
九
月
二
十
二
日
（
祝
）
、
盂

蘭
盆
会
に
引
き
続
き
感
染
防
止

対
策
を
し
っ
か
り
と
整
え
て
、

彼
岸
会
の
法
要
を
お
つ
と
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
色
々

な
ご
意
見
が
あ
る
こ
と
は
承
知

し
て
お
り
ま
す
が
、
で
き
る
こ

と
を
精
一
杯
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
良
い
と
思
い
ま
す
し
、

そ
れ
が
お
寺
の
役
割
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
度
の
ご
講
師
は

大
阪
府
四
條
畷
市
よ
り
加
藤
真

悟
先
生
で
す
。
ご
讃
題
は
親
鸞

聖
人
が
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
浄

土
和
讃
よ
り
「
慈
光
は
る
か
に

じ

こ
う

か
ぶ
ら
し
め
、
ひ
か
り
の
い
た

る
と
こ
ろ
に
は
、
法
喜
を
う
と

ほ

う
き

ぞ
の
べ
た
ま
ふ
、
大
安
慰
を
帰

だ
い
あ
ん
に

き

命
せ
よ
」
。
現
代
語
訳
と
し
て

み
ょ
うは

「
阿
弥
陀
仏
の
慈
し
み
の
光

は
ひ
ろ
く
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
照

ら
し
、
そ
の
光
の
至
り
届
く
と

こ
ろ
で
は
、
す
べ
て
の
も
の
が

喜
び
の
心
を
得
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
大
い
な
る
安
ら
ぎ
と
慰な

ぐ
さ

め
を
与
え
る
大
安
慰
（
阿
弥
陀

仏
）
に
帰
命
（
信
順
）
す
る
が

し
ん
じ
ゅ
ん

よ
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。

仏
教
全
体
の
教
え
で
あ
る
諸し

ょ

行
無
常
か
ら
始
ま
り
、
一
切
皆

ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

い
っ
さ
い
か
い

苦
へ
と
話
が
続
き
ま
す
。
お
釈

く迦
さ
ま
は
「
人
生
は
苦
な
り
」

と
言
わ
れ
た
が
、
苦
し
み
と
は

何
か
、
そ
の
原
因
と
は
何
か
、

逆
に
幸
せ
と
は
何
な
の
か
と
い

う
こ
と
を
、
詳
し
く
お
話
し
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

最
古
の
経
典
の
一
つ
に
『
ス
ッ

タ
ニ
パ
ー
タ
』
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
「
世

俗
の
こ
と
が
ら
に
触
れ
て
も
、

そ
の
人
の
心
が
動
揺
せ
ず
、
憂

い
な
く
、
汚
れ
な
く
、
安
穏
で

あ
ん
の
ん

あ
る
こ
と…

こ
れ
が
こ
よ
な
き

幸
で
あ
る
」
と
あ
り
、
社
会
の

さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
の
中
で
心

が
揺
れ
動

く
こ
と
な

け
れ
ば
、

安
心
し
て

生
き
て
い

け
ま
す
よ

と
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
け
れ

ど
私
自
身
を
振
り
返
っ
た
と
き

に
は
、
損
得
な
ど
に
振
り
回
さ

れ
、
常
に
動
揺
を
作
り
続
け
、

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
が
故
に

苦
し
ん
で
い
る
私
の
姿
が
あ
り

ま
す
。

阿
弥
陀
さ
ま
は
、
そ
ん
な
私

に
努
力
し
て
変
わ
る
こ
と
を
勧

め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
あ

な
た
の
い
の
ち
を
任
せ
て
ほ
し

い
。
揺
れ
動
く
心
が
な
く
な
る

こ
と
は
な
い
が
、
ど
ん
な
こ
と

が
あ
っ
て
も
あ
な
た
の
傍
に
寄

り
添
い
続
け
る
か
ら
」
と
。
も

う
既
に
今
、
働
い
て
お
ら
れ
る

こ
と
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
ょ
う
、
と
の
お
話
で
し
た
。
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長吉長原３-１-１０

06-6790-8350

一
切
の
形
成
さ
れ
た

も
の
は
苦
し
み
で
あ
る
と

明
ら
か
な
智
慧
を
も
っ
て

観
る
と
き
に
、

人
は
苦
し
み
か
ら

遠
ざ
か
り
離
れ
る
。

こ
れ
こ
そ
人
が

清
ら
か
に
な
る
道
で
あ
る
。

《
ダ
ン
マ
パ
タ
》

第18号

(通算３58号)

今月のクイズ

・「浄覚寺」とい

う寺号を本山から

約350年前に許
可されましたが、

それはズバリ何年

でしょうか？

・正解は次号にて。
ヒントはHPにあります。

先
月
の
答
え

：①
1
48
0年

代
で
す

。本
願
寺
第

8代
､蓮

如
上
人
の
時
代
に
描
か
れ
た
よ
う
で
す

。

秋
季
彼
岸
会

厳
修

当山のホームページです。ぜひご覧ください。https://www.joukakuji.org
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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
。

続
け
て
読
ん
で
き
ま
し
た
「
猟
す
な
ど
り

章
」
も
最
後
の
部
分
と
な
り
ま
し
た
。

ま
ず
は
大
意
か
ら
お
伝
え
し
ま
す
。

「
そ
の
お
た
す
け
と
は
、
浄
土
往
生
に
つ
い

て
は
、
お
お
せ
を
聞
く
と
た
ち
ど
こ
ろ
に
決

定
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
浄
土

を
自
ら
の
目
標
と
し
て
生
き
抜
く
、
真
の
生

き
方
を
開
か
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

ご
恩
を
仰
ぎ
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
者
の
自
覚

を
も
っ
て
、
生
涯
念
仏
に
つ
と
め
て
ゆ
く
、

そ
れ
を
信
心
決
定
し
た
者
と
い
う
の
で
す
。
」

本
願
を
信
ず
る
と
は
、
阿
弥
陀
仏
を
価
値

観
の
中
心
に
い
た
だ
き
、
そ
の
教
え
に
し
た

が
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
力
が
恵
ま
れ
る
こ

と
で
す
。
一
途
な
「
信
心
」
と
は
、
そ
の
よ

う
な
生
き
方
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が

「
す
く
い
」
の
内
容
な
の
で
す
。

真
に
拝
む
べ
き
も
の
を
知
ら
さ
れ
、
人
生

の
目
標
を
確
定
し
、
そ
の
実
現
に
向
か
っ
て

生
き
る
、
そ
れ
を
真
実
に
生
き
る
と
い
う
の

で
す
。
さ
と
り
の
浄
土
を
目
指
し
、
〝
い
の

ち
〟
の
か
ぎ
り
、
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
つ
つ
生

き
よ
う
と
努
め
る
。
そ
れ
を
「
信
心
の
行
者
」

と
い
い
ま
す
。

今
月
も
「
じ
ゅ
こ
う
」
を
お
届
け
致
し
ま
す
。

盂
蘭
盆
会
に
引
き
続
き
、
お
彼
岸
の
法
要
も
つ
と
め

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
ま
で
当
た
り
前
に
つ
と
め

て
い
た
法
要
で
あ
り
ま
し
た
が
、
一
座
毎
に
お
つ
と
め

で
き
た
喜
び
と
、
ご
一
緒
に
お
聴
聞
が
で
き
た
嬉
し
さ

を
か
み
し
め
て
お
り
ま
す
。

「
ど
う
せ
死
ぬ
の
に
、
な
ぜ
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
」
と
い
う
問
い
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
、
彼
岸
会
の

ご
講
師
が
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
仏
法
に
遇
う
と

は
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
私
の
苦
を
自
覚
さ
せ
、
そ

ん
な
私
を
放
っ
て
は
お
け
な
い
と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の

慈
悲
に
気
づ
か
さ
れ
、
私
の
生
き
て
い
く
道
が
あ
き
ら

か
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
、
と
の
こ
と
で
し
た
。

今
を
生
き
て
い
く
支
え
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

（
釋
法
道
）

編集後記

御文章に聞く（第15回）

集

落

を

離

れ

た

と

こ

ろ

に

建

て

ら

れ

た

世

間

か

ら

離

れ

て

生

活

を

す

る

人

が

住

む

質

素

な

建

物

。

庵

室

と

も

い

う
。
良

寛
が
暮

ら
し
た

「
五
合

庵
」

り

ょ
う
か
ん

は

、
新

潟
県

燕
市

に

現
存

し
て

い
る

。

『 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。

庵あ

ん

猟
す
な
ど
り
章
（
一
帖
第
三
通
）

り
ょ
う

し
ょ
う

こ
の
う
え
に
は
・
な
に
と
こ
こ
ろ
え
て
念

仏
申
す
べ
き
ぞ
な
れ
ば
、
往
生
は
い
ま
の

信
力
に
よ
り
て
、
御
た
す
け
あ
り
つ
る
か

し

ん

り

き

お

ん

た
じ
け
な
き
御
恩
報
謝
の
た
め
に
、
わ
が

ご

お

ん

ほ

う

し

ゃ

い
の
ち
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
・
報
謝
の
た
め

と
お
も
い
て
・
念
仏
申
す
べ
き
な
り
、
こ

れ
を
当
流
の
安
心
決
定
し
た
る
・
信
心
の

あ

ん

じ

ん

け

つ

じ
ょ
う

行
者
と
は
申
す
べ
き
な
り
、

あ
な
か
し
こ

あ
な
か
し
こ

文
明
三
年
十
二
月
十
八
日

参考 文 献 ：『 御 文章 ひらがな版 を 読む 』 天岸 淨 圓著 本 願寺 出 版 社

日
時
・
十
月
十
七
日
（
土
）
十
四
時
・
十
九
時

行
事
・
永
代
経
法
要

場
所
・
長
原

浄
覚
寺

法
話
・
藤
本
文
隆

先
生
（
奈
良
）

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

こ
の
度
の
永
代
経
法
要
で
は
、
感
染
防
止
対
策
を
次
の
通
り
行
い
ま
す
。

三
密
を
避
け
る
た
め
本
堂
内
の
換
気
を
行
い
、

参
拝
人
数
は
堂
内
25
名
・
境
内
に
15
名
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

マ
ス
ク
着
用
・
手
指
消
毒
・
検
温
・
名
簿
作
成
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

十
九
時
か
ら
の
夜
座
は
座
席
に
余
裕
が
あ
り
ま
す
。

可
能
で
あ
れ
ば
夜
に
お
参
り
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

当
日
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
と
き
は
、
ご
無
理
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

行
事
案
内

当山のホームページです。ぜひご覧ください。https://www.joukakuji.org


