
六
月
は
お
寺
と
し
て
の
行
事

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

当
山
の
状
況
、
特
に
本
堂
に
つ

い
て
の
現
状
を
お
伝
え
し
よ
う

と
思
い
ま
す
。

当
山
は
平
成
三
十
一
年
に
本

山
よ
り
「
浄
覚
寺
」
と
い
う
寺

号
を
下
附
さ
れ
て
三
百
五
十
年

の
記
念
法
要
を
お
つ
と
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
れ

以
前
の
時
間
も
併
せ
る
と
約
四

百
年
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

現
在
の
本
堂
は
、
棟
札
を
確

む
な
ふ
だ

認
し
た
わ
け
で
は
な
く
確
か
な

こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
内
陣

欄
間
の
裏
書
き
に
「
安
永
二

（
一
七
七
三
）
願
主

吉
冨
村

平
兵
衛
」
と
あ
る
よ
う
に
、
少

な
く
と
も
約
二
百
五
十
年
が
経

過
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

そ
の
間
は
戦
争
や
災
害
、
ま

た
数
多
く
の
風
雪
に
も

耐
え
、
修
復
を
重
ね
な

が
ら
も
護
っ
て
こ
ら
れ

た
大
切
な
本
堂
で
す
。

た
だ
、
最
近
で
は
二

十
五
年
前
の
阪
神
・
淡

路
大
震
災
に
よ
る
影
響

で
北
側
に
傾
き
が
生
じ
、

そ
れ
を
支
え
る
た
め
に

三
本
の
支
柱
を
立
て
る

工
事
が
な
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

そ
の
後
は
大
き
な
変

化
も
な
く
、
住
職
を
代

わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て

か
ら
、
暫
く
は
こ
の
ま

ま
で
維
持
が
で
き
る
の
で
は
と

思
い
描
い
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
令
和
元
年

末
頃
よ
り
経
年
劣
化
を
原
因
と

し
て
、
本
堂
西
側
屋
根
の
歪
み

が
ひ
ど
く
な
り
、
年
が
変
わ
っ

て
令
和
二
年
一
月
中
旬
に
屋
根

瓦
を
支
え
る
垂
木
を
は
じ
め
と

た
る
き

す
る
屋
根
下
地
が
折
れ
曲

が
り
、
そ
の
反
動
で
後
堂

う
し
ろ
ど
う

（
本
堂
奥
に
あ
る
廊
下
）

の
天
井
が
め
く
り
上
が
る

事
態
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
急
遽
役
員
・
総
代

と
相
談
し
、
折
れ
曲
が
っ

た
屋
根
を
持
ち
上
げ
、
杭

を
打
つ
こ
と
で
支
え
る
応

急
処
置
を
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
令
和
二
年

七
月
の
暴
風
雨
で
は
本
堂

外
陣
南
東
の
天
井
か
ら
、

さ
ら
に
は
令
和
三
年
四
月

に
は
本
堂
南
余
間
の
天
井

か
ら
雨
漏
り
が
起
こ
り
始
め
、

確
実
に
建
物
と
し
て
の
限
界
が

近
づ
い
て
き
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
近

年
日
本
各
地
で
激
甚
災
害
が
多

発
し
て
い
る
こ
と
へ
の
懸
念
も

あ
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
い
つ
ま

で
も
こ
の
状
態
で
放
置
さ
せ
る

わ
け
に
は
い
か
ず
、
現
在
役
員
・

総
代
全
員
で
話
し
合
い
を
重
ね

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
浄
覚
寺
を
護
る
た
め
に
、

こ
の
地
に
受
け
継
い
で
く
だ
さ
っ

た
お
念
仏
を
伝
え
残
し
て
い
く

た
め
に
、
ま
ず
は
こ
の
現
状
を

知
っ
て
い
た
だ
き
た
く
、
お
伝

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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大阪市平野区

長吉長原３-１-１０

06-6790-8350

一
切
善
悪
凡
夫
人

聞
信
如
来
弘
誓
願

仏
言
広
大
勝
解
者

是
人
名
分
陀
利
華

《正
信
念
仏
偈
》

第27号

(通算３67号)

今月のクイズ

・阿弥陀さまへの

お飾りにお仏飯を

お供えしますが、

浄土真宗本願寺派

では何の形を模し

たものと言われて

いるでしょうか？

・正解は次号にて。

先
月
の
答
え

：②
仏
さ
ま
の
全
身
は
金
色
に
輝
い
て
い
ま
す

｡皮
膚
の
色
が
金
色
で
は
な
く

､金
の
輝
き
を
放
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
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

浄覚寺 本堂

本堂西側屋根の歪み

本堂西側

本堂北側
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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
。

前
回
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
お
名
号
と
言
い
、

み
ょ
う
ご
う

単
な
る
名
前
で
は
な
く
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の

成
就
を
告
げ
る
名
の
り
だ
と
申
し
ま
し
た
。

や
や
こ
し
い
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
名
前
と

い
う
の
は
単
な
る
言
葉
で
は
な
く
、
そ
こ
に

願
い
や
は
た
ら
き
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
そ
の
人
を
表
す
言
葉
と
な
り
ま
す
。

『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
は
阿
弥
陀
仏
は
元
々

法
蔵
菩
薩
と
名
の
ら
れ
て
い
た
と
あ
り
ま
す
。

ほ

う

ぞ
う
ぼ
さ
つ

世
自
在
王
仏
と
い
う
師
匠
の
下
で
ご
修
行
を

せ

じ

ざ

い

お

う

ぶ
つ

さ
れ
、
一
切
の
衆
生
を
救
わ
ん
と
し
て
、
四

し
ゅ
じ
ょ
う

十
八
の
願
い
を
建
て
ら
れ
た
と
説
か
れ
て
い

ま
す
。

そ
れ
ら
の
願
い
の
中
で
一
番
大
切
な
第
十

八
願
に
は
「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と
括
ら

に
ゃ
く
ふ
し
ょ
う
じ
ゃふ
し
ゅ
し
ょ
う
が
く

れ
て
い
ま
す
。
「
も
し
生
ぜ
ず
は
、
正
覚
を

取
ら
じ
」
。
つ
ま
り
、
「
こ
の
願
い
ど
お
り

に
十
方
の
衆
生
を
す
く
う
力
を
そ
な
え
る
こ

と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
私
は
決
し
て
仏
に
は

成
ら
な
い
」
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
固
い
決
意

が
表
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
願
い
を

実
現
す
る
た
め
に
、
と
て
つ
も
な
く
永
い
ご

修
行
を
重
ね
ら
れ
、
や
が
て
、
こ
れ
も
ま
た

遙
か
な
昔
で
は
あ
り
ま
す
が
、
正
覚
を
成
就

し
て
、
阿
弥
陀
仏
と
成
ら
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
願
っ
た
と
お
り
の
す
く
い
を
実
現

す
る
力
を
具
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
す

く
い
の
完
成
を
告
げ
る
名
の
り
が
南
無
阿
弥

陀
仏
の
お
名
号
な
の
で
す
。

今
月
も
「
じ
ゅ
こ
う
」
を
お
届
け
致
し
ま
す
。

蓮
の
話
し
が
続
き
ま
す
が
、
つ
い
に
境
内
で
育
て

て
い
る
蓮
が
一
輪
咲
い
て
く
れ
ま
し
た
。
と
て
も
綺

麗
な
白
蓮
華
で
す
。
他
の
種
類
も
も
う
す
ぐ
咲
き
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

蓮
の
花
は
泥
沼
を
彩
り
ま
す
が
、
泥
沼
自
体
を
綺

麗
に
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
念
仏
を
称
え

る
人
を
白
蓮
華
に
喩
え
ら
れ
ま
す
が
、
お
念
仏
申
し

て
私
の
煩
悩
が
無
く
な
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
煩
悩
を
受
け
と
め
て
く
だ

さ
る
が
故
に
、
私
の
中
に
信
心

の
花
が
咲
き
ま
す
。
（
釋
法
道
）

編集後記

御文章に聞く（第24回）

仏

教

を

守

護

す

る

神

。

元

々

は

バ

ラ

モ

ン

教

の

神

で

、

シ

バ

神

ま

た

は

ア

グ

ニ

神

の

子

と

さ

れ

る

が

、

の

ち

に

仏

教

に

取

り

入

れ

ら

れ

た

。

お

釈

迦

さ

ま

が

亡

く

な

っ

た

後

、

お

骨

を

盗

ん

だ

捷

疾

鬼

（

足

の

速

い

鬼

）

を

し

ょ

う

し

っ

き

追

い

か

け

、

取

り

返

し

た

と

い

う

説

話

か

ら

、

足

の

速

い

人

を

韋

駄

天

と

呼

ぶ

よ

う

に

な

っ

た

。

『 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。

韋
駄
天

い

だ

て

ん

機
法
一
体
章
（
四
帖
第
十
一
通
）

き
ほ
う
い
っ
た
い
し
ょ
う

南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
す
は
・
い
か
な
る

心
に
て
候
や
、
し
か
れ
ば
な
に
と
弥
陀
を

そ
う
ろ
う

た
の
み
て
・
報
土
往
生
を
ば
と
ぐ
べ
く
候

ほ

う

ど
お
う
じ
ょ
う

や
ら
ん
、
こ
れ
を
心
得
べ
き
よ
う
は
・
ま

こ

こ
ろ
う

ず

南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
す
が
た
を
・

よ
く
よ
く
心
得
わ
け
て
弥
陀
を
ば
た
の
む

こ

こ
ろ
え

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
・
七
月
十
八
日
（
日
）
十
三
時
～
十
六
時

行
事
・
浄
覚
寺
こ
ど
も
会

夏
の
つ
ど
い

場
所
・
長
原

浄
覚
寺

詳
細
は
別
紙
に
て

（
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

、

七
月
二
十
一
日
（
毎
月
第
三
水
曜
日
開
催
）

午
前
十
時
～
十
一
時
半

参
加
費

五
百
円

場
所

浄
覚
寺
本
堂

持
ち
物

水
分
・
タ
オ
ル
・
ヨ
ガ
マ
ッ
ト

（
貸
し
出
し
有
り
）

ど
な
た
で
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
お
問
い
合
わ
せ
は
HP
か
ら
ど
う

ぞ
。

浄覚寺ヨガ教室
8月

八
月
十
五
日
（
日
）
十
四
時
よ
り

盂
蘭
盆
会

法
話

花
岡
静
人
先
生


