
八
月
十
五
日
、
当
山
の
「
盂う

蘭
盆
会
・
門
信
徒
総
追
悼
法
要
」

ら

ぼ
ん
え

を
開
催
す
る
は
ず
で
し
た
。
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
も
和
ら

い
で
き
ま
し
た
の
で
、
今
年
こ

そ
は
法
要
を
勤
め
た
い
と
の
思

い
で
し
た
が
、
な
ん
と
台
風
七

号
が
大
阪
を
直
撃
す
る
と
の
予

報
。
前
日
の
お
昼
ま
で
悩
み
ま

し
た
が
、
参
拝
の
方
に
何
か
が

あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
の
で
、

相
談
の
上
、
中
止
の
判
断
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ

で
も
法
要
が
始
ま
る
は
ず
だ
っ

た
十
四
時
に
な
る
と
、
寺
族
だ

け
で
の
参
拝
で
お
勤
め
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
昨
年
か

ら
盂
蘭
盆
会
に
併
せ
て
門
信
徒

総
追
悼
法
要
も
併
修
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
お
申
し

込
み
い
た
だ
い
た
故
人
の
ご
法

名
を
読
み
上
げ
、
お
偲
び
さ
せ

て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
私
た
ち

が
手
を
合
わ
せ
る
仏
縁
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

読
経
と
法
話
は
住
職
が
行
い

ま
し
た
が
、
そ
の
様
子
は
当
山

のYouTube

「
浄
覚
寺
チ
ャ

ン
ネ
ル
」
で
視
聴
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
左
記Q
R

コ
ー
ド

か
ら
お
参
り
さ
れ
て
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
ご
法
話
で
も
お
話
し

し
ま
し
た
が
、
「
盂
蘭
盆
」
と

う

ら
ぼ
ん

い
う
言
葉
は
「
ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
」

と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を

漢
字
に
翻
訳
し
た
も
の
で
す
。

日
本
語
で
は
「
倒
懸
」
と
表
さ

と
う
け
ん

れ
、
逆
さ
吊
り
を
さ
れ
る
ほ
ど

の
激
し
い
苦
し
み
、
と
い
う
意

味
だ
そ
う
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま

は
『
仏
説
盂
蘭
盆
経
』
の
中
で
、

苦
し
み
の
中
で
生
き
る
私
の
姿

を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
が
ら
、

ま
た
『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
は
、

変
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
を

そ
の
ま
ま
支
え
続
け
る
と
願
わ

れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
を
お

説
き
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

https://youtu.be/_yyU
z0yf6B

8
毎
月
第
三
水
曜
日
に
「
ヨ
ガ

教
室
」
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

八
月
は
夏
休
み
中
で
も
あ
っ
た

の
で
、
小
学
生
が
二
人
参
加
し

て
く
れ
ま
し
た
。

終
わ
っ
て
か
ら
話
を
聞
く
と
、

「
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。

次
に
参
加
で
き
る
時
が
待
ち
遠

し
い
で
す
。
」
と
言
っ
て
く
れ

ま
し
た
。

先
生
も
含
め
て
和
気
あ
い
あ

い
と
行
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
皆

さ
ま
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
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大阪市平野区

長吉長原３-１-１０

06-6790-8350

た
れ
の
人
も

は
や
く
後
生
の
一
大
事
を

心
に
か
け
て

阿
弥
陀
仏
を
ふ
か
く

た
の
み
ま
ゐ
ら
せ
て

念
仏
申
す
べ
き
も
の
な
り

蓮
如
上
人
『
御
文
章

白
骨
章
』

第５３号

(通算３９３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

・9月20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。

浄

覚

寺

ヨ

ガ

教

室

盂
蘭
盆
会

内
勤
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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
ま
で
「
末
代
無
智
章
」
を
勉
強
し
て

き
ま
し
た
が
、
今
回
か
ら
は
次
の
「
八
万
の

法
蔵
章
」
を
読
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
は
前
半
部
分
だ
け
に
な
り
ま
す
が
、
大

意
を
お
伝
え
し
ま
す
。

「
八
万
四
千
の
法
門
」
と
い
わ
れ
る
、
多

く
の
仏
法
を
知
っ
て
い
て
も
、
自
ら
の
「
後

世
」
（
後
生
の
一
大
事
）
を
知
ら
な
い
人
は

ご
し
ょ
う

い

ち

だ

い
じ

愚
者
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
仏

法
の
言
葉
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
で
あ
っ

て
も
、
「
後
生
の
一
大
事
」
を
知
る
人
こ
そ

智
者
と
い
う
べ
き
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
浄
土
真
宗
で
は
、
無
理
を

し
て
多
く
の
仏
教
の
書
物
を
読
ん
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
知
識
を
得
た
と
し
て
も
、
他
力
信
心

の
い
わ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
無
意
味
な
こ

と
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

よ
く
仏
教
は
机
の
上
で
は
救
わ
れ
な
い
と

言
わ
れ
ま
す
。
仏
法
を
知
識
と
し
て
「
分
か
っ

た
」
と
思
っ
て
も
そ
れ
で
は
救
わ
れ
ま
せ
ん
。

仏
法
に
照
ら
さ
れ
て
、
私
の
本
当
の
姿
が
見

え
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
の
こ
と
と
し

て
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
か
ら
こ
そ
「
こ
の
教

え
が
あ
っ
て
良
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
生
き
て

い
く
支
え
を
い
た
だ
い
た
」
と
味
わ
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
こ
れ
が
救
い
な
の
で
す
。

今
月
も
「
じ
ゅ
こ
う
」
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

本
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
年
の
盂
蘭
盆
会
も
中

止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
講
師
の
先
生
に
お

断
り
の
連
絡
を
入
れ
る
中
で
、
過
去
の
「
じ
ゅ
こ
う
」

を
見
直
し
ま
し
た
。
平
成
三
十
一
年
の
四
月
に
継
職
法

要
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
八
月
の
盂
蘭
盆
会
が

初
め
て
の
法
要
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
年
も
台
風
で

中
止
。
翌
年
に
コ
ロ
ナ
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
少
し
収

ま
り
ま
し
た
の
で
何
と
か
開
催
。
そ
の
翌
年
か
ら
は
コ

ロ
ナ
の
波
が
八
月
に
重
な
り
、
二
年
連
続
で
中
止
と
な

り
ま
す
。
よ
う
や
く
今
年
は
開
催
で
き
る
か
と
準
備
を

進
め
て
い
ま
し
た
が
、
な
ん
と
ま
た
台
風
で
中
止
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
ご
講
師
の
花
岡
先
生
か
ら
は
「
自

然
の
こ
と
は
仕
方
が
な
い
、
大
丈
夫
。
ま
た
来
年
予
定

し
て
お
く
か
ら
。
」
と
言
っ
て
も
ら
え
ま
し
た
が
、
人

生
思
い
通
り
に
い
か
な
い
も
の
で
す
。

（
釋
法
道
）

編集後記

御文章に聞く（第4６回）

浄

土

に

対

す

る

語

。

迷

い

苦

し

む

も

の

が

住

む

穢

れ

た

国

土

の

こ

と

。

つ

ま

り

、

私

た

ち

が

住

む

世

界

の

こ

と

を

い

っ

て

い

る

。

浄

土

を

知

る

こ

と

で

私

た

ち

の

世

界

が

穢

土

で

あ

る

こ

と

を

知

る

こ

と

が

で

き

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。

穢

土

え

ど

八
万
の
法
蔵
章
（
五
帖
第
二
通
）

は

ち
ま
ん

ほ

う
ぞ
うし
ょ
う

そ
れ

八
万
の
法
蔵
を
し
る
と
い
う
と

も
・
後
世
を
し
ら
ざ
る
人
を
愚
者
と
す
、

ご

せ

ぐ

し

ゃ

た
と
い
一
文
不
知
の
尼
入
道
な
り
と
い
う

い

ち
も
ん
ふ

ち

あ
ま
に
ゅ
う
ど
う

と
も
・
後
世
を
し
る
と
智
者
と
す
と
い
え

ち

し

ゃ

り
、
し
か
れ
ば
当
流
の
こ
こ
ろ
は
・
あ
な

が
ち
に
も
ろ
も
ろ
の
聖
教
を
よ
み
、
も
の

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

を
し
り
た
り
と
い
う
と
も
・
一
念
の
信
心

の
い
わ
れ
を
し
ら
ざ
る
人
は
・
い
た
ず
ら

ご
と
な
り
と
し
る
べ
し
、
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日
時
・
九
月
二
十
三
日
（
祝
）
十
四
時
よ
り

行
事
・
秋
季
彼
岸
会

法
話
・
和
氣
秀
剛
先
生
（
奈
良
）

場
所
・
長
原

浄
覚
寺

（

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YouTube「浄覚寺チャンネル」です。ぜひお聴聞ください。

10月

十
月
二
十
一
日
（
土
）
十
四
時
・
十
九
時

永
代
経
法
要

法
話

安
方
哲
爾
先
生

、


