
　
島

根
県

に
あ

る
浄

土
真

宗
本

願
寺

派
の
西

楽
寺

さ
ん
の
ホ
ー

ム

ペ
ー
ジ
で
目
に
し
た
法
語
で
す
。

　
「
オ
マ
エ
が
悪

い
！

」
、
日

々
の
生

活
の
中
で
も
、
ま
た
心
の
中
で
も
、

幾
度

と
無

く
相

手
を

指
差

し
て

き
ま
し
た
。

　
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
待

っ
て
く
だ
さ

い
。
そ
の
振

り
向

け
た
指

を
裏

返

し
て
よ
く
見

て
み
る
と
・
・
・
。
な
ん

と
あ
ろ
う

こ
と
か
他

の
指

た
ち
は

私
を

差
し
て
い
る
じ
ゃ
あ

り
ま
せ

ん
か
。
し
か
も
三
本
も
・
・
・
。

　
「
オ
マ
エ
が
悪

い
！

」
、
と
指

差
す

時
に
は
必

ず
そ

の
指

は
自

分
自

身
を

指
差

し
て
い
ま

す
。
怒

っ
た

時
な
ど
は
、
相

手
の
こ
と
で
い
っ
ぱ

い
で
自

分
自

身
の

こ
と

は
ど

こ
か
に

行
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
の
私
。

　
皆

さ
ん
も
指

差

す
と

き
に

は
要

注
意
で
す
よ
！
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一
月

十
五

日
（
土

）　
　
　
午

後
二

時
よ

り

御
正

忌
報

恩
講

今号の内容

・
「
正

信
偈

を
読

む
会

」
始

め
ま

す

・
仏

事
の

Ｑ
＆

Ａ
　
～

真
宗

の
お

勤
め

～

・
本

願
寺

団
体

参
拝

 締
め

切
り

延
長

♪

・
除

夜
の

鐘
を

撞
き

ま
し

ょ
う

！

今号の法語

平成２２年１２月２０日

十
六

日
（
日

）　
　
　
午

前
九

時
半

・
午

後
二

時
よ

り

※
　
お

勤
め

・
法

話
共

に
、

御
堂

で
は

な
く

、
　

　
　
ス

ト
ー

ブ
で

暖
か

く
し

た
広

間
に

て
行

い
ま

す

「
オ

マ
エ

が
悪

い
！

」
と

指
差

す
残

り
の

三
本

は

自
分

の
方

を
向

い
て

い
た

し
ょ
う

し
ん

げ

つ



　
「
お

経
は

お
坊

さ
ん

が
す

る
も

の
な
ん
じ
ゃ

な
い
の
？

」

と
か
「

思
わ
れ
る

か
も

し
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な

こ

と
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
も
そ
も
浄
土
真
宗
は
特
別
な

人
だ
け

と
い
う

閉
ざ

さ
れ

た
教

え
な

の
で
は
な

く
、
全

て
の
人

々

が
歩

む
こ
と
が
で
き
る
開

か
れ
た

教
え
な
の
で
す
か
ら
。

　
正

信
偈

と
和

讃
と
を
合

わ
せ
、

毎
朝

夕
の
お

勤
め
に
定

め
た
蓮

如
上

人
以

来
、
本

願
寺

に
お
い
て

も
お
晨
朝
（
朝
事

）
・
お
夕
事
に
正

信
偈

が
毎

日
お
勤

め
さ

れ
て
い
ま

す
。

　
ぜ
ひ
こ
の
正

信
偈

の
お
勤

め
を

み
ん

な
で
練

習
し
て
み

ま
せ

ん

お
経

の
お
勤

め
っ

て
難

し
い

ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
か

広済寺寺報
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「正信偈を読む会」始めます
日程
時間
会場
内容
対象
参加費

毎月一回　　※ 第一回：一月二十九日（土）
午後三時半より
広済寺
正信偈の唱え方（三十分）・正信偈の内容（二十分）
ご門徒に限らず興味ある方どなたでもお待ちしてます
もちろん無料です

第八代宗主　蓮如上人

第８号

文明五年に刷られた三帖和讃

本願寺のお晨朝

　
「
き
ー

み
ょ
ー

、
む
ー

り
ょ
ー

、

じ
ゅ
ー
に
ょ
ー
ら
ー
い
ー
」
。

　
こ
れ
は
浄

土
真

宗
の
お
勤

め
で

最
も

有
名

な
、
「
正

信
偈

」
の
冒

頭
部

分
で
す

。
「
浄

土
真

宗
」
と

い
え

ば
「
正

信
偈

」
、
「
正

信
偈

」

と
い
え

ば
「
浄

土
真

宗
」
と

い
え

る
位

に
、
浄

土
真

宗
の
ご

門
徒

に
と
っ
て
「
正

信
偈

」
は
最

も
親

し

ま
れ
て
い
る
お
勤
め
で
す
。

　
私

が
月

参
り
で
正

信
偈

を
お
勤

め
さ

せ
て
頂

く
際

、
お
経

本
す

ら

見
ず

に
正

信
偈

を
暗

唱
さ

れ
る

お
じ
い
ち
ゃ
ん
・
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も

珍
し
く
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ

け
正

信
偈

は
ご

門
徒

の
方

々
に

根
付
い
た
お
勤
め
だ
っ
た
の
で
す
。

か
？

自
ら

学
び
そ

れ
を

次
代

に

伝
え

る
と
い
う

の
は
大

変
尊

い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
会

で
は
、
お
勤

め
の
仕

方
は

も
ち

ろ
ん
、
正

信
偈

に
書

い
て
あ

る
内

容
に
つ
い
て
も

解
説

し
て
い

き
ま
す
。
時
間
は
一
時
間
程
度
を

考
え

て
い
ま
す

の
で
、
老

若
男

女

問
わ

ず
皆

さ
ん
気

軽
に
お

越
し

下
さ

い
。
お

待
ち

し
て
ま

す
♪

（
第
二
回
の
日
程
に
つ
い
て
は
後
日

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
）

１４７３年 さんじょう

じ
ん

ぢ
ょ
う

じ
あ

さ
ゆ

う
じ

げ

しょう しん

平成２２年１２月２０日
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第８号

仏
事

の
疑

問
 
Ｑ

＆
Ａ

質
問

　
浄

土
真

宗
の

お
勤

め
で

は
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
何

を
読

む
の

で
す

か
？

　
浄

土
真

宗
の
お
勤

め
で
一

番
親

し
ま

れ
て
い
る
の
は
、
前

頁
で
も

紹
介
し
た
『
正
信
偈
』
で
す
。

　
『
正

信
偈

』
は
、
親

鸞
聖

人
が
著

さ
れ
た
『
教

行
信

証
』
（
正

式
に
は

『
顕

浄
土

真
実

教
行

証
文

類
』
）

に
出

て
く
る
も
の
で
、
浄

土
真

宗

の
本

義
を
端

的
に
述

べ
た
も
の
と

言
わ
れ
て
い
ま
す

。
だ
か
ら

こ
そ

第
八

代
蓮

如
上

人
は
こ
の
『
正

信

偈
』
を

毎
日

の
お
勤

め
に
用

い
る

こ
と

に
さ

れ
た
の
で
し
ょ
う

。
現

在
で
も

、
本

願
寺

に
お

い
て
『
正

信
偈

』
を
お
勤

め
し
な
い
日

は
一

日
と
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

　
次

に
『
正

信
偈

』
以

外
の
お

勤

め
で
す

が
、
有

名
な

も
の
は
『
讃

仏
偈
』
と
『
重
誓
偈
』
で
す
。

　
『
讃

仏
偈

』
は
「
こ
ー

げ
ん
ぎ

ー

ぎ
ー

」
で
始

ま
る
お
勤

め
、
『
重

誓

偈
』
は
「
が
ー

ご
ん
ち

ょ
ー

せ
ー

が
ー
ん
」
で
始
ま
る
お
勤
め
で
す
。

聞
い
た
こ
と
あ
り
ま
す

よ
ね
？

ど

ち
ら

も
『
大

経
』
（
正

式
に
は
『
仏

説
無

量
寿

経
』
）
に
出

て
く

る
も

の
で
す

。
こ
れ
ら

は
『
正

信
偈

』
よ

り
も

短
い
の
で
色

ん
な
所

で
用

い

ら
れ
て
い
ま
す

。
本

願
寺

に
お

い

て
は
阿

弥
陀

堂
の
お
朝

事
に
『
讃

仏
偈
』
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
他

に
も

『
小

経
』
（
正

式
に

は

『
仏

説
阿

弥
陀

経
』
）
や

『
十

二

礼
』
、
『
帰

三
宝

偈
』
な
ど
様

々
な

お
勤

め
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
う

し

た
お
勤
め
と
は
別
に
、
『
御
文
章
』

と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
『
御

文
章

』
と

は
蓮

如
上

人
が

門
徒

に
宛

て
て
お
書

き
に
な
っ
た

お
手

紙
の
こ
と

で
『
御

文
』
と

呼

ば
れ
た
り
も
し
ま
す

。
真

宗
の
信

仰
の
あ
り
方

を
平

易
に
説

い
た
こ

の
お
手

紙
は
、
お
勤

め
や

法
話

の

後
に
よ
く

拝
読

さ
れ

ま
す

。
二

百
通

以
上

に
も

上
る
こ
の
お

手

紙
で
す

が
、
そ
の
中

で
も

『
末

代

無
智

章
』
・
『
聖

人
一

流
章

』
・
『
白

骨
章
』
が
有
名
で
す
。

　
ま
だ
ま
だ
紹

介
し
き
れ
な
い
も

の
も
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す

が
、
総

じ
て
浄

土
真

宗
の
お

勤
め
は
僧

侶
・
門

徒
の
別

な
く
全

員
で
お
勤

め
さ
さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

是
非

お
経

の
本

を
手

に
取

っ
て
頂

い
て
ご
一

緒
に
お
勤

め
さ

せ
て
い

た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

　

本
願

寺
大

遠
忌

　
　
　
団

体
参

拝
 募

集
中

♪

（
来

年
も

募
集

受
け

付
け

ま
す

♪
　

　
　

　
　

　
　

で
も

で
き

る
だ

け
早

く
ね

）

☆
締

め
切

り
延

長
し

ま
す

☆

※
詳

細
は

お
問

い
合

わ
せ

頂
く

か
Ｈ

Ｐ
に

ア
ク

セ
ス

！

き
ら

い
さ

ん
ぽ
う

ご
ぶ
ん

し
ょ
う

お
ふ
み

は
っ

こ
つ

平成２２年１２月２０日

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
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ら
せ
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編
集

後
記

二
〇
一
〇
年

　
除
夜
の
鐘

　
　
十
二
月
三
十
一
日
（
金
）

　
　
　
午
後
十
一
時
四
十
五
分
よ
り

二
〇
一
一
年

　
元
旦
会

　
　
一
月
一
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
午
前

五
時
よ
り

　
御
正
忌
報
恩
講

　
　
一
月
十
五
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
午
後

二
時
よ
り

　
　
一
月
十
六
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
午
前

九
時
半
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
午
後

二
時
よ
り

　
　
御
講
師

　
　
砺
波
組
　
明
覚

寺

　
　
　
　
　
　
林
　
要

昭
　
師

　
正
信
偈
を
読
む
会

　
　
一
月
二
十
九
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
午
後

三
時
半
よ
り

　
広
済
寺
仏
教
婦
人
会

　
　
毎
月
第
四
土
曜
日

　
　
　
　
　
　
　
午
後

七
時
半
よ
り

　
　
※
一
月
・
二
月
は
休
会
し
ま
す

第８号

　
早

い
も

の
で
今

年
も

気
づ
け

ば

残
す

と
こ
ろ
あ
と
わ
ず

か
と
な
り

ま
し
た
。
「
今

年
は
あ
れ
を
す

る
は

ず
だ
っ
た
の
に
・
・
・
」
、
「
こ
れ
は
な

ん
と

か
で
き

た
な

あ
」
な

ど
一

年

を
振

り
返

る
に
相

応
し
い
時

節
で

も
あ
り
ま
す
。

　
来

年
か
ら

始
め
る
『
正

信
偈

を

読
む
会

』
も

予
定

で
は
今

年
中

に

始
め
る
つ
も
り
で
し
た
。
で
す

が
な

か
な

か
踏

ん
切

り
が
つ
か
ず

、
結

果
来

年
か
ら

の
ス
タ
ー

ト
と
な
り

ま
し
た
。

　
月

一
回

の
予

定
で
す

が
、
日

取

り
や
時
間
な
ど
は
み
な
さ
ん
参
加

し
や

す
い
よ
う

に
色

々
工

夫
し
て

い
き

た
い
と

思
い
ま

す
。
初

回
に

参
加

で
き
な
い
方

も
希

望
日

時
な

ど
が
あ
れ
ば
是

非
教

え
て
く
だ
さ

い
。
で
き
る
だ
け
反

映
さ

せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

除
夜

の
鐘

を
撞

き
ま

し
ょ

う
！

　
今

年
も
除

夜
の
鐘

が
近

づ
い
て

参
り

ま
し
た
。
広

済
寺

で
は
大

晦
日

の
午

後
十

一
時

四
十

五
分

か
ら

一
時

間
以

上
に
わ

た
っ
て

百
八

回
の
鐘

を
撞

い
て
い
ま
す

。

出
入

り
は
自

由
で
す

の
で
気

軽

に
お
越
し
下
さ
い
。

　
こ
こ
で
ち

ょ
っ
と

豆
知

識
。
み

な
さ

ん
「
除

夜
」
っ
て
何

か
ご

存

知
で
す
か
？

　
調

べ
て
み

る
と

、
「
除

夜
」
は

「
除

日
」
の
夜

の
こ
と

。
「
除

日
」

と
は
「
除

刑
日

」
の
こ
と

で
、
江

戸
時

代
、
重

要
な
祝

祭
日

や
将

軍
の
忌

日
な

ど
、
刑

罰
の
執

行

を
行
わ
な
い
こ
と
に
定
め
た
日
の

こ
と
だ
そ
う
で
す
。

　
「
除

日
」
と
は
死

刑
な
ど
行

わ

な
い
「
い
の
ち

を
大

切
に

す
る

日
」
で
も

あ
っ
た
ん
で
す

ね
。
冬

の
寒

い
静

か
な
夜

に
響

き
わ
た
る

除
夜

の
鐘

の
音

は
、
「
い
の
ち

」
の

尊
さ

を
確

認
さ

せ
て
い
た
だ
く
音

で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　

　
是

非
大

晦
日

の
夜

は
お
寺

で
鐘

を
撞

き
な
が
ら

、
「
い
の
ち

」
の
響

き
に
耳

を
す

ま
せ
な
が
ら
の
年

越

し
を
！

お
寺

で
お
待

ち
し
て
い
ま

す
♪
　

　
そ
う

そ
う

、
鐘

を
撞

い
た
後

は

本
堂

に
お

ら
れ

る
阿

弥
陀

様
に

新
年
の
挨
拶
を
す
る
の
も
忘
れ
ず

に
ね
！

平成２２年１２月２０日

じ
ょ

に
ち

じ
ょ

け
い

お
お

み
そ
か

つ

き
じ
つ

に
ち
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