
ヽ

れ

今
回
の
お
盆
特
集
は
数
珠
に
つ
掛
て
の
お
話
で
す
。

日
頃
何
気
な
く
手
に
し
て
掛
る
数
珠
。
お
盆
を
機
に

見
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

警
歿
鑽
鰤
は
？

穴
が
貫
通
し
た

多
く
の
珠
に
糸
の

東
を
通
し
輪
に
し

た
法
具
。
仏
を
念

ず
る
時
に
用
い
る

珠
と
の
意
味
か
ら

「念
珠
」

（ね
ん
じ

ゅ
）
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
字
の
前
後
を
入

れ
替
え
て

「珠
数
」
と
書
く
場
合
も
あ
り

ま
す
。

警
麒
鑢
の
饉
憑
な
？

数
珠
は
、
梵
語
で
は

「
ハ
ソ
マ
」
と
い
い
、
中
国
の
梁
の

時
代

（六
世
紀
）
頃
に

「数
珠
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
そ
う
で
す
。
そ
の
起
源
は
諸
説
が
あ
り
定
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
二
～
三
世
紀
頃
す
で
に
法
具
と
し
て
あ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本

へ
は
六
世
紀
中
頃
仏
教
の
伝
来
と
共

に
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
数
珠
に
つ
い
て
の
最
初
の
文
献

は
、
天
平
十
九
年

（七
四
三
年
）
二
月
十

一
日
の

「法
隆
寺

資
財
帳
」
で
す
。

こ
の
頃
の
数
珠
は
貴
重
品
で
、
僧
侶
の
間
で
も
ご
く

一
部

の
者
が
使

っ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
何
点
か
の
遺
品
が
い
ま
御

物
と
し
て
奈
良
東
大
寺
の
正
倉
院
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

庶
民
も
数
珠
を
手
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
か

ら
で
、
中
国
の
禅
僧
達
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た

「片
手

（
一
輪
）

念
珠
」
が
大
い
に
普
及
し
ま
し
た
。

警
鰺
烙
瘍
鰺
瘍
鑢
＆
わ
の
意
味
は
？

珠
の
数
は

「数
珠
功
徳
経
」
に
よ
る
と
千
八
玉
が
最
も
よ

い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
他
の
文
献
で
は
百
八
、
そ
の
半
数

の
五
十
四
、
さ
ら
に
そ
の
半
数
の
二
十
七
の
順
に
功
徳
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
特
に
玉
数
に
拘
ら
ず
、
寸

法
を
決
め
て
作
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。そ

れ
ぞ
れ
の
玉
に
は

意
味
が
あ
り
、
親
玉
は

数
珠
の
中
心
で
釈
迦
如

来
又
は
阿
弥
陀
如
来
を

意
味
し
、
主
玉
は
百
八

尊
又
は
百
八
煩
悩
を
意

味
し
ま
す
。
四
天
玉
は

四
天
王
又
は
四
菩
薩
を

意
味
し
、
弟
子
玉
は
記

子
玉
と
も
言
い
二
十

一

弟
子
を
表
す
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
中
通
し
の
紐

は
観
世
菩
薩
を
意
味
し

ま
す
。

写
真
は
真
宗
の
正
式
の
お
念
珠
で
、
蓮
如
上
人
の
考
案
に

よ
る
も
の
と
い
わ
れ
、
一暴
房
の
結
び
方
が
真
宗
独
自
の
も
の

で
、
「蓮
如
結
び
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
在
家
用
の
も
の

も
基
本
的
に
は
同
じ
で
す
が
、
こ
れ
が
簡
略
化
さ
れ
て
寸
法

が
決
め
ら
れ
玉
の
数
に
は
制
限
の
な
い
の
が
特
徴
で
す
。　
一

般
的
に
は
片
手
念
珠
も
多
く
用
い
ら
れ
ま
す
。

上
段
の
写
真
は
宗
派
に
拘
わ
ら
ず

一
般
に
使
わ
れ
る
片
手

数
珠
で
す
が
、
親
珠
が

一
珠
の
み
で
、
親
珠
と
房
の
間
に

「ぼ

さ
」
釜
口
薩
）
と
呼
ば
れ
る
管
状
の
珠
が
入

っ
て
い
ま
す
。

◆
八
寸
門
徒
鈴
こ
と

浄
土
真
宗
に
お
け
る
女
性
用
本
連

念
珠
を
八
寸
門
徒
と
言
い
ま
す
。
主

珠
を
百
八
珠

・
親
珠
を
二
珠

・
四
天

珠
を
四
珠
を
用
い
ま
す
。

一房
に
特
徴
が
あ
り
、
数
取
り
が
出

来
な
い
様
に
本
願
寺
第
八
世

蓮
如
が

考
案
し
た
と
さ
れ
る
蓮
如
結
び
に
な

っ
て
い
ま
す
。

な
静
の
特

孫
の
帰
オ
待

つ
来
Ｌ
さ
ヤ
■
布
日

液
坂
ネ
そ
イ
い
匂
集

「
朽
の
ん
」
よ
り

ち
な
み
に
大
谷
派
の
場
合
、
仏
前
結
婚
式
を
挙
げ
た
際
に

本
山
よ
り
授
与
さ
れ
る
記
念
念
珠
は
、
女
性
に
は
本
連
念
珠

が
贈
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

鬱
釉
録
膨
隆
瘍
漑
蒻

役 た た さ 悟 と 田 修 る
員 :° を を 題 市 会
が  健 守 持 し 老 が
参  康 り つ て 連 七
加  保 抜 こ 本 会 月
し  持 く 間 長 八

-

お 詣 リ メ 知 あ の す 上
座 の

｀
I恩 る も

°
の

り方 こ 卜院 浄 の 写 写

;香 番 首 藝 吉 深 暑｀
を 珠 る に 大

｀
の 万

お 描 の 大 は 本 発 は 遍
念 く 周 念

｀
山 祥

｀
大

仏 よ り珠 円 百 の 小 念
を う に が 周 万 地 さ 珠

い
か
る
ぎ
館
に
付
帯
施
設
〓
〓

い
か
る
ぎ
館
利
用
の
利
便
性

を
高
め
る
た
め
、
資
材
や
備
品

な
ど
の
保
管
施
設
の
建
築
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
七
月

末
に
完
工
し
ま
し
た
。

工
費
は
三
百
万
円
余
り
、
今

年
は
例
年
に
な
い
猛
暑
で
し
た

が
、
林
要
矩
さ
ん
ら
地
区
内
の

建
築
関
係
の
方
々
が
、
連
日
汗

ま
み
れ
で
工
事
に
当
た
ら
れ
ま

し
た
。
ご
苦
労
様
で
し
た
。



7月 21日のらんじよ浮世亭は、大画
面 ビデオシアター「 親鸞聖人 」の
第四部を鑑賞しました。
親鸞聖人が、越後での流人生活から赦

免され、京には戻らずそのまま関東におもむいて、邪教・迷信のはび
こる中、時には石に枕するような生活をしながら、浄土真宗の布教に
尽くされた様子が描かれています。

特に、猟師の日野左衛門や修験者弁円との命をかけた対決の様子、
日植えで忙しい農民と共に自ら田植えをしながら法を説く聖人の姿が
感動的に描かれていました。

午後は恒例の仏説阿弥陀経読誦のあと、蓮如聖人のお文の書写第四回
ました。

次国懲 8属 電 懇 圏  構蒸曜励 です

親鸞聖人 第五部 を大画面ビデオで上映します。
親鸞聖人が京都に戻られたあとの関東。日蓮ともう僣が現れ、「念仏|ま 無聞地

獄へ堕ちる業であるJと激しく真宗を謗りはじめたことや、聖人の長子善鸞が、「父
より授かつた秘密の法間があるJと言い、信心を授けるという儀式によって、信
者を増やすなどしたので、これに疑間を抱く信者たちが真の極楽往生の道を問う
ため、京の親鸞聖人のもとへと命がけの旅に出かけます。   10時ころより

午前中だけの御来亭も大歓迎 !!!

体 動 し ま れ わ 行 で

い か る ぎ

として、

高
齢
者
の
体
力
保
持
目
指
し
て

た
。
血
圧
測
定
、
準
備
運

な
ど
の
あ
と
、
握
力

・
上

起
こ
し

・
長
座
体
前
屈

・

眼
片
足
立
ち

・
十
房
障
害

歩
行

・
六
分
間
歩
行
の
六

日
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
記

を
取
り
、
そ
れ
を
レ
ー
ダ

に
記
入
し
て
、
自
己
の
体

高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
自

立
し
た
日
常
生
活
を
送
る
た

め
に
必
要
な
体
力
を
保
持
す

る
こ
と
を
目
指
し
て
、
自
ら

の
体
力
の
現
状
を
知
る
砺
波

市
老
連
主
催
の
健
康
管
理
事

業
が
、
七
月
五
日
、
Ｂ
＆
Ｇ

録 種 物 開―
チ
ャ
ー
ト

言
角
形
の
グ
フ
乙

力
の
特
徴
を
チ

ェ
ッ
ク
し
ま

し
た
。
こ
の
事
業
は
市
老
連

が
年
に
七
日
、
プ

ロ
ツ
ク
ご

と
に
実
施
し
て
い
る
も
の

で
、
今
回
の
般
若

・
東
般
若

プ

ロ
ッ
ク
に
は
光
寿
会
か
ら

は
六
人
の
会
員
が
参
加
し
ま

し
た
。

と
し
て
、
般
老
連
が
作
る
安
全
マ
ッ
プ
の
基
礎
資
料
を

得
る
交
通
量
調
査
が
、
七
月
十
五
日
頼
成
地
内
七
地
点

で
、
光
寿
会
全
役
員
が
参
加
し
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

最
も
交
通
量
の
多
い
午
前
七
時
半
か
ら
八
時
半
ま
で
の

一
時
間
、
大
型
車
、
小
型
車
別
に
、
進
行
方
向
、
右
左

折
別
な
ど
、
細
か
な
区
分
で
車
の
交
通
状
況
が
調
べ
ら

れ
ま
し
た
。

こ
の
デ
ー
タ
は
こ
の
あ
と
集
計

・
分
析
さ
れ
て
、
般

若
地
区
と
し
て
の
交
通
安
全
マ
ッ
プ
の
作
成
に
生
か
さ

れ
ま
す
。

ベ
タ
ン
ク
般
若
Ｄ
チ
ー
ム
が
次
勝

全
国
ス
ポ
レ
ク
大
会
協
賛
庄
東
地
区
大
会

今
年
十
月
富
山
県
で
開
催
さ
れ
る
第
二
十
三
回
全
国

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
祭
に

協
賛
し
て
行
な
う
庄
東
地
区
ニ
ュ
ー
ス

ポ
ー
ツ
フ
エ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
七
月
二
十

五
日
、
庄
東
小
学
校
で
行
わ
れ
ま
し

た
。
般
若
、
東
般
若
、
栴
檀
野
、
栴
檀

曲
四
地
区
か
ら
多
数
の
住
民
が
参
加
、

カ
ロ
ー
リ
ン
グ
、
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
な
ど

六
種
目
の
競
技
を
楽
し
み
ま
し
た
。
そ

の
う
ち
光
寿
会
会
員
が
参
加
し
た
ペ
タ

ン
ク
の
部
で
般
若
Ｄ
チ
ー
ム
が

冨
道
成

・
島
照
子
ｏ
林
塁

次
勝
し
ま
し
た
。

伝
統
の
国
技
大
相
撲
が
未
曾
有
の
危
機
に
陥
っ
て
い
ま

す
。
暴
力
団
が
ら
み
の
野
球
賭
博
が
摘
発
さ
れ
、
大
関

琴
光
喜
が
角
界
か
ら
追
放
さ
れ
た
の
を
始
め
、
多
ぐ
の

親
方
や
幕
内
力
士
が
処
分
さ
れ
る
と
い
う
異
常
事
態
が

起
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
開
催
さ
れ
た
名
古
屋
場
所

で
は

一
人
横
組
の
自
鵬
が
大
鵬
の
連
勝
記
録
四
十
五
を

更
新
す
る
四
十
七
連
勝
を
記
録
し
、
見
事
十
五
回
目
の
優
勝
を

果
た
し
ま
し
た
。
た
だ
、
自
鵬
が
大
き
な
記
録
と
共
に
全
勝
優

勝
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
相
撲
協
会
が
天
皇
賜
杯
を
返
上
し
た

た
め
、
千
秋
楽
の
表
彰
式
で
は
賜
杯
を
手
に
す
る
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
の
は
気
の
毒
で
し
た
。
賜
杯
返
上
は
様
々
な
不
祥
事

を
引
き
起
こ
し
た
相
撲
協
会
と
し
て
の
け
じ
め
の
つ
も
り
で
し

ょ
う
が
、
本
場
所
に
全
勢
力
を
傾
注
し
て
い
る
力
士
達
の
心
情

を
慮
れ
ば
、
優
勝
賜
杯
ま
で
返
上
す
る
こ
と
は
無
い
の
で
は
な

い
か
。
そ
ん
な
声
も
あ
り
ま
す
。
け
じ
め
を
つ
け
る
べ
き
方
法

や
人
は
も
っ
と
別
な
所
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

4月 轡 事 彎撃麟設

☆ 2圏 定例役員会

★18日 らんじょ浮鷲事


