
平
素
は
、
浄
覚
寺
護
持
発
展

の
た
め
に
格
別
な
る
ご
配
慮
と

ご
協
力
を
賜
り
ま
し
て
、
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
ご
承
知
の
通
り
、
本

年
に
入
り
世
界
中
に
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
が
蔓
延
し
、
そ
の

感
染
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、

三
月
か
ら
は
学
校
の
全
国
一
斉

休
校
や
イ
ベ
ン
ト
等
の
自
粛
が

呼
び
か
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

一
定
の
効
果
は
得
ら
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
三
月
十
九

日
の
専
門
家
会
議
に
よ
る
分
析

結
果
で
は
、
都
市
部
で
は
未
だ

感
染
者
が
増
え
て
お
り
、
さ
ら

な
る
感
染
拡
大
の
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

ま
た
、
そ
の
中
で
集
団
感
染
が

起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

に
は
、
①
換
気
の
悪
い
密
閉
空

間
、
②
人
が
密
集
し
て
い
る
、

③
近
距
離
で
の
会
話
や
発
声
が

行
わ
れ
る
、
と
い
う
三
条
件
が

重
な
る
場
所
で
の
行
動
を
十
分

抑
制
す
る
こ
と
と
の
提
言
が
な

さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
報
道
を
受
け
て
、

三
月
二
十
日
の
春
季
彼
岸
会
は

中
止
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

更
に
は
、
浄
覚
寺
門
信
徒
会
の

役
員
会
を
開
き
ご
相
談
申
し
上

げ
、
四
月
十
八
～
十
九
日
に
予

定
さ
れ
て
お
り
ま
す
報
恩
講
法

要
開
催
の
是
非
を
鑑
み
ま
し
た

が
、
①
本
堂
と
い
う
屋
内
で
の

法
要
で
、
②
多
数
の
参
詣
を
い

た
だ
き
、
③
一
緒
に
読
経
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
、
と
い
う
状
況

を
想
像
し
ま
す
と
、
法
要
を
主

催
す
る
上
で
の
リ
ス
ク
を
避
け

き
れ
な
い
た
め
、
開
催
す
る
こ

と
は
難
し
い
と
の
意
見
で
一
致

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
度
の

報
恩
講
法
要
は
皆
さ
ま
に
参
詣

の
ご
案
内
を
す
る
こ
と
な
く
、

寺
族
だ
け
で
の
内
勤
め
に
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
の
で
お
知
ら
せ
と
お
詫
び
を

申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
四
月
に
開
講
予
定
だ
っ

た
「
雅
楽
教
室
」
並
び
に
「
ヨ

ガ
教
室
」
も
開
催
を
延
期
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
開
講
日
は

追
っ
て
お
知
ら
せ
を
致
し
ま
す

が
、
参
加
者
の
募
集
は
続
け
て

承
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非

と
も
お
申
し
込
み
を
お
願
い
致

し
ま
す
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
恩
を
偲

ぶ
機
会
、
ま
た
仏
法
聴
聞
の
ご

縁
を
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
は

本
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
国

難
に
立
ち
向
か
う
、
今
は
我
慢

の
時
を
迎
え
て
い
る
と
い
う
苦

渋
の
決
断
で
あ
る
こ
と
を
ご
理

解
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

体
調
管
理
に
は
十
分
ご
留
意
い

た
だ
き
、
い
つ
の
日
か
平
穏
な

日
が
来
ま
す
れ
ば
、
ま
た
ご
参

詣
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
衷
心

よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

合
掌

浄
覚
寺
住
職

釋
法
道

浄
覚
寺
門
信
徒
会
会
長

吉
内
久
雄
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本
当
の
も
の
が

わ
か
ら
な
い
と

本
当
で
な
い
も
の
を

本
当
に
す
る

《
真
宗
教
団
連
合
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り
》

第12号

(通算３52号)

今月のクイズ

・浄覚寺本堂のご
本尊は阿弥陀如来
をご安置しており、

右脇壇には宗祖親
鸞聖人をお掛けし
ています。では、

左脇壇にお掛けし
ている方はどなた

でしょうか？

・正解は次号にて。

法
要
中
止
の
お
知
ら
せ
と
お
詫
び
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今
回
も
御
文
章
（
蓮
如
上
人
か
ら
の
お
手

紙
）
を
味
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
月
か
ら
「
猟
す
な
ど
り
章
」
の
お
話
を

始
め
て
お
り
ま
す
。
こ
の
度
は
妄
念
妄
執
に

つ
い
て
解
説
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
妄
」
と
は
「
み
だ
り
」
と
い
う
意
味
で

も
う

す
。
新
型
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め

に
み
だ
り
に
出
歩
い
て
は
い
け
な
い
、
と
い

う
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
が
、

こ
こ
で
は
虚
妄
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、

こ

も
う

嘘
偽
り
と
い
う
意
味
が
合
う
よ
う
で
す
。
嘘

は
真
実
の
反
対
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
「
妄
念
」

も
う
ね
ん

と
は
真
理
に
背
い
た
迷
い
の
心
、
嘘
偽
り
の

考
え
方
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
仏
教
に
は
我
執
と
い
う
言
葉
が
あ

が
し
ゅ
う

り
ま
す
。
「
我
が
強
い
」
な
ど
、
自
分
中
心

の
考
え
に
と
ら
わ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
離
れ
ら

れ
な
い
こ
と
で
、
自
己
中
心
的
な
価
値
観
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
我
執
に
も
と
づ
く
深

い
執
着
心
の
こ
と
を
「
妄
執
」
と
言
い
ま
す
。

し
ゅ
う
じ
ゃ
く
し
ん

も
う
じ
ゅ
う

も
ち
ろ
ん
妄
念
も
我
執
と
い
う
心
か
ら
生

み
出
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
つ
ま
る
と
こ
ろ

自
分
勝
手
な
価
値
基
準
で
あ
る
我
執
と
い
う

心
が
、
複
雑
な
問
題
や
苦
悩
と
い
う
も
の
を

生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
が
「
妄
念
妄
執
の
こ
こ
ろ
」
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

今
月
も
「
じ
ゅ
こ
う
」
を
お
届
け
致
し
ま
す
。

未
だ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

新
潟
の
友
人
がSN

S

に
こ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
載

せ
て
く
れ
ま
し
た
。
「
つ
い
に
地
元
で
も
コ
ロ
ナ
に
感

染
さ
れ
た
方
が…

。
さ
っ
そ
く
そ
の
方
の
責
任
を
追
及

す
る
人
や
、
感
染
者
は
誰
な
の
か
と
い
う
犯
人
探
し
の

よ
う
な
こ
と
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
一
歩
立

ち
止
ま
っ
て
く
だ
さ
い
ね
。
暴
走
気
味
で
す
よ
」
と
。

今
自
分
が
す
べ
き
「
本
当
の
も
の
」
を
、
も
う
一
度

確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

（
釋
法
道
）

一
瞬
先
も
わ
か
ら
な
い
こ
の
命
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
を

大
切
に
し
た
い
と
い
う
心
を
詠
っ
た
も
の
。
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
常
に
移
り
変
わ
る
仏
教
思
想
を
表
現
し
て
い
る
。

表
面
で
も
ご
案
内
し
ま
し
た
が
、
四
月
十
八
日
・
十
九
日

に
開
催
予
定
の
報
恩
講
法
要
は
、
皆
さ
ま
に
参
拝
の
ご
案
内

は
せ
ず
、
内
勤
め
を
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
四
月
か
ら
開
講
予
定
で
し
た
「
雅
楽
教
室
」
・

「
ヨ
ガ
教
室
」
も
開
催
を
延
期
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

再
開
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ら
、
ま
た
ご
案
内
し
ま

す
の
で
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

編集後記

行
事
案
内

御文章に聞く（第10回）

親
鸞
が
九

歳
の
頃
、
出
家

を
決
意
し

訪
れ
た
青
蓮

院
で
「
今
日
は

も
う
遅
い

の
で
明
日
ま

た
い
ら
っ
し
ゃ

い
」
と
言

わ
れ
た
が
、

「
明
日
あ
り
と

思
う
心
の

仇
桜
、
夜
半
に
嵐
の
吹
か
ぬ
も
の
か
は
」

よ

わ

と
い
う
歌
を

詠
み
、
出
家
す

る
こ
と
と

な
っ
た
。
今

は
元
気
で
も
明

日
に
は
い

の
ち
が
終
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

。

『 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。

５ 月

顕
証
寺

住
職
継
職
法
要

並
び
に

蓮
如
忌
法
要

参
拝

日
時

五
月
十
日
（
日
）
十
二
時
よ
り

場
所

久
宝
寺
御
坊

顕
証
寺

集
合
場
所
等
は
来
月
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

明

日
あ

り
と

思

う
心

の

仇

桜

あ

す

お
も

こ
こ
ろ

あ
だ
ざ
く
ら

猟
す
な
ど
り
章
（
一
帖
第
三
通
）

り
ょ
う

し
ょ
う

ま
ず

当
流
の
安
心
の
お
も
む
き
は
、
あ

と
う
り
ゅ
う

あ
ん
じ
ん

な
が
ち
に
わ
が
こ
こ
ろ
の
わ
ろ
き
を
も
・

ま
た

妄
念
妄
執
の
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
を

も
う
ね
ん
も
う
じ
ゅ
う

も
・
と
ど
め
よ
と
い
う
に
も
あ
ら
ず
、
た

だ
あ
き
な
い
を
も
し
奉
公
を
も
せ
よ
・
猟

ほ
う
こ
う

す
な
ど
り
を
も
せ
よ
、

、、


