
   

  
 

  

春 は
る

彼
岸

ひ

が

ん 

さ
と
り
の
種 た

ね

を 

ま
く
日 ひ

か
な 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

 

春
と
秋
、
昼
夜
の
長
さ
が
等
し
く
な
り
、 

真
西
に
沈
む
大
き
な
太
陽
に
、 

西
方
極
楽
浄
土
を
近
く
に
感
じ
る
お
彼
岸
。 

 

悩
み
苦
し
み
が
多
い
こ
の
世
を
此
岸
（
し
が
ん
）。 

悩
み
苦
し
み
が
な
い
悟
り
の
世
界
を
彼
岸
（
ひ
が
ん
）。 

 

惜
し
み
な
く
与
え 

 

き
ま
り
を
守
り 

 

耐
え
忍
び 

 

目
標
に
向
か
っ
て
努
力
し 

 

心
を
安
定
さ
せ 

 

物
事
の
本
質
を
見
き
わ
め
る 

 

お
彼
岸
と
は
、 

ご
先
祖
供
養
と
と
も
に
、 

此
岸
か
ら
彼
岸
へ
渡
る
た
め
に
、 

六
つ
の
徳
目
を
実
践
す
る
修
行
週
間
で
す
。 

 

第 35 号 

 
月

 
 

影 
 

第３７号 



  

おお
経経
のの
話話  

～
何
が
書
い
て
あ
る
の
？
～ 

 
 

浄
じ
ょ
う

土 ど

宗
し
ゅ
う

西 せ
い

山 ざ
ん

勤 ご
ん

行
ぎ
ょ
う

式 し
き

（
赤
本

あ
か
ほ
ん

）
解
説 

 
 

 

 

啓 け
い

白
び
ゃ
く

文 も
ん 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

光
明
遍
照

こ
う
み
ょ
う
へ
ん
じ
ょ
う 

十 じ
っ

方 ぽ
う

世 せ

界 か
い 

念 ね
ん

佛 ぶ

衆 し
ゅ

生
じ
ょ
う 

攝 せ
っ

取 し
ゅ

丌 ふ

捨 し
ゃ 

  

訳
）
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
の
光
は
、 

 
 

あ
ま
ね
く
す
べ
て
の
世
界
を
照
ら
し
て
、 

 
 

お
念
仏
を
す
る
人
々
を 

 
 

一
人
も
も
ら
さ
ず
に 

救
い
と
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。 

  

親
が
我
が
子
を
い
つ
も
見
守
り
続
け
て
い
る
よ
う 

に
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
そ
の
慈
悲
の
光
で
、
い
つ
も
私 

た
ち
を
包
み
、
見
守
っ
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
の
光
は
、
私
た
ち
の
心 

の
中
を
照
ら
し
、
貪
り
（
む
さ
ぼ
り
）
・
怒
り
・
愚
痴 

（
ぐ
ち
）
の
三
つ
の
煩
悩
を
消
す
は
た
ら
き
が
あ
る 

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
が
、「
南
無
阿 

弥
陀
仏
」
と
阿
弥
陀
さ
ま
の
御
名
を
唱
え
、
そ
の
慈 

悲
の
光
に
触
れ
る
こ
と
で
、
煩
悩
な
き
心
に
生
ま
れ 

か
わ
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。 

 

法
然
上
人
は
、
こ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
の
光
を 

月
の
光
に
た
と
え
て
歌
に
詠
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。 

 

月
か
げ
の 

い
た
ら
ぬ
里
は 

な
け
れ
ど
も 

な
が
む
る
人
の 

心
に
ぞ
す
む 

  
月
の
光
の
届
か
な
い
所
は
な
く
、
そ
の
光
は
、
月 

に
気
づ
く
人
に
も
気
づ
か
な
い
人
に
も
平
等
に
照
ら 

し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
で
も
、
月
の
光
に
気
づ
い
て 

眺
め
て
い
る
人
の
心
の
中
で
、
ま
す
ま
す
き
れ
い
に 

輝
く
こ
と
で
し
ょ
う
。 



 
 

ああ
れれ
ここ
れれ
仏仏
教教
用用
語語 

 
  

慈
悲

じ

ひ 
 

 
 

「
慈
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

で
「
マ
イ
ト
リ
ー
」
。
最
高
の
友
情

と
い
う
意
味
。 

 

「
悲
」
は
「
カ
ル
ナ
ー
」
で
哀
れ 

 

 

み
や
情
け
、
同
情
と
い
う
意
味
。 

 

こ
れ
が
一
つ
に
な
っ
て
「
慈
悲
」
。 

 
 

生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
対

す
る
慈
し
み
（
い
つ
く
し
み
）
の

情
を
意
味
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

「
仏
心
は
大
慈
悲
こ
れ
な
り
」 

 

と
お
経
に
も
説
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
仏
さ
ま
が
、
苦
悩
す
る
私

た
ち
衆
生
を
見
て
、
救
わ
ず
に
は

お
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
心
。 

そ
れ
が
慈
悲
の
心
で
す
。 

  

                     

                   
 

 
 

 
 

  

 
 

春
の
お
彼
岸
の
御
案
内 

 
 

  

日
時 

三
月
二
十
一
日
（
月
）
春
分
の
日 

 
 

 
 

 

午
後
一
時 

彼
岸
法
要 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

水
塔
婆
先
祖
供
養 

  
 

 
 

 

午
後
二
時 

法
話 

常
林
院
住
職 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
法
然
上
人
の
御
歌
」 

  

場
所 

常
林
院
本
堂
（
い
す
席
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 皆
様
お
誘
い
の
上
、
お
気
軽
に
お
参
り
下
さ
い
。 



百年前の柄香炉 

  

雑雑
記記
抄抄  

～
百
年
前
の
柄
香
炉
～ 

 
先
日
、
本
堂
奥
の
棚
の
中
を
整 

理
し
て
い
る
と
、
古
い
小
さ
な
桐

の
箱
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。 

 

と
て
も
古
そ
う
に
黒
ず
ん
で
い

る
桐
箱
の
蓋
に
は
、「
梅
香
炉
」
と

墨
で
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

蓋
を
そ
っ
と
開
け
て
み
る
と
、

柄
香
炉
（
え
ご
う
ろ
）
が
入
っ
て

い
ま
し
た
。 

柄
香
炉
と
は
柄
の
つ
い
た
香
炉

の
こ
と
で
、
法
要
時
に
香
を
焚
き 

な
が
ら
お
導
師
を
先
導
す
る
時 

 
 

に
使
う
仏
具
の
こ
と
で
す
。 

柄
香
炉
の
本
体
は
う
す
緑
色
で

葉
の
形
に
。
そ
し
て
蓋
の
つ
ま
み

は
梅
の
花
の
つ
ぼ
み
に
か
た
ど
ら

れ
た
き
れ
い
な
柄
香
炉
で
し
た
。 

 
 

桐
の
蓋
の
裏
を
見
る
と
、 

「
宗
祖
大
師
七
百
年
記
念 

 

静
空
上
人
代 

明
治
四
十
三
年
四
月 

常
林
院
什
物
」 

と
大
き
く
墨
で
書
か
れ
て
い
ま
し

た
。 静

空
上
人
と
は
、
明
治
三
十
四 

 

年
か
ら
大
正
十
一
年
ま
で
常
林

院
の
第
三
十
五
世
住
職
と
し
て

当
寺
に
住
持
さ
れ
て
お
ら
れ
た

静
空
舜
顗
上
人
の
こ
と
で
す
。 

そ
の
静
空
上
人
が
百
年
前
、
法

然
上
人
七
百
回
大
遠
忌
の
記
念
に
、

柄
香
炉
を
当
寺
の
什
物
と
し
て
寄

進
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

今
年
は
折
し
も
法
然
上
人
八
百

回
大
遠
忌
の
年
。
こ
の
節
目
の
年

に
、
百
年
前
の
住
職
が
七
百
回
大

遠
忌
に
よ
せ
て
寄
進
さ
れ
た
仏
具

が
目
に
留
ま
り
、
今
、
私
が
手
に

し
て
い
る
こ
と
は
、
と
て
も
不
思

議
な
仏
縁
を
感
じ
ま
す
。 

静
空
上
人
が
、
ど
ん
な
思
い
で 

柄
香
炉
を
寄
進
さ
れ
、
ど
ん
な
思 

い
で
大
遠
忌
に
臨
ま
れ
た
の
か
、 

柄
香
炉
を
見
な
が
ら
百
年
前
の
こ 

と
を
想
像
し
て
い
ま
す
。 

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
発
行 

浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派 

常 

林 

院 


