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夏

法事のしおり

〈 特  集 2〉

夜空に手向ける花
真言宗豊山派
しん  ごん しゅう    ぶ   ざん　 は

　
　

〈
特  

集
1
〉

夏
を
楽
し
む
精
進
料
理

　
　

十善戒写経

新発売！新発売！

※全12巻順次発行

諸
橋
精
光 

著

十善戒を写経する写経用紙セットです。
写し書きなので非常に書きやすくなっております。

（15枚入り）

 300円+税

220円+税
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夜空に手向ける花

全国の光明読者の方々から
ご応募いただいた写仏をご紹介します。

学
校
に
行
く
前
に
毎
日
手
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。

千
葉
県

　9
歳  

石
橋
は
る
な

今号のお題は「弥勒菩薩」です。詳細はP.35へ。

（
右
）
　栃
木
県

　12
歳  

青
木
小
羽

（
左
）
　栃
木
県

　47
歳  

髙
橋
淳
子

西
新
井
大
師
で
も
ら
い
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

子
ど
も
が
な
ぞ
る
だ
け
で
も
難
し
い
ね
と
言
っ
て
ま
し
た
。

西
新
井
の
教
え
は「
ム
リ
を
し
な
い
」な
の
で
、

「
自
由
で
イ
イ
ん
だ
よ
」と
応
え
ま
し
た
。

群
馬
県

　83
歳  

門
倉
一
夫

毎
年
写
仏
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。今
回
初
め
て
送
ら

せ
て
頂
き
ま
し
た
。普
段
塗
り
絵
を
ボ
ケ
防
止
に
書

い
て
い
ま
す
が
、違
う
感
覚
で
か
き
ま
し
た
。
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弘
法
大
師
御
生
誕
千
二
百
五
十
年
記
念
慶
讃

総
登
嶺
結
願
法
要

宗
派
ト
ピ
ッ
ク
ス

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日
、

小
雪
が
舞
う
寒
さ
の
中
、
総
本
山
長
谷
寺
御
影
堂
に
て
、

真
言
宗
豊
山
派
管
長
　総
本
山
長
谷
寺
化
主
　浅
井
侃
雄
猊
下

御
親
修
の
も
と
、
宗
派
役
職
の
僧
侶
及
び
山
内
僧
侶
に
よ
り

「
弘
法
大
師
御
生
誕
千
二
百
五
十
年
記
念
慶
讃
　総
登
嶺
結
願
法
要
」
が

厳
修
さ
れ
、
お
大
師
さ
ま
へ
無
魔
成
満
の
ご
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　浅
井
猊
下
は
、
弘
法
大
師
御
生
誕
千
二
百
五
十
年
の
慶
賀
を
寿
ぎ
、

総
本
山
長
谷
寺
へ
ご
登
嶺
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
へ
の
御
礼
と
、

こ
れ
か
ら
も
お
大
師
さ
ま
の
御
教
え
を
心
に
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い

と
の
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。



必
見
!
長
谷
寺
の
寺
宝
❻

長
谷
寺
学
芸
員

久
野 

由
香
子

く

　の

ゆ  

か   

こ

長谷寺参詣図扇面 

こ
の
作
品
に
は
仁
王
門
か
ら
登
廊
、

鐘
楼
、本
堂
の
外
舞
台
と
、今
と
変
わ

ら
な
い
長
谷
寺
の
姿
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。

そ
の
な
か
で
注
目
し
て
ほ
し
い
の

は
、絵
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
人
た
ち
。

画
家
の
眼
か
ら
見
た
、当
時
の
長
谷

寺
の
様
子
が
見
事
に
切
り
取
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。

本
堂
で
観
音
さ
ま
に
お
祈
り
し
て

い
る
人
。
仁
王
門
の
前
で
、こ
れ
か
ら

参
詣
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
。
参
詣
の

為
に
本
堂
ま
で
石
段
を
の
ぼ
っ
て
い
く

人
。
参
詣
が
終
わ
っ
て
登
廊
の
石
段
を

下
っ
て
い
く
人
。
そ
し
て
お
坊
さ
ん
も

い
ま
す
。
豪
華
な
着
物
を
ま
と
っ
た
人

も
い
れ
ば
、旅
支
度
の
質
素
な
着
物
を

着
た
人
も
。
ち
な
み
に
鐘
楼
の
す
ぐ
左

隣
、金
雲
に
隠
れ
て
足
だ
け
覗
い
て
い

る
人
も
い
ま
す
。

「
風
俗
画
」
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り

馴
染
み
の
な
い
言
葉
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
仏
画
は
仏
さ
ま
、
花
鳥
画
は
花

鳥
。
そ
れ
と
同
様
に
風
俗
画
は〝
人
間
〟

を
描
く
絵
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、こ
の

扇
面
図
も
風
俗
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

の
絵
に
あ
た
り
ま
す
。

今
と
同
様
、人
々
は
昔
も
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
で
生
き
て
い
ま
し
た
。「
風
俗

画
」と
い
う
絵
の
ジ
ャ
ン
ル
の
一
番
の

醍
醐
味
は
、さ
ま
ざ
ま
な
立
場
に
い
る

「
当
世
」
の
人
間
の
日
常
を
余
す
こ
と

な
く
描
く
こ
と
。「
当
世
」と
は
、そ
の

絵
を
描
い
た
画
家
の
生
き
て
い
る
時

今
回
は「
長
谷
寺
参
詣
図
扇
面
」
と

い
う
掛
軸
を「
風
俗
画
」と
い
う
視
点

か
ら
観
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の

作
品
は
、江
戸
時
代
初
期
に
描
か
れ
た

も
の
。
掛
軸
装
に
な
っ
て
い
る
扇せ

ん

面め
ん

図ず

や
団だ

ん

扇せ
ん

図ず

に
は
、
扇お

う
ぎ

や
団だ

ん

扇せ
ん

と
し
て
実

際
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
を
掛
軸
に
表

装
し
た
も
の
と
、初
め
か
ら
掛
軸
表
装

に
し
て「
絵
」と
し
て
描
か
れ
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い

た
も
の
は
扇
の
骨
の
あ
と
が
見
ら
れ
ま

す
。
こ
の
作
品
は
骨
の
あ
と
が
残
っ
て

い
な
い
の
で
、実
際
に
扇
と
し
て
は
使

用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
は
じ
め
か
ら
掛

軸
の
作
品
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
で

す
。
扇
面
の
上
部
に
書
か
れ
て
い
る
文

字
は「
は
せ
」。

長は

谷せ

寺で

ら

参さ

ん

詣け

い

図ず

扇せ

ん

面め

ん 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
風
俗
画
の
醍
醐
味
に
つ
い
て
〜

と
同
じ
時
代
と
い

う
こ
と
で
す
。「
風

俗
画
」
と
は
、
い
ま

生
き
て
い
る
人
達

の
生
活
を
描
く
絵

な
の
で
す
。
そ
れ

は
、そ
の
絵
を
描
く

画
家
自
身
が
自
分

の
生
き
て
い
る
時

代
を
好
き
だ
と

思
っ
て
い
な
く
て
は

決
し
て
出
来
な
い

こ
と
で
す
。
風
俗
画

は
、
そ
の
画
家
の

「
生
」
や「
人
間
」
に

対
す
る
愛
お
し
さ

が
あ
ら
わ
れ
た
絵
だ

と
私
は
思
っ
て
い

ま
す
。

こ
の
絵
に
描
か
れ
て
い
る
人
々
は
何

人
で
し
ょ
う
か
。

数
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

正
解
は
、25
人
。

こ
の
小
さ
な
扇
面
に
、25
人
も
の
さ

ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
が
描
か
れ
て
い
る

の
で
す
。
こ
れ
が
、画
家
の「
当
世
」に

対
す
る
興
味
の
あ
ら
わ
れ
で
、そ
れ
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
、そ
こ
が
風

俗
画
の
ひ
と
つ
の
魅
力
、愉た

の

し
み
、面

白
み
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
絵
は
と
て
も
小
さ
い
で
す
が
、

人
々
の
表
情
や
風
景
の
細
部
な
ど
、細

か
く
観
れ
ば
観
る
ほ
ど
そ
の
な
か
に

色
々
な
気
付
き
が
あ
る
、画
家
の
長
谷

寺
に
対
す
る
愛
情
が
と
て
も
感
じ
ら
れ

る
作
品
で
す
。
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　餓
鬼
道
に
堕
ち
た
母
親
を
救
う
た
め
、
目
連
尊
者

が
僧
侶
た
ち
に
食
べ
物
を
お
供
え
し
て
供
養
し
た
と

い
う
『
盂
蘭
盆
経
』
に
出
て
く
る
お
話
が
元
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
先
祖
の
霊
魂
を
祀
る
祖
霊
信
仰
が

合
わ
さ
り
、
現
在
の
よ
う
な
お
盆
の
形
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　ご
先
祖
さ
ま
を
含
め
た
す
べ
て
の
精
霊
に
食
べ
物

を
供
え
、
お
経
を
唱
え
て
供
養
す
る
こ
と
が
、
現
在

の
お
盆
の
主
旨
と
な
り
ま
す
。

　

Q
お
盆
と
は
ど
う
い
う

行
事
で
す
か
？

Q
日
常
の
仏
事
の
疑
問
に
わ
か
り
や
す
く
お
答
え
し
ま
す

Q
ど
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
良
い
で
す
か
？

　精
霊
棚（
盆
棚
）を
準
備
し
ま
す
。下
の
絵
を
参
考
に
し
て
く

だ
さ
い
。全
部
は
で
き
な
く
て
も
、お
う
ち
で
で
き
る
範
囲
で
大

丈
夫
で
す
。

・
位
牌
な
ど
を
仏
壇
か
ら
出
し
、や
わ
ら
か
い
布
で
乾
拭
き
し
て

  

精
霊
棚
に
お
飾
り
し
ま
す
。

・
13
日
に
迎
え
火
を
焚
い
た
り
お
墓
参
り
を
し
て
、ご
先
祖
さ
ま

  

を
お
迎
え
し
ま
す
。

・
精
霊
棚
に
は
毎
日
、食
事
や
お
線
香
を
お
供
え
し
ま
す
。

・
お
寺
や
自
宅
な
ど
で
、僧
侶
に
お
盆
の
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
い
ま
す
。

・
15
日
か
16
日
に
送
り
火
を
焚
い
た
り
お
墓
参
り
を
し
て
、ご
先

  

祖
さ
ま
を
お
見
送
り
し
ま
す
。

Q
な
ぜ
夏
に
や
る
の
？

が   

き 

ど
う

も
く
れ
ん
そ
ん
じ
ゃ

ま
つ

う    

ら 

ぼ
ん
き
ょ
う

　目
連
尊
者
が
僧
侶
た
ち
に
食
べ
物
を
お
供
え
し

た
の
が
、雨
安
居（
夏
の
修
行
）が
終
わ
る
日
だ
っ
た

こ
と
に
由
来
し
ま
す
。ま
た
、こ
の
説
話
が
イ
ン
ド

か
ら
中
国
に
伝
わ
っ
た
際
、中
元（
7
月
15
日
）に
神

を
祀
る
道
教
の
風
習
と
混
ざ
っ
た
こ
と
か
ら
、お
盆

の
中
心
が
7
月
15
日
と
な
り
ま
し
た
。

　現
在
七
月
盆
と
八
月
盆
が
あ
る
の
は
、明
治
時
代

に
旧
暦
か
ら
新
暦
に
移
行
し
た
際
、ど
ち
ら
に
合
わ

せ
る
か
地
域
に
よ
っ
て
違
い
が
出
た
か
ら
で
す
。

う 

あ
ん 

ご
精霊牛
精霊馬

お供え

まこも みずのこ

位牌

※

精
霊
棚
の
準
備
は
地
域
の
な
ら
わ
し
や
、寺
院
ご
と
に
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　わ
か
ら
な
い
こ
と
は
お
気
軽
に
菩
提
寺
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
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