
一
期
一
会

降
誕
会
で
の
安
楽
庵
茶
席
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本
山
に
お
い
て
二
年
間
親

し
く
お
給
仕
を
し
て
ま
い
り

ま
し
た
一
光
三
尊
佛
は
こ
の

三
月
末
に
本
寺
に
お
帰
り
あ

そ
ば
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
本
山
に
お
け
る

御
開
扉
に
際
し
て
は
、
遠
近

か
ら
多
く
の
お
同
行
が
参
詣

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、別
院
・

一
般
寺
院
に
お
け
る
出
開
帳

は
、
本
山
で
の
臨
時
御
開
扉

を
含
め
ま
す
と
四
十
一
カ
所

に
及
び
各
地
で
三
尊
様
と
の

ご
縁
を
喜
ん
で
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

中
開
帳
の
時
に
三
重
県
総

合
博
物
館
で
開
催
し
た
「
親

鸞　

高
田
本
山
専
修
寺
の
至

宝
」
展
で
は
、
本
山
所
蔵
の

法
宝
物
の
み
な
ら
ず
一
般
寺

院
が
所
蔵
す
る
一
光
三
尊
佛

像
の
出
陳
を
行
う
な
ど
関
係

行
事
を
通
し
て
も
一
光
三
尊

佛
や
高
田
派
の
歴
史
を
知
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た

の
も
尊
い
こ
と
で
し
た
。

　

次
の
御
開
扉
は
十
四
年
後

と
な
り
ま
す
。
次
回
御
開
扉

が
、
ま
す
ま
す
盛
況
と
な
る

こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ

ん
。

　

第
十
九
回
御
開
扉
が
無
事

に
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
の
も
檀
信
徒
の
皆
様
の

御
懇
念
の
賜
と
厚
く
感
謝
を

申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

一
光
三
尊
佛
御
開
扉
事
務
局

　
　
　

局
長　

久
野　

俊
彦

　

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十

五
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
の

三
日
間
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の

み
教
え
を
第
二
十
四
世
鸞
猷

法
主
か
ら
第
二
十
五
世
慈
祥

法
主
へ
と
継
承
さ
れ
た
こ
と

を
阿
弥
陀
如
来
と
聖
人
に
奉

告
す
る
法
会
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

法
会
中
は
、
表
白
・
縁
儀

式
・
記
念
講
演
が
あ
り
、
初

日
は
稚
児
練
り
の
後
、
他
宗

及
び
ご
親
戚
の
ご
招
待
、
二

日
目
は
、
真
宗
各
派
御
門
主

に
来ら

い
が駕

を
い
た
だ
き
、
御
出

仕
、
御
焼
香
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
三
日
目
は
御
参
廟
の

後
、
各
派
宗
務
総
長
に
ご
来

山
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
日

目
、
三
日
目
は
と
も
に
高
田

短
大
の
イ
ベ
ン
ト
が
お
こ
な

わ
れ
、
滞
り
な
く
法
会
を
満

了
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
伝
灯
奉
告
記
念
の

桜
（
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
）
を
御

影
堂
・
如
来
堂
前
に
十
三
本

植
樹
し
ま
し
た
。
春
の
開
花

が
楽
し
み
で
あ
り
、
後
々
ま

で
も
高
田
山
専
修
寺
の
発
展

を
見
守
っ
て
く
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

こ
の
法
会
の
円
成
は
ひ
と

え
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し

た
住
職
・
檀
信
徒
の
皆
々
様

の
お
陰
の
賜
物
と
厚
く
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

伝
灯
奉
告
法
会
事
務
局

　
　
　

局
長　

藤
源　

清
光
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高
田
本
山
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

　

な
ん
と
な
く
、
ご
本
山
だ
っ
て
い
う

気
持
ち
は
あ
っ
て
も
、
こ
ん
な
と
こ
ろ

で
す
と
、
き
ち
ん
と
説
明
で
き
る
人
は

少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

専
修
寺
と
い
う
お
寺
と
し
て
の
役
割

と
真
宗
高
田
派
の
本
山
と
し
て
の
役
目

が
混
在
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

中
心
は
法
会
で
あ
っ
た
り
、
宗
議
会
で

あ
っ
た
り
し
ま
す
。

　

み
な
さ
ま
の
目
に
は
ふ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
年
に
二

度
、
宗
議
会
が
開
催
さ
れ
、
本
山
の
運

営
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
、
そ
の
結
果

に
の
っ
と
り
宗
務
総
長
が
本
山
の
運
営

を
し
て
い
る
の
で
す
。

　

今
号
で
は
特
別
に
そ
の
宗
議
会
の
開

会
風
景
（
写
真
下
）
を
み
な
さ
ま
に
お

届
け
し
ま
す
。

　

新
法
主
殿
を
中
心
に
新
た
な
歩
み
を

は
じ
め
る
高
田
本
山
。
お
同
行
の
み
な

さ
ま
と
と
も
に
、
親
鸞
聖
人
が
お
す
す

め
に
な
っ
た
念
佛
の
道
を
歩
ん
で
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
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汗
を
流
し
て
清
掃
奉
仕

ご
奉
仕
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　（
敬
称
略
）

　

二
月　

宣
隆
寺

　

三
月　

勝
光
寺
・
崇
徳
寺
・

光
明
寺
・
本
立
寺
・
林
昌
寺
・

迎
接
寺
・
光
福
寺

　

四
月　

念
聲
寺
・
宝
珠
寺
・

聖
徳
寺
・
金
光
寺
・
正
信
寺

　

五
月　

深
藕
寺
・
欣
念
寺
・

第
３
一
寿
会
・
蓮
花
寺
・
弘
善

寺
・
西
運
寺
・
佛
教
寺
・
台
蓮

寺
　

阿
弥
陀
様
の
み
も
と
で
汗
を

流
し
ま
せ
ん
か
。
ひ
と
り
ひ
と

り
の
力
が
合
わ
さ
っ
て
本
山
も

護
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
寺
さ

ま
だ
け
で
な
く
一
般
の
団
体
の

方
も
ご
奉
仕
に
来
山
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

　

お
申
し
込
み
、
お
問
い
合
わ

せ
は
宗
務
院
庶
務
部
ま
で
お
気

軽
に
ど
う
ぞ
。

伊勢志摩サミットに先立ちジュニア
サミットが開催され、高田本山に参
加者のみなさんが立ち寄りました。

年々山門に上がられる方が増加する
釈迦三尊さまの法会。階段が急なの
でいつまで続けられるでしょうか。

寺内町清掃の一環として本山も綺麗
にしていだきました。そして聞法会
のみなさんも大会を前に清掃です。

婦人連合大会は今年も盛況です。女
性の祖師寿の表彰も年々増えていま
す。男性は降誕会にて表彰されます。

婦
人
連
合
大
会

降
誕
会

ジ
ュ
ニ
ア
サ
ミ
ッ
ト

寺
内
町
清
掃

は
な
ま
つ
り

聞
法
会
清
掃

釈
迦
三
尊
会
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同
じ
高
田
派
で
も
、
地
域

に
よ
っ
て
風
習
が
違
う
こ
と

は
よ
く
あ
る
話
で
す
。

　

も
し
も
、
お
届
け
参
り
の

習
慣
が
な
い
の
で
し
た
ら
、

一
度
本
山
へ
の
お
届
け
参
り

を
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

　

本
山
納
骨
と
も
よ
ば
れ
る

お
届
け
参
り
は
、
宗
祖
親
鸞

聖
人
の
も
と
に
お
同
行
さ
ま

が
お
浄
土
に
往
か
れ
た
ご
報

告
と
、
真
宗
念
佛
に
遇
え
た

喜
び
を
申
し
上
げ
る
大
事
な

ご
縁
で
す
。

　

本
山
納
骨
と
表
現
さ
れ
る

こ
と
で
、
お
墓
へ
の
納
骨
が

わ
り
に
本
山
へ
と
思
っ
て
し

ま
う
人
も
お
ら
れ
ま
す
が
、

お
墓
へ
の
納
骨
と
は
ま
っ
た

く
意
味
あ
い
が
違
う
こ
と
を

忘
れ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

ご
遺
骨
の
最
終
的
な
行
き

場
で
は
な
く
、
浄
土
往
生
の

報
告
を
す
る
場
な
の
で
す
。

　

極
端
に
い
え
ば
、
お
骨
そ

の
も
は
全
部
お
墓
に
収
め
て

し
ま
っ
て
、
法
名
だ
け
た
ず

さ
え
て
本
山
納
骨
に
訪
れ
、

親
鸞
聖
人
に
報
告
に
あ
が
る

こ
と
も
そ
の
趣
旨
に
か
な
い

ま
す
。

　

お
墓
が
あ
る
か
ら
、
本
山

納
骨
を
す
る
必
要
が
な
い
と

か
、
お
手
次
の
お
寺
に
別
に

収
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら

必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
の
で
す
。

　

お
念
仏
の
同
行
と
し
て
、

ひ
と
り
ひ
と
り
が
少
し
で
も

親
鸞
聖
人
の
お
そ
ば
に
と
い

う
情
熱
を
形
に
し
た
も
の
が

本
山
納
骨
の
お
届
け
参
り
と

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

幾
多
の
戦
乱
を
こ
え
て
、

本
寺
か
ら
本
山
へ
と
、
ま
ち

が
い
な
く
親
鸞
聖
人
の
ご
遺

骨
を
護
持
し
つ
づ
け
て
い
る

高
田
本
山
へ
の
お
届
け
ま
い

り
を
大
切
に
思
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

余
談
に
は
な
り
ま
す
が
、

高
田
本
山
へ
の
本
山
納
骨
は

高
田
派
の
お
同
行
さ
ま
だ
け

が
お
届
け
し
て
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
各
宗
派
に

も
似
た
よ
う
な
習
俗
が
あ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

ぞ
れ
お
届
け
先
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。本

山
納
骨
（
お
届
け
参
り
）
の
お
知
ら
せ

　

一
般
納
骨
、
納
骨
壇
納
骨
の
二
通
り
の
方
法
が
あ
り
ま
す

　

ど
ち
ら
も
、
九
時
か
ら
十
五
時
の
間
に
総
合
案
内
所
で
受
付
ま
す
。
詳

し
く
は
総
合
案
内
所
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。　
電
話
０
５
９
・
２
３
２
・
７
２
３
４



　

今
か
ら
二
千
五
百
年
ほ
ど

前
の
四
月
八
日
、
ル
ン
ビ

ニ
ー
（
イ
ン
ド
の
北
、
現
在

の
ネ
パ
ー
ル
）
の
花
園
で

太た
い
し子
（
釈し
ゃ
く
そ
ん尊
）
が
お
生
ま
れ

に
な
り
ま
し
た
。
母
マ
ー

ヤ
ー
夫ぶ
に
ん人
は
里
帰
り
出
産
の

途
中
休
息
を
と
り
、
そ
の
時

急
に
産
気
づ
き
出
産
さ
れ
た

と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

　

太
子
は
生
ま
れ
る
と
す
ぐ

七
歩
歩
か
れ
、
右
手
で
天
を

指
し
左
手
で
地
を
指
さ
し
て

「
天て
ん
じ
ょ
う
て
ん
げ
ゆ
い
が
ど
く
そ
ん

上
天
下
唯
我
独
尊
」
と

声
高
ら
か
に
宣
言
さ
れ
、
そ

の
時
、
天
は
感
動
し
甘か
ん
ろ露
の

雨
を
降
ら
せ
た
、
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
釈
尊
ご
誕
生

の
伝
説
で
す
。

　

し
か
し
実
際
は
「
オ

ギ
ャ
ー
」
に
決
ま
っ
て
い
る

か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
伝
説
が
伝
え
ら
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

七
歩
の
歩
み
は
、
六ろ
く
ど
う道

（
地じ
ご
く獄
・
餓が

き鬼
・
畜ち
く
し
ょ
う生
・

修し
ゅ
ら羅
・
人に
ん
げ
ん間
・
天て
ん
じ
ょ
う上
）
を
超

え
、
後
に
佛ぶ
っ
だ陀
（
目め

ざ覚
め
た

者
）
に
な
ら
れ
た
こ
と
を
伝

え
ら
れ
ま
す
。

　
「
天
上
天
下
…
」
の
産
声

は
、
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
で
は
な

く
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
。
他
の
誰

も
代
わ
る
こ
と
の
出
来
な
い

尊
い
い
の
ち
の
歩
み
の
宣
言

で
す
。

　

甘
露
の
雨
は
、
釈
尊
の
誕

生
を
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
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大
自
然
・
大
宇
宙
が
喜
ん
だ

と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い

ま
す
。
こ
の
伝
説
に
よ
り
、

花は
な
み
ど
う

御
堂
に
安
置
さ
れ
た
釈
尊

誕た
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

生
佛
に
甘あ
ま
ち
ゃ茶
を
注そ
そ

ぎ
礼ら
い
は
い拝

す
る
花
ま
つ
り
（
灌か
ん
ぶ
つ
え

佛
会
）

が
、
釈
尊
誕
生
の
お
祝
い
と

し
て
各
地
で
勤
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

伝
説
は
、
本
当
に
あ
っ
た

か
な
か
っ
た
か
で
は
な
く
、

そ
の
伝
説
の
伝
え
る
真
意
を

受
け
取
る
こ
と
が
大
切
な
の

で
す
。

　

如に
ょ
ら
い
し
ょ
い
こ
う
し
ゅ
っ
せ

来
所
以
興
出
世

　

唯ゆ
い
せ
つ
み
だ
ほ
ん
が
ん
か
い

説
弥
陀
本
願
海

　
（
如
来
世よ

に
興
出
し
た
ま
う
所ゆ

え以
は
、

唯た
だ

弥
陀
本
願
海
を
説
か
ん
と
な
り
）

　

親し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

鸞
聖
人
は
『
正し
ょ
う
し
ん
げ

信
偈
』

に
、
釈
尊
が
こ
の
世
に
お
生

ま
れ
く
だ
さ
っ
た
ゆ
え
ん

は
、
ひ
と
え
に
阿あ
み
だ
に
ょ
ら
い

弥
陀
如
来

の
本
願
を
お
説
き
く
だ
さ
る

た
め
で
あ
っ
た
と
お
讃た
た

え
に

な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
赤
ち
ゃ
ん
の
産
声

は
世
界
共
通
語
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
皆
、
約
４
４
０
㎐
ヘ
ル
ツ

の
ラ
音
だ
そ
う
で
す
。
世
界

中
の
誰
も
が
幸
せ
に
な
る
こ

と
を
願
い
同
じ
言
葉
で
「
オ

ギ
ャ
ー
」
と
生
ま
れ
て
く
る

の
で
し
ょ
う
。

　

釈
尊
は
、
そ
の
世
界
中
の

誰
も
が
本
当
の
幸
せ
に
な
る

真
実
の
み
教
え
を
お
説
き
く

だ
さ
る
た
め
に
ご
誕
生
さ
れ

ま
し
た
。

　

凡ぼ
ん
ぶ夫
で
あ
る
私
の
人
生
に

お
い
て
は
、
釈
尊
の
み
教
え

を
仰
ぎ
、
唯た
だ
き聴

く
こ
と
こ
そ

が
一い
ち
だ
い
じ

大
事
で
あ
り
ま
す
。

（
教
学
院
第
三
部
会
）

「
誕　

生
」

釈
尊
シ
リ
ー
ズ
③

桜町天皇御感得の一光三尊
佛さまのご開帳は毎年６月
の第二日曜日。京都別院に
て行われます。
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 い の ち

　

娘
は
、
忙
し
す
ぎ
る
く
ら
い
走
っ
て
二
十
一
年
間
を
急

い
で
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
死
を

無
駄
に
し
な
い
よ
う
に
、
事
故
を
起
こ
す
様
な
バ
ス
会
社

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
考
え
て
頂
く
機
会
に
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
娘
の
死
も
報
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
怒
り
で
後
ろ
向
き
に
な
る
よ
り
前
向
き
で
い
た
い
。　

ス
キ
ー
バ
ス
事
故
の
被
害
者
の
母
親
が
、
テ
レ
ビ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
に
気
丈
に
答
え
ら
れ
て
る
の
を
見
た
時
、
少
し

違
和
感
を
覚
え
た
。
そ
れ
は
、
泣
き
叫
ん
だ
り
、
泣
き
崩

れ
た
り
、
怒
り
に
包
ま
れ
て
る
の
が
普
通
だ
と
思
っ
て
い

た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　

で
も
、
何
故
と
考
え
た
。　
　

　

泣
い
た
り
怒
り
の
感
情
を
爆
発
さ
せ
る
事
は
、
亡
く

な
っ
た
方
の
為
な
の
か
。
自
分
の
為
な
の
か
。
そ
う
す
る

事
で
亡
く
な
っ
た
方
を
悼
む
気
持
ち
が
疎
か
に
な
っ
て
な

い
の
か
。   

　

も
し
自
分
が
先
立
つ
立
場
で
あ
れ
ば
ど
う
思
う
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
亡
く
な
ら
れ
た
方
に
残
さ
れ
た
者
が
出
来
る

事
は
何
な
ん
だ
ろ
う
か
。
と
考
え
る
と
、
怒
り
で
後
ろ
向

き
に
な
る
よ
り
前
向
き
で
い
た
い
。
と
い
う
母
親
の
言
葉

の
意
味
が
分
か
る
気
が
す
る
。

　

私
は
、
住
職
と
し
て
お
葬
式
に
お
参
り
し
た
時
に
も
違

和
感
を
感
じ
る
事
が
あ
り
ま
す
。　

そ
れ
は
、
喪
主
さ
ん

が
故
人
に
対
し
て
我
慢
し
て
き
た
と
か
、
長
年
仕
え
て
き

た
と
か
文
句
の
様
な
事
を
話
さ
れ
る
事
が
あ
る
の
で
す
。

　

で
も
決
し
て
本
心
と
は
思
え
な
い
。
あ
た
か
も
怒
り
で

寂
し
さ
や
悲
し
み
を
紛
ら
わ
せ
よ
う
と
さ
れ
て
る
か
の
よ

う
な
の
で
す
。

　

先
日
、
こ
の
事
故
を
ネ
ッ
ト
検
索
す
る
と
「
言
っ
て
る

意
味
が
分
か
ら
な
い
と
か
、
心
が
壊
れ
て
い
る
か
ら
冷
静

に
話
せ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
」
と
母
親
に
対
す
る
バ
ッ
シ
ン

グ
の
嵐
で
あ
っ
た
。
娘
を
亡
く
し
た
被
害
者
に
な
ぜ
暴
言

が
吐
け
る
の
か
。
き
っ
と
悲
し
い
事
や
辛
い
経
験
を
し
た

こ
と
が
無
く
人
の
痛
み
が
分
か
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

亡
く
な
っ
た
人
を
悼
む
気
持
ち
も
、
愛
す
る
と
い
う
事

も
自
分
の
感
情
を
押
し
つ
け
る
事
で
は
無
く
、
た
だ
何
よ

り
も
大
切
に
想
う
事
。

　

被
害
者
の
母
親
は
、
急
逝
し
た
娘
を
想
い
、
い
の
ち
を

受
け
止
め
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

安田　真源

〜いのちの受け止め方〜
京都別院輪番
京都安立寺住職
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三
重
県
津
市
一
身
田
町

　
　
　
　
　
　

２
８
１
９

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

寺
院
名

●
行
事
案
内

六
月
二
十
五
日
〜
二
十
六
日

　
高
田
派
青
年
の
集
い
北
海
道
大
会

七
月
二
十
八
日
〜
二
十
九
日

　

歴
史
ま
る
ご
と
体
験
塾

　
　
（
小
学
生
教
化
合
宿
）

八
月
一
日
〜
五
日

　

第
九
十
回
仏
教
文
化
講
座

八
月
十
四
日
〜
十
六
日

　

歓
喜
会

九
月
十
日
〜
十
二
日

　

堯
秀
上
人
三
百
五
十
年
忌
法
会

　

堯
円
上
人
三
百
年
忌
法
会

九
月
十
九
日
〜
二
十
五
日

　

讃
佛
会

地震お見舞い申し上げます。
　東北の復興も半ばという中、九州で
も地震被害があり、些少ではあります
が、本山から義捐金を中日新聞社を通
じてお届けさせていただきました。


