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お
七
夜
の
賑
わ
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も
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活
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迎
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。
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一
、
語
ら
れ
た
仏
と
浄
土
の
風
光

　

前
回
、
真
実
の
仏
や
浄
土
は
「
無む

分ふ
ん

別べ
つ

智ち

」
に
よ
っ
て
こ
そ
知
る
こ
と
の
で

き
る
境
界
で
あ
り
、
私
た
ち
の
「
分ふ
ん
べ
つ別
」

で
は
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
ひ
か

り
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
世
界
で

あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
ま
ま
で
は
、
私
た
ち
に
は
、

仏
や
浄
土
の
こ
と
は
何
も
わ
か
ら
な
い

ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

　

そ
こ
で
如
来
（
仏
）
は
、
私
た
ち
に
も

わ
か
る
よ
う
に
、
仏
や
浄
土
の
こ
と
を

言
葉
で
お
説
き
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ

れ
が
お
経
に
説
か
れ
て
い
る
仏
や
浄
土

の
す
が
た
で
す
。

　
「
言
葉
で
は
語
れ
な
い
世
界
を
言
葉
で

語
っ
た
っ
て
、
そ
れ
ど
う
い
う
こ
と
？ 

矛
盾
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
疑
問

に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
な

ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、「
無
分
別
智
」
を
得
た
人
は
、

「
後ご

得と
く

智ち

」
を
得
る
か
ら
だ
と
言
わ
れ
ま

す
。「
後
得
智
」
は
「
後ご

得と
く

清し
ょ
う

浄じ
ょ
う

世せ

間け
ん

智ち

」
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
字
の
と
お
り
、

「
無
分
別
智
を
得
た
後
に
得
ら
れ
る
清
ら

か
な
世
間
智
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
は
「
清
ら
か
な
世
間
智
」
と
は
ど
う

い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。「
世
間
智
」
と

い
う
の
は
、「
分
別
智
」
と
言
っ
て
も
同

じ
で
、
前
回
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
主

観
的
な
価
値
判
断
を
す
る
、
言
葉
の
世

界
に
お
け
る
ひ
と
り
よ
が
り
な
執
わ
れ

の
知
恵
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
そ
れ
が「
清
浄
」だ
と
言
わ
れ
ま
す
。

「
清
浄
」
と
い
う
こ
と
は
、
煩
悩
を
離
れ

て
い
る
こ
と
、
執
わ
れ
が
な
い
こ
と
で

す
か
ら
、「
清
浄
世
間
智
」
と
は
、
相
対

的
な
言
葉
の
世
界
に
あ
り
な
が
ら
、
執

わ
れ
の
な
い
、
真
実
に
裏
付
け
ら
れ
た

「
分
別
智
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
ん
な
「
清
浄
世
間
智
」
を
、
仏
は
「
無

分
別
智
」
に
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
す
。
だ

か
ら
、「
後
得
清
浄
世
間
智
」
と
言
わ
れ

る
の
で
す
。

　
「
後
得
清
浄
世
間
智
」
を
得
た
仏
は
、

言
葉
を
超
え
た
真
実
の
世
界
を
言
葉
で

あ
ら
わ
し
、
迷
い
苦
し
ん
で
い
る
世
間

の
人
び
と
を
、
迷
い
を
超
え
た
ま
こ
と

の
世
界
へ
と
導
く
「
教
え
」
を
説
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、こ
の
「
教
え
」

が
仏
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
の
が
「
経

典
」
つ
ま
り
「
お
経
」
な
ん
で
す
ね
。
で

す
か
ら
、
お
経
の
言
葉
も
私
た
ち
が
使
っ

て
い
る
言
葉
も
、
言
葉
と
し
て
は
同
じ

で
す
が
、
そ
の
質
は
決
し
て
同
じ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

お
経
に
説
か
れ
て
い
る
仏
や
浄
土
の

風
光
は
、
如
来
が
「
後
得
智
」
に
よ
っ

て
説
か
れ
た
、
言
葉
に
よ
る
真
実
の
世

「なもあみだぶつ」を聞くということ（11）

﹇
第
　回
﹈

11

「
『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と
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界
だ
っ
た
の
で
す
。

　

二
、二
種
類
の
仏
さ
ま

　

分
別
を
超
え
た
最
高
の
真
実
の
世
界

と
分
別
さ
れ
た
真
実
の
世
界
と
の
関
係

は
、
ま
た
、
聖
人
が
尊
崇
さ
れ
る
中
国

の
曇ど
ん
ら
ん鸞

大た
い

師し

に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説

か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
説
に
基
づ
い
て
、
聖
人
は
『
唯ゆ
い

信し
ん

鈔し
ょ
う
も
ん文
意い

』
の
な
か
で
、

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
如
来
は
、
私

た
ち
の
分
別
で
は
と
ら
え
る
こ
と
の
で

き
な
い
、
最
高
の
さ
と
り
の
世
界
に
入

ら
せ
る
た
め
に
、
い
ろ
も
か
た
ち
も
な

「なもあみだぶつ」を聞くということ（11）

仏
や
菩
薩
が
た
に
は
二
種
の
法ほ
っ
し
ん身

が

あ
る
。
一
つ
に
は
法ほ
っ
し
ょ
う
ほ
っ
し
ん

性
法
身
、
二
つ

に
は
方ほ
う
べ
ん
ほ
っ
し
ん

便
法
身
で
あ
る
。

法
性
法
身
に
よ
っ
て
方
便
法
身
を

生
じ
、
方
便
法
身
に
よ
っ
て
法
性　
　

法
身
を
あ
ら
わ
す
。
こ
の
二
種
の
法

身
は
、
異
な
っ
て
は
い
る
が
分
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
一
つ
で
は
あ
る

が
同
じ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（『
浄
じ
ょ
う

土ど

論ろ
ん
ち
ゅ
う
註
』）。

仏
に
は
二
種
類
の
仏
身
が
あ
り
ま　

す
。
一
つ
に
法
性
法
身
、
二
つ
に
方

便
法
身
で
す
。
法
性
法
身
は
、
い
ろ

も
な
く
か
た
ち
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
心
で
考
え
る
こ
と
も
で
き

ず
、
言
葉
で
あ
ら
わ
す
こ
と
も
で
き

ま
せ
ん
。
こ
の
法
性
法
身
か
ら
、
方

便
法
身
と
い
う
す
が
た
を
も
っ
て
あ

ら
わ
れ
、
法ほ
う
ぞ
う蔵
比び

く丘
と
名
告
っ
て

不
可
思
議
の
四
十
八
の
大
誓
願
を
た

て
、
そ
れ
を
成
就
さ
れ
た
仏
を
、
世

親
（
天
親
）
菩
薩
は
尽じ
ん
じ
っ
ぽ
う

十
方
無む

げ碍
光こ
う

如に
ょ
ら
い来

と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

い
「
無
分
別
智
」
の
世
界
か
ら
、
分
別

で
き
る
「
方
便
法
身
」
と
い
う
す
が
た

を
と
っ
て
こ
の
世
界
に
あ
ら
わ
れ
て
き

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
『
無
量

寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
法
蔵
菩
薩
（
比

丘
）
で
あ
り
、
四
十
八
願
を
成
就
し
て

な
ら
れ
た
阿
弥
陀
如
来
（
尽
十
方
無
碍

光
如
来
）
な
の
で
す
。

　
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
法
蔵
菩
薩

の
物
語
と
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
の
描
写

は
、「
後
得
智
」
に
よ
っ
て
「
方
便
法
身
」

を
説
き
、
私
た
ち
を
浄
土
へ
と
い
ざ
な

う
如
来
の
無
上
の
方
便
の
世
界
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

報恩講での復演



聖徳太子シリーズ（6）「御開山 親鸞聖人と聖徳太子 -2-」4

　

さ
て
、
そ
の
晩ば
ん
ね
ん年
で
あ
る
建け
ん

長ち
ょ
う

七
年

（
一
二
五
五
年
）
八
十
三
歳
の
頃
、

御ご
　
か
い
さ
ん

開
山
は
『
皇こ
う
た
い
し
し
ょ
う
と
く
ほ
う
さ
ん

太
子
聖
徳
奉
讃
』
を
ご

撰せ
ん
じ
ゅ
つ
述
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
お
念
佛
の

み
教
え
を
「
和や
わ

ら
げ
讃ほ

め
」、
読
み
書
き

不ふ

え

て
得
手
な
当
時
の
御
同
行
に
も
ひ
ろ
く
伝つ
た

わ
る
事
を
念ね
ん

じ
て
詠う
た

わ
れ
た
「
和わ
　
さ
ん讃
」
の

ひ
と
つ
で
あ
り
、
お
よ
そ
二
百
首し
ゅ

に
も

亘わ
た

っ
て
著
さ
れ
る
聖
徳
太
子
讃さ
ん
ご
う仰
の
ご
和

讃
で
あ
る
と
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
こ
の
ご
和
讃
の
第
一
首
に
は
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

日に
ほ
ん本

国こ
く

帰き

　み
ょ
う命

聖し
ょ
う
と
く
た
い

徳
太
子し

　
　

　
　
　
　
佛ぶ

つ
ほ
う法
弘ぐ

興こ
う

ノ
恩お
ん

フ
カ
シ

　
　
有う

情じ
ょ
う

救く

済さ
い

ノ
慈じ

ひ悲
ヒ
ロ
シ

　
　
　
　
奉ほ

う
さ
ん讃

不ふ

退た
い

ナ
ラ
シ
メ
ヨ

　

と
示
さ
れ
、「
佛ぶ
っ
ぽ
う法
を
日
本
の
大
地
に

根
付
か
せ
て
弘
め
て
く
だ
さ
っ
た
聖
徳
太

子
の
ご
恩お
ん

と
、
迷ま
よ

い
悩な
や

む
ご
自
身
を
励は
げ

ま

し
法
然
上
人
へ
と
導み
ち
びい

て
、
お
念
佛
ひ
と

つ
で
た
す
か
る
道
を
お
勧
め
く
だ
さ
っ
た

　

京き
ょ
うの

都
み
や
こ

六ろ
っ
か
く
ど
う

角
堂
、
聖
し
ょ
う
と
く徳

太た
い

子し

夢む
　
こ
く告

の
お

勧す
す

め
に
よ
り
、
二
十
九
歳
の
御ご
　
か
い
さ
ん

開
山
親し
ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う
に
ん

人
は
、
師し

と
な
る
法ほ
う

然ね
ん

上し
ょ
う
に
ん

人
に
迎む
か

え
ら

れ
、
専せ
ん
じ
ゅ
ね
ん
ぶ
つ

修
念
佛
の
み
教お
し

え
に
帰き

え依
さ
れ
ま

し
た
。

　

そ
の
後
は
、
ご
縁
に
よ
っ
て
越
後
に
移

り
、
や
が
て
関
東
へ
下く
だ

ら
れ
て
は
、
お
よ

そ
二
十
年
間
の
布ふ
　
き
ょ
う教を
為な

さ
れ
、
高た
か
だ
　
は

田
派

の
礎
い
し
ず
えを
築き
ず

か
れ
ま
す
。
そ
し
て
還か
ん
れ
き暦
の
頃

に
は
故ふ
る
さ
と郷
の
都
へ
お
帰
り
に
な
り
、
九
十

歳
に
て
ご
入に
ゅ
う
め
つ滅さ
れ
る
ま
で
、
師
を
通
し

て
お
聞
き
に
な
っ
た
お
念
佛
の
み
教
え
を

顕あ
ら
わし

、
関
東
に
残
し
て
き
た
御
同ど
う
ぎ
ょ
う

行
に
も

応こ
た

え
る
べ
く
、
数
多
く
の
お
手
紙
や
ご
書

物
を
著あ
ら
わさ
れ
ま
し
た
。

太
子
の
お
慈じ

ひ悲
と
を
、
深
く
感か
ん
お
ん恩

せ
し

め
ら
れ
ま
す
と
、
ほ
め
た
て
ま
つ
る
事

を
決
し
て
怠お
こ
た
れ
な
い
」
と
、
夢
告
よ
り

遥は
る

か
五
十
年
以
上
を
経へ

て
も
猶な
お

、
太
子

の
恩お
ん

徳ど
く

に
深
く
謝し
ゃ

す
る
お
姿す
が
た

が
う
か
が

わ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
御
開
山
が
太
子
和
讃
に
必
ず

詠う
た

わ
れ
る
「
奉
ほ
め
た
て
ま
つ
る
讃
」
と
は
、『
皇
太
子

聖
徳
奉
讃
』
奥お
く
が
き書
に
「
拝は
い
け
ん見
奉ほ
う
さ
ん讃
ノ
人

ハ
南な

も

あ

み

だ

无
阿
弥
陀
佛ぶ
つ

唱と
な

フ
ベ
シ
唱
フ
ベ
シ
」

と
記し
る

さ
れ
て
い
る
通
り
、
佛
よ
り
念
ぜ

ら
れ
お
念
佛
を
称と
な

え
る
と
い
う
事
で
あ

り
、
同
時
に
そ
れ
は
本
年
五
月
予
定
の

大だ
い
ほ
う法

会え

テ
ー
マ
で
あ
る
「
弥み

だ陀
の
よ
び
声

『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」

と
い
う
事
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
御
開
山
が
生
し
ょ
う
が
い涯
大
切
に

な
さ
れ
た
お
味あ
じ

わ
い
を
共
に
慶よ
ろ
こ

ば
せ
て

頂
い
て
き
た
高
田
派
で
は
、
い
よ
い
よ

聖
徳
太
子
「
奉
讃
」
の
お
心
を
、
御
同

行
の
皆
様
と
各
地
で
ご
相そ
う
ぞ
く続
さ
せ
て
頂

く
事
へ
と
な
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）

タ
ス
ケ
ス
ク
ワ
セ
タ
マ
フ
ト

オ
コ
タ
ラ
ザ
レ
ト
ナ
リ

ヒ
ロ
ク
ヒ
ロ
メ
タ
マ
フ
ト

ホ
メ
タ
テ
マ
ツ
ル
コ
ト

※
ご
和
讃
の
左
に
添
え
ら
れ
た
カ
タ
カ
ナ
は
、

「
左さ

訓く
ん
」
と
い
う
、
御
開
山
ご
自
身
が
、
お
言
葉
の

味
わ
い
を
、
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
す
。

真仏上人書写の
『皇太子聖徳奉讃』（専修寺蔵）
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第
六
回宝

物
館
に
つ
い
て

①響生のこころ
川添　泰信著

定価2,200円（税込） 尾野　義宗著
定価2,750円（税込）著者がこれまでに各所に寄稿したもの、

講演等で話した内容を一冊にまとめた
法話集。主な内容として、彼岸会に先
祖を思う / 二河白道の教え―確かな生
き方― /　「おくりびと」は「オクラレ
ビト」/師と弟子―「みちびき」と「と
ぶらい」―/半身の死を生きる /など。

現在も、覚如上人と蓮如上人による本
願寺教団の形成は、『歎異抄』を禁書に
したから成功したという説がある。だ
が、それは明らかな誤解であるという
ことを、歴史的資料も踏まえながら詳
しく解説する。

②［僧侶向け解説］
歎異抄受託の覚如 聖教化解放の蓮如

特別法要・事務局だより「宝物館について」

　

オ
ー
プ
ン
に
先
立
ち
ま
し
て
、
１
月

９
日
か
ら
２
月
16
日
ま
で
日
本
博
の
一

環
と
し
て
文
化
財
活
用
室
を
先
行
公
開

と
し
プ
レ
オ
ー
プ
ン
い
た
し
ま
し
た
。

　

Ｖ
Ｒ
で
魅
せ
る
専
修
寺
の
絵
画
・
彫

刻
が
放
つ
浄
土
世
界
の
美
の
オ
ー
ラ
を

題
材
に
、
経
典
で
描
か
れ
た
極
楽
浄
土

の
世
界
を
最
新
技
術
で
表
現
し
て
お
り

ま
す
。

　

プ
レ
オ
ー
プ
ン
は
お
七
夜
期
間
中
も

開
催
し
て
お
り
、
多
く
の
方
々
に
ご
来

館
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
多
少
の
混

雑
は
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
が
大
き
な
混

乱
も
無
く
大
盛
況
の
う
ち
に
終
了
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

な
お
、
ご
来
館
い
た
だ
き
ま
し
た
皆

さ
ま
に
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
い

た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

今
回
は
文
化
財
活
用
室
の
プ
レ
オ
ー

プ
ン
と
い
う
こ
と
で
、
一
部
の
映
像
の

み
の
公
開
と
な
り
ま
し
た
が
、
宝
物
館

オ
ー
プ
ン
後
に
は
正
式
版
が
体
験
で
き

ま
す
。
ま
た
、
法
宝
物
の
特
別
展
示
の

企
画
展
も
新
宝
物
館
オ
ー
プ
ン
に
併
せ

て
開
催
い
た
し
ま
す
。
企
画
展
で
は
高

田
本
山
専
修
寺
が
所
有
し
て
い
る
法
宝

物
で
、
今
ま
で
の
展
示
会
で
は
出
展
し

た
こ
と
が
な
い
法
宝
物
も
展
示
す
る
予

定
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
の
ご

来
館
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。

●
特
別
法
要
に
つ
い
て

　

５
月
21
日
よ
り
執
り
行
わ
れ
ま
す
特

別
法
要
が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。　
　

　

高
田
本
山
で
も
徐
々
に
法
要
の
準
備

が
進
ん
で
お
り
ま
す
。

　

特
別
法
要
の
お
勤
め
は
各
日
11
時
よ

り
読
経
い
た
し
ま
す
。
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
８
５
０
年
奉
讃
法
会
を
は
じ

め
、
立
教
開
宗
８
０
０
年
奉
讃
法
会
な

ど
50
年
に
一
度
の
貴
重
な
法
会
と
な
り

ま
す
。

　

法
会
期
間
中
は
、
国
宝
如
来
堂
に
て

行
わ
れ
る
特
別
読
経
（
申
し
経
）
の
予

約
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
普
段
は

新
宝
物
館
建
設
工
事
も
残
り
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。

新
宝
物
館
の
オ
ー
プ
ン
は
令
和
５
年
５
月
21
日
で
す
。

先行公開の様子

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！／
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明
治
25
年
高
田
本
山
専
修
寺
第
21
世

尭
煕
上
人
の
代
、
上
人
の
強
い
願
い
を

背
景
に
出
見
法
泉
殿
、
長
井
真
応
殿
両

名
に
よ
っ
て
、
高
田
派
北
海
道
開
教
の

第
一
歩
が
記
さ
れ
ま
し
た
。

　

北
海
道
16
ヶ
寺
の
ご
寺
院

開
基
ご
住
職
た
ち
の
開
教
に

お
け
る
熱
意
の
篤あ
つ

さ
は
い
か

ば
か
り
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う

か
。
北
の
大
地
極
寒
の
北
海

道
、
開
拓
者
と
と
も
に
支
え

あ
い
、
説
教
所
か
ら
寺
院
へ

と
発
展
し
て
い
き
１
０
０
年

以
上
の
月
日
が
過
ぎ
ま
し
た
。
私
た
ち

に
は
想
像
を
絶
す
る
苦
難
悪
条
件
を
乗

り
越
え
、
現
在
の
各
ご
寺
院
の
姿
が
存

在
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

明
治
25
年
春
、
札
幌
市
中
央
区
南
二

条
東
四
丁
目
に
縁
故
の
信
徒
を
た
ど
っ

て
土
地
を
賃
借
し
て
説
教
場
の
創
設
を

企
て
、
開
教
の
事
情
を
本
山
に
建
議
し

ま
し
た
。
こ
こ
に
専
修
寺
北
海
道
別

院
の
基
礎
が
定
ま
り
ま
し
た
。
後
に

１
０
０
年
後
の
平
成
４
年
、
建
物
の
老

朽
化
も
あ
り
、
寺
基
移
転
。
堂
宇
建
立

と
大
事
業
を
20
代
輪
番　

島
義
導
氏
の

特別法要・事務局だより「宝物館について」・「開拓者とともに」真宗高田派専修寺北海道別院

ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

※
奉
讃
法
会
の
詳
細
は
、特
別
法
要
ホ
ー　

　
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。　
　

　

ま
た
、
特
別
法
要
期
間
中
は
臨
時
駐

　

車
場
も
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
が
、

　

台
数
に
も
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の

　

で
、
皆
さ
ま
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、

　
公
共
交
通
機
関
な
ど
を
ご
利
用
い
た
だ

　

き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

僧
侶
し
か
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
国
宝

如
来
堂
の
中
陣
に
て
行
わ
れ
る
お
勤
め

で
、
ご
両
親
や
ご
先
祖
様
の
法
名
を
如

来
堂
本
尊
の
前
に
掲
げ
る
こ
と
が
で
き

る
ま
た
と
な
い
機
会
で
す
。
高
田
派
檀

信
徒
の
み
申
込
で
き
る
特
別
な
体
験
と

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
と
も
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

お
申
込
み
い
た
だ
き
ま
し
た
方
に

は
、
一
イ
ベ
ン
ト
の
席
確
保
な
ら
び
に

記
念
品
授
与
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
他

に
も
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
是
非
と
も
こ
の
機
会
に

・
日
時 

令
和
５
年
３
月
17
日
（
金
）　　

・
会
場 

高
田
会
館
ホ
ー
ル

一
、
基
調
講
演　

午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分

　

山
田
雅
教　

師
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
西
勝
寺
住
職
）

　

太
田
光
俊 　

氏
（
三
重
県
立
博
物
館
学
芸
員
）

　

清
水
谷
正
尊 　

師
（
真
宗
高
田
派
鑑
学
）

二
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

午
後
２
時
40
分
～
３
時
40
分

　

栗
原
廣
海 　

師
（
真
宗
高
田
派
鑑
学
）

申
込
方
法
：
聴
講
希
望
の
方
は
教
学
院
ま
で
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
、
申
込
者
の
住
所
・
氏
名
・
連
絡
先
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

T
E
L
：
０
５
９
・
２
３
６
・
３
０
８
８　
（
平
日
９
：
00
～
11
：
00
）

F
A
X
：
０
５
９
・
２
３
６
・
３
０
９
１

M
ail

：kyougain@
senjuji.or.jp

※
３
月 

16
日
が
締
め
切
り
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

「
高
田
派
中
興
真
慧
上
人
と
そ
の
時
代
」
を
テ
ー
マ
に

　
　
　
　
　
　
　
　

奉
讃
法
会
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
い
た
し
ま
す
。　
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も
と
、
僧
俗
一
丸
と
な
っ
て
み
ご
と
に

成
就
し
、
広
大
な
清
田
区
平
岡
の
地
に

仏
閣
諸
堂
が
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
現
在

開
基
１
３
０
年
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

　　

現
在
の
北
海
道
別
院
の
体
制
は
法
務

職
員
３
名
、
用
務
員
１
名
、
輪
番
と
常

に
定
期
的
な
役
員
会
議
を
開
催
し
、
３

年
間
も
続
く
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策
に
は

各
法
要
等
の
開
催
に
苦
慮
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。

　

そ
こ
で
単
発
的
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、『
三
日
坊
主
』
と
称
し
て
、
晨
朝

勤
行
を
檀
信
徒
皆
様
にYouTube

配

信
し
た
と
こ
ろ
参
加
さ
れ
見
て
い
た
だ

け
る
方
も
多
く
、
各
彼
岸
・
永
代
経
・

報
恩
講
な
ど
も
御
参
詣
で
き
な
い
皆
様

にYouTube

配
信
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。

　

時
代
の
流
れ
と
こ
の
コ
ロ
ナ
感
染
禍

の
中
、
ご
葬
儀
や
ご
法
事
、
月
忌
参
り

の
形
態
も
変
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

民
間
葬
儀
会
社
会
場
で
の
家
族
葬
が
執

行
さ
れ
ま
す
が
、
お
檀
家
さ
ん
か
ら
の

苦
情
や
お
悩
み
事
な
ど
聞
き
、
何
と
か

昔
な
が
ら
の
寺
院
で
の
ご
葬
儀
が
で
き

な
い
も
の
か
と
役
員
皆
様
に
ご
相
談
申

し
上
げ
ま
し
た
。平
成
29
年
完
成
の『
専

修
の
縁
』（
セ
ン
ジ
ュ
ノ
エ
ニ
シ
）
合

祀
納
骨
堂
ホ
ー
ル
を
利
用
し
『
専
修
の

縁
・
家
族
葬
』
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　

お
寺
の
僧
侶
が
す
べ
て
の
か
か
わ
り

を
持
ち
、ご
遺
体
の
搬
送
・
湯
潅
・
通
夜
・

葬
儀
・
還
骨
そ
し
て
布
施
・
会
場
費
な

ど
の
か
か
る
す
べ
て
の
経
費
を
冥
加
金

と
し
て
ご
案
内
を
し
て
お
り
ま
す
。　

　

ま
た
コ
ロ
ナ
感
染
予
防
の
中　

公
的

な
機
関
の
会
場
借
り
が
で
き
ず
、
お
困

り
の
団
体
も
多
く
、
檀
家
の
方
々
の
使

用
を
目
的
と
し
た
『
多
目
的
研
修
室
』

の
増
設
も
昨
年
、完
成
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
施
設
は
、
地
元
の
町
内
会
の
会
合

や
催
し
も
の
の
開
催
・
写
経
教
室
・
月

に
一
度
の
ヨ
ガ
教
室
が
行
わ
れ
女
性
法

務
職
員
が
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
を
し
、

約
20
名
ほ
ど
町
内
会
の
方
や
お
檀
家
さ

ん
が
参
加
し
て
お
り
ま
す
。
設
備
な
ど

は
納
骨
堂
ロ
ビ
ー
に
『
キ
ッ
ズ
コ
ー

ナ
ー
』
を
設
け
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。
特

に
女
性
用
ト
イ
レ
の
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ト
・

ベ
ビ
ー
チ
ェ
ア
の
設
置
な
ど
、
皆
様
の

視
点
に
立
っ
て
発
想
し
た
い
と
考
え
ま

す
。

　

今
後
の
課
題
は
北
海
道
開
拓
の
原
点

に
立
ち
返
り
、
お
檀
家
さ
ん
や
地
域
の

皆
様
に
寄
り
添
っ
た
活
動
、
な
ん
で
も

お
寺
に
相
談
で
き
る
信
頼
と
安
心
と
丁

寧
な
か
か
わ
り
あ
い
体
制
の
組
織
作
り

を
目
標
と
し
て
開
か
れ
た
お
寺
を
目
指

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

最
後
に
ご
本
山
よ
り
提
案
頂
い
て
お

り
ま
す
、
全
国
各
別
院
と
ネ
ッ
ト
で
の

会
議
・
講
習
会
・
講
演
会
の
配
信
と
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ト
講
習
会
な
ど
お
お
い
に
活

用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
遠
い
北
海
道
に
て
も
リ
ア
ル
タ
イ

ム
の
参
加
が
楽
し
み
で
す
。

　

真
宗
高
田
派
専
修
寺
北
海
道
別
院　
　
　

　
　
　
　
　
　

   

輪
番　
　

島　

光
志

センジュノエニシ合祀納骨堂

ヨガ教室も大盛況多目的研修室

http://senjunoenishi.com/
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寺
院
名

行事報告とお知らせ

　
行
　
事
　
案
　
内

●
中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
＝
三
月
十
七
日

●
讃
佛
会
＝
三
月
十
八
日
～
二
十
四
日

●
写
生
大
会
＝
三
月
十
八
日
～
四
月
二
日

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

●
花
ま
つ
り
＝
中
止

●
第
十
四
回
布
教
伝
道
大
会
＝
四
月
三
日

●
千
部
法
会
＝
四
月
六
日
～
十
一
日

●
釈
迦
三
尊
仏
法
会
＝
四
月
八
日

●
十
万
人
講
法
会
＝
四
月
九
日
～
十
日

●
戦
没
者
追
弔
法
会
＝
四
月
十
一
日

●
第
七
十
二
回
檀
信
徒
研
修
会
＝
四
月
十
七
日

●
興
学
布
教
研
究
大
会
＝
四
月
二
十
九
日

●
堯
棋
上
人
御
正
当
＝
五
月
六
日
～
八
日

特
別
法
要

■
開
山
親
鸞
聖
人
誕
生
八
百
五
十
年
＝
五
月
二
十
一
日
～
二
十
四
日

■
立
教
開
宗
八
百
年
＝
五
月
二
十
一
日
～
二
十
四
日

■
中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
＝
五
月
二
十
五
日
～
二
十
七
日

■
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
＝
五
月
二
十
八
日

雲
幽
園
特
別
公
開
の
ご
案
内
（
詳
細
は
高
田
本
山
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

三
月
十
七
日
公
開
予
定
の
映
画
『
わ
た
し
の
幸
せ
な
結
婚
』
の
撮
影
に

使
用
さ
れ
た
雲
幽
園
の
特
別
公
開
を
行
い
ま
す

 

■
写
生
大
会
の
ご
案
内
（
詳
細
は
高
田
本
山
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

　

・
令
和
五
年
三
月
十
八
日
（
土
）
～
四
月
二
日
（
日
）

　
　

時
間
：
期
間
中
、
各
日
・
九
時
か
ら
十
五
時
ま
で
宗
務
院
に
て
受
付

　
　

場
所
：
高
田
本
山　

境
内
（
提
出
期
限
は
最
終
日
の
15
時
で
す
）

　
　

対
象
：
幼
児
か
ら
中
学
生
ま
で
（
本
人
が
描
い
た
も
の
に
限
り
ま
す
）　

　
　
（
高
校
生
以
上
も
可
能
で
す
が
、
審
査
対
象
外
で
の
受
付
と
な
り
ま
す
）

　
　

後
援　

中
日
新
聞
社
、
一
身
田
商
工
振
興
会
、
高
田
会
館

　

竹
あ
か
り
作
家
で
あ
る
川
渕
皓
平
さ
ん
監
修
の
も
と
、
幼
稚
園
児
や
保

育
園
児
の
描
い
た
子
ど
も
竹
あ
か
り
な
ど
千
二
百
五
十
個
が
点
灯
さ
れ
、

多
く
の
方
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　

日　

時
＝
令
和
５
年
４
月
17
日(

月) 

９
時
00
分
～

　

会　

場
＝
御
影
堂
（
受
付
＝
８
時
30
分
～
）

　

講　

演
＝
講
題
「
親
鸞
聖
人
の
聖
徳
太
子
讃
仰
」

　
　
　
　
　

正
念
寺
住
職　

 

梅
林　

久
高 

師

　

講
演
２
＝
内
容　

太
子
像
解
説

　
　
　
　
　

教
林
寺
住
職　

 

三
浦　

世
雄 

師

　

太
子
堂
特
別
拝
観

　

閉
会
式
＝
12
時
20
分　

終
了
予
定

　

持
ち
物
＝
テ
キ
ス
ト
（
受
付
簿
）

　
　
　
　
　

初
参
加
の
方
は
受
付
で
お
渡
し
し
ま
す

　

参
加
費
＝
１
０
０
０
円
（
持
ち
帰
り
昼
食
込
み
）

　

申
込
み
締
切
＝
令
和
５
年
４
月
10
日(

月)

締
切
必
着

　
　
　
　
　
　
　
（
宗
務
院
教
学
課
宛
）　

　

問
い
合
わ
せ
＝
所
属
寺
院
ま
た
は
高
田
本
山
宗
務
院
教　
　

　
　
　
　
　
　
　

学
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

「
竹
あ
か
り
～
浄
土
の
ひ
か
り
～
」
が
お
七
夜
期
間
中
に
初
め
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

第
72
回
檀
信
徒
研
修
会
の
ご
案
内

期間：令和５年３月 18日（土）〜４月２日（日）

木
製
靴
べ
ら
の
ご
寄
進
が
あ
り
ま
し
た
。

　

奉
讃
法
会
を
お
迎
え
す
る
に
あ
た
り
、
北
海
道
組　

専
誠
寺
同
行
で
上

富
良
野
町
（
有
）
野
澤
木
工
製
作
所
の
取
締
役
会
長　

野
澤
守
様
か
ら
手

作
り
の
木
製
靴
べ
ら
の
ご
寄
進
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
数
な
ん
と
２
０
０
本
。
こ
れ
か
ら
の
参
詣
者
数
増
に
む
け
て
大
活

躍
す
る
こ
と
間
違
い
な
し
と
、
職
員
一
同
と
て
も
喜
ん
で
お
り
ま
す
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

期間：令和５年３月18日（土）〜４月２日（日）

高田本山で絵をかきましょう！！


