
光
明
山 

願
得
寺　

  
住
職
：
清
澤
　
悟

　　
　
　　
　
　
　
住
所
：
大
阪
府
門
真
市
御
堂
町
８
番
23
号

　
沿
革　
　
　
　

　

　
光
明
山 

願
得
寺
は
永
正
５
年
（
１
５
０
８
）
蓮
如
上
人
の
７

男
で
あ
る
蓮
悟
が
加
賀
石
川
に
清
澤
坊
を
創
建
し
た
の
が
始
ま

り
。
永
正
10
年
（
１
５
１
３
）
に
は
「
加
州
石
川
郡
剣
村
清
澤
ノ

坊
ニ
実
悟
住
ス
・
・
・
実
悟
住
持
、
清
澤
願
得
寺
ト
号
ス
」（
剣

村
は
現
在
の
石
川
県
白
山
市
鶴
来
町
）
と
あ
り
、
そ
の
頃
ま
で
に

本
願
寺
第
９
世
実
如
上
人
よ
り
願
得
寺
の
寺
号
を
与
え
ら
れ
て
い

た
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
享
禄
の
争
乱
（
１
５
３
１
〜
）

等
、
北
陸
で
の
宗
派
混
乱
で
願
得
寺
は
消
失
し
、
時
を
経
て
永
禄

年
間（
１
５
５
８
〜
）に
実
悟
は
本
願
寺
第
10
世
証
如
上
人
よ
り
、

こ
の
地
に
あ
っ
た
古
橋
御
坊
※
を
譲
ら
れ
願
得
寺
の
寺
号
を
移
し

願
得
寺
開
基
と
な
り
ま
し
た
。

　
※
古
橋
御
坊
そ
の
も
の
は
文
明
10
年
（
１
４
７
８
）
に
蓮
如
上

　
　
人
に
よ
り
こ
の
地
に
真
宗
念
仏
布
教
の
道
場
と
し
て
建
立
さ

　
　
れ
た
も
の
。

　
天
正
４
年
（
１
５
７
６
）
正
親
町
天
皇
の
時
に
は
、
勅
許
院
家

に
列
せ
ら
れ
一
家
衆
と
し
て
桃
山
、
江
戸
期
か
ら
明
治
初
年
ま
で

は
中
本
山
格
、
そ
の
後
も
五
箇
寺
※
と
し
て
当
地
方
に
お
け
る
教

団
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
寺
格
廃
止
等
の
変
遷
を

経
な
が
ら
も
真
宗
教
化
流
布
に
努
め
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
※
五
箇
寺
と
は
真
宗
の
正
統
を
正
し
く
伝
授
す
べ
き
家
を
定
め

　
　
ら
れ
た
名
目
。

　
現
在
は
、
お
寺
の
行
事
や
、
法
話
の
会
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り

親
し
み
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
年
に
４
〜
５
回
の
一
般
市
民

向
け
教
養
講
座
「
御
堂
塾
」
や
各
種
コ
ン
サ
ー
ト
、
認
知
症
対
策

の
癒
し
サ
ロ
ン
等
の
場
と
し
て
、
お
寺
の
開
放
に
取
り
組
ん
で
お

ら
れ
ま
す
。
今
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
、
先
ず
は
次
の
世
代
へ
繋

ぐ
仏
法
相
続
で
あ
る
と
清
澤
御
住
職
は
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
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先
日
、
令
和
初
の
全
国
高
校
野
球
選
手
権

大
会
が
履
正
社
高
校
の
優
勝
を
も
っ
て
幕
を

閉
じ
ま
し
た
。
好
カ
ー
ド
に
も
な
る
と
、
前

日
の
終
電
で
並
ん
で
も
当
日
券
で
は
ア
ル
プ

ス
席
に
入
れ
な
い
日
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
た
だ
昨
今
、
高
校
野
球
に
限
ら
ず
問
題
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
高
額
転
売
を
目
的
に
チ

ケ
ッ
ト
を
買
い
占
め
、
本
当
に
観
戦
・
鑑
賞

し
た
い
人
の
手
に
チ
ケ
ッ
ト
が
行
き
渡
ら
な

い
こ
と
で
す
。
６
月
に
チ
ケ
ッ
ト
不
正
転
売

禁
止
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
で
、
今
後
、
少

し
で
も
改
善
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
Ｈ
）　

編
集
後
記

　
  

天
満
別
院　
今
月
の
伝
道
掲
示
板

法要・行事予定

人
間
で
も

　
一
回
ダ
メ

  
に
な
っ
た
人
が
好
き

　 

　 

ー
樹
木
希
林
ー

         

『
一
切
な
り
ゆ
き
』
よ
り

４

◆
10
月
か
ら
の
消
費
税
改
定
に
よ
る

　
　
　
　
色
花
等
の
価
格
改
定
の
お
知
ら
せ

　
こ
の
度
、消
費
税
10
％
へ
の
増
税
に
伴
い
、

墓
地
で
販
売
し
て
い
ま
す
色
花
等
の
物
品
の

販
売
価
格
が
左
記
の
通
り
改
定
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　
何
卒
ご
理
解
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
記

色
　
花
　
２
３
７
０
円
　
→
　
２
４
２
０
円  

　

ヒ
　
バ
　
　
７
２
０
円
　
→
　
　
７
４
０
円

（
線 

香
　
　
　
３
０
円
）

（
蝋 

燭
　
　
　
１
０
円
）

※
線
香・蝋
燭
に
つ
い
て
は
価
格
据
え
置
き
。

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
銅
像

〜
天
満
別
院
崇
敬
寺
院
巡
り
〜

　
　
　
　
第
２
回　
光
明
山　
願
得
寺    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

9 月
　８日 ・ 同朋の会（フィールドワーク）（午後２時）
　　　　　稲垣洋信師（第７組 長教寺住職）
　　　　　建部智宏師（　〃　 敎應寺住職）
１２日 ・ 闡如上人御逮夜・常永代経（午後２時）
１3 日・闡如上人御命日　兼日中（午前８時）
１７日・ 報恩講習礼　寺族対象　（午後５時）
２１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）
２４日・正信偈書写の会（午前１０時）
　　　・秋季彼岸会 並 総永代経法要 兼 
　墓地納骨 （物故者）追弔法要（午後１時３０分）
 　　　　　麻生英城師（第１２組 唯稱寺住職）
　　　  　「彼岸に憶う『良時吉日』に囚われて」　
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）
２９ 日・報恩講ーお待受奉仕ー（午前９時）

１０月
　２日・真如上人御祥月御命日（午前８時）
　〜報恩講〜
　３日・初逮夜（午後１時３０分）
　４日・日中（午前１０時）
　　　・結願逮夜（午後１時３０分）
　　　・『みのり』音楽法会（午後２時３０分）
　５日・教如上人御祥月御命日
　　　・報徳会（午前１１時）
　　　・結願日中（午後１時３０分）
御講師：里雄康意師（緑林寺住職 ( 前宗務総長 )）
１２日・闡如上人御逮夜・常永代経（午後２時）　
１３日・闡如上人御命日　兼日中（午前８時）
１４日・巧如上人御祥月御命日（午前８時） 
１９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）



「
長
崎
平
和
宣
言
」
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
輪
番
　
武
宮
　
信
勝

　　
お
盆
が
過
ぎ
去
り
、
別
院
境
内
に
早

く
も
ト
ン
ボ
が
飛
び
舞
う
時
候
と
な
り

ま
し
た
。

　
過
る
8
月
9
日
、
長
崎
に
原
爆
が
投

下
さ
れ
て
74
年
目
。
長
崎
市
長
、
田
上

富
久
氏
の
「
平
和
宣
言
」
を
、
感
動
深

く
聞
き
ま
し
た
。
冒
頭
、「
目
を
閉
じ

て
聴
い
て
く
だ
さ
い
。」
に
始
ま
り
、

　
幾
千
の
人
の
手
足
が
ふ
き
と
び
、
腸

わ
た
が
流
れ
出
て
、
人
の
体
に
う
じ
虫

が
わ
い
た
。
息
あ
る
者
は
肉
親
を
探
し

求
め
て
、
死
骸
を
見
つ
け
、
そ
し
て
焼

い
た
。
人
間
を
焼
く
煙
が
立
ち
上
り
、

罪
な
き
人
の
血
が
流
れ
て
浦
上
川
を
赤

く
そ
め
た
。
　
　
…
…
中
略
…
…

父
も
母
も
も
う
い
な
い
、
兄
も
妹
も
も

う
戻
っ
て
こ
な
い
。
人
は
忘
れ
や
す
く

弱
い
も
の
だ
か
ら
、
あ
や
ま
ち
を
く
り

返
す
。
だ
け
ど
…
こ
の
こ
と
だ
け
は
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
、
こ
の
こ
と
だ
け
は

く
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
、
ど
ん
な
こ

と
が
あ
っ
て
も
…
…
　
と
、17
歳
の
時
、

被
爆
し
た
女
性
の
詩
を
紹
介
さ
れ
た
。
　

　
そ
し
て「
原
爆
は【
人
の
手
】に
よ
っ

て
つ
く
ら
れ
、【
人
の
上
に
】
落
と
さ

れ
ま
し
た
。だ
か
ら
こ
そ
、【
人
の
意
志
】

◆
暁
天
講
座
開
講
の
報
告

　　
別
院
で
は
、
８
月
５
日
、
６
日
の
朝

６
時
よ
り
１
階
講
堂
に
て
暁
天
講
座
が

開
講
さ
れ
ま
し
た
。
講
師
に
は
、
両

日
と
も
に
当
別
院 

武
宮 

信
勝
輪
番
に

「
凡
愚
に
帰
れ
」
と
い
う
講
題
の
も
と

に
お
話
し
い
た
だ
き
、
述
べ
35
名
の

方
々
が
聴
聞
さ
れ
ま
し
た
。

　
お
帰
り
の
際
に
は
、
太
田
石
材
店
様

よ
り
軽
食
の
ご
提
供
を
賜
り
ま
し
た
。

な
お
、
講
座
録
は
、
明
年
の
暁
天
講
座

の
折
に
、
冊
子
に
す
る
予
定
で
す
。

◆
盂
蘭
盆
会
勤
修
の
報
告

　
８
月
13
日
に
は
盂
蘭
盆
会
が
13
時
半

よ
り
本
堂
に
て
勤
修
さ
れ
ま
し
た
。

　
御
講
師
に
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
、

第
７
組 

光
明
寺
住
職 

山
内 

雅
教
師
に

お
越
し
い
た
だ
き
、「
真
宗
門
徒
に
於

け
る
お
盆
」
と
い
う
講
題
の
も
と
お
話

い
た
だ
き
ま
し
た
。

◆
秋
季
彼
岸
会
勤
修
の
お
知
ら
せ
　
　
　
　
　

　　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　　
来
る
24
日
に
勤
修
し
ま
す
秋
季
彼
岸

会
の
御
講
師
、麻
生 

英
城
師
よ
り
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　『
現
代
社
会
は
電
化
製
品
、
ま
た
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、
昔
に
比
べ
れ
ば
便
利
な
社
会
だ

と
誰
し
も
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
だ
け
れ
ど
も
毎
朝
テ
レ
ビ

で
は
民
放
各
局
の
ど
の
放
送
局
で
も
占

い
が
放
送
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
信
じ
る

信
じ
な
い
は
別
に
し
て
、
誰
で
も
占
い

を
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
い
と
い
う
要

求
や
需
要
が
あ
る
こ
と
な
の
で
し
ょ

う
。
便
利
な
世
の
中
で
も
何
か
不
安
な

日
々
が
占
い
等
に
頼
っ
て
し
ま
っ
た

り
、
気
に
し
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。

　
今
か
ら
約
８
０
０
年
前
の
親
鸞
聖
人

が
ご
在
世
の
時
代
か
ら
占
い
は
あ
る
よ

う
で
、
聖
人
も
御
和
讃
で

　
か
な
し
き
か
な
や
道
俗
の

　
　
　
　
良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め

　
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
つ

　
　
　
　
卜
占
祭
祀
つ
と
め
と
す

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
８
０
０
年
も
前
か
ら

民
衆
は
日
時
の
良
し
悪
し
や
占
い
な
ど

が
盛
ん
で
、
そ
れ
を
頼
み
に
し
て
お
ら

れ
た
方
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
た
こ
と
の

裏
返
し
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
今
回
、
天
満
別
院
で
の
お
彼
岸
の
ご

縁
を
賜
り
、
占
い
等
が
気
に
な
っ
て
し

ま
う
身
を
皆
さ
ま
と
一
緒
に
尋
ね
て
み

よ
う
と
思
い
ま
す
。』

◆
報
恩
講　

　
　
　
ー
お
待
受
奉
仕
の
お
願
い
ー　
　
　
　
　 

　
　
左
記
の
通
り
、
来
る
報
恩
講
に
向

け
て
ご
門
徒
の
皆
様
と
と
も
に
お
み
が

き
・
登
り
旗
・
紫
幕
設
置
等
の
お
手
伝

い
を
お
願
い
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
記

日　
時 

９
月
29
日(

日)

午
前
９
時

場　
所
　
天
満
別
院
本
堂

服　
装
　
汚
れ
て
も
構
わ
な
い
服
　

　
※
昼
食
は
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

報
告

　
　答

え
　
お
葬
式
か
ら
満
中
陰
（
四
十
九
日
）

法
要
ま
で
は
、
樒し
き
みや

青
葉
、
白
や
黄
の

花
を
お
飾
り
い
た
し
ま
す
。そ
れ
以
外
、

日
常
に
お
供
え
す
る
お
花
の
色
や
種
類

に
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ト

ゲ
の
あ
る
花
や
ツ
ル
植
物
、
ま
た
毒
花

や
香
り
が
き
つ
い
花
は
避
け
ま
す
。
ま

た
、
造
花
は
用
い
ず
、
必
ず
生
花
を
お

供
え
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　
花
瓶
に
、
松
や
檜
の
枝
な
ど
を
真
と

し
て
、
四
季
折
々
の
木
に
咲
く
花
や
草

花
を
挿
し
ま
す
。
旬
の
お
花
に
季
節
の

移
ろ
い
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
来
年
再

◆
東
本
願
寺
別
院
を
よ
り
鮮
明
に

　
天
満
別
院
に
馴
染
み
が
あ
る
人
に

と
っ
て
は
真
宗
大
谷
派
の
ご
本
山
が
東

本
願
寺
だ
と
分
か
り
ま
す
が
、
ご
門
徒

で
は
な
い
、
別
院
を
行
き
交
う
人
に

と
っ
て
は「
ど
こ
の
別
院
な
ん
だ
ろ
う
」

と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
別
院
で
は
「
天
満
別
院
」
を

行
き
交
う
方
々
に
知
っ
て
も
ら
お
う
と

今
年
度
か
ら
様
々
な
取
り
組
み
を
始
め

て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
に
今
回
、「
本

願
寺
舊(

旧)

跡
」
等
々
の
石
碑
に
新

た
に
東
本
願
寺
と
彫
り
入
れ
、
更
に
は

文
字
に
色
を
入
れ
る
こ
と
で
、
行
き
交

う
方
々
に
真
宗
大
谷
派
天
満
別
院
が
、

東
本
願
寺
の
別
院
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
に
取
り
組
み
ま
し

た
。

び
出
遇
え
る
か
わ
か
ら
な
い
そ
の
花
と

の
一
期
一
会
の
出
遇
い
が
そ
こ
に
あ
り

ま
す
。

　
仏
花
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
お
い
で
に

な
っ
た
当
時
、
そ
の
教
え
に
帰
依
し
た

人
た
ち
が
お
花
を
捧
げ
て
敬
い
の
心
を

表
し
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
そ
の
こ

と
を
改
め
て
教
え
と
し
て
聞
い
て
い
く

と
き
、
仏
前
の
お
花
も
私
た
ち
に
本
当

の
こ
と
を
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の

と
し
て
受
け
止
め
て
い
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
止
ま
る
こ
と
の
な
い
時
間
の
中
、
変

わ
り
続
け
て
い
く
の
は
お
花
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
生
あ
る
も
の
は
必
ず
死

に
帰
す
。
私
た
ち
の
毎
日
も
、
目
の
前

の
人
と
の
出
遇
い
も
、
繰
り
返
す
こ
と

が
出
来
な
い
か
け
が
え
の
な
い
一
瞬
一

瞬
で
あ
り
ま
す
。

　
仏
前
に
身
を
据
え
、
ご
本
尊
を
仰
ぎ

な
が
ら
仏
花
を
見
る
と
き
、
私
た
ち
に

確
か
な
歩
み
が
促
さ
れ
ま
す
。
さ
ま
ざ

ま
な
種
類
の
お
花
が
色
と
り
ど
り
の
表

情
で
私
た
ち
に
「
あ
な
た
の
い
の
ち
の

事
実
と
尊
さ
」
に
気
づ
け
と
呼
び
か
け

て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

   (

第
7
組
　
教
應
寺
　
建
部
　
智
宏
）

　
お
内
仏
・
お
墓
に
お
供
え
す
る

に
よ
っ
て
、無
く
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
意
志
が
生
ま
れ
る
場
所
は
、
間
違

い
な
く
私
達
一
人
ひ
と
り
の
心
の
中
で

す
。」
…
…
。

　
今
、
改
め
て
終
戦
74
年
を
経
て
、
原

爆
の
み
な
ら
ず
、
沖
縄
決
戦
・
大
阪
大

空
襲
を
も
含
め
て
沢
山
の
尊
い
命
が
犠

牲
と
な
ら
れ
た
事
実
は
、
こ
れ
か
ら
も

決
し
て
拭
い
去
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。「
国こ
く
ほ
う
み
ん
あ
ん

豊
民
安・兵ひ
ょ
う
が
む
よ
う

戈
無
用
」（
大
経・

意
訳
→
国
が
豊
か
に
民
が
安
心
し
て
暮

ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、
兵
隊
も
武
器

も
要
ら
な
い
）と
阿
弥
陀
仏
の
仰
せ
に
、

親
鸞
聖
人
は
「
世
の
中
安
穏
な
れ
、
仏

法
弘
ま
れ
」
と
響
応
さ
れ
ま
し
た
。

　
私
た
ち
の
宗
門
は
、
毎
年
春
の
法
要

に
併
せ
て
、「
全
戦
没
者
追
弔
法
会
」

の
法
要
が
勤
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
願
い
は
、
宗
祖
の
ご
精
神
に
帰

依
し
、
こ
の
私
が
本
願
念
仏
に
生
き
る

一
人
の
念
仏
者
と
し
て
「
無
碍
の
一
道

を
歩
ま
ん
」
と
す
る
決
意
を
、
深
い
慙

愧
の
念
を
も
っ
て
表
白
す
る
こ
と
に
あ

る
と
思
い
ま
す
。
私
達
一
人
ひ
と
り
に

と
っ
て
、
終
戦
記
念
日
8
月
15
日
は
、

慰
霊
の
日
で
終
る
の
で
は
な
く
阿
弥
陀

仏
か
ら
「
非
核
・
非
戦
」
と
願
わ
れ
続

け
ら
れ
て
い
た
、
私
で
あ
り
ま
し
た
と

手
が
合
わ
さ
れ
る
「
大◦

◦悲
へ
の
合
掌
」

で
あ
り
ま
し
た
。

ど
う
し
て
こ
う
す
る
の
？　
第
６
回 
Q&A

２３

輪
番
雑
感

メ ッ セ ー ジ
御 講 師 か ら の

　
　
　
　
お
花
の
色
や
種
類
に
決
ま
り
は
あ
る
の
？


