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長
谷
寺
の
寺
宝

　価格 48円（税込）

絵本 おだいしさま
やわらかいタッチのイラストによる
やさしい解説です。

　価格 100円（税込）

弘法大師空海すごろく
すごろく形式でお大師さまのご生涯が
学べる教材です。

有限会社 豊山  商品案内

〒112-0012 東京都文京区大塚5-40-8
電話:03-3945-3555　FAX: 03-3945-0702
E-mail： buzan@io.ocn.ne.jp有限会社 豊山

真言宗豊山派宗務所内

　価格 22円（税込）

お大師さまゆかりの地
リーフレット
弘法大師伝説のある場所を
地図にまとめました。ぜひお大師さまと
ご縁を結びましょう。

　価格 22円（税込）

南無大師遍照金剛
リーフレット
お大師さまのご生涯の軌跡や
 「南無大師遍照金剛」とはどのような
意味なのかを紹介しております。

今年は弘法大師御生誕1250年です今年は弘法大師御生誕1250年です

真言宗豊山派
しん  ごん しゅう    ぶ   ざん　 は
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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。

え
ん
ぴ
つ
の
濃
淡
で
色
付
け
し
ま
し
た
。

埼
玉
県
　
12
歳  

凪
彩

や
さ
し
い
顔
を
し
た
観
音
さ
ま
。

き
っ
と
大
き
な
気
持
ち
で
世
の
中
を

見
渡
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。東

京
都
　
80
歳  

在
原
晟

お
手
本
を
見
て
、久
し
ぶ
り
に
色
え
ん
ぴ
つ
画
を

描
い
て
み
た
く
な
り
ま
し
た
。

稚
拙
な
が
ら
楽
し
ん
で
描
け
ま
し
た
。

群
馬
県
　
48
歳  

千
屋
昌
子

色
を
塗
り
始
め
た
ら
、手
が
止
ま
ら
ず
に

一
気
に
完
成
し
ま
し
た
。

福
島
県
　
75
歳  

鈴
木
マ
サ
子

今号のお題は「釈迦如来」です。詳細はP.37へ。
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弘法大師に学ぶ

会社の同僚が上司に評価され、
面白くありません。

こういった心持ちをどのようにしたら
よいでしょうか。

【相談】

堀
内
規
之

第3回

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

【
回
答
者
】

「
日
本
の
お
母
さ
ん
」と
い
わ
れ
、国
民

栄
誉
賞
を
授
与
さ
れ
た
森
光
子
さ
ん
の

詠
ん
だ
有
名
な
川
柳
が
あ
り
ま
す
。
脇

役
専
門
の
女
優
と
し
て
し
か
評
価
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
時
代
、そ
の
思
い
を
詠

ん
だ
川
柳
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
あ
い

つ
よ
り　
上
手
い
は
ず
だ
が　
な
ぜ
売

れ
ぬ
」。
日
本
を
代
表
す
る
大
女
優
も

人
を
う
ら
や
ん
で
い
た
時
期
が
あ
っ
た

の
で
す
。
そ
も
そ
も
人
は
な
ぜ
嫉し
っ
と妬
し

て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
で
き
れ
ば

こ
の
よ
う
な
感
情
は
抱
か
ず
に
生
き
た

い
も
の
で
す
。

「
嫉
妬
の
心
は
彼
我
よ
り
生
ず
。
も
し

彼
我
を
忘
れ
る
は
、即
ち
一
如
を
見
る
。

一
如
を
見
れ
ば
、即
ち
平
等
を
得
。
平
等

を
得
れ
ば
、即
ち
嫉
妬
を
離
る
。」弘
法

大
師
は
、嫉
妬
の
心
は
彼
と
我
が
対
立

す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
こ
で
い
う
対
立
は
、比
較
と
い
う

言
葉
に
置
き
換
え
て
も
よ
い
と
思
い
ま

す
。
他
者
と
比
較
し
て
、他
者
の
も
の

差
し
で
自
分
を
見
て
し
ま
う
。
そ
こ
か

ら
嫉
妬
は
う
ま
れ
て
し
ま
う
と
。
し
か

し
、そ
の
比
較
を
や
め
て
し
ま
え
ば
、自

分
自
身
の
も
の
差
し
で
み
る
こ
と
が
で

き
、そ
こ
に
は
彼
も
自
分
も
同
じ
真
理

の
上
に
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
、ま
い
た
種
が
芽
を

だ
す
時
期
は
す
べ
て
違
い
、花
も
咲
く

時
期
が
違
う
け
れ
ど
も
、芽
を
だ
す
、花

が
咲
く
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
全
て

平
等
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で

き
れ
ば
、嫉
妬
は
お
こ
ら
な
い
、そ
う
弘

法
大
師
は
示
さ
れ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、

「
嫉
妬
を
離
る
れ
ば
、即
ち
一
切
衆
生

の
善
を
随
喜
す
。
隨
喜
す
れ
ば
、す
な

わ
ち
一
切
の
法
を
謗
せ
ず
。
謗
せ
ざ
れ

ば
、即
ち
信
受
す
。
信
受
す
れ
ば
、す
な

わ
ち
奉
行
す
。」

す
な
わ
ち
、嫉
妬
が
お
こ
ら
な
け
れ

ば
、人
の
善
を
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。喜

ぶ
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、さ
ま
ざ
ま

な
も
の
に
対
し
て
謗そ
し
る
こ
と
は
し
な
い
。

謗
ら
な
け
れ
ば
、す
べ
て
を
信
じ
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な

す
べ
て
を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
謙
虚
さ

を
も
っ
て
歩
ん
で
い
け
ば
、そ
こ
に
善

が
生
ず
る
と
い
う
。逆
説
的
に
い
え
ば
、

弘
法
大
師
は
謙
虚
に
生
き
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、嫉
妬
心
は
な
く
な
る
と
い

わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

自
分
の
も
の
差
し
に
よ
っ
て
、他
者

へ
の
感
謝
の
心
を
も
つ
、そ
の
こ
と
が

人
を
妬ね
た

む
心
を
な
く
す
方
法
、す
な
わ

ち
善
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、植
木
等
さ
ん
の
ス
ー
ダ
ラ

節
の
一
節
で
は
な
い
で
す
が
、「
わ
か
っ

ち
ゃ
い
る
け
ど
」と
皆
さ
ん
思
わ
れ
る

で
し
ょ
う
。
こ
の
善
を
行
っ
て
い
く
重

要
性
を
説
い
た
七し
ち

仏ぶ
つ

通つ
う

戒か
い

偈げ

に「
諸し

ょ

悪あ
く

莫ま
く

作さ　

衆し
ゅ

善ぜ
ん

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

」と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。も
ろ
も
ろ
の
悪
を
な
さ
ず
、善

を
行
っ
て
い
く
、こ
れ
が
仏
教
の
大
き

な
柱
だ
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、こ
の

こ
と
は
三
歳
の
子
ど
も
も
知
っ
て
い
る

が
、八
十
歳
の
人
で
も
実
践
が
難
し
い

と
い
う
白は
く

居き
ょ

易い

の
逸
話
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
逸
話
が
示
す
よ
う
に
、嫉
妬
の
心

を
な
く
す
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、自

ら
の
も
の
差
し
で
謙
虚
に
、感
謝
の
念

を
少
し
ず
つ
で
も
持
ち
続
け
て
い
く
こ

と
が
、穏
や
で
豊
か
な
時
間
を
過
ご
す

秘
訣
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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平
成
23
年
3
月
11
日
。東
北
は
2
月

並
み
の
寒
さ
で
し
た
。そ
れ
か
ら
12
年

が
経
過
し
た
本
年
、穏
や
か
な
春
の
日

差
し
に
包
ま
れ
た
福
島
県
相
馬
市
。

　
被
災
地
の
景
色
は
少
し
ず
つ
変
わ
っ

て
き
ま
し
た
。震
災
の
爪
痕
は
少
な
く

な
り
、人
々
に
も
笑
顔
が
戻
っ
て
い
ま

す
。し
か
し
、大
切
な
人
を
失
っ
た
悲
し

み
が
消
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
物
故
者
の
十
三
回
忌
に
あ
た
る
本
年

3
月
1
日
、福
島
県
第
二
号
宗
務
支
所

相
馬
妙
見
歓
喜
寺（
福
島
県
相
馬
市
）の

い
命
を
亡
く
さ
れ
た
方
へ
の
追
悼
と

と
も
に
、復
興
に
尽
力
さ
れ
た
多
く
の

人
へ
の
労
い
、そ
し
て
今
も
避
難
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
被
災
者
へ
の
温

か
い
お
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
た
お
言

葉
で
し
た
。

　
つ
い
で
、真
言
宗
豊
山
派
鈴
木
常
英

宗
務
総
長
よ
り
被
災
者
に
寄
り
添
う
挨

拶
、総
本
山
長
谷
寺
川
俣
海
淳
寺
務
長

か
ら
復
興
へ
の
激
励
の
言
葉
が
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。

　
復
興
は
ま
だ
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な

い
と
、多
く
の
被
災
者
が
口
を
揃
え
ま

す
。私
た
ち
真
言
宗
豊
山
派
は
、こ
れ
か

ら
も
変
わ
ら
ず
被
災
地
へ
の
祈
り
を
続

け
ま
す
。

　
震
災
に
よ
り
失
わ
れ
た
尊
い
命
の
菩

提
を
至
心
に
弔
い
、遺
族
を
含
め
す
べ

て
の
被
災
者
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表

し
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
物
故
者

十
三
回
忌
追
悼
法
要

宗
派
ト
ピ
ッ
ク
ス

境
内
に
建
立
さ
れ
た
慈
眼
院
で
、東
日

本
大
震
災
十
三
回
忌
追
悼
法
要
が
営
ま

れ
ま
し
た
。

　
本
尊
千
手
観
音
さ
ま
の
御
前
に
て
、

真
言
宗
豊
山
派
管
長
浅
井
侃
雄
猊
下
を

大
導
師
に
、福
島
県
浜
通
り
の
寺
院
住

職
を
職
衆
と
し
て
、物
故
者
へ
慰
霊
の

祈
り
が
さ
さ
げ
ら
れ
ま
す
。

　
法
要
の
後
、浅
井
侃
雄
猊
下
よ
り
ご

垂
示
を
賜
り
ま
し
た
。震
災
に
よ
り
尊
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「
御
影
」

み

え
い

し
ん

に
ょ

―
 

真
如―

仏
教
は
じ
め
て

ヒ
ス
ト
リ
ー

第 12 回

そ
の
お
姿
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
と
は
？

仏
さ
ま
や
お
祖
師
さ
ま
を
描
い
た

絵
画
や
、お
姿
を
彫
っ
た
像
を
御み

影え
い

と
い
い
ま
す
。
お
大
師
さ
ま
の
御
影

を
仰
ぎ
、報
恩
と
感
謝
の
真
心
を
こ

め
て
供
養
す
る
の
が
御
影
供
で
す
。

延え
ん

喜ぎ

10
年（
9
1
0
）3
月
21
日
、大

師
の
尊
像
を
前
に
、東
寺
の
灌か

ん

頂じ
ょ
う

院い
ん

で
法
要
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が

御
影
供
の
は
じ
ま
り
で
す
。

お
大
師
さ
ま
の
御
影
は
、右
手
で
、

智
慧
を
象
徴
す
る
五ご

股こ

杵し
ょ
と
い
う
仏

具
を
握
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
胸
の
前

に
五
股
杵
が
あ
る
の
は
、誰
の
心
の

う
ち
に
も
仏
の
智ち

慧え

が
具そ
な
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。

左
手
は
、慈
悲
を
象
徴
す
る
念
珠

を
持
ち
ま
す
。そ
の
姿
は
、す
べ
て
の

人
の
幸
福
を
祈
っ
て
、そ
れ
を
実
際

仏
さ
ま
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
縁え

ん
日に
ち
が
あ

り
ま
す
。
ご
利り

益や
く

が
と
り
わ
け
顕
著

な
日
と
さ
れ
、8
日
の
お
薬
師
さ
ま
、

18
日
の
観
音
さ
ま
、24
日
の
お
地
蔵

さ
ま
、28
日
の
お
不
動
さ
ま
が
有
名

で
す
。

お
祖そ

師し

さ
ま
に
も
縁
日
は
あ
り
ま

す
。
真
言
宗
を
開
い
た
お
大
師
さ
ま

の
縁
日
は
21
日
で
す
。こ
の
日
、京
都

の
東と

う

寺じ

に
は
弘こ
う

法ぼ
う

市い
ち

が
立
ち
、多
く

の
露
店
が
軒の

き

を
連
ね
ま
す
。
真
言
宗

の
寺
院
で
は
、御み

影え

供く

と
呼
ば
れ
る

法
要
も
行
わ
れ
ま
す
。

弘
法
大
師
空
海
は
、
承じ
ょ
う

和わ

2
年

（
8
3
5
）3
月
21
日
に
、高こ

う

野や

山さ
ん

で

入に
ゅ
う

定じ
ょ
う

し
ま
し
た
。
お
大
師
さ
ま
の

縁
日
が
21
日
な
の
は
、入
定
の
日
に

由
来
す
る
の
で
す
。

の
行
動
に
移
す
こ
と
の
大
切
さ
を
表

し
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
御
影
を
最
初
に
描
い
た

の
は
、真し

ん

如に
ょ（
7
9
9
～
8
6
5
）で

し
た
。
真
如
は
、平へ

い

城ぜ
い

天
皇
の
皇
子

で
、弘
法
大
師
の
十
大
弟
子
の
ひ
と

り
で
す
。
真
如
に
よ
る
御
影
は
、後

世
、最
も
流
布
し
た
こ
と
か
ら
、根
本

御
影
と
称
さ
れ
ま
す
。

室
町
時
代
や
江
戸
時
代
に
な
る
と
、

大
師
の
御
影
に
は
、「
日に

ち

日に
ち

影よ
う

向ご
う

文も
ん

」

と
呼
ば
れ
る
画が

賛さ
ん（
絵
の
余
白
に
書
く

文ふ
み
）が
添
え
ら
れ
ま
し
た
。意
味
は
次

の
と
お
り
で
す
。

「
入
定
し
た

大
師
は
、体
を

高
野
山
に
置

き
な
が
ら
、心

は
兜と

率そ
つ

天て
ん

の

弥み

勒ろ
く

菩
薩
の
も
と
に
あ
り
、衆
生
を

救
う
た
め
、日
々
こ
の
世
に
現
れ
て
、

ゆ
か
り
の
深
い
地
を
訪
れ
て
い
る
」

お
大
師
さ
ま
は
、常
に
自
ら
の
智

慧
を
磨
き
、そ
れ
を
活い

か
し
て
人
々

の
救
済
に
励
み
ま
し
た
。
生
涯
に

渡
っ
て
貫
い
た
そ
の
気
高
い
精
神
か

ら
生
ま
れ
た
の
が
、御
影
の
お
姿
に

こ
め
ら
れ
た
特
別
の
意
味
で
あ
り
、

御
影
に
添
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

日
日
影
向
文
な
の
で
す
。
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