
- 弘法さんかわら版  令和６年（２０２４年）８月  弘法さんの日（２１日） 第２６６号 -

     

八
月
に
な
り
ま
し
た
。
酷
暑
が
続
い
て
い

ま
す
が
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

   

一
昨
年
か
ら
「
尾
張
名
古
屋
・
歴
史
街

道
を
行
く
ー
社
寺
城
郭
・
幕
末
史
—
」
を

お
送
し
て
い
ま
す
が
、
今
年
は
名
古
屋
城

と
名
古
屋
城
下
町
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

今
月
は
碁
盤
割
り
の
町
人
地
に
つ
い
て
で

す
。

★
九
十
七
街
区
の
碁
盤
割
り

   

名
古
屋
城
の
南
に
東
西
十
二
通
、
南
北

十
筋
で
区
切
ら
れ
た
九
十
九
街
区
の
碁
盤

割
の
町
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
南
東
角
は

二
街
区
で
一
街
区
と
し
た
こ
と
か
ら
、
正

確
に
は
九
十
七
街
区
で
す
。

   

那
古
野
城
の
時
代
か
ら
城
の
南
に
は
町

が
形
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
那
古
野
城
址

に
名
古
屋
城
を
築
城
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
が
、
城
址
南
側
に
は
今
市
場
、
中
市

場
、
下
市
場
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
包
含
す

る
形
で
碁
盤
割
が
整
備
さ
れ
ま
す
。

   

一
六
一
二
年
、
家
康
が
町
割
の
進
み
具

合
を
検
分
し
た
際
、
三
之
丸
の
堀
と
町
人

地
の
間
が
広
す
ぎ
る
と
注
文
を
つ
け
ま
し

た
。
城
下
繁
栄
の
帰
趨
は
町
人
が
集
ま
る

か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識

し
て
い
た
家
康
は
、
城
を
隔
離
す
る
よ
り
、

城
と
町
人
地
を
一
体
化
さ
せ
る
こ
と
が
念

頭
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

   

そ
の
結
果
、
碁
盤
割
町
人
地
の
最
北
部

の
街
区
は
南
北
の
長
さ
が
二
十
間
（
約
三

十
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
拡
が
り
、
城
と
の
距

離
が
近
く
な
り
ま
し
た
。

★
碁
盤
割
の
背
骨
は
本
町
通
り

   
南
北
の
通
は
西
端
が
御
園
町
通
、
東
端

が
久
屋
町
通
、
東
西
の
筋
は
北
端
が
京
町

筋
、
南
端
が
大
江
町
筋
で
す
。
京
町
筋
の

北
側
に
片
端
筋
も
あ
り
ま
し
た
が
、
京
町

筋
と
片
端
筋
の
間
は
武
家
地
で
あ
り
、
藩

政
機
関
や
上
級
藩
士
の
屋
敷
が
あ
り
ま
し

た
。
京
町
筋
か
ら
南
が
町
人
地
で
す
。

   

各
区
画
の
中
央
に
は
会
所
と
呼
ば
れ
る

空
地
が
あ
り
、
寄
合
所
や
社
寺
が
建
て
ら

れ
ま
し
た
。
道
に
面
し
て
は
商
家
が
店
を

並
べ
ま
し
た
。
狭
い
間
口
で
す
が
奥
行
き

は
長
く
、
坪
の
内
と
呼
ば
れ
る
庭
も
あ
り

ま
し
た
。
京
都
の
町
家
と
似
て
い
ま
す
。

   

家
と
家
の
間
に
あ
っ
て
「
閑
所
」
と
呼

ば
れ
る
袋
小
路
の
小
道
も
あ
り
ま
し
た
。

「
会
所
」
が
訛
っ
て
「
閑
所
」
に
な
っ
た

と
か
、
家
と
家
と
の
間
を
通
る
た
め
に
「
間

所
」
が
「
閑
所
」
に
変
化
し
た
と
か
、
諸

説
あ
り
ま
す
。
狭
い
「
閑
所
」
の
両
側
に

は
長
屋
が
立
ち
並
び
、
多
く
の
町
人
が
住

み
ま
し
た
。

   

清
洲
か
ら
町
ご
と
、
商
家
ご
と
、
人
ご

と
越
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
同
じ
職
業
、

同
じ
商
売
の
店
が
軒
を
並
べ
た
街
区
が
多

く
な
り
ま
し
た
。

   

碁
盤
割
の
中
心
、
言
わ
ば
背
骨
は
城
の

真
南
を
南
北
に
貫
く
本
町
通
。
一
番
北
端

に
は
町
奉
行
所
と
評
定
所
が
あ
り
、
そ
こ

か
ら
南
が
町
人
地
で
す
。

   

藩
主
参
勤
交
代
、
朝
鮮
通
信
使
、
琉
球

使
節
等
が
往
来
す
る
場
合
は
本
町
通
を
使

い
ま
す
。
沿
道
は
藩
士
や
見
物
の
町
人
で

溢
れ
た
そ
う
で
す
。

★
名
古
屋
城
下
町
を
彩
っ
た
名
物
商
人

   

本
町
通
の
北
端
は
本
町
で
す
。
一
六
一

一
年
、
本
町
通
と
京
町
筋
の
北
西
角
で
織

田
信
長
の
家
臣
だ
っ
た
伊
藤
源
左
衛
門
祐

道
が
呉
服
小
間
物
商
を
始
め
ま
す
。
一
六

五
九
年
、
祐
道
の
子
祐
基
の
「
現
金
売
り

正
札
付
き
掛
け
値
な
し
」
の
商
法
が
大
当

た
り
し
、
後
の
伊
藤
呉
服
店
に
発
展
し
ま

す
。

   

伊
藤
呉
服
店
と
京
町
筋
を
隔
て
た
向
か

い
側
は
、
藩
主
召
服
を
調
進
す
る
尾
張
家

呉
服
商
茶
屋
長
意
の
屋
敷
。
茶
屋
家
は
武

士
で
あ
り
、
商
人
で
も
あ
る
両
属
的
性
格

を
持
つ
特
別
な
存
在
で
し
た
。

   

名
古
屋
城
下
に
進
出
す
る
商
人
の
目
標

は
本
町
通
に
店
を
構
え
る
こ
と
で
す
。
一

六
三
四
年
、
猿
屋
三
郎
右
衛
門
が
本
町
に

饅
頭
屋
を
開
業
し
、
一
六
八
六
年
に
二
代

藩
主
光
友
か
ら
「
御
菓
子
所
両
口
屋
是
清
」

の
看
板
を
拝
受
し
ま
し
た
。

   

本
町
を
南
に
進
む
と
小
田
原
町
。
魚
の

棚
筋
（
永
安
寺
町
筋
）
の
桑
名
町
通
か
ら

本
町
通
ま
で
の
地
域
で
す
。
河
内
屋
林
文

左
衛
門
が
料
亭
河
文
を
開
業
す
る
と
御
納

屋
、
近
直
、
大
又
等
の
同
業
者
が
次
々
と

開
業
し
、
魚
の
棚
四
軒
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

   

さ
ら
に
碁
盤
割
を
三
街
区
南
下
す
る
と
、

東
西
の
道
の
中
心
で
あ
る
伝
馬
町
筋
と
交

差
し
ま
す
。
本
町
通
と
伝
馬
町
筋
の
交
差

点
は
通
称
「
札
の
辻
」
。
高
札
場
や
飛
脚

問
屋
も
あ
る
城
下
町
の
中
心
部
で
す
。
「
札

の
辻
」
の
北
西
角
の
街
区
に
は
桜
天
満
宮

（
桜
天
神
）
が
あ
り
ま
し
た
。

   

さ
ら
に
南
下
す
る
と
、
繊
維
問
屋
の
集

ま
る
下
長
者
町
、
鉄
砲
や
金
具
職
人
の
鉄

砲
町
、
そ
し
て
八
百
屋
町
を
過
ぎ
る
と
南

寺
町
に
向
か
い
ま
す
。

   

本
町
通
北
端
の
東
側
、
両
替
町
の
東
は

京
町
で
す
。
呉
服
、
細
物
、
太
物
類
の
商

人
が
集
ま
っ
た
の
で
京
町
と
呼
ば
れ
ま
し

た
。
薬
問
屋
の
井
筒
屋
中
北
伊
助
が
京
町

に
店
を
構
え
ま
し
た
。

   

鍛
冶
屋
町
の
西
は
大
津
町
。
織
田
家
の
繁

栄
ぶ
り
を
聞
い
て
清
洲
に
や
っ
て
き
た
山

城
国
大
津
四
郎
左
衛
門
が
住
ん
で
い
た
町

が
、
清
洲
越
し
で
こ
の
地
に
移
転
し
大
津

町
と
な
り
ま
し
た
。

★
清
洲
越
し
と
駿
府
越
し

   

甲
府
藩
主
義
直
は
甲
府
に
お
国
入
り
す

る
こ
と
な
く
、
家
康
や
生
母
お
亀
の
方
と

も
に
駿
府
城
に
在
城
。
一
六
〇
七
年
に
清

洲
藩
主
（
尾
張
藩
主
）
に
転
封
さ
れ
た
後

も
駿
府
城
に
い
ま
し
た
が
、
家
康
没
後
の

一
六
一
六
年
に
名
古
屋
入
り
。
そ
の
際
、
駿

府
在
住
家
臣
や
社
寺
、
商
家
の
一
部
が
義

直
に
従
っ
て
名
古
屋
に
移
住
。
つ
ま
り
駿

府
越
し
で
す
。

   

名
古
屋
の
町
は
清
洲
越
し
と
駿
府
越
し

の
町
人
を
中
心
に
始
ま
り
ま
し
た
。

   

京
町
筋
の
伏
見
町
通
か
ら
桑
名
町
通
ま

で
の
和
泉
町
に
は
尾
張
藩
御
用
達
を
務
め

た
桔
梗
屋
が
出
店
。
桔
梗
屋
は
藩
祖
義
直

入
城
時
に
駿
府
か
ら
同
行
し
て
駿
府
越
し

し
た
商
人
で
す
。

   

京
町
筋
西
端
は
堀
川
で
あ
り
、
五
条
橋

か
ら
堀
川
の
東
岸
を
南
に
下
る
と
元
材
木

町
、
下
材
木
町
。
豪
商
材
木
屋
鈴
木
惣
兵

衛
が
店
を
構
え
ま
し
た
。

★
東
照
宮
・
那
古
野
神
社
・
若
宮
八
幡
宮

   

城
下
町
に
は
多
く
の
寺
社
が
あ
り
ま
し

た
。
来
月
は
東
照
宮
・
那
古
野
神
社
・
若

宮
八
幡
宮
な
ど
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

乞
ご
期
待
。
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『尾張名古屋「歴史街道を行く」』の著者が、江戸時代を中心とした近世尾張名古
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著書に「仏教通史」「四国遍路と般若心経」（大法輪閣）、「愛知四国霊場の旅」（中
日新聞社）、「穂の国探究」（東愛知新聞社）、「『賢い愚か者』の未来」（早大出版部）など。

■受講料 2,970 円（消費税含む）
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柔和で穏やかな顔をした老夫婦の両側に「無事

是貴人」と「有事是人生」の文字。照り付ける

太陽を背に、老夫婦の後ろで耕平が「暑いです

ね～」。横で高僧が「夏は暑いものじゃ、ホッホッ

ホ。しかし、ちと暑すぎるのぅ・・」と苦笑い。
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ų

ႏ
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
酷
暑
の

ٰ
も
よ
う
や
く
�月
後
Ҟ
。
も
う
ݲ
し

の
ᠲ
ৼ
で
す
。
༏
中
ၐ
等
に
ൢ
を
つ

け
て
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ

い
。

ų

か
わ
ら
༿
で
は
ଐ
ࠝ
会
ᛅ
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
ʿ

用
ᛖ
を
ご
ኰ
ʼ

し
て
い
ま
す
。
ჷ
ら
ƣ
ჷ
ら
ƣ
の
う

ち
に
使
っ
て
い
る
ʿ

用
ᛖ
。
そ
れ

だ
け
ଐ
本
人
の
生

に
๋
け
ᡂ
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ų

ټ
ൢ
ʖ
إ
で
「
ү
ᨖ
な
暑
さ
で
す
」

と
い
う
ᘙ
現
を
よ
く
聞
く
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
「

ʙ
に
ٰ
を
ʈ
り
切

り
た
い
」
と
い
う
ᘙ
現
が
合
う
ү
ᨖ

な
酷
暑
で
す
。
「

ʙ
」
と
い
う
言

ᓶ
も
ܱ
は
ʿ

用
ᛖ
で
す
。

ų

一
ᑍ
的
な
ॖ
ԛ
で
の
「

ʙ
」
と

は
、
˴
ʙ
も
な
い
、
୍
െ
と
変
わ
り

の
な
い
こ
と
を
い
い
ま
す
。
し
か
し
、

ʿ

で
の
「

ʙ
」
と
は
、
˴
か
ឪ

こ
っ
て
も
、
˴
ʙ
も
ஊ
っ
て
も
、
ʙ

も
な
く
、
˴
ʙ
も
な
か
っ
た
か
の
よ

う
に
୍
െ
と
変
わ
り
な
く
過
ご
す
こ

と
を
い
い
ま
す
。

ų

ᑣ
い
も
फ
い
も
い
ǖ
い
ǖ
ឪ
き
ま

す
。
で
も
、
ѣ
じ
て
は
い
け
な
い
の

で
す
。
˴
か
は
ឪ
こ
る
け
ど
、
˴
ʙ

も
な
く
、
୍
െ
と
変
わ
り
の
な
い
よ

う
に
過
ご
せ
る
ؾ
地
、
こ
れ
が
ʿ


の
「

ʙ
」
で
す
。

が
ԉ
い
て
も

ൢ
に
も
し
な
い
、
ߕ
が
来
て
も
ൢ
に

し
な
い
。
そ
れ
が
「

ʙ
」
で
す
。

ų

ଢ

時
代
の
正
ޢ
子
ᙹ
は
、
ୌ
年

大
၏
を
ध
い
ま
し
た
。
ര
と
向
き
合

う
၏

の
中
で
ᅢ
を
ܖ
び
、
ʿ

の

本
ឋ
を
体
ࢽ
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の

正
ޢ
子
ᙹ
が
「
၏

六
ݿ
」
と
い
う

ᓸ

の
中
で
「
ᅢ
の
थ
り
と
は
、
ど

ん
な
場
合
で
も

ൢ
で
ര
ƶ
る
こ
と

だ
と
࣬
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
間
ᢌ

い
だ
っ
た
。
ど
ん
な
場
合
で
も

ൢ

で
生
き
て
い
け
る
こ
と
だ
と
わ
か
っ

た
」
と
ᚡ
し
て
い
ま
す
。

ų

ര
を
៲
近
に
と
ら
え
、
い
つ
ര
ん

で
も
い
い
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
で

は
な
く
、
ど
ん
な
時
で
も
、
ど
ん
な

ཞ
७
で
も

ൢ
で
生
き
て
い
く
。
こ

れ
が
「

ʙ
」
の
本
当
の
含
ॖ
で
す
。

ų

中
国
Փ
代
の
ᐮ
ฎ
ܪ
の
開
祖
ᐮ
ฎ

義

ᅢ
ࠖ
が
ᓸ
し
た
「
ᐮ
ฎ

」
に

「

ʙ

ᝮ
人
」
と
い
う
言
ᓶ
が
ႇ

場
し
ま
す
。
茶
道
မ
で
は
年
の
ແ
に

͵
さ
れ
る
茶
ࠗ
に
こ
の
言
ᓶ
を
ᚡ
し

た
掛
け
᠆
が
掛
け
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
そ
う
で
す
。
一
年
間

ᩊ
に
ᢙ
ᢀ

す
る
こ
と
な
く
安

に
過
ご
せ
た
շ

び
と
と
も
に
、
年
の
ແ
、
ࠖ
ឥ
の
ջ

ᬳ
の
中
で
も
ଐ
々
ʏ
れ
る
こ
と
な

く
、

ʙ
に
ૼ
年
を
ᡇ
え
ら
れ
る
こ

と
を
ᅌ
っ
て
、
こ
の
言
ᓶ
を

用
し

て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。

ų

ʿ

用
ᛖ
と
し
て
の
「

ʙ

ᝮ

人
」
の
本
来
の
ॖ
ԛ
は
ᒉ

ီ
な
り

ま
す
。
正
ޢ
子
ᙹ
の
ൢ
Ʈ
き
の
と
お

り
、
「

ʙ
」
と
は
ᙾ
り
を
開
い
た

ѣ
じ
な
い
心
を
言
い
ま
す
。
ᝮ
人
と

は
「
ᝮ
ଈ
」
の
ᝮ
で
は
な
く
、
ѣ
じ

な
い
心
を
៲
に
ბ
け
た
「
ᝮ
ぶ
べ
き

人
」
と
言
う
ॖ
ԛ
で
す
。

ų

ᐮ
ฎ
ᅢ
ࠖ

く
「
൭
心
（
ぐ
し
ん
）

ച
（
や
）
む
ϼ
（
と
こ
ǖ
）
ұ
（
す

な
わ
ち
）

ʙ
」
。
൭
め
る
心
が
あ

る
う
ち
は

ʙ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
્
て
ば

に

て
り
」
と
い
う


え
も
あ
り
ま
す
が
、
「
൭
心
ച
む
ϼ
」

が

ʙ
の
ؾ
地
で
す
。
そ
の
よ
う
な

人
が
ᝮ
人
で
す
。

ų

ᡞ
に
「
ஊ
ʙ

人
生
」
と
い
う
言

ᓶ
も
あ
り
ま
す
。
˴
ʙ
か
が
ஊ
る
の

が
人
生
、
す
な
わ
ち
人
生
と
は
ᑣ
い

こ
と
も
फ
い
こ
と
も
、
い
ǖ
い
ǖ
ឪ

き
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
だ
と
ᙾ
थ

し
て
（
ᙾ
っ
て
）、
ଐ
々
生
き
て
い

く
こ
と
を

し
て
い
ま
す
。
ᑣ
い
こ

と
が
ឪ
き
て
も
、
फ
い
こ
と
が
ឪ
き

て
も
、
一
շ
一
ঈ
せ
ƣ
に

ൢ
で
生

き
て
い
く
こ
と
が
「

ᆤ

ʙ
」
で

す
。

ų

「

ʙ

ᝮ
人
」
の
ؾ
地
に
ᐱ
る

に
は
「
ஊ
ʙ

人
生
」
と
ᙾ
थ
を
ൿ

め
て
、
ࠝ
に
「

ᆤ

ʙ
」
な
ൢ
持

ち
で
過
ご
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
心
ᆤ

や
か
に

ら
せ
ま
す
。
ᙾ
थ
と
は
「
ᙾ

る
」
「
थ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ᙾ
थ
を
ൿ
め
れ
ば
ऀ
れ
る
こ
と
は
˴

も
あ
り
ま
せ
ん
ƶ
。
で
は
ま
た
来
月
。

19 日午前締切で依頼。




