林 英 俊 先 生

講題 アミダのいのち

六
月

永
代
経

日時 ６月２０日(土)昼席

６月２１日(日)朝席・昼席

朝席10:00～ 昼席13:00～
講師 長門 浄土寺

荻 隆 宣 先 生

講題 信心の智慧

暮
ら
し
の
中
の
仏
教
語

『
ど
う
ど
う
め
ぐ
り
』

現
在
は
、
水
掛
け
論
的
な

み
ず
か
け

論
義
を
い
つ
ま
で
も
や
り
と
り

し
て
果
て
し
が
な
い
こ
と
を
い

い
ま
す
。
ま
た
国
会
で
、
投
票

に
よ
る
議
決
を
す
る
場
合
に
、

議
員
が
青
票
・
白
票
を
持
っ
て

行
列
を
つ
く
り
、
演
壇
上
の
箱

に
入
れ
る
あ
の
方
法
を
、
俗
に

「
ど
う
ど
う
め
ぐ
り
」
と
い
い

ま
す
が
、
原
意
と
は
す
っ
か
り

げ
ん
い

離
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

原
意
は
〈
堂
々
め
ぐ
り
〉
で

祈
願
や
礼
拝
の
た
め
に
、
仏
像

や
仏
堂
の
ま
わ
り
を
巡
る
こ
と

を
い
い
ま
す
。
日
本
で
は
僧
侶

だ
け
が
行
う
儀
式
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
イ
ン
ド
や
ス
リ
ラ
ン

カ
な
ど
で
は
、
在
家
信
者
た
ち

も
仏
塔
に
詣
る
と
き
に
は
、
仏

塔
の
ま
わ
り
を
右
回
り
に
巡
り

歩
き
、
正
面
に
来
る
毎
に
礼
拝

し
、
こ
れ
を
何
遍

も
繰
り
返
し
、
と

て
も
敬
虔
な
宗
教

け
い
け
ん

行
為
で
す
。

と
こ
ろ
が
最
近
こ
の
言
葉
の

起
こ
り
に
つ
い
て
、
別
な
考
え

方
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は

比
叡
山
で
行
わ
れ
る
千
日
回
峰

ひ
え
い
ざ
ん

か
い
ほ
う

行
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
説
で
す
。
千
日
回
峰
行

で
は
い
く
つ
も
の
お
堂
を
礼
拝

し
な
が
ら
巡
り
歩
く
こ
と
か
ら

と
い
う
説
。
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

現
在
の
国
会
中
継
を
み
て
も

同
じ
答
え
を
繰
り
返
す
姿
が

多
く
、
全
く
「
ど
う
ど
う
め

ぐ
り
」
で
折
角
の
言
葉
も
時

間
も
勿
体
な
い
こ
と
で
す
。


