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七
福
神
の
は
な
し

福
徳
円
満

真言宗豊山派
しん  ごん しゅう    ぶ   ざん　 は

作品募集の詳細はP.33をご覧下さい。

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
。

世の中、暗いニュースばかり…
平和な毎日が訪れますように…
東京都　62歳  冨永孝彦

昨年母親が92歳で他界しました。
今年新盆でお客様の対応しています。
母親の若かりし頃の話を聞いたり
その他話を聞きました。
家族6人ほのぼのと暮らしていました。
70歳まで育ててくれて
ありがとうございました。

福島県　71歳  松坂義秀

光明は近くのお寺でもらって
時々読んでいます。
愛媛県　75歳  柳 知恵子

齋藤 孝の学ぶ楽しみ 
最終回



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
主

川
俣
海
淳

か
わ

ま
た

か
い

じ
ゅ
ん

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は

す
こ
や
か
な
一
年
の
幕
開
け
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と

心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す

本
年
も
よ
り
良
き
年
で
あ
り
ま
す
よ
う

ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す

　
令
和
七
年
　
元
旦

こ
こ
ろ
の
安
ら
ぎ
を
求
め
て

　

新
し
い
年
の
始
ま
り
に
川
俣
猊げ
い

下か

に
お
言
葉
を
頂
戴
し
ま

し
た
。

｜
｜�

総
本
山
長
谷
寺
化
主
に
ご
就
任
さ
れ
た
今
の
お
気
持
ち

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

私
は
長
谷
寺
に
お
い
て
長
く
本
尊
十
一
面
観
世
音
菩
薩
さ

ま
に
お
仕
え
し
て
参
り
ま
し
た
。
そ
の
間
、
多
く
の
檀
信
徒

の
方
々
が
本
山
を
訪
れ
、
観
音
さ
ま
の
お
御
足
に
触
れ
て
ご

縁
を
結
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

春
夏
秋
冬
、
い
つ
お
参
り
に
来
ら
れ
て
も
良
い
よ
う
に
長

谷
寺
を
美
し
く
整
備
す
る
こ
と
、
そ
し
て
観
音
さ
ま
と
檀
信

徒
の
方
々
の
橋
渡
し
を
す
る
こ
と
が
私
の
役
目
で
あ
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

立
場
が
変
わ
り
ま
し
て
も
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
観
音
さ
ま
と
檀
信
徒
を
繋
ぐ
と

い
う
こ
と
が
、
次
の
世
代
に
長
谷
寺
を
引
き
継
い
で
行
く
こ

と
に
繋
が
る
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

｜
｜�

猊
下
の
ご
自
坊
は
奈
良
県
の
岡
寺
で
す
が
、
地
元
へ
の

想
い
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

長
谷
寺
と
岡
寺
は
、
同
県
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
西
国

三
十
三
所
観
音
霊
場
の
第
八
番
札
所
と
第
七
番
札
所
で
あ
り
、

お
隣
同
士
で
も
あ
り
ま
す
。

　

両
寺
院
と
も
に
１
３
０
０
年
の
古
い
歴
史
を
持
ち
、
長
谷

寺
は
木
像
、
岡
寺
は
塑そ

像ぞ
う
（
土
で
で
き
た
像
）
の
大
き
な
観

音
さ
ま
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。

　
近
年
、
そ
の
二
か
寺
に
室
生
寺
と
安
倍
文
殊
院
を
加
え
て
、

「
奈
良
大
和
四
寺
巡
礼
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
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25
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35
必見！長谷寺の寺宝 8
最終回

表紙写真
恵比寿神　板橋区観明寺
大 黒 天　江戸川区善養寺
毘沙門天　板橋区延命寺
弁 才 天　豊島区南蔵院
布 袋 尊　葛飾区良観寺
寿 老 人　八千代市長福寺
福 禄 寿　松戸市円能寺

　

今
は
黙
っ
て
い
る
だ
け
で
は
人
は
来
な
い
時
代
で
す
。「
奈

良
は
都
の
周
辺
と
鹿
だ
け
で
は
な
く
、
大
和
の
国く

ん

中な
か

に
も
立

派
な
お
寺
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
や
で
」
と
い
う
こ
と
を
皆
さ

ま
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
時
代
に
あ
っ
た
手
段
を
用

い
て
長
谷
寺
と
奈
良
の
良
さ
を
発
信
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

｜
｜�

近
年
、
若
年
層
に
も
長
谷
寺
の
魅
力
が
広
が
っ
て
い
ま

す
。
猊
下
が
お
考
え
に
な
る
長
谷
寺
の
魅
力
と
は
何
で

し
ょ
う
か

　
長
谷
寺
は
、
別
名
「
花
の
御み

寺て
ら
」
と
呼
ば
れ
る
と
お
り
、
一

年
を
通
し
て
た
く
さ
ん
の
花
々
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
こ
数
年
は
、
牡ぼ

丹た
ん

を
追
い
抜
く
勢
い
で
紫あ
じ
さ
い

陽
花
の
季
節

の
お
参
り
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

若
い
男
女
・
お
子
さ
ま
連
れ
・
外
国
の
方
と
い
っ
た
、
こ

れ
ま
で
と
は
違
う
参
拝
者
層
の
方
た
ち
が
多
く
見
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
お
目
当
て
は
紫
陽
花
の
花
を
は
じ
め
、
季
節
の
花
々
で
あ
っ

て
も
、
登の

ぼ
り

廊ろ
う

に
連
な
る
吊つ
り

燈ど
う

籠ろ
う

や
、
大
き
な
観
音
さ
ま
の
慈

悲
の
お
姿
を
、
初
め
て
目
に
し
て
感
動
す
る
人
が
多
く
お
ら

れ
ま
し
た
。

　

そ
の
様
子
を
見
て
、
長
谷
寺
の
景
色
や
雰
囲
気
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
ど
ん
な
時
で
も
人
々
を
見
守
る
観
音
さ
ま
の
お

姿
が
、
老
若
男
女
・
国
籍
を
問
わ
ず
、
人
を
惹
き
つ
け
る
魅

力
に
溢
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
い
た
し
ま
し
た
。

　
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
へ

　
長
谷
寺
に
は
全
国
に
約
三
千
の
末
寺
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ

の
多
く
が
関
東
を
中
心
と
し
た
東
日
本
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

現
代
は
交
通
手
段
が
発
達
し
た
と
は
い
え
、
長
谷
寺
参
拝
の

計
画
を
立
て
る
の
は
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
中
で
も
、
菩
提
寺
の
団
体
参
拝
や
、
個
人
の
旅
行
で
ご

参
拝
を
い
た
だ
い
て
い
る
皆
さ
ま
に
は
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

　

季
節
を
問
わ
ず
、
お
参
り
す
る
た
び
に
新
た
な
発
見
、
感

動
を
得
ら
れ
る
の
が
長
谷
寺
で
す
。

　

ど
う
ぞ
お
越
し
の
際
に
は
観
音
さ
ま
と
の
ご
縁
を
一
層
深

め
て
い
た
だ
き
、
こ
こ
ろ
の
安
ら
ぎ
を
得
て
い
た
だ
け
れ
ば

嬉
し
く
思
い
ま
す
。
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せ
い

し

ぼ

さ
つ

「
一
周
忌
」

い
っ

し
ゅ
う

き

―
 

勢
至
菩
薩―

法
事
の
し
お
り

第

　回
4

勢
至
菩
薩

　
　「

　
　」

　
　「オ
ン  

サ
ン  

ザ
ン  

                       

ザ
ン
サ
ク  

ソ
ワ
カ
」

サ
ク

「
オ
ー
ン

　

 

サ
ン

　ジ
ャ
ン

　

ジ
ャ
ン

　サ
ハ

　ス
ヴ
ァ
ー

ハ
ー
」

（
ジ
ャ
ン
は
煩
悩
を
表
す
。そ
れ
を
除
く

意
の
あ
る
真
言
）

真
言
の
意
味

　
　

真
言

種
子

　

を
、
祥し
ょ
う

月つ
き

命
日
と
い
い
ま
す
。
正

し
く
は
正し

ょ
う

月つ
き

命
日
と
書
く
の
で
す

が
、
そ
れ
で
は
年
の
始
め
の
正し

ょ
う

月が
つ

と
混
同
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
小
祥
や

大
祥
に
あ
る
祥
の
字
を
と
っ
て
、
祥

月
命
日
に
な
り
ま
し
た
。

　
一
周
忌
の
本
尊
は
勢せ

い

至し

菩ぼ

薩さ
つ

で

す
。
偉
大
な
力
を
獲
得
し
た
仏
さ
ま

と
し
て
知
ら
れ
、
人
々
に
ほ
ど
こ
す

慈
悲
の
め
ぐ
み
は
、
過
去
、
現
在
、

未
来
の
三さ

ん

世ぜ

に
わ
た
り
ま
す
。
そ
の

お
姿
は
、左
手
に
蓮
華
の
花
を
持
ち
、

右
手
は
三
本
の
指
を
や
さ
し
く
曲
げ

て
い
ま
す
。

　
左
手
の
蓮
華
は
、
誰
も
が
等
し
く

持
っ
て
い
る
清
ら
か
な
心
を
表
し
た

も
の
で
す
。
一
方
、
右
手
の
三
本
の

指
は
、
三
つ
の
鋭
い
切き

っ
先さ
き

が
あ
る

　
わ
が
国
の
法
事
は
、
中
国
の
代
表

的
な
思
想
で
あ
る
儒じ

ゅ

教き
ょ
う

の
影
響
も

受
け
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
一
周

忌
や
三
回
忌
の
仏
事
は
、
小し

ょ
う

祥し
ょ
う

や

大だ
い

祥し
ょ
う

と
い
う
儒
教
の
儀
礼
が
も
と

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
儒
教
で
は
、
故
人
が
亡
く
な
っ
た

翌
年
に
小
祥
、
二
年
後
に
大
祥
の
供

養
を
し
ま
す
。
こ
の
小
祥
を
も
と
に

一
周
忌
が
生
ま
れ
、
大
祥
か
ら
三
回

忌
が
成
立
し
ま
し
た
。

　
大
祥
は
「
三
年
に
お
よ
ぶ
喪も

」
が

明あ

け
る
と
き
の
儀
礼
で
す
が
、
儒
教

に
は
日
数
の
数
え
方
に
特
徴
が
あ

り
、
実
際
に
は
没
後
二
年
目
に
行
い

ま
す
。
三0

回
忌
の
法
事
が
、
亡
く
な

っ
て
二0

年
目
に
行
わ
れ
る
の
も
、
こ

の
大
祥
の
影
響
で
す
。

　
年
に
一
度
め
ぐ
っ
て
く
る
命
日

法ほ
う

具ぐ

を
か
た
ど
っ
て
い
ま
す
。
武
器

か
ら
転
じ
た
そ
の
法
具
に
は
、
悟
り

の
妨
げ
と
な
る
煩ぼ

ん

悩の
う

を
打
ち
砕く
だ

く
力

が
宿
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
泥
の
中
か
ら
茎
を
伸
ば
し
、
泥
に

染
ま
ら
ず
美
し
く
咲
く
蓮
華
。
そ
の

花
の
よ
う
に
、
煩
悩
う
ず
ま
く
世
の

中
に
あ
っ
て
も
、
煩
悩
に
染
ま
る
こ

と
な
く
清
ら
か
に
生
き
る
こ
と
を
、

仏
教
で
は
目
指
し
ま
す
。
勢
至
菩
薩

は
、偉
大
な
智ち

慧え

の
力
を
発
揮
し
て
、

私
た
ち
の
清し

ょ
う

浄じ
ょ
う

な
心
の
花
を
大
き

く
開
い
て
く
れ
ま
す
。

　
亡
き
人
の
一
周
忌
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、
本
尊
で
あ
る
勢
至
菩
薩
に
祈

り
を
捧
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
蓮
華
の

よ
う
な
す
が
す
が
し
い
心
で
、
供
養

の
と
き
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
は

ず
で
す
。
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必
見
!
長
谷
寺
の
寺
宝

長
谷
寺
学
芸
員

久
野 
由
香
子

く

　の

ゆ  

か   

こ雪中柳鷺図

最
終
回

合
っ
て
一
枚
の
絵
が
完
成
さ
れ
て
い
る

と
思
う
と
奥
深
い
も
の
で
す
。

か
ら「
滑
稽
」な
の
で
す
。
自
ら
を「
滑

稽
」「
俗
」な
文
化
の
担
い
手
と
し
て
、自

虐（
？
）し
な
が
ら
も
そ
こ
に
愉
し
み
を

見
つ
け
る
の
が
俳
諧
の
連
歌
。

冒
頭
の『
俳
諧
類
船
集
』
は
、（
正
統

の
連
歌
も
含
め
）俳
諧
の
連
歌
で
使
う

付
け
合
い
語
を
ま
と
め
た
、い
わ
ゆ
る

辞
典
。
付
け
合
い
語
と
は
、何
人
か
で
歌

を
繋
げ
て
い
く
と
き
に
使
う
、縁
の
あ

る
名
詞
の
こ
と
。
古
来
、日
本
に
は「
連

想
」と
い
う
文
化
が
根
付
い
て
き
ま
し

た
。
こ
の
名
詞
に
は
こ
の
こ
と
ば
を
。
そ

う
し
て
連
歌
と
し
て
ど
ん
ど
ん
繋
げ
て

詠
ん
で
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
、付
け
合

い
語
は
実
は
絵
画
と
と
て
も
深
い
関
係

が
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、そ
こ
か
ら「
雪
中
柳
鷺
図
」

に
迫
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
本
作
は
狩か

の

野う

主も
り

信の
ぶ（

一
六
七
五
―
一
七
二
四
）が
描
い

た
、雪
が
降
り
積
も
る
柳
に
白
い
鷺さ

ぎ

が

止
ま
る
少
し
寒
々
し
い
印
象
の
美
し
い

作
品
で
す
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ「
雪
」
の「
柳
」
に

「
鷺
」な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
鷺
。
鷺

の
付
け
合
い
語
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
な
か
に
柳
が
あ
り
ま
す
。
柳
に
は

鷺
。
そ
れ
ら
と
雪
が
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
が
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
繋
が

り
を
持
っ
て
き
た
の
か
。
柳
に
雪
。
そ
こ

か
ら
柳
に
白
鷺
を
連
想
し
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

歌
を
楽
し
む
人
々
は
四
季
折
々
の
景

色
を
見
な
が
ら
、そ
し
て
友
人
同
士
で

お
茶
を
囲
み
な
が
ら
、戯
れ
に
連
歌
を

『
俳は

い

諧か
い

類る
い

船せ
ん

集し
ゅ
う

』。
こ
れ
は
、延
宝
五

年（
一
六
七
七
）に
高た

か

瀬せ

梅ば
い

盛せ
い（

一
六
一

九
―
一
七
〇
二
？
）と
い
う
人
に
よ
っ
て

著
さ
れ
た
本
で
す
。
彼
は
江
戸
前
期
に

活
躍
し
た
俳
人
。
江
戸
時
代
に
は
俳
句

と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
で
い
う
俳
句
は「
俳
諧
の
連
歌
」と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。
も
と
も
と「
俳
諧
」

は
滑こ

っ

稽け
い

と
い
う
意
味
。「
俳
諧
な（
の
）●

●
」と
い
う
言
い
方
で
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
そ
の
う
ち「
連
歌
」が
略

さ
れ
て「
俳
諧
」と
い
う
ひ
と
つ
の
名
詞

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

も
と
も
と
和
歌
に
は
口
語
体
、い
わ

ゆ
る「
俗
語
」は
使
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
を

敢
え
て
使
い
、正
統
派
で
あ
る
和
歌
か

ら
分
岐
し
た
の
が
俳
諧
の
連
歌
で
、だ

雪せ

っ

中ち
ゅ
う

柳り
ゅ
う

鷺ろ

図ず

　
　
　
〜
画
と
付
け
合
い
語
の
関
係
性
に
つ
い
て
〜

愉
し
み
、そ
こ
か
ら
、言
葉
の「
連
想
」が

少
し
ず
つ
定
着
し
て
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

付
け
合
い
語
集
は
、『
俳
諧
類
船
集
』

以
外
に
も
あ
り
、江
戸
初
期
、俳
諧
が
流

行
り
始
め
た
頃
に
多
く
刊
行
さ
れ
て
い

ま
す
。
俳
諧
の
付
け
合
い
語
か
ら
、絵
画

の
画
題
と
な
る
こ
と
も
。
絵
画
は
文
学

や
文
化
や
歴
史
と
深
く
関
わ
っ
て
描
か

れ
て
き
ま
し
た
。
様
々
な
世
界
が
絡
み
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