
十
一
月
二
十
五
日
に
当
山
の

報
恩
講
を
お
勤
め
い
た
し
ま
し

ほ
う
お
ん
こ
う

た
。
前
日
準
備
に
お
集
ま
り
く

だ
さ
っ
た
皆
様
、
お
参
り
い
た

だ
き
ま
し
た
皆
様
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

報
恩
講
は
親
鸞
さ
ま
の
祥
月
命

日
（
新
暦
一
月
十
六
日
、
旧
暦

十
一
月
二
十
八
日
）
を
前
に
お

勤
め
す
る
ご
法
事
で
す
。
浄
土

真
宗
で
最
も
大
切
に
さ
れ
る
行

事
で
、
本
山
で
も
各
地
方
の
寺

院
、
各
家
庭
に
お
い
て
も
毎
年

報
恩
講
を
勤
め
る
伝
統
が
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
営
み
に
よ
っ

て
親
鸞
さ
ま
の
教
え
は
受
け
継

が
れ
て
き
ま
し
た
。
皆
と
も
に

お
寺
に
集
い
仏
法
を
聴
聞
し
、

語
り
合
い
た
す
け
あ
う
、
そ
う

し
た
場
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

時
間
を
か
け
て
の
集
い
の
場
と

な
れ
ば
、
食
事
が
必
要
で
す
。

仏
事
に
お
い
て
の
食
事
は
お
斎と

き

と
言
い
、
こ
れ
も
大
切
な
仏
縁

の
場
で
す
。
た
だ
空
腹
を
満
た

す
た
め
で
は
な
い
、
他
の
生
命

を
い
た
だ
き
我
が
生
命
を
つ
な

ぐ
こ
の
一
食
、
こ
の
上
は
こ
の

生
命
を
他
の
た
め
に
役
立
て
る

こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
精
一
杯

努
め
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
心
得

で
食
を
受
け
る
の
で
す
。

毎
年
四
つ
の
地
区
の
皆
さ
ん
が

順
番
に
当
番
と
な
っ
て
食
材
の

準
備
、
調
理
、
接
待
を
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
感
染
症

拡
大
防
止
対
策
の
た
め
お
斎
を

中
止
し
た
二
年
を
は
さ
ん
で
、

昨
年
か
ら
外
部
か
ら
購
入
し
た

お
弁
当
で
再
開
い
た
し
ま
し
た
。

今
年
も
同
様
に
お
精
進
弁
当
を

購
入
し
て
お
斎
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

皆
と
も
に
親
鸞
さ
ま
の
教
え
に

し
た
が
っ
て
仏
さ
ま
の
お
話
を

じ
っ
く
り
と
聞
か
せ
て
い
た
だ

く
、
食
が
身
に
満
ち
て
い
く
よ

う
に
、
仏
法
が
心
を
満
た
し
て

く
だ
さ
る
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の

よ
う
な
報
恩
講
で
あ
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

如
来
世
に
興
出
し
た
も
う

に
ょ
ら
い
よ

こ
う
し
ゅ
つ

所
以
は

ゆ
え
ん

唯
弥
陀
の
本
願
海
を

た
だ
み

だ

ほ
ん
が
ん
か
い

説
か
ん
と
な
り

と

「
正
信
念
仏
偈
」

釈
尊
は
八
万
四
千
の
法
門
を
お

し
ゃ
く
そ
ん

開
き
下
さ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
多
く
の
お
経
を
お
説

き
く
だ
さ
り
、
た
く
さ
ん
の
仏

さ
ま
の
こ
と
を
お
教
え
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
阿
弥
陀
如
来
の
教

え
は
そ
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と

受
け
止
め
ら
れ
が

ち
で
す
が
、
親
鸞

さ
ま
は
「
そ
う
で

は
な
い
の
だ
よ
」

と
し
っ
か
り
と
こ

こ
を
押
さ
え
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
の

で
す
。

「
観
無
量
寿
経
」

か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

は
王
舎
城
が
舞
台

お
う
し
ゃ
じ
ょ
う

で
す
。
冒
頭
、
わ

が
身
の
上
に
起
こ
っ

た
悲
劇
を
嘆
き
愚

痴
を
吐
く
王
妃

韋
提
希
を
静
か
に
見
て
お
ら
れ

い
だ
い
け

た
釈
尊
で
し
た
が
、
韋
提
希
の

求
め
に
応
じ
て
多
く
の
仏
の
世

界
を
お
見
せ
に
な
る
。
見
終
わ
っ

て
お
礼
申
し
つ
つ
阿
弥
陀
の
浄

土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
う
韋
提

希
に
、
釈
尊
は
ニ
ッ
コ
リ
と

微
笑
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
阿
弥
陀

み
し
ょ
う

如
来
の
こ
と
を
お
話
し
さ
れ
る
、

こ
の
お
経
は
そ
の
よ
う
な
い
き

さ
つ
で
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

韋
提
希
の
姿
は
私
た
ち
そ
の
も

の
で
す
。
思
い
通
り
に
な
れ
ば

自
分
の
力
、
そ
う
で
な
け
れ
ば

他
人
の
せ
い
に
し
て
、
我
が
身

を
振
り
返
る
こ
と
な
く
常
に
他

を
見
て
愚
痴
を
吐
き
妬
み
強
が
っ

ね
た

て
ば
か
り
。
そ
ん
な
状
態
の
時

に
釈
尊
は
た
だ
無
言
で
聞
く
の

み
で
す
。
や
が
て
求
め
に
応
じ

て
た
く
さ
ん
の
教
え
を
示
す
け

れ
ど
、
そ
の
中
心
に
な
る
も
の

は
た
だ
一
つ
、
そ
れ
を
選
ん
だ

韋
提
希
に
釈
尊
は
微
笑
ま
れ
た
。

ほ
ほ
え

よ
く
ぞ
選
ん
で
く
れ
た
、
今
こ

そ
阿
弥
陀
の
教
え
を
説
く
べ
き

時
だ
、
と
い
う
瞬
間
な
の
で
す
。

親
鸞
さ
ま
は
観
無
量
寿
経
の
お

心
を
こ
こ
に
頂
い
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

た
し
か
に
釈
尊
は
諸
仏
の
世
界

を
お
教
え
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
仏
道
を
進
む
こ
と

が
で
き
る
人
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ

も
大
事
な
こ
と
で
す
。
多
く
の
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風
水
害
や
土
砂
災
害
、

震
災
な
ど
毎
年
頻
発
し

て
お
り
、
急
な
予
定
変

更
な
ど
を
す
ぐ
に
連
絡

を
お
送
り
で
き
る
方
法

を
持
っ
て
お
く
こ
と
は

必
要
な
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

そ
こ
で
最
近
多
く
の
方

が
ご
利
用
さ
れ
て
い
る

ラ
イ
ン
ア
プ
リ
を
使
っ

て
、
行
事
の
情
報
を
お
送
り
す

る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
通

常
は
定
期
的
に
ま
た
は
行
事
前

に
ご
登
録
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん

に
一
斉
配
信
す
る
こ
と
と
し
、

非
常
時
の
配
信
に
も
備
え
て
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
お
寺
に
お
参
り
い
た
だ

く
た
び
に
ポ
イ
ン
ト
を
つ
け
て

い
た
だ
く
お
楽
し
み
も
つ
け
ま

し
た
。
法
座
だ
け
で
な
く
お
参

り
い
た
だ
く
た
び
に
ポ
イ
ン
ト

を
差
し
上
げ
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
を

用
意
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。
何
が
あ
る
か
は
楽
し
み
に

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
妙
徳
寺

（
安
芸
教
区
志
和
組
）

発
行
責
任
寺
報
編
集
委
員
会

東
広
島
市
八
本
松
町
飯
田
六
〇
二

電
話
〇
八
二ｰ

四
二
八ｰ

〇
一
四
四

1

行
事
予
定

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
リ
ス
ク
軽
減
を
目
的
に
法
座
回
数

を
当
面
減
ら
す
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

十
二
月
二
十
五
日
（
月
）
午
後
一
時
か
ら
一
時
間

年
末
お
掃
除

大
晦
日

午
後
十
一
時
半
か
ら

除
夜
会
（
じ
ょ
や
え
）

元
旦

午
前
十
時
よ
り
一
時
間
半

修
正
会
（
し
ゅ
う
し
ょ
う
え
）

一
月

九
日
（
火
）
午
前
九
時
、
午
後
一
時

御
正
忌
法
要
（
お
た
ん
や
）

講
師

八
本
松
町
篠

本
派
布
教
使

岡
本

法
治

師

三
月

七
日
（
木
）
午
前
九
時
、
午
後
一
時

春
彼
岸
会
（
は
る
ひ
が
ん
え
）

講
師

当
山
住
職

テ
ー
マ
：
領
解
文
に
つ
い
て

ライン登録のお願い

報
恩
講
を
お
勤
め
し
ま
し
た

一
語
法
話

（
次
頁
へ
続
く
）

題
字
松
川
裕
子

このQRコードを
読み込むか、
@985fghgy

を検索してください

報
恩
講
の
法
話
講
師
は
呉
市
か
ら
長
岡
正
信
師
を
お
迎
え
し
ま

し
た
。
「
真
宗
の
栓
」
つ
ま
り
教
え
の
要
に
つ
い
て
の
お
話
を

お
聞
か
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。

伝
統
的
な
お
斎
の
イ
ラ
ス
ト
で
す
。
こ
の

よ
う
な
お
膳
を
組
む
こ
と
を
基
本
と
し
時

代
で
変
化
し
ま
し
た
が
、
精
進
料
理
で
あ

る
こ
と
は
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

「DVD王舎城物語 佛説観無量寿経」(著作:スネイル教材研究所)
韋提希がお釈迦さまの前で嘆きの吐露をする場面から



努
力
や
悩
み
を
重
ね
な
が
ら
も
、

し
か
し
人
生
の
困
難
に
陥
っ
て

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
進
退

窮
ま
っ
た
そ
の
時
に
進
む
べ
き

道
、
選
ぶ
べ
き
大
切
な
教
え
は

た
だ
一
つ
、
多
く
の
仏
さ
ま
の

こ
と
を
お
説
き
く
だ
さ
っ
た
釈

尊
が
こ
の
世
に
お
出
ま
し
く
だ

さ
っ
た
本
当
の
目
的
は
こ
こ
に

こ
そ
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

親
鸞
さ
ま
は
正
信
偈
の
こ
の
二

句
に
込
め
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
お

ら
れ
る
の
で
す
。

令
和
五
年
も
慌
た
だ
し
く
過
ぎ
、

新
年
を
迎
え
ま
し
た
。
で
も
あ

ま
り
め
で
た
く
思
え
な
い
の
は

戦
争
、
事
件
、
不
安
な
こ
と
を

日
々
知
ら
さ
れ
な
が
ら
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
ず
に
い
る
か
ら

で
し
ょ
う
か
。

親
鸞
さ
ま
は
八
百
年
前
の
武
家

社
会
初
期
の
争
乱
真
っ
た
だ
中

を
嘆
き
悲
し
み
な
が
ら
も
「
世

の
な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ

あ
ん
の
ん

ま
れ
」
と
仰
せ
で
あ
り
ま

し
た
。
世
の
人
が
互
い
に

尊
び
合
う
世
に
な
る
こ
と

を
祈
る
よ
う
な
思
い
で
お

ら
れ
た
の
で
す
。

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
も

同
様
、
そ
の
よ
う
な
世
へ

近
づ
い
て
い
き
ま
す
こ
と

を
願
わ
ず
に
お
れ
ま
せ
ん
。
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志和組テレホン法話「みのりの電話」
０８２－ ４３３ －４９８９

しじゅうさんざん しくはっく

1月 1日～ 光源寺 堀靖史
1月 11日～ 報専坊 松島純以
1月 21日～ 天龍寺 天野由昭
2月 1日～ 長松寺 笠岡潤聖
2月 11日～ 照栄寺 井口英隆
2月 21日～ 西方寺 安國智乗
3月 1日～ 西蓮寺 西浦憲雄
3月 11日～ 天龍寺 天野英昭
3月 21日～ 浄蓮寺 沼田成子
志和、八本松川上地区の本派寺院13ヵ寺の
テレホン法話です。3分程度のお話を24時
間いつでもお聞きいただけます。
ぜひ、電話でもお聴聞してください。

「写経の会」
1月 26日 (金) 2月 23日 (金) 3月 22日 (金)
それぞれ午後2時より
申し込みは 代表_西本さん(428-2466)、または妙徳寺へ

「生きていくための仏の教え仏教基礎講座」
1月はお休み 2月 10日 (土) 3月 9日 (土)
それぞれ午後2時より
申し込みは 代表_廣川さん(428-5935)、または妙徳寺へ

「妙徳寺仏教壮年会例会」（原則毎月第2土曜日）
1月未定 他寺仏壮との新年会（交流会）
2月10日 (土) 午後6時より 定例会
3月 9日 (土) 午後6時より 寺報編集会議

２

「
信
は
荘
厳
よ
り
起
こ
る
」
と
い
い

ま
す
。
信
仰
と
は
き
れ
い
に
整
え
ら

れ
た
仏
前
で
育
ま
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
私
が
手
を
合
わ
す
場
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
大
切
な
の
だ
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は「
こ

れ
は
大
切
な
こ
と
な
の
だ
よ
」
と
先

人
方
々
か
ら
、
言
葉
よ
り
も
む
し
ろ

姿
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
て
参
り
ま
し

た
。
こ
の
大
切
な
こ
と
で
あ
れ
ば
こ

そ
、
私
た
ち
は
そ
の
意
味
を
踏
ま
え

て
美
し
く
丁
寧
に
整
え
、
守
り
伝
え

た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

今
回
は
身
近
な
法
具
で
あ
る

数
珠
に
つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
す
。

じ

ゅ
ず

数
珠
は
逆
さ
ま
に
し
て
珠
数
と
も

書
か
れ
、
誦
念
の
珠
の
意
味
で
念
珠

ず

ね

ん

と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

数
珠
の
起
源
は
古
く
、
釈
尊
以
前

か
ら
イ
ン
ド
で
用
い
ら
れ
て
い
た
礼

拝
法
具
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
釈

尊
が
習
慣
と
し
て
数
珠
を
用
い
る
こ

と
を
お
教
え
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が

「
木
槵
子
経
」の
な
か
で
次
の
よ
う
に

も
く
げ
ん
じ
き
ょ
う

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

難
陀
国
の
波
瑠
璃
王
が
釈
尊
に

な

ん
だ
こ
く

は

る

り

お

う

「
我
が
国
は
貧
し
く
、
兵
乱
は
絶
え

ず
疫
病
は
常
に
流
行
し
人
民
は
困

窮
し
て
い
る
。
仏
法
の
功
徳
は
広
大

と
聞
く
が
そ
の
余

裕
が
な
い
の
が
実

情
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
で
あ
っ
て
も
容

易
に
行
を
修
め
苦

患
を
逃
れ
る
要
法

を
ご
教
示
し
た
ま

え
」
と
教
え
を
乞

う
た
の
に
対
し
次

の
よ
う
に
勧
説
さ

れ
た
と
い
い
ま
す
。

「
そ
の
よ
う
に
お
思

い
で
あ
る
な
ら
ば
、
木
槵
子
（
む
く

も

く

げ
ん
じ

ろ
じ
の
実
）
一
百
八
を
貫
い
て
常
に

持
ち
歩
く
よ
う
に
な
さ
る
が
よ
い
。

心
が
乱
れ
る
と
き
落
ち
着
い
て
三

帰
依
文
を
唱
え
な
が
ら
一
木
槵
子

い
ち

を
搯
り
な
さ
い
。
そ
の
こ
と
が
次
第

く

に
悩
み
を
離
れ
る
助
け
と
な
り
ま

す
」
王
は
大
い
に
歓
喜
し
釈
尊
を
頂

礼
し
、
早
速
木
槵
子
の
数
珠
を
た

く
さ
ん
作
ら
せ
多
く
に
与
え
、
王

自
ら
も
常
に
携
え
誦
念
し
て
お
ら

た
ず
さ

れ
た
。

ま
た「
数
珠
功
徳
経
」な
ど
に
は
珠

じ
ゅ
ず
く
ど
く
き
ょ
う

数
の
多
少
、
用
材
や
用
法
な
ど
に

詳
細
に
説
示
さ
れ
て
い
る
と
い
い
ま

す
。
種
々
に
数
珠
の
説
明
が
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
珠
数
は
い
ず
れ
も
一
〇

八
の
数
を
基
本
と
し
あ
る
い
は
軽
便

に
そ
の
約
数
の
五
四
、
三
六
、
二

七
、
一
八
の
珠
数
に
仕
立
て
る
こ
と

に
な
る
よ
う
で
す
。

全
仏
教
徒
共
通
の
法
具
と
し
て

各
宗
派
で
数
珠
が
用
い
ら
れ
る
の
で

す
が
、
扱
い
方
に
は
大
き
な
違
い
が

あ
り
ま
す
。
①
誦
念
の
数
取
り
の
た

め
、
②
磨
り
鳴
ら
し
な
が
ら
の
礼

す

拝
、
③
つ
ま
繰
り
ま
わ
す
、
④
た
だ

く

手
に
懸
け
つ
る
し
て
礼
拝
、
大
き
く

か

こ
の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

念
仏
の
数
が
必
要
で
あ
る

な
ら
ば
第
一
の
扱
い
方
、
煩
悩
を
磨

り
減
ら
す
た
め
で
あ
れ
ば
第
二
の

扱
い
方
で
す
が
、
浄
土
真
宗
と
は
相

い
れ
な
い
考
え
な
の
で
こ
の
よ
う
に

は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

親
鸞
さ
ま
の
数
珠
の
持
ち
方
は
第

三
の
つ
ま
繰
り
ま
わ
す
お
姿
で
描
か

れ
て
い
ま
す
。
数
取
り
で
な
く
ま
し

て
磨
り
鳴
ら
す
の
で
も
な
く
、
た
だ

繰
り
ま
わ
す
お
姿
で
す
。
こ
の
よ
う

な
持
ち
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
時

代
だ
と
い
い
ま
す
。
現
代
の
私
た
ち

は
第
四
の
た
だ
手
に
懸
け
つ
る
し
て

礼
拝
と
し
て
い
ま
す
。
親
鸞
さ
ま
の

お
姿
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
が
、
江
戸
時
代
の

学
僧
方
が「
時
宜
に
随

じ

ぎ

し
た
が

う
べ
し
」
と
理
解
を
求

め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う

受
け
取
る
と
、
親
鸞

さ
ま
の
つ
ま
繰
り
ま
わ

す
よ
う
な
数
珠
の
持

ち
方
は
当
時
の
風
習

に
あ
わ
さ
れ
た
お
姿

で
あ
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
し
ょ
う
。

数
取
り
の
た
め
で
も
煩
悩
を
磨
り

減
ら
す
た
め
で
も
な
く
、
た
だ
手
に

持
つ
の
み
と
は
何
の
た
め
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
書
物
に「
真
宗

は
固
よ
り
数
珠
を
も
っ
て
往
生
の
要

も
と

に
す
る
に
非
ず
、
た
だ
仏
家
の
通
儀

な
れ
ば
之
を
持
つ
の
み
」
と
あ
る
こ

と
が
大
切
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ

仏
教
徒
の
心
得
と
し
て
携
え
持
つ
こ

と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
、
と
言
わ
れ

る
の
で
す
。

「
数
珠
の
一
連
を
も
持
つ
人
な
し
、

さ
る
ほ
ど
に
仏
を
手
づ
か
み
に
こ
そ

さ
れ
た
り
、
聖
人
全
く
数
珠
を
捨

て
て
仏
を
拝
め
と
仰
せ
ら
れ
た
る
こ

と
な
し
」と
五
百
年
前
の
蓮
如
さ
ま

は
御
文
章
に
お
教
え
く
だ
さ
い
ま

す
。
数
珠
は
私
が
仏
に
対
す
る
お

敬
い
の
姿
を
表
す
た
め
の
も
の
、
親

鸞
さ
ま
は
こ
れ
を
た
だ
持
っ
て
仏
の

教
え
を
い
た
だ
く
仏
教
徒
と
し
て
の

慎
み
を
心
掛
け
る
の
だ
、
と
仰
せ
な

の
で
す
。

す
ぐ
仏
さ
ま
か
ら
離
れ
て
し
ま
う

よ
う
な
私
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
で
き

る
だ
け
数
珠
を
手
に
し
て
釈
尊
の
お

勧
め
を
心
し
つ
つ
、
仏
の
教
え
に
背

か
な
い
よ
う
我
が
身
を
振
り
返
り

な
が
ら
合
掌
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

（
次
号
へ続
く
）

（
前
頁
か
ら
の
続
き
）

仏
事
作
法
③

数
珠
に
つ
い
て

「書道教室」
ホームページ内の「行事カ
レンダー」に稽古日を掲載
しています。妙徳寺LINEで
も随時お知らせいたします。
（毎月3回程度の金曜日
午後2時半～午後5時の間）

※金谷雷聲先生(蕾門会)による幼児・児童・
大人対象、硬筆・毛筆教室です。
申込は金谷先生のFAX0823-82-9565
または妙徳寺へご連絡ください。

「おみのりサロン」開催予定日
1月 29日 (月) 2月 22日 (木)
3月 26日 (火) 午後2時より1時間半

（住職が本堂に待機、相談をお受けします）

妙徳寺ホームページ
http://myotoku-ji.sakura.ne.jp/
内容の更新を心がけています。

合同墓・墓地案内
有縁の皆さんでおまもりしている合同墓
と一般墓地があります。縁ある多くの方
にご利用いただきたいと思います。

（「浄土真宗仏事作法なんでも大事典」
2002年中国新聞社発行 よりイラスト引用）

浄土真宗では左上イラストのように合掌した
両手に数珠をかけます。片手だけにかけての
合掌はしません。右上イラストのように合掌
しないときは利き手ではない側、通常は左手
に保持します。
下のような姿勢で合掌し、お念仏申してから
ゆっくり礼拝いたしましょう。

親
鸞
さ
ま
の
肖
像
画
は
い
く
つ
か
あ
り
ま

す
が
、
い
つ
も
お
数
珠
を
つ
ま
繰
ら
れ
て

お
ら
れ
て
い
る
様
子
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

編
集
後
記


