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令和５年夏号

134

連
日
満
堂
の
奉
讃
法
会

本
年
、
五
月
二
十
一
日
よ
り
二
十
八

日
ま
で
、

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年

立
教
開
宗
八
百
年

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌

の
奉
讃
法
会
の
お
勤
め
や
お
説
教
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
記
念
事
業
の
新
宝
物
館
『
燈

炬
殿
』
も
開
設
さ
れ
、
多
く
の
見
学

者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

こ
の
た
び
の
奉
讃
法
会
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
で
開
催
に
む
け

困
難
を
極
め
ま
し
た
が
、
各
寺
院
と

共
に
多
く
の
檀
信
徒
の
ご
協
力
に
よ

り
、
連
日
満
堂
の
ご
参
拝
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
法
会
を
機

縁
と
し
て
、
よ
り
お
念
仏
の
い
わ
れ

を
聞
き
ひ
ら
い
て
ゆ
き
た
い
も
の
で

す
。



　

こ
の
度
は
奉
讃
法
会
が
無
事
に
終
了

し
ま
し
た
こ
と
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

各
ご
寺
院
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
お

か
れ
ま
し
て
は
奉
讃
法
会
の
懇
志
や
協

力
に
ご
尽
力
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　

奉
讃
法
会
の
た
め
特
別
法
要
事
務
局

が
発
足
し
た
の
が
２
０
１
９
年
の
こ
と

で
す
。
そ
の
後
す
ぐ
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
世
界
的
な
流
行
が
あ
り
、
奉

讃
法
会
の
開
催
も
見
通
し
が
つ
か
な
い

状
況
で
各
寺
院
や
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
へ

の
十
分
な
ご
説
明
が
出
来
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

そ
ん
な
状
況
で
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
が
終
息
し
て
、
大
切
な
奉
讃
法
会

が
開
催
で
き
る
こ
と
を
願
い
、
特
別
法

要
事
務
局
は
準
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　

具
体
的
に
は
奉
讃
法
会
の
記
念
事
業

で
あ
る
宝
物
館
の
建
設
、
法
嗣
殿
就
任

奉
告
法
会
、
別
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
の
構
築
な
ど
行
い
ま
し
た
。

　

宝
物
館
（
燈
炬
殿
）
で
は
奉
讃
法
会

期
間
中
、
１
日
１
０
０
０
人
以
上
の
見

学
者
が
来
館
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
宝
物
館
の
名
称
で
あ
る
「
燈と
う

炬こ

殿で
ん

」
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
奉
讃

法
会
が
困
難
な
世
の
中
に
と
も
し
び

（
燈
炬
）
と
な
る
き
っ
か
け
に
な
る
べ

く
、
推
進
い
た
し
ま
し
た
。

　

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
の

記
念
す
べ
き
大
切
な
奉
讃
法
会
に
携
わ

れ
た
こ
と
は
生
涯
の
宝
物
で
す
。

　

こ
の
奉
讃
法
会
に
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
し
た
方
々
、
参
拝
い
た
だ
き
ま
し
た

皆
様
に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

高
田
本
山
専
修
寺
で
は
５
月
21
日
か
ら
28
日
ま
で
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
奉
讃
法
会
を
は
じ
め
、
４
つ
の

奉
讃
法
会
が
厳
修
さ
れ
多
く
の
参
拝
者
が
参
拝
さ
れ
ま
し
た
。

　

各
日
11
時
か
ら
奉
讃
法
会
の
お
勤
め
や
お
説
教
が
行
わ
れ
、
御
影
堂
は
連
日
満
堂
、
ま
た
本
寺
を
含
む
七
別
院
に
ラ

イ
ブ
配
信
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
お
勤
め
と
お
説
教
は
、Youtube

の
専
修
寺
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

奉
讃
法
会
を
終
え
て　
特
別
法
要
事
務
局
長　

押
小
路
蓮
円

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年

立
教
開
宗
八
百
年

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌

満
堂
の
ご
参
拝
を
い
た
だ
き

専修寺チャンネル

夜間まで境内は賑わう
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そ
れ
で
は
日
別
に
奉
讃
法
会
の
様
子

を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
奉
讃
法
会
の
前
日
で
あ
る

20
日
に
は
稚
児
行
列
（
稚
児
練
り
）
が

行
わ
れ
、
３
０
０
名
の
お
子
さ
ん
と
ご

家
族
が
ご
参
加
、
五
月
晴
れ
の
ご
と
く

青
空
が
広
が
り
、
雅
楽
が
鳴
り
響
く
な

か
稚
児
衣
装
を
纏ま
と

っ
た
子
ど
も
た
ち
が

元
気
い
っ
ぱ
い
に
高
田
本
山
と
寺
内
町

を
練
り
歩
き
ま
し
た
。

　

ほ
か
に
も
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会
、

宝
物
館
竣
工
記
念
式
典
な
ど
が
行
わ

れ
ま
し
た
。  

　

21
日
は
親
鸞
聖
人
が
お
生
ま
れ
に

な
ら
れ
て
８
５
０
回
目
の
誕
生
日
と

な
り
、
奉
讃
法
会
初
日
と
な
り
ま
す
。

11
時
か
ら
の
奉
讃
法
会
の
勤
行
後
に

は
法
主
殿
よ
り
御
親
教
が
ご
ざ
い
ま

し
た
。
御
親
教
の
な
か
で
「
コ
ロ
ナ

過
で
危
ぶ
ま
れ
た
な
か
で
、
親
鸞
聖

人
御
誕
生
８
５
０
年
の
記
念
す
べ
き

奉
讃
法
会
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
大
き
な
喜
び
で
す
。」
と
奉
讃
法
会

の
意
義
と
高
田
派
の
展
望
に
つ
い
て
の

お
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。  

　

午
後
は
著
名
な
書
家
で
あ
る
金
澤
翔

子
様
の
揮
毫
と
、
お
母
さ
ま
で
あ
る
金

澤
泰
子
様
の
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

　

揮
毫
さ
れ
た
「
飛
翔
」
の
文
字
に
高

田
派
の
発
展
へ
の
想
い
が
込
め
ら
れ
て

お
り
、
講
演
で
は
翔
子
様
と
の
か
か
わ

り
の
中
で
得
ら
れ
た
、
母
親
と
し
て
の

喜
び
を
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。

　

22
日
は
平
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
国

か
ら
団
体
参
拝
が
多
く
、
堂
内
外
に
人

が
溢
れ
て
お
り
ま
し
た
。
奉
讃
法
会
で

は
参
拝
者
も
共
に
正
信
念
佛
偈
を
唱
和

し
響
き
渡
り
ま
し
た
。

　

午
後
か
ら
は
観
世
流
の
能
公
演
が
あ

り
ま
し
た
。
御
影
堂
の
厳
か
な
雰
囲
気

の
中
、
第
一
部
「
高
砂
」、
第
二
部
「
羽

衣　

和
合
之
舞
」
の
演
目
が
行
わ
れ
、

終
わ
る
た
び
に
拍
手
が
鳴
り
や
み
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

23
日
は
高
田
派
の
鑑
学
で
あ
る
栗
原

奉
讃
法
会
結
果
報
告

金澤翔子様の揮毫「飛翔」

法主殿より御親教

宝物館竣工式
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さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

雲
一
つ
な
い
行
列
日
和
の
天
候
で
、

参
拝
や
撮
影
に
来
ら
れ
た
方
が
多
数
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

お
荘
厳
転
換
の
た
め
午
後
か
ら
の
行

事
は
な
く
、
普
段
は
閉
ま
る
こ
と
が
な

い
千
本
障
子
が
閉
め
ら
れ
、
普
段
と
は

違
っ
た
光
景
に
参
拝
さ
れ
た
方
は
驚
き

と
と
も
に
、
映
画
の
ロ
ケ
風
景
再
現
に

感
動
さ
れ
る
方
も
多
数
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。

25
日
か
ら
は
中
興
真
慧
上
人
５
０
０

年
忌
奉
讃
法
会
で
す
。

　

午
後
の
行
事
は
駒
田
早
代
様
に
よ
る

津
軽
三
味
線
演
奏
会
で
す
。
昨
年
の
お

待
ち
受
け
法
会
で
演
奏
し
て
い
た
だ
い

た
実
績
も
あ
り
、
津
軽
三
味
線
の
力
強

い
音
色
と
迫
力
に
、
た
く
さ
ん
の
お
参

り
と
立
ち
見
も
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

26
日
は
仏
像
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と

し
て
有
名
な
田
中
ひ
ろ
み
様
の
講
演
で

す
。

　
「
仏
像
の
楽
し
い
見
方
」
と
い
う
題

目
は
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
た
も
の
で
、
興

味
深
く
仏
像
に
対
す
る
新
し
い
認
識
を

得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

27
日
は
朝
か
ら
御
参
廟
が
あ
り
、
午

後
か
ら
は
大
阪
に
あ
り
ま
す
和
宗
総
本

山
、
四
天
王
寺
の
宗
務
総
長　

南
谷
恵

敬
師
の
講
演
で
す
。

　

聖
徳
太
子
信
仰
の
飛
鳥
時
代
か
ら
現

在
ま
で
の
流
れ
と
伝
統
に
つ
い
て
お
話

廣
海
師
に
よ
る
特
別
講
演
「『
な
も
あ

み
だ
ぶ
つ
を
聞
く
』
と
い
う
こ
と
」
が

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

御
影
堂
に
多
く
の
参
拝
者
が
ご
聴
聞

に
訪
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
高
田
本
山

のYoutube

に
動
画
の
ア
ー
カ
イ
ブ

が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
ど
う
ぞ
一
度
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

24
日
は
御
参
廟
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

例
年
で
あ
れ
ば
21
日
の
親
鸞
聖
人
の

降
誕
会
で
行
わ
れ
ま
す
が
、
特
別
に
奉

讃
法
会
期
間
中
の
24
日
に
行
わ
れ
ま
し

た
。
今
回
か
ら
法
嗣
殿
も
行
列
に
参
加

新宝物館「燈炬殿」もオープン

津軽三味線の演奏会

御参廟の行列
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が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
そ
の
後
は
高
田
学
苑
の
生
徒

に
よ
る
演
奏
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

筝
曲
部
、
音
楽
部
、
吹
奏
楽
部
が
放

送
部
の
司
会
に
よ
り
奏
で
ら
れ
ま
し

た
。

　

如
来
堂
に
お
き
ま
し
て
は
三
河
す
ー

ぱ
ー
絵
解
き
座
座
長
、
梛
野
明
仁
師
に

よ
る
『
聖
徳
太
子
絵
伝
』
の
、
琵
琶
を

弾
き
な
が
ら
の
絵
解
き
が
あ
り
ま
し

た
。

　

28
日
は
聖
徳
太
子
１
４
０
０
年
忌
奉

讃
法
会
で
す
。

　

午
前
中
か
ら
高
田
幼
稚
園
・
高
田
保

育
園
・
コ
ー
ラ
ス
海
に
よ
る
仏
教
讃
歌

の
集
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
は
如
来
堂
か
ら
太
子
堂
ま
で

行
列
、奉
讃
法
会
の
お
勤
め
と
お
説
教
。

午
後
か
ら
は
奈
良
に
あ
り
ま
す
法
隆
寺

の
管
長　

古
谷
正
覚
師
に
よ
る
講
演

「
聖
徳
太
子
の
こ
こ
ろ
」
と
白
子
ウ
イ

ン
ド
シ
ン
フ
ォ
ニ
カ
に
よ
る
演
奏
会
が

ご
ざ
い
ま
し
た
。
如
来
堂
に
お
い
て
は

長
野
郷
土
史
研
究
会
副
会
長
、
小
林
玲

子
様
よ
り
、高
田
派
に
伝
わ
り
ま
す「
一

光
三
尊
佛
絵
伝
」
の
絵
解
き
が
あ
り
ま

し
た
。 

 　

そ
の
他
は
21
日
か
ら
27
日
ま
で
の

間
、
夜
は
竹
灯
り
が
行
わ
れ
、
雅
楽
の

演
奏
や
ソ
ニ
ド
デ
ル
ビ
エ
ン
ト
に
よ
る

馬
頭
琴
な
ど
の
演
奏
が
行
わ
れ
、
い
つ

も
と
は
異
な
る
幻
想
的
な
雰
囲
気
の
高

田
本
山
を
体
感
い
た
だ
け
ま
し
た
。

　布
教
使
主
催
　布
教
大
会
を
終
え
て

　

昨
年
の
夏
ご
ろ
、
奉
讃
法
会
を
執
り

行
う
に
あ
た
っ
て
、
布
教
使
と
し
て
何

か
で
き
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、

有
志
の
方
々
数
名
で
集
ま
っ
た
の
が
、

こ
の
法
話
大
会
と
大
講
堂
説
教
で
あ
り

ま
し
た
。
当
初
の
想
定
を
遙
か
に
越
え

て
、
今
回
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た

説
教
師
は
二
十
七
名
に
も
及
び
、
無
事

最
終
日
を
終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
ひ
と
え
に
、
説
教
師
の
皆
さ
ま
並

び
に
、
ご
聴
聞
い
た
だ
き
ま
し
た
す
べ

て
の
方
々
の
お
か
げ
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
建
仁
辛
の
酉
の
暦

(

一
二
〇
一)

、
一
人
の
僧
侶
が
摂
取

不
捨
の
利
益
に
あ
ず
か
り
、
そ
の
感
動

を
皆
に
伝
え
ん
と
し
て
始
ま
っ
た
こ
と

で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
歩
み
は
、
有
縁

の
人
々
へ
の
伝
道
か
ら
始
ま
り
、
や
が

て
は
後
に
生
ま
れ
ん
も
の
へ
と
書
物
に

な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
八
〇
〇
年
、
そ
の
僧
侶
、

御
開
山
聖
人
が
人
生
を
か
け
て
残
さ
れ

た
感
動
は
、
真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

奉
讃
法
会
と
い
う
形
と
な
っ
て
今
こ
の

場
所
を
も
た
ら
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。

　

思
え
ば
お
釈
迦
様
を
は
じ
め
、
七
高

僧
や
聖
徳
太
子
、
真
慧
上
人
そ
し
て
数

千
、
数
万
の
諸
師
方
が
そ
の
人
生
を
と

し
て
伝
え
届
け
て
き
た
、
一
つ
な
ぎ
の

人
生
、
い
わ
ば
い
の
ち
の
物
語
で
あ
り

ま
し
た
。

　

今
後
も
こ
の
法
縁
の
喜
び
を
護
り
続

け
て
い
き
た
い
と
切
に
念
じ
上
げ
ま

す
。

　

合
掌

　
　
　
　
　
　
　
　

布
教
使
事
務
局

白子ウインドシンフォニカの演奏

高田高校演奏会
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6

　
一
、
如
来
の
二
つ
の
回
向

　

親
鸞
聖
人
は
、
主
著
で
あ
る
『
教

き
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

証し
ょ
う

文も
ん
る
い類

』
の
本
文
の
冒
頭
に
次
の
よ
う

に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
お
言
葉
に
は
、
お
念
仏
の
教
え

の
肝
心
要
、
真
髄
が
端
的
に
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
お
念
仏
と
は
、

つ
き
つ
め
れ
ば
、
往
相
・
還
相
と
い
う
、

阿
弥
陀
如
来
の
二
つ
の
回
向
に
つ
き
る

と
言
わ
れ
る
の
で
す
。『
教
行
証
文
類
』

は
、
お
念
仏
に
つ
い
て
、
数
多
く
の
経

論
か
ら
の
引
用
文
や
聖
人
ご
自
身
の
お

言
葉
が
述
べ
ら
れ
た
大
著
な
の
で
す
が
、

そ
の
す
べ
て
は
、
こ
の
二
つ
の
回
向
に
お

さ
ま
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ

し
て
そ
の
大
半
が
往
相
の
回
向
に
つ
い

て
の
記
述
に
費
や
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
「
回
向
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。
回
向
は「
回め

ぐ

ら
し
向
け
る
」

と
い
う
意
味
で
、
本
来
は
、
自
分
の
修

め
た
善ぜ

ん

行ぎ
ょ
うの

功く

徳ど
く

を
他
の
人
び
と
に
回

ら
し
向
け
て
、
他
の
人
び
と
に
も
功
徳

を
も
た
ら
し
、
と
も
に
悟
り
を
得
る
よ

う
に
期
す
る
こ
と
で
す
。
自
分
一
人
の

悟
り
で
は
な
く
、
他
の
す
べ
て
の
人
び

と
の
救
い
を
第
一
に
目
指
す
大
乗
仏
教

の
行

ぎ
ょ
う

者し
ゃ

の
、
も
っ
と
も
大
切
な
行
な
の

で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
聖
人
は
、「
回
向
」

は
す
べ
て
阿
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
で

あ
る
と
さ
れ
た
の
で
し
た
。
そ
れ
が
右

の
お
言
葉
で
す
。「
往
相
」
と
い
う
の
は
、

私
ど
も
が
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ

と
、「
還
相
」
と
い
う
の
は
、
浄
土
に
生

ま
れ
た
ら
、
再
び
こ
の
娑
婆
世
界
に
還
っ

て
き
て
、
人
び
と
を
救
う
は
た
ら
き
を
す

る
こ
と
で
す
。
こ
の
両
方
に
必
要
な
智
慧

や
徳
の
す
べ
て
が
、
阿
弥
陀
如
来
に
よ
っ

て
私
ど
も
に
回
ら
し
向
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
私
ど
も
の
往
相
・
還
相
に
必

要
な
す
べ
て
を
、
阿
弥
陀
如
来
に
よ
っ

て
こ
の
身
に
賜
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
本
稿
で
は
「
賜
る
」
と

い
う
言
葉
を
多
く
用
い
て
き
ま
し
た
が
、

「
賜
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
回
向
さ
れ
る
」

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

　

二
、
他
力
回
向
の
仏
教

　

こ
こ
で
聖
人
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
お
念
仏
は
「
他
力

の
仏
教
」
で
は
な
く
、「
他
力
回
向
の
仏

「『なもあみだぶつ』を聞く」ということ（12）

﹇
第

　回
・
最
終
回
﹈

「『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と

1212

つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
、
す
な
わ　
　

ち
浄
土
の
真
実
の
教
え
を
う
か
が
う

と
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
は
た
ら

き
と
し
て
の
二
種
の
回え

向こ
う

が
あ
り
ま

す
。
一
つ
に
は
往お

う
そ
う相

の
回
向
、
二
つ

に
は
還げ

ん
そ
う相

の
回
向
で
す
。
往
相
の
回

向
に
は
、
真
実
の
教き

ょ
うと

、
行ぎ

ょ
うと

、
信し

ん

と
、
証し

ょ
うと

が
あ
り
ま
す
。
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教
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
他
力
」

と
い
う
の
は
、「
仏
の
願
い
で
あ
る
本
願

の
力
」
の
こ
と
で
す
か
ら
、
本ほ

ん
が
ん
り
き

願
力
に

助
け
ら
れ
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う

他
力
の
教
え
は
、
法
然
上
人
を
は
じ
め

と
し
て
多
く
の
祖
師
方
が
説
い
て
お
ら

れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
祖
師
方
の
教
え
と

親
鸞
聖
人
の
教
え
の
違
い
は
、
聖
人
は
、

「
他
力
回
向
」
に
よ
る
救
済
を
明
ら
か
に

し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。
つ

ま
り
、
私
ど
も
の
仏
道
に
関
す
る
す
べ

て
が
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て

回
向
さ
れ
て
い
る
、
仏
道
に
関
す
る
す

べ
て
を
阿
弥
陀
如
来
か
ら
賜
っ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
賢さ

か

し
ら
に
私
ど
も
が
付

け
加
え
る
も
の
は
な
に
も
な
い
。
私
ど

も
が
回
向
し
、
本
願
力
に
助
け
ら
れ
て

往
生
す
る
の
で
は
な
く
、
本
願
力
が
私

ど
も
の
往
相
と
還
相
に
つ
い
て
全
面
的

に
責
任
を
も
っ
て
面
倒
を
見
、
そ
れ
を

果
た
し
遂
げ
て
く
だ
さ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
く
」
と

い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
、「
二
種

の
回
向
を
受
け
取
れ
」
と
の
喚
び
声
・

要
求
を
、
私
ど
も
が
よ
ろ
こ
ん
で
受
け

入
れ
、
そ
の
は
た
ら
き
に
す
べ
て
を
お

ま
か
せ
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

三
、
還
相
回
向

　

私
た
ち
は
、
と
も
す
る
と
「
往
相
」
の

方
に
多
く
の
関
心
を
向
け
、「
還
相
」
に

目
を
向
け
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
が

ち
で
す
。
し
か
し
、
お
浄
土
に
ま
い
り
、

安
楽
を
得
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
だ
け

に
目
を
向
け
て
、
人
び
と
を
利
益
し
、

救
う
は
た
ら
き
を
忘
れ
て
し
ま
う
な
ら
、

そ
れ
は
大
乗
の
仏
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

親
鸞
聖
人
が
「
鸞
」
の
字
を
い
た
だ
か

れ
る
ほ
ど
親
し
み
、
尊
崇
さ
れ
た
曇ど

ん
ら
ん鸞

大だ
い

師し

は
、
著
書
の
『
浄

じ
ょ
う

土ど

論ろ
ん

註ち
ゅ
う』

の
な

か
で
次
の
よ
う
に
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

浄
土
に
ま
い
ら
せ
て
い
た
だ
く
（
往　
　

相
）
の
も
、
浄
土
か
ら
再
び
こ
の
娑

婆
世
界
に
還
っ
て
く
る
（
還
相
）
の

も
、
と
も
に
人
び
と
の
苦
し
み
を
抜

い
て
、
生

し
ょ
う

死じ

の
海
を
渡
ら
せ
る
た
め

で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
還
相
は
も
ち
ろ
ん
、
浄
土

に
ま
い
ら
せ
て
い
た
だ
く
往
相
も
、
自

分
が
苦
し
み
の
な
い
安
楽
を
む
さ
ぼ
る

た
め
で
は
な
く
、
他
の
人
び
と
を
救
い

導
く
た
め
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の

安あ
ん
ら
く楽

浄じ
ょ
う

土ど

に
い
た
る
ひ
と

　

五ご

濁じ
ょ
く

悪あ
く

世せ

に
か
え
り
て
は

　

釈し
ゃ

迦か

む

に
牟
尼
仏ぶ

つ

の
ご
と
く
に
て

　

衆
し
ゅ
じ
ょ
う生

利り

益や
く

は
き
わ
も
な
し

で
す
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
利
他
を

旨
と
す
る
大
乗
仏
教
の
真
実
の
仏
道
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

聖
人
は
、『
浄

じ
ょ
う

土ど

和わ

讃さ
ん

』「
讃さ

ん

阿あ

み

だ
弥
陀

仏ぶ
つ

偈げ

和わ

讃さ
ん

」
の
第
十
八
首
に
、

と
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
の

往
相
回
向
の
お
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
苦

し
み
の
な
い
安
楽
な
浄
土
に
生
ま
れ
た

人
は
、
如
来
の
還
相
回
向
の
お
は
た
ら

き
に
よ
っ
て
再
び
こ
の
煩
悩
に
満
ち
た

娑
婆
世
界
に
還
り
、
浄
土
か
ら
還
相
し

て
仏
教
を
開
き
人
び
と
を
導
か
れ
た
釈

尊
の
よ
う
に
、
人
び
と
を
導
き
、
利
益

を
も
た
ら
す
こ
と
限
り
が
な
い
と
言
わ

れ
て
い
る
の
で
す
。

　
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』

を
聞
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
如

来
の
二
つ
の
回
向
に
よ
っ
て
、
大
乗
仏

教
の
完
全
最
高
の
仏
道
を
こ
の
身
に
賜

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
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源
と
す
る
太た

い
し
ど
う

子
堂
が
別べ

つ
ど
う堂

と
し
て
あ
る
寺

院
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　

伊
勢
地
方
の
真
宗
発
祥
の
地
と
も
い
わ

れ
る
鈴
鹿
市
三み

っ
か
い
ち

日
市
の
真
宗
高
田
派
太た

い

子し

寺じ

は
聖
徳
太
子
十
六
歳
ご
孝

き
ょ
う
よ
う
と
う
し
ん
そ
ん
ぞ
う

養
等
身
尊
像

を
御ご

本ほ
ん
ぞ
ん尊

と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
真
宗
寺
院
で
は
真
宗
高
田
派
に

限
ら
ず
、「
聖

し
ょ
う
と
く徳

寺じ

」「
上

じ
ょ
う
ぐ
う宮

寺じ

」「
勝

し
ょ
う
ま
ん曼

寺じ

」
な
ど
聖
徳
太
子
に
関
わ
る
寺
号
の
寺

院
も
各
地
に
み
ら
れ
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
約
二
十
年
間
の
東
国
布
教

に
お
い
て
も
各
地
の
太
子
堂
や
そ
の
他
小

堂
を
布ふ

教き
ょ
う
し
ょ

所
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

帰き

洛ら
く

の
際
に
は
三み

河か
わ
こ
く国

（
愛
知
県
）
矢や

作は
ぎ

桑く
わ

子ご

の
柳や

な
ぎ
ど
う堂（

太
子
堂
・
現
妙み

ょ
う
げ
ん源

寺じ

内
）

に
逗と

う
り
ゅ
う留

さ
れ
、
説せ

っ
ぽ
う法

ご
教き

ょ
う
け化

に
よ
っ
て
、

多
く
の
人
々
が
帰き

え依
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

こ
と
が
三
河
の
念
佛
の
源
流
と
な
っ
て
い

ま
す
。
三
河
地
方
の
真
宗
寺
院
の
古こ

刹さ
つ

に

は
四し

し
ゅ
え
で
ん

種
絵
伝
（
善ぜ

ん
こ
う光

寺じ

如に
ょ
ら
い来

絵え

伝で
ん

、
聖

し
ょ
う
と
く徳

太た
い

子し

え絵
伝で

ん

、
法ほ

う
ね
ん
し
ょ
う
に
ん
え
で
ん

然
上
人
絵
伝
、
親

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

鸞
聖
人

絵え

伝で
ん

）
が
伝
え
ら
れ
て
あ
り
、
初
期
真
宗

　

一
般
的
な
真
宗
寺
院
の
本
堂
の
誇
る
べ

き
特
徴
と
し
て
、
広
々
と
し
た
外げ

陣じ
ん

（
大だ

い

間ま

）
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
内な

い
じ
ん陣

の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、

そ
の
余よ

ま間
に
は
、
七
人
の
浄じ

ょ
う
ど
き
ょ
う

土
教
の
先せ

ん
だ
つ達

三さ
ん
ご
く
し
ち
こ
う
そ
う
え
い
ぞ
う

国
七
高
僧
影
像
が
描
か
れ
た
お
軸じ

く

と
と

も
に
、
聖
徳
太
子
が
並
ん
で
安
置
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
云
わ
れ
ま
す
。
絵か

い
 
が画

が
お
木も

く

像ぞ
う

で
あ
る
寺
院
も
あ
り
、
お
厨ず

し子
内
に
ご

安
置
さ
れ
て
い
た
り
、
境
内
に
寺
院
の
起

道
場
で
は
太
子
堂
に
て
四
種
絵
伝
を
定

期
的
に
奉ほ

う
か
い掛

し
て
、
寺じ

僧そ
う

が
老
若
男
女
に

目
で
見
て
耳
で
聞
く
斬ざ

ん
し
ん新

な
絵え

と解
き
説

法
に
節ふ

し

を
つ
け
、
泣
か
せ
笑
わ
せ
な
が

ら
語
り
聞
か
せ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
聖
徳
太
子
を
佛

ぶ
っ
き
ょ
う
こ
う
り
ゅ
う

教
興
隆

の
恩
人
と
し
て
敬う

や
まい

慕し
た

わ
れ
ま
し
た
。
親

鸞
聖
人
の
教
え
を
お
聴ち

ょ
う
も
ん聞

す
る
真
宗
寺

院
に
お
い
て
は
、
聖
徳
太
子
の
存
在
は

必ひ
っ
す須

で
あ
り
ま
す
。

　

真
宗
寺
院
の
広
い
外
陣
は
、
一
人
で

も
多
く
の
檀だ

ん
し
ん信

徒と

様
が
そ
の
場
に
座
り
、

内
陣
の
聖
徳
太
子
、七
高
僧
、歴
代
上
人
、

そ
し
て
親
鸞
聖
人
を
拝は

い

し
、
御ご

尊そ
ん
ぜ
ん前

に
向

か
っ
て
「
南な

も

あ

み

だ

無
阿
弥
陀
佛ぶ

つ

」
と
称

し
ょ
う
み
ょ
う

名
さ

せ
て
い
た
だ
く
専せ

ん
じ
ゅ
ね
ん
ぶ
つ

修
念
佛
の
御み

教お
し

え
を
、

凡ぼ
ん

夫ぷ

で
あ
る
私
に
と
っ
て
の
真
実
の
依よ

り
処ど

こ
ろと

し
て
、
生
涯
か
け
て
お
聴
聞
さ
せ

て
い
た
だ
く
た
め
の
念ね

ん
ぶ
つ
ど
う
じ
ょ
う

佛
道
場
で
あ
り

ま
す
。
は
か
り
知
れ
な
い
数
多
く
の
方
々

に
護ま

も

り
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
歴
史
と
伝

統
の
よ
ろ
こ
び
と
や
す
ら
ぎ
の
集し

ゅ
う
え
し
ょ

会
所

が
真
宗
寺
院
の
す
が
た
で
あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）

真
宗
寺
院
の
す
が
た

あ
る
檀
信
徒
様
宅
の
御
佛
壇
の
御
本
尊
左
脇
に
御
安
置

さ
れ
る
聖
徳
太
子
尊
像
。

高
田
派
檀
信
徒
様
宅
の
御
佛
壇
に
も
聖
徳
太
子
像
が
御

安
置
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ほ
ど
真
宗
に
お
い
て
尊
い
存
在
な
の
で
す
。
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宝
物
館
の
役
目

「
無
明
長
夜
の
燈
炬
な
り
」

①親鸞の念仏三昧論
武田　龍精著

定価2,750円（税込） 掬月　即勝著
定価2,640円（税込）

法照禅師の「念仏三昧これ真宗な
り」の著名なる一句について、親
鸞聖人による真宗の真実義が念仏
三昧であることを解明せんとした
必読の一冊。

浄土真宗で最も大切な「阿弥陀仏
の願い」（本願）と「他力の信心」（真
実の信心）を中心に、筆者自身の
信心とお念仏の体験を踏まえて述
べた実践的な解説書。ほとんどの
仏教用語に振り仮名を付け、初心
者の方でも読みやすい一冊。

②阿弥陀仏の願いと信心
ー大宇宙世界の時間と空間を超えてー

「宝物館の役目」

　

今
年
五
月
、
専
修
寺
で
は
開
山
親
鸞

聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
を
は
じ
め
と

す
る
奉
讃
法
会
が
執
り
行
わ
れ
、
そ
の

記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
お
同
行
の
皆

様
の
ご
支
援
に
よ
り
宝
物
館
が
完
成
、

五
月
二
十
日
竣
工
落
成
式
を
迎
え
ま
し

た
。

　

法
会
に
先
立
っ
て
、
国
立
京
都
博
物

館
と
三
重
県
総
合
博
物
館
で
親
鸞
聖
人

を
主
題
の
企
画
展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

が
、
い
ず
れ
の
博
物
館
で
も
親
鸞
聖
人

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！／

筆
の
『
西
方
指
南
抄
』
を
初
め
と
す
る

専
修
寺
所
蔵
の
法
宝
物
が
広
大
な
展
示

場
を
埋
め
尽
く
し
、
聖
人
の
教
え
を
伝

え
る
法
宝
物
の
う
ち
四
割
が
髙
田
派
の

所
有
で
あ
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
展
覧

会
で
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
法
宝
物
は
、
日
々
の
管
理

は
も
と
よ
り
江
戸
時
代
に
は
第
十
五
世

堯
朝
上
人
が
切
腹
さ
れ
る
な
ど
の
覚
悟

を
も
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
ら
法
宝
物
を
守
る
た
め
、
約

五
十
年
前
に
宝
物
館
が
作
ら
れ
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
新
宝
物
館

燈と
う

炬こ

殿で
ん

親
鸞
聖
人
左
向
御
影
（
宝
物
館
で
展
示
中
）
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真
宗
高
田
派
専
修
寺　

福
井
別
院
の

源
流
は
古
く
江
戸
時
代
の
中
頃
ま
で
遡

り
、
明
治
の
初
期
ま
で
福
井
市
の
仙
福

寺
（
現
：
福
井
市
足
羽
）
に
出
張
所
（
高

田
総
会
所
）
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。

　

正
保
２
年
（
１
６
４
５
年
）
斎
藤
忠

〜
幾
多
の
苦
難
を
乗
り
越
え
て
〜

福
井
別
院

知
の
次
男
の
春
智
が
出
家
し
て
玄
忠
と

名
乗
り
、
本
山
専
修
寺
の
近
く
に
恵
光

院
を
建
立
し
ま
し
た
が
、
二
世
法
輪
坊

春
山
の
時
、
専
修
寺
第
十
六
世
堯
圓
大

僧
正
の
長
男
、
梅
溪
院
堯
光
大
童
子
の

位
牌
地
と
定
め
ら
れ
梅
溪
寺
と
改
称
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、恵
照
、顕
了
、恵
覚
、

浄
覚
、
清
徹
、
孝
成
が
継
承
し
ま
し
た

が
、
明
治
37
年
（
１
９
０
４
年
）
福
井

県
の
許
可
を
得
て
、
一
身
田
よ
り
福
井

市
宝
永
上
町
に
梅
溪
寺
は
移
転
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
よ
り
先
、明
治
５
年（
１
８
７
２

年
）
本
山
専
修
寺
は
福
井
市
館
町
に
寺

務
出
張
所
（
こ
れ
は
江
戸
時
代
開
設
の

高
田
総
会
所
を
改
名
し
た
も
の
で
す
）

を
設
立
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
14

年
（
１
８
８
１
年
）
に
福
井
市
毛
矢
町

に
移
り
ま
し
た
が
、
足
羽
川
改
修
工
事

の
た
め
再
び
移
転
す
る
こ
と
と
な
り
明

治
38
年
（
１
９
０
５
年
）
福
井
市
宝
永

上
町
に
あ
る
梅
溪
寺
に
統
合
し
た
後
、

「宝物館の役目」・「幾多の苦難を乗り越えて」真宗高田派専修寺福井別院

が
、
残
念
な
が
ら
老
朽
化
し
て
お
り
ま

し
た
。

　

新
た
に
完
成
の
宝
物
館
は
、「
無
明

長
夜(
む
み
ょ
う
じ
ょ
う
や)

の
燈
炬

な
り
」と
い
う『
正
像
末
法
和
讃(

し
ょ

う
ぞ
う
ま
っ
ぽ
う
わ
さ
ん)

』
三
十
五

首
目
の
一
節
に
ち
な
ん
で「
燈
炬
殿（
と

う
こ
で
ん
）」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

宝
物
館
が
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
ふ
れ
、

私
た
ち
の
心
の
闇
を
「
智
慧
の
と
も
し

び
」
で
破
ろ
う
と
す
る
阿
弥
陀
如
来
の

光
明
に
照
ら
さ
れ
る
場
で
あ
り
た
い
と

の
、
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

法主殿

法嗣殿

総長

館長

学芸 事務

協議員会 運営委員会

宝物館

基本方針等
　　の諮問

展示企画・運営等
に関わる助言

宗務院内での位置づけ
宝物館内組織

総務 総務

  

宝
物
館
に
は
、
収
蔵
庫
、
展
示
室
、 

VR

シ
ア
タ
ー
が
お
か
れ
て
い
ま
す
。

と
り
わ
け
法
宝
物
を
安
全
か
つ
安
定
し

た
環
境
で
保
存
し
展
示
で
き
る
よ
う

に
、
収
蔵
庫
、
展
示
室
は
高
水
準
な
仕

様
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
宝
物
館

を
い
つ
で
も
国
宝
や
重
要
文
化
財
を
展

示
で
き
る
、
公
開
承
認
施
設
と
し
て
の

文
化
庁
の
許
可
を
目
標
と
し
て
、
設
備

面
で
の
条
件
を
満
た
し
た
も
の
で
す
。

　

公
開
承
認
施
設
に
な
る
た
め
に
は
、

施
設
面
だ
け
で
な
く
、
館
長
、
常
勤
の

学
芸
員
２
名
を
置
く
こ
と
、
ま
た
５
年

間
に
３
回
以
上
の
企
画
展
の
開
催
な
ど

の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
も
と

に
組
織
づ
く
り
や
、
人
員
配
置
、
規
定

の
策
定
等
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

立
派
な
器
を
優
れ
た
教
え
の
光
で
満

た
す
た
め
に
も
、
今
後
と
も
お
同
行
の

皆
様
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、
ご
来
館
な

ら
び
に
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援
を
賜
り
ま
す

よ
う
、心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
宝
物
館
館
長　

大
野
照
文



 11「幾多の苦難を乗り越えて」真宗高田派専修寺福井別院

福
井
別
院
と
改
称
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
来
、
長
ら
く
多
く
の
人
々
に

親
し
ま
れ
て
き
た
福
井
別
院
で
す
が
、

最
大
の
苦
難
が
訪
れ
ま
す
。
第
二
次
世

界
大
戦
中
の
昭
和
20
年（
１
９
４
５
年
）

７
月
19
日
の
福
井
空
襲
に
よ
っ
て
福
井

市
は
焦
土
と
化
し
、
福
井
別
院
も
全
て

が
焼
失
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
仮
の
本

堂
が
建
立
さ
れ
た
の
で
す
が
、
昭
和
23

年
（
１
９
４
８
年
）
福
井
地
震
に
よ
り

再
び
倒
壊
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

震
災
後
、福
井
県
真
宗
高
田
派
寺
院
、

高
田
派
檀
信
徒
の
支
援
を
戴
き
福
井
市

宝
永
町
の
新
た
な
地
（
福
井
市
神
明
神

社
の
隣
）
に
移
転
新
築
さ
れ
、
二
度
も

未
曾
有
の
大
災
害
を
う
け
た
福
井
別
院

は
よ
う
や
く
立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
復
興
し
た
福
井
別
院
の
環

境
も
時
代
と
と
も
に
変
遷
し
て
い
き
ま

す
。
昭
和
50
年
頃
か
ら
自
家
用
車
の
普

及
に
伴
い
駐
車
場
が
不
足
し
は
じ
め
、

ま
た
、
建
物
の
老
朽
化
が
目
立
ち
は
じ

め
新
築
再
建
の
要
望
が
日
増
し
に
高

ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
移
転
先
も
見
つ
か
り
、
再

び
福
井
県
真
宗
高
田
派
寺
院
、
高
田
派

檀
信
徒
の
絶
大
な
る
支
援
を
戴
き
、
こ

こ
に
再
建
の
声
が
上
が
っ
て
以
来
、
十

余
年
に
し
て
、
福
井
市
花
堂
南
の
地
に

待
望
の
伽
藍
が
完
成
し
、
昭
和
63
年
５

月
29
日
、
法
主
猊
下
御
親
修
の
下
、
落

慶
法
会
が
盛
大
に
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
福
井
別
院
は
福
井
県
高
田
派

寺
院
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
支
え
ら
れ
、

ま
た
、
花
堂
の
地
域
に
根
ざ
し
た
寺
院

と
し
て
活
動
し
て
お
り
ま
す
。

　

近
年
は
、
多
く
の
方
々
に
福
井
別
院

の
こ
と
を
知
っ
て
頂
く
た
め
に
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
充
実
さ
せ
て
お
り
、
ま
た
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
檀
信
徒

の
皆
様
の
多
く
の
声
の
収
集
、
各
寺
院

へ
の
情
報
発
信
な
ど
も
行
っ
て
い
ま

す
。

　

伝
統
を
守
り
つ
つ
、
ま
た
、
新
し
い

こ
と
も
取
り
入
れ
、
各
寺
院
、
檀
信
徒

の
皆
様
、
そ
し
て
、
地
域
の
方
々
に
寄

り
添
っ
た
活
動
を
し
て
い
き
、
歴
史
あ

る
福
井
別
院
を
次
の
世
代
へ
つ
な
げ
て

い
く
た
め
努
力
す
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

真
宗
高
田
派
専
修
寺
　
福
井
別
院

　
　
　
　
　
　
　

輪
番
　
松
木
光
仁

［
参
考
資
料
］

「
髙
田
の
寺
々
」
真
宗
高
田
派
宗
務
院

「
神
殿
大
観
」　
安
藤
希
章

昭和 10 年４月 29 日　一光三尊佛御開扉平成 12 年３月１８日 一光三尊佛御開扉

檀信徒で溢れる福井別院本堂 法主殿をお迎えしての落慶法会
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寺
院
名

行事報告とお知らせ

　
行
　
事
　
案
　
内

●
第
九
十
七
回
仏
教
文
化
講
座
＝
八
月
一
日
～
五
日

●
歓
喜
会
＝
八
月
十
四
日
～
十
六
日

●
仏
教
保
育
本
山
合
同
参
拝
＝
九
月
二
十
二
日

●
第
二
十
九
回
法
話
発
表
会
＝
九
月
七
日

●
讃
佛
会
＝
九
月
二
十
日
～
二
十
六
日

●
第
四
十
二
回
坊
守
・
婦
人
会
合
同
研
修
会
＝
未
定

●
第
四
十
七
回
住
職
補
任
研
修
会
＝
十
月
八
日
～
九
日

●
第
二
十
八
回
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

●
資
堂
講
法
会
＝
十
一
月
八
日
～
十
日

●
中
興
上
人
御
正
当
＝
十
二
月
八
日
～
十
日

●
小
学
生
教
化
合
宿
＝
未
定

日程 講　　　師 講　　　題

８月１日（火）

８月２日（水）

８月３日（木）

８月４日（金）

８月５日（土）

法　主　殿 御　親　講

東北大学大学院
文学研究科教授 佐藤 弘夫先生

龍谷大学文学部
真宗学科教授 鍋島 直樹先生
早稲田大学
非常勤講師 栁澤 正志先生
仏教教育研究センター研究員
龍谷大学非常勤講師 栗原 直子先生

墓のゆくえ
ー変動する日本人の死生観ー

親鸞聖人の死生観
～人生の終末・心の救い～

親鸞聖人と天台浄土教

真慧上人から江戸時代へ
～学山高田の歴史をたどる～

第 97回仏教文化講座
8月1日（火）～５日（土）
高田会館ホール（高田本山）

午前９時～正午迄（但し、初日は９時 30分より開講式）と　き：

ところ：

　
奉
讃
法
会
の
前
日
、
20
日
に
は
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
七
条
袈
裟
を
ご
着
用
さ
れ
奉
告
法
会
に
臨
ま
れ
た
新

門
様
の
お
姿
に
、
た
く
さ
ん
の
参
詣
者
は
清
々
し
い
喜
び
に
包
ま

れ
、
お
念
仏
の
声
が
湧
き
上
が
り
ま
し
た
。

　

ま
た
同
日
、
奉
讃
法
会
の
記
念
と
し
て
護
持
会

の
寄
贈
に
よ
る
、
三
葉
松
の
記
念
植
樹
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
か
つ
て
こ
こ
に
は
樹
齢
１
０
０
年
を
超

え
る
三
葉
松
が
あ
り
ま
し
た
。
五
月
晴
れ
の
も
と
、

更
な
る
発
展
へ
の
期
待
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に

若
葉
が
輝
い
て
い
ま
し
た
。

新
門
様
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

護
持
会
に
よ
る
記
念
の
植
樹
も




