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当
山 

御
正
忌
報
恩
講
の
ご
案
内 

 

11
月

28
日(

土)

〜

30
日(

月) 
 

28
日
お
逮
夜(

２
時) 

お
初
夜(

７
時)

（
武
周
お
講
） 

29
日
お
日
中(

10
時) 

大
逮
夜(

２
時)

（
御
伝
鈔
） 

お
初
夜(

７
時)

（
御
伝
鈔
） 

30
日
満
日
中(

10
時) 

 
法
話 

福
井 

野
世
信
水
師 

（

29
日
よ
り
） 

 

お
誘
い
合
わ
せ
の
上 

ご
参
詣
下
さ 

い
ま
す
よ
う 

ご
案
内 

い
た
し
ま
す 

御
ご

本
ほん

山
ざん

 御
ご

正
しょう

忌
き

 報
ほう

恩
おん

講
こう

に 

日帰り参拝 
いたしましょう！ 

 

11 月 27 日（金）です 

詳しくは裏表紙(6 頁)をご覧下さい 
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親 

鸞 

聖 

人 

の 

ご 

生 

涯 
  

愚
禿
釈
親
鸞
の
名
告
り 

 赦
免(

し
ゃ
め

ん) 
 

越
後
に
配
流
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
は
、
聖
人
が
「
五

年
の
居
諸
（
月
日
）
を
経
た
り
き
」
と
し
る
す
よ

う
に
流
人
と
し
て
五
年
の
歳
月
を
過
ご
し
た
の
ち
、

建
歴
元
年
（
一
二
一
一
年
、
三
十
九
歳
）
に
師
、

法
然
上
人
と
と
も
に
罪
が
許
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て

翌
年
十
月
、
法
然
上
人
は
八
十
歳
で
世
を
去
ら
れ

ま
す
。
聖
人
は
そ
の
悲
報
を
聞
い
て
ど
れ
ほ
ど
落

胆
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
も
う
一
度
よ
き
師
、

法
然
上
人
に
お
会
い
し
た
い
、
そ
し
て
お
念
仏
の

教
え
を
確
認
し
、
自
分
の
進
む
べ
き
道
を
問
い
尋

ね
よ
う
と
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
二
度

と
お
会
い
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。 

承
元(

じ

ょ

う

げ

ん)

の
法
難
に
連
座
し
て
流
罪
に

処
せ
ら
れ
た
と
き
、
聖
人
は
強
制
さ
れ
た
「
藤
井

善
信
」
と
い
う
罪
名
を
受
け
取
る
こ
と
を
拒
否
し
、

敢
え
て
「
禿
」
を
姓
と
す
る
者
と
し
て
越
後
に
お

も
む
き
ま
し
た
。
そ
の
聖
人
が
い
つ
し
か
「
禿
」

に
「
愚
」
を
添
え
て
「
愚
禿(

ぐ
と
く)

」
と
名
の
り
、

や
が
て
流
罪
を
許
さ
れ
た
頃
よ
り
「
愚
禿
釈
親
鸞
」

と
名
の
る
人
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
聖
人
が

自
分
を
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
名
の
る
よ
う
に
な
っ

た
時
こ
そ
、
わ
れ
ら
の
宗
祖
と
し
て
の
誕
生
の
と

き
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
名
の
り
に
は
流
罪
を
と
お

し
て
、
田
舎
の
人
々
と
共
に
生
活
を
す
る
な
か
で
、

い
よ
い
よ
深
く
本
願
を
聞
思(

も

ん

し)

し
、
人
間
と

し
て
の
愚
か
さ
に
め
ざ
め
て
い
か
れ
た
自
覚
の
世

界
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

愚
禿 愚

禿
の
自
覚
を
深
め
た
の
は
、
越
後
の
地
で
共

に
生
活
を
し
た
田
舎
の
人
々
の
す
が
た
で
は
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
か
。
汗
に
ま
み
れ
、
た
だ
生
き
ん

が
た
め
に
働
く
人
々
、
ま
た
業
縁
に
よ
っ
て
罪
を

犯
か
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
人
々
、
し
か
し

そ
れ
ら
の
人
々
の
生
き
ざ
ま
の
な
か
に
生
き
る
こ

と
の
た
く
ま
し
さ
、
い
の
ち
の
ま
こ
と
の
す
が
た

を
み
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
と
共
に
宗
祖
は

越
後
に
お
い
て
妻
帯
を
し
、
子
供
を
も
う
け
ら
れ

ま
し
た
。
家
庭
と
い
う
の
は
、
家
族
の
つ
な
が
り

の
な
か
で
温
か
さ
も
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
業
の

愚
か
さ
を
さ
ら
け
出
す
場
で
も
あ
り
ま
す
。
家
庭

生
活
を
営
む
な
か
で
、
い
よ
い
よ
愚
か
さ
を
実
感

し
て
い
か
れ
た
の
で
す
。 

ご
開
山
と
名
づ
け
ら
れ
た
方
は
何
人
も
お
ら
れ

ま
す
が
、
公
に
妻
帯
を
さ
れ
た
の
は
親
鸞
聖
人
一

人
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
も
生
涯
妻
帯
せ
ず
、

戒
を
ま
も
り
清
僧
の
ま
ま
で
一
生
を
過
ご
さ
れ
ま

し
た
。
聖
人
が
妻
帯
を
し
、
お
念
仏
の
道
を
歩
ま

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
肉
食
妻
帯
を
し
な
け
れ
ば

生
き
て
い
け
な
い
わ
れ
わ
れ
凡
夫
が
そ
の
ま
ま
す

く
わ
れ
る
、
万
人
が
平
等
に
す
く
わ
れ
る
仏
道
が

明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
聖
人

が
妻
帯
を
し
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
が
救
わ
れ
る
道

は
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
で
し
ょ
う
。
宗
祖
は
愚
禿
と

し
て
の
わ
が
身
の
愚
か
さ
を
次
の
よ
う
に
告
白
さ

れ
て
い
ま
す
。 

凡
夫
と
い
う
は
、
無
明(

む
み

ょ
う)

煩
悩
わ
れ
ら

が
身
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
お
く
、
い
か

り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ

お
お
く
、
ひ
ま
な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い

た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず 

（
一
念
多
念
文
意
） 

 

悲
し
き
か
な
、
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈

没(

ち

ん

も
つ)

し
名
利(

み
ょ

う

り)

の
大
山(

た

い
せ

ん)

に
迷
惑
し
て
、
定
聚(

じ
ょ

う
じ
ゅ)

の
数
に
入

る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ

と
を
快(

た
の)

し
ま
ざ
る
こ
と
を
、
恥
ず
べ
し
、

傷
む
べ
し
と
（
教
行
信
証 

信
巻
） 

          親
鸞
の
名
告(

な
の)

り 

愚
禿
と
名
の
っ
て
お
ら
れ
た
宗
祖
は
、
流
罪
が
許

さ
れ
た
頃
か
ら
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
名
の
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
名
の
り
に
は
「
大
無
量
寿
経
」

と
の
深
い
出
遇
い
が
あ
っ
た
の
で
す
。
勿
論
宗
祖
は

吉
水
時
代
か
ら
「
大
無
量
寿
経
」
は
学
ん
で
お
ら
れ

ま
し
た
。
し
か
し
流
罪
を
ご
縁
と
し
て
田
舎
の
人
々

と
共
に
生
活
す
る
な
か
で
、「
大
無
量
寿
経
」
の
説
か

れ
る
本
願
の
お
こ
こ
ろ
に
新
た
に
め
ざ
め
て
い
か
れ

た
の
で
す
。
そ
の
「
大
無
量
寿
経
」
の
お
こ
こ
ろ
を

い
た
だ
い
て
い
く
よ
き
師
と
な
っ
た
の
が
、
七
高
僧

の
な
か
の
天
親
菩
薩
と
曇
鸞
大
師
で
あ
っ
た
の
で
す
。

「
正
信
偈
」
の
な
か
に
出
て
き
ま
す
が
、
天
親
菩
薩

は
「
大
無
量
寿
経
」
の
註
釈
書
で
あ
る
「
浄
土
論
」

を
お
造
り
に
な
り
、
更
に
曇
鸞
大
師
は
そ
の
「
浄
土

論
」
を
註
釈
し
て
「
浄
土
論
註
」
を
お
造
り
に
な
ら

れ
た
の
で
す
。 

親鸞聖人の直筆 

（国宝・板東本） 

赤線が右の引用箇所 



平成21年 11月 7日発行 

- 3 - 

こ
の
お
二

人
の

註
釈
に

よ
っ
て

親
鸞

聖
人
は

「
大
無
量
寿
経
」
の
表
わ
す
精
神
に
深
く
ふ
れ
て

い
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
天

親
菩
薩
の
「
親
」
と
曇
鸞
大
師
の
「
鸞
」
の
一
字

を
そ
れ
ぞ
れ
い
た
だ
か
れ
て
「
親
鸞
」
と
名
の
ら

れ
た
の
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
が
「
大
無
量
寿
経
」
の
な
か
で
特
に

感
銘
を
も
っ
て
読
ま
れ
た
の
が
次
の
ご
文
で
し
た
。 

 

如
来
、
無
蓋(

む

が

い)

の
大
悲
を
も
っ
て
三
界

を
矜
哀(

こ
う

あ
い)

し
た
も
う
。
世
に
出
興
す
る

所
以(

ゆ
え)

は
、
道
教
を
光
闡(

こ

う
せ

ん)

し
て
、

群
萌(

ぐ

ん
も

う)

を
拯 (

す
く)

い
、
恵
む
に
真
実

の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。 

 

釈
尊
が
世
に
出
、
教
え
を
説
か
れ
た
の
は
「
群

萌
を
拯
う
」
こ
と
一
つ
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
如

来
の
本
願
は
こ
の
群
萌
を
す
く
わ
ん
が
た
め
に
起

さ
れ
た
の
か
、
宗
祖
は
深
い
感
動
と
と
も
に
こ
の

「
大
無
量
寿
経
」
の
一
文
を
い
た
だ
か
れ
た
の
で

し
た
。
群
萌
と
は
雑
草
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

あ
た
か
も
大
地
に
根
を
は
っ
て
群
生
す
る
雑
草
が
、

春
の
訪
れ
と
共
に
、
太
陽
に
向
か
っ
て
一
斉
に
芽

生
え
て
い
く
よ
う
に
、
泥
ま
み
れ
に
な
っ
て
こ
の

世
の
底
辺
を
生
き
、
こ
の
世
を
生
き
る
重
さ
を
一

身
に
背
負
っ
て
苦
悩
し
な
が
ら
も
、
な
お
光
を
求

め
て
や
ま
な
い
人
間
の
生
き
ざ
ま
を
表
わ
す
言
葉

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
群
萌
こ
そ
如
来
の
本

願
の
機
で
あ
り
、
本
願
の
教
え
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、

ど
こ
に
も
真
実
に
救
わ
れ
る
道
の
な
い
も
の
、
群

萌
と
は
そ
の
よ
う
な
人
間
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
あ

り
ま
す
。 

 

わ
れ
ら
の
世
界 

親
鸞
聖
人
は
如
来
の
大
悲
に
群
萌
と
し
て
見
い

出
さ
れ
、
ご
本
願
に
は
「
十
方
の
衆
生
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
わ
が
身
に
め
ざ
め
た
世
界
を
、
「
わ
れ

ら
」
と
表
現
さ
れ
ま
し
た
。 

 

り
ょ
う
し
、
あ
き
人
、
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、

み
な
、
い
し
、
か
わ
ら
、
つ
ぶ
て
の
ご
と
く

な
る
わ
れ
ら
な
り
（
唯
信
鈔
文
意
） 

 

私
た
ち
は
本
願
の
呼
び
か
け
に
め
ざ
め
な
け
れ

ば
、「
わ
れ
」
か
「
わ
れ
わ
れ
」
の
狭
い
世
界
を
出

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
十
方
衆
生
」
と
呼
び
か

け
て
い
る
如
来
の
ご
本
願
に
呼
び
さ
ま
さ
れ
て
初

め
て
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
迷
え
る
も
の
す

べ
て
と
連
な
り
、
共
に
す
く
わ
れ
て
い
く
「
わ
れ

ら
」
の
世
界
に
出
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。
親

鸞
聖
人
は
「
愚
痴
き
わ
ま
り
な
き
い
な
か
の
人
々
」

の
な
か
に
自
分
を
見
い
出
し
そ
れ
ら
の
人
々
と
共

に
「
わ
れ
ら
」
と
し
て
「
御
同
行
御
同
朋(

お
ん

ど
う

ぎ
ょ
う

お
ん

ど
う

ぼ
う)

と
し
て
お
念
仏
申
し
て
、
如
来

の
大
悲
の
な
か
を
お
浄
土
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
か

れ
た
の
で
す
。 

 越
後
の
七
不
思
議 

親
鸞
聖
人
が
越
後
で
い
な
か
の
人
々
と
よ
ば
れ

る
民
衆
と
共
に
生
活
を
さ
れ
た
の
は
、
流
罪
中
の

五
年
間
と
関
東
に
移
住
す
る
ま
で
の
二
年
間
、
こ

の
七
年
間
宗
祖
は
如
来
の
大
悲
に
め
ざ
め
た
群
萌

の
ひ
と
り
と
し
て
、
本
願
に
呼
び
さ
ま
さ
れ
た
「
わ

れ
ら
」
と
し
て
民
衆
と
苦
楽
を
共
に
し
な
が
ら
念

仏
申
す
い
の
ち
の
尊
さ
を
説
か
れ
て
い
か
れ
ま
し

た
。
そ
う
し
た
な
か
で
聖
人
亡
き
あ
と
、
聖
人
の

教
化
を
慕
っ
て
民
衆
の
な
か
に
越
後
の
七
不
思
議

の
伝
承
が
う
ま
れ
ま
し
た
。 

 

越
後
の
七
不
思
議
と
い
う
の
は
次
の
通
り
で
す
。 

 

一
、
逆
さ
竹
（
西
方
寺
） 

 

二
、
焼
鮒(

や
き

ふ
な)

（
誓
慶
寺
） 

 

三
、
八
房
梅
（
梅
護
寺
） 

 

四
、
数
珠
掛
桜
（
梅
護
寺
） 

 

五
、
繋
榧(

つ
な

ぎ
が

や)

（
了
玄
寺
） 

 

六
、
三
度
栗
（
孝
順
寺
） 

 

七
、
片
葉
の
芦
（
居
多
ヶ
浜
） 

こ
れ
ら
の
伝
承
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
梅
干
の
種
、
焼
栗
、
焼
榧

が
宗
祖
の
手
に
よ
っ
て
大
地
に
お
ち
る
と
き
、
た

ち
ま
ち
根
芽
を
生
じ
、
思
い
が
け
な
い
枝
葉
を
つ

け
、
花
や
実
を
も
た
ら
し
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
「
い
し
、
か
わ
ら
、
つ
ぶ
て
の

ご
と
く
な
る

わ
れ
ら

」
と
い
わ

れ
る
い

な
か
の

人
々
が
、
群
萌
と
し
て
大
悲
の
光
の
中
に
よ
み
が

え
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
い
の
ち
の
尊
さ
に
め
ざ
め

て
立
ち
上
が
っ
て
生
き
て
い
っ
た
す
が
た
を
表
わ

し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
（
住
職
） 
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報
恩
講

の
な

か
び
の

大
逮

夜
を

盛
り
上
げ

て
く
れ

て
い
る

コ
ー
ラ

ス
、
気
が
つ
け
ば

15
年
以
上
の
歴
史

が
あ
り
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
武
周
の

ご
婦
人
方
が
中
心
で
す
が
、
近
年
は

大
学
生
や
、
チ
ビ
っ
子
さ
ん
な
ど
、

心
強
い
助

っ
人
が

加
わ
っ

て
く
れ

て
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
さ
ら
に
心
強
い
の
が
…

ご
参
拝
の

方
々
の

歌
声
で

す
！
一

人
一
人
は
つ
ぶ
や
き
で
も
、
１
０
０

人
集
ま
る

と
か
な

り
の
迫

力
と
な

っ
て
、
歌
っ
て
い
る
私
た
ち
に
聞
こ

え
て
く
る
ん
で
す
よ
。
特
に
今
年
は

恩
徳
讃
の

旧
節
に

初
チ
ャ

レ
ン
ジ

し
た
の
で
、
実
は
自
信
が
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
逆
に
皆
さ
ん
の
声
を
頼

り
に
歌
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一

緒
に
歌
う
こ
と
を
通
し
て
、
皆
さ
ん

と
心
が
通

い
合
う

喜
び
を

感
じ
ま

し
た
。 

あ
ら
ゆ
る
場
面
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形

で
、
皆
さ
ん
が
報
恩
講
を
支
え
て
く

だ
さ
っ
て

い
る
こ

と
が
本

当
に
心

強
い
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 

 
 

（
護
城
美
和
子
） 

里
も
の
道
を
歩
い
て
駆
け
つ
け
て
下
さ
る
人
も
在
り
ま
し
た
。

手
伝
い
下
さ
っ
た
人
も
大
変
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。 

 

そ
の
翌
年
、
私
の
息
子
が
産
れ
た
。
母
の
生
ま
れ
変
わ
り
の

よ
う
に
も
感
じ
た
。
そ
の
息
子
が
、
私
の
体
が
不
自
由
な
為
、

母
の
法
事
を
仕
切
っ
て
い
る
そ
の
姿
を
見
て
、
何
と
も
言
い
が

た
い
感
が
す
る
。 

 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
て
家
族
、
存
命
の
姉
弟
五
人
が

法
事
に
集
う
事
が
出
き
、
母
に
感
謝
し
た
い
。
母
を
偲
ん
で
読

経
の
後
、
種
々
な
つ
か
し
い
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
語
り
合
い
、

た
の
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。 

 

法
事
の
翌
日
、
一
通
の
手
紙
が
わ
た
し
宛
に
来
た
。
わ
た
し

の
初
孫
の
結
婚
式
の
招
待
状
で
あ
る
。
遠
く
関
東
で
暮
ら
す
孫

が
嫁
を
も
ら
う
の
だ
。
二
人
は
今
夏
、
我
が
家
に
も
来
て
会
食

し
た
が
、
お
相
手
は
何
と
気
が
利
く
良
い
む
す
め
さ
ん
だ
。
現

代
は
こ
の
よ
う
な
女
性
が
い
る
の
だ
と
感
心
す
る
程
だ
。
私
の

気
分
も
明
か
る
く
な
る
。
た
だ
都
会
で
の
結
婚
式
と
な
る
と
い

か
ん
せ
ん
体
力
に
自
信
が
持
て
ず
、
今
回
は
遠
慮
す
る
こ
と
に

し
た
。
た
だ
二
人
の
幸
福
を
願
う
気
持
は
だ
れ
に
も
負
け
な
い
。

私
も
し
ば
ら
く
は
が
ん
ば
っ
て
、
曾
孫
を
見
る
迄
は
生
き
て
い

た
い
。
愛
す
る
皆
さ
ま
に
感
謝
。 

 
 
 
 
 
 
 

合
掌 

宿
堂
町 

山
本 

徹 
 

先
日
、
母
の
五
十
回
忌
を
、
寺
の

若
様
を
お
迎
え
し
て
執
り
行
い
ま

し
た
。
母
は
十
三
人
も
の
子
を
産
み
、

八
人
を
成
人
ま
で
そ
だ
て
、
六
十
八

才
で
他
界
し
ま
し
た
。
当
時
は
、
今

の
温
暖
化
と
違
っ
て
、
大
雪
の
師
走

で
し
た
。
二
米
も
の
雪
が
積
も
り
、

バ
ス
は
不
通
、
三
日
間
停
電
で
、
何

寄 稿 

奥田師 神田師 

☆ 報恩講がつとまりました ☆ 
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私
た
ち
に
は
如
来
の
誓
い
、
願
い
が
か
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
願
い
は
大
悲
の
お
こ
こ
ろ
よ
り
起
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
一
切
衆
生
が
苦
悩
し
、
虚
し
さ
の

な
か
に
流
転
し
て
い
く
す
が
た
を
見
い
出
し
て
、
深

い
悲
し
み
と
と
も
に
、
そ
の
苦
悩
を
引
き
受
け
て
立

ち
上
が
っ
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
如
来

さ
ま
の
大
い
な
る
悲
し
み
、
大
悲
の
な
か
を
生
き
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
悲
し
い
か
な
私
た
ち
は
ま

こ
と
に
鈍
感
で
我
身
の
あ
り
方
を
悲
し
む
こ
と
も
、

如
来
の
大
悲
に
め
ざ
め
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
私
た
ち
は
人
生
に
つ
ま
づ
き
、
地
獄
の
そ
こ

に
つ
き
落
さ
れ
た
と
き
、
本
当
に
私
の
あ
り
方
を
悲

し
み
引
き
受
け
て
と
も
に
歩
ん
で
い
て
下
さ
っ
て

い
る
存
在
を
見
い
出
し
た
と
き
、
す
く
わ
れ
生
き
て

い
け
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
お
念
仏
の
ま
こ
と
に

め
ざ
め
た
よ
ろ
こ
び
は
一
生
を
貫
く
も
の
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
そ
の
根
底
に
は
常
に
如
来
の
大
悲
に
背

い
て
し
か
生
き
ら
れ
な
い
深
い
悲
し
み
が
あ
る
の

で
あ
る
。
（
住
職
） 

山門掲示板 

こ
な
い
だ
、
秋
廻
り
の
報
恩
講
に
う
か
が
っ
た
お
宅
で
、

念
仏
の
教
え
の
話
が
で
ま
し
た
。
ご
主
人
は
、
念
仏
の
先
輩

か
ら
「
自
分
を
全
否
定
さ
れ
た
」
と
、
大
変
ご
立
腹
で
し
た
。

全
く
同
感
、
一
個
人
か
ら
全
否
定
さ
れ
る
な
ど
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
事
で
す
。
私
の
人
生
を
全
部
否
定
で
き
る
な
ん

て
、
あ
な
た
は
ど
こ
の
ど
な
た
で
す
？
み
た
い
な
…
。 

し
か
し
、
念
仏
の
お
育
て
（
正
信
偈
で
い
う
光
）

の
中
で
生
活
す

る
う
ち
、
私
は
１
０
０
％
「
自
害
害
彼
（
自
ら
を
害
し
彼
を
も
害
す
）
」

や
か
ら
、
「
自
利
利
他
円
満
」
と
い
う
ア
ミ
ダ
の
願
い
を
念

じ
な
あ
か
ん
の
や
と
感
動
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。 

「
あ
ん
た
の
正
体
は
、
欲
（
清
浄
の
逆
）

と
、
怒
り
（
歓
喜
の
逆
）

と
自
分
す
ら
見
え
な
い
無
知
（
智
慧
の
逆
）

な
ん
や
ざ
」
こ
の
耳

の
痛
い
呼
び
か
け
は
、
対
面
す
る
先
輩
の
背
後
に
連
な
る
無

数
の
先
人
（
ア
ミ
ダ
）

の
声
な
き
声
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

言
う
側
の
先
輩
も
、
「
私
も
全
否
定
を
受
け
入
れ
ら
れ
ん

か
っ
た
の
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
お
育
て
（
ア
ミ
ダ
の
光
）

に
預
か

り
ま
し
て
、
…
」
で
す
よ
ね
。 

(

編
者)

 

清
し
ょ
う

浄
じ
ょ
う

歓か
ん

喜ぎ

智ち

慧え

光こ
う 

不ふ

断だ
ん

難な
ん

思し

無む

称
し
ょ
う

光こ
う 

親
鸞
作
『
正
信
念
仏
偈
』
よ
り 

読
み
方
―
清
浄(

光)

・
歓
喜(

光)

・
智
慧
光
、

不
断(

光)

・
難
思(

光)

、
無
称
光(

を

放
つ) 

※ 

不
断
―
絶
え
な
い
こ
と 

※ 

難
思
―
思
い
浮
か
べ
る
の
が
難
し

い
こ
と
。
つ
ま
り
僕
ら
の
思
考
基
準

の
延
長
上
で
は
な
い
こ
と
。 

※ 

無
称
―
称
は
、
て
ん
び
ん
で
は
か
る

の
意
。
闇
を
見
通
す
明
る
さ
は
、
ど

ん
な
光
も
つ
り
合
わ
な
い
。 

先
輩
の
感
動
を
た
ず
ね
て 
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次世代の方、分家された方に！ 
お手元に２部届いた時には、ぜひ

ご活用下さい。 

 

みなさんの声 大募集！ 
原稿や作品はもちろん、ご意見、

ご感想など、どしどしお寄せ下さい。

郵送でもメールでも構いません。お

待ちしております。 
 

本山御正忌報恩講 日帰り参拝 ご案内 

（武生の光善寺さんとの合同企画） 
 

 

およその日程（11/27 金） 
6:00 西雲寺発→6:20 西安居地区→6:40 坪谷→7:00 鯖江市舟津→ 

7:10 武生高校前→7:20 武生インター (高速道路では適宜休憩 

いたしますのでご安心を)→10:00 京都東インター 

    10:30 佛光寺本廟着 全員でおつとめしましょう。 

   11:30 本廟発→佛光寺本山に向かいます 

     到着後おときをよばれます。その後は自由に休憩。 

   14:00 大逮夜(雅楽・文類正信偈・門主代務恵照様御親言・復演布教) 

   16:30 本山発→  17:00 京都東インター 

       →高速道路(軽食や飲み物を用意いたします。車中にぎやかに 

親睦を深めながら帰りましょう！) 

    20:00 武生インター着→武生高校前→鯖江市舟津→ 

     20:40 坪谷着→ 21:00 西安居着→ 21:20 西雲寺着予定 

 

食事  朝食…恐縮ですが各自でご用意願います 
       昼食…本山(白書院)でおときをよばれます 

    夕食…軽いものですが車中食を用意いたします 
 

費用  10,000 円(おとき料・本廟本山懇志を含みます)当日で結構です 
 

持ち物 念珠、同朋章(わげさ)、お経本(旧来の赤い本)、雨具、座椅子 
 

※途中で乗り降りされたい方は、遠慮なくご相談下さい。 

※光善寺さんから乗車することも可能です。ご相談下さい。 
 

いっぺんいっぺんがおさめと思い 

私もお参りさせてもらいます 
 

（お申し込みは 11 月 20 日までに西雲寺へ   ） 


