
二
月
の
行
事
が
中
止
と
な
り

ま
し
た
の
で
、
今
月
は
浄
覚
寺

の
縁
起
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ

え

ん
ぎ

て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

お
寺
に
伝
わ
る
話
で
は
約
四

百
年
の
歴
史
が
あ
る
と
聞
い
て

お
り
ま
す
。

そ
の
昔
、
室
町
時
代
（
一
三

三
六
～
一
五
七
三
）
の
末
期
に

は
す
で
に
小
さ
な
お
堂
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。
そ
の
お
堂
に
あ

る
お
坊
さ
ん
が
江
戸
時
代
（
一

六
〇
三
～
一
八
六
八
）
の
初
期

に
来
ら
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
最
初
に
あ
っ
た

大
坂
の
陣
（
一
六
一
四
と
一
六

一
五
）
で
は
現
在
の
平
野
区
地

域
で
も
合
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、

多
く
の
戦
死
者
が
出
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
の
者
た
ち
を
弔と

む
ら

う
た
め
に
浄
照
坊
（
久
宝
寺
法

じ
ょ
う
し
ょ
う
ぼ
う

ほ
う

円
が
建
立
し
た
現
在
の
天
王
寺

え
ん区

に
あ
る
寺
院
）
に
お
ら
れ
た

一
人
の
僧
が
、
当
山
の
開
基
仏

か
い
き
ぶ
つ

（
絹
本
著
色
方
便
法
身
阿
弥
陀

け

ん
ぽ
ん

ち
ゃ
く
し
ょ
く

ほ

う
べ
ん

ほ

っ
し
ん

如
来
画
像
、
一
四
八
〇
年
代
作
）

と
と
も
に
こ
の
地
へ
来
て
寺
基

を
拡
充
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。
そ
れ
が
今
か
ら
約

四
百
年
前
の
こ
と
で
す
。

そ
の
後
、
少
し
ず
つ
時
間
を

か
け
て
寺
観
を
整
え
て
い
っ
た

よ
う
で
、
本
願
寺
記
録
室
に

「
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
六

か
ん
ぶ
ん

月
二
十
二
日
寺
号
許
可
」
と
あ

り
、
こ
こ
か
ら
浄
覚
寺
と
し
て

の
歴
史
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
の

記
録
を
も
っ
て
平
成
三
十
一
年

四
月
に
開
基
三
百
五
十
年
の
記

念
法
要
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
開
基
仏
の
阿
弥
陀
如

来
画
像
の
他
に
も
、
十
七
世
紀

後
半
に
本
願
寺
十
四
世
門
主
寂じ

ゃ
く

如
上
人
か
ら
下
附
さ
れ
た
良
如

に
ょ

り
ょ
う
に
ょ

上
人
画
像
、
太
子
画
像
、
七
高

た

い
し

し
ち
こ
う

僧
画
像
、
親
鸞
聖
人
画
像
に
は

そ
う

し
ん
ら
ん

「
超
願
寺
門
下
河
内
国
丹
北
郡

吉
冨
村
惣
道
場
浄
覚
寺
」
と
裏

そ
う

書
き
が
あ
り
、
そ
の
頃
に
は
四

天
王
寺
南
側
に
位
置
す
る
超
願

寺
と
の
間
に
本
末
関
係
が
あ
っ

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

（
こ
れ
ら
の
絵
像
は
平
成
十
七

年
度
、
大
阪
市
指
定
文
化
財
に

登
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
）

そ
の
後
、
約
百
年
の
歳
月
が

流
れ
、
門
徒
中
の
思
い
が
一
つ

と
な
り
現
在
の
本
堂
が
建
立
さ

れ
ま
す
。
本
堂
内
陣
欄
間
の
裏

ら

ん
ま

書
き
に
「
安
永
二
（
一
七
七
三
）

あ
ん
え
い

願
主
吉
冨
村
平
兵
衛
」
と
あ
り

ま
す
の
で
、
約
二
百
五
十
年
も

の
間
修
復
を
重
ね
な
が
ら
本
堂

を
護
持
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
あ
る
浄
覚

寺
を
再
建
す
る
た
め
に
歩
ん
で

い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

二
月
は
本
来
十
三
日
に
「
仏

教
文
化
講
演
会
」
、
十
六
日
に

は
「
浄
覚
寺
ヨ
ガ
教
室
」
を
開

催
予
定
で
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍

の
再
来
に
よ
り
残
念
な
が
ら
中

止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

仏
教
文
化
講
演
会
の
内
容
は

来
年
に
延
期
と
い
う
こ
と
で
ご

担
当
の
先
生
に
ご
了
解
い
た
だ

き
ま
し
た
。

三
月
の
ヨ
ガ
教
室
（
十
六
日
）
、

春
季
彼
岸
会
（
二
十
一
日
）
の

法
要
は
無
事
に
つ
と
め
ら
れ
る

よ
う
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。
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今
日
一
日
の

積
み
重
ね
が

歴
史
を
作
る

未
来
の
た
め
の
歴
史
を

今
歩
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で
い
る
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浄覚寺ヨガ教室

・3月16日（水）
10時～11時半

・参加費500円
・浄覚寺本堂にて

☆3月は開催させて
いただきます。
ぜひご予定ください。

浄
覚
寺

縁
起

二
月
行
事

中
止
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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
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
す
が
た
を
心

得
る
」
と
は
「
必
ず
た
す
け
る
」
と
い
う
阿

弥
陀
さ
ま
の
名
の
り
を
聞
き
受
け
る
こ
と
だ

と
お
伝
え
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
他
力
の
信
心

と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
続
い
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
発
願

ほ

つ

が

ん

回
向
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
必
ず
た
す
け
る

え

こ

う

と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
を
受
け
取
る
と
、

私
側
の
心
は
阿
弥
陀
さ
ま
に
お
ま
か
せ
を
し

ま
す
と
い
う
心
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
南な

無
と
帰
命
す
る
一
念
」
と
表
現
さ
れ
て
い
ま

も

き

み

ょ

う

い

ち

ね

ん

す
が
、
そ
の
一
念
の
中
に
発
願
回
向
が
具
わ
っ

そ

な

て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

本
来
、
発
願
回
向
と
い
う
意
味
は
、
私
た

ち
自
身
が
浄
土
を
願
う
心
を
発
し
て
善
行
を

お

こ

修
め
て
い
く
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
親
鸞
聖

人
は
こ
の
発
願
回
向
の
主
語
は
阿
弥
陀
さ
ま

で
あ
る
と
読
ま
れ
た
の
で
す
。
自
己
中
心
の

心
に
閉
じ
こ
も
っ
て
真
実
に
向
か
お
う
と
し

な
い
私
を
見
捨
て
ら
れ
ず
、
阿
弥
陀
さ
ま
が

願
い
を
発
し
て
、
私
た
ち
に
念
仏
往
生
と
い

う
仏
道
を
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
阿
弥

陀
さ
ま
が
成
就
さ
れ
た
す
ば
ら
し
い
徳
の
す

べ
て
を
、
私
の
た
め
に
願
い
を
こ
め
て
回
ら

し
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
月
も
「
じ
ゅ
こ
う
」
を
お
届
け
致
し
ま
す
。

二
月
二
十
四
日
、
ロ
シ
ア
が
隣
国
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
攻

撃
を
開
始
し
た
と
の
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
戦

争
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
や
歴
史
が
違
う

の
で
す
か
ら
、
当
然
考
え
方
が
違
う
こ
と
は
理
解
で
き

ま
す
。
け
れ
ど
そ
の
大
前
提
と
し
て
「
戦
争
を
し
て
は

な
ら
な
い
」
と
い
う
お
互
い
の
共
通
認
識
が
な
け
れ
ば
、

ま
た
自
分
こ
そ
が
正
し
い
の
だ
と
自
分
の
主
張
を
押
し

つ
け
る
だ
け
な
ら
ば
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
争
い
と
な

り
ま
す
。
い
わ
ん
や
、
非
武
装
化
の
た
め
の
暴
力
な
ど

は
論
外
の
理
屈
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
説
か
れ
た
法
句
経
に
あ
る
言
葉
を
ご

紹
介
し
ま
す
。
「
す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
、
す

べ
て
の
者
は
死
を
お
そ
れ
る
。
己
が
身
を
ひ
き
く
ら
べ

て
、
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
。
」

私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
。
ま
ず
は
相
手
の
気
持
ち
を

思
い
や
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。
（
釋
法
道
）

編集後記

御文章に聞く（第31回）

延

応

元

（

一

二

三

九

）

年

～

正

応

二
（

一

二
八

九

）
年

。

時
宗

の

開
祖

。

家

や

土

地

を

一

切

捨

て

て

遊

行

の

旅

に

出

て

、

南

無

阿

弥

陀

仏

と

書

か

れ

た

念

仏

札

を

出

会

っ

た

人

に

配

っ

た

り

、

踊

り

念

仏

を

し

て

、

民

衆

を

極

楽

浄

土

へ

導

い

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。

一

遍

い

っ

ぺ

ん

信
心

獲
得

章
（

五
帖

第
五

通
）

し
ん
じ
ん
ぎ
ゃ
く
と
く
し
ょ
う

信

心
獲

得

す
と

い
う

は

・
第

十

八
の

願

を
こ

こ

ろ
う

る
な

り

、
こ

の

願
を

が

ん
こ

こ
ろ

う

る
と

い
う

は

・
南

無

阿
弥

陀
仏
の
す
が
た
を
こ
こ
ろ
う
る
な
り
、

こ

の
ゆ

え

に
・

南
無

と

帰
命

す

る
一

な

も

き

み

ょ
う

い

ち

念

の
処

に

・
発

願
回

向

の
こ

こ

ろ
あ

ね

ん

と
こ
ろ

ほ

つ

が

ん

ね

こ

う

る

べ
し

、

こ
れ

す
な

わ

ち
・

弥

陀
如

来

の
凡

夫

に
回

向
し

ま

し
ま

す

こ
こ

ぼ

ん

ぶ

え

こ

う

ろ

な
り

、

こ
れ

を
大

経

に
は

・

令
諸

だ
い
き
ょ
う

り
ょ
う
し
ょ

衆

生
功

徳
成

就
と

説
け

り
、

し
ゅ
じ
ょ
う
く

ど

く

じ

ょ

う
じ
ゅ

と
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日
時
・
三
月
二
十
一
日
（
祝
）
十
四
時
よ
り

行
事
・
春
季
彼
岸
会

場
所
・
長
原

浄
覚
寺

法
話
・
四
夷
法
顕

先
生
（
兵
庫
）

（
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
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4月

四
月
十
六
日
（
土
）
十
四
時
・
十
九
時

十
七
日
（
日
）
十
四
時

報
恩
講
法
要

法
話

中
西
昌
弘
先
生


