
靈閑だより 

頭の体操  

地獄行き？ 極楽行き？ 

門前掲示板より 
気になる・・・ 

「六」という数字 六道・六地蔵・六文銭 
 日常に溶け込む仏教語 ～浄土宗西山勤行式から～ 
「通」＆「道場」  
春彼岸会中止のご案内 etc. 



 

 

以
前
、
友
人
に
「
友
達
に
弁
護
士
と
医
者
と
坊

さ
ん
が
お
っ
た
ら
安
心
や
わ
」
と
冗
談
半
分
で
言

わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
や
は
り
僧
侶
の
出

番
は
亡
く
な
っ
て
か
ら
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

お
葬
式
か
法
事
で
し
か
僧
侶
を
見
る
こ
と
が
な
い

と
、
そ
う
感
じ
て
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
残
念

な
が
ら
僧
侶
側
の
力
不
足
で
そ
れ
が
現
実
で
す
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
の
出
発
点
は
「
ど
う
す
れ
ば
こ
の

世
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」

で
す
。
し
か
し
、
一
言
に
苦
し
み
と
い
っ
て
も
苦

し
み
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
も
う
少

し
詳
し
く
苦
し
み
を
分
け
る
と
、
生
き
る
こ
と
・

老
い
る
こ
と
・
病
に
か
か
る
こ
と
・
死
ぬ
こ
と
の

四
つ
（
生
老
病
死
）
で
す
。
今
の
お
寺
は
最
後
の

「
死
」
の
比
重
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
す
。
「
死
」
以
外
の
「
生
老
病
」
も
仏

教
の
担
当
す
る
分
野
で
す
。
本
来
、
宗
教
＝
ど
う

生
き
る
か
と
い
う
生
き
方
を
教
え
る
も
の
で
す
。 

 

「
苦
」
で
は
漠
然
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
「
思

い
通
り
に
い
か
な
い
こ
と
」
と
言
い
換
え
て
み
ま

し
ょ
う
。
途
端
に
身
近
な
問
題
に
な
っ
て
き
ま

す
。
老
い
る
こ
と
・
病
に
罹
る
こ
と
・
死
ぬ
こ
と

は
い
ず
れ
も
思
い
通
り
に
い
き
ま
せ
ん
。
最
初
の

生
き
る
こ
と
、
こ
れ
も
そ
う
で
す
。
考
え
て
み
て

下
さ
い
。
一
日
に
は
て
自
分
の
思
い
通
り
に
い
か

な
か
っ
た
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
だ
ろ
う
か

と
。
最
近
怒
り
っ
ぽ
く
な
っ
た
人
は
、
恐
ら
く
自

分
の
思
い
通
り
に
い
か
な
い
こ
と
が
増
え
た
の
で

し
ょ
う
。
赤
ん
坊
や
幼
い
子
供
の
世
話
、
老
齢
の

親
の
介
護
に
あ
っ
て
は
、
ほ
ぼ
全
て
思
い
通
り
に

い
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
私
た
ち
は
「
苦
」
を
抱

え
て
毎
日
生
き
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
そ
ん

な
悩
め
る
私
達
に
ど
う
考
え
、
行
動
す
る
の
が
よ

い
の
か
を
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
お
釈

迦
さ
ま
の
教
え
、
つ
ま
り
仏
教
で
す
。 

 

 

お
釈
迦
さ
ま
の
説
法
は
医
者
の
診
断
と
似
て
い

る
と
い
わ
れ
ま
す
。
「
応
病
与
薬
」
と
い
っ
て
、

医
者
が
患
者
の
病
状
に
応
じ
て
薬
を
与
え
る
よ
う

に
、
お
釈
迦
さ
ま
も
人
々
の
悩
み
や
愚
痴
を
聞
い

て
、
そ
の
人
に
合
っ
た
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。

「
般
若
心
経
」
の
前
半
部
分
に
「
無
苦
集
滅
道
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
四
諦
（
苦
諦
・
集
諦
・
滅

諦
・
道
諦
）
と
い
う
も
の
で
す
（
次
頁
参
照
）
。 

 

そ
の
治
療
に
は
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
病

状
を
治
す
・
軽
く
す
る
と
い
う
目
的
は
同
じ
で
も

患
者
に
よ
っ
て
処
方
箋
・
治
療
法
が
違
い
ま
す
。

全
く
正
反
対
の
こ
と
を
言
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
患
者
が
自
分
自
身
で
病

を
治
す
答
え
を
見
つ
け
出
せ
る
よ
う
、
方
便
（
真

実
に
導
く
た
め
の
仮
の
手
段
）
で
も
っ
て
治
癒
に

導
い
て
い
く
こ
と
で
す
。
「
芥
子
の
実
」
の
話
を

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 
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し
ょ
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ろ
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ょ
う
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ょ
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よ
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た
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た
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た
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ど
う
た
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け
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ほ
う
べ
ん 

仏
教
っ
て
私
に
関
係
あ
る
の

 
靈
閑
だ
よ
り 

仏
教
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
？ 

苦
＝
思
い
通
り
に
い
か
な
い
こ
と 

お
釈
迦
さ
ま
は
お
医
者
さ
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3 

芥
子
の
実 

 
キ
サ
ー
・
ゴ
ー
タ
ミ
ー
は
ま
だ
幼
い
男
の
子
を
病
気
で
亡
く
し
ま

す
。
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
彼
女
は
、
こ
の
子
の
病
気
を
治
す
者

は
い
な
い
か
、
薬
は
な
い
か
と
尋
ね
回
り
ま
す
。
し
か
し
皆
は
彼
女
を

哀
れ
に
思
う
だ
け
で
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
見
か
ね

た
あ
る
人
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
も
と
へ
行
く
よ
う
に
勧
め
ま
し
た
。 

 

訪
ね
て
き
た
彼
女
に
お
釈
迦
さ
ま
は
「
こ
の
子
の
病
気
を
治
す
に
は

芥
子
の
実
が
い
る
。
た
だ
し
一
度
も
死
者
を
出
し
た
こ
と
の
な
い
家
か

ら
も
ら
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
彼
女
は
芥
子
の
実
を
求
め
る
べ
く
、
町
に
戻
り
ま
し
た
。
芥

子
の
実
は
得
や
す
い
も
の
で
し
た
が
、
お
釈
迦
さ
ま
が
付
け
加
え
ら
れ

た
「
死
者
を
出
し
た
こ
と
の
な
い
家
」
な
ど
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
の
で

す
。
つ
い
に
求
め
る
芥
子
の
実
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
お
釈
迦
さ
ま

の
も
と
へ
戻
っ
た
彼
女
は
、
は
っ
と
お
釈
迦
さ
ま
の
こ
と
ば
の
意
味
に

気
づ
き
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
彼
女
は
亡
き
子
を
墓
に
納
め
、
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
と
な
り

ま
し
た
。 



  

4 

 

も
し
お
釈
迦
さ
ま
が
「
よ
し
、
私
が
こ
の
子

を
生
き
返
ら
せ
よ
う
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た

ら
、
も
は
や
た
だ
の
奇
跡
の
話
で
終
わ
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
宗
教
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
仏
教
は
死
と
い
う
厳
然
た

る
事
実
（
無
常
）
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
説
き

ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
が
芥
子
の
実
に
条
件
を
つ

け
た
の
は
、
彼
女
に
気
づ
か
せ
る
た
め
で
す
。

そ
し
て
彼
女
は
気
づ
き
ま
し
た
。
一
度
も
死
者

を
出
し
た
こ
と
の
な
い
家
な
ど
な
い
こ
と
を
。

ど
ん
な
人
も
愛
す
る
家
族
と
の
死
別
を
経
験
し

て
い
て
、
自
分
だ
け
が
悲
し
み
を
抱
え
て
い
る

の
で
は
な
い
の
だ
と
。
人
生
に
は
四
つ
の
約
束

事
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。 

 

彼
女
も
こ
れ
ら
の
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
自
分
と
我
が

子
し
か
見
え
て
い
な
か
っ
た
彼
女
の
目
に
、
他

の
人
の
苦
し
み
や
悲
し
み
も
見
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
彼
女
に
寄
り

添
い
な
が
ら
、
気
づ
き
へ
導
き
ま
し
た
。
「
一

度
も
死
者
を
出
し
た
こ
と
の
な
い
家
か
ら
芥
子

の
実
を
も
ら
っ
て
き
な
さ
い
」
と
い
う
の
は
、

彼
女
を
真
実
へ
導
く
た
め
の
仮
の
手
段
＝
方
便

だ
っ
た
の
で
す
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
の
方
針
は
「
否
定
」
「
避
け

る
」
で
は
な
く
、
「
受
け
止
め
、
抱
え
て
」
生

き
る
で
す
。
否
定
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。
悲
し
み
を
抱
え
な
が
ら
生
き
る
適
応

を
目
指
す
こ
と
を
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
い
い
ま

す
。
グ
リ
ー
フ
は
悲
歎
と
い
う
意
味
で
す
。

「
芥
子
の
実
」
の
話
は
ま
さ
に
お
釈
迦
さ
ま
に

よ
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
実
例
で
す
。
た
だ
し
、

「
一
度
も
死
者
を
出
し
た
こ
と
の
な
い
家
か
ら

芥
子
の
実
を
も
ら
っ
て
き
な
さ
い
」
と
い
う
の

は
彼
女
へ
の
処
方
箋
で
あ
っ
て
、
お
釈
迦
さ
ま

は
別
な
時
に
は
違
っ
た
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
女
に
と
っ
て
最
良
の
処
方

が
こ
れ
だ
と
思
い
、
彼
女
が
自
分
自
身
で
答
え

を
見
つ
け
る
ま
で
、
辛
抱
強
く
待
っ
て
い
た
の

で
す
。 

 

悩
ん
で
い
る
人
に
、
ま
た
気
持
ち
が
ど
ん
底

に
あ
る
人
に
向
か
っ
て
、
私
た
ち
は
「
頑
張
っ

て
」
と
い
っ
た
言
葉
を
つ
い
つ
い
か
け
て
し
ま

い
ま
す
。
頑
張
り
た
い
け
ど
そ
の
気
力
す
ら
な

い
人
に
「
頑
張
れ
」
は
酷
で
す
。
励
ま
し
に
も

慰
め
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
今
全
力
で
頑
張
っ
て

い
る
人
に
「
頑
張
れ
」
は
「
頑
張
っ
て
る

わ
！
」
と
な
り
ま
す
。
「
頑
張
っ
て
」
は
便
利

な
言
葉
で
す
が
、
同
時
に
無
責
任
な
言
葉
で
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
人
に
寄
り
添
い
、
適
当
な
タ

イ
ミ
ン
グ
で
、
適
当
な
言
葉
を
か
け
る
、
本
当

に
難
し
い
こ
と
で
す
。 

む
じ
ょ
う 

 

・
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
な
い 

 

・
必
ず
終
わ
り
が
く
る 

 

・
そ
の
終
わ
り
は
い
つ 

 
 

 
 

や
っ
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い 

 

・
代
わ
っ
て
や
る
こ
と
は
で
き
な
い 

お
釈
迦
さ
ま
の
診
断 

 
～
キ
サ
ー
・
ゴ
ー
タ
ミ
ー
の
場
合
～ 

お
釈
迦
さ
ま
に
よ
る 

 
 

 

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
実
践 

「
頑
張
っ
て
ね
」
は
諸
刃
の
剣 



 

頭の体操 

？ 

地獄行き？ 極楽行き？ 
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答えは10ページ 



 

 

前
回
、
枕
団
子
の
六
と
い
う
数
字
は
六

道
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

と
こ
ろ
で
終
わ
り
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の

続
き
で
す
。 

  

六
道
に
つ
い
て
、
少
し
お
さ
ら
い
で
す

が
、
六
道
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修

羅
・
人
間
・
天
と
い
う
六
つ
の
世
界
の
こ

と
で
、
六
道
輪
廻
と
は
こ
の
六
つ
の
世
界

を
輪
廻
、
つ
ま
り
ぐ
る
ぐ
る
さ
ま
よ
い
ま

わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
獄

（
＝
恐
怖
）
・
餓
鬼
（
＝
飢
え
）
・
畜
生

（
＝
欲
望
）
・
阿
修
羅
（
＝
争
い
）
ま
で

の
明
ら
か
に
キ
ビ
シ
イ
世
界
に
加
え
、
な

ん
だ
か
素
敵
そ
う
な
神
々
が
住
む
天
の
世

界
も
や
は
り
寿
命
や
苦
し
み
が
あ
る
世
界

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
仏
教
は
こ
の
苦
し

み
続
け
る
六
道
輪
廻
の
世
界
か
ら
脱
し

て
、
苦
し
み
の
な
い
悟
り
の
世
界
、
極
楽

に
生
ま
れ
よ
う
と
説
き
ま
す
。 

  

六
地
蔵
や
六
文
銭
の
六
も
こ
の
六
道
の

考
え
方
か
ら
き
て
い
ま
す
。
六
体
並
ん
だ

お
地
蔵
さ
ん
、
六
地
蔵
を
必
ず
ど
こ
か
で

見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
す
。
例
え

ば
姫
路
市
の
名
古
山
斎
場
に
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
入
っ
て
す
ぐ
右
側
で
す
。 

 

お
釈
迦
様
は
約
二
千
五
百
年
前
の
お
方

で
す
が
、
そ
の
お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く
な
ら

れ
て
か
ら
、
次
に
弥
勒
菩
薩
と
い
う
菩
薩

さ
ま
が
仏
と
し
て
こ
の
世
に
登
場
し
て
く

る
ま
で
、
な
ん
と
五
十
六
億
七
千
万
年
の

期
間
は
仏
が
い
な
い
状
態
が
続
く
と
い
い

ま
す
。
で
す
の
で
、
お
地
蔵
さ
ん
は
そ
の

無
仏
の
期
間
、
悩
み
苦
し
む
人
々
を
救
済

す
る
菩
薩
と
し
て
、
お
釈
迦
さ
ま
か
ら

「
皆
の
衆
を
宜
し
く
頼
ん
だ
ぞ
」
と
託
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
の
で
今
現
在
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気になる… 

続・「六」という数字 

ま
く
ら
だ
ん
ご 

ろ
く 

ど
う 

じ
ご
く 

が

き 

ち
く
し
ょ
う 

あ
し
ゅ 

ら 
に
ん
げ
ん 

て
ん 

ろ
く
ど
う
り
ん
ね 

み
ろ
く
ぼ
さ
つ 

ろ
く
も
ん
せ
ん 

ろ
く
じ
ぞ
う 

六道、六地蔵、六文銭 



 

も
私
た
ち
は
お
地
蔵
さ
ん
の
お
世
話
を
頂
い
て
い

る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
対
象
が
人
間
に
と
ど

ま
ら
ず
、
六
道
の
六
つ
の
世
界
す
べ
て
に
及
ぶ
と

考
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を

担
当
す
る
お
地
蔵
さ
ん
に
一
文
銭
ず
つ
お
供
え
し

て
い
く
の
で
す
。
で
す
の
で
一
銭×

六
体
で
六
文

銭
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
の
世
と

あ
の
世
の
境
に
あ
る
三
途
の
川
を
渡
る
た
め
の
渡

し
賃
と
し
て
、
棺
の
中
に
六
文
銭
を
入
れ
る
こ
と

も
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
六
地
蔵
を
よ
く
み
て
み
る
と
、
ど

う
も
皆
違
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
（
同

じ
形
の
こ
と
も
あ
り
ま
す
）
。
持
ち
物
は
数
珠
で

あ
っ
た
り
、
旗
で
あ
っ
た
り
、
た
だ
合
掌
し
て
い

た
り︙

実
は
ど
の
お
地
蔵
さ
ん
が
ど
の
世
界
を
担

当
し
、
何
を
持
っ
て
い
る
の
か
は
も
の
に
よ
っ
て

ま
ち
ま
ち
だ
そ
う
で
す
。
た
だ
し
意
の
ま
ま
に
願

い
を
叶
え
る
と
い
う
宝
珠
と
、
錫
杖
と
い
う
先
に

ジ
ャ
ラ
ジ
ャ
ラ
と
輪
っ
か
の
つ
い
た
杖
を
持
っ
て

い
る
お
地
蔵
さ
ん
（
上
図
で
は
左
か
ら
三
番
目
）

は
、
一
番
キ
ビ
シ
イ
地
獄
道
の
担
当
で
あ
る
こ
と

は
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
六
体
で
な
く
、
一

体
だ
け
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
場
合
は
だ
い
た
い

こ
の
宝
珠
と
錫
杖
を
持
っ
た
お
地
蔵
さ
ん
で
あ
る

こ
と
が
多
い
は
ず
で
す
。 

 

さ
て
、
六
道
と
い
う
迷
い
の
世
界
と
い
う
の
は

実
は
、
常
に
揺
れ
動
い
て
い
る
自
分
自
身
の
心
の

内
面
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
責
め
苦
を
受

け
、
恐
怖
に
苛
ま
れ
て
い
る
状
態
は
ま
さ
に
地
獄

で
す
。
あ
れ
も
こ
れ
も
と
満
足
を
知
ら
ず
常
に
飢

え
て
い
る
状
態
は
餓
鬼
の
状
態
で
す
。
自
分
本
位

に
本
能
む
き
出
し
で
行
動
し
て
し
ま
う
よ
う
な

時
、
そ
れ
は
も
う
畜
生
で
す
。
食
欲
・
物
欲
・
性

欲
な
ど
欲
と
名
の
付
く
も
の
は
そ
う
で
し
ょ
う
。

些
細
な
言
い
争
い
や
喧
嘩
か
ら
殺
人
、
戦
争
に
至

る
ま
で
様
々
な
争
い
ご
と
は
阿
修
羅
状
態
で
す
。

そ
し
て
人
や
物
の
間
で
揺
れ
動
き
な
が
ら
も
、
平

常
な
心
持
ち
で
い
ら
れ
る
状
態
は
人
間
と
い
え
ま

す
。
そ
し
て
喜
び
の
境
地
は
天
で
す
。
し
か
し
、

そ
ん
な
喜
び
の
絶
頂
に
あ
っ
て
も
い
つ
か
は
終
わ

り
を
迎
え
ま
す
。
そ
れ
が
嫉
妬
・
反
感
を
生
み
、

一
転
地
獄
に
堕
ち
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
話

で
す
。
天
と
い
え
ど
、
や
は
り
永
遠
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
何
年
か
前
の
「
心
の
と
も
し
び
カ
レ
ン

ダ
ー
」
の
標
語
に
「
こ
こ
ろ
は 

コ
ロ
コ
ロ 

年

中
無
休
」
と
あ
っ
た
の
を
思
い
出
し
ま
し
た
。 

  

こ
の
六
道
を
コ
ロ
コ
ロ
し
て
い
る
私
達
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、
お
葬
式
は
自
分
に
と
っ
て
大
切
な

方
の
極
楽
往
生
（
＝
六
道
を
抜
け
出
て
、
阿
弥
陀

仏
の
極
楽
の
国
に
往
き
生
ま
れ
る
）
を
願
う
も
の

で
あ
り
ま
す
。
も
は
や
斎
場
の
六
地
蔵
の
前
を
素

通
り
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
お
葬
式
の
シ

リ
ー
ズ
は
ま
だ
続
き
ま
す
。
で
は
ま
た
次
回
に
。 

ど
の
地
蔵
が
ど
の
世
界
を
担
当
？ 

六
道
は
自
分
自
身
の
心
の
状
態 
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さ
ん
ず 

し
ゃ
く
じ
ょ
う 

ほ
う
じ
ゅ 

無 縁 墓 の お 地 蔵 さ
ま。二 体 と も 左 手 に
宝 珠、右 手 は 壊 れ て
い ま す が、か つ て は
錫杖を持っていた名
残があります。 



 

通 

は
「
あ
の
人
は
通
や
な
～
」

な
ど
と
、
あ
る
領
域
に
お
い
て
詳
し
い
こ

と
を
い
い
ま
す
。
通
は
神
通
力
の
通
と
い

わ
れ
ま
す
。
赤
い
お
経
本
の
「
発
願
文
」

と
い
う
お
経
に
「
六
神
通
」
と
で
て
き
ま

す
。
六
つ
の
神
通
力
で
、
神
通
力
は
人
知

で
計
り
知
れ
な
い
仏
の
持
つ
自
由
自
在
な

能
力
の
こ
と
で
す
。
発
願
文
の
こ
の
部
分

の
意
味
は
「
私
た
ち
は
亡
く
な
っ
た
ら
お

浄
土
に
生
ま
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
下
で
修
行

に
励
み
、
そ
こ
で
得
た
こ
の
力
で
も
っ

て
、
悩
み
苦
し
む
あ
な
た
た
ち
を
見
守

り
、
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
の
だ
」
と

い
う
も
の
で
す
。 

  

さ
ら
に
「
通
」
の
も
と
を
た
ど
れ
ば
、

「
通
達
」
か
ら
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
普

段
は
お
役
所
な
ど
か
ら
の
通
知
の
意
味

で
、
「
つ
う
た
つ
」
と
読
み
ま
す
が
、
仏

教
で
は
「
つ
う
だ
つ
」
と
濁
り
ま
す
。
ち

な
み
に
同
じ
く
右
の
赤
い
お
経
本
に
あ
る

「
肆
誓
偈
」
と
い
う
お
経
に
も
「
通
達
」

は
二
カ
所
出
て
き
ま
す
。
探
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。
こ
の
通
達
は
よ
く
理
解
す
る
こ

と
で
、
悟
り
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
す
。
す

べ
て
に
よ
く
通
じ
て
、
完
全
な
領
域
に
達

す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。 

【
通
】 
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日
常
に
溶
け
込
む
仏
教
語 

～
浄
土
宗
西
山
勤
行
式
か
ら
～

 

じ
ん
つ
う
り
き 

ほ
つ
が
ん
も
ん 

つ
う 

し

せ

い

げ 
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道
場 

と
い
う
と
柔
道
や

空
手
な
ど
の
武
道
の
稽
古
場
を
イ
メ
ー

ジ
し
ま
す
。
元
は
「
お
釈
迦
さ
ま
が
さ

と
り
（
成
道
）
を
開
か
れ
た
場
所
」
、

イ
ン
ド
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
菩
提
樹
の
樹

の
下
で
あ
っ
た
の
が
、
所
は
ど
こ
で
も

い
い
の
で
、
と
に
か
く
さ
と
り
を
開
く

場
、
仏
道
修
行
の
場
を
い
う
よ
う
に

な
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

赤
い
お
経
本
の
「
四
奉
請
」
と
い
う

お
経
に
、
こ
の
道
場
が
出
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
「
準
備
万
端
整
い
、
い
よ
い
よ

今
か
ら
お
勤
め
を
始
め
ま
す
の
で
、
ど

う
ぞ
仏
さ
ま
、
こ
の
道
場
へ
お
入
り
下

さ
い
」
と
い
う
意
味
の
お
経
で
す
。 

 

手
を
合
わ
せ
お
経
を
あ
げ
る
場
所
は

お
寺
だ
け
に
限
り
ま
せ
ん
。
皆
様
の
家

も
立
派
な
道
場
な
の
で
す
。 

【
道
場
】 

ぼ
だ
い
じ
ゅ 

し
ぶ
じ
ょ
う 

日
常
に
溶
け
込
む
仏
教
語 

～
浄
土
宗
西
山
勤
行
式
か
ら
～
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庭のツバキにやってきたメジロ 
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【ご逝去】総代 梶原恭一郎さん 

 昨年11月23日、総代の梶原恭一郎さん

（西梶原）がご逝去されました。梶原恭

一郎さんは、先々代の時代より60余年も

の永きにわたり西光寺総代をお務め頂き

ました。数々の事業を推進していく中

で、的確な判断により、お寺の進むべき

道を示して頂きました。「西梶原さんに

育てて頂いた」という言葉の通り先代に

とっては、心強い存在でありました。昭

和51年の先代の住職就任式（晋山式）や

昭和59年の本堂再建時の落慶法要の際に

は、立宿として西梶原さんのご自宅から

お稚児さんと一緒に出発してお寺へ向か

いました。三代に渡って大変お世話にな

りました。その多大なる功績に厚く御礼

申し上げます。 

【退任】北脇丁世話人 入江厚子さん 

 入江厚子さんは、平成23年より北脇丁

の世話人をお勤め頂き、当山の護持運営

にご尽力頂きました。私の僧侶人生のス

タートと同じタイミングでご就任頂き、

様々な活動を共にして頂きました。残念

なことではありますが、この度ご退任さ

れることになりました。長年に渡りお世

話を頂き、誠に有難うございました。 

 

【就任】中ノ丁世話人 乙女尊正さん 

 この度、中ノ丁の世話人として乙女尊

正さんにご就任頂くことになりました。

お世話になりますが、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

【西光寺役員の去就】 

お知らせ 

【ご逝去の報】 

乙女シナ子さん(93歳) 

湯谷美由紀さん(53歳) 

梶原恭一郎さん(92歳) 

木下六郎さん(95歳) 

阿波孝子さん(91歳) 

横山とみゑさん(86歳) 

梶原久和さん(76歳) 

高澤廣志さん(89歳) 

八若泰士さん(90歳) 

11月13日没 

11月17日没 

11月23日没 

12月14日没 

12月22日没 

12月29日没 

1月4日没 

1月21日没 

1月30日没 

西浜 

曽根 

宮本丁 

木場 

中ノ丁 

中ノ丁 

東ノ丁 

千葉 

姫路 

生前の温顔を偲びつつ、お十念を捧げます。 安心、安全にお参り頂けるよう、本堂前

の石階段に手すりを設置いたしました。 

【手すりの設置】 



 

依然として兵庫県に緊急事態宣言が発令中です（2/20現在）。 

春のお彼岸の時期には解除になっているものと思われますが、見通しが依然と

して不透明なため、この度の春のお彼岸法要は中止にさせて頂きたいと思いま

す（寺族のみで勤めます）。 

感染拡大防止のため、どうぞご理解の程、宜しくお願い申し上げます。 
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冬
の
間
、
鳴
り
を
潜
め
て
い
た
境
内

や
庭
の
草
が
徐
々
に
動
き
を
見
せ
始
め

て
お
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
寒
い
日
も
あ

り
ま
す
が
、
土
の
中
で
は
確
実
に
春
が

近
づ
い
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

し
か
し
草
を
引
い
て
い
る
時
は
な
ぜ
こ
う
も
無
心
に
な
れ
る

の
で
し
ょ
う
。
テ
レ
ビ
や
新
聞
を
見
な
が
ら
ご
飯
、
音
楽
を
聴

き
な
が
ら
勉
強
は
あ
っ
て
も
、
音
楽
を
聴
き
な
が
ら
、
お
菓
子

を
食
べ
な
が
ら
草
引
き
な
ど
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

草
引
き
は
肥
後
守
ナ
イ
フ
で
一
本
一
本
根
っ
こ
か
ら
確
実
に
抜

き
ま
す
。
た
だ
た
だ
目
の
前
の
草
と
向
き
合
っ
て
い
て
、
余
念

が
あ
り
ま
せ
ん
。
今
改
め
て
、
草
引
き
か
ら
仏
教
の
神
髄
を
学

ん
で
お
り
ま
す
。
僧
侶
た
る
も
の
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
心
得

に
、
「
一 

掃
除
、
二 

勤
行
、
三 

学
問 

」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ

り
ま
す
。
な
に
よ
り

も
ま
ず
掃
除
が
一
番

に
き
て
い
る
と
こ
ろ

に
ガ
ッ
テ
ン
で
す
。 

辺り一面びっしりと生えた草と草引

きの相棒の肥後守ナイフ 
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