
令
和
に
な
っ
て
初
め
て
の
行
事

と
な
り
ま
し
た
。
五
月
十
一
日

（
土
）
、
今
年
も
同
じ
川
北
組
の

寺
院
で
あ
る
、
久
宝
寺
御
坊
顕
証

寺
さ
ま
のK

A
W
A
C
H
I

蓮
如

忌
法
要
へ
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

今
年
の
ご
法
要
は
御
導
師
に
本

願
寺
堺
別
院
の
水
上
義
乗
ご
輪
番

を
お
迎
え
し
、
ま
た
、
真
宗
木
辺

派
（
※
浄
土
真
宗
は
本
願
寺
派

（
西
）
や
大
谷
派
（
東
）
が
有
名

で
す
が
、
他
に
も
八
派
あ
り
ま
す
。

真
宗
木
辺
派
は
滋
賀
県
野
洲
市
の

錦
織
寺
が
ご
本
山
で
す
。
親
鸞
聖

人
が
関
東
か
ら
帰
洛
の
途
中
で
立

ち
寄
ら
れ
、
こ
の
地
を
ご
教
化
さ

れ
た
こ
と
を
ご
縁
と
さ
れ
た
そ
う

で
す
。
）
の
新
門
様
が
ご
臨
席
の

も
と
お
つ
と
め
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

ご
法
話
の
御
講
師
に
は
真
宗
大

谷
派
の
僧
侶
で
も
あ
り
、
ア
ド
バ

ン
ス
ト
マ
テ
リ
ア
ル
ジ
ャ
パ
ン
株

式
会
社
の
社
長
、
中
村
繁
夫
先
生

が
貴
重
な
体
験
を
お
話
し
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
自
動
車
や
携
帯
電
話

な
ど
で
使
わ
れ
て
い
る
希
少
金
属

（
レ
ア
メ
タ
ル
）
と
い
う
も
の
が

あ
る
よ
う
で
、
そ
れ
を
安
定
供
給

さ
せ
る
た
め
に
、
世
界
中
を
飛
び

回
っ
て
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
世

界
の
中
に
は
や
は
り
恵
ま
れ
な
い

国
や
地
域
が
あ
り
、
そ
の
現
実
を

目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
こ
の
日

本
と
い
う
国
の
有
難
さ
や
勿
体
な

さ
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
と
の

こ
と
。
「
物
が
有
る
こ
と
は
当
た

り
前
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
」

と
お
参
り
く
だ
さ
っ
た
方
か
ら
聞

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
法
要
の
後
は
お
寿
司
や
お
は

ぎ
、
川
北
組
寺
族
青
年
会
に
よ
る

焼
き
そ
ば
や
ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
の
無

料
接
待
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。
住
職
も
法
要
に
出
勤
し

た
後
は
、
焼
き
そ
ば
屋
さ
ん
に
変

身
で
す
。
緊
張
感
の
あ
る
ご
法
要

が
終
わ
っ
て
す
ぐ
に
焼
き
そ
ば
を

二
百
人
分
作
る
の
は
相
当
ハ
ー
ド

で
す
が
、
喜
ん
で
く
だ
さ
る
皆
さ

ん
の
お
顔
を
見
る
と
や
は
り
嬉
し

い
も
の
で
、
毎
年
お
手
伝
い
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
蓮
如
忌
法
要
の
見
ど
こ

ろ
と
い
え
ば
、
や
は
り
八
万
四
千

枚
と
も
い
わ
れ
る
華
葩
が
舞
い
散

け

は

る
大
散
華
で
す
。
色
と
り
ど
り
の

法
衣
を
身
に
ま
と
っ
た
約
百
人
の

僧
侶
に
よ
る
そ
れ
は
、
ま
さ
に
圧

巻
で
す
。
来
年
は
住
職
継
職
奉
告

法
要
も
併
せ
て
の
ご
法
要
と
な
る

よ
う
で
す
。
ぜ
ひ
ご
一
緒
に
参
拝

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
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参
拝

往
生
は

一
人
の
し
の
ぎ
な
り

一
人
一
人

仏
法
を
信
じ
て

後
生
を

た
す
か
る
こ
と
な
り

よ
そ
ご
と
の
や
う
に

思
ふ
こ
と
は

か
つ
は
わ
が
身
を

し
ら
ぬ
こ
と
な
り
と
云
々

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
）
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敬

っ

て

、

大

慈

大

悲

の

阿

弥

陀

如

来

の

尊

前

に
白

し
て

言
さ

く

。

本

日

こ

こ

に

、

龍

谷

末

流

釋

法

道

、

当

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

仏

祖

の

御

前

に

奉

告

す

る

に

あ

た

り

、

当

山

門

信

徒

と

と

も

に

恭

し

く

尊

前

を

荘

厳

し

、

有

縁

の

法

類

の

証

誠

を

仰

ぎ

つ

つ

懇

ろ

に

聖

教

を

読

誦

し

て

、

歴

代

住

職

、

並

び

に

、

門

徒

同

行

へ

の

報

謝

と

住
職

継
職

の
決

意

を
述

べ
奉

る

。

そ

れ

惟

れ

ば

、

阿

弥

陀

如

来

は

流

転

の

凡

愚

を

憐

れ

み

て

大

悲

の

誓

願

を

成

就

し

、

極

楽

世

界

を

建

立

し

て

苦

悩

の

衆

生

を

招

喚

し

給

い

。

釈

迦

如

来

は

『

大

無

量

寿

経

』

を

宣

説

し

て

一
切

の
群

生
を

発

遣
し

給
う

。

七

高

僧

は

二

尊

遣

喚

の

意

を

宣

述

し

、

宗

祖

親

鸞

聖

人

は

仏

祖

の

正

意

を

受

け

伝

え

て

本

願

力

回

向

の

教

法

を

顕

示

し

、

こ

れ

を

浄

土

真

宗

と
名

付
け

給
え

り

。

顧

み

る

に

、

当

吉

冨

山

に

聖

人

の

遺

風

を

仰

ぎ

て

、

浄

土

真

宗

の

法

幢

を

掲

げ

し

よ

り

三

百

五

十

年

。

歴

代

の

住

職

、

正

法

の

宣

流

怠

る

こ

と

な

く

聞

法

道

場

の

面

目

を

発

揮

し

、

門

徒

同

行

ま

た

よ

く

そ

の

化

導

に

し

た

が

い

、

相

携

え

て

法
義

の
護

持
発

展

に
努

む
。

こ

れ

に

よ

っ

て

念

仏

の

声

四

囲

に

満

ち

、

大

悲

の

摂

化

は

自

ず

か

ら

そ

の

力

用

を

あ

ら

わ

し

給

え
り

。

こ

こ

に

末

学

釋

法

道

、

身

は

甚

だ

愚

鈍

に

し

て

力

及

ば

ず

と

い

え

ど

も

、

仏

祖

の

冥

加

と

当

山

歴

代

の

恩

恵

を

受

け

て

浄

覚

寺

住

持

の

職

に

就

く
。

希

わ

く
は

、

今

日

よ

り
以

後

、

有

縁

の
法

類

、

並

び

に

、

門

徒

同

行

の

更

な

る

助

力

を

仰

い

で

ひ

た

す

ら

法

義

宣

揚

に

精

進

し

、

も

っ

て

自

行

化

他

、

自

信

教

人

信

の

聖

訓

に

添

い

奉

ら

ん

こ

と

を

、

一

切

三

宝

大

悲

を

垂

れ

て

、

哀

愍

納

受

し

給
え

。

『
じ
ゅ
こ
う
』
第
二
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
顕
証
寺
さ
ま
は
、
本
願
寺
第
八
世
蓮

如
上
人
の
開
か
れ
た
お
寺
で
、
後
を
任
さ
れ
た
六
男
の
蓮
淳
さ
ま

よ
り
そ
の
血
脈
は
、
途
絶
え
る
こ
と
な
く
今
日
に
続
い
て
お
ら
れ

ま
す
。

今
月
の
法
語
は
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
よ
り
い
た
だ
き

ま
し
た
。
「
往
生
は
一
人
の
し
の
ぎ
な
り
」
と
は
、
往
生
は
一
人

一
人
の
身
に
成
就
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
、
一
人
一
人
が
仏
法

を
信
じ
て
、
こ
の
た
び
浄
土
に
往
生
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

往
生
と
い
う
私
の
い
の
ち
の
問
題
は
、
誰
に
も
変
わ
っ
て
も
ら

う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
人
ご
と
で
は
な
く
、
私
自
身
の
こ
と
と

し
て
、
ま
た
先
の
話
で
は
な
く
今
解
決
す
べ
く
問
題
と
し
て
、
お

聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
六
月
十
六
日
、
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

（
釋
法
道
）

日
時
・
六
月
十
六
日
（
日
）
十
四
時
よ
り

行
事
・
仏
さ
ま
の
お
話
を
聞
く
会

場
所
・
長
原

浄
覚
寺

法
話
・
当
山
住
職

釋
法
道

（
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

先月より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ています。今号は新住職です。

「

一
挨

一
拶

」
と

い
う
禅

語
か

ら

き
て

い
る

。
挨

は
「

押
す
、

攻
め

込

む
」

、
拶

は
「

迫
る

、
切
り

返
す

」

と
い

う
意

味
で

、
師

と
弟
子

の
僧

や

修
行

僧
同

士
が

相
手

の
さ
と

り
の

深

浅
を
試
す
真
剣
勝
負
を
挨
拶

と
い
う
。

形
式

だ
け

に
な

り
や

す
い
挨

拶
で

す

が
心

と
心

を
つ

な
ぐ

大
切
な

も
の

。

『 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。

七月
七
月
二
十
一
日
（
日
）
十
時
～
十
六
時

『
こ
ど
も
会

夏
の
つ
ど
い
』

今
年
も
流
し
そ
う
め
ん
で
す
。
ご
予
定
く
だ
さ
い
。

挨

拶

あ

い

さ

つ


