
平
成
最
後
の
お
七
夜
さ
ん
・
報
恩
講
に
お
参
り
し
ま
し
ょ
う

お
七
夜
さ
ん
は
平
成
三
十
一
年
一
月
九
日
か
ら
十
六
日
で
す
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九
月
一
日

　
　
　
国
立
劇
場
声
明
講
演

　

二
度
目
と
な
る
国
立
劇
場

声
明
講
演
で
ホ
ー
ル
い
っ
ぱ

い
に
、
高
田
の
声
明
が
響
き

渡
り
ま
し
た
。

（
リ
ハ
ー
サ
ル
風
景
写
真
前
頁
）

十
月
六
日

　
　
　
　
国
宝
一
周
年
記
念

　

イ
ン
ド
の
舞
踊
団
な
ど
を

迎
え
て
、
記
念
イ
ベ
ン
ト
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
特

別
に
境
内
に
も
マ
ル
シ
ェ
な

ど
の
出
店
も
あ
り
賑
わ
っ
て

い
ま
し
た
。（
写
真
左
）

十
月
十
八
日
　
法
話
発
表
会

　

若
手
僧
侶
の
法
話
体
験
の

場
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。
聴
衆
の
お
か
げ
で
、
よ

い
法
話
と
な
っ
て
い
く
機
会

と
な
り
ま
し
た
。（
写
真
右
）

十
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
檀
信
徒
研
修
会

　

今
回
の
研
修
会
で
は
佐
波

真
教
師
に
、
高
田
第
三
世
の

顕
智
上
人
が
、
親
鸞
聖
人
の

臨
終
に
立
ち
会
わ
れ
、
火

葬
、
収
骨
を
取
り
仕
切
ら
れ

た
こ
と
。
さ
ら
に
親
鸞
聖
人

ご
奉
仕
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。（
敬
称
略
・
奉
仕
日
順
）

九
月　

延
命
寺
・
浄
誓
寺
・

圓
光
寺
・
南
昌
寺

十
月　

光
澤
寺
・
潮
音
寺
・

教
圓
寺
・
積
善
寺
・
深
正
寺　

十
一
月　

野
洲
市
赤
十
字
・

ふ
れ
あ
い
長
寿
会
・
第
一
一

寿
会
・
善
徳
寺
・
心
覚
寺
・

報
恩
寺
・
彰
見
寺
・
上
宮
寺
・

善
休
寺

　

本
山
の
清
掃
奉
仕
で
汗
を

流
し
ま
せ
ん
か
。
ひ
と
り
ひ

と
り
の
力
が
合
わ
さ
り
山
内

が
護
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
お

申
し
込
み
、
お
問
い
合
わ
せ

は
宗
務
院
庶
務
部
ま
で
お
願

い
し
ま
す
。

汗
を
流
し
て
清
掃
奉
仕

滅
後
、
関
東
の
門
弟
の
中
心

的
役
割
を
果
た
さ
れ
ま
し
た

が
、
特
に
京
都
の
親
鸞
聖
人

の
御
廟
の
建
立
、
護
持
に
尽

力
さ
れ
た
事
に
つ
い
て
の
お

話
を
い
た
だ
き
、
北
畠
大
道

師
か
ら
荘
厳
（
お
供
え
の
仕

方
）
に
つ
い
て
講
義
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ま
た
、
戸
田
恵

信
師
に
、
な
ぜ
お
寺
に
参
ら

な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
と

い
う
事
に
つ
い
て
お
話
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
研
修
会
は
毎
回
百
名

前
後
の
参
加
が
あ
り
ま
す
。

十
一
月
三
日
・
四
日

　
　
　
　
　
　
納
骨
堂
法
会

　

お
天
気
に
も
恵
ま
れ
両
日

と
も
大
勢
の
方
に
ご
参
詣
い

た
だ
き
ま
し
た
。（
写
真
左
）
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宗
祖
親
鸞
聖
人
を
お
迎
え

し
て
の
お
七
夜
御
正
忌
報
恩

講
が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し

た
。
報
恩
講
は
親
鸞
聖
人

九
十
年
の
ご
生
涯
ご
遺
徳
を

偲
び
つ
つ
仏
徳
讃
嘆
の
お
礼

を
申
し
上
げ
る
法
会
で
す
。

親
鸞
聖
人
の
ご
化
導
ご
聖
教

が
あ
れ
ば
こ
そ
私
た
ち
は
阿

弥
陀
如
来
の
ご
本
願
、
正
し

い
お
念
仏
の
用は
た
ら
き
に
気
付
か

さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

国
宝
と
な
り
ま
し
た
如
来

堂
で
は
ご
本
尊
、
阿
弥
陀
如

来
が
「
我
に
ま
か
せ
よ
、
か

な
ら
ず
救
う
、
ナ
モ
ア
ミ
ダ

ブ
ツ
」
と
生
死
の
不
安
を
抱

い
て
い
る
私
た
ち
に
心
配
す

る
こ
と
は
な
い
、
大
丈
夫
と

声
な
き
声
で
喚
び
続
け
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

同
じ
く
国
宝
の
御
影
堂
で

は
阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
を

身
に
受
け
ら
れ
た
親
鸞
聖
人

が
命
の
底
か
ら
「
弥
陀
の
本

願
信
ず
べ
し
」
と
語
り
か
け

て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　

阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願

（
親
心
）
は
お
念
仏
、
ナ
モ

ア
ミ
ダ
ブ
ツ
の
言
葉
に
成
っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
言
葉

と
成
っ
て
そ
の
願
い
を
私
た

ち
に
知
ら
せ
よ
う
と
用は
た
ら
い
て

く
だ
さ
い
ま
す
。

　

お
念
仏
の
出
発
点
は
如
来

さ
ま
の
親
心
で
す
。

　

ナ
モ
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
親
の

名
を
称
え
さ
せ
て
頂
く
こ
と

が
如
来
さ
ま
の
願
い
に
順し
た
が
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
の
口
に
出
て
く
だ
さ
る

お
念
仏
の
中
に
、
阿
弥
陀
如

来
の
お
徳
（
往
生
浄
土
・
成

仏
へ
の
お
約
束
）
が
全
て
宿

っ
て
い
る
不
思
議
な
仏ほ
と
け

わ
ざ

の
言
葉
で
す
。

　

ご
本
願
（
阿
弥
陀
如
来
）

が
選
び
と
っ
て
く
だ
さ
っ
た

人
間
社
会
の
言
葉
と
全
く
次

元
の
ち
が
う
嘘
の
な
い
真
実

の
お
言
葉
が
お
念
仏
で
す
。

　

仏
さ
ま
が
私
の
こ
と
を
念

じ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
お
言

葉
で
す
。

　

お
念
仏
の
中
に
阿
弥
陀
如

来
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
信
じ

ら
れ
る
人
は
本
当
の
信
心
の

人
で
す
と
先
師
は
仰
っ
て
み

え
ま
す
。

　
「
一
人
旅
路
は
さ
せ
ぬ
親

さ
ま
ナ
モ
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
に

支
え
ら
れ
、
救
い
よ
う
の
な

い
我
が
身
が
知
ら
さ
れ
お
育

て
を
頂
き
ま
す
。

　

平
成
最
後
の
お
七
夜
報
恩

講
と
な
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の

ご
参
拝
を
心
よ
り
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。　

合
掌

　
　

教
学
総
務　

真
置
和
徳

平
成
31
年
　
お
七
夜
・
報
恩
講

報恩講案内図・スケジュールは次頁をごらんください

★

お
七
夜
報
恩
講
に
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
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凡例
①御影堂
②如来堂
③御廟
④大玄関
⑤宗務院
⑥大講堂
⑦食堂
⑧宝物館
⑨安楽庵
⑩総合案内所

法会開始時間
晨朝
10〜 16日　7時より
日中
10〜 16日　10時半より
逮夜
9日 12時半より・10〜 15日 14時より
初夜
9〜 15日　16時半より
後夜
16日のみ　23時より

※行事の詳細については当日山内で配布される報恩講のしおりをご参照ください

国宝御影堂特別拝観を 15日 12:30-13:30 に行います
各行事は 11月末日現在の予定です。変更される場合がありますのでご注意ください
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「
王
舎
城
の
悲
劇
」
釈
尊
シ
リ
ー
ズ
○

お
う
し
ゃ
じ
ょ
う　
　
　

ひ
げ
き

13

　

釈し
ゃ
く
そ
ん尊
が
摩ま
か
だ
こ
く

伽
陀
国
の
首み
や
こ都

「
王お
う
し
ゃ
じ
ょ
う

舎
城
」
近
郊
に
滞
在
し

て
い
た
時
に
こ
の
事
件
が
起

き
ま
し
た
。

　

摩
伽
陀
国
は
古
代
イ
ン
ド

の
大
国
の
一
つ
で
、
頻び
ん
ば
し
ゃ

婆
娑

羅ら
お
う王

と
い
う
名
君
が
統
治

し
、
国
王
夫
婦
は
釈
尊
の
教

え
に
帰
依
し
、
佛
教
教
団
の

有
力
な
支
援
者
で
し
た
。

　

釈
尊
の
も
と
に
は
多
く
の

弟
子
達
が
尊
い
教
え
を
聞
く

た
め
に
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
に
提だ
い
ば
だ
っ
た

婆
達
多
と
申
す

者
が
お
り
ま
し
た
。
彼
は
釈

尊
の
従い
と
こ弟
で
知
恵
者
で
す
。

し
か
し
野
心
家
で
、
い
つ
か

釈
尊
に
代
わ
り
自
分
が
佛
教

教
団
を
統
率
し
た
い
、
と
企

ん
で
い
ま
し
た
。　
　

　

あ
る
時
、
提
婆
は
摩
伽
陀

国
の
王
子
阿あ
じ
ゃ
せ

闍
世
に
「
国
王

は
将
来
王
子
に
殺
さ
れ
る
、

と
の
占
い
師
の
言
葉
を
信

じ
、
王
子
誕
生
の
際
、
高
い

楼ろ
う
か
く閣
か
ら
産
み
落
と
し
、
王

子
を
殺
そ
う
と
し
た
の
で

す
。
指
の
傷
は
殺
そ
う
と
し

た
証あ
か
し

で
す
。」
と
王
子
を
そ

そ
の
か
し
ま
し
た
。
提
婆
は

王
子
を
王
に
背そ
む

か
せ
、
王
位

の
座
を
奪
わ
せ
て
、
自
ら
の

協
力
者
に
し
よ
う
と
考
え
た

の
で
す
。

　

出
生
に
ま
つ
わ
る
話
を
聞

い
た
阿
闍
世
は
怒
り
、
自
ら

の
父
で
あ
る
国
王
を
幽ゆ
う
へ
い閉

し

て
食
物
も
与
え
ず
殺
そ
う
と

し
ま
す
。
妃き
さ
き
の
韋い

だ

け
提
希
夫ぶ
に
ん人

は
嘆な
げ

き
悲
し
み
、
国
王
に
こ

っ
そ
り
と
食
物
を
届
け
ま
し

た
。
そ
れ
を
知
っ
た
王
子
は

つ
い
に
母
を
も
と
ら
え
、
深し
ん

宮き
ゅ
うへ
幽
閉
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

幽
閉
さ
れ
た
韋
提
希
は
釈

尊
に
心
を
念
じ
ま
す
。
そ
し

て
弟
子
の
目も
く
れ
ん連
と
阿あ
な
ん難
を
遣よ
こ

し
、
地
獄
の
底
か
ら
一
刻
も

早
く
救
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。
す
る
と
、

即
座
に
釈
尊
自
ら
が
王
宮
の

夫
人
の
前
に
現
れ
た
の
で
す
。

　

韋
提
希
は
釈
尊
に
阿
闍
世

や
提
婆
に
対
す
る
恨う
ら

み
、
怒い
か

り
、
憎に
く

し
み
を
延
々
と
愚ぐ

ち痴

る
の
で
し
た
。
し
か
し
、
釈

尊
は
半は
ん
げ
ん眼
の
眼ま
な
こ
で
黙
っ
て
見

つ
め
て
お
ら
れ
る
だ
け
で

す
。
次
第
に
韋
提
希
は
釈
尊

の
大だ
い
ひ悲

の
眼ま
な
ざ差

し
中
で
自
ら

の
行
い
に
気
づ
き
、
愚
痴
の

心
は
懺ざ
ん
げ悔
に
変
わ
っ
て
い
き

ま
す
。
い
ま
ま
で
は
釈
尊
の

説
法
を
聞
く
だ
け
の
韋
提
希

で
し
た
が
、
大
悲
の
お
姿
を

仰
ぐ
と
き
、
あ
の
釈
尊
の
説

法
は
、
ま
こ
と
の
世
界
に
帰

れ
、
と
私
に
呼
び
か
け
続
け

く
だ
さ
っ
て
い
た
の
だ
。
黙

っ
て
自
分
を
見
つ
め
て
お
ら

れ
る
釈
尊
を
拝
み
な
が
ら
、

か
つ
て
聞
い
た
み
教
え
の
一

つ
一
つ
を
自
分
の
胸
の
う
ち

で
頷
う
な
ず
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

す
る
と
釈
尊
は
眉み
け
ん間
の
白
び
ゃ
く

毫ご
う

か
ら
一
条
の
光
を
放
ち
、

そ
の
光
の
う
ち
に
十じ
っ
ぽ
う
し
ょ
ぶ
つ

方
諸
佛

の
世
界
を
現
わ
し
、
韋
提
希

に
お
見
せ
し
ま
す
。

　

こ
の
韋
提
希
の
頷
き
が
、

そ
の
十
方
諸
佛
の
世
界
の
な

か
か
ら
、
阿
弥
陀
佛
の
身
元

に
生
れ
た
い
、
と
願
わ
し
め

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）
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た
だ
た
だ
、

　

子
ど
も
た
ち
と

　
　
　
　
　

一
緒
に

二
十
七
組 

浄
徳
寺
副
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
弘
道

リ
レ
ー
法
話　
「
い
の
ち
」

　

幼
稚
園
に
勤
め
て
お
り
ま
す

が
、５
歳
児
か
ら
「
せ
ん
せ
い
、

い
の
ち
っ
て
な
ん
で
し
ん
じ
ゃ

う
の
？
」
と
聞
か
れ
た
と
き
に

は
ド
キ
ッ
と
し
ま
し
た
。
い
つ

も
園
児
に
「
い
の
ち
は
と
て
も

た
い
せ
つ
な
も
の
で
す
」
と
伝

え
て
い
る
私
で
す
が
、
い
ざ
、

い
の
ち
に
つ
い
て
の「
な
ぜ
？
」

を
問
い
か
け
ら
れ
る
と
言
葉
に

詰
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。普
段
、

い
か
に
分
か
ら
な
い
こ
と
を
難

し
い
言
葉
で
ご
ま
か
し
て
、
分

か
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る

の
か
、
そ
う
い
う
私
自
身
の
現

実
を
突
き
付
け
ら
れ
た
よ
う
で

恥
ず
か
し
く
な
り
ま
し
た
。

　

あ
る
研
修
会
に
て
、
動
物
園

で
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
た
方
の

講
演
を
聞
く
機
会
が
あ
り
、
質

疑
応
答
の
時
間
に
思
い
切
っ
て

質
問
を
し
て
み
ま
し
た
。「
い

の
ち
の
こ
と
を
小
さ
い
子
ど
も

に
伝
え
る
と
き
、
ど
ん
な
言
葉

を
使
っ
た
ら
良
い
の
か
」
と
。

す
る
と
、
講
演
中
は
穏
や
か
に

話
さ
れ
て
い
た
講
師
先
生
の
口

調
が
少
し
厳
し
く
な
り
、
次
の

よ
う
に
答
え
ら
れ
た
の
で
す
。

「
い
の
ち
の
こ
と
を
伝
え
た
い

な
ら
、
例
え
ば
幼
稚
園
や
家
庭

で
、
動
物
や
虫
を
飼
え
ば
い

い
。
あ
な
た
は
言
葉
で
伝
え
る

と
言
っ
た
が
、
い
の
ち
は
理
屈

で
説
明
で
き
る
も
の
で
す
か
？

あ
な
た
は
何
か
勘
違
い
し
て
い

る
ら
し
い
が
、
あ
る
い
は
わ
ざ

わ
ざ
難
し
く
考
え
て
い
る
よ
う

だ
が
、
い
の
ち
の
こ
と
は
、
い

の
ち
と
の
触
れ
合
い（
出
会
い
）

を
通
し
て
で
し
か
伝
わ
ら
な
い

で
す
よ
」

　

そ
れ
ま
で
、
の
の
さ
ま
（
阿

弥
陀
さ
ま
）
や
親
鸞
さ
ま
の
こ

と
、
お
念
仏
の
こ
と
、
そ
し
て

い
の
ち
の
こ
と
…
小
さ
い
頃
か

ら
き
ち
ん
と
伝
え
て
い
き
た

い
、
卒
園
ま
で
に
は
き
ち
ん
と

手
を
合
わ
せ
て
「
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
」
と
お
念
仏
で
き
る
子
に

育
っ
て
ほ
し
い
、
そ
れ
が
高
田

派
仏
教
幼
稚
園
と
し
て
の
使
命

だ
と
肩
に
力
が
入
っ
て
い
た
私

で
す
が
、
今
は
た
だ
た
だ
、
子

ど
も
た
ち
と
一
緒
に
お
御
堂
で

お
参
り
を
し
て
、
一
緒
に
お
念

仏
を
し
て
、
一
緒
に
自
然
に
触

れ
、
一
緒
に
喜
び
、
一
緒
に
悲

し
み
、
一
緒
に
考
え
、
一
緒
に

悩
み
、
一
緒
に
驚
き
、
一
緒
に

生
活
を
し
て
い
ま
す
。

　

ご
本
山
の
境
内
で
一
緒
に
過

ご
す
日
々
の
中
で
、
子
ど
も
た

ち
と
と
も
に
ゆ
っ
く
り
と
、
い

の
ち
に
つ
い
て
学
ん
で
い
け
た

ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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親
鸞
聖
人
に
ま
つ
わ
る
伝

承
と
し
て
越
後
七
不
思
議
が

有
名
で
す
が
、
同
じ
よ
う
な

伝
承
が
福
井
県
内
に
も
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を

訪
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

こ
れ
ら
は
、
福
井
新
聞
社

発
刊
の
『
親
鸞
な
う
』
に
よ

る
と
、
三さ

ん
ど
ぐ
り

度
栗
・
石い
し
だ
ん
ご

団
子
の

地
・
の
こ
ぎ
り
坂
・
八や
つ
ふ
さ房
の

梅
・
八は
っ
ち
ょ
う
い
わ

丁
岩
・
片
葉
の
葦あ
し

・

黄つ

げ楊
の
堂
を
七
不
思
議
と
し

て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

聖
人
が
民
家
で
施
さ
れ
た

焼
き
栗
を
地
に
埋
め
た
ら
年

に
三
度
実
を
む
す
ん
だ
話
や

食
べ
た
梅
干
し
の
種
か
ら
八

粒
の
実
を
つ
け
る
梅
が
育
っ

た
話
、
聖
人
に
施
す
の
を
断

っ
た
お
団
子
が
石
の
よ
う
に

硬
く
な
り
食
べ
ら
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
話
、
施
さ
れ

た
菓
子
に
添
え
ら
れ
た
黄
楊

の
楊
枝
が
成
長
し
た
話
な
ど

は
、
聖
人
が
休
ん
だ
と
こ
ろ

で
特
定
の
植
物
が
成
長
し
た

と
い
う
話
で
す
。

　

史
実
か
ど
う
か
は
別
に
し

て
、
こ
ん
な
に
多
く
の
聖
人 第

10
回
　
越
前
七
不
思
議

が
慕
わ
れ
た
あ
と
が
残
っ
て

い
る
こ
と
に
感
動
を
お
ぼ
え

ま
す
。

　

今
回
訪
ね
た
、
三
度
栗
は

鯖
江
市
舟
枝
町
に
、
黄
楊
の

堂
は
坂
井
市
丸
岡
町
、
石
団

子
の
地
は
坂
井
市
下
関
、
の

こ
ぎ
り
坂
は
あ
わ
ら
市
細
呂

木
に
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
（
山
川
蓮
生
）

●
行
事
案
内

十
二
月
八
日
〜
十
日

　
中
興
上
人
御
正
当

一
月
一
日
〜
三
日

　
修
正
会

一
月
九
日
〜
十
六
日

　
報
恩
講
（
お
七
夜
）

二
月
一
日

　
年
賀
式

三
月
十
八
日
〜
二
十
四
日

　
讃
仏
会

11
月
17
日
、
二
十
五
世
法

主
殿
を
お
迎
え
し
て
報
恩

講
を
厳
修
致
し
ま
し
た
。

11
月
15
～
16
日
、
関
東
別

院
協
力
の
も
と
報
恩
講
を

厳
修
致
し
ま
し
た
。

本寺専修寺関東別院

石団子の地

のこぎり坂

黄楊の堂
三度栗


