
出
口
御
坊 

光
善
寺 　
　
住
職
　
藤
原
　
忍

　
　
　
　
　
　
住
所
：
大
阪
府
枚
方
市
出
口
２
丁
目
８
番
13
号　
　
　
　

　

　
沿
革

　
出で
ぐ
ち
ご
ぼ
う
こ
う
ぜ
ん
じ

口
御
坊
光
善
寺
は
、
蓮
如
上
人
開
基
の
寺
で
あ
り
ま
す
。

文
明
７
年(

１
４
７
５
）
８
月
21
日
に
福
井
県
の
吉
崎
を
退
去

さ
れ
、
舟
に
て
小
浜
に
着
か
れ
、
丹
波
・
摂
津
を
抜
け
て
９
月

５
日
に
河
内
国
茨
田
郡
中
振
の
郷
出
口
村
に
移
ら
れ
ま
し
た
。

御
厨
石
見
入
道
光
善
が
草
庵
を
建
て
て
お
迎
え
さ
れ
ま
し
た
。

　
出
口
は
京
都
と
大
阪
の
中
間
地
点
で
淀
川
の
南
岸
に
接
し
、

水
陸
交
通
の
便
利
な
土
地
柄
で
し
た
。
当
時
こ
の
地
に
は
二
丁

四
方
（
一
万
四
千
四
百
坪
）
の
大
き
な
池
が
あ
り
、
そ
れ
を
埋

め
立
て
て
諸
堂
を
建
立
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
山
号
を
淵え
ん
ま
い
ざ
ん

埋
山
と

名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
池
は
今
も
小
さ
く
残
さ
れ
、
石
川
丈
山
作
と
い
う
光
善

寺
庭
園
の
一
部
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
池
の
周
囲
に
は
梓は
り

の
木
「
現
在
の
植
物
名
さ
い
か
ち
」

が
よ
く
茂
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
人
び
と
は
光
善
寺
の
こ
と
を

「
梓し
ん
げ
ん
ど
う

原
堂
」
と
も
呼
ん
で
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
も

光
善
寺
庭
園
の
片
隅
に
梓
の
大
木
が
残
っ
て
い
て
、
大
阪
府
の

天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
池
に
面
し
た
庭
園
は
五
百
二
十
数
年
前
の
蓮
如
上
人
ご
在
住

当
時
の
姿
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
石
川
丈
山
は
、
こ
の
庭
園
を

萬
象
亭
と
名
づ
け
ま
し
た
。
当
時
は
池
の
す
ぐ
そ
ば
を
淀
川
が

流
れ
て
い
て
、
三
十
石
船
の
上
り
下
り
す
る
情
景
や
彼
方
に
見

え
る
天
王
山
の
風
景
を
借
景
に
取
り
入
れ
た
風
流
な
眺
め
で
し

た
が
、
今
は
淀
川
の
堤
防
が
五
百
米
以
上
も
西
へ
移
り
、
そ
の

風
情
は
昔
話
と
な
り
ま
し
た
。

　
天
文
３
年(

１
５
３
４
）
火
災
に
あ
い
、
一
時
は
淀
川
の
向

こ
う
側
の
摂
津
国
島
下
郡
鳥
飼
や
、
河
内
国
茨
田
郡
大
場
等
に

移
転
し
て
い
ま
し
た
が
、
慶
長
年
間(

１
５
９
６-

１
６
１
５)

に
再
び
出
口
に
還
っ
て
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
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一
輪
の
紫
陽
花
か
ら

　
　
天
満
別
院
輪
番
　
武
宮
信
勝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 　

特
に
団
体
ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
は
、
そ
う

だ
と
思
い
ま
す
が
、
新
し
い
選
手
が
入
っ
て

く
る
と
、
チ
ー
ム
に
刺
激
を
与
え
、
チ
ー
ム

は
活
性
化
し
ま
す
。
こ
れ
は
会
社
組
織
に
お

い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま

す
。
別
院
で
は
老
木
の
銀
杏
に
代
わ
る
シ
ン

ボ
ル
ツ
リ
ー
と
し
て
３
月
に
イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ

が
植
樹
さ
れ
、
同
時
期
か
ら
定
期
的
に
水
や

り
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て

か
、
今
ま
で
に
な
く
銀
杏
が
元
気
に
な
り
ま

し
た
。「
ま
だ
ま
だ
若
い
者
に
は
負
け
な
い
」

そ
う
言
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
な
ら
な
い

今
日
こ
の
頃
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　（
H
）

編
集
後
記

　  

天
満
別
院
　
今
月
の
伝
道
掲
示
板

7 月
１１日・従如上人御祥月御命日（午前８時）
１２日・闡如上人御逮夜・常永代経（午後２時）
　　 　 ・ 青年部会講習会「別院と崇敬寺院」（午後４時）
　　　　　  近松誉師（本山宗務所本廟部部長）　　　
１３日・闡如上人御命日※兼日中（午前８時）
１４日・同朋の会例会（午後２時）
　　　　　建部智宏師（第７組 敎應寺住職）
１７日・法要部会学習会※寺族対象（午後５時）

２０日・天満別院合唱団『みのり』（午後２時）
　　
　　　　　村上奈津子師（第１３組 超願寺住職）
２５日 ・宣如上人御祥月御命日（午前８時）
２７日 ・宗祖聖人御逮夜（午後１時３０分）
　　　 ・ 定例法話「老人医療の現状と行方」
 　　桝屋義雄師（桝屋クリニック院長）
２８日 ・宗祖聖人御命日※兼日中（午前８時）
　諸事情により、今月の定例法話は２７日に開催
し、正信偈書写の会はお休みさせていただきます。

8 月
　５日・暁天講座（午前６時）
　　 　　武宮信勝（天満別院輪番）
　６日・暁天講座（午前６時）

１２日・合祀墓追弔会（午前９時）
　　　  ・闡如上人御逮夜・常永代経（午後２時）
　　　 ※墓前申経（午前９時〜午後５時まで）
１３日・証如上人御祥月御命日
　　　・闡如上人御命日※兼日中（午前８時）
　　　・盂蘭盆会（午後１時３０分）
　　　　　山内雅教師（第７組光明寺住職）
 　　　※墓前申経（午前９時〜午後５時まで）
１７日・天満別院合唱団『みのり』（午後２時）
　　　　　村上奈津子師（第１３組 超願寺住職）
２７日・宗祖聖人御逮夜（午後２時）
２８日・宗祖聖人御命日※兼日中（午前８時）
　諸事情により、来月の同朋の会例会、正信偈書
写の会、定例法話はお休みさせていただきます。

法要・行事予定

自
分
の
心
が

　
一
番
し
ま
つ
に
困
る
　

承
知
せ
ぬ
の
は

　
　
自
分
の
心
で
あ
る
　　
　
　

　
　
　

―
曽
我
量
深
―

４

◆
暁
天
講
座　
案
内
　

　
天
満
別
院
で
は
左
記
の
通
り
暁
天
講
座
を

開
講
い
た
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
記

日　
時
　
８
月
５
日
（
月
）、
６
日
（
火
）  

　
　
両
日
と
も
に
午
前
６
時
〜
　
お
つ
と
め

　
　
　
　
　
　
　
午
前
６
時
30
分
〜
　
法
話

講　
師
　
武
宮
信
勝
（
天
満
別
院
輪
番
）　

講　
題　
「
凡
愚
に
帰
れ
」

場　
所　
天
満
別
院
　
１
階
講
堂
　

※
　
聴
講
は
無
料
で
す
。
尚
、
講
座
終
了
後

　
に
は
軽
食
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　（
ご
提
供
　
太
田
石
材
店
様
）　

　
　
お
一
人
で
も
多
く
の
方
々
の
ご
聴
講
を
　

　
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

淵
えんまいざん

理山　出口御坊　光善寺
　　　　　　　　〜第２回　天満別院　崇敬寺院巡り〜

〜

寺町という歴史ある地域に
根ざした老舗葬儀社

（株）天 満 花 重

〒 530-0041
大阪市北区天神橋 3-4-6
電話　(06)-6351-3875
FAX   (06)-6351-6260

　
蓮
如
上
人
木
像(

宝
物)



　
「
慶
讃
法
要
の
テ
ー
マ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

 　
感
じ
る
こ
と
」

　
　
　
　
　
　
輪
番
　
　
武
宮
　
信
勝

　
来
る
２
０
１
３
年
「
宗
祖
親
鸞
聖
人

御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０

年
慶
讃
法
要
」
を
お
迎
え
す
る
に
当
た

り
、
慶
讃
テ
ー
マ
が
過
日
宗
会
常
会
に

お
い
て
発
表
さ
れ
た
。

～
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

　
　
　
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の

　
　
　
　
意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ
う
～

　　
今
迄
、
大
法
要
の
度
ご
と
に
テ
ー
マ

が
掲
げ
ら
れ
て
き
た
中
で
、
冒
頭
に

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
表
現
さ
れ
た
の

は
初
め
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
今
後
宗
門

内
外
に
お
い
て
、
そ
の
テ
ー
マ
の
意
味

す
る
こ
と
が
各
地
の
聞
法
会
・
同
朋
会

で
語
ら
れ
て
い
く
と
思
う
が
、
そ
も
そ

も
テ
ー
マ
は
何
の
た
め
に
設
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
か
？
必
ず
必
要
な
も
の
な
の

か
？
皆
さ
ん
は
ど
う
思
い
ま
す
か
？

　
私
は
今
の
時
代
で
は
必
ず
必
要
な
こ

と
だ
と
考
え
る
。
今
日
多
種
多
様
な

人
々
の
生
き
ざ
ま
、
し
か
も
激
変
す
る

社
会
情
勢
に
あ
っ
て
、
生
き
る
方
向
性

が
見
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
中
で
、
何
処
に

向
か
っ
て
歩
む
の
か
を
示
唆
す
る
意
味

す
。
ま
た
前
任
者
の
宇
野
会
長
に
は
、

２
期
に
亘
り
大
変
な
気
苦
労
を
お
か
け

致
し
ま
し
た
。
謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
今
日
、
一
人
の
念
仏
者
を
生
み

だ
す
同
朋
会
運
動
が
衰
退
し
て
い
る
と

云
わ
れ
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
ず
は

お
内
佛
に
手
を
合
わ
す
と
こ
ろ
か
ら
始

め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
奮
っ
て

別
院
の
行
事
に
参
加
致
し
ま
し
ょ
う
。

門
徒
会
会
長
退
任
の
挨
拶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
　
善
昭

　　
天
満
別
院
門
徒
会
の
皆
様
、
い
つ
も

別
院
門
徒
会
活
動
に
御
理
解
と
御
協
力

を
い
た
だ
き
ま
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
こ
の
度
、
門
徒
会
会
長
を
退

く
事
と
な
り
ま
し
た
。
思
い
も
か
け
ず

会
長
に
な
っ
て
７
年
、
何
も
会
長
ら
し

い
事
も
出
来
ず
、
申
し
訳
な
く
思
っ

て
お
り
ま
す
。
皆
様
と
共
に
立
派
な

７
５
０
回
御
遠
忌
に
お
参
り
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
事
は
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出

と
な
り
ま
し
た
。
崇
敬
寺
院
、
御
門
徒

の
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
し
て
い
ま
す
。

今
後
、
更
に
皆
様
と
共
に
聞
法
に
励
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
長
い
間
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◆
別
院
院
議
会　
開
催
報
告
　

　
去
る
６
月
20
日
（
木
）、
天
満
別
院

責
任
役
員
会
及
び
院
議
会
が
開
催
さ

れ
、
左
記
の
通
り
議
案
の
審
議
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
記

　　
２
０
１
８
年
度 

・
経
常
部
及
事
業
部
歳
入
歳
出
決
算
書

・
本
坊
運
営
資
金
収
支
計
算
書

・ 

災
害
見
舞
特
別
会
計
収
支
計
算
書

・
墓
地
運
営
資
金
収
支
計
算
書
　

・ 

退
職
給
与
積
立
金
収
支
計
算
書

・
整
備
事
業
積
立
金
収
支
計
算
書

・
有
価
証
券
勘
定
書
収
支
計
算
書

・
期
末
現
金
・
預
金
・
有
価
証
券
勘
定
書

・
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

　
全
議
案
、
両
会
と
も
全
会
一
致
で
可

決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
又
、
そ
の
他
に

お
い
て
別
院
諮
問
審
議
会
「
財
政
基
盤

整
備
委
員
会
」
が
７
月
よ
り
発
足
す
る

こ
と
、
本
堂
等
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
つ
い
て

も
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
つ
で
も

別
院
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
尚
、
門
徒
会
の
皆
様
に
は
、
同
封
の

折
込
に
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

◆
６
月
夏
の
御
文　
開
催
の
報
告

　
　
　
第
７
組　
本
照
寺
前
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

沖
野 

頼よ
り
と
し信 

師 

　
別
院
で
は
23
、
24
日
に
夏
の
御
文
法

要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。
師
か
ら
は
「
阿

弥
陀
佛
か
ら
智
慧
を
い
た
だ
い
て
樂

に
な
る
方
法
」
と
い
う
講
題
の
も
と

お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
中
で
も

「
六
ろ
っ
こ
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う

根
清
浄
」
は
修
行
す
る
と
き
の
掛

け
声
で
あ
り
、
今
で
言
う
「
よ
っ
こ
い

し
ょ
」の
語
源
に
な
る
言
葉
、ま
た「
六

根
清
浄
」
は
眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
身
、

意
の
六
根
の
こ
と
で
あ
り
、
修
行
す
る

こ
と
な
ど
の
功
徳
に
よ
っ
て
清
ら
か
に

な
る
こ
と
だ
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
他
に
も
「
こ
の
世
に
は
い
い
も
悪

い
も
な
い
」
と
教
え
て
く
れ
る
の
が
仏

教
で
あ
り
ま
す
等
々
。2
日
間
に
亘
り
、

時
に
は
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
、
延
べ
50

名
余
の
方
々
が
熱
心
に
聴
聞
さ
れ
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　

報
告

答
え

　
親
鸞
聖
人
は
、
正
信
偈
の
始
め
に
帰

命
無
量
寿
如
来
、
南
無
不
可
思
議
光
と

示
さ
れ
、
浄
土
和
讃
で
は
、
無
量
寿

（
絶た

る
こ
と
の
無
い
光
明
）
と
無
辺
光

（
遮さ
え
ぎる

こ
と
の
無
い
光
明
）
に
つ
い
て

説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
は

十
二
光
の
功く
ど
く徳
（
光
明
の
は
た
ら
き
）

を
讃た
た

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
聖
人
の
時
代
は
、
床
間
に
お
名
号
を

掛
け
、
そ
の
前
に
卓つ
く
えを

置
き
、
お
花
、

お
香
、お
蝋
燭
を
飾
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
後
に
お
仏
壇
の
形
式
が
成
り
立
っ

た
の
で
す
。
一
般
的
に
、
お
仏
壇
と
言

わ
れ
ま
す
が
、真
宗
門
徒
に
於
い
て
は
、

◆
別
院
門
徒
会
定
期
総
会　
開
催
報
告
　
　

　
去
る
６
月
23
日
（
日
）、
天
満
別
院

門
徒
会
定
期
総
会
が
開
催
さ
れ
、
左
記

の
通
り
議
案
の
審
議
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　
　
　
　
　
　
　
記

　
天
満
別
院
門
徒
会

・
２
０
１
８
年
度
事
業
・
会
計
報
告

・
会
計
監
査
報
告

・
２
０
１
９
年
度
事
業
計
画
（
案
）

・
そ
の
他
（
別
院
門
徒
会
役
員
改
選
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

　
全
議
案
、
全
会
一
致
で
可
決
承
認
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
度
、
別
院
門
徒

会
役
員
改
選
が
承
認
さ
れ
、
新
旧
門
徒

会
長
か
ら
ご
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
、
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

門
徒
会
会
長
就
任
に
あ
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
八
十
島
　
義
郎

　　
こ
の
た
び
縁
あ
っ
て
門
徒
会
会
長
に

ご
推
挙
頂
き
、
そ
の
責
任
の
重
大
さ
に

驚
い
て
お
り
ま
す
。
お
引
き
受
け
し
た

以
上
、
全
力
で
全
う
致
し
た
く
思
い
ま

す
。
何
卒
、
こ
の
浅
学
菲
才
の
私
に
ご

指
導
、
ご
鞭
撻
の
程
を
お
願
い
致
し
ま

お
内
仏
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
何

故
な
ら
、
お
内
仏
そ
の
も
の
が
、
お
浄

土
を
表
現
し
、
ご
本
尊
は
基
よ
り
、
お

仏
具
一
つ
ひ
と
つ
が
阿
弥
陀
如
来
の

十
二
光
を
形
取
ら
れ
て
、
我
々
に
分
か

り
や
す
く
お
荘
厳
さ
れ
て
お
る
の
で

す
。

　
お
内
仏
は
、
お
浄
土
の
姿
、
形
を
整

え
る
準
備
を
し
、そ
れ
が
お
給
仕
で
す
。

亡
き
人
や
ご
先
祖
を
敬
う
思
い
で
お
花

や
お
菓
子
を
お
供
え
す
る
こ
と
は
、
心

情
的
に
は
大
切
な
こ
と
で
し
ょ
う
が
、

ご
法
事
を
お
勤
め
す
る
こ
と
は
亡
き
人

や
ご
先
祖
の
ご
縁
と
お
導
き
に
よ
っ
て

今
、
私
達
が
仏
様
の
光
明
に
照
ら
さ

れ
、
教
え
に
出
遇
う
こ
と
が
本
当
に
大

切
な
こ
と
で
す
。
親
の
命
日
だ
か
ら
お

仏は

な華
を
立
て
替
え
る
の
で
は
な
く
、
常

に
清
浄
な
お
仏は

な華
を
立
て
、
お
香
を
焚

き
、
蝋
燭
に
火
を
灯
し
、
お
浄
土
の
姿

を
保
つ
よ
う
お
給
仕
し
、
お
備
え
す
る

の
で
す
。
又
、
鶴
亀
の
燭
台
で
す
が
、

中
国
の
床
飾
り
を
用
い
た
も
の
で
、
常

は
蝋
燭
に
火
を
灯
な
い
場
合
は
、
朱
色

に
塗
っ
た
飾
り
の
木
蝋
を
立
て
、
三
具

足
を
お
荘
厳
致
し
ま
す
。

   (

第
７
組
　
光
明
寺
　
山
内
　
雅
教
）

　
　
お
内
仏
の
三
具
足
に
つ
い
て

で
と
っ
て
も
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
理
念
と
し
て
も
。

　
過
る
約
50
年
前
の
御
誕
生
８
０
０
年

法
要
の
折
は
、「
生
ま
れ
た
意
義
と
生

き
る
喜
び
を
見
つ
け
よ
う
」
で
し
た
。

宗
祖
の
御
誕
生
の
意
義
を
、
私
達
一
人

ひ
と
り
の
人
間
誕
生
に
つ
い
て
共
に
学

び
を
深
め
よ
う
と
い
う
願
い
が
か
け
ら

れ
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
50
年
、
人
間
誕

生
の
意
義
は
、
私
に
と
っ
て
、
人
々
に

と
っ
て
も
一
生
の
課
題
で
あ
る
こ
と
が

改
め
て
問
わ
れ
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
さ
て
、
今
回
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

冒
頭
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ど
う

し
て
か
？
私
は
か
っ
て
平
野
修
師
か

ら
、「
末
代
無
智
の
、
在
家
止
住
の
男

女
た
ら
ん
と
も
が
ら
は
〜
」『
御
文
五

帖
1
通
』
を
拝
読
す
る
時
に
大
事
な
こ

と
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
、末
代
無
智
〜
」

と
い
た
だ
く
こ
と
で
す
ね
、
と
教
え
ら

れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
の
こ

と
か
ら
憶
念
す
る
と
、
私
に
先
だ
っ
て

人
と
な
り
て
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を

阿
弥
陀
さ
ま
が
願
っ
て
お
ら
れ
、
そ
の

願
い
に
応
え
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
に

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
せ
っ
か
く
出

さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
つ
い
て
、
今
後
皆

さ
ん
と
共
に
語
り
続
け
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

ど
う
し
て
こ
う
す
る
の
？　
第
３
回 
Q&A

２３

輪
番
雑
感

７組　沖野 頼
よりとし

信 師 


