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昨
年
四
月
以
来
、
一
年
ぶ
り

の
寺
報
で
す
。
そ
の
間
に
、
住

職
で
あ
る
父
は
癌が

ん

が
再
発
、
二

度
目
の
手
術
を
受
け
ま
し
た
。

皆
さ
ん
に
ご
心
配
や
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
し
た
が
、
お
か
げ

で
元
気
に
戻
っ
て
参
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
手
術
で
挿

そ
う
か
ん

管
す
る
際
、

声
帯
に
傷
が
つ
い
て
、
約
三
ヶ

月
半
に
わ
た
り
声
が
で
ま
せ
ん
で

し
た
。
一
時
は
も
う
二
度
と
声
が

出
な
い
か
と
心
配
し
た
そ
う
で
す

が
、
年
明
け
頃
か
ら
、
少
し
ず
つ

出
る
よ
う
に
な
り
、
今
で
は
す
っ

か
り
元
通
り
出
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

ま
た
そ
の
間
、
世
の
中
も
変
わ

り
ま
し
た
。
参
院
選
で
自
民
党
が

大
敗
、
政
権
も
安あ

べ倍
さ

ん
か
ら
福ふ

く
だ田

さ
ん
へ
と

交
代
。
民
主
党
の
発
言

力
が
増
し
ま
し
た
。
最

近
で
は
原
油
の
高

こ
う
と
う騰

で

物
価
が
上
昇
、
私
た
ち

の
生
活
や
景
気
に
も
深
刻
な
影
響

が
出
始
め
て
い
ま
す
。

七
百
五
〇
回
大
法
要

　

一
方
、
ご
本
山
（
京
都
西に

し
ほ
ん
が
ん

本
願

寺じ

）
で
は
、
十
年
間
か
け
て
修
復

さ
れ
て
い
た
御ご

え
い
ど
う

影
堂

が
、
完
成
間
近
で
す
。

そ
し
て
二
〇
一
一
（
平

成
二
十
三
）
年
よ
り
、

待
ち
に
待
っ
た
親

し
ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う
に
ん

人
の
七
五
〇
回
の

大
法
要
が
営
ま
れ
ま

す
。
こ
の
法
要
は
五
〇

年
に
一
度
の
法
要
で
す
。
こ
の
次

の
八
百
年
は
、
筆
者
（
編
集
者
）

は
生
き
て
い
れ
ば
九
十
八
歳
で

す
。
住
職
の
場
合
は
、
数
年
後
の

話
は
で
き
な
い
年
に
な
り
ま
し
た

が
、
生
命
が
あ
れ
ば
、
今
回
皆
さ

ん
と
と
も
に
お
参
り
し
た
い
と
申

し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
法
要
に
向
け
て
色
々
な
企

画
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在

は
「
本ほ

ん
が
ん
じ
て
ん

願
寺
展
」
が
広
島
県
立
美

術
館
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ア
ニ

メ
「
し
ん
ら
ん
さ
ま
」
も
完
成
・

発
売
さ
れ
ま
し
た
。
六
月
二
十
四

日
に
は
呉
市
文
化
ホ
ー
ル
で
劇

団
前ぜ

ん
し
ん
ざ

進
座
に
よ
る
劇
「
法

ほ
う
ね
ん然

と

親し
ん
ら
ん

鸞
」
が
上
演
さ
れ
ま
す
。

募ぼ

ざ

い財
の
お
知
ら
せ　

　　

こ
の
法
要
に
際
し
、
ご
本

親鸞聖
人 750回大法要近づく
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山

よ

り

西さ
い
き
ょ
う
じ

教

寺

へ

法

要

懇こ
ん
し志

一
千
四
九
二
万
一
千
円
が
割
り
当

て
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
号
で
ご
案
内

の
よ
う
に
、
総
代
会
で
討
議
し
て
、

呉
信
用
金
庫
か
ら
一
三
〇
〇
万
円

を
借
入
し
、
先
に
ご
本
山
に
納
め
ま

し
た
。
こ
の
金
額
は
、
登
録
門
徒
数

（
六
五
〇
軒
）
で
割
る
と
、
門
信

徒
一
人
あ
た
り
約
二
万
三
千
円

の
割
り
当
て
に
な
り
ま
す
。
過

去
、
こ
の
よ
う
な
募ぼ

ざ
い財

で
は
、

皆
さ
ん
に
そ
の
ま
ま
の
金
額
で

お
願
い
し
、
集
ま
っ
た
分
だ
け

（
依
頼
額
を
上
回
る
額
を
）
ご
本

山
に
納
め
て
参
り
ま
し
た
。
し

か
し
こ
の
た
び
は
、
長な

が
の
き
ほ
ん

ノ
木
本

坊ぼ
う

修
復
の
募
財
直
後
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
皆
さ
ん
の
ご
負

担
を
で
き
る
だ
け
軽
減
し
よ
う

と
、
実
質
門
信
徒
数
千
二
百
軒

で
割
っ
て
、
一
万
円
を
目
安
に

お
願
い
す
る
予
定
で
す
。

　

さ
ら
に
現
在
、
広

ひ
ろ
し
ま
べ
つ
い
ん

島
別
院
（
中

区
寺
町
）
の
会
館
再
建
計
画
が

進
行
中
で
す
。
宗

し
ゅ
う
も
ん

門
は
、
広
島

県
の
西
半
分
を
安あ

き
き
ょ
う
く

芸
教
区
と
呼
び
、

約
五
四
〇
ヶ
寺
の
本
願
寺
派
寺
院

が
あ
り
ま
す
。
安
芸
教
区
は
さ
ら

に
二
十
四
の
「
組そ

」
に
分
割
さ
れ
、

西
教
寺
は
、
五
十
四
ヶ
寺
か
ら
な

る
安あ

き

な

ん

そ

芸
南
組
に
所
属
し
て
い
ま
す
。

広
島
別
院
は
、
安
芸
教
区
の
教
務
所

が
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
本

願
寺
が
国
会
議
事
堂
な
ら
、
広
島
別

院
は
県
庁
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ

う
か
。

こ
の
広
島
別
院
会
館
の
募
財
が
、
問

い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
門
信
徒
一
人

あ
た
り
最
高
で
約
一
万
円
に
な
る

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
募
財
を
ど
う
す
る
か
、

さ
る
二
〇
〇
八
年
二
月
三
日
、
西

教
寺
総
代
会
で
話
し
合
い
ま
し
た
。

結
果
、
何
度
も
お
願
い
す
る
の
は
心

苦
し
い
の
で
、
呉
信
用
金
庫
へ
の

利
息
は
嵩か

さ

み
ま
す
が
、
広
島
別
院
の

依
頼
額
が
確
定
す
る
ま
で
待
っ
て
、

本
願
寺
と
別
院
の
両
方
を
合
わ
せ

て
一
度
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。新

し
い
教

き
ょ
う
し
ょ
う章

　　

さ

て
、

こ

の

四

月

一

日

（
二
〇
〇
八
年
）
よ
り
、
教
団
の
根

本
規
則
で
あ
る
『
宗

し
ゅ
う
せ
い

制
』
が
変
更
、

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い

「
浄

じ
ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う

土
真
宗
の
教き

ょ
う
し
ょ
う

章
」
が
新
し
く
な

り
ま
し
た
。
ど
こ
が
変
わ
っ
た
か
、

お
手
持
ち
の
聖
典
の
最
初
に
（
古
い

の
が
）
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
上
と

比
較
し
て
み
て
下
さ
い
。

　

主
な
変
更
点
で
す
が
、
①
ご
往

お
う

生じ
ょ
うの

年
が
一
二
六
三
年
（
以
前
は

一
二
六
二
年
）
に
訂
正
さ
れ
ま
し

た
。
（
註
①
）
ま
た
、
聖
典
（
経
典
）

は
浄

じ
ょ
う
ど
さ
ん
ぶ
き
ょ
う

土
三
部
経
だ
け
で
し
た
が
、
新

た
に
宗

し
ゅ
う
そ
し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

祖
親
鸞
聖
人
の
著
述
「
正

し
ょ
う
し
ん信

念ね
ん
ぶ
つ
げ

仏
偈
」
や
ご
和わ

さ
ん讃

、
さ
ら
に
八
代

蓮れ
ん
に
ょ
も
ん
し
ゅ

如
門
主
の
著
述
『
御

ご
ぶ
ん
し
ょ
う

文
章
』
も

示
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
「
教
義
」
は
、
こ
の
世
で
信

心
（
こ
の
世
の
救
い
）
を
め
ぐ
ま
れ
、

念ね
ん
ぶ
つ

仏
の
生
活
を
送
り
、
死
後
は

浄
じ
ょ
う

宗名 浄土真宗　（じょうどしんしゅう）

宗祖 （ご開山） 親鸞聖人　（しんらんしょうにん）
　　ご誕生　１１７３年５月２１日　（承安３年４月１日） 
　　ご往生　１２６３年１月１６日　（弘長２年１１月２８日）

宗派 浄土真宗本願寺派　( じょうどしんしゅう　ほんがんじは ) 

本山 龍谷山 本願寺　( 西本願寺）

本尊 阿弥陀如来　( 南無阿弥陀仏）

聖典  ・釈迦如来が説かれた浄土三部経
　　　『仏説無量寿経』　『仏説観無量寿経』　『仏説阿弥陀経』
 ・宗祖親鸞聖人が著述された主な聖教
　　　『正信念仏偈』　(『教行信証』行巻末の偈文）
　　　『浄土和讃』　『高僧和讃』　『正像末和讃』
 ・中興の祖蓮如上人のお手紙
　　　『御文章』

教義 阿弥陀如来の本願力によって信心をめぐまれ、念仏を申す人生
を歩み、この世の縁が尽きるとき浄土に生まれて仏となり、迷
いの世に還って人々を教化する。

生活 親鸞聖人の教えにみちびかれて、阿弥陀如来の み心を聞き、
念仏を称えつつ、つねにわが身をふりかえり、慚愧と歓喜のう
ちに、現世祈祷などにたよることなく、御恩報謝の生活を送る。 

宗門 この宗門は、親鸞聖人の教えを仰ぎ、念仏を申す人々の集う同

朋教団であり、人々に阿弥陀如来の智慧と慈悲を伝える教団で

ある。それによって、自他ともに心豊かに生きることのできる

社会の実現に貢献する。

浄　土　真　宗　の　教　章　（私の歩む道）
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日に
ち
よ
う
ら
い
は
い

曜
礼
拝
10
年
を
迎
え
て　
　

中
岡 

清
子 

　

一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
五
月
十
一
日
か
ら
日

に
ち
よ
う
ら
い
は
い

曜
礼
拝
を
始
め
、
今
年
の
五
月
で
、
ま
る

10
年
を
迎
え
ま
し
た
。
日
曜
は
朝
7
時
30
分
か
ら
、
院

い
ん
じ
ゅ主

様
の
許も

と

で
、
正

し
ょ
う
し
ん
げ
わ
さ
ん

信
偈
和
讃
を
唱
え

ま
す
。
繰
り
返
し
繰
り
返
し
唱
え
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
で
、心
の
平
安
を
得
た
こ
と
が
多
か
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
お
勤
め
の
後
、
院
主
様
と
お
三
方
の
法
務
員
さ
ん
で
、
交

こ
う
た
い

替
の
法
話

が
あ
り
、
初
め
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
言
葉
や
お
話
が
、
や
が
て
「
あ
あ
、
私
の
あ
の
と
き
の

気
持
ち
に
似
て
い
る
」
と
か
、
心
が
鬼
に
な
り
そ
う
な
と
き
「
こ
れ
じ
や
、
い
け
ん
」
と
不

思
議
に
思
い
当
た
る
よ
う
に
な
り
、
10
分
間
の
法
話
が
待
た
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
10

年
参
加
し
て
み
て
、
参
加
さ
れ
た
方
は
き
っ
と
皆
、
同
じ
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

「
お
寺
に
参
ら
に
や
わ
か
ら
ん
わ
、
お
勤
め
だ
け
で
は
」。

三津田支坊お経会和歌山旅行（２００７年３月）

土ど

に
往

お
う
じ
ょ
う

生
し
て
仏
と
成
る
と
い
う
、
現げ

ん
ぜ世

（
こ

の
世
）
・
当

と
う
ら
い

来
（
あ
の
世
）
二に

せ世
の
救
い
（
以

上
「
往お

う
そ
う
え
こ
う

相
廻
向
」
）
と
、
仏
に
な
っ
て
後
、
こ

の
世
に
還

か
え

っ
て
来
て
衆

し
ゅ
じ
ょ
う

生
（
生
き
と
し
生
け

る
も
の
）
を
救
う
（
「
還げ

ん
そ
う
え
こ
う

相
廻
向
」
）
と
い
う

往
相
・
還
相
、
念
仏
・
信
心
・
往
生
・
成
仏

と
い
う
真
宗
の
骨
格
が
よ
り
明
確
に
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
以
前
は
「
宗

し
ゅ
う
ふ
う

風
」
だ
け
で
し
た
が
、

今
回
さ
ら
に
詳
し
く
「
生
活
」
と
「
宗
門
（
教

団
の
性
格
）
」
に
分
け
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

「
生
活
」
の
と
こ
ろ
で
は
「
現げ

ん
ぜ
き
と
う

世
祈
祷
や
占

い
な
ど
の
迷
信
に
た
よ
ら
な
い
」
と
い
う
仏

さ
ま
の
智ち

え慧
に
基
づ
い
た
真
宗
独
特
の
生
活

は
堅
持
さ
れ
、
ま
た
、
「
歓か

ん
ぎ喜

」
だ
け
で
は
な

く
「
慚ざ

ん
ぎ愧

」
の
生
活
も
新
た
に
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
や
社
会
の
矛

む
じ
ゅ
ん盾

に

対
し
て
も
、
何
で
も
喜
び
感
謝
し
ま
し
ょ
う

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
す
ぐ
に
解
決
で
き

な
い
と
し
て
も
「
痛
み
」
を
感
じ
つ
つ
「
慚
愧
」

の
生
活
を
送
り
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
長
年
問
題
に
な
っ
て
い
た
「
人

じ
ん
ど
う道

世せ
ほ
う法

を
守
り
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
ま

し
た
。「
世
法
を
守
」
る
と
は
、「
時
々
の
社

会
に
迎

げ
い
ご
う

合
（『
宗
制
の
概
要
』）」
す
る
教
え
と

し
て
、
つ
ま
り
戦
争
中
は
戦
争
を
し
、
戦
後

は
平
和
を
大
切
に
す
る
と
い
う
、
ス
ジ
の
通

ら
な
い
生
き
方
が
、
真
宗
の
教
え
、
念
仏
者

の
生
活
と
し
て
「
相ふ

さ
わ応

し
く
な
い
」
と
結
論

さ
れ
た
も
の
で
す
。

註
①
旧
暦
で
弘

こ
う
ち
ょ
う長

二
年
は
、
西
暦

で
は
一
般
に
一
二
六
二
年
と
表

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
正

確
に
は
、
弘
長
二
年
は
、
西
暦

一
二
六
三
年
に
ま
た
が
っ
て
い
る

の
で
す
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と

に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
旧
暦
は

一
年
が
三
五
四
日
と
短
く
、
現
在

の
西
暦
は
三
六
五
日
と
長
い
の
で
、
一
年
に

ず
れ
が
生
じ
る
た
め
で
す
。
表
記
の
便
宜
上
、

弘
長
二
年
は
一
二
六
二
年
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
宗
祖
の
旧
暦
の
命
日
十
一
月
二
十
八

日
は
、
正
確
に
は
西
暦
一
二
六
三
年
の
一
月

十
六
日
な
の
で
す
。
月
日
だ
け
一
月
十
六
日

に
西
暦
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
）
に
変
え
て
、
年

号
を
不
正
確
に
表
記
し
て
い
た
の
で
す
。
ち

な
み
に
赤あ

こ
う
ろ
う
し

穂
浪
士
の
討
ち
入
り
は
元

げ
ん
ろ
く禄

十
五

年
十
二
月
十
四
日
で
す
が
、
西
暦
に
換
算
す

る
と
一
七
〇
三
年
一
月
三
〇
日
に
な
り
ま
す
。




