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韋
提
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ぞ

韋
提
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に
勅
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ぞ

　

光
台
現
国
の
そ
の
な
か
に

　

光
台
現
国
の
そ
の
な
か
に

　

安
楽
世
界
を
え
ら
ば
し
む

　

安
楽
世
界
を
え
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ば
し
む

浄
土
和
讃（
観
経
意
）一
首
目

浄
土
和
讃（
観
経
意
）一
首
目

常
生
活
の
な
か
で
結
構
目
に

す
る
言
葉
で
す
ね
。「
不
退

転
の
決
意
で
臨
む
」
と
い
う

の
が
も
っ
と
も
多
い
使
わ
れ

方
か
と
思
い
ま
す
。
志
を
堅

く
も
っ
て
、
退
か
な
い
こ
と
、

あ
と
へ
引
か
な
い
こ
と
で

す
。
仏
教
語
が
日
常
生
活
に

深
く
溶
け
込
ん
で
い
る
例
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
言
葉
も
そ
の
う
ち
の
一
つ

で
す
。
な
か
に
は
、
日
常
生

活
に
溶
け
込
む
こ
と
に
よ
っ

て
全
く
意
味
が
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
も
の
も
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
は
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
不

　

前
回
の
最
後
に
、「
真
実

信
心
を
い
た
だ
い
て
念
仏
し

て
い
る
す
が
た
は
、
そ
の
ま

ま
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
仏
に
な
ら
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
が
間
違
い
な
く

約
束
さ
れ
て
い
る
す
が
た
、

す
な
わ
ち
『
不
退
の
く
ら
い
』

に
つ
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い

る
す
が
た
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
」
と
言
い
ま
し
た
。
今
回

は
こ
の
「
不
退
の
く
ら
い
」

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。

　
「
不
退
の
く
ら
い
」
の
「
不

退
」
は
、「
不
退
転
」
と
も

言
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
日

一
、 

不
退
の
く
ら
い

「『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を

　
　
　聞
く
」
と
い
う
こ
と栗
原 

廣
海

連載第6回
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退
の
く
ら
い
」
の
「
不
退
」
も
意
味

は
同
じ
で
、
退
か
な
い
こ
と
、
後
退

し
な
い
こ
と
で
す
。

　

で
は
何
か
ら
退
か
な
い
の
か
、
後

退
し
な
い
の
か
と
言
え
ば
、「
私
ど
も

が
さ
と
り
を
得
て
仏
に
な
る
」
と
い

う
こ
と
か
ら
退
か
な
い
、
後
退
し
な

い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と

は
簡
単
で
す
が
、
仏
に
な
る
こ
と
か

ら
後
退
し
な
い
と
い
う
の
は
、
大
変

な
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
、
目
・
耳
・

鼻
・
舌
・
皮
膚
と
い
う
五
官
を
通
し

て
外
界
に
触
れ
な
が
ら
毎
日
生
活
を

し
て
い
ま
す
。
も
の
を
見
、
聞
き
、

嗅
ぎ
、
味
わ
い
、
皮
膚
で
触
れ
る
と

い
う
外
界
と
の
接
触
を
と
お
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
欲
望
を
起
し
、
い
か
り
や

ね
た
み
、
そ
ね
み
の
心
を
起
し
て
、

そ
れ
が
お
さ
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
心
は
い
つ
も
激
し
く
波
立
ち
、

動
揺
し
、
人
と
の
対
立
を
起
し
て
傷

つ
け
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
静

ま
る
こ
と
の
な
い
こ
の
よ
う
な
心

が
、
も
の
の
あ
り
の
ま
ま
を
見
る
智

慧
の
さ
ま
た
げ
と
な
っ
て
偏
見
を
生

じ
、
ま
こ
と
の
徳
を
積
む
こ
と
を
邪

魔
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な

私
ど
も
の
あ
り
よ
う
を
「
凡ぼ
ん

夫ぶ

」
と

言
う
の
だ
と
、
親
鸞
聖
人
は
お
教
え

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

凡
夫
が
、
ま
こ
と
の
徳
を
積
み
、
智

慧
を
み
が
い
て
仏
へ
の
道
を
退
転
す

る
こ
と
な
く
歩
む
と
い
う
こ
と
は
、

実
際
、
不
可
能
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
私
ど
も
凡

夫
が
、
真
実
信
心
を
い
た
だ
い
て
念

仏
す
れ
ば
「
不
退
の
く
ら
い
」
に
つ

か
せ
て
い
た
だ
け
る
の
で
し
ょ
う

か
。

　

阿
弥
陀
如
来
は
、
私
ど
も
凡
夫
の

あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
を
す
み
ず
み

ま
で
ご
覧
に
な
り
、
深
い
悲
し
み
の

心
で
、「
そ
の
ま
ま
で
よ
い
。
自
分
で

仏
へ
の
道
を
歩
め
な
い
な
ら
、
私
が

必
ず
仏
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
必
要

な
智
慧
や
徳
は
、
す
べ
て
名
み
ょ
う

号ご
う

（
な

も
あ
み
だ
ぶ
つ
）
に
込
め
て
届
け
る

か
ら
安
心
し
て
受
け
取
れ
」
と
よ
び

か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

よ
び
声
を
、
信
心
を
い
た
だ
い
て
い

る
人
は
聞
き
、
受
け
入
れ
て
、
如
来

の
智
慧
や
お
徳
を
頂
戴
し
て
い
る
の

で
す
。
如
来
が
与
え
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
、
仏
に
な
る
た
め
に
必
要
な
す

べ
て
を
、
信
心
の
人
は
受
け
取
っ
て

い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
如
来
の
お
ぼ

し
め
し
に
か
な
っ
た
人
は
、「
不
退
の

く
ら
い
」
に
つ
か
せ
て
い
た
だ
け
る

の
で
す
。 

              
　

ご
存
じ
の
方
は
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
こ
の
「
不
退
の
く
ら
い
」
は
、

私
た
ち
が
普
段
お
勤
め
す
る
「
和
讃
」

二
、 「
不
退
の
く
ら
い
」 

の
和
讃

（『 

浄じ
ょ
う

土ど

高こ
う

僧そ
う

和わ

讃さ
ん

』「 

龍り
ゅ
う

樹じ
ゅ

菩ぼ

薩さ
つ

」

第
六
首
）
の
最
初
に
出
て
く
る
言
葉

で
す
ね
。

　
不ふ

退た
い

の
く
ら
い
す
み
や
か
に

　
　
え
ん
と
お
も
わ
ん
ひ
と
は
み
な

　
　
恭く

敬ぎ
ょ
うの
心し
ん

に
執
し
ゅ
う

持じ

し
て

　
　
弥み

陀だ

の
名
み
ょ
う

号ご
う

称し
ょ
う 

す
べ
し

　
「
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏
に
な
ら
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
約
束
さ
れ
、
そ

こ
か
ら
退
く
こ
と
が
な
い
位
を
早
く

得
よ
う
と
思
う
人
は
み
な
、
わ
が
身

を
つ
つ
し
み
仏
を
敬
う
心
を
し
っ
か

り
も
っ
て
弥
陀
の
名
号
（
な
も
あ
み

だ
ぶ
つ
）
を
称
え
る
べ
き
で
あ
る
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

如
来
の
尊
い
お
ぼ
し
め
し
を
お
も

ん
み
な
が
ら
、
深
い
恩
徳
を
謝
し
つ

つ
お
勤
め
し
た
い
も
の
で
す
。

（
高
田
派
鑑
学
・
誓
元
寺
住
職
）
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誰
も
が
知
る
超
有
名
人

「 

聖し
ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

（
西
暦
五
七
四
年

〜
六
二
二
年
）」。
壱い
ち

万
円
札

に
描え
が

か
れ
た
こ
と
も
あ
る
日

本
を
代
表
す
る
偉い

人じ
ん

で
す
。

「 

十じ
ゅ
う

七し
ち

条じ
ょ
う
の
憲け
ん

法ぽ
う

を
制せ
い

定て
い

」

「
遣け
ん

隋ず
い

使し

の
派は

遣け
ん

」「
佛ぶ
っ

教き
ょ
う

興こ
う

隆り
ゅ
う」「
三さ
ん

経ぎ
ょ
う

義ぎ

疏し
ょ

の
著ち
ょ

述じ
ゅ
つ」
と
、

数
々
の
偉い

業ぎ
ょ
うを
は
じ
め
、「
十

人
の
話
を
聞
き
分
け
る
」
な

ど
、
聡そ
う

明め
い

さ
を
伺う
か
が

え
る
逸い
つ

話わ

が
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ

し
て
、
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

も
ご
和わ

讃さ
ん

へ
「
日
本
国
帰き

命み
ょ
う

聖
徳
太
子
」

と
、
日
本
に
お
け
る
佛
教
興

隆
の
功こ
う

績せ
き

を
讃た
た

え
ら
れ
、
聖

徳
太
子
へ
帰き

依え

を
示
さ
れ
ま

し
た
。
聖
徳
太
子
を
仰あ
お

が
れ

た
ご
和
讃
（
専せ
ん

修じ
ゅ

寺じ

蔵ぞ
う

『
皇こ
う

太た
い

子し

聖し
ょ
う

徳と
く

奉ほ
う

讃さ
ん

』『
大だ
い

日に
っ

本ぽ
ん

国こ
く

粟ぞ
く

散さ
ん

王お
う

聖し
ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

奉ほ
う

讃さ
ん

』）
は

約
二
〇
〇
首
あ
り
、
こ
れ
は

ご
和
讃
全
体
の
約
四
割
に
も

お
よ
び
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら

も
聖
人
の
聖
徳
太
子
に
対
す

る
強
い
想
い
が
伺う
か
が
え
ま
す
。

　

そ
ん
な
聖
徳
太
子
で
あ
り

ま
す
が
、「
実
は
存
在
し
な

か
っ
た
」
と
、
信
じ
が
た
い

学が
く

説せ
つ

が
と
な
え
ら
れ
、
教
科

書
に
も
影え
い

響き
ょ
うを
及
ぼ
す
ほ
ど

と
な
り
ま
し
た
。
正
確
に
は
、

聖
徳
太
子
が
行
っ
た
と
さ
れ

る
膨ぼ
う

大だ
い

な
偉
業
を
、
改
め
て

歴
史
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、

一
人
の
人
物
が
成
し
遂と

げ
る

に
は
相そ
う

違い

が
あ
る
こ
と
が
論ろ
ん

点て
ん

の
よ
う
で
す
。
こ
う
し
た

研け
ん

究き
ゅ
うは
歴
史
を
紐ひ
も

解と

く
う
え

で
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
佛
教
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
最
も
注
目
す
べ

き
こ
と
は
「
い
た
か
・
い
な

か
っ
た
か
」
で
は
な
く
、
今

こ
こ
に
佛
教
が
あ
る
と
い
う

真し
ん

実じ
つ

に
目
を
向
け
る
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
弘
め

伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
、
長
い

歴れ
き

史し

の
結
果
と
し
て
、
遇あ

い

が
た
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を

得
た
も
の
こ
そ
が
佛
教
で
あ

り
、
念ね
ん

佛ぶ
つ

の
み
教
え
で
す
。

そ
れ
に
は
、
日
本
の
佛
教
興

隆
が
不ふ

可か

欠け
つ

で
あ
り
、
そ
こ

に
ご
尽じ
ん

力り
ょ
くく
だ
さ
っ
た
師し

主し
ゅ

方が
た

の
「
は
た
ら
き
」
を
代
表

す
る
存
在
を
聖
徳
太
子
と
受

け
と
め
た
い
の
で
す
。
ま
た
、

私
を
み
教
え
へ
と
導
い
て
い

た
だ
い
た
、
数
え
切
れ
ぬ
ご

先せ
ん

祖ぞ

様さ
ま

方が
た

が
い
る
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

佛ぶ
つ

と
称と
な

え
る
と
こ
ろ

に
、
念
佛
に
生
き
た
方
々
に

今
も
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
思
い
起
こ
さ
せ
ら
れ
る
の

で
す
。

　

聖
徳
太
子
に
よ
り
、
日

本
に
佛
教
が
興
隆
し
て
約

一
四
〇
〇
年
。
決
し
て
終
わ
ら

せ
て
は
な
ら
な
い
歴
史
が
今

こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
歴

史
を
「
聖
徳
太
子
シ
リ
ー
ズ
」

と
題
し
、
今
回
を
第
一
回
と

致
し
ま
し
て
全
七
回
に
亘わ
た

り
、

皆
様
と
共
に
お
尋た
ず

ね
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

（
教
学
院
第
三
部
会
）

聖
徳
太
子
シ
リ
ー
ズ
①

「
聖
徳
太
子
と
は
？
」
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晨じ
ん  

朝ち
ょ
う

（
午
前
七
時
）

日に
っ 

中ち
ゅ
う

（
午
前
十
時
三
十
分
）

逮た
い 

夜や

（
午
後
二
時
）

※
九
日
の
み
（
午
後
十
二
時
三
十
分
）

初し
ょ 

夜や

（
午
後
四
時
三
十
分
）

大だ
い 
講こ
う 
堂ど
う

（
十
二
時
三
十
分
）

①
鈴
鹿
市 

欣
念
寺
衆
徒

田
中
　
唯
聴

講 

題

聞
其
名
号

②
津
市 

浄
徳
寺
副
住
職

佐
藤
　
弘
道

講 

題

分
か
っ
ち
ゃ
い
る
け
ど
、

や
め
ら
れ
ね
ぇ

③
四
日
市
市 

立
法
寺
住
職

岡
　
　
知
道

講 

題

お
か
げ
さ
ま
と
い
う
悲
し
み

④
松
阪
市 

法
性
寺
衆
徒

真
置
　
信
海

講 

題

南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
う
れ
ば

⑥
津
市 

採
蓮
寺
住
職

若
林
　
妙
百

講 

題

賜
り
た
る「
い
の
ち
」の

な
か
に
あ
る
私

⑦
鈴
鹿
市 

本
照
寺
住
職

水
谷
　
忍
英

講 

題

明
日
あ
り
と
思
う
心

⑤
和
歌
山
市 

崇
賢
寺
住
職

松
田
　
信
慶

講 

題

ご
縁
に
生
か
さ
れ
て

⑧
津
市 

来
照
寺
衆
徒

生
桑
　
崇
等

講 

題

外
儀
の
す
が
た

⑨
大
野
市 

専
福
寺
住
職

金
森
　
顕
宏

講 

題

我
行
精
進 

忍
終
不
悔（
歎
仏
偈
） 

自
力
と
他
力
の
違
い

⑪
鈴
鹿
市 

深
藕
寺
住
職

浦
井
　
宗
司

講 

題

弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し

⑫
津
市 

真
楽
寺
住
職

鷲
山
　
了
悟

講 

題

他
力
本
願
を
い
た
だ
く
こ
と

⑩
岡
崎
市 

蓮
珠
寺
住
職

安
藤
　
純
海

講 

題

変
わ
る
も
の

変
わ
ら
な
い
も
の

⑬
鈴
鹿
市 

了
性
寺
住
職

藤
井
　
徳
雄

講 

題

よ
も
や
よ
も
や
の

娑
婆
世
界
に
遊
ぶ

⑭
鈴
鹿
市 

浄
国
寺
住
職

藤
浦
　
弘
導

講 

題

地
獄
、極
楽
、温
泉
巡
り

⑯
四
日
市
市 

浄
福
寺
住
職

隆
　
　
妙
灔

講 

題

本
願
力
の
め
ぐ
み
ゆ
え

⑰
津
市 

報
恩
寺
住
職

芳
川
　
賢
史

講 

題

利
他
と
恩

⑮
四
日
市
市 

誓
覚
寺
住
職

栗
廼
　
隆
興

講 

題

心
は
蛇じ
ゃ
蝎か
つ
の
ご
と
く
な
り

⑱
津
市 

玉
保
院
衆
徒

水
沼
　
碧
水

講 

題

努
力
と
他
力

⑳
豊
橋
市 

正
太
寺
住
職

大
河
戸 

悟
道

講 

題

重
誓
名
声
聞
十
方

㉒
岡
崎
市 

浄
泉
寺
住
職

戸
田
　
恵
信

講 

題

ま
こ
と
の
み
む
ね

㉓
鈴
鹿
市 

法
林
寺
住
職

里
榮
　
秀
教

講 

題

阿
弥
陀
様
の
声
を

聞
き
ま
し
ょ
う

㉑
大
阪
市 

聖
賢
寺
住
職

島
　
　
義
厚

講 

題

報
謝
の
称
名

㉔
岡
崎
市 

妙
源
寺
衆
徒

安
藤
　
章
仁

講 

題

和わ

順じ
ゅ
ん
ノの

八は
ち
耳じ

㉖
鈴
鹿
市 

欣
念
寺
住
職

田
中
　
明
誠

講 

題

聞
い
て
広
が
る
世
界

㉘
明
和
町 

迎
接
寺
住
職

花
山
　
光
瑞

講 

題

大
悲
の
声

㉙
津
市 

善
休
寺
住
職

千
草
　
篤
昭

講 

題

カ
ナ
シ
キ
カ
ナ
ヤ
コ
ノ
ゴ
ロ
ノ

㉗
四
日
市
市 

光
輪
寺
住
職

中
村
　
宜
成

講 

題

源
信
僧
都
と
横
川
の
僧
都

㉚
津
市 

延
命
寺
衆
徒

藤
田
　
正
知

講 

題

 

仏
恩
師
恩
を
お
も
う

御ご 

親し
ん 

教き
ょ
う

㉝
津
市 

浄
福
寺
住
職

鈴
木
　
紀
生

講 

題

諸
行
無
常

㉞
鈴
鹿
市 

正
念
寺
住
職

梅
林
　
久
高

講 

題

つ
ね
に
わ
が
身
を
て
ら
す
な
り

㉜
松
阪
市 

明
照
寺
住
職

藤
澤
　
眞
純

講 

題

わ
た
し
に
と
っ
て
の

救
い
と
は

㉟
津
市 

最
勝
寺
住
職

長
谷
部 

行
雄

講 

題

報
恩
講
を
迎
え
て

㊱
鈴
鹿
市 

真
念
寺
前
住
職

真
昌
　
智
海

講 

題

如
来
大
悲
ノ
恩
徳
ハ

身
ヲ
粉
ニ
シ
テ
モ
報
ズ
ベ
シ

㊲
京
都
市 

安
立
寺
住
職

安
田
　
真
源

講 

題

 「
無
碍
の
光
明
」無
自
覚
な
私

報
恩
講
説
教
一
覧
表

報
恩
講
説
教
一
覧
表  

（
令
和
四

（
令
和
四  

年
一
月
）

年
一
月
）

２
０
２
２

２
０
２
２
年年  
お
七
夜
行
事
予
定

お
七
夜
行
事
予
定

報
恩
講
（
お
七
夜
）
は
毎
年
一
月
九
日
か
ら
十
六
日
の
七
夜
八
日
に
か
け
厳
修
さ
れ
ま
す
。

弥
陀
の
よ
び
声
「
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
と
い
う
気
持
ち
で

令
和
４
年
の
報
恩
講
を
ご
一
緒
に
お
迎
え
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

1月9日
（日）

12：30　逮夜勤行・説教①
16：30　初夜勤行・説教②

1月10日
（月）

07：00　晨朝勤行・説教③
10：30　日中勤行・説教④
10：30　お七夜はたちの集い（受付；宗務院）
12：30　大講堂説教⑤
13：00　お七夜高田青年会
14：00　逮夜勤行・説教⑥
16：30　初夜勤行・説教⑦

1月11日
（火）

07：00　晨朝勤行・説教⑧
10：30　日中勤行・説教⑨
12：30　大講堂説教⑩
13：00　お七夜高田青年会
14：00　逮夜勤行・説教⑪
16：30　初夜勤行・説教⑫

1月12日
（水）

07：00　晨朝勤行・説教⑬
09：00　高田学苑参詣（御影堂）
10：30　日中勤行・説教⑭
10：30　高田保育園参詣
12：15　お七夜婦人連合会（御影堂）
12：30　大講堂説教⑮
14：00　逮夜勤行・説教⑯
16：30　初夜勤行・説教⑰

1月13日
（木）

07：00　晨朝勤行・説教⑱
09：00　特別講演（如来堂）⑲
10：30　日中勤行・説教⑳
12：30　大講堂説教㉑
13：40　お七夜坊守会（受付；宗務院）
14：00　逮夜勤行・説教㉒
16：30　初夜勤行・説教㉓

1月14日
（金）

07：00　晨朝勤行・説教㉔
09：00　特別講演（如来堂）㉕
10：30　日中勤行・説教㉖
12：30　大講堂説教㉗
14：00　逮夜勤行・説教㉘
16：30　初夜勤行・説教㉙

1月15日
（土）

07：00　晨朝勤行・説教㉚
10：30　日中勤行・御親教・復演㉛
12：30　大講堂説教㉜
14：00　逮夜勤行・説教㉝
16：30　初夜勤行・説教㉞
16：30　お七夜婦人連合会初夜参詣（御影堂）
23：00　後夜　

1月16日
（日）

07：00　晨朝勤行・説教㉟
09：00　御参廟
10：30　日中勤行・説教㊱
12：30　大講堂説教㊲

中止・延期のお知らせ
お七夜子ども大会　　　 中止
責任役員大会　　　　　 延期
他山ご焼香　　　　　　 中止
通夜念仏　　　　　　　 中止
白塚通夜講（ししこ念仏） 中止
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晨じ
ん  

朝ち
ょ
う

（
午
前
七
時
）

日に
っ 

中ち
ゅ
う

（
午
前
十
時
三
十
分
）

逮た
い 

夜や

（
午
後
二
時
）

※
九
日
の
み
（
午
後
十
二
時
三
十
分
）

初し
ょ 

夜や

（
午
後
四
時
三
十
分
）

大だ
い 

講こ
う 

堂ど
う

（
十
二
時
三
十
分
）

①
鈴
鹿
市 

欣
念
寺
衆
徒

田
中
　
唯
聴

講 

題

聞
其
名
号

②
津
市 

浄
徳
寺
副
住
職

佐
藤
　
弘
道

講 

題

分
か
っ
ち
ゃ
い
る
け
ど
、

や
め
ら
れ
ね
ぇ

③
四
日
市
市 
立
法
寺
住
職

岡
　
　
知
道

講 

題

お
か
げ
さ
ま
と
い
う
悲
し
み

④
松
阪
市 

法
性
寺
衆
徒

真
置
　
信
海

講 

題

南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
う
れ
ば

⑥
津
市 

採
蓮
寺
住
職

若
林
　
妙
百

講 

題

賜
り
た
る「
い
の
ち
」の

な
か
に
あ
る
私

⑦
鈴
鹿
市 

本
照
寺
住
職

水
谷
　
忍
英

講 

題

明
日
あ
り
と
思
う
心

⑤
和
歌
山
市 

崇
賢
寺
住
職

松
田
　
信
慶

講 

題

ご
縁
に
生
か
さ
れ
て

⑧
津
市 

来
照
寺
衆
徒

生
桑
　
崇
等

講 

題

外
儀
の
す
が
た

⑨
大
野
市 

専
福
寺
住
職

金
森
　
顕
宏

講 

題

我
行
精
進 
忍
終
不
悔（
歎
仏
偈
） 

自
力
と
他
力
の
違
い

⑪
鈴
鹿
市 

深
藕
寺
住
職

浦
井
　
宗
司

講 

題

弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し

⑫
津
市 

真
楽
寺
住
職

鷲
山
　
了
悟

講 

題

他
力
本
願
を
い
た
だ
く
こ
と

⑩
岡
崎
市 

蓮
珠
寺
住
職

安
藤
　
純
海

講 

題

変
わ
る
も
の

変
わ
ら
な
い
も
の

⑬
鈴
鹿
市 

了
性
寺
住
職

藤
井
　
徳
雄

講 

題

よ
も
や
よ
も
や
の

娑
婆
世
界
に
遊
ぶ

⑭
鈴
鹿
市 

浄
国
寺
住
職

藤
浦
　
弘
導

講 

題

地
獄
、極
楽
、温
泉
巡
り

⑯
四
日
市
市 

浄
福
寺
住
職

隆
　
　
妙
灔

講 

題

本
願
力
の
め
ぐ
み
ゆ
え

⑰
津
市 

報
恩
寺
住
職

芳
川
　
賢
史

講 

題

利
他
と
恩

⑮
四
日
市
市 

誓
覚
寺
住
職

栗
廼
　
隆
興

講 

題

心
は
蛇じ
ゃ
蝎か
つ
の
ご
と
く
な
り

⑱
津
市 

玉
保
院
衆
徒

水
沼
　
碧
水

講 

題

努
力
と
他
力

⑳
豊
橋
市 

正
太
寺
住
職

大
河
戸 

悟
道

講 

題

重
誓
名
声
聞
十
方

㉒
岡
崎
市 

浄
泉
寺
住
職

戸
田
　
恵
信

講 
題

ま
こ
と
の
み
む
ね

㉓
鈴
鹿
市 

法
林
寺
住
職

里
榮
　
秀
教

講 

題

阿
弥
陀
様
の
声
を

聞
き
ま
し
ょ
う

㉑
大
阪
市 

聖
賢
寺
住
職

島
　
　
義
厚

講 

題

報
謝
の
称
名

㉔
岡
崎
市 

妙
源
寺
衆
徒

安
藤
　
章
仁

講 

題

和わ

順じ
ゅ
ん
ノの

八は
ち
耳じ

㉖
鈴
鹿
市 

欣
念
寺
住
職

田
中
　
明
誠

講 

題

聞
い
て
広
が
る
世
界

㉘
明
和
町 

迎
接
寺
住
職

花
山
　
光
瑞

講 

題

大
悲
の
声

㉙
津
市 

善
休
寺
住
職

千
草
　
篤
昭

講 

題

カ
ナ
シ
キ
カ
ナ
ヤ
コ
ノ
ゴ
ロ
ノ

㉗
四
日
市
市 

光
輪
寺
住
職

中
村
　
宜
成

講 

題

源
信
僧
都
と
横
川
の
僧
都

㉚
津
市 

延
命
寺
衆
徒

藤
田
　
正
知

講 

題

 

仏
恩
師
恩
を
お
も
う

御ご 

親し
ん 

教き
ょ
う

㉝
津
市 

浄
福
寺
住
職

鈴
木
　
紀
生

講 

題

諸
行
無
常

㉞
鈴
鹿
市 
正
念
寺
住
職

梅
林
　
久
高

講 

題

つ
ね
に
わ
が
身
を
て
ら
す
な
り

㉜
松
阪
市 

明
照
寺
住
職

藤
澤
　
眞
純

講 

題

わ
た
し
に
と
っ
て
の

救
い
と
は

㉟
津
市 

最
勝
寺
住
職

長
谷
部 

行
雄

講 

題

報
恩
講
を
迎
え
て

㊱
鈴
鹿
市 

真
念
寺
前
住
職

真
昌
　
智
海

講 

題

如
来
大
悲
ノ
恩
徳
ハ

身
ヲ
粉
ニ
シ
テ
モ
報
ズ
ベ
シ

㊲
京
都
市 

安
立
寺
住
職

安
田
　
真
源

講 

題

 「
無
碍
の
光
明
」無
自
覚
な
私

16日（日） 15日（土） 14日（金） 13日（木） 12日（水） 11日(火) 10日（月祝） 9日（日）

特
別
講
演

（
如
来
堂
午
前
九
時
）

⑲
鈴
鹿
市

隨
願
寺
住
職 

輔
講

松
山
　
智
道

講 

題

  

真
宗
の
救
い

㉕
四
日
市
市

正
泉
寺
住
職 

擬
講

北
島
　
恒
陽

講 

題

  

報
恩
の
生
活

復
　
　
演

（
御
影
堂
御
親
教
後
）

㉛
四
日
市
市

誓
元
寺
住
職 

鑑
学

栗
原
　
廣
海　
　

15日（土） 14日（金） 13日（木）
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特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

　

宝
物
館
だ
よ
り
と

し
て
、
皆
様
に
宝
物

館
に
つ
い
て
色
々
発

信
し
て
い
き
ま
す
の

で
宜
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。

　

ま
ず
、
宝
物
館
に

つ
い
て
、
皆
様
に
お

伝
え
す
る
前
に
宝
物

館
が
ど
こ
に
あ
る
の

か
お
伝
え
い
た
し
ま

す
。

　

皆
様
は
宝
物
館
が

ど
こ
に
あ
っ
た
か
ご

存
知
で
し
ょ
う
か
。

　

正
解
は
上
記
の
地

図
の
丸
で
囲
っ
て
い

る
場
所
に
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

そ
し
て
宝
物
館
の

あ
っ
た
場
所
を
取
り

壊
し
て
、
新
し
い
宝

物
館
を
建
設
い
た
し

ま
す
。

　

新
宝
物
館
の
広

さ
は
約
２
５
４
坪

（
８
４
０
㎡
）
に
な

り
ま
す
。

　

こ
れ
は
約
１
２
２

坪
で
あ
っ
た
旧
宝
物

館
の
約
２
倍
に
あ
た

り
ま
す
。

　 

　

解
体
に
あ
た
り
ま
し
て
、
大

切
な
法
宝
物
が
納
め
ら
れ
て
い

た
収
蔵
庫
の
壁
面
木
材
を
利
用

し
て
、
栞
を
作
成
致
し
ま
し
た
。

 　

こ
ち
ら
は
、
特
別
法
要
の
御

懇
志
を
進
納
さ
れ
た
方
に
お
渡

し
す
る
お
扱
い
と
し
て
差
し
上

げ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
併
せ
て
高
田
本
山
オ

リ
ジ
ナ
ル
線
香
「
十
八
香
」
も

お
渡
し
し
て
お
り
ま
す
。

　
「
十
八
香
」
は
阿
弥
陀
仏
の

四
十
八
願
の
中
の
第
十
八
願

（
念
仏
往
生
の
願
）
を
モ
チ
ー

フ
に
作
成
し
て
お
り
、
厳
か
な

香
り
が
疲
れ
た
心
に
癒
し
を
与

え
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
、
５
万

円
以
上
の
御
懇
志
を
進
納
さ
れ

た
方
へ
特
別
に
お
念
珠
を
進
呈

し
て
お
り
ま
す
。

　

男
性
用
念
珠
に
は
旧
宝
物
館

で
使
用
さ
れ
て
い
た
古
材
を
再

利
用
し
て
作
製
さ
れ
て
お
り
、

女
性
用
念
珠
と
共
に
こ
の
時
し

か
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な

い
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
念
珠
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

ご
進
納
時
に
男
性
用
か
女
性

用
を
選
ぶ
こ
と
が
出
来
ま
す
の

で
お
気
軽
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　

企
業
並
び
に
寺
院
向
け

に
、
長
年
に
わ
た
り
宝
物
館
を

守
っ
て
き
た
瓦
を
護
法
瓦
と

し
て
、
多
額
の
御
懇
志
を
進
納

さ
れ
た
方
へ
特
別
に
進
呈
い
た

し
ま
す
。

線香と栞

女性用念珠 男性用念珠

現在の宝物館の状況（令和３年 11 月現在）
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た
め
に
な
る

こ
と
わ
ざ
カ
ル
タ

製
作
・
子
供
の
心
を
育
て
る
会

（
小
学
生
・
幼
稚
園
年
長
児
用
）

定
価
１
０
４
７
円（
税
込
）

人
間
形
成
に
役
立
つ
「
た
め
に
な
る
」

こ
と
わ
ざ
を
４
６
選
！

い
の
ち
を

見
つ
め
る
紙
芝
居

全
７
話
セ
ッ
ト
・
ケ
ー
ス
入

企
画
・
仏
の
子
を
育
て
る
会

絵
・
西
口  

誠
　
監
修
・
谷
出
千
代
子

定
価
２
２
０
０
０
円（
税
込
）

①
お
た
ん
じ
ょ
う
び
お
め
で
と
う

②
い
の
ち
っ
て
ふ
し
ぎ
だ
な

③
い
た
だ
き
ま
す

④
ほ
お
ず
き
地
蔵

⑤
山
の
子
ど
ん
ど
ん

⑥
ほ
う
き
の
さ
と
り

⑦
一
個
の
ア
ル
ミ
缶

　（
縦
２
９
・
７
㎝×

横
４
２
㎝
）

 

　

宝
物
館
建
設
に
つ
い
て
、
ま

ず
挙
げ
る
の
は
以
下
の
通
り

で
す
。

・
周
知
徹
底 

宝
物
館
の
知
名
度

の
向
上

・
安
全
確
保 

宝
物
館
の
老
朽
化

・
災
害
対
策 

宝
物
館
の
災
害
な

ど
の
備
え
の
充
実
化

・
教
化
拡
大 

法
宝
物
を
活
用
し

て
真
宗
の
教
え
を
広
め
る

　

高
田
本
山
の
宝
物
館
に
つ
い

て
、
皆
様
は
ご
存
じ
で
し
ょ

う
か
。

　

宝
物
館
建
設
に
つ
い
て
話
が

出
た
際
に
、「
宝
物
館
は
ど
こ

に
あ
る
ん
で
す
か
。」「
宝
物
館

は
あ
っ
た
ん
で
す
か
。」「
宝
物

館
に
何
が
納
め
ら
れ
て
い
る
の

か
。」
と
い
う
問
い
か
け
を
頂

く
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
。

　

限
ら
れ
た
期
間
の
み
宝
物
館

を
公
開
し
て
い
た
こ
と
も
あ

り
、
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
方

が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
今
回
宝
物
館
を
建
設

す
る
こ
と
で
認
知
度
の
増
加
が

見
込
ま
れ
、
宝
物
館
の
魅
力
を

知
っ
て
も
ら
う
良
い
機
会
に
な

る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

 　

宝
物
館
は
昭
和
37
年
（
１
９ 

６
２
年
）
の
宗
祖
七
百
回
大
遠

忌
の
記
念
事
業
と
し
て
建
設
さ

れ
ま
し
た
。

　

当
時
の
技
術
の
粋
が
凝
ら

さ
れ
た
宝
物
館
で
し
た
が
、
現

在
で
60
年
ほ
ど
経
過
し
て
お

り
、
老
朽
化
が
進
ん
で
お
り
ま

し
た
。

　

そ
の
う
え
、
収
蔵
庫
の
空

調
設
備
は
当
時
の
ま
ま
で
、

防
火
設
備
に
不
備
（
現
在
の
水

準
で
は
能
力
不
足
）
が
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
高
田
本
山
が
大
切

に
管
理
し
て
き
た
法
宝
物
を

未
来
に
受
け
継
い
で
い
く
た

め
、
開
山
親
鸞
聖
人
八
百
五
十

年
奉
讃
法
会
に
合
わ
せ
宝
物

館
を
建
て
替
え
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
新
し
く
建
設
さ
れ
る

宝
物
館
は
宝
物
を
展
示
す
る
だ

け
で
は
な
く
、「
文
化
財
活
用

室
」（
親
鸞
聖
人
が
師
と
仰
ぐ

法
然
上
人
と
出
逢
う
き
っ
か
け

と
な
っ
た
京
都
の
六
角
堂
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
六
角
形
の
建
物
）

を
併
設
し
、
真
宗
の
教
え
を
目

で
見
る
だ
け
の
「
見
せ
る
展
示
」

で
は
な
く
、
Ⅴ
Ｒ
技
術
で
体
感

で
き
る
「
伝
え
る
展
示
」
へ
と

進
化
い
た
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
宝
物

館
を
公
開
承
認
施
設
と
し
て
展

開
し
て
い
け
る
よ
う
に
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
完
成
の
暁
に
は
ご
自

分
の
目
で
体
感
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

　

只
今
、
特
別
法
要
事
務
局
で

は
宝
物
館
建
設
に
あ
た
り
、
御

懇
志
を
受
け
付
け
て
お
り
ま

す
。

　

ご
進
納
頂
き
ま
し
た
す
べ
て

の
方
の
お
名
前
を
墨
書
し
て
宝

物
館
に
奉
納
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
２
万
円
以
上
ご
進
納

さ
れ
た
方
の
お
名
前
は
宝
物
館

の
壁
面
に
刻
銘
い
た
し
ま
す
。

旧宝物館

新宝物館イメージ図

ど
の
よ
う
な
願
い
で
　

こ
の
事
業
を
始
め
た
の
か

第1回
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納
骨
堂
法
会
に
つ
づ
き
秋
法

会
も
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
秋
法

会
は
い
わ
ゆ
る
本
山
の
永
代
経

と
し
て
勤
め
ら
れ
ま
す
。
表
紙

の
写
真
は
丁
度
そ
の
お
勤
め
の

場
面
で
す
。
前
卓
の
真
ん
中
に

置
か
れ
て
い
る
の
は
過
去
帳

で
、
秋
法
会
に
加
入
さ
れ
た
方

の
施
主
名
と
住
所
、
御
縁
の
方

の
法
名
が
順
番
に
記
帳
し
て
あ

り
ま
す
。

　

永
代
経
新
加
入
の
方
の
御
対

顔
に
は
今
年
も
た
く
さ
ん
の
方

が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

御
対
顔
と
い
う
の
は
、
明
治

天
皇
の
行あ
ん

在ざ
い

所し
ょ

で
あ
る
賜し

春し
ゅ
ん

館か
ん

に
て
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を
い

た
だ
く
こ
と
で
す
。
ま
た
普
段

は
入
れ
な
い
御
影
堂
中
陣
に
て

法
会
に
参
列
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
生
活
に
も
慣
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
の
秋

は
た
く
さ
ん
の
方
に
お
参
り
い

た
だ
き
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
、

人
、
法
会
、
佛
法
に
出
遇
う
こ

と
の
大
切
さ
が
身
に
浸
み
る
こ

と
で
あ
り
ま
し
た
。

寺
院
名

※
疾
病
の
拡
散
防
止
の
お
願
い

　

参
詣
の
際
や
、
行
事
等
に
ご
参
加
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
引
き
続
き
感
染
防
止
対

策
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
状
況
に
よ
り
各
種
行
事
が
中
止
ま
た
は
内
容
が
変

更
さ
れ
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。

三
重
県
津
市
一
身
田
町

　
　
　
　
　

 

２
８
１
９

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

YouTube チャンネル
を開設いたしました。
ホームページのリンク
からご覧ください。

専修寺
YouTube
チャンネル

　

十
一
月
三
・
四
日
に
納
骨
堂

法
会
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
納

骨
を
御
縁
に
、
毎
年
た
く
さ
ん

の
お
同
行
様
に
お
参
り
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

　

感
染
症
対
策
と
し
て
昨
年
同

九
月
二
十
日
〜
二
十
六
日

　

讃
佛
会

十
月
一
日
〜
三
日

　

資
堂
講
法
会

十
月
二
十
九
日

　

第
二
十
六
回
教
学
院
研
究

　

発
表
大
会

十
一
月
三
日
・
四
日
※

　

納
骨
堂
法
会

※
納
骨
堂
法
会
の
受
付
は
感
染
症
対

策
の
為
、
７
日
ま
で
延
長
し
て

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

十
一
月
五
日
〜
十
日

　

秋
法
会

十
二
月
八
日
〜
十
日

　

中
興
上
人
御
正
当

様
受
付
期
間
を
延
長
し
、
お
参

り
い
た
だ
く
日
も
均
等
に
割
り

振
っ
て
ご
案
内
い
た
し
ま
し

た
。
そ
の
お
か
げ
で
納
骨
堂
法

会
並
び
に
秋
法
会
を
厳
修
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

七
日
ま
で
延
長
し
て
受
付
し

ま
し
た
が
、
期
間
中
は
天
気
も

よ
く
コ
ー
ト
の
要
ら
な
い
日
も

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
御
影
堂

で
は
大
間
に
焼
香
台
を
設
置
し

て
ど
な
た
で
も
法
会
に
参
加
で

き
ま
し
た
。

一
月
一
日
～
三
日

　

修
正
会

一
月
九
日
～
十
六
日

　

報
恩
講
（
お
七
夜
）

　

期
間
中
行
事
は

　

４
・
５
ペ
ー
ジ
参
照

二
月
二
十
六
日
～
二
十
七
日

　

住
職
補
任
研
修
会

三
月
十
八
日
～
二
十
四
日

　

讃
佛
会

三
月
十
九
日
～
四
月
四
日

　

写
生
大
会

 

●  

行 

事 

案 

内

※
感
染
症
対
策
と
し
て
予
定
を
変
更
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
情
報
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。


