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阿弥陀寺だより 別紙

　

親
鸞
聖
人
の
「
正
信

偈
」、
３
回
目
で
す
。

　

お
寺
に
行
く
と
、
よ
く

一
緒
に
唱
え
る
「
帰
命

無
量
寿
如
来
（
き
・
み
ょ

う
・
む
・
り
ょ
う
・
じ
ゅ
・

に
ょ
・
ら
い
）
南
無
不
可

思
議
光
（
な
・
む
・
ふ
・

か
・
し
・
ぎ
・

こ
う
）」
と
い

う
お
経
、
あ
れ

が
「
正
信
偈
」

で
す
。

　

前
回
の
内
容

は
次
の
よ
う
な

も
の
で
し
た
。

　

阿
弥
陀
さ
ま

は
仏
さ
ま
に
な

る
前
は
法
蔵
菩

薩
と
い
う
名
で
、

世
自
在
王
仏
と

い
う
仏
さ
ま
の

も
と
で
修
業
を
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
仏
さ
ま
が
作
ら
れ
た
、
さ

ま
ざ
ま
な
浄
土
と
、
そ
こ
に

住
む
人
た
ち
の
善
悪
を
す
べ

て
ご
覧
に
な
り
、「
私
は
完

璧
な
、
そ
し
て
最
高
の
浄
土

を
作
り
た
い
」
と
い
う
願
い

を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
ど
ん
な
浄
土
に

し
た
ら
い
い
か
を
、
び
っ
く

り
す
る
ほ
ど
の
長
い
時
間
、

考
え
に
考
え
に
考
え
抜
き
、

そ
し
て
す
べ
て
の
人
に
こ
の

浄
土
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら

お
う
と
さ
ら
な
る
誓
い
も
立

て
ら
れ
ま
し
た
。

…
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
を
読

み
ま
し
た
。

　

「
正
信
偈
」
の
次
は
こ
の

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

ず
は
本
文
で
す
。
今
回
は
２

行
目
ま
で
を
読
み
ま
す
。

普
放
無
量
無
辺
光

無
碍
無
対
光
炎
王

清
浄
歓
喜
智
慧
光

不
断
難
思
無
称
光

超
日
月
光
照
塵
刹

一
切
群
生
蒙
光
照

　

一
読
す
る
と
「
光
」
と
い

う
文
字
が
多
く
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
と
思
い
ま

す
。

　

こ
こ
に
書
か
れ
る
の
は
す

べ
て
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
名

前
、「
光
」
が
付
く
別
名
で
す
。

し
か
も
十
二
個
も
あ
り
ま
す
。

す
ご
い
で
し
ょ
。

　

こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
お
弟

子
さ
ん
（
と
い
っ
て
も
菩
薩

様
？
）
が
、「
自
分
に
は
阿

弥
陀
さ
ま
は
こ
う
見
え
た

よ
」
と
い
う
の
を
書
い
た
の

で
は
な
い
か
と
、
勝
手
に

思
っ
て
い
ま
す
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
は
十
二
の
光

の
異
名
を
持
つ
仏
さ
ま
な
の

で
す
。

　

で
は
、
十
二
の
お
名
前
を

最
初
に
ご
紹
介
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

（
一
）   

無
量
光

（
二
）   

無
辺
光

（
三
）   

無
碍
光

（
四
）   

無
対
光

（
五
）   

光
炎
王
光

（
六
）   

清
浄
光

（
七
）   

歓
喜
光

（
八
）   

智
慧
光

（
九
）   

不
断
光

（
十
）   
難
思
光

（
十
一
）
無
称
光

（
十
二
）
超
日
月
光

　

で
は
、
次
に
こ
れ
ら
の
お

名
前
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
見

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

▼
量
り
き
れ
な
い
光

（
一
）
無
量
光

　

一
番
目
の
「
無
量
光
」
の

「
量
」
と
は
「
は
か
る
」
と

読
み
ま
す
。
で
す
か
ら
「
無

量
光
」
と
は
、「
量
（
は
か
）

る
」
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど

の
光
と
い
う
意
味
で
す
。
阿

弥
陀
さ
ま
は
、
そ
ん
な
は
か

り
知
れ
な
い
光
で
私
た
ち
を

照
ら
し
て
下
さ
る
の
で
す
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
の
こ
と
を

「
無
量
寿
如
来
」
と
か
「
無

量
寿
仏
」
と
も
い
い
ま
す
。

こ
ち
ら
も
「
量
（
は
か
）
れ

な
い
ほ
ど
の
長
い
寿
命
」
の

仏
さ
ま
と
い
う
意
味
で
す
。

　

「
無
量
寿
」
を
昔
の
イ
ン

ド
の
こ
と
ば
で
あ
る
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
で
は
「
ア
ミ

タ
ー
ユ
ス
」
と
い
い
、
こ
の

「
ア
ミ
タ
―
」
が
「
阿
弥
陀
」

に
な
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
は
英
語
な
ど
に
近
い
言

語
で
「
ア
ミ
タ
―
」
の
「
ア
」

は
否
定
語
（
～
な
い
）、
そ

し
て
「
ミ
タ
ー
」
は
英
語
の

メ
ー
タ
ー
と
同
じ
で
「
は
か

る
」
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　

あ
、
ち
な
み
に
つ
い
で
に

「
旦だ
ん

那な

」
と
い
う
の
も
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
、
も
と
は

「
ダ
ー
ナ
」
で
、
お
布
施
や
、

お
布
施
を
く
れ
る
人
を
意
味

し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
給
料

を
く
れ
る
人
も
旦
那
と
い
い
、

ま
た
そ
の
給
料
を
家
に
持
っ

て
来
る
人
も
旦
那
と
い
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

旦
那
か
ら
「
俺
は
た
だ
の

ATM
か
」
と
言
わ
れ
た
ら
「
は

い
、
そ
う
で
す
」
と
答
え
れ

ば
い
い
で
す
し
、
家
に
お
金

を
入
れ
な
い
夫
は
旦
那
で
は

あ
り
ま
せ
ん
（
笑
）。

　

さ
ら
に
ち
な
み
に
で
す
が
、

臓
器
を
提
供
す
る
人
を
「
ド

ナ
ー
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ

れ
も
語
源
は
同
じ「
ダ
ー
ナ
」

で
す
。

（
二
）
無
辺
光

　

阿
弥
陀
さ
ま
の
光
、
二
番

目
は「
無
辺
光
」で
す
。「
辺
」

と
は
「
境
」
と
か
「
限
り
」

と
い
う
意
味
で
す
。
阿
弥
陀

さ
ま
の
光
に
は
境
も
な
い
し
、

限
り
も
な
い
。
ど
こ
に
い
て

も
届
く
の
が
阿
弥
陀
さ
ま
の

光
な
の
で
す
。

　

こ
れ
は
次
の
無
碍
光
と
一

緒
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

もっと、光を！
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阿弥陀寺だより 別紙

（
三
）
無
碍
光

　

無
碍
光
の「
碍
」と
い
う
の

は
妨
げ
る
と
い
う
意
味
で
す
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
の
光
は
、
何

も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と

が
な
い
、
そ
れ
が
無
碍
光
で

す
。

　

ふ
つ
う
の
光
は
い
ろ
い
ろ

な
も
の
に
妨
げ
ら
れ
ま
す
。

冬
の
日
、
せ
っ
か
く
ぽ
か
ぽ

か
暖
か
い
日
が
射
し
て
き
て

も
、
そ
こ
に
建
物
が
あ
る
と

遮
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
人

に
遮
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

「
邪
魔
だ
よ
」
と
思
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

　

何
万
光
年
の
彼
方
か
ら
、

何
万
年
の
旅
を
し
て
来
た
星

の
光
だ
っ
て
雲
に
遮
ら
れ
て

届
か
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

無
辺
光
で
も
あ
り
、
無
碍

光
で
も
あ
る
阿
弥
陀
さ
ま
の

光
は
、
ど
こ
に
い
て
も
、
ど

ん
な
に
遮
る
も
の
が
あ
っ
て

も
私
た
ち
を
照
ら
し
て
下
さ

い
ま
す
。

　

多
く
の
宗
教
で
は
、
救
わ

れ
た
い
と
思
っ
た
ら
何
か
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
教

え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
五
戒

や
十
戒
と
い
う
戒
律
を
守
ら

な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
と
い
う
宗

派
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
五
戒
の
中
の
ひ

と
つ
、「
ウ
ソ
を
つ
い
て
は

い
け
な
い
」
な
ん
て
絶
対
守

れ
ま
せ
ん
。「
生
ま
れ
て
こ

の
か
た
ウ
ソ
を
つ
い
た
こ
と

が
な
い
」
な
ん
て
人
が
い
た

ら
、
そ
の
人
は
た
ぶ
ん
大
ウ

ソ
つ
き
か
、
自
分
が
ウ
ソ
を

つ
い
て
い
る
自
覚
が
な
い
サ

イ
コ
パ
ス
で
す
。

　

あ
る
い
は
、
財
産
す
べ
て

を
上
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
か
、
壺
を
買
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
宗

教
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
阿
弥
陀
さ
ま
は

そ
ん
な
こ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。

誰
だ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が

ど
こ
に
い
る
人
だ
っ
て
差
別

は
し
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
さ
ま

の
光
は
誰
に
で
も
届
き
、
そ

し
て
救
っ
て
下
さ
る
の
で
す
。

▼
光
る
お
姫
さ
ま

　

こ
の
「
無
辺
光
」、「
無
碍

光
」
で
思
い
出
す
の
は
か
ぐ

や
姫
で
す
。

　

か
ぐ
や
姫
の
お
話
は
平
安

時
代
の
古
典
『
竹
取
物
語
』

に
書
か
れ
ま
す
。

　

あ
る
日
、
野
山
に
入
っ
て

竹
を
取
っ
て
い
た
お
爺
さ
ん
。

根
本
が
光
る
竹
を
見
つ
け
ま

し
た
。
不
思
議
に
思
っ
て
中

を
見
る
と
、
竹
の
中
に
小
さ

な
女
の
子
を
見
つ
け
ま
し
た
。

そ
の
子
を
籠
に
入
れ
て
家
に

連
れ
て
帰
り
、
育
て
ま
す
。

　

そ
の
日
か
ら
黄
金
が
入
っ

て
い
る
竹
を
見
つ
け
る
こ
と

が
重
な
り
、
お
爺
さ
ん
と
お

婆
さ
ん
は
だ
ん
だ
ん
お
金
持

ち
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

女
の
子
は
ど
ん
ど
ん
成
長
し
、

成
人
し
ま
し
た
が
、
お
爺
さ

ん
は
こ
の
子
を
几き

帳
ち
ょ
う

の
中

か
ら
出
す
こ
と
は
せ
ず
に
、

大
切
に
育
て
ま
し
た
。

　

文
字
通
り
の「
箱
入
り
娘
」

で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
子
に
は
不

思
議
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し

た
。
か
ら
だ
か
ら
光
を
発
す

る
の
で
す
。
し
か
も
、
家
の

ど
こ
に
も
彼
女
の
光
は
届
き
、

暗
い
と
こ
ろ
が
ひ
と
つ
も
な

い
ほ
ど
な
の
で
す
。
ま
る
で

阿
弥
陀
さ
ま
の
無
辺
光
・
無

碍
光
で
す
。

　

し
か
も
、
ど
ん
な
に
気
持

ち
が
落
ち
込
ん
で
い
る
と
き

で
も
、
あ
る
い
は
か
ら
だ
の

調
子
が
悪
い
と
き
で
も
、
こ

の
子
を
見
る
と
苦
し
い
気
持

ち
も
ふ
と
消
え
て
し
ま
う
し
、

腹
立
た
し
い
こ
と
が
あ
っ
て

も
そ
れ
も
消
え
て
し
ま
う
の

で
す
。

　

ち
な
み
に
『
源
氏
物
語
』

の
主
人
公
で
あ
る
光
源
氏
も

そ
う
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
東

洋
学
者
で
あ
る
ア
ー
サ
ー
・

ウ
ェ
イ
リ
ー
は
、
光
源
氏
の

こ
と
を
「
シ
ャ
イ
ニ
ン
グ
・

プ
リ
ン
ス
」
と
訳
し
ま
し
た
。

ま
さ
に
光
輝
く
皇
子
な
の
で

す
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
に
彼

を
嫌
っ
て
い
る
人
で
も
、
そ

の
光
に
接
し
て
し
ま
う
と
嫌

い
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
七
番
目
の
「
歓
喜

光
」
と
も
関
連
し
ま
す
。

▼
最
高
の
光

　

こ
の
「
無
碍
光
」
が
含
ま

れ
る
「
正
信
偈
」
の
句
は
「
無

碍
無
対
光
炎
王
」
で
す
。

　

無
碍
光
だ
け
で
な
く
、

（
四
）「
無
対
光
」
と
（
五
）「
光

炎
王
光
」
も
、
こ
の
句
に
含

ま
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
ふ
た

つ
も
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

（
四
）
無
対
光

　

四
番
目
の
「
無
対
光
（
む

た
い
こ
う
）」。
こ
れ
は
、
阿

弥
陀
様
の
光
に
は
対
抗
す
る

も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

私
た
ち
は
「
光
」
に
も
差

を
つ
け
て
い
ま
す
。
明
る
い

光
も
あ
れ
ば
、
暗
い
光
も
あ

り
ま
す
。

　

こ
れ
は
光
そ
の
も
の
の
明

る
さ
も
あ
り
ま
す
が
、
同
じ

光
で
も
人
に
よ
っ
て
、
そ
れ

を
ど
う
受
け
取
る
か
の
違
い

も
あ
り
ま
す
。

　

ゲ
ー
テ
の
最
後
の
言
葉
は

「
も
っ
と
光
を
！
」
だ
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
年

を
取
る
と
目
が
弱
く
な
り
、

テ
レ
ビ
で
も
パ
ソ
コ
ン
で
も

明
る
く
な
い
と
見
え
な
く
な

り
ま
す
。
弱
い
光
に
接
す
る

と
「
も
っ
と
光
を
！
」
と
言

い
た
く
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

光
は
そ
ん
な
言
葉
を
必
要
と

し
な
い
ほ
ど
の
キ
ラ
ッ
キ
ラ

の
光
な
の
で
す
。

　

ど
ん
な
人
に
も
明
る
い
光
、

そ
れ
が
無
対
光
で
す
。

（
五
）
光
炎
王
光

　

五
番
目
の
「
光
炎
王
光
」

は
、
あ
る
い
は
「
炎
王
光
」

と
も
い
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
じ
め
て
「
炎
」

と
い
う
文
字
が
現
れ
ま
し
た
。

こ
の
光
は
た
だ
輝
く
だ
け
で

な
く
炎
の
光
、
す
な
わ
ち
も

の
を
焼
く
光
で
す
。

　

酒
や
賭
博
な
ど
自
分
の
悪

癖
が
や
め
ら
れ
な
い
。「
や

め
よ
う
、や
め
よ
う
」と
思
っ

て
も
、
ま
た
手
を
出
し
て
し

ま
う
。
自
分
で
は
ど
う
し
よ

う
も
で
き
な
い
。

　

そ
ん
な
悪
癖
を
焼
き
尽
く

し
て
ほ
し
い
と
思
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の

「
光
炎
王
光
」
は
、
そ
う
い

う
も
の
を
焼
い
て
く
れ
る
光

で
す
。

　

ま
た
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜

生
と
い
う
暗
闇
を
も
照
ら
し
、

救
っ
て
下
さ
る
光
で
も
あ
る

の
で
す
。

　

今
回
は
十
二
の
光
の
う
ち

五
つ
の
光
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

今
年
も
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
し
た
。「
も
っ
と
光
を
！
」

と
思
う
よ
う
な
出
来
事
も
あ

り
ま
し
た
。

　

今
年
こ
そ
は
阿
弥
陀
さ
ま

の
光
で
、
も
っ
と
明
る
い
年

に
な
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

み
な
さ
ま
、
よ
い
お
年
を

お
迎
え
く
だ
さ
い
ま
せ
！


