
 

寂光院だより 
 

音
を
観
（
み
）
る
！ 

 

観
音
は
正
し
く
は
観
世
音
で
す
。
文
字
通

り
「
世
の
音
を
観
る
」
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
音
は
聞
く
も
の
で
は
な
い
か
と
お
っ
し

ゃ
る
む
き
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
観

音
様
の
お
は
た
ら
き
で
あ
る
「
慈
悲
」
を
考

え
る
と
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

 

こ
の
言
葉
は
奥
の
深
い
言
葉
で
す
が
、
と

り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
「
慈
」
と
は
共
に
喜

ぶ
、「
悲
」
と
は
共
に
悲
し
む
、
と
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
実
は
「
世
の
音
」
と
は
、
人
の

喜
び
、
悲
し
み
、
苦
し
み
、
悩
み
の
こ
と
、

観
る
と
は
「
理
科
の
実
験
観
察
」
と
同
様
じ

っ
く
り
と
見
極
め
る
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

《
慈
》
共
に
喜
ぶ 

 

さ
て
喜
び
事
が
あ
る
時
、
あ
な
た
な
ら
ど

う
さ
れ
ま
す
か
。
誰
か
に
早
く
伝
え
た
い
、

聞
い
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
例

え
ば
子
供
が
学
校
で
百
点
と
っ
て
帰
っ
て
く

る
と
し
ま
す
。
こ
の
喜
び
を
早
く
伝
え
た
い

と
答
案
用
紙
ち
ぎ
れ
ん
ば
か
り
に
振
っ
て
駆

け
て
帰
っ
て
来
る
。「
お
母
さ
ん
聞
い
て
よ
聞

い
て
よ
、
ほ
ら
、
僕
今
日
百
点
採
っ
た
ん
だ

よ
」、
そ
の
時
お
母
さ
ん
が
、「
そ
り
ゃ
、
よ

か
っ
た
ね
」
と
子
供
を
抱
き
し
め
れ
ば
、
そ

の
子
は
心
か
ら
満
足
す
る
で
し
ょ
う
。
喜
び

事
は
一
緒
に
な
っ
て
喜
ん
で
く
れ
る
人
が
い

れ
ば
喜
び
ご
と
は
倍
増
し
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
喜
び
ご
と
な
ら
、
誰
も
黙
っ
て

は
い
ま
せ
ん
、
声
に
出
し
て
伝
え
た
く
な
り

ま
す
か
ら
、
観
音
様
も
の
ん
び
り
昼
寝
を
し

て
み
え
て
も
聞
き
逃
す
こ
と
は
な
い
で
し
ょ

う
。 

  

《
悲
》
共
に
悲
し
む 

 

悲
し
み
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
子
供

が
け
が
を
し
て
泣
い
て
帰
っ
て
く
る
。 

そ
ん
な
時
お
母
さ
ん
が
、
素
っ
飛
ん
で
行
っ
て

「
痛
か
っ
た
ね
、
痛
か
っ
た
ね
」
と
な
で
て
さ

す
っ
て
や
る
だ
け
で
子
供
は
泣
き
や
み
ま
す
。 

悲
し
み
は
お
互
い
が
悲
し
み
あ
う
こ
と
に
よ

っ
て
悲
し
み
は
半
減
し
ま
す
。
苦
し
い
時
、
つ

ら
い
時
も
、
こ
の
や
る
せ
な
い
気
持
ち
を
わ
か

っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
と
い
う
だ
け
で
心
は

癒
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
本
当
に
心
底
悲
し
い

時
、
苦
し
い
時
、
声
を
上
げ
る
こ
と
も
、
涙
も
、

う
め
き
声
で
な
い
放
心
状
態
の
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
誰
も
い
な
い
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま
い

た
い
、
こ
の
世
か
ら
消
え
去
り
た
い
と
思
う
こ

と
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
こ
そ
観
音

様
の
出
番
で
す
。
音
に
頼
ら
ず
、
じ
っ
く
り
と

声
な
き
声
を
見
極
め
る
観
世
音
の
不
断
の
観

察
力
が
必
要
で
す
。
観
音
様
は
お
仕
事
は
慈
悲

で
す
が
、
慈
よ
り
も
悲
に
本
領
を
発
揮
さ
れ
る

と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
観
音
様

の
お
住
ま
い
を
お
寺
で
は
「
観
音
堂
」
と
言
い

ま
す
が
、
正
式
に
は
「
大
悲
殿
」
と
か
「
大
悲

閣
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
。 

観
音
様
の
お
住
ま
い
は
山
の
上 

 

観
音
様
の
お
住
ま
い
は
古
代
イ
ン
ド
の
言

葉
で
「
ポ
ー
タ
ー
ラ
カ
」
そ
れ
を
音
写
つ
ま

り
漢
字
に
置
き
換
え
て
「
補
陀
洛
山
」
と
い

い
ま
す
。
観
音
様
の
お
寺
に
山
寺
が
多
い
の

は
、
も
と
も
と
観
音
様
は
高
い
と
こ
ろ
か
ら

じ
っ
と
慈
悲
の
心
で
我
々
を
見
守
っ
て
下
さ

っ
て
い
る
か
ら
で
す
。 

 

寂
光
院
の
観
音
様
も
や
は
り
山
の
上
の

「
大
悲
閣
」
で
す
。
そ
こ
か
ら
「
犬
山
」
と

言
わ
ず
、
ず
っ
と
は
る
か
彼
方
の
ど
こ
ま
で

も
、
く
ま
な
く
見
守
っ
て
お
い
で
に
な
る
の

で
す
。 
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継
鹿
尾
（
つ
が
お
）
の
観
音
様 

 
木
曽
川
畔
に
そ
び
え
る
継
鹿
尾
山
寂
光
院

は
四
季
折
々
の
風
情
は
見
事
で
、
春
は
桜
花
、

夏
は
緑
、
冬
は
雪
、
こ
と
の
ほ
か
秋
の
紅
葉
は

「
も
み
じ
で
ら
」
の
愛
称
を
い
た
だ
く
ほ
ど
の

山
寺
で
す
。 

 

し
か
し
寂
光
院
と
い
え
ば
、
県
下
最
古
刹
の

千
手
観
音
霊
場
で
、
古
来
よ
り
「
継
鹿
尾
（
つ

が
お
）
の
観
音
さ
ま
」「
厄
除
け
の
観
音
さ
ま
」 

と
親
し
ま
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
何
と
言
っ
て

も
思
わ
ず
手
を
合
わ
せ
て
し
ま
う
そ
の
美
し

い
お
姿
は
よ
く
書
物
の
表
紙
に
登
場
さ
れ
ま

す
が
、
幾
世
紀
も
の
間
に
何
百
万
、
何
千
万
、

い
や
、
何
億
の
方
が
こ
の
観
音
様
に
お
参
り
に

な
ら
れ
、
生
き
る
力
を
い
た
だ
か
れ
た
か
と
思

い
を
は
せ
ま
す
と
、
や
は
り
寂
光
院
は
「
も
み

じ
で
ら
」
よ
り
は
「
継
鹿
尾
の
観
音
さ
ま
」
の

愛
称
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

 

◆
音
を
観
（
み
）
る
！ 
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