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高田本山HP

十
一
月
八
日
の
夜
は
、
地
球
の
影
に
月

が
隠
さ
れ
る
皆
既
月
食
と
、
月
の
後
ろ

に
惑
星
が
隠
さ
れ
る
惑
星
食
が
同
時
に

起
こ
り
ま
し
た
。

　次
に
日
本
で
同
時
に
見
ら
れ
る
の
は

三
二
二
年
後
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。



2

　

一
、
無
量
光
明
土

　

前
回
は
、
お
経
に
説
か
れ
て
い
る
「
浄

土
」
の
風
光
を
概
観
し
ま
し
た
。
美
し

く
安
楽
な
理
想
の
世
界
が
、
言
葉
を
つ

く
し
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
が
、
浄
土
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
か
を
う
か
が
っ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
聖
人
は
『 

教
き
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

証
し
ょ
う

文も
ん

類る
い

』「
真し
ん
ぶ
つ仏
土ど

文も
ん
る
い類
」
の
最
初
に
、 

　
　

謹
つ
つ
し
ん
で
真
実
の
仏
と
浄
土
を
う
か
　

　
　
が
う
と
、
仏
は
思
い
は
か
る
こ
　

　
　
と
の
で
き
な
い
光こ
う

明
み
ょ
う 

の
如
来

　
　（
不ふ

か可
思し

ぎ議
光こ
う

如に
ょ
ら
い来
）
で
あ
り
、

　
　
浄
土
は
ま
た
限
り
な
い
光
明
の

　
　
世
界
（
無む

量
り
ょ
う

光こ
う 

明
み
ょ
う

土ど

）
で
あ
る
。

と
言
わ
れ
、
ま
た
末
尾
に
は
、

　
　
真
実
の
浄
土
と
は
、『 

平び
ょ
う
ど
う等
覚が
く
ぎ
ょ
う経 

』

　
　（『
無
量
寿
経
』
の
異
訳
）
に
は
「
限

　
　
り
な
い
光
明
の
世
界
（
無
量
光
明
　

　
　
土
）」
と
説
か
れ
、
ま
た
『
如に

ょ
ら
い来
会え

』

　
　（『
無
量
寿
如
来
会
』、『
無
量
寿
経
』

　
　
の
異
訳
）
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
智
慧

　
　
を
そ
な
え
た
世
界
（
諸し

ょ

智ち

ど土
）」
と

　
　
説
か
れ
て
い
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
真
実
の
仏
と

そ
の
仏
が
お
ら
れ
る
浄
土
は
、
と
も
に

私
た
ち
の
思
量
を
超
え
た
、
限
り
な
い

光
明
そ
の
も
の
で
あ
り
、
智
慧
そ
の
も

の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
お
経

に
説
か
れ
て
い
た
浄
土
の
風
光
と
は
ず

い
ぶ
ん
違
い
ま
す
ね
。

　

ま
た
聖
人
は
、『
唯ゆ
い
し
ん信
鈔し
ょ
う
も
ん文
意い

』
の

な
か
で
、
真
実
の
仏
や
浄
土
の
こ
と
を

「
い
ろ
も
な
く
、
か
た
ち
も
な
い
。
だ
か

ら
こ
こ
ろ
に
思
う
こ
と
も
で
き
な
い
し
、

言
葉
に
あ
ら
わ
す
こ
と
も
で
き
な
い
」

と
言
わ
れ
、『
弥み

だ陀
如に
ょ
ら
い来
名み
ょ
う
ご
う号
徳と
く

』
に

も
、「
こ
こ
ろ
に
思
う
こ
と
も
で
き
な
い

し
、
言
葉
に
あ
ら
わ
す
こ
と
も
で
き
な

い
か
ら
不
可
思
議
光
仏
と
言
う
の
で
あ

る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

『
一い
ち
ね
ん念

多た

念ね
ん

文も
ん

意い

』
に
は
、「
こ
の
如
来

は
光
明
で
あ
る
。
光
明
は
智
慧
で
あ
る
。

智
慧
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
で
あ
る
。
智

慧
は
ま
た
か
た
ち
が
な
い
か
ら
不
可
思

議
光
仏
と
言
う
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
、

光
明
は
す
な
わ
ち
思
量
や
言
葉
を
超
え

た
「
智
慧
」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
お
経
に

は
、
そ
の
美
し
さ
、
安
ら
か
さ
が
、
私

た
ち
が
わ
か
る
言
葉
で
情
緒
的
に
表
現

さ
れ
て
い
た
の
に
、
聖
人
は
、
仏
や
浄

土
は
私
た
ち
の
認
識
を
超
え
た
、
は
か

り
知
れ
な
い
智
慧
を
象
徴
す
る
光
の
よ

う
な
存
在
で
あ
り
世
界
で
あ
る
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
の

お
示
し
は
、
一
見
、
お
経
に
説
か
れ
て

い
た
浄
土
を
否
定
さ
れ
て
い
る
か
の
よ

う
に
も
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。
い
っ
た

い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

「なもあみだぶつ」を聞くということ（10）

﹇
第
　回
﹈

10

「『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と
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二
、
分
別
と
無
分
別

　

真
実
の
仏
や
浄
土
が
、
い
ろ
も
か
た

ち
も
な
く
、
思
量
や
言
葉
を
超
え
た
「
光

明
」
で
あ
る
と
か
「
智
慧
」
で
あ
る
と

か
言
わ
れ
る
の
は
、
真
実
の
世
界
は
私

た
ち
の
分
別
を
超
え
た
「
無
分
別
」
の

世
界
だ
か
ら
で
す
。

　
「
無
分
別
」
― 

私
た
ち
の
常
識
か
ら
す

れ
ば
、
分
別
が
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
無

思
慮
で
、
あ
と
さ
き
を
考
え
な
い
で
軽

率
な
行
動
を
す
る
こ
と
で
す
ね
。
決
し

て
ほ
め
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
ね
に
「
分
別
心
」
を
も
っ
て
語
り
、
行

動
す
る
こ
と
が
、
私
た
ち
の
世
界
で
は

求
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
「
分
別
」
は
、「
ぶ
ん
べ
つ
」
と

読
む
場
合
、「
ゴ
ミ
の
分
別
」
の
よ
う
に
、

種
類
に
よ
っ
て
分
け
て
区
別
す
る
こ
と

で
す
が
、「
ふ
ん
べ
つ
」
と
読
む
場
合
も
、

や
は
り
分
け
て
区
別
す
る
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。
こ
の
場
合
は
ゴ
ミ
で
は
な
く
、

是
非･

善
悪･

正
邪
・
好
悪
な
ど
を
区
別

す
る
の
で
す
が
、
同
時
に
、
認
識
す
る

主
体
と
そ
の
対
象
を
分
け
る
と
い
う
事

態
が
そ
の
背
後
に
か
な
ら
ず
あ
り
ま
す
。

「
私
が
」
外
界
の
も
の
を
見
た
り
聞
い
た

り
、
嗅
い
だ
り
、
味
わ
っ
た
り
、
触
れ

た
り
し
て
、
こ
れ
ら
を
自
ら
の
中
に
取

り
込
み
、
好
き
嫌
い
や
善
悪
な
ど
の
価

値
判
断
を
す
る
の
で
す
。

　

こ
れ
が
く
せ
者
な
の
で
す
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
こ
に
は
か
な
ら
ず
主
観
が
は
た

ら
き
、
異
な
っ
た
価
値
観
を
生
み
出
す

か
ら
で
す
。
一
つ
の
も
の
を
見
て
も
、

そ
の
見
方
は
見
る
人
の
数
だ
け
あ
り
、

同
じ
も
の
を
見
て
い
る
の
に
、
見
る
人

の
数
だ
け
違
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、

自
分
の
都
合
で
し
か
も
の
を
見
る
こ
と

が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
対
象
を
あ
り

の
ま
ま
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
「
分
別
」

で
真
実
を
知
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
の

で
す
。
真
実
の
仏
や
浄
土
は
、
認
識
す

る
主
体
と
対
象
を
分
け
、
対
象
を
自
ら

に
取
り
込
ん
で
価
値
判
断
す
る
私
た
ち

の
思
量
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
世
界
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
分
別
」
を
超

え
な
け
れ
ば
、
真
実
の
世
界
へ
は
到
達

で
き
ま
せ
ん
。

　

で
は
「
分
別
を
超
え
る
」
と
は
、
ど
う

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、

こ
の
「
分
別
」
か
ら
、
認
識
主
体
と
そ

の
対
象
と
い
う
区
別
を
取
り
去
る
こ
と

で
す
。
そ
れ
は
、
言
葉
に
よ
る
思
量
を

超
え
て
、
認
識
す
る
自
己
と
対
象
と
の

区
別
が
な
い
こ
と
、
不
二
で
あ
る
こ
と

を
直
観
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
が

「
無
分
別
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
対
象

と
一
つ
と
な
っ
て
あ
り
の
ま
ま
に
受
け

入
れ
、
知
る
こ
と
の
で
き
る
智
慧
を
「
無

分
別
智
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
智
慧
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
真
実
の
仏
や
浄
土

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
「
い
ろ
も
か
た
ち
も
な
く
、
こ
こ
ろ
に

思
う
こ
と
も
こ
と
ば
に
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
」
と
聖
人
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の

は
、
真
実
の
仏
や
浄
土
は
「
無
分
別
智
」

に
よ
っ
て
こ
そ
知
る
こ
と
の
で
き
る
境

界
で
あ
り
、
私
た
ち
の
「
分
別
」
で
は

と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
で
あ

る
こ
と
を
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

　

で
は
、
こ
と
ば
で
情
緒
的
に
語
ら
れ

る
美
し
く
安
ら
か
な
浄
土
は
ど
う
理
解

す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ

う
な
浄
土
は
真
実
に
導
く
た
め
の
方
便
、

つ
ま
り
手
だ
て
と
し
て
説
か
れ
て
い
る

と
理
解
さ
れ
る
の
で
す
が
、
紙
面
が
尽

き
ま
し
た
の
で
、
次
回
を
期
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

「なもあみだぶつ」を聞くということ（10）



報恩講（お七夜）行事と説教のご案内

07：00
09：00
10：30
11：45
12：30
14：00
16：30

07：00
09：00
10：30
12：30
14：00
16：30

07：00
10：30
12：30
14：00
16：30
16：30
19：00
23：00

07：00
09：00
10：30
12：30

晨朝勤行・説教⑱
特別講演⑲
日中勤行・説教⑳
責任役員会
大講堂説教㉑
逮夜勤行・説教㉒
初夜勤行・説教㉓

晨朝勤行・説教㉔
特別講演㉕
日中勤行・説教㉖
大講堂説教㉗
逮夜勤行・説教㉘
初夜勤行・説教㉙

晨朝勤行・説教㉚
日中勤行・御親教・復演㉛
大講堂説教32
逮夜勤行・説教33
初夜勤行・説教34
お七夜婦人連合会初夜参詣
白塚通夜講
後夜勤行

晨朝勤行・説教35
御参廟
日中勤行・説教36
大講堂説教37

12：30
12：30
12：50
16：30

07：00
10：30
12：30
14：00
16：30

07：00
10：30
12：30
13：00
14：00
16：30

07：00
10：30
12：30
14：00
14：00
16：30

はたちの集い
逮夜勤行・説教①
お七夜高田派青年会
初夜勤行・説教②

晨朝勤行・説教③
日中勤行・説教④
大講堂説教⑤
逮夜勤行・説教⑥
初夜説教⑦

晨朝勤行・説教⑧
日中勤行・説教⑨
大講堂説教⑩
お七夜婦人連合会
逮夜勤行・説教⑪
初夜勤行・説教⑫

晨朝勤行・説教⑬
日中勤行・説教⑭
大講堂説教⑮
お七夜坊守会
逮夜勤行・説教⑯
初夜勤行・説教⑰

2023 年お七夜行事予定2023 年お七夜行事予定

報恩講説教一覧表（令和五年一月）報恩講説教一覧表（令和五年一月）

１月９日
（月）

１月 13日
（金）

１月 14日
（土）

１月 15日
（日）

１月 16日
（月）

１月 10日
（火）

１月 11日
（水）

１月 12日
（木）

晨朝（午前７時）

（如来堂  午前９時）

じんちょう

日中（午前 10 時 30 分）
にっちゅう

逮夜（午後 2時）
たい　や

初夜（午後 4時 30 分）
しょ や

大講堂（12 時 30 分）
だい こう どう

９日のみ（午後 12 時 30 分）

９日
（月）

10日
（火）

11日
（水）

12日
（木）

13日
（金）

14日
（土）

15日
（日）

16日
（月）

田中 唯聴
鈴鹿市 欣念寺衆徒

「えらばず　きらわず　見すてず」

① 佐藤 弘道
津市 浄徳寺副住職

「ごめんなさい、ありがとう」

②

③生桑 崇等
津市 来照寺衆徒
「外儀のすがた」

真置 信海
松阪市 法性寺副住職
「親心　なもあみだぶつ」

④ 中村 宜成
四日市市 光輪寺住職

「信心すなわち一心なり」

⑥ 水谷 忍英
鈴鹿市 本照寺住職
「なまんだぶ」

⑦ 松田 信慶
和歌山市 崇賢寺住職
「いのちのゆくえ」

⑤

北畠 心淳
鈴鹿市 称名寺副住職
「唯仏是真」

⑧ 栗廼 隆興
四日市市 誓覚寺住職

「蛇蝎奸詐のこころにて」

⑨ 安藤 純海
岡崎市 蓮珠寺住職
「光の中で」

⑪ 鷲山 了悟
津市 真楽寺住職

「金子みすゞ「報恩講」」

⑫ 花山 光瑞
明和町 迎接寺住職
「生かさるる命」

⑩

藤井 徳雄
鈴鹿市 了性寺住職
「起ちて更に衣服を整う」

⑬ 藤浦 弘導
鈴鹿市 浄国寺住職
「あなたならどうする」

⑭ 金森 顕宏
大野市 専福寺住職

「名前の救い 南無阿弥陀佛」

⑯ 岡　 知道
四日市市 立法寺住職
「よび声ときく耳」

⑰ 戸田 惠信
岡崎市 浄泉寺住職
「親鸞聖人と聖徳太子」

⑮

水沼 碧水
津市 玉保院衆徒
「健康寿命？」

⑱ 浦井 宗司
鈴鹿市 深藕寺住職

「御開山聖人ご誕生と私」

⑳ 隆　 妙灔
四日市市 浄福寺住職
「本願の救い」

㉒ 里榮 秀教
鈴鹿市 法林寺住職

「阿弥陀さまのよび声を聞きましょう」

㉓ 島　 義厚
大阪市 聖賢寺住職
「善導独明佛正意」

㉑

安藤 章仁
岡崎市 妙源寺住職

「親鸞聖人の立教を仰ぐ」

㉔ 田中 明誠
鈴鹿市 欣念寺住職
「三方よし」

㉖ 大河戸悟道
豊橋市 正太寺住職
「帰るところ」

㉘ 千草 篤昭
津市 善休寺住職

「浄土真宗に帰すれども」

㉙ 芳川 賢史
津市 報恩寺住職
「兵戈無用」

㉗

藤田 正知
津市 延命寺衆徒

「聖道の慈悲と浄土の慈悲」

㉚
御 親 教

鈴木 紀生
津市 浄福寺住職
「にちにち感謝」

33 松山 智道
鈴鹿市 隨願寺住職

「尊重すべきは世尊なり」

34 藤澤 眞純
松阪市 明照寺住職
「浄土に往生する」

32

戸田 栄信
岡崎市 浄泉寺衆徒
「死んだらどうなるの」

35

梅林 久高
鈴鹿市 正念寺住職
輔講
「親鸞聖人の晩年」

⑲

真昌 智海
鈴鹿市 真念寺前住職
「お念仏のこころ」

36 安田 真源
京都市 安立寺住職

「「無碍の光明」無自覚な私」

37

13 日
（金）

新　 光晴
津市 東海寺住職
鑑学

「『窪田御山御再興記』
-国宝御影堂･如来堂の記録 -」

㉕
14 日
（土）

栗原 廣海
四日市市 誓元寺住職
鑑学
復　演

㉛
15 日
（日）

特別講演 （御影堂  御親教後）復　演

■9日～15 日　子ども竹あかり展（境内）
■9日～16 日　ののさまをえがこう展（対面所）

■9日～16 日　お七夜献書展（大玄関廊下）
■9日～16 日　雲幽園見学 10時・13 時　※ただし 9日は 13 時、

16 日は 10 時のみ（集合場所　茶所）

4
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特
別
法
要

事
務
局
だ
よ
り

第
五
回

宝
物
館
の
今
後
の
公
開
予
定

永田文昌堂
念仏申さるべし

武田　龍精著　　　　　

主に法然浄土仏教における発菩提
心観の思想論的意義を中心に、大
無量寿経、曇鸞往生論註、道綽安
楽集、善導観経疏、源信往生要集、
親鸞教行証文類に焦点を絞り、発
菩提心の思想を考察する。

新　刊

藤枝　宏壽著
　　　　　定価 2,750 円（税込）
有縁の門信徒に送られる「掲示法語」、エ
ッセイ風の法話「心のしおり」、やや専門的
な法話「群萌」、口述の法話・講演をほぼそ
のまま記録した「法話」の四部構成で七十
九篇を収録。
また巻末の付録に念仏への道程を掲載し、
「念仏申さるべし」の願いをわかりやすく伝
える。

新　刊

京都市下京区花屋町通西洞院西入■TEL 075-371-6651■FAX 075-351-9031

定価 12,100 円（税込）

発菩提心論　
　　－浄土仏教思想の視座－

　

宝
物
館
で
は
今
後
、
定
期
的
な
法
宝
物
の

展
示
の
み
な
ら
ず
「
Ｖ
Ｒ
」
と
い
う
仮
想
現

実
を
用
い
た
最
新
映
像
技
術
で
、
極
楽
浄
土

や
真
宗
の
教
え
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
た
び
京
都
大
学
総
合
博
物
館

や
三
重
県
総
合
博
物
館
で
館
長
を
さ
れ
て
い

た
大お

お

野の

照て
る
ふ
み文

さ
ん
が
、
新
宝
物
館
の
館
長
に

就
任
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
後
は
そ
の
知
識
や
経
験
を
活
か
し
て
、

運
営
を
担
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
新
宝
物
館
で
は
、
高
田
本
山
が
所
有

す
る
法
宝
物
だ
け
で
は
な
く
、
他
宗
派
所
有

の
法
宝
物
や
高
田
派
所
属
寺
院
の
貴
重
な
資

料
な
ど
を
展
示
す
る
展
覧
会
を
定
期
的
に
開

催
す
る
予
定
で
す
。

　

こ
の
新
宝
物
館
の
オ
ー
プ
ン
は
令
和
５
年

５
月
21
日
の
予
定
で
す
。

　

そ
れ
に
先
立
ち
ま
し
て
、
同
年
１
月
９
日

か
ら
２
月
16
日
ま
で
文
化
財
活
用
（
Ｖ
Ｒ
）

室
を
一
部
公
開
い
た
し
ま
す
。

　

期
間
中
は
文
化
財
活
用
（
Ｖ
Ｒ
）
室
で
、

参
拝
者
向
け
に
最
新
映
像
技
術
で
表
現
さ
れ

た
極
楽
浄
土
の
世
界
を
体
感
い
た
だ
け
ま

す
。

　

こ
の
文
化
財
活
用
（
Ｖ
Ｒ
）
室
は
仏
教
研

究
の
場
所
と
し
て
各
別
院
、
各
末
寺
と
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
つ
な
ぎ
、
研
修
や
講
義
な
ど
が

行
え
る
施
設
と
し
て
の
活
用
も
検
討
し
て
お

り
ま
す
。

　

ま
た
来
年
５
月
21
日
か
ら
６
月
18
日
ま
で

の
間
「
知
ら
れ
ざ
る
専
修
寺
の
至
宝　

親
鸞

聖
人
の
門
弟
が
つ
な
い
だ
高
田
派
八
百
年
」

と
題
し
ま
し
て
、
第
一
回
目
の
企
画
展
を
開

催
い
た
し
ま
す
。

　

両
期
間
中
と
も
一
足
先
に
最
新
映
像
技
術

を
ご
体
験
い
た
だ
け
る
機
会
で
す
の
で
、
是

非
と
も
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

　

故
き
を
温
ね
て
新
し
き
を
知
る

　

法
宝
物
は
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
学
ぶ
貴
重

な
遺
産
で
あ
り
調
査
・
研
究
が
必
要
な
大
切

な
資
料
で
す
。
新
宝
物
館
建
設
中
の
現
在
、

こ
れ
ら
は
三
重
県
総
合
博
物
館
に
て
大
切
に

保
管
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
後
の
調
査
・
研
究
の
た
め
こ
の

機
会
を
利
用
し
特
別
法
要
記
念
行
事
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
高
田
本
山
ス
タ
ッ
フ
に

よ
る
博
物
館
内
で
の
法
宝
物
の
撮
影
、
画
像

の
デ
ジ
タ
ル
化
お
よ
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
作

業
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

　

法
宝
物
の
中
に
は
傷
み
が
激
し
い
も
の
も

あ
り
、
細
心
の
注
意
を
必
要
と
す
る
作
業
も

ご
ざ
い
ま
す
が
、
三
重
県
総
合
博
物
館
の
ご

協
力
に
よ
り
安
全
に
撮
影
が
行
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

ま
た
こ
れ
ら
貴
重
な
資
料
は
ア
ー
カ
イ
ブ

（
保
存
記
録
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
永

劫
残
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
将
来
的
に
、
こ
の
デ
ジ
タ
ル
資
料
の

貸
し
出
し
に
役
立
て
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ

た
取
り
組
み
で
も
あ
り
ま
す
。

特別法要・事務局だより「宝物館の今後の公開予定」



6聖徳太子シリーズ「御開山 親鸞聖人と聖徳太子」

聖
徳
太
子
シ
リ
ー
ズ

聖
徳
太
子
シ
リ
ー
ズ
５

御
開
山

親
鸞
聖
人
と
聖
徳
太
子
１

ご
　
か
い
　さ
ん

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

し
ょ
う
と
く
た
い

し

　

夢
告
と
は
、
単
な
る
空

想
で
は
な
く
「
夢
の
お
告

げ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る

よ
う
に
、
人
々
が
様
々
な

問
題
を
抱
え
て
ど
う
し
た

ら
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ

の
解
決
の
道
を
祈
り
、
佛
さ
ま
か
ら
ご

教き
ょ
う
じ示

を
授さ
ず

か
る
と
い
う
貴
重
な
意
味
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

聖
徳
太
子
を
深
く
尊
敬
し
て
い
た
親

鸞
聖
人
も
、
比ひ
　
え
い
ざ
ん

叡
山
で
の
二
十
年
間
の

修
行
の
行
き
詰
ま
り
の
な
か
で
、
争
い

の
絶
え
な
い
世
を
深
く
悲
し
み
、
佛
教

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
、
人
々
に

そ
の
教
え
を
広
め
よ
う
と
力
を
尽
く
さ

れ
た
聖
徳
太
子
に
、
自
分
の
歩
む
べ
き

道
を
教
え
て
も
ら
お
う
と
、
六
角
堂
に

参さ
ん
ろ
う籠
さ
れ
た
の
で
し
た
。
参
籠
と
は
お

堂
に
こ
も
っ
て
夜
を
徹
し
て
ご
本
尊
に

祈
る
こ
と
で
す
。

　

建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）、
二
十
九
歳

の
親
鸞
聖
人
は
、
六
角
堂
に
百
日
間
の

参
籠
に
入
り
、
九
十
五
日
目
の
明
け
方

に
救
世
観
音
の
夢
告
を
授
か
り
ま
し
た
。

そ
の
夢
告
は
親
鸞
聖
人
の
門も
ん
て
い弟
で
あ
っ

た
真
し
ん
ぶ
つ
し
ょ
う
に
ん

佛
上
人
書し
ょ
し
ゃ写
の
『
親し
ん
ら
ん鸞
夢む

記き

』（
専せ
ん

　

聖
徳
太
子
は
亡
く
な
ら
れ
る
と
間
も

な
く
信
仰
の
対
象
と
し
て
仰あ
お

が
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
遺い

徳と
く

か
ら
願

い
を
叶か
な

え
て
く
れ
る
観か
ん
の
ん音

菩ぼ
　
さ
つ薩

の
化け

身し
ん

と
し
て
も
敬
う
や
ま
う
と
い
う
聖
徳
太
子
信
仰

は
、
奈
良
時
代
に
皇
族
や
僧
侶
の
間
あ
い
だ

で

広
ま
り
、
中
世
に
は
一
般
の
人
々
に
ま

で
広
ま
り
ま
し
た
。

　

聖
徳
太
子
が
建こ
ん

立り
ゅ
うし

た
と
伝
わ
る
京
都

の
六ろ
っ
か
く角

堂ど
う

（
頂
法
寺
）

は
、
如に
ょ

意い

輪り
ん

観か
ん
の
ん音
を

ご
本ほ
ん
ぞ
ん尊
と

し
て
お
り
、

夢む

告こ
く

を
授

け
る
救く

世せ

観か
ん
の
ん音
と
し

て
も
知
ら

れ
て
い
ま

し
た
。

「
夢
の
お
告
げ
」

真佛上人書写の『親鸞夢記』（専修寺蔵）

修じ
ゅ

寺じ

蔵ぞ
う

）
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

人
間
と
し
て
生
き
る
限
り
誰
も
が
抱

え
て
い
る
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
を
中
心

と
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
傷
つ

け
て
生
き
る
あ
り
方
の
罪
の
深
さ
に
悩

ま
れ
た
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
、
六
角
堂

で
の
夢
告
は
、
そ
の
後
の
歩
み
を
方
向
づ

け
る
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
し
た
。

　

そ
し
て
夢
告
に
導
か
れ
て
京
都
の
東

山
、
吉よ
し
み
ず水
の
草そ
う
あ
ん庵
に
法ほ
う
ね
ん
し
ょ
う
に
ん

然
上
人
を
訪
ね

ら
れ
、
僧
侶
だ
け
で
な
く
貴
族
、
武
士
、

農
民
や
商
人
な
ど
、
す
べ
て
の
人
々
が
、

罪ざ
い
ご
う業
を
か
か
え
た
身
の
ま
ま
で
共
に
救

わ
れ
て
い
く
専せ
ん
じ
ゅ
ね
ん
ぶ
つ

修
念
仏
の
み
教
え
に
出

遇
わ
れ
た
の
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
救
世
観
音
の
化
身
と
し

て
の
聖
徳
太
子
の
お
導
き
に
よ
り
、
法

然
上
人
に
出
遇
い
、「
建
仁
辛
酉
の
暦
、

雑ぞ
う
ぎ
ょ
う
行
を
棄す

て
て
本ほ
ん
が
ん願
に
帰き

す
」（『
顕
け
ん
じ
ょ
う浄

土ど

真し
ん
じ
つ実
教き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ょ
う
も
ん
る
い

行
証
文
類
』）
と
、
今
ま
で

の
佛
道
修
行
を
棄
て
さ
り
、
た
だ
阿
弥

陀
佛
の
本
願
を
信
じ
、
お
念
佛
を
称
え

て
生
き
る
親
鸞
聖
人
の
佛
道
を
歩
む
原

点
と
な
っ
た
の
が
、
六
角
堂
の
夢
告
だ
っ

た
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）　
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近
鉄
鈴
鹿
市
駅
を
南
に
徒
歩
５
分
ほ

ど
の
と
こ
ろ
に
、
神
戸
別
院
が
ご
ざ
い

ま
す
。
昔
は
栄
え
た
神
戸
商
店
街
も
今

は
近
隣
の
大
き
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
な
ど
に
押
さ
れ
、
随
分
静
か
に
な

り
ま
し
た
が
、
そ
の
一
角
に
山
門
、
鐘

楼
堂
そ
し
て
大
き
な
伽
藍
の
昔
な
が
ら

の
佇
た
た
ず

ま
い
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
■　
　
　
　

■

■　
　
　
　

■

　

昭
和
54
年
本
山
発
行
の
「
高
田
の

寺
々
」
に
よ
る
と
、「
高
田
派
北
勢
に

お
け
る
布
教
宣
布
の
拠
点
と
し
て
、
堯

円
上
人
の
御
代
に
建
立
さ
れ
た
。（
中

略
）
神
戸
の
御
坊
（
ご
ぼ
う
）
さ
ん
と

称
し
て
門
信
徒
の
間
に
親
し
ま
れ
、
特

に
報
恩
講
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
付
近

の
農
村
に
お
い
て
は
、
農
事
を
休
日
と

し
て
、
参
詣
す
る
こ
と
を
楽
し
み
、（
中

略
）
特
に
満
日
中
に
は
、
法
主
殿
の
御

親
修
、
御
親
教
が
行
わ
れ
、
管
内
護
持

寺
院
五
十
余
ヵ
寺
の
住
職
も
臨
時
出
勤

奉
仕
し
て
、
盛
大
な
法
要
が
営
ま
れ

る
。」
と
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
■　
　
　
　

■

■　
　
　
　

■

　

私
が
別
院
に
足
を
運
び
だ
し
た
約
30

年
前
の
平
成
初
期
の
頃
に
は
別
院
に
足

を
運
ぶ
篤
信
家
の
古
老
の
方
々
が
ま
だ

何
人
も
お
ら
れ
、「
私
が
若
か
っ
た
こ

〜
神
戸
の
御
坊
さ
ん
〜

神
戸
別
院

真
宗
高
田
派
専
修
寺

か
ん
べ

ご
ぼ
う

ろ
の
ご
坊
さ
ん
の
報
恩
講
は
そ
れ
は
盛

大
や
っ
た
。
ご
本
山
か
ら
ご
法
主
さ
ん

が
お
越
し
に
な
る
時
は
、
神
戸
の
駅
か

ら
こ
こ
ま
で
参
詣
者
が
ず
ら
っ
と
途
切

れ
る
こ
と
な
く
列
を
な
し
て
お
迎
え
し

た
。
そ
の
中
を
人
力
車
に
乗
っ
た
ご
法

主
さ
ん
が
通
ら
れ
ま
し
た
。」
と
私
に

話
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
を
今
も
よ
く
覚

え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
■　
　
　
　

■　
　
　
　
　
　
　
　
　

■　
　
　
　

■　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

時
代
は
移
り
変
わ
り
今
現
在
の
別
院

で
あ
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
別
院
に
は

直
檀
家
は
な
く
、
昔
か
ら
護
持
寺
院
の

住
職
と
檀
信
徒
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
近
年
の
社
会
生
活
の
変

化
の
中
で
、
各
寺
院
そ
れ
ぞ
れ
の
檀
家

も
減
少
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
影
響
か
ら

か
護
持
で
き
な
い
寺
院
も
あ
り
、
別
院

護
持
寺
院
数
も
当
時
の
50
余
ヵ
寺
か
ら

47
ヵ
寺
に
減
り
、
人
材
的
に
も
経
済
的

に
も
か
な
り
苦
し
く
な
っ
て
き
て
い
る

の
が
現
状
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
中
、
住
職
檀
信
徒
の
代

表
で
あ
る
評
議
員
を
中
心
に
、
こ
の
現

状
に
つ
い
て
皆
さ
ん
と
話
し
合
い
、
ど

う
進
め
て
い
く
の
か
を
考
え
な
が
ら
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
■　
　
　
　

■

■　
　
　
　

■

　

法
要
に
つ
い
て
も
、
毎
月
８
日
の
月

例
法
要
、
春
秋
の
讃
仏
会
、
追
弔
会
、

暁
天
法
座
、報
恩
講
。
ま
た
機
関
紙「
神

戸
の
ご
坊
さ
ん
」
発
行
や
全
体
世
話
方

会
、
婦
人
部
の
総
会
な
ど
、
時
代
に
合

わ
せ
て
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
て
い
ま

す
。

　
　
　
　
■　
　
　
　

■

■　
　
　
　

■

「神戸の御坊さん」真宗高田派専修寺神戸別院

ある日の法要の模様



恩
講
は
真
宗
独
自

の
呼
称
で
あ
り
ま

し
て
、
他
宗
で
は

御
忌
な
ど
の
字
を

当
て
て
お
り
ま

す
。
報
恩
講
と
は

宗
祖
親
鸞
聖
人
の

御
恩
を
報
ず
る
た

め
の
講
す
な
わ
ち

あ
つ
ま
り
の
こ
と

で
、
聖
人
の
御
命

日
旧
暦
の
十
一
月

二
十
八
日
を
、
新
暦
（
太
陽
暦
）

に
換
算
し
て
、
毎
年
一
月
十
六
日

御
真
影
の
御
前
で
執
行
さ
れ
ま

す
。
忌
日
に
行
わ
れ
る
の
で
御
正

忌
報
恩
講
と
い
い
、
ま
た
ご
法
事

の
在
り
方
か
ら
七
昼
夜
と
も
い
い

ま
す
が
、
高
田
で
は
お
七
夜
と
申

し
ま
す
。」

　
「
こ
の
御
正
忌
以
前
に
末
寺
で

行
わ
れ
る
報
恩
講
を
、
お
取
越
し

8

寺
院
名

行事報告とお知らせ

　

厳
し
い
社
会
情
勢
の
中
、
お
念
仏
の

拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
先
代
の
方
々
か
ら

守
ら
れ
て
き
た「
ご
坊
さ
ん
」を
今
我
々

に
で
き
る
こ
と
を
協
力
し
合
い
な
が
ら

歩
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
現
状
か
ら
目
を

背
け
な
い
で
、
向
き
あ
っ
て
い
く
。
そ

れ
に
よ
っ
て
皆
の
関
わ
り
が
で
き
る
よ

う
に
思
え
る
の
で
す
。
そ
れ
を
こ
の
大

き
な
伽
藍
が
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
。

　
　
　
　
　
　
　
（
文
責　

田
中
明
誠
）

  史蹟の説明文（明治天皇の御巡幸を受ける）

お
寺
と
と
も
に

地
域
を
つ
く
る
。

人口減少社会へ突入した地域に
必要なのは「お寺」だと思う。

お寺の実績
紹介記事

mail otonamie@gmail.com
tel 059-268-3538（壽印刷工業株式会社）

OTONAMIE
三重に暮らす・旅するWEBマガジン

o tonam ie ＼14,500フォロワー突破！／

■
讃
佛
会
＝
九
月
二
十
日
～
二
十
六
日

■
資
堂
講
法
会
＝
十
月
一
日
～
三
日

■
布
教
伝
道
研
修
講
座
＝
十
月
七
日

■
住
職
補
任
研
修
会
＝
十
月
八
日
～
九
日

■
得
度
式
・
住
職
拝
命
＝
十
月
十
日

■
組
長
会
＝
十
月
十
八
日

■
教
学
院
研
究
発
表
大
会
＝
十
月
三
十
一
日

■
納
骨
堂
法
会
＝
十
一
月
三
日
・
四
日

■
秋
法
会
＝
十
一
月
五
日
～
十
日

　
「
高
田
の
御
門
徒
の
間
で
は
、
御

本
山
の
報
恩
講
の
こ
と
を
お
七
夜

と
い
い
馴
染
ん
で
お
り
ま
す
。
報

こんな行事が
　　　ありました

お
七
夜
（
報
恩
講
）
を

　
　
　
　
お
迎
え
し
ま
す

と
い
い
ま
す
の
は
、
先
に
取
り
越

し
て
行
う
と
い
う
意
味
で
す
が
、　

御
正
忌
に
は
住
職
檀
信
徒
と
も
ど

も
御
本
山
に
参
詣
す
る
た
め
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
報
恩
講
予
習
と

い
う
言
葉
さ
え
あ
り
ま
す
。」

　
『
一
期
一
会　

坊
守
さ
ん
に
語
る
』　

　
　
　
　
　
　
　

真
置
俊
徳
著
よ
り

　
行
　
事
　
案
　
内

●
中
興
上
人
御
正
当
＝
十
二
月
八
日
～
十
日　

●
得
度
式
・
住
職
拝
命
＝
十
二
月
十
日

●
修
正
会
＝
一
月
一
日
～
三
日

●
報
恩
講
（
お
七
夜
）
＝
一
月
九
日
～
十
六
日 

　

期
間
中
行
事
は
４
ペ
ー
ジ
参
照

●
日
本
博
V
R
で
魅
せ
る
浄
土
の
世
界
（
予
約
制
）

　
　
＝
開
催
期
間　

一
月
九
日
～
二
月
十
六
日

●
住
職
補
任
研
修
会
＝
二
月
二
十
五
日
～
二
十
六
日

●
讃
佛
会
＝
三
月
十
八
日
～
二
十
四
日

●
平
等
院
殿
一
周
忌
法
会
＝
三
月
二
十
六
日
～
二
十
七
日

●
写
生
大
会
＝
三
月
十
八
日
～
四
月
二
日

※
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
。

組
 そ ちょうかい

長会


