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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 水令和4年 9月28日 13時～15時まで

2 月令和4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

真言宗豊山派
しん  ごん しゅう    ぶ   ざん　 は
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223
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お盆、わかりません
ますだあけみの知好楽

まかはんにゃ～
『般若心経』やわらか手引き
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仏さまを描いてみよう！作品募集

令和5年は弘法大師御生誕1250年です

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。

今
号
の
お
題
は「
地
蔵
菩
薩
」で
す
。詳
細
は
P.33
へ
。

友達と外で元気に遊べま
すように。

埼玉県　6歳  粕谷颯佑

今年こそ将棋大会で優勝
できますように。

埼玉県　8歳  粕谷奏翔

薬師如来さまに色鉛筆で
彩色しながらコロナ収束
を願い、気持ちを込めて
頑張りました。

東京都　71歳  倉橋勇

初めての写仏です。
自分で描いたものなので
凄くパワーがもらえそう
です。

徳島県　28歳  福家可菜

古河に主人と行き、お寺
で記帳巡りをして応募し
ました。

東京都　66歳  内田春江
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『
般
若
心
経
』
や
わ
ら
か
手
引
き

3
8

第

回

「
こ
う
い
う
も
の
だ
」を

コ
ッ
パ
ミ
ジ
ン

3

名
取

彦
方

舎
利
子
よ
、
色
は
空
に
異
な
ら
ず
、
空
は
色
に
異
な
ら
ず
。

色
は
即
ち
是
れ
空
、
空
は
即
ち
是
れ
色
な
り
。
受
・
想
・
行
・
識
も
亦
復
是
の
如
し
。

し
ゃ

こ

し
き

す
な
わ

く
う

く
う

す
な
わ

こ

し
き

じ
ゅ

そ
う

ぎ
ょ
う

し
き

ま

た

か
く

ご
と

り

し

し
き

く
う

こ
と

く
う

し
き

こ
と

舎
利
子
は
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
シ
ャ
リ
ー
プ
ト
ラ

（
舎し

ゃ
利り

弗ほ
つ
）の
こ
と
。『
般
若
心
経
』で
は
聞
き
役
で
登
場

し
ま
す
。

そ
し
て
、仏
教
語
の「
色
」は
カ
ラ
ー
の
意
味
で
は
な

く
、物
、物
体
、形
が
あ
る
も
の
と
い
う
意
味
。
あ
な
た

の
体
も
、『
光
明
』の
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
あ
な
た
の
指
も
、

ど
れ
も
物
で
す
か
ら「
色
」で
す
。

ま
た
、空
は
集
ま
る
さ
ま
ざ
ま
な
条
件（
縁
）に
よ
っ

て
結
果
が
変
化
し
て
し
ま
う
の
で
不
変
の
実
体
は
な
い

と
い
う
法
則
の
こ
と
で
す
。

今
回
の「
色
は
空
に
異
な
ら
ず（
色
不
異
空
）」は
、物

体
を
良
く
観
察
す
れ
ば
、（
す
べ
て
は
変
化
し
て
し
ま
い
、

条
件
が
仮
に
集
ま
っ
て
い
る
）空
と
い
う
法
則
そ
の
も
の

の
現
れ
だ
か
ら
、物
体
は
空
と
異
な
る
こ
と
が
な
い
と

い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

次
の「
空
は
色
に
異
な
ら
ず（
空
不
異
色
）」は
、（
す
べ

て
は
変
化
し
て
し
ま
い
、条
件
が
仮
に
集
ま
っ
て
い
る
）

空
と
い
う
法
則
に
よ
っ
て
物
は
存
在
し
て
い
る
と
い
う

意
味
で
す
。

お
読
み
い
た
だ
い
て
い
る『
光
明
』は
冊
子
で
す
が
、

原
材
料
の
木
材
か
ら
イ
ン
ク
、製
本
、取
材
、編
集
、完

成
品
の
輸
送
、配
布
な
ど
膨
大
な
縁
の
集
合
体
と
し
て
、

今
あ
な
た
の
手
の
中
に
あ
り
ま
す
。読
ん
で
い
た
だ
く

た
め
に
作
ら
れ
ま
し
た
が
、人
に
よ
っ
て
は
鍋
敷
き
に

し
た
り
、時
に
よ
っ
て
は
夫
婦
ゲ
ン
カ
で
武
器
と
し
て

投
げ
つ
け
た
り
す
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、物
は「
こ
れ
は
こ
う
い
う
も
の
」と
い

う
固
定
さ
れ
た
実
体
は
な
い
の
で
す
。

色
と
空
の
関
係
に
つ
い
て
説
い
た
後
は
、私
た
ち
が

感
じ
る
こ
と
や
思
う
こ
と
も
空
と
い
う
法
則
か
ら
逃
れ

る
こ
と
は
な
い
と
説
き
ま
す（
受
想
行
識
亦
復
如
是
）。

受じ
ゅ（

耳
や
舌
な
ど
の
感
覚
器
官
）の
一
つ
の
目
は
、ま

ぶ
た
や
角
膜
、涙
な
ど
の
集
合
体
で
す
。物
を
見
る
だ
け

で
は
な
く
、口
ほ
ど
に
も
の
を
言
う
目
も
あ
り
ま
す
。そ

れ
ら
の
感
覚
器
官
の
能
力
も
加
齢
に
よ
っ
て
も
変
化
す

る
の
で
空
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
ま
す
。

想そ
う・

行ぎ
ょ
う・

識し
き

は
、脳
が
外
か
ら
の
情
報
に
対
し
て
行
う

一
連
の
作
業
で
、「
こ
れ
も
ま
た
、色
と
空
の
関
係
の
よ
う

に
、集
ま
っ
た
条
件
に
よ
っ
て
、仮
に
今
の
状
態
に
な
っ

て
い
る
」と
説
い
て
い
き
ま
す
。

目
の
前
に
置
い
て
あ
る
メ
ガ
ネ
を
探
す
こ
と
も
あ
り

ま
す
。見
え
て
い
る
の
で
す
が
、脳
が
そ
れ
を
認
識
し
て

い
な
い
の
で
す
。私
た
ち
の
判
断
も
、次
々
に
増
え
る
経

験
や
知
識
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

ど
う
し
て
、こ
ん
な
面
倒
な
こ
と
を
説
く
か
と
い
う

と
、私
た
ち
は
、見
る
も
の
、聞
く
音
な
ど
か
ら
判
断
し

て
い
る
こ
と
を「
こ
れ
は
い
つ
で
も
、だ
れ
で
も
同
じ
は

ず
」と
考
え
て
し
ま
い
、そ
の
結
果
、心
を
乱
す
こ
と
が

多
い
か
ら
で
す
。

空
と
い
う
見
方
を
通
し
て
、「
こ
れ
は
こ
う
い
う
も
の

だ
」と
い
う
思
い
込
み
を
少
な
く
し
て
い
く
こ
と
で
、心

は
お
だ
や
か
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

次
回
は
、私
た
ち
が
一
喜
一
憂
す
る［
生
滅
］［
垢
浄
］

［
増
減
］な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
な
い
た
め
に
説
か
れ
た

部
分
を
ご
紹
介
し
ま
す
。お
楽
し
み
に
。
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弘
法
大
師
の
言
葉
12

自
心
を
知
る
は
、す
な
わ
ち
仏
心
を
知
る
な
り
。

仏
心
を
知
る
は
、す
な
わ
ち
衆
生
の
心
を
知
る
な
り
。『

性
霊
集
』（
勧
縁
疏
）

堀
内
規
之

大
正
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
科
長
・
教
授

博
士（
仏
教
学
）／
群
馬 

延
命
密
院
住
職

冒
頭
の
文
章
は
、弘
法
大
師
が
師
で
あ

る
恵け

い
果か

和か

尚し
ょ
う

か
ら
告
げ
ら
れ
た
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
、大
師
は

こ
の
文
章
に
続
け
て
、「
三
心
平
等
な
り

と
知
る
は
す
な
わ
ち
大だ

い
覚か

く
と
名
づ
く
」と

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
ら
の
心
を
知
る

と
い
う
こ
と
は
、仏
さ
ま
の
心
を
知
る
こ

と
で
あ
り
、仏
さ
ま
の
心
を
知
る
と
い
う

こ
と
は
、他
者
の
心
を
知
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、こ
の
自
心
・
仏
心
・
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

心し
ん

の
三
つ
の
心
が
平
等
と
知
る
こ
と

が
、覚
り
を
得
た
者（
＝
大
覚
）で
あ
る
と

い
う
の
で
す
。
簡
単
に
い
え
ば
、自
分
と

仏
と
他
者
が
平
等
で
あ
る
と
認
識
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
、

恵
果
和
尚
は
門
人
に
語
っ
て
い
た
と
い
う

の
で
す
。

今
年
は
、沖
縄
が
本
土
復
帰
し
て
五
十

年
を
迎
え
る
年
で
す
。
沖
縄
を
訪
れ
て
、

あ
の
青
い
空
と
き
れ
い
な
海
、そ
し
て
独

自
の
文
化
と
伝
統
に
魅
了
さ
れ
た
方
々
も

多
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
沖
縄
の
言
葉

（
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
）に
、「
肝
苦
り
さ
」と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
ち
む
ぐ
り
さ
」と

発
音
し
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
使
う「
か
わ

い
そ
う
」と
か「
気
の
毒
」と
い
っ
た
意
味

合
い
と
は
、異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る

言
葉
で
す
。
他
者
が
痛
み
を
抱
え
て
い
る

と
き
、そ
の
痛
み
を
自
分
も
感
じ
て
い
る
、

あ
な
た
の
痛
み
や
苦
し
み
が
、自
分
の
こ

と
と
し
て
、私
の
胸
を
し
め
つ
け
る
、そ

ん
な
感
じ
の
言
葉
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
に

比
べ
る
と
、わ
れ
わ
れ
が
普
段
使
う「
か

わ
い
そ
う
」と
い
う
の
は
、あ
る
種
の
安

全
地
帯
に
い
て
、他
人
事
と
し
て
、同
情

か
ら
発
す
る
言
葉
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
沖
縄
の「
ち
む
ぐ
り
さ
」は
、決
し
て

他
人
事
で
は
な
く
、そ
の
悲
し
み
、つ
ら

さ
を
我
が
事
と
し
て
、あ
な
た
が
泣
く
な

ら
ば
、私
も
共
に
泣
き
ま
す
と
い
う
、真

に
他
者
に
向
き
合
っ
て
い
る
言
葉
と
も
い

え
ま
し
ょ
う
。

私
は
、平
等
と
は
ま
さ
に
こ
の
事
だ
と

思
い
ま
す
。
同
情
で
は
な
く
、相
手
に
真

に
寄
り
添
う
こ
と
、そ
れ
が
平
等
の
一
つ

の
大
き
な
柱
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
ち

む
ぐ
り
さ
」の
真
意
を
そ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、豊
山
派
の
宗
紋「
輪わ

違ち
が
い
」も
ま
た

別
の
解
釈
が
み
え
て
き
ま
す
。
豊
山
派
で

一
方
の
円
が
私
、他
方
の
円
が
自
分
以
外

の
他
者
、そ
し
て
重
な
る
部
分
が
、仏
心

と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
に
は
様
々

な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
違
い
を
こ
と

さ
ら
に
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、自
分
に

も
、他
者
に
も
あ
る
仏
心
に
注
目
し
て
い

け
ば
、同
じ
仏
心
を
も
つ
人
と
い
う
平
等

の
心
が
生
じ
、そ
の
平
等
の
心
か
ら
、他

者
へ
の
尊
敬
や
慈
愛
が
さ
ら
に
生
ま
れ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、Ｓ

Ｎ
Ｓ
で
の
他
者
へ
の
誹
謗
中
傷
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
い
ま
だ
か
ら
こ
そ
、恵
果
和

尚
か
ら
大
師
に
受
け
継
が
れ
た
、こ
の
教

え「
自
心
＝
仏
心
＝
衆
生
心
」の
思
い
を

実
践
す
る
時
で
す
。
弘
法
大
師
が
願
わ
れ

た
多
く
の
人
々
の
幸
福（
蒼
生
の
福
）が
増

す
よ
う
に
、真
に
他
者
に
寄
り
添
う「
ち

む
ぐ
り
さ
」の
心
を
も
っ
て
、前
に
向
か
っ

て
共
に
歩
ん
で
い
く
こ
と
が
い
ま
強
く
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

は
、二
つ
の
円
の
一
方

が
私
た
ち
、他
方
が
仏

さ
ま
と
解
釈
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
、冒

頭
の
大
師
の
言
葉
と

「
ち
む
ぐ
り
さ
」に
基

づ
い
て
解
釈
す
る
と
、

豊山派 宗紋「輪違い」
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い

と
う

ひ
ろ

ぶ
み

「
喪
服
」　

喪服は黒ではなかった。

―
 

伊
藤
博
文 ―

仏
教
は
じ
め
て

ヒ
ス
ト
リ
ー

第 8 回

く
契
機
と
な
っ
た
の
で
す
。

古
い
時
代
、
喪
服
は
素そ

服ふ
く

と
呼
ば

れ
て
お
り
、素
に「
白
い
」と
い
う
意

味
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、そ
の
色
は
白
で
し
た
。
亡
き
人

を
弔と

む
らい

、悲
し
み
の
中
に
あ
る
こ
と
を

表
す
喪
服
は
、故
人
と
親ち

か

し
い
人
が
、

喪
に
服
す
一
定
の
期
間
、着
用
し
た

も
の
で
す
。
亡
者
の
死し

に

装し
ょ
う

束ぞ
く

と
同
じ

色
、す
な
わ
ち
白
い
衣
服
を
身
に
つ

け
る
の
は
、む
か
し
か
ら
続
く
伝
統
で

し
た
。

伊
藤
博
文
の
国
葬
を
伝
え
る
新
聞

は
、「
黒
羽は

二ぶ
た
重え

の
喪
服
を
着
た
未
亡

人
」と
報
じ
て
い
ま
す
。
一
方
、同
じ

年
に
亡
く
な
っ
た
二
葉
亭
四
迷
の
記

事
に
は
、「
婦
人
と
長
女
せ
つ
子
さ
ん

は
白し

ろ
無む

垢く

の
姿
」と
あ
り
ま
す
。
明
治

初
代
総
理
大
臣
の
伊
藤
博
文
は
、

ハ
ル
ビ
ン
駅（
現
在
の
中
国
黒
竜
江

省
）で
暗
殺
さ
れ
、そ
の
一
生
を
終
え

ま
し
た
。
明
治
42
年
10
月
26
日
の
こ

と
で
す
。
11
月
4
日
、
日
比
谷
公
園

で
営
ま
れ
た
国こ

く

葬そ
う

に
は
、30
万
人
も

の
人
々
が
参
列
し
ま
し
た
。

こ
の
と
き
、式
場
の
正
門
で
行
わ
れ

た
の
は
、参
列
者
の
服
装
の
確
認
で

す
。
じ
つ
は
、弔
問
客
の
衣
装
は
燕え

ん
尾び

服ふ
く
、と
厳
重
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
黒
の
洋
装
に
限
ら
れ
た
の
は
、当

時
の
欧
米
諸
国
の
例
に
な
ら
っ
た
も

の
、と
思
わ
れ
ま
す
。

い
ま
、喪も

服ふ
く
と
い
え
ば
、黒
の
礼
服

が
一
般
的
で
す
。
そ
れ
が
普
及
す
る

き
っ
か
け
は
、伊
藤
博
文
の
国
葬
で

し
た
。
和
服
か
ら
洋
服
へ
、そ
し
て
、

喪
服
の
色
も
黒
へ
と
統
一
さ
れ
て
い

45
年
に
世
を
去
っ
た
石
川
啄
木
の
場

合
は
、「
白
衣
の
未
亡
人
」と
記
さ
れ

て
お
り
、大
正
5
年
に
逝せ

い

去き
ょ

し
た
夏

目
漱
石
の
記
事
に
も「
四
人
の
令
嬢
、

白
無
垢
に
て
」と
あ
り
ま
す
。

喪
服
が
、白
か
ら
黒
に
か
わ
る
の

は
、明
治
の
終
わ
り
ご
ろ
で
、東
京
を

は
じ
め
と
す
る
大
都
市
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。
と
は
い
え
、先
の
新
聞
記
事

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、し
ば
ら
く

は
、白
と
黒
の
喪
服
が
混
在
し
た
よ

う
で
す
。
黒
の
礼
服
が
定
着
し
、遺
族

も
参
列
者
も
着
用
す
る
よ
う
に
な
る

の
は
、告
別
式
が
全
国
的
に
浸
透
す

る
高
度
経
済
成
長
期
を
迎
え
て
か
ら

で
し
た
。

わ
が
国
で
は
、白
を
、と
り
わ
け
神

聖
な
色
と
し
て
尊
重
し
ま
す
。
そ
の

白
い
服
を
ま
と
う
こ
と
で
、身
も
心

も
、と
も
に
清
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
表

す
の
で
す
。

赤
ち
ゃ
ん
の
産う

ぶ
着ぎ

も
、や
は
り
白
で

す
。
喜
び
と
と
も
に
迎
え
る
命
。
悲
し

み
と
と
も
に
送
り
出
す
命
。
ど
ち
ら

も
、一
点
の
汚け

が
れ
も
な
い
清
か
ら
な
命

だ
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
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