
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
日
・

二
十
一
日
、
両
日
と
も
こ
れ
以
上

な
い
晴
天
の
中
、
初
日
は
「
報
恩

講
法
要
」
、
二
日
目
に
は
浄
覚
寺

の
「
開
基
三
百
五
十
年
記
念
法
要
」

と
「
第
十
世
住
職
継
職
奉
告
法
要
」

を
お
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

二
日
目
の
記
念
法
要
に
先
立
ち
、

奏
楽
員
に
よ
る
雅
楽
の
演
奏
の
中
、

四
十
八
名
の
子
ど
も
た
ち
、
保
護

者
や
お
坊
さ
ま
を
合
わ
せ
る
と
総

勢
二
百
人
に
迫
る
皆
さ
ま
と
一
緒

に
、
稚
児
行
列
で
花
を
添
え
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
ご
法
要
は
浄
土
真
宗

の
要
の
経
典
で
あ
る
仏
説
無
量
寿

経
を
も
と
に
作
ら
れ
た
『
無
量
寿

経
作
法
』
を
中
心
と
し
て
、
阿
弥

陀
さ
ま
の
周
り
を
花
片
を
模
し
た

華
葩
を
撒
き
散
ら
す
散
華
を
し
な

け

は

さ
ん
げ

が
ら
、
時
計
回
り
に
回
る
行
道
と

ぎ
ょ
う
ど
う

い
う
作
法
を
行
い
ま
し
た
。
散
華

も
行
道
も
、
お
敬
い
す
る
仏
さ
ま

の
お
徳
を
讃
え
る
作
法
で
す
が
、

特
に
行
道
は
一
般
寺
院
の
日
常
で

使
う
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。

継
職
法
要
と
い
う
、
ま
さ
に
一
生

に
一
度
し
か
用
い
な
い
作
法
で
し

た
の
で
、
本
当
に
感
慨
深
い
も
の

で
し
た
。

ま
た
、
そ
れ
以
外
に
も
ご
本
山

よ
り
「
お
祝
い
の
こ
と
ば
」
の
伝

達
を
い
た
だ
い
た
り
、
前
住
職
と

新
住
職
に
よ
る
表
白
（
表
敬
告
白
）

が
あ
り
ま
し
た
。
前
住
職
は
開
基

三
百
五
十
年
へ
の
思
い
と
住
職
退

任
に
あ
た
り
感
謝
の
念
を
告
白
し
、

新
住
職
は
歴
代
の
住
職
や
門
信
徒

へ
の
感
謝
と
住
職
就
任
に
あ
た
り

抱
負
を
述
べ
る
表
白
と
な
り
ま
し

た
。
（
裏
面
で
ご
紹
介
し
ま
す
。
）

記
念
法
要
に
引
き
続
い
て
は
、

ご
本
山
で
長
く
仏
教
婦
人
会
連
盟

の
講
師
を
務
め
て
お
ら
れ
た
、
大

分
県
正
善
寺
の
藤
井
邦
麿
先
生
に

よ
る
記
念
法
話
。
ま
た
、
記
念
品

の
贈
呈
や
御
礼
の
挨
拶
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
記
念
式
典
が
あ
り
、

二
日
間
の
法
要
が
幕
を
閉
じ
ま
し

た
。
法
要
当
日
は
ハ
プ
ニ
ン
グ
も

あ
り
ま
し
た
が
、
無
事
に
つ
と
め

ら
れ
た
こ
と
に
安
堵
し
て
お
り
ま

す
。総

代
さ
ま
や
法
要
委
員
会
の
皆

さ
ま
に
は
一
年
以
上
も
前
か
ら
準

備
を
お
願
い
し
て
き
ま
し
た
。
ま

た
、
多
く
の
方
々
か
ら
の
ご
協
力

も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を

借
り
て
、
深
く
御
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。
皆
さ
ま
の
思
い
を
支
え
と

し
て
、
浄
覚
寺
の
護
持
発
展
の
た

め
、
ま
た
ご
法
義
繁
盛
の
た
め
に
、

住
職
と
し
て
尽
力
し
て
ま
い
り
ま

す
。
今
後
と
も
ど
う
ぞ
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。
合
掌
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敬

っ

て

、

大

慈

大

悲

の

阿

弥

陀

如

来

の

御

前

に
申

し
上

げ
ま

す

。

本

日

こ

こ

に

、

恭

し

く

尊

前

を

荘

厳

し

、

懇

ろ

に

経

典

を

読

誦

し

て

、

吉

冨

山

浄

覚

寺

開

基

三

百

五

十

年

記

念

法

要

、

並

び

に

、

第

十

世

住

職
継

職
奉

告
法

要

を
お

つ
と

め

い
た

し
ま

す
。

思

え

ば

、

当

山

浄

覚

寺

は

今

日

よ

り

遡

る

こ

と

三

百

五

十

年

前

、

寛

文

九

年

に

浄

覚

寺

の

寺

号
を

本
山

本
願

寺

よ
り

下
附

さ

れ
ま

し
た

。

爾

来

、

幾

多

の

時

代

を

乗

り

越

え

て

歴

代

住

職

、

並

び

に

、

多

く

の

門

信

徒

と

共

に

念

仏

の

根

本

道

場

と

し

て

、

ご

法

義

が

相

続

さ

れ

て

ま

い
り

ま
し

た
。

顧

み

ま

す

れ

ば

、

大

坂

の

地

、

と

り

わ

け

こ

の

長

原

の

地

は

お

念

仏

の

土

徳

に

彩

ら

れ

、

支

え
ら

れ
て

き
た

郡

で
あ

り
ま

す

。

当

山

に

浄

土

真

宗

の

法

灯

が

掲

げ

ら

れ

て

よ

り

三

百

五

十

年

の

間

、

歴

代

の

住

職

は

宗

祖

親

鸞

聖

人

の

み

教

え

を

仰

ぎ

、

怠

る

こ

と

な

く

正

法

宣

布

に

専

念

し

、

門

徒

同

行

も

よ

く

お

念

仏

の

心

を

汲

み

な

が

ら

、

共

に

協

力

し

て

ご

法

義

の

繁
盛

に
努

め
て

ま

い
り

ま
し

た

。

こ

の

よ

う

な

念

仏

の

声

が

う

ね

り

と

な

り

、

聞

法

の

道

場

と

し

て

い

よ

い

よ

栄

え

る

こ

と

と

な

り

ま

し

た

。

こ

れ

も

ひ

と

え

に

仏

祖

、

並

び

に

、

宗

祖

親

鸞

聖

人

の

ご

苦

労

の

賜

で

あ

り

ま

す

。本

日

こ

こ

に

、

第

九

世

住

職

の

退

任

に

あ

た

り

、

就

任

よ

り

三

十

有

余

年

、

仏

祖

の

ご

照

覧

の

も

と

門

信

徒

、

並

び

に

、

有

縁

の

方

々

に

身

に

余

る

お

育

て

を

賜

り

な

が

ら

、

住

職

の

任

を

終

え

ら

れ

ま

す

こ

と

は

存

外

の

喜

び

で

あ

り

ま

す

。こ

の

上

は

、

新

し

い

時

代

に

向

け

て

第

十

世

新

住
職

の
も

と
、

寺
族

・
門

信
徒

・
有

縁
の

方

々

と

共

々

に

手

を

携

え

、

念

仏

往

生

の

道

を

歩

ま

れ

ん
こ

と
を

、

吉
冨

山

浄
覚

寺

第

九
世

住

職

釋
法

乗

謹

ん
で

申
し

上
げ

ま

す
。

住
職
が
変
わ
り
、
新
製
『
じ
ゅ
こ
う
』
を
お
届
け
し
ま
す
。

記
念
法
要
の
疲
れ
と
後
片
付
け
、
慣
れ
な
い
新
聞
作
り
と
、
い

き
な
り
言
い
訳
ば
か
り
に
な
り
ま
す
が
、
発
刊
が
遅
く
な
り
ま
し

た
こ
と
お
許
し
く
だ
さ
い
。

四
月
二
十
日
、
二
十
一
日
の
記
念
法
要
で
は
皆
さ
ま
に
大
変
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
方
に
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。

ま
た
、
「
他
人
事
で
は
な
い
か
ら
」
と
の
法
要
委
員
会
の
皆
さ
ま

の
思
い
を
支
え
と
し
て
無
事
に
つ
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

重
ね
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

新
し
い
令
和
の
時
代
と
な
り
ま
し
た
。
時
代
が
変
わ
っ
て
も
変

わ
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
親
鸞
さ
ま
の
残
し
て
く
だ

さ
っ
た
念
仏
往
生
の
み
教
え
で
す
。
生
き
る
拠
り
処
と
な
り
ま
す
。

た
だ
、
伝
え
方
は
時
代
に
応
じ
て
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

少
し
ず
つ
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

(

釋
法
道)

日
時
・
五
月
十
一
日
（
土
）
十
二
時
よ
り

行
事
・
蓮
如
忌
法
要

参
拝

場
所
・
久
宝
寺
御
坊

顕
証
寺

集
合
・
午
前
十
一
時
に
出
戸
イ
オ
ン
横
の

タ
ク
シ
ー
乗
り
場
に
ご
集
合
く
だ
さ
い

（
な
お
、
当
日
の
お
参
り
は
お
休
み
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）

編集後記

行
事
案
内

記念法要のパンフレットに記載できなかった新旧住職の
表白をご紹介します。今号は前住職です。

昨

年
末

に
刊

行
さ

れ
た
『

気
に

な

る
仏

教
語

辞
典

』
で

す
。

イ

ラ
ス

ト
と

一
緒

に
仏
教

用
語

を

わ
か

り
や

す
く

解
説

し
て
あ

り
ま

す

の
で

、
毎

号
一

つ
ず

つ
ご
紹

介
し

て

い
き

た
い

と
思

い
ま

す
。
著

者
の

麻

田
弘

潤
氏

は
新

住
職

の
同
級

生
。

消

し
ゴ

ム
は

ん
こ

作
り

を
楽
し

ん
で

貰

い
な

が
ら

、
体

験
的

に
仏
教

思
想

を

学
ぶ

こ
と

が
で

き
る

ワ
ー
ク

シ
ョ

ッ

プ
を

全
国

各
地

で
行

っ
て
い

ま
す

。

『 気 にな る 仏 教語 辞 典 』

著・麻田弘潤 誠文堂新光社

仏教にまつわる用語をイラストと

わかりやすい言葉で読み解かれてい

ます。ぜひお買い求めください。


