
令
和
五
年
一
月
一
日
、
新
年

の
ご
挨
拶
と
と
も
に
、
元
旦
会

の
法
要
を
お
勤
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ご
講
師
に
は
谷

町
九
丁
目
の
長
願
寺
ご
住
職
、

新
發
田
恵
司
先
生
を
お
迎
え
し

し

ば

た
け
い
じ

て
、
無
事
に
新
年
を
迎
え
ら
れ

た
こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
、
お
聴

聞
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

先
に
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
の
で
す
が
、
法
要
の

中
の
ご
法
話
部
分
を
収
録
し
て

YouTube

「
浄
覚
寺
チ
ャ

ン
ネ
ル
」
に
載
せ
て
お
り
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
度
の
ご
讃
題
は

回
向
文
と
言
わ
れ
る
、
お
勤
め

え
こ
う
も
ん

の
最
後
に
称
え
ら
れ
る
お
言
葉

で
し
た
。
「
願
以
此
功
徳
、
平

が

ん
に
し
く
ど
く

び
ょ
う

等
施
一
切
、
同
発
菩
提
心
、
往

ど
う
せ
い
っ
さ
い

ど
う
ほ
つ
ぼ
だ
い
し
ん

お
う

生
安
楽
国
（
願
わ
く
は
こ
の
功

じ
ょ
う
あ
ん
ら
く
こ
く

徳
を
も
っ
て
、
平
等
に
一
切
に

施
し
、
同
じ
く
菩
提
心
を
発
し

お
こ

て
、
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
）
」
。

一
般
的
に
回
向
と
は
、
自
己

の
善
行
の
結
果
で
あ
る
功
徳
を

他
に
回
し
向
け
る
と
い
う
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い

な
か
、
中
国
の
善
導
大
師
は
仏

ぜ
ん
ど
う

説
観
無
量
寿
経
を
註
釈
し
た
書

物
に
こ
の
「
願
以
此
功
徳…

」

の
ご
文
を
記
さ
れ
ま
す
。
自
分

自
身
の
内
面
を
よ
く
よ
く
見
つ

め
れ
ば
、
煩
悩
の
中
で
し
か
生

き
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
修
行
を
し
て
善
行
を
積
み

重
ね
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と

気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
私

を
見
捨
て
る
こ
と
な
く
、
自
分

で
積
み
重
ね
る
力
で
は
な
く
、

そ
の
ま
ま
の
私
を
救
い
取
る
た

め
に
す
で
に
仕
上
げ
て
く
だ
さ
っ

た
お
念
仏
の
功
徳
に
よ
っ
て
、

必
ず
お
浄
土
に
往
生
す
る
と
い

う
他
力
の
は
た
ら
き
を
も
た
れ

た
阿
弥
陀
さ
ま
が
お
ら
れ
る
こ

と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

ま
た
、
「
同
じ
く
菩
提
心
を

発
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
菩
提

お
こ心

も
そ
の
ま
ま
読
め
ば
悟
り
を

求
め
る
心
と
な
り
ま
す
。
け
れ

ど
浄
土
真
宗
で
は
自
ら
発
す
心

で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら

与
え
ら
れ
た
信
心
の
こ
と
を
言

い
ま
す
。
他
力
の
菩
提
心
と
も

言
い
ま
す
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

救
い
の
は
た
ら
き
を
疑
い
な
く

受
け
入
れ
た
心
の
こ
と
な
の
で

す
。
そ
の
他
力
の
菩
提
心
（
信

心
）
が
私
を
揺
さ
ぶ
り
、
悟
り

を
求
め
る
私
へ
と
少
し
ず
つ
お

育
て
く
だ
さ
る
の
で
し
ょ
う
。

元
旦
会
の
ご
法
話
の
中
で
は

「
愛
」
と
「
慈
悲
」
と
い
う
言

葉
を
用
い
て
菩
提
心
の
お
心
を

ご
説
明
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
ぜ
ひ
お
聴
聞
く
だ
さ
い
。
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発行元
浄土真宗本願寺派

吉冨山浄覚寺

大阪市平野区

長吉長原３-１-１０

06-6790-8350

信
心
す
な
は
ち
一
心
な
り

い
っ
し
ん

一
心
す
な
は
ち
金
剛
心

こ
ん
ご
う
し
ん

金
剛
心
は
菩
提
心

ぼ

だ

い
し

ん

こ
の
心
す
な
は
ち
他
力
な
り

親
鸞
聖
人
「高
僧
和
讃
」

第4６号

(通算３8６号)

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

浄覚寺ヨガ教室

・2月１5日（水）
10時～11時半

・参加費500円
・浄覚寺本堂にて

☆ヨガマットの無料
レンタルもあります。
お友だちをお誘い合
わせのうえ、お気軽
にご参加ください。

元
旦
会

厳
修

QRコードを
読み取って
ご覧ください
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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
号
で
一
般
的
に
仏
教
で
は
、
信
者
を

出
家
と
在
家
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
お

伝
え
し
ま
し
た
。
確
か
に
在
家
者
は
出
家
者

に
比
べ
て
修
行
や
規
律
の
厳
格
さ
は
軽
減
さ

れ
ま
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
在
家
は
楽
だ
と

か
、
出
家
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
考
え
て
し
ま

う
の
は
早
計
で
す
。

視
点
を
変
え
て
み
れ
ば
、
出
家
者
は
家
族

や
そ
の
他
の
人
間
関
係
、
社
会
的
制
約
の
外

に
い
る
人
で
す
。
世
間
の
し
が
ら
み
が
な
け

れ
ば
、
仏
道
修
行
は
厳
し
く
と
も
そ
れ
以
外

に
思
い
悩
む
こ
と
な
い
は
ず
で
す
。
け
れ
ど
、

在
家
者
は
家
庭
を
始
め
、
社
会
の
諸
問
題
を

抱
え
て
生
き
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味

で
は
、
蓮
如
上
人
が
「
在
家
止
住
の
男
女
た

ら
ん
と
も
が
ら
」
と
言
わ
れ
た
言
葉
に
は
、

悩
み
多
き
在
家
生
活
の
厳
し
さ
が
込
め
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
阿
弥
陀
さ
ま

か
ら
、
在
家
の
生
活
の
中
で
確
か
な
依
り
ど

よ

こ
ろ
を
恵
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
尊
い
仏

道
と
な
る
道
が
開
か
れ
た
と
味
わ
う
の
で
す
。

今
月
も
「
じ
ゅ
こ
う
」
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

新
し
い
一
年
が
始
ま
り
、
早
く
も
一
ヶ
月
が
過
ぎ
ま

し
た
。
今
年
も
色
々
な
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
四
月
に
は
当
山
の
報
恩
講
と
と
も

に
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年

慶
讃
法
要
を
お
勤
め
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
二

月
十
二
日
の
お
経
の
練
習
会
と
併
せ
て
、
ぜ
ひ
ご
予
定

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

長
く
続
い
て
い
る
コ
ロ
ナ
禍
で
す
が
、
五
月
に
大
き

な
転
換
点
を
迎
え
る
よ
う
で
す
。
少
し
ず
つ
以
前
の
法

要
形
態
に
戻
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
（
釋
法
道
）

編集後記

御文章に聞く（第40回）

昔

、
イ
ン

ド
で

は
物
質

に
実
態

は
有

る
の

か
無
い

の
か

な
ど
と

い
う
論

争
が

あ
っ

た
が
、

お
釈

迦
さ
ま

は
中
道

を
説

き
、

ど
ち
ら

も
自

分
の
都

合
に
合

わ
せ

た
見

方
で
あ

る
と

し
て
、

有
無
か

ら
離

れ
る

こ
と
を

説
い

た
。
今

は
「
ジ

ャ
イ

ア
ン

が
の
び

太
に

有
無
も

言
わ
せ

ず
に

命
令

す
る
」

と
い

っ
た
欲

望
む
き

出
し

で
横

暴
な
使

い
方

に
な
っ

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。

有

無

う

む

末
代
無
智
章
（
五
帖
第
一
通
）

ま

つ

だ

い

む

ち
し
ょ
う

末
代
無
智
の
・
在
家
止
住
の
男
女
た

ざ

い

け

し

じ

ゅ

う

な

ん

に

ょ

ら
ん
と
も
が
ら
は
、
こ
こ
ろ
を
ひ
と
つ

に
し
て
・
阿
弥
陀
仏
を
ふ
か
く
た
の
み

ま
い
ら
せ
て
、
さ
ら
に
余
の
か
た
へ
こ

よ

こ
ろ
を
ふ
ら
ず
・
一
心
一
向
に
仏
た
す

い

っ

し

ん

い

っ

こ

う

ぶ

つ

け
た
ま
え
と
申
さ
ん
衆
生
を
ば
、
た
と

し

ゅ

じ
ょ
う

い
罪
業
は
深
重
な
り
と
も
・
か
な
ら
ず

ざ

い

ご

う

じ

ん

じ
ゅ
う

弥
陀
如
来
は
す
く
い
ま
し
ま
す
べ
し
、

こ
れ
す
な
わ
ち
・
第
十
八
の
・
念
仏
往

生
の
誓
願
の
こ
こ
ろ
な
り
、
か
く
の
ご

せ

い

が

ん

と
く
決
定
し
て
の
う
え
に
は
・
ね
て
も

け

つ

じ
ょ
う

さ
め
て
も
い
の
ち
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
、

称
名
念
仏
す
べ
き
も
の
な
り
、

あ
な
か
し
こ

あ
な
か
し
こ

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
・
二
月
十
二
日
（
日
）
十
四
時
よ
り

行
事
・
第
三
回

仏
教
文
化
講
演
会

場
所
・
長
原

浄
覚
寺

講
師
・
当
山

住
職

テ
ー
マ
・
『
新
制

御
本
典
作
法
』
練
習
会

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

令

和
五

年
「

親
鸞

聖
人

御
誕

生
八
五

〇
年

・
立

教
開

宗
八

〇
〇

年
慶

讃
法

要
」

を
機

縁
と
し

て
、

新
た

に
『

御
本

典
作

法
』

と
い
う

お
勤

め
が

制
定

さ
れ

ま
し

た
。
当

山
で

も
四

月
の

報
恩

講
法

要
に

併
修
し

て
記

念
法

要
を

厳
修

し
、

こ
の
お

勤
め

を
依

用
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す
。

お
経

本
は

進
呈

い
た

し
ま

す
。
ぜ

ひ
ご

一
緒

に
練

習
さ

せ
て

い
た

だ
き
ま

し
ょ

う
。

行
事
案
内

当山のYouTube「浄覚寺チャンネル」です。ぜひお聴聞ください。

3月

三
月
二
十
一
日
（
祝
）
十
四
時
よ
り

春
季
彼
岸
会

法
話

朝
山
大
俊
先
生


