
　

あ
り
ま
せ
ん
。
世
間
の
「
悪
い
こ
と
が

起
こ
る
」
な
ど
と
い
う
言
葉
に
左
右
さ

れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も

お
墓
は
、「
悪
い
こ
と
を
起
こ
す
」
よ

う
な
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
毎

日
の
生
活
の
中
で
思
い
が
け
な
い
こ
と

や
、
突
発
的
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
お
墓
の
方
向
が
悪
い
か

ら
な
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
の
中
の

全
て
の
出
来
事
は
、
ま
ず
因
（
原
因
）

が
あ
り
、
様
々
な
縁
（
条
件
）
が
整
っ

た
時
に
、
果
（
結
果
）
が
生
じ
る
と
い

う
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
で
あ
る
因
縁
果

の
法
則
か
ら
な
る
の
で
す
。

　
正
面
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
書
か

れ
て
あ
る
浄
土
真
宗
の
お
墓
は
、
迷
信

に
よ
っ
て
不
安
が
っ
た
り
恐
れ
た
り
す

る
こ
と
の
な
い
生
き
方
を
示
し
て
い
ま

す
。
私
た
ち
は
迷
信
に
惑
わ
さ
れ
な
い

南
無
阿
弥
陀
仏
の
心
を
よ
く
聞
き
取
り

自
分
の
中
に
起
こ
っ
て
く
る
不
安
や
恐

れ
の
原
因
を
見
つ
め
直
し
て
み
る
こ
と

で
す
。
そ
の
時
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
な
迷

信
か
ら
解
放
さ
れ
る
歩
み
に
な
る
の
で

あ
り
、
亡
き
人
に
報
い
る
こ
と
に
も
な

る
の
で
す
。

　
　
　
（
第
13
組  

心
願
寺 

松
井 

恵)
  

╵
㮛

　
お
墓
に
ま
つ
わ
る
迷
信
は
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
墓
相
で
吉
凶
を
見

る
墓
相
学
と
言
わ
れ
る
占
い
の
一
種
が
あ

り
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
を
主
張
す
る
人
に

よ
っ
て
、
お
墓
の
形
や
色
や
大
き
さ
、
環

境
、
方
角
な
ど
墓
相
の
内
容
は
ま
っ
た
く

異
な
り
、
因
果
関
係
も
な
け
れ
ば
統
計
さ

え
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
っ
た
く
信
じ
る
必

要
の
な
い
も
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、『
一

念
多
念
文
意
』
の
中
に
「
占
相
・
祭
祀
を

こ
の
む
も
の
は
外
道
な
り
」
と
教
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
占
相
と
は
、
人
の
吉
凶
の
相

を
占
う
こ
と
。
祭
祀
と
は
祖
先
や
神
々
を

祀
る
こ
と
で
す
。
墓
相
や
、墓
石
の
向
き
、

場
所
な
ど
を
気
に
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く

　
　
墓
前
申
経
に
つ
い
て  

　
　

　　
お
盆
の
墓
前
申
経
は
、
左
記
の
日
程

と
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
記

　
日
　
程
　
８
月
12
日
（
月
）
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
16
日
（
金
）

　
時
　
間
　
９
時
〜
17
時
ま
で

　
受
　
付
　
天
満
別
院
　

　
　
　
　
　
　
　
　
同
朋
会
館
講
堂
前

　
　

　
※
　
12
日
・
13
日
の
み
講
堂
前
そ
れ
　

　
　
以
外
は
、
墓
地
事
務
所
に
て
受
付

　　
※
　
休
憩
所
と
し
て
同
朋
会
館
講
堂
　
　

　
　
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
　

　　
※
　
別
日
に
て
申
経
を
ご
希
望
の
方
　
　

　
　
は
、
事
前
に
別
院
寺
務
所
へ
ご
連
　
　

　
　
絡
く
だ
さ
い
。
　

　
※
　
お
供
え
も
の
は
当
日
に
お
持
ち
　
　
　
　

　
　
帰
り
く
だ
さ
い
。

お
墓
の
方
角
が
悪
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。　

２３

ඊએ

Q&A

　　
　
７
月　
定
例
法
話

　
　
７
月
27
日
（
土
）、
御
講
師
に
第
2

組  

光
照
寺 

墨
林 

浩
師
を
お
迎
え
し
、

講
題
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
」
に
つ

い
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
師
は
、「
分
別
」
と
は
自
分
を
正
当

化
し
た
い
理
性
が
働
く
こ
と
で
、
親
子

や
兄
弟
な
ど
身
近
な
人
ほ
ど
自
分
と
同

じ
土
俵
に
立
っ
て
欲
し
い
と
考
え
て
し

ま
う
。
長
年
生
き
て
色
々
な
経
験
を
し

て
き
た
人
ほ
ど
難
し
い
が
、
お
互
い
に

歩
み
よ
っ
て
自
分
の
土
俵
か
ら
出
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
話
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

松井 聰師（心願寺）
「真宗の供養」

講題

ご講師

日時 ８月１３日（火）
午後1時30分

～3時30分

　お盆の季節になると”供養”という言葉が表に出てくる時
期と言えます。日頃仏事を疎かにしていた人も、○○供養と
いう文字が目に入り、聞こえてくると、心が揺らぎ身が動くと
いうことが起こることもあります。
　亡き方やご先祖の供養のために何かをしてあげる、という
心は尊い心であります。お仏壇を綺麗に掃除して、お寺様を
迎えてお盆のお勤めをしてもらう、お墓参りをして、お寺にも
お参りをして、お供えをさせてもらうことによって、亡き方の供
養になり、自分も何かスッキリとしたような気持になり、善い
事をしたと感ずるのです、こういう供養は追善供養と言いま
す。
　親鸞聖人は「父母の孝養のためとて、一返にても念仏申
したること、いまだそうらわず」(歎異抄第5章)と追善供養を
きっぱりと否定なさいました。
　それは何故なのか?　真宗の供養とはどういうことか?
　仏法に尋ねてみたいと思います。

ご講師からのメッセージ

第２組光照寺 墨林 浩 師

放
っ
て
お
い
た
ら
悪
い
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
か
？　

ࠠ࣋
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