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お釈迦さまが阿弥陀経を説かれた地・祇園精舎 

 

永代経のご案内 
7月10日(土)～11日(日) 

 
10日 ・・・・・・・ お逮夜(2:00～) お初夜(7:00～) 
11日 お日中(10:00～) お逮夜(2:00～) お初夜(7:00～) 

法話 美浜 南 真琴師 
 

  ──11日はバスが出ますのでご利用下さい──  

放送会館前発 (8:50)～東別院前～工大温泉前～西安居経由  

坪谷発(9:00) 
常森発(9:00)～国見～鮎川～小丹生経由  

 

おさそい合わせの上 

多数ご参詣下さい 
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親 

鸞 

聖 

人 

の 

ご 

生 

涯 
  

関
東
の
親
鸞
聖
人 

 

一
心
帰
命 

 

親
鸞
聖
人
の
稲
田
で
の
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
『
御
伝
鈔
』
に
は
、 

 

親
鸞
聖
人
は
越
後
国
か
ら
関
東
の
常
陸
国

（

ひ

た
ち

の

く

に 

今
の

茨

城

県

）

へ
移
っ
て
笠
間

（

か
さ

ま

）

郡
稲
田
郷
と
い
う
と
こ
ろ
に
隠
居

せ
ら
れ
ま
し
た
。
す
る
と
ひ
っ
そ
り
と
か
く

れ
て
住
む
つ
も
り
で
庵
室
の
戸
も
閉
じ
て
い

た
の
で
す
が
僧
尼
や
一
般
在
家
の
人
び
と
が

つ
ぎ
つ
ぎ
と
や
っ
て
き
て
、
門
前
は
民
衆
で

い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
仏
法
を
社
会
に

広
め
、
民
衆
を
救
済
し
た
い
と
い
う
聖
人
の

か
ね
て
か
ら
の
念
願
は
、
こ
う
し
て
達
成
さ

れ
た
の
で
し
た
。「
青
年
の
こ
ろ
、
京
都
六
角

堂
の
救
世
観
音
菩
薩
か
ら
聞
か
さ
れ
た
夢
の

告
げ
と
ピ
ッ
タ
リ
だ
ね
」
と
つ
く
づ
く
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
で
し
た
（
口
語
訳
） 

と
淡
々
と
記
さ
れ
て
い
る
。
聖
人
は
辻
説
法
の
よ

う
な
強
引
な
伝
道
教
化
は
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
庵
室
を
訪
れ
る
人
に
は
区
別
な
く
招
き
入

れ
、
話
し
を
聞
き
、
お
念
仏
の
よ
ろ
こ
び
を
語
っ

た
の
で
あ
る
。
仏
法
は
仏
法
に
生
き
る
人
の
人
格

に
よ
っ
て
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。
聖
人
の
人
格
に

魅
せ
ら
れ
て
、
自
然
に
人
が
集
ま
っ
て
き
た
の
で

す
。 

 

聖
人
は
流
罪
の
地
、
越
後
で
「
親
鸞
」
と
名
告

（
な

の
）

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』

の
論
、『
浄
土
論
』
を
お
造
り
に
な
っ
た
天
親
菩
薩

の
「
親
」
の
一
字
と
、
更
に
そ
の
『
浄
土
論
』
を

註
釈
さ
れ
て
『
浄
土
論
註
』
を
お
造
り
に
な
ら
れ

た
曇
鸞
大
師
の
「
鸞
」
の
一
字
を
い
た
だ
か
れ
て

「
親
鸞
」
と
名
告
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の
名
告
り

に
は
、『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
本
願
に

め
ざ
め
、
大
乗
菩
薩
道
を
歩
ま
し
め
ら
れ
る
身
と

な
っ
た
と
い
う
感
慨
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

天
親
菩
薩
は
『
浄
土
論
』
の
冒
頭
に 

 

世
尊
（
お

釈

迦
さ

ま
）
、
我
一
心
に
、
尽
十
方

無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
、
安
楽
国
に
生
ま
れ

ん
と
願
ず 

と
ご
自
身
の
信
心
を
表
白
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞

聖
人
は
天
親
菩
薩
の
「
一
心
帰
命
」
に
深
い
示
唆

を
与
え
ら
れ
、
こ
の
一
心
帰
命
の
信
心
こ
そ
如
来

よ
り
賜
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
信
心
を
歩
む

こ
と
こ
そ
大
乗
の
菩
薩
道
で
あ
る
こ
と
を
い
た
だ

か
れ
た
の
で
し
た
。
聖
人
は
「
一
心
帰
命
」
の
信

心
に
お
い
て
自
己
を
語
り
お
念
仏
の
功
徳
を
讃
嘆

し
て
い
か
れ
た
の
で
す
。 
 

こ
こ
関
東
に
お
い
て
聖
人
は
一
寺
を
建
立
し
よ

う
と
い
う
意
図
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
こ
し

人
屋
（
じ

ん
の
く
）

を
区
別
し
て
小
棟
（

こ
む

ね
）

を
あ

げ
て
作
っ
た
道
場
や
如
来
堂
、
太
子
堂
と
い
っ
た

部
落
の
辻
堂
（
つ
じ

ど
う

）

に
人
々
は
集
ま
る
。
集
ま

る
日
は
法
然
上
人
の
命
日
で
あ
る
二
十
五
日
が
多

か
っ
た
。
彼
ら
は
名
号
本
尊
を
か
か
げ
て
、
聖
人

を
中
心
に
仏
法
を
語
り
あ
い
、
念
仏
を
称
え
た
。

こ
れ
ま
で
仏
教
の
僧
伽
（

集

ま
り

・

共
同

体

）

な
ど
か

い
ま
み
る
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
民
衆
に
と
っ
て
、

こ
の
さ
さ
や
か
な
念
仏
の
つ
ど
い
は
ま
さ
し
く
新

鮮
な
お
ど
ろ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
こ
で
は
人

間
が
胸
襟
（

き

ょ
う

き

ん
）

を
ひ
ら
い
て
語
り
あ
い
、

世
々
生
々
（
せ
せ

し
ょ

う
じ

ょ
う
）
の
父
母
兄
弟
の
ご
と

く
、
一
点
の
わ
だ
か
ま
り
も
な
く
生
き
生
き
と
生

き
る
共
通
の
場
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
お
互
い

如
来
の
大
悲
の
中
に
す
で
に
摂
取
さ
れ
、
共
に
お

浄
土
へ
の
道
を
歩
む
御
同
行
御
同
朋
で
あ
る
と
い

う
確
信
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。 

 

教
行
信
証
の
執
筆 

 

聖
人
が
稲
田
に
定
住
し
た
こ
と
に
は
大
き
な
目

的
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
の
執
筆
で

あ
っ
た
。
法
然
上
人
の
著
わ
さ
れ
た
『
選
択
集
（
せ

ん
じ
ゃ

く
し
ゅ

う

）
』
が
聖
道
門
よ
り
論
難
さ
れ
、
承
元

（
じ
ょ

う
げ
ん
）

の
法
難
を
ひ
き
起
す
原
因
と
も
な
っ

た
の
で
す
。
聖
人
は
『
選
択
集
』
こ
そ
が
末
法
の

世
に
お
い
て
一
切
の
衆
生
を
す
く
う
ま
こ
と
の
仏

道
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
の
信
仰
体
験
を
と
お
し
て

体
系
的
に
顕
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
法
然
上
人

の
恩
徳
に
報
い
る
こ
と
で
あ
る
と
深
い
使
命
感
を

も
た
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
『
教
行
信
証
』
を
著

す
に
は
大
部
の
経
・
論
・
釈
を
読
み
こ
な
さ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
幸
い
稲
田
に
近
い
鹿
島
神
宮

や
香
取
神
宮
、
そ
し
て
豪
族
の
屋
敷
に
は
膨
大
な

経
典
や
論
、
釈
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
聖

人
は
そ
れ
ら
の
神
社
や
邸
宅
に
通
っ
て
、
経
・
論
・

釈
を
読
破
し
、
大
切
な
部
分
を
写
し
て
帰
ら
れ
た

の
で
し
た
。『
教
行
信
証
』
の
草
稿
ま
で
十
年
を
要

し
、
八
十
歳
頃
ま
で
推
敲
（

す
い
こ

う
）

を
重
ね
手
を

加
え
て
完
成
さ
れ
た
の
で
す
。 

 

弥
七
夫
婦
の
こ
と 

 

聖
人
が
稲
田
の
草
庵
に
い
た
と
き
の
こ
と
、
稲
田

か
ら
三
里
（
十
二
キ
ロ
）
の
福
田
と
い
う
所
に
極
貧

の
弥
七
夫
婦
が
住
ん
で
い
た
。
夫
婦
は
無
二
の
念
仏

者
だ
っ
た
が
、
着
物
が
一
枚
し
か
な
く
稲
田
の
草
庵

の
も
と
に
は
交
互
に
訪
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が

一
日
で
も
聖
人
の
教
え
を
聞
き
も
ら
す
の
は
惜
し 
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い
、
そ
こ
で
弥
七
は
裸
同
然
の
女
房
を
つ
づ
ら
籠

に
入
れ
、
そ
れ
を
背
負
っ
て
稲
田
の
草
庵
に
説
法

を
聞
き
に
行
く
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
稲
田
に

着
い
て
聖
人
の
教
え
を
聞
い
た
女
房
は
歓
喜
念
仏

し
て
思
わ
ず
つ
づ
ら
か
ら
躍
り
出
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
を
見
た
聴
聞
者
は
ド
ッ
と
大
笑
い
し
た
。
し

か
し
聖
人
は
「
静
か
に
し
な
さ
い
。
お
念
仏
を
い

た
だ
く
こ
と
は
賢
人
や
善
人
ぶ
っ
た
り
す
る
必
要

は
な
い
。
外
面
を
い
か
に
飾
ろ
う
と
も
、
心
に
真

実
が
な
け
れ
ば
何
に
も
な
ら
な
い
。
弥
七
の
女
房

は
ま
こ
と
の
念
仏
者
で
す
ぞ
」
と
誉
め
た
た
え
ら

れ
た
と
い
う
。 

 

山
伏
弁
円
（

べ
ん

ね
ん
） 

 

庶
民
に

と
っ
て

山
の

神
や
仏
、
菩
薩
は
豊
作
の

祈
り
、
雨
乞
い
、
疫
病
退

治
の
祈
祷

な
ど
の

対
象

で
あ
り
、
山
伏
や
修
験
者

（
し
ゅ

げ
ん
じ

ゃ
）

は
、
庶
民

の
要
求
に

応
じ
て

加
持

祈
祷
（

か

じ

き
と

う

）

を
し

て
現
世
利
益
を
与
え
て
い
た
の
で
す
。
聖
人
は
呪

術
的
な
宗
教
に
染
っ
て
い
る
民
衆
に
対
し
て
、
そ

の
民
衆
の
目
に
見
え
な
い
力
へ
の
恐
れ
を
否
定
す

る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
弱
さ
や
闇
に
お
び

え
る
心
の
弱
さ
に
共
感
し
、
そ
う
し
た
民
衆
の
た

め
に
こ
そ
阿
弥
陀
如
来
の
悲
し
み
が
あ
る
こ
と
を

説
い
て
い
き
ま
し
た
。
民
衆
は
初
め
て
自
分
の
弱

さ
、
己
の
闇
の
深
さ
に
目
覚
め
、
そ
の
自
分
を
か

け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
と
受
け
と
め
て
下
さ

る
阿
弥
陀
如
来
の
悲
し
み
の
中
に
人
間
性
を
回
復

し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
聖
人
の
教
化
に

よ
っ
て
現
世
の
利
益
を
祈
る
民
衆
が
少
な
く
な
っ

て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
反
感
を
持
っ
た

者
が
出
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
が
山
伏
弁
円
で
、

聖
人
を
殺
害
し
よ
う
と
企
だ
て
た
の
で
す
。
稲
田

に
お
住
ま
い
の
聖
人
は
布
教
の
た
め
板
敷
山
（

い
た

じ
き
や

ま
）

を
つ
ね
づ
ね
往
来
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

弁
円
は
殺
意
を
も
ち
こ
の
道
筋
に
待
ち
ぶ
せ
し
て

い
ま
し
た
。
む
か
し
板
敷
山
に
は
上
の
道
と
下
の

道
が
あ
っ
て
弁
円
が
上
で
待
ち
受
け
て
い
た
と
き

は
下
に
、
下
の
と
き
は
上
を
聖
人
は
通
ら
れ
た
と

い
わ
れ
ま
す
。
す
れ
ち
が
っ
て
ば
か
り
い
て
目
的

を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
弁
円
は
不
思
議
な

気
が
し
て
草
庵
に
乗
り
こ
ん
だ
の
で
す
。
そ
の
時

弁
円
は
弓
矢
や
大
刀
を
た
ず
さ
え
て
い

ま
し
た
。
そ
の
時
聖
人
に
は
何
の
こ
だ

わ
り
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
親
し
み

を
こ
め
て
弁
円
を
迎
え
入
れ
た
の
で
す
。

こ
の
お
だ
や
か
な
尊
顔
を
拝
し
て
弁
円

の
害
心
は
た
ち
ま
ち
に
消
滅
し
た
と
い

い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
後
悔
の
涙

さ
え
あ
ふ
れ
た
の
で
す
。
弁
円
は
す
べ

て
告
白
し
ま
し
た
。
聖
人
の
殺
害
計
画

も
素
直
に
申
し
た
て
ま
し
た
。
し
か
し

聖
人
に
驚
き
の
色
は
あ
り
ま
せ
ん
し
た
。「
親
鸞
も

あ
な
た
と
同
じ
よ
う
な
恐
ろ
し
い
心
を
も
っ
て
い

る
凡
夫
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
弁
円
は
そ
の
場
で
武
器
を
す
て
て
山
伏

の
装
束
で
あ
る
柿
の
衣
を
ぬ
ぎ
す
て
聖
人
に
弟
子

に
な
る
こ
と
を
願
い
出
た
の
で
す
。
聖
人
は
大
変

お
よ
ろ
こ
び
に
な
り
、
明
法
（
み
ょ

う
ほ

う
）

と
い
う

法
名
を
お
授
け
に
な
り
、
そ
の
後
は
熱
心
な
念
仏

の
行
者
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

山
も
山
、
道
も
昔
と
か
わ
ら
ね
ど 

 

か
わ
り
果
て
た
る
わ
が
心
か
な 

の
ち
、
弁
円
が
み
ず
か
ら
の
心
境
を
板
敷
山
で
よ

ん
だ
う
た
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
法
房
は

聖
人
に
先
立
っ
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
知
ら

せ
を
受
け
た
と
き
、
聖
人
は
す
で
に
京
都
に
帰
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
明
法
房
は
お
浄
土
に
往
生

し
た
に
ま
ち
が
い
な
い
と
関
東
の
門
弟
に
次
の
よ

う
に
書
き
送
っ
て
い
ま
す
。 

 

明
法
房
が
極
楽
へ
往
生
し
た
こ
と
は
当
然

で
、
い
ま
さ
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、

あ
ら
た
め
て
強
く
う
れ
し
く
思
う
。
こ
れ
は

常
陸
国
の
鹿
島
郡
、
行
方
郡
、
奥
郡
の
、
こ

の
よ
う
な
め
で
た
い
極
楽
往
生
を
願
う
方
た

ち
皆
の
喜
び
で
あ
る
。
（
口
語
訳
） 

聖
人
が
弁
円
改
め
明
法
房
を
い
か
に
高
く
評
価
さ

れ
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。 

板
敷
山
の
ふ
も
と
に
は
弁
円
ゆ
か
り
の
寺
、
大
覚

寺
が
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
住
職
） 板敷山大覚寺 

弁円懺悔の木像 
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『
神
様
の
カ
ル
テ
』 

夏
川
草
介
著 

小
学
館 

２
０
０
９
年 

 
 

税
込
１
２
６
０
円 

こ
の
小
説
は
、
桜
井
翔
・
宮
崎
あ
お
い
共
演
で
映
画

化
さ
れ
、
来
年
公
開
予
定
だ
そ
う
で
す
。
末
期
の
胆
の

う
癌
で
あ
る
女
性
が
、全
く
身
寄
り
が
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、穏
や
か
に
死
を
受
け
入
れ
て
い
く
様
子
が
と

て
も
印
象
的
で
し
た
。 

「
神
様
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
医
師
の
腕
前
の
こ

と
で
も
な
く
、癌
と
い
う
非
情
な
運
命
を
指
す
の
で
も

な
く
、世
間
で
い
う
不
幸
な
境
遇
の
中
で
の
不
思
議
な

幸
せ
を
指
す
の
だ
と
思
い
ま
す
。常
識
で
は
考
え
ら
れ

な
い
明
る
さ
や
安
心
が
、
逆
境
の
中
に
現
れ
る
驚
き
で

す
。
医
師
や
看
護
師
も
ま
た
、
彼
女
の
不
思
議
な
明
る

さ
か
ら
生
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
の
で
す
。 

一
体
そ
の
不
思
議
の
源
は
何
で
し
ょ
う
。幸
せ
の
源

は
何
で
し
ょ
う
。
角
度
を
変
え
れ
ば
、
私
た
ち
は
死
期

迫
る
病
室
で
、究
極
的
に
何
が
あ
れ
ば
幸
せ
な
の
で
し

ょ
う
。
僕
は
「
私
な
し
の
愛
」
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

映
画
で
は
、
女
性
や
医
師
を
「
私
な
し
の
愛
」
を
交

わ
し
合
う
特
別
な
人
だ
と
描
く
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

で
も
仏
教
に
出
会
っ
て
み
る
と
、
彼
ら
も
「
私
な
し
の

愛
」
を
無
数
の
先
輩
か
ら
与
え
ら
れ
た
普
通
の
人
だ
と

感
じ
ま
す
。
だ
っ
て
、
彼
ら
だ
け
で
な
く
僕
の
周
り
に

も
、
不
思
議
な
「
私
な
し
の
愛
」
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た

先
輩
が
沢
山
い
ま
す
も
ん
。（
編
者
） 

姫路より八木浄顕師 

安田・末定文好氏宅にて 

西雲寺にて 

本堂・八木健二氏宅にて 

皆様のおかげで 

本山差し向け布教が 

つとまりました 

弥陀
み だ

智
ち

願
がん

の回向
え こ う

の  信楽
しんぎょう

まことにうるひとは  

摂取不捨
せ っ し ゅ ふ し ゃ

の利益
り や く

ゆえ  等
とう

正覚
しょうがく

にいたるなり  
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私
た
ち
は
毎
日
、
愚
痴
を
こ
ぼ
し
な
が
ら
日
暮
し
を
し

て
い
ま
す
。
凡
夫
の
す
が
た
で
す
。
愚
痴
は
、
鉄
が
や
が

て
さ
び
て
腐
っ
て
い
く
よ
う
に
、
我
身
を
亡
ぼ
す
、
最
も

恐
ろ
し
い
煩
悩
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
愚
痴
は
無
明
（
む

み
ょ
う

）

と
も
い
わ
れ
、
明
り
が
な
い
こ
と
、
智
慧
が
な
い

こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
真
実
の
智
慧
が
無
い
こ
と
か
ら
、

物
事
を
正
し
く
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
つ
も
思

う
よ
う
に
な
ら
な
い
と
暗
い
顔
を
し
て
い
る
の
で
す
。 

私
た
ち
の
智
慧
は
、
我
執
（

が
し
ゅ

う
）

に
と
ら
わ
れ
、
い

つ
も
打
算
的
、
功
利
的
で
す
。
善
悪
で
も
自
分
の
都
合
の

よ
い
も
の
は
善
で
あ
り
、
都
合
の
悪
い
も
の
は
悪
で
、
ダ

メ
な
も
の
は
排
除
し
よ
う
と
し
ま
す
。 

如
来
の
智
慧
は
清
浄
（

し
ょ

う
じ

ょ
う

）

で
純
粋
で
す
。
物

事
を
そ
の
ま
ま
見
る
眼
で
す
。
こ
の
如
来
の
智
慧
を
賜
わ

れ
ば
、
私
に
起
こ
る
す
べ
て
の
出
来
事
は
す
べ
て
が
宿
業

（
し
ゅ

く
ご
う

）

で
あ
る
と
感
得
し
、
引
き
受
け
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
お
念
仏
に
お
い
て
こ
の
智

慧
を
賜
わ
る
の
で
す
。 

 
 
 
 
 
 

（
住
職
） 

山門掲示板 

謝
ら
な
あ
か
ん
の
に
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
っ
て
ど
う
し
て
も

口
に
出
て
こ
な
い
、
そ
ん
な
経
験
あ
り
ま
せ
ん
か
？
「
な
ん
ま

ん
だ
ぶ
つ
」
も
よ
く
似
て
て
、
法
事
や
お
墓
の
前
で
称
え
る
場

面
や
の
に
、
ど
う
し
て
も
ノ
ド
に
つ
か
え
て
出
て
こ
な
い
…
そ

う
い
う
こ
と
っ
て
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
念
仏
っ
て
な
〜
ん
か

負
け
を
認
め
る
気
が
す
る
し
、
訳
の
分
か
ら
ん
も
の
を
認
め
る

気
も
す
る
し
…
そ
う
話
し
て
く
れ
た
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
。 

親
鸞
聖
人
は
、
念
仏
は
自
分
を
懺
悔
す
る
し
る
し
で
あ
り
、

同
時
に
仏
さ
ま
を
ほ
め
る
し
る
し
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
自
己
チ

ュ
ー
を
認
め
て
、
敵
味
方
の
な
い
仏
の
国
を
願
う
し
る
し
だ
と

言
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
ん
な
仏
さ
ま
の
よ
う
な
心(

至
心
信
楽)

、

私
個
人
に
起
こ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

も
し
念
仏(

本
願
の
名
号
）
が
口
か
ら
出
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は

ま
っ
た
く
先
輩
方
の
背
中
を
通
し
て
仏
の
心(

至
心
信
楽)

が
私

に
届
け
ら
れ
た
証
し
で
あ
り
、
目
の
黒
い
う
ち
に
仏
さ
ま(

至
心

信
楽)

に
出
会
っ
た
し
る
し
で
あ
り
、
最
高
に
愛
す
べ
き
し
る
し

な
ん
だ
と
、
聖
人
は
感
動
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
。(

編
者)  

至し

心し
ん

信し
ん

楽
ぎ
ょ
う

願が
ん

為に

因い
ん 

親
鸞
作
『
正
信
念
仏
偈
』
よ
り 

読
み
方
―
至
心
信
楽
の
願
を
因
と
す
。 

※
至
心
―
混
じ
り
け
な
し
の
心
。
仏
に
な
る

た
め
の
真
実
の
種
。 

※
信
楽
―
混
じ
り
け
な
し
に
受
け
取
る

心
。
至
心
を
喜
び
愛
す
る
心
。 

※
至
心
信
楽
の
願
―
至
心
・
信
楽
・
欲
生
の

心
を
起
し
て
念
仏
す
る
人
を
必
ず
救

う
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
願
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。 
 

コーラスや音楽の好きな方へ 
 

ご本山 親鸞聖人７５０回忌 音楽法要の参加者募集！ 
 

日にち  平成 23 年 5 月 22 日（日）午後 4 時～5 時 

ところ  京都 佛光寺本山 御影堂 

資 格  年齢・性別・経験一切問いません どなたでも！ 
 

＜あらまし＞音楽法要とは歌声にのせて仏さまをたたえるおつとめです 
三帰依（ブッダ～ン サラナ～ン ガッチャ～ミ～♪） 

   正信讃歌（帰依したてまつる みほとけに～♪ 

        五劫のしゆい おごそかに～♪ …つづく） 
   和歌（御門主やお裏方が詠まれた和歌６首を念仏と共に 

な～むあ～みだ～ぶ♪和歌 な～むあ～みだ～ぶ♪和歌…） 
   回向（が～んに～しくど～く～♪…） 

   歎異抄（みだの～せいがんふしぎに～たすけられまいらせて…） 

   恩徳讃（にょ～らいだいひの～お～んどくは～♪…） 
   真宗宗歌（ふか～きみの～りにあ～い～まつる～♪…） 

※ ７月頃に楽譜とＣＤのセットが本山から発売される予定です。 
※ 当日は西雲寺から日帰りのバスを運行する予定です。ただし福

井帰着は遅くになると思われます。 

※ 服装は、下を黒色、上を白色とする予定です。 
※ 西雲寺におきまして、何回か練習をする予定です。 

※ 定員は全国で 200 人ほどの見込みです。全体練習を今年 11 月、
来年 2 月、4 月の 3 回行う予定です。そのうち 1～2 回は京都に

出向かれて参加いただきたく思います。 

 

ご希望の方は西雲寺まで 
（楽譜とＣＤを手配いたします） 

50 年に１度のご縁ですよ～お早めに♪ 
（秋廻りを待たずなるべく７月中にご連絡下さい） 


