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真言宗豊山派
しん  ごん しゅう    ぶ   ざん　 は

生
き
る
道
し
る
べ

〜
御
詠
歌
と
と
も
に
〜

豊山流大師講

開催のご案内
「ご詠歌入門講習会」

「ご詠歌入門講習会」を開講いたします!
ご家族、ご友人をお誘い合わせの上

ぜひご参加ください!!
日 時 1 木令和6年 10月10日 13時～15時まで

2 木令和6年 10月24日 13時～15時まで
※受講された事のある方のための『ステップアップクラス』もあります。

※当日、受付にてお納めください。

※定員となり次第、締め切りといたします。

場 所 真言宗豊山派宗務所

対 象 ご詠歌に触れてみたい方

下記の電話及び豊山派ホームページ内から
お申し込みください

受講料 1,000円

その他

各開催日の1週間前までにお申し込みください。

お問合せ 〒112-0012 東京都文京区大塚5-40-8　真言宗豊山派宗務所内　豊山流大師講総本部
電 話 03-3945-3900（直通） FAX 03-3945-0702

東京メトロ有楽町線「護国寺」
1番出口より徒歩1分

筆記用具をご持参ください。新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
開催の変更となる場合があります。

申込方法

詳しくはこちら
http://www.buzan.or.jp/goeika/intro_course_2022_02.html
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〈 特  集 2〉

お仏壇とお供えもの

宗派トピックス

管長猊下入山式

http://www.buzan.or.jp/goeika/r6-kousyuu/



秋第232号
目　次

05 特集 1
生きる道しるべ

19 仏教童話 143
話せるようになった娘

29 法事のしおり 3

17 必見！長谷寺の寺宝 7

ヘルシーうれしい 精進料理 3331

38 こうみょうパズル

33 仏さまを描いてみよう！作品募集

表紙写真
長谷寺御詠歌碑（総本山長谷寺）

27
7

齋藤孝の
学ぶ楽しみ 心穏やかに生きる

4仏道・心の処方箋 13

15 弘法大師に学ぶ 8

03 宗派トピックス
管長猊下入山式

35 特集 2
なるほど仏事のQ&A拡大版

お仏壇とお供えもの

～御詠歌とともに～

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。

集
中
し
て
描
線
と
光
の
表
現
に
取
り
く
み
ま
し
た
。

よ
き
精
神
修
養
と
な
り
ま
し
た
。

東
京
都
　
63
歳  

髙
橋
純
一
郎

妻
を
亡
く
し
ま
し
た
。悲
し
み
は
本
当
に
な
く
な

り
ま
せ
ん
。仏
さ
ま
を
描
い
て
悲
し
み
が
軽
く
な

れ
ば
と
思
い
描
い
て
み
ま
し
た
。

福
島
県
　
77
歳  

吉
田
弘

父
の
い
な
い
２
度
目
の
お
正
月
に
初
め
て
写
仏
に

ト
ラ
イ
し
ま
し
た
。忘
れ
ず
に
思
う
こ
と
も
供
養
、

そ
ん
な
心
で
描
き
ま
し
た
。埼

玉
県
　
53
歳  

太
幡
真
由
美

光
明
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
写
仏
の
絵
が
目
に
と
ま
り
、

一
生
懸
命
描
い
て
み
ま
し
た
。

栃
木
県
　
80
歳  

大
根
田
恵
美
子

作品募集の詳細はP.33をご覧下さい。
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管
長
猊
下
入
山
式

川
俣
海
淳
大
僧
正
管
長
猊
下
に
ご
就
任

宗
派
ト
ピ
ッ
ク
ス

か
わ

　
   

ま
た

だ
い      

そ
う     

じ
ょ
う

し
ゅ
う    

に
ん

か
ん      

ち
ょ
う     

げ
い        

か

か
い

　

   

じ
ゅ
ん

令
和
六
年
六
月
十
五
日
、晴
天
の
も

と
時
折
さ
わ
や
か
な
風
が
吹
く
な
か
、

新
た
に
真
言
宗
豊
山
派
第
三
十
五
世
管

長･

総
本
山
長
谷
寺
第
八
十
九
世
化け

主し
ゅ

と
な
ら
れ
た
川
俣
海
淳
大
僧
正
の
入
山

式
が
、総
本
山
長
谷
寺
に
て
お
ご
そ
か

に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

入
山
の
ご
一
行
は
長
谷
寺
の
門
前
町

か
ら
出
発
し
ま
す
。川
俣
猊
下
に
さ
し

か
け
ら
れ
た
大
傘
が
、や
わ
ら
か
い
影

を
つ
く
り
ま
す
。大
勢
の
お
稚
児
さ
ん

や
僧
侶
と
共
に
仁
王
門
を
く
ぐ
り
、満

開
の
あ
じ
さ
い
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
登の
ぼ
り

廊ろ
う
を
進
ん
で
い
き
ま
す
。

観
音
堂
に
お
い
て
は
川
俣
猊
下
が
登

壇
し
、新
た
な
管
長
・化
主
と
し
て
本
尊

十
一
面
観
世
音
菩
薩
さ
ま
に
誓
い
の
言

葉
を
述
べ
る
奉ぶ

告こ
く
法
要
を
厳
修
さ
れ

ま
し
た
。つ
づ
い
て
、本
坊
大
講
堂
で
の

入
山
式
典
に
て
川
俣
猊
下
よ
り
、豊
山

派
僧
侶
と
檀
信
徒
、お
よ
び
長
谷
寺
有

縁
の
方
々
が
心
を
一
つ
に
し
て
お
大
師

さ
ま
の
教
え
に
た
ち
か
え
り
、ま
た
、観

音
さ
ま
の
ご
加
護
を
祈
念
す
べ
き
と
お

言
葉
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

川
俣
猊
下
は
御
年
八
十
三
歳
。ご

自
坊
は
長
谷
寺
と
同
じ
奈
良
県
に
あ

る
、岡お
か
寺で
ら
（
龍り
ゅ
う

蓋が
い
寺じ

）で
す
。岡
寺
は

一
三
〇
〇
年
前
、天
智
天
皇
の
勅ち
ょ
く

願が
ん

に

よ
り
建
立
さ
れ
た
、大
変
歴
史
の
あ
る

お
寺
で
す
。ま
た
、西
国
三
十
三
所
第
七

番
札
所
で
あ
り
、第
八
番
の
長
谷
寺
と

は
、
古
い
に
し
え

よ
り
深
い
ご
縁
が
あ
り
ま
す
。

川
俣
猊
下
は
長
谷
寺
財
務
執
事
、法

務
執
事
な
ど
の
要
職
を
歴
任
さ
れ
た

後
、長
谷
寺
寺
務
長
を
二
期
お
務
め
に

な
ら
れ
ま
し
た
。令
和
元
年
に
は
密
教

教
化
賞
を
受
賞
、更
に
は
、京
都
府
、奈

良
県
内
の
教
育
委
員
会
や
文
化
財
保
護

等
に
関
わ
る
役
職
も
多
数
、お
務
め
に

な
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
速
く
、そ
し
て

大
き
く
移
り
変
わ
る
時
代
と
な
り
ま
し

た
。そ
の
よ
う
な
世
の
中
に
あ
っ
て
、川

俣
猊
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、御み

仏ほ
と
け

の

智
慧
の
光
と
慈
悲
の
ま
な
ざ
し
を
も
っ

て
、皆
さ
ま
を
お
守
り
、そ
し
て
お
導
き

く
だ
さ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 
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名
取
芳
彦❹

お
伝
え
し
ま
す
。

　
二
種
類
の
後
悔

外
国
人
を
対
象
に
し
た
座
禅
会
を
行
っ
て
い
る
友

人
が
、参
加
者
か
ら「
私
た
ち
が
後
悔
す
る
の
は〝
や
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
〟で
す
か
、そ
れ
と
も〝
や
ら
な
か
っ

た
こ
と
〟で
す
か
」と
質
問
さ
れ
ま
し
た
。
彼
は
、す
ぐ

に
次
の
よ
う
に
答
え
た
そ
う
で
す
。

「
後
悔
の
本
質
は〝
や
っ
た
こ
と
〟や〝
や
ら
な
か
っ

た
こ
と
〟に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
っ
た
と
き
、や
ら
な

か
っ
た
と
き
、心
の
底
か
ら
そ
う
思
っ
た
か
ど
う
か
だ

け
な
の
で
す
」

見
事
な
決
着
だ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
を
手

が
か
り
に
す
れ
ば
、後
悔
を
う
ま
く
処
理
で
き
そ
う

で
す
。

　
そ
の
と
き
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す
る

ま
ず〝
そ
の
と
き
の
状
況
〟を
思
い
出
し
ま
す
。

自
分
な
ら
で
き
る
と
思
っ
た
、ど
う
に
か
な
る
と

思
っ
た
な
ど
が〝
そ
の
と
き
〟の
自
分
の
思
い
で
す
。
周

囲
の
人
か
ら
も
、チ
ャ
ン
ス
だ
、や
っ
て
み
な
い
と
わ

か
ら
な
い
と
背
中
を
押
さ
れ
て
、い
わ
ば
外
堀
が
埋

ま
っ
た
状
態
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、そ
の
と
き
の
選
択
肢
は「
や
る
」し

か
な
か
っ
た
の
で
す
。

逆
に
、自
信
が
な
く
無
理
だ
と
思
っ
た
、失
敗
し
た

く
な
か
っ
た
と
怖お

じ
気け

づ
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
失

敗
し
た
ら
ど
う
責
任
を
と
る
つ
も
り
だ
、ほ
か
に
や
る

人
が
い
る
の
に
無
理
し
て
や
る
必
要
は
な
い
な
ど
、外

堀
も
、し
っ
か
り
埋
め
ら
れ
た
状
態
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、あ
な
た
に
残
さ
れ
た
選
択
肢
は

「
や
ら
な
い
」だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。

　
後
悔
を
し
な
い
た
め
に

こ
の
よ
う
に「
あ
の
と
き
、自
分
の
選
択
肢
は
あ
れ

し
か
な
か
っ
た
」と
、現
在
の
自
分
が
、心
の
底
か
ら

納
得
す
れ
ば
、黒
い
シ
ミ
の
よ
う
に
残
っ
て
い
た
後
悔

は
漂
白
さ
れ
ま
す
。
心
の
天
気
を
自
分
で
晴
ら
せ
る

の
で
す
。

こ
れ
か
ら
何
か
選
択
す
る
と
き
に
も
、「
自
分
は
、心

の
底
か
ら
そ
う
思
っ
て
い
る
か
」と
自
分
自
身
に
問
い
か

け
る
こ
と
で
、後
悔
す
る
頻ひ
ん

度ど

は
大
き
く
下
が
り
ま
す
。

〝
時
は
流
れ
る
〟と
言
わ
れ
ま
す
が
、〝
時
は
流
れ
ず

に
重
な
る
〟と
い
う
言
葉
を
目
に
し
た
時
、と
て
も
納

得
し
た
お
ぼ
え
が
あ
り
ま
す
。

時
間
が
流
れ
去
る
な
ら
、良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と

も
、お
ぼ
え
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、起
き
た

こ
と
は
地
層
の
よ
う
に
重
な
っ
て
い
く
時
間
の
中
に

残
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

そ
の
中
に
、黒
い
シ
ミ
と
し
て
残
る
の
が
後こ
う

悔か
い

で
す
。

今
回
は
厄や
っ

介か
い

な
後
悔
の
弱
め
方
、消
し
方
に
つ
い
て
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弘法大師に学ぶ

菩提寺の本堂の奥に八人のお坊さんの
絵がかかっていました。あれはだれですか？

【相談】

第8回

【
回
答
者
】
髙
橋
尚
夫
真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院 

前
院
長

大
正
大
学
名
誉
教
授
／
埼
玉 

大
王
寺 

住
職

善無畏一行恵果弘法

金剛智 不空 龍猛龍智

伝
持
の
八
祖

付ふ

法ほ
う

の
八
祖　

大
日
如
来 

｜ 
金

剛
薩
埵 

｜ 
龍
猛 

｜ 
龍
智 

｜ 
金

剛
智 

｜ 
不
空 

｜ 
恵
果 

｜ 
弘
法

伝で
ん
持じ

の
八
祖　
龍
猛 

｜ 
龍
智 

｜ 

金
剛
智 

｜ 
不
空 

｜ 
善
無
畏 

｜ 

一
行 

｜ 
恵
果 

｜ 
弘
法

伝
持
の
八
祖
の
う
ち
、龍
猛
か
ら
善
無
畏

ま
で
は
イ
ン
ド
人
で
あ
り
、一
行
と
恵
果
は

中
国
人
で
す
。通
常
、密
教
寺
院
に
架
け
ら

れ
る
真
言
八
祖
の
画
像
は
こ
の
伝
持
の
八

祖
で
す
。先
の
大
師
の
お
言
葉
の
中
に
、「
道

は
自
ら
弘
ま
ら
ず
、弘
ま
る
こ
と
必
ず
人
に

よ
る
」と
あ
り
ま
し
た
。
ま
た「
法
は
人
に

よ
っ
て
弘
ま
り　

人
は
法
を
待
っ
て
昇
る　

人
法
一
体
に
し
て
別
異
な
る
こ
と
を
得
ず
」

（『
秘
蔵
宝
鑰
』）と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

仏
教
で
は
教
え
を
伝
え
て
い
く
こ
と
を
法
灯

を
継
ぐ
と
言
い
ま
す
。蝋
燭
の
灯
火
を
次
の

蝋
燭
に
と
も
し
、ま
た
次
の
蝋
燭
に
と
も
し
、

と
も
し
続
け
る
こ
と
を
無
尽
灯
と
い
い
ま

す
。大
師
も「
即
ち
無
尽
灯
を
燃
や
し
て
願

わ
く
は
遍
く
法
界
を
明
ら
か
に
せ
ん
」（『
真

実
経
文
句
』）と
仰
っ
て
い
ま
す
。

戦
争
の
悲
劇
、地
震
や
津
波
の
自
然
罹り

災さ
い
、悲
惨
な
事
故
や
事
件
、そ
れ
ら
を
風
化

さ
せ
る
こ
と
な
く
語
り
伝
え
て
い
く
こ
と
が

叫
ば
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
も
ま
た
法
灯
を
継

ぐ
と
言
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。ま
さ
に
、た
と
え
わ
ず
か
な
灯
火
で

あ
っ
て
も
世
の
中
を
明
る
く
照
ら
す
よ
う
と

も
し
続
け
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。

お
大
師
さ
ま
の
著
作
で
あ
る『
秘
密
曼

荼
羅
教
付
法
伝
』に「
道
は
自
ら
弘
ま
ら

ず
、弘
ま
る
こ
と
必
ず
人
に
よ
る
。
誰
か
よ

く
弘
む
る
者
ぞ
。
す
な
わ
ち
七
個
の
大
阿

闍
梨
あ
り
。
上
、高
祖
法
身
大
毘
盧
遮
那
如

来
よ
り
、下
、青
竜
の
阿
闍
梨
に
至
る
ま
で
、

嫡
々
相
続
し
て
今
に
至
る
ま
で
絶
え
ず
」と

あ
り
ま
す
。
お
大
師
さ
ま
が
入
唐
求
法
し

た
と
き
に
、青
竜
寺
の
恵け

い

果か

阿あ

闍じ
ゃ

梨り

に
師

事
し
、瓶
か
ら
瓶
へ
水
を
移
す
よ
う
に
、す

べ
て
を
受
け
継
い
で
日
本
に
も
た
ら
し
た

真
言
密
教
の
由
緒
正
し
い
系
統
を
堂
々
と

表
明
し
た
も
の
で
す
。

第
一
祖
は
大だ

い

毘び

盧る

遮し
ゃ

那な

如に
ょ

来ら
い

で
、真
言

密
教
の
ご
本
尊
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
働

き
の
一
部
が
太
陽
の
作
用
に
似
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
大
日
如
来
と
も
称
さ
れ
ま
す
。

そ
の
大
日
如
来
の
説
法
の
相
手
が
金こ

ん
剛ご
う

薩さ
っ

海（
七
七
四
〜
八
三
五
）が
入
唐
し
て
恵
果

に
師
事
し
、第
八
祖
と
な
り
ま
す
。以
来
嫡

嫡
相
承
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、善
無
畏
三
蔵
の
門
下
に
一い

ち

行ぎ
ょ
う

阿

闍
梨（
六
八
三
〜
七
二
七
）が
い
ま
し
た
が
、

四
十
五
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、大
師
に
至
る
ま
で
の
祖
師
を
根
本
八

祖
と
言
い
ま
す
が
、こ
の
八
祖
に
つ
い
て
、

「
付ふ

法ほ
う
の
八
祖
」と「
伝で
ん
持じ

の
八
祖
」と
の
区

別
が
あ
り
ま
す
。
付
法
と
い
う
の
は
真
言

の
法
門
を
嫡
嫡
付
法
し
た
と
の
意
味
で
あ

り
、伝
持
と
は
法
を
継
い
だ
弟
子
の
あ
る

な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、す
べ
て
密
教
を
こ

の
世
界
に
伝
え
任
持
さ
せ
た
と
の
意
味
で

す
。し
た
が
っ
て
、伝
持
の
八
祖
に
は
大
日

如
来
と
金
剛
薩
埵
を
除
き
、善
無
畏
と
一

行
を
加
え
て
八
祖
と
し
ま
す
。通
常「
真
言

八
祖
」と
言
う
と
き
は
、こ
の
伝
持
の
八
祖

を
指
し
ま
す
。
以
上
を
整
理
し
ま
す
と
次

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

埵た

で
、第
二
祖
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、こ

の
両
祖
は
歴
史
的
存
在
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
金
剛
薩
埵
に
教
え
を
授
か
っ
た

の
が
龍

り
ゅ
う

猛み
ょ
う

菩ぼ

薩さ
つ

で
、真
言
密
教
を
世
間
に

流
布
さ
せ
ま
し
た
。第
三
祖
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
龍
猛
は
龍り

ゅ
う

智ち

菩
薩
に
伝
え
、龍
智

を
第
四
祖
と
い
た
し
ま
す
。
た
だ
し
、こ

の
お
二
人
は
歴
史
的
な
事
跡
に
つ
い
て
は

不
明
な
点
が
多
く
伝
説
的
な
域
を
出
ま
せ

ん
。そ
し
て
、こ
の
龍
智
の
門
下
に
善ぜ

ん
無む

畏い

（
六
三
七
〜
七
三
五
）と
金こ
ん

剛ご
う

智ち（
六
七
一

〜
七
四
一
）の
両
祖
が
い
て
、い
ず
れ
も
唐

に
や
っ
て
来
て
、教
え
を
弘
め
、翻
訳
に
従

事
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
金
剛
智
三
蔵
を

第
五
祖
と
し
ま
す
。
そ
の
門
下
に
不ふ

空く
う

三

蔵（
七
〇
五
〜
七
七
四
）が
い
て
第
六
祖
と

し
、不
空
三
蔵
は
恵
果
阿
闍
梨（
七
四
六
〜

八
〇
五
）に
伝
え
た
の
で
第
七
祖
と
し
、空
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