
本
来
で
あ
れ
ば
十
一
月
十
五

日
は
本
願
寺
津
村
別
院
の
報
恩

講
参
拝
。
二
十
七
日
は
久
宝
寺

御
坊
、
顕
証
寺
さ
ま
の
報
恩
講

へ
参
拝
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
予

定
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
け

れ
ど
、
両
寺
院
か
ら
は
コ
ロ
ナ

禍
の
影
響
で
規
模
を
縮
小
し
て

勤
め
る
と
の
ご
連
絡
が
あ
り
、

ま
た
移
動
の
た
め
に
は
電
車
や

タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
に

な
る
た
め
、
当
山
か
ら
の
団
体

参
拝
と
し
て
は
中
止
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
来
年

は
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

今
月
の
じ
ゅ
こ
う
で
は
「
浄

土
真
宗
の
教
章
」
と
い
う
も
の

を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

教
章
と
は
要
旨
と
言
い
換

え
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。

「
私
の
歩
む
道
」
と
い
う

副
題
も
付
い
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
ご
宗
旨
の
正
式

名
称
は
何
で
す
か
？
浄
土

真
宗
と
は
ど
ん
な
教
え
で

す
か
？
そ
ん
な
問
い
に
一

言
で
答
え
る
な
ら
ば
と
い

う
こ
と
で
、
み
教
え
を
ご

理
解
い
た
だ
く
一
助
と
な

れ
ば
幸
い
で
す
。

宗
名

浄
土
真
宗

宗
祖

親
鸞
聖
人

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

ご
誕
生

一
一
七
三
年

五
月
二
十
一
日
（
旧
暦

承
安
三
年
四
月
一
日
）

じ
ょ
う
あ
んご

往
生

一
二
六
三
年
一
月

十
六
日
（
旧
暦

弘
長
二
年
十

こ
う
ち
ょ
う

一
月
二
十
八
日
）

宗
派

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

本
山

龍
谷
山
本
願
寺

り
ゅ
う
こ
く
ざ
ん

（
西
本
願
寺
）

本
尊

阿
弥
陀
如
来

（
南
無
阿
弥
陀
仏
）

聖
典

・
釈
迦
如
来
が
説
か
れ

た
「
浄
土
三
部
経
」

『
仏
説
無
量
寿
経
』

『
仏
説
観
無
量
寿
経
』

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』

・
宗
祖

親
鸞
聖
人
が

著
述
さ
れ
た
主
な
聖
教

『
正
信
念
仏
偈
』

（
『
教
行
信
証
』
行
巻

末
の
偈
文
）

『
浄
土
和
讃
』

『
高
僧
和
讃
』

『
正
像
末
和
讃
』

・
中
興
の
祖

蓮
如
上
人
の
お

手
紙

『
御
文
章
』

教
義

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力

に
よ
っ
て
信
心
を
め
ぐ
ま
れ
、

念
仏
を
申
す
人
生
を
歩
み
、
こ

の
世
の
縁
が
尽
き
る
と
き
浄
土

に
生
ま
れ
て
仏
と
な
り
、
迷
い

の
世
に
還
っ
て
人
々
を
教
化
す

る
。

生
活

親
鸞
聖
人
の
教
え
に
み

ち
び
か
れ
て
、
阿
弥
陀
如
来
の

み
心
を
聞
き
、
念
仏
を
称
え
つ

つ
、
つ
ね
に
わ
が
身
を
ふ
り
か

え
り
、
慚
愧
と
歓
喜
の
う
ち
に
、

ざ

ん
ぎ

か

ん
ぎ

現
世
祈
祷
な
ど
に
た
よ
る
こ
と

げ

ん

ぜ

き

と
う

な
く
、
御
恩
報
謝
の
生
活
を
送

ご

お
ん
ほ
う
し
ゃ

る
。

宗
門

こ
の
宗
門
は
、
親
鸞
聖

人
の
教
え
を
仰
ぎ
、
念
仏
を
申

す
人
々
の
集
う
同
朋
教
団
で
あ

ど
う
ぼ
う

り
、
人
々
に
阿
弥
陀
如
来
の
智

慧
と
慈
悲
を
伝
え
る
教
団
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
他
と

じ

た

も
に
心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
の

で
き
る
社
会
の
実
現
に
貢
献
す

る
。
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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

本
願
を
信
じ

念
仏
を
申
さ
ば

仏
に
成
る

《
歎
異
抄

第
十
二
条
》

第20号

(通算３60号)

今月のクイズ

・浄覚寺（浄土真
宗）のご本尊、阿
弥陀さまには、木

像でも絵像でも、
光背（頭の後ろか

ら出ている放射状
の光）があります。
何本出ているでしょ

うか？

・正解は次号にて。

先
月
の
答
え

：阿
弥
陀
さ
ま
の
前
へ
の
傾
き
は

､今
既
に
私
に
働
き
か
け
て
お
ら
れ
る
姿
で
す

｡

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

報
恩
講
参
拝

中
止

浄土真宗の教章（私の歩む道）
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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
。

今
月
も
女
性
の
差
別
に
つ
い
て
お
伝
え
し

ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
が
お
生
ま
れ
に
な
る
前

の
イ
ン
ド
に
は
、
人
々
を
生
ま
れ
に
よ
っ
て

差
別
し
た
カ
ー
ス
ト
制
度
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
し
た
（
そ
の
価
値
観
は
今
で
も
あ
る
よ

う
で
す
が…

）
。
お
釈
迦
さ
ま
は
そ
の
制
度

に
厳
し
く
否
定
の
立
場
を
取
ら
れ
、
男
女
平

等
に
救
わ
れ
る
仏
教
を
説
か
れ
ま
し
た
。
で

す
が
、
そ
の
仏
教
教
団
の
中
に
も
「
五
障
」

ご
し
ょ
う

と
い
う
差
別
が
女
性
に
は
あ
っ
た
の
で
す
。

五
障
と
は
、
女
性
は
転
輪
聖
王
、
帝
釈
天
、

て
ん
り
ん
じ
ょ
う
お
う

た
い
し
ゃ
く
て
ん

梵
天
、
第
六
天
の
魔
王
、
仏
に
な
れ
な
い
と

ぼ
ん
て
ん

だ
い
ろ
く
て
ん

ま

お

う

ぶ

つ

い
う
も
の
で
す
。
「
転
輪
聖
王
」
と
は
古
代

イ
ン
ド
の
人
々
が
考
え
た
、
武
力
を
用
い
ず

に
世
界
を
統
治
す
る
理
想
的
な
帝
王
の
こ
と
。

「
帝
釈
天
・
梵
天
・
第
六
天
の
魔
王
」
と
は

世
俗
の
世
界
を
支
配
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
イ
ン
ド
の
神
々
の
こ
と
。
ま
た
「
仏
」
と

は
す
べ
て
の
人
々
を
導
く
仏
陀
の
こ
と
で
す
。

ぶ

っ

だ

つ
ま
り
、
女
性
に
は
世
間
的
に
も
宗
教
的
に

も
、
指
導
力
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
持
た
せ

な
い
と
い
う
差
別
の
こ
と
で
す
し
、
女
性
は

仏
に
成
れ
な
い
性
を
意
味
す
る
と
ま
で
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
ど
れ
だ
け
仏
教
に

救
い
を
求
め
て
も
、
か
な
え
ら
れ
な
い
絶
望

を
表
し
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
は
宗
教
的
に
も
社
会
的
に
も

差
別
さ
れ
た
女
性
の
こ
と
を
思
い
「
女
人
成

仏
の
願
」
と
い
う
願
い
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

今
月
も
「
じ
ゅ
こ
う
」
を
お
届
け
致
し
ま
す
。

十
二
月
の
行
事
は
こ
ど
も
会
で
す
。
夏
は
中
止
と
し

ま
し
た
が
、
こ
の
度
は
対
策
を
整
え
て
、
制
作
を
中
心

に
開
催
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
賛
同
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

皆
さ
ま
、
何
ら
か
の
保
険
に
は
加
入
さ
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
自
動
車
保
険
や
医
療
保
険
な
ど
様
々
な
種

類
が
あ
り
ま
す
。
普
段
何
事
も
な
け
れ
ば
無
駄
な
お
金

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

い
ざ
事
故
を
し
た
と
き
、
病
気
に
な
っ
た
と
き
に
、
そ

れ
か
ら
加
入
し
よ
う
と
思
っ
て
も
断
ら
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
平
穏
な
と
き
こ
そ
加
入
の
タ
イ
ミ
ン
グ
な
の
で
す
。

仏
法
も
同
じ
で
す
。
普
段
は
不
必
要
と
い
う
声
も
聞

き
ま
す
が
、
何
か
が
起
こ
っ
て
か
ら
で
は
な
く
、
今
が

お
聴
聞
の
絶
好
の
タ
イ
ミ
ン
グ
な
の
で
す
。
（
釋
法
道
）

編集後記

御文章に聞く（第17回）

仏

の
救
済

に
出

逢
う
こ

と
で
恐

怖
や

不
安

か
ら
解

放
さ

れ
、
安

ら
か
に

生
き

て
い

け
る
境

地
の

こ
と
を

い
う
。

社
会

の
様

々
な
事

象
に

対
し
て

、
人
は

苦
し

み
や

不
安
を

感
じ

る
が
、

仏
教
は

そ
の

事
象

を
消
し

去
る

の
で
は

な
く
、

そ
の

事
象

を
見
る

自
分

が
変
わ

っ
て
い

く
教

え
で

あ
る
。

そ
の

こ
と
で

事
象
に

対
す

る
ア

プ
ロ
ー

チ
も

変
わ
っ

て
い
き

、
社

会
も

変
わ
っ

て
い

く
の
で

あ
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。

安

心

あ

ん

じ

ん

い
ま
の
世
章
（
四
帖
第
十
通
）

よ

し
ょ
う

今
の
世
に
あ
ら
ん
女
人
は
・
み
な
み
な
こ

に

ょ
に
ん

こ
ろ
を
一
つ
に
し
て
・
阿
弥
陀
如
来
を
ふ

か
く
た
の
み
た
て
ま
つ
る
べ
し
、
そ
の
ほ

か
に
は
・
い
ず
れ
の
法
を
信
ず
と
い
う
と

も
・
後
生
の
た
す
か
る
と
い
う
こ
と
・
ゆ

ご

し
ょ
う

め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
と
お
も
う
べ
し
、

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
二
月
二
十
日
（
日
）
十
三
時
～
十
六
時

行
事
・
浄
覚
寺
こ
ど
も
会

冬
の
つ
ど
い

内
容
・
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
な
ど
（
別
紙
参
照
）

申
し
込
み
・
十
二
月
十
三
日
ま
で
に
お
寺
ま
で

ご
連
絡
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
）

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

一
月
一
日
（
祝
）
十
四
時
よ
り

元
旦
会

法
話

苗
村
隆
之
先
生

1月


