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令和５年秋号

135

　

記
録
的
な
暑
さ
と
い
わ
れ
た
今
年
の
夏
も
、

蝉せ
み

が
い
の
ち
の
限
り
声
を
か
ら
し
て
鳴
い
て

い
ま
し
た
。

　

蝉
と
い
え
ば
夏
の
風
物
詩
で
す
が
、
浄
土

七
高
僧
の
お
一
人
、
曇ど

ん
ら
ん鸞

大
師
は
「
蝉
は
夏

を
知
ら
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
夏

し
か
生
き
ら
れ
な
い
蝉
は
春
や
秋
を
知
ら
な

い
の
で
、
自
分
が
夏
と
い
う
季
節
に
生
き
て

い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
私
は
今
ど
う
い
う
世
界
に

生
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
毎
日
い
の
ち

の
限
り
声
を
か
ら
し
て
、
何
を
叫
ん
で
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　

仏
様
は
「
あ
な
た
の
生
き
て
い
る
世
界
は

四
苦
八
苦
の
絶
え
な
い
娑し

ゃ

婆ば

（
堪か

ん
に
ん忍

土ど

）
で

あ
る
」
と
お
説
き
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
自

分
自
身
を
俯ふ

瞰か
ん

す
る
眼

ま
な
こ

を
い
た
だ
く
こ
と
は
、

仏
法
を
聞
く
大
き
な
ご
利り

益や
く

の
ひ
と
つ
で
す
。

今年もお浄土に咲くといわれる蓮が
境内を彩りました
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高
速
道
路
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
売
店

の
一
番
目
に
つ
き
や
す
い
所
に
、
香
典
袋

が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
突
然
の
訃ふ

報ほ
う

を

聞
い
て
あ
わ
て
て
車
に
乗
り
込
ん
だ
人

の
た
め
に
、
そ
の
用
意
を
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。
無
常
が
い
か
に
不
意
に
や
っ

て
来
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分

か
り
ま
す
。

　

観
光
寺
院
の
本
堂
の
前
に
、
よ
く
沢

山
の
ロ
ー
ソ
ク
が
並
ん
で
燃
え
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
火
を
つ
け
た
ば
か

り
の
長
い
の
も
あ
れ
ば
、
余
命
わ
ず
か

な
短
い
の
も
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

サ
ッ
と
風
が
吹
け
ば
長
短
に
関
係
な
く
、

ほ
と
ん
ど
の
火
は
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

長
い
ロ
ー
ソ
ク
が
長
生
き
す
る
と
は
限

り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
順
不
同
で
す
。

　

思
え
ば
私
ど
も
は
、
風
前
の
ロ
ー
ソ

ク
の
よ
う
な
命
を
生
き
て
い
る
の
で
す
。

　

ロ
ー
マ
の
墓
地
に
「
次
は
お
前
の
番

だ
」
と
書
か
れ
た
お
墓
が
あ
る
そ
う
で

す
が
、
た
だ
漫
然
と
い
つ
ま
で
も
生
き

て
い
る
つ
も
り
の
私
ど
も
へ
の
、
厳
し
い

警
告
の
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
で
あ
り
ま
す
。

私
の
命
は
「
明
日
あ
り
と
」
ど
こ
ろ
か

「
今
日
あ
り
と
思
う
心
の
仇

あ
だ
ざ
く
ら桜

」
で
あ
り
、

い
つ
笛
を
吹
か
れ
る
か
分
か
ら
な
い
ロ

ス
タ
イ
ム
の
中
を
生
き
て
い
る
の
で
す
。

　

今
日
と
い
う
日
は
、
昨
日
亡
く
な
っ

た
人
が
、
生
き
た
く
て
も
生
き
る
こ
と

の
出
来
な
か
っ
た
日
で
あ
り
ま
す
。
故

人
様
は
今
夜
こ
の
お
通
夜
の
席
で
、
ど

れ
ほ
ど
皆
様
方
と
手
を
取
り
合
っ
て
語

り
合
い
た
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。　
　
　

　

そ
の
お
心
を
思
い
つ
つ
、
私
も
ま
た

故
人
様
を
し
の
び
な
が
ら
、
限
り
あ
る

命
を
生
き
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。

　
　
　
　

三
重
県
第
八
組　

三
縁
寺

　
　
　
　
　
　
　

前
住
職　

愛 

洲 

祐 

昭

リレー法話　無常こそが日常ーお通夜での法話よりー

リ
レ
ー
法
話

リ
レ
ー
法
話

無
常
こ
そ
が
日
常

　ー
お
通
夜
で
の
法
話
よ
り
ー

報恩講にお参りされる人 （々昭和 32・33 年頃）



 3 神社に参拝はダメですか？

　

皆
さ
ん
は
「
真し

ん
し
ゅ
う宗

は
神じ

ん
じ
ゃ社

に
参ま

い

っ
て

は
ダ
メ
」
や
「
真
宗
の
家
に
神か

み
だ
な棚

が
あ

る
と
ダ
メ
」
と
耳
に
し
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？

　

こ
れ
を
聞
き
戸と

　
ま
ど惑

っ
た
方
も
少
な
か

ら
ず
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
果は

た
し
て

真
宗
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め

て
い
く
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

結け
つ
ろ
ん論

か
ら
述の

べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
と
、
神
社
に
参さ

ん
ぱ
い拝

す
る
こ
と
は
全
く
問

題
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
神
棚
が
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
阿あ

み

だ

弥
陀
様
の
お
救
い
か

ら
除の

ぞ

か
れ
る
な
ん
て
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
誤ご

解か
い

を
恐お

そ

れ
ず
言
う
な

ら
ば
「
必
要
な
い
」
も
の
で
は
あ
り
ま
す
。

決
し
て
、
神
社
や
神
棚
が
必
要
な
い
と

い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の

神
社
が
自
分
（
人
々
）
の
願ね

が

い
を
神
に

祈い
の

る
場
と
認に

ん
し
き識

さ
れ
る
一
方
で
、
寺じ

 
い
ん院

（
特
に
真
宗
）
は
佛

ほ
と
け

の
願
い
を
聞
く
場
で

あ
る
と
い
う
根こ

ん
ぽ
ん
て
き

本
的
な
違
い
が
あ
り
ま

す
。
阿
弥
陀
様
の
願
い
が
ギ
ュ
ッ
と
詰

ま
っ
た
お
念ね

ん
ぶ
つ佛

を
い
た
だ
い
た
な
ら
、
う

わ
つ
い
た
自
分
の
願
い
な
ん
て
も
の
は
、

そ
も
そ
も
「
必
要
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
、

気
付
か
さ
れ
る
の
が
お
念
佛
の
教
え
な

の
で
す
。

　

で
は
、
こ
の
こ
と
を
親し

ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

鸞
聖
人
は
ど

の
よ
う
に
申も

う

さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

『
浄じ

ょ
う
ど土

和 
わ
 
さ
ん

讃
』
の
「
現げ

ん

世ぜ

利り

益や
く

和わ

讃さ
ん

」

十
一
首
目
に
、

　
　

天て
ん
じ
ん神

地じ

祇ぎ

ハ
コ
ト
ゴ
ト
ク

　
　
　

善ぜ
ん
き鬼

神じ
ん

ト
ナ
ヅ
ケ
タ
リ

　
　
　

コ
レ
ラ
ノ
善ぜ

ん
じ
ん神

ミ
ナ
ト
モ
ニ

　
　
　

念ね
ん
ぶ
つ佛

ノ
ヒ
ト
ヲ
マ
モ
ル
ナ
リ

と
、
お
念
佛
を
い
た
だ
い
た
こ
の
身
を
、

神
々
も
ほ
め
た
た
え
て
お
護ま

も

り
く
だ
さ

る
と
ま
で
申
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
佛

様
だ
け
で
な
く
、
神
々
が
私
を
お
念
佛

の
道
へ
と
導

み
ち
び

い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と

は
、
も
っ
た
い
な
く
も
有あ

り
が
た難

い
こ
と
で

す
。
そ
ん
な
神
々
を
粗そ

 
ま
つ末

に
あ
つ
か
う

こ
と
な
ど
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
ね
。

　

よ
く
縁え

ん
ぎ起

が
良
い
・
悪
い
な
ど
と
言

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
私
の
都つ

 
ご
う合

の
善

し
悪
し
で
あ
り
、
自じ

こ己
中ち

ゅ
う
し
ん
て
き

心
的
な
線せ

ん
び引

「
神
社
に
参
拝
は
ダ
メ
で
す
か
？
」

〜
コ
レ
ラ
ノ
善
神
ミ
ナ
ト
モ
ニ

　
　
　
　
　念
佛
ノ
ヒ
ト
ヲ
マ
モ
ル
ナ
リ
〜

浄
土
真
宗
な
ん
で
も
Ｑ
＆
Ａ

浄
土
真
宗
の
仏
事
や
習
わ
し

浄
土
真
宗
の
仏
事
や
習
わ
し

き
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
自
分
の
好こ

う
つ
ご
う

都
合

が
誰
か
の
不ふ

 
つ
ご
う

都
合
で
も
構か

ま

わ
な
い
と
い

う
心
か
ら
、
敵て

き

と
味み

 
か
た方

を
作
り
出
し
、

排は
い
た
て
き

他
的
な
生
き
方
し
か
で
き
な
い
の
が

私
な
の
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
問
題
は
、
お

参
り
す
る
場
所
で
は
な
く
、
参
る
私
自

身
に
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
ん

な
私
の
姿

す
が
た

を
知
ら
し
め
て
い
た
だ
く
の

も
、
お
念
佛
し
か
な
い
の
で
す
。

　

そ
ん
な
私
が
神
社
へ
と
参
ら
せ
て
い

た
だ
い
た
な
ら
「
お
念
佛
と
の
ご
縁え

ん

を

お
護
り
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
南な

も

あ

み

だ

無
阿
弥
陀
佛ぶ

つ

」
と
、
感か

ん
し
ゃ謝

の
意い

を
込こ

め

め
て
お
念
佛
さ
せ
て
い
た
だ

く
の
で
す
。
神
社
で
も
お
念
佛
な
ん
て

お
か
し
い
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
う
言
わ
れ
ま
し
て
も
、
ど
う
に
も

こ
う
に
も
、
私
ど
も
に
は
お
念
佛
た
だ

一
つ
な
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
無
阿
弥
陀
佛

　
　
　
　
　
　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）



宝物館　公開承認施設をめざして

公
開
承
認
施
設
を
め
ざ
し
て

「
燈
炬
殿
だ
よ
り
」

4

　

親
鸞
聖
人
と
お
弟
子
の
方
々
の
、
お
念

仏
を
ひ
ろ
め
た
い
と
い
う
懇
念
が
ま
さ
に

結
実
し
た
真
宗
高
田
派
の
本
山
専
修
寺

は
、
真
宗
の
教
え
に
触
れ
る
上
で
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
法ほ

う
ほ
う
も
つ

宝
物
の
う
ち
、
全
体

の
約
４
割
近
く
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
法ほ

う

脈み
ゃ
くの

高
田
派
の
面め

ん
も
く
や
く
じ
ょ

目
躍
如
た
る
所
以
で
あ

り
ま
す
。専
修
寺
の
宝
物
館「
燈と

う

炬こ

殿で
ん

」は
、

こ
れ
ら
法
宝
物
を
大
切
に
収
蔵
し
、
未
来

へ
つ
な
ぐ
た
め
の
も
の
で
す
。

　

旧
宝
物
館
は
、
親
鸞
聖
人
の
宗
祖

７
０
０
回
遠お

ん

忌き

法ほ
う
よ
う要

を
記
念
し
て
昭
和
37

に
作
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
建
設
後
60

年
を
経
て
、老
朽
化
が
懸
念
さ
れ
た
た
め
、

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
の
奉
讃

法
会
の
記
念
事
業
と
し
て
新
宝
物
館
の
建

設
が
企
画
さ
れ
、
今
年
令
和
５
年
５
月
20

日
に
竣
工
落
成
式
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
各
御
寺
院
、
檀
信
徒
を
は
じ
め
数
万

人
の
皆
さ
ん
か
ら
の
御
懇
志
の
た
ま
も
の

と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
館
長
の
わ
た
く
し
が
最
初
に
宝

物
館
に
関
わ
っ
た
の
は
、
旧
宝
物
館
の
取

り
壊
し
に
際
し
て
、
当
時
館
長
を
務
め
て

お
り
ま
し
た
三
重
県
総
合
博
物
館
に
法
宝

物
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
で

す
。
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
搬
出
の

日
、
法ほ

っ
し
ゅ
で
ん

主
殿
が
ず
っ
と
つ
き
っ
き
り
で
、

梱
包
、
積
み
込
み
、
搬
出
を
見
守
っ
て
お

ら
れ
た
こ
と
で
す
（
挿
図
１
）。
ま
た
、

総
合
博
物
館
で
は
、
お
預
か
り
し
た
資
料

の
点
検
と
、
写
真
撮
影
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
こ
で
も
法
主
殿
が
ほ
ぼ
毎
回
立

ち
会
わ
れ
て
、
資
料
を
見
守
っ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
調
査
に
は
、
総
合
博
物

館
の
専
門
家
と
専
修
寺
の
ス
タ
ッ
フ
が
当

た
っ
て
い
ま
す
が
、
旧
宝
物
館
で
は
、
調

べ
る
空
間
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
新
た
に
目
に
す
る
資
料
も
あ
る
よ
う

で
、
調
査
は
毎
回
慎
重
な
中
に
も
、
熱
気

と
興
奮
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
（
挿
図
２
）。

　

新
宝
物
館
に
は
、
最
新
の
空
調
設
備
を

備
え
た
収
蔵
庫
と
、
撮
影
等
が
可
能
な
前

室
が
つ
く
ら
れ
、法
宝
物
を
大
切
に
守
り
、

い
つ
で
も
調
査
や
点
検
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

宝
物
館
は
、
公
開
承
認
施
設
の
認
定
を

目
指
し
て
い
ま
す
が
、認
定
を
受
け
る
と
、

企
画
展
な
ど
で
、
専
修
寺
が
所
蔵
す
る
国

宝
・
重
要
文
化
財
を
極
端
な
制
約
を
受
け

る
こ
と
な
く
展
示
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
事
実
、
専
修
寺
に
は
法
宝
物
を
は
じ

め
豊
富
な
資
料
が
あ
り
、
企
画
展
の
材
料

に
は
事
欠
き
ま
せ
ん
。
す
で
に
、
５
月
21

日
か
ら
７
月
９
日
ま
で
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
記

念
の
「
知
ら
れ
ざ
る
専
修
寺
の
至
宝
」
展

を
開
催
し
、
皆
様
か
ら
好
評
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

ま
た
現
在
、
７
月
25
日
か
ら
10
月
１
日

ま
で
特
別
展
観
「
見け

ん
し
ん真

大だ
い

師し

と
聖
徳
太
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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　公開承認施設をめざして宝物館

子
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
展
示

で
は
、
親
鸞
聖
人
が
師
と
仰
が
れ
た
聖
徳

太
子
に
焦
点
を
当
て
る
と
と
も
に
、
親
鸞

聖
人
の
徳
を
讃
え
て
「
見
真
大
師
」
と
い

う
称
号
を
あ
た
え
ら
れ
た
明
治
天
皇
ゆ
か

り
の
品
々
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

一
つ
は
、
御
影
堂
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
大

き
な
「
見
真
」
の
扁へ

ん
が
く額

の
も
と
と
な
っ
た

明
治
天
皇
に
よ
る
勅

ち
ょ
く
が
く額

原
本
で
す
（
挿
図

３
）。
ま
た
、
明
治
天
皇
・
皇
后
が
お
座

り
に
な
ら
れ
た
椅
子
（
挿
図
４
）
や
な
ど

両
陛
下
を
は
じ
め
歴
代
天
皇
と
の
つ
な
が

り
を
示
す
茶
器
（
挿
図
５
）
な
ど
、
文
化

の
香
り
高
い
品
々
も
展
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
実
績
を
積
み
な
が
ら
、
数
年

後
に
は
公
開
承
認
施
設
に
な
る
こ
と
を
目

指
し
つ
つ
、
多
く
の
皆
様
方
に
高
田
派
に

伝
わ
る
法
宝
物
を
は
じ
め
、
高
田
本
山
の

巨
大
な
伽
藍
の
息
吹
を
ま
す
ま
す
体
験
し

て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、
ご
参
拝
を
こ
こ

ろ
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
合
掌

搬出を見守っておられる法主殿（1）

明治天皇・皇后がお座りになられた椅子（4） 明治天皇による勅額原本（3）繋がりを示す茶器（5）

調査は熱気と興奮（2）

①宗教哲学と真宗民俗学
和田　俊昭著

定価11,550円（税込）
新田　光子著

定価660円（税込）
ヨーロッパ思想をあつかった初期の
論文から、浄土真宗における開山（宗
祖親鸞・中祖蓮如）信仰についての
論文、儀礼と真宗文化論・民俗論を
中心にした晩年の論文など全十九本
を収録。著者の研究を凝縮した力作
ぞろいの遺稿集。

広島戦災児育成所の運営と参議院
議員としての政治活動、また童心
寺住職として、本願寺派布教師と
しての山下義信師の活動を、戦後
七〇年にわたる童心寺の略史とし
てまとめる。

②山下義信と童心寺
―真宗信仰の諸相―

最新刊 最新刊

前号において『親鸞の念仏三昧論①』の定価表記に誤りがございました。正しくは「定価 2,750 円（税込）」です。謹ん
で訂正いたします。
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専
修
寺
関
東
別
院
は
、
江
戸
時
代
中

期
に
下し

た

谷や

練ね
り
べ
い
ち
ょ
う

塀
町
（
現
秋
葉
原
駅
高
架

下
付
近
）
に
創
建
さ
れ
ま
し
た
。　
　
　

　
「
門も

ん
ぜ
き跡

寺じ

」
と
尊そ

ん
し
ょ
う称

さ
れ
、
格
式
の

高
い
寺
院
と
し
て
江
戸
町
内
に
知
ら

れ
、
常
に
お
堂
に
は
人
々
が
満
ち
あ
ふ

れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
報ほ

う
お
ん
こ
う

恩
講
」
や
「
一い

っ
こ
う
さ
ん
ぞ
ん
ぶ
つ

光
三
尊
仏
御ご

開か
い

帳ち
ょ
う」

時
に
は
参
詣
者
が
列
を
な
し
、「
練

塀
さ
ん
」
の
名
で
知
ら
れ
落
語
の
演
目

「
宗し

ゅ
う
ろ
ん論

」
に
当
別
院
が
登
場
す
る
な
ど

知
ら
ぬ
者
は
い
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
ま

し
た
。

　

関
東
大
震
災
、
戦
災
の
影
響
で
壊
滅

的
な
打
撃
を
受
け
、
本
所
の
仮
寺
院
を

経
て
現
在
の
大
田
区
六
郷
の
地
に
移
り

１
９
７
３
年
に
本
堂
の
建
立
な
ら
び

庫く

り裡
の
改
築
事
業
、
落ら

っ
け
い慶

、
２
０
０
３

年
に
は
聞も

ん
こ
う
で
ん

光
殿
（
法ほ

う
よ
う
し
ょ

要
所
）
客

き
ゃ
く
で
ん殿

を
落

慶
し
現
在
の
姿
と
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
以
降
は
後
継
者
が
い
な
い
な
ど

お
墓
に
不
安
を
抱
え
る
方
々
へ
向
け

て
、永
代
供
養
墓
の
新
設
に
力
を
い
れ
、

現
在
ま
で
に
納
骨
壇
を
含
め
10
種
類
の

永
代
墓
建
立
に
い
た
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
関
東
別
院
は
高
田
派
一
般
寺

院
が
無
い
千
葉
県
に
千
葉
分
院
を
、
教

育
都
市
で
あ
り
居
住
者
人
口
が
増
加
傾

向
の
茨
城
県
つ
く
ば
市
に
つ
く
ば
分
院

と
二
つ
の
分
院
を
創
設
し
東
京
だ
け
で

〜
門
跡
寺
の
練
塀
さ
ん
〜

関
東
別
院

は
な
く
関
東
全
体
の
高
田
派
布
教
の
窓

口
と
な
れ
る
よ
う
尽
力
し
て
お
り
ま

す
。

　

関
東
別
院
で
は
こ
れ
ま
で
修し

ゅ
し
ょ
う正　

　
　
　
　

会え

を
は
じ
め
讃さ

ん
ぶ
つ佛

会え

（
春
、
秋
）、
花

ま
つ
り
、
永え

い
た
い代

資し

堂ど
う

講こ
う
ほ
う法

会え

、
歓か

ん

喜ぎ

え会
、
報
恩
講
と
毎
回
お
同
行
の
皆
様

で
満ま

ん
ど
う堂

の
中
、
厳
粛
に
法
会
を
勤
め
て

ま
い
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
２
０
２
０
年
か
ら
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
防
止
に
よ
る
行
動
制

限
が
始
ま
り
、
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
境
内

か
ら
人
影
が
減
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
状
況
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

規
制
期
間
中
は
職
員
全
員
一
丸
と
な
り

僧
侶
の
み
で
す
が
法
会
は
欠
か
す
こ
と

な
く
勤
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
の
際
も
お
同
行
の
皆
様
の
お
気
持

ち
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
多
く
の
ご
支

援
を
い
た
だ
き
あ
ら
た
め
て
「
ご
縁
」

に
よ
っ
て
私
た
ち
は
支
え
ら
れ
て
い
る

の
だ
と
痛
切
に
思
い
知
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
新
型
コ
ロ
ナ
規
制
の
動
向

と
向
き
合
い
つ
つ
、
２
０
２
２
年
以
降

は
状
況
が
改
善
す
る
ご
と
に
１
か
所
に

留
ま
ら
な
い
回
廊
式
焼
香
を
取
り
入
れ

て
み
る
な
ど
何
度
も
協
議
、
入
念
な
リ

ハ
ー
サ
ル
を
重
ね
安
心
安
全
な
新
し
い

形
式
の
法
会
に
も
挑
戦
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
２
０
２
３
年
、
規
制
も
緩
和

さ
れ
た
事
を
受
け
、
春
の
讃
佛
会
よ
り

マ
ス
ク
着
用
の
制
限
を
設
け
ま
し
た
が

堂
内
満
堂
の
中
、
皆
様
と
読
経
で
き
る

形
ま
で
戻
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

現
在
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
よ

る
余
波
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
少
し
ず
つ

で
も
以
前
の
活
気
を
取
り
戻
し
、
お
一

人
お
ひ
と
り
に
真
摯
に
向
き
合
え
る
よ

う
よ
り
一
層
精
進
し
、
後
進
の
僧
侶
育

成
に
も
力
を
入
れ
て
い
く
と
同
時
に
連

日
お
参
り
の
方
が
集
ま
っ
た
練
塀
町
時

代
を
彷
彿
と
さ
せ
る
「
開
か
れ
た
寺
」

を
目
指
し
、
今
後
も
「
御ご

開か
い
さ
ん山

親し
ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う
に
ん

人
」
の
教
え
を
絶
え
る
こ
と
な
く
伝

え
て
い
け
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま
す
。

真
宗
高
田
派
専
修
寺
関
東
別
院

　
　
　
　
　
　
　
　

輪
番　

英　

法
悦　

「門跡寺の練塀さん」真宗高田派専修寺関東別院



 7 ひとくち法話「讃佛会」

本堂内観（平時）

本堂外観（報恩講）報恩講　コロナ禍のため法主殿もお呼びできず職員のみで勤めた

　
「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸（
ひ
が
ん
）ま
で
」

と
言
い
ま
す
。
春
分
の
日
を
中
心
に
１

週
間
、
秋
分
の
日
を
中
心
に
同
じ
く
１

週
間
、
こ
の
春
秋
二
季
の
彼
岸
は
、
日

本
人
の
心
に
根
付
い
て
い
る
心
温
ま
る

意
識
で
す
。

　

彼
岸
は
仏
典
に
出
て
く
る
言
葉
で
、

パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
と
い
う
イ
ン
ド
語
を
訳

し
た
も
の
で
す
。彼
岸
と
は
到
彼
岸（
と

う
ひ
が
ん
）
の
略
で
、迷
い
の
世
界
（
こ

の
世
）
か
ら
悟
り
の
世
界
に
到
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
迷
い
の
世
界
を
此

岸
（
し
が
ん
）
と
い
い
、
如
来
の
悟
り

の
世
界
を
彼
岸
と
名
付
け
て
い
ま
す
。

　

宗
祖
親
鸞
聖
人
（
し
ゅ
う
そ
し
ん
ら

ん
し
ょ
う
に
ん
）
は
「
人
み
な
こ
の
此

岸
、
つ
ま
り
人
間
世
界
か
ら
彼
岸
へ
の

途
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
申
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

此
岸
か
ら
彼
岸
へ
の
こ
の
道
は
阿
弥

陀
如
来
ご
回
向
（
え
こ
う
）
の
道
で
あ

り
ま
す
。
浄
土
へ
の
道
は
実
は
浄
土
か

ら
の
呼
び
か
け
の
道
で
あ
り
ま
す
。
彼

岸
会
は
イ
ン
ド
、
中
国
に
は
な
く
日
本

独
特
の
法
会
で
す
。
真
宗
で
は
彼
岸
の

１
週
間
を
仏
徳
（
ぶ
っ
と
く
）
を
讃
嘆

（
さ
ん
だ
ん
）
す
る
場
と
し
て
、
ま
た

聞
法
（
も
ん
ぼ
う
）
の
ご
縁
の
場
と
し

て
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
わ
が
高
田
派
で
も
、
彼

岸
会
を
讃
仏
会
と
称
し
て
、
仏
に
お
礼

を
申
し
、
仏
を
称
え
る
法
会
を
勤
め
て

い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ご
和
讃
に

　
　

生
死
（
し
ょ
う
じ
）
の
苦
海
（
く

　
　

か
い
）
ほ
と
り
な
し

　
　

ひ
さ
し
く
し
ず
め
る
わ
れ
ら
を
ば

　
　

弥
陀
（
み
だ
）
の
悲
願
（
ひ
が
ん
）

　
　

の
ふ
ね
の
み
ぞ

　
　

の
せ
て
か
な
ら
ず
わ
た
し
け
る

　
　
『
高
僧
和
讃
龍
樹
菩
薩
讃
第
７
首
』

と
親
鸞
聖
人
が
お
述
べ
に
な
っ
て
お
ら

れ
る
と
お
り
、
苦
悩
の
世
界
（
此
岸
）

に
沈
ん
で
久
し
い
私
達
は
、
阿
弥
陀
様

の
悲
願
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
（
彼
岸
）

の
で
あ
り
ま
す
。

ー
本
年
の
讃
佛
会
は
９
月
20
日（
水
）か
ら
26
日（
火
）ま
で

ひ
と
く
ち
法
話
・
第
９
５
話

諸
法
会
ー
３
よ
り

讃
佛
会

除夜の鐘〜修正会
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寺
院
名

行事報告とお知らせ

　
行
　
事
　
案
　
内

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
＝
十
月
（
中
止
）

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

第
七
十
三
回
檀
信
徒
研
修
会
＝
十
月
十
七
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

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！／

●●●●●●●●●●

遠
く
か
ら
も
多
数
が
聴
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仏
教
文
化
講
座

　

８
月
１
日
か
ら
５
日
ま
で
、
高
田
会
館
ホ
ー
ル
に

お
き
ま
し
て
、
第
九
十
七
回
仏
教
文
化
講
座
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
遠
く
は
茨
城
県
か
ら
も
ご
参
加
が
あ

り
、
皆
さ
ん
熱
心
に
聴
講
さ
れ
て
い
ま
し
た
。第

五
十
三
回
お
七
夜
献
書
展
課
題
　作
例

も
ん

た
か
た
た
ろ
う

き
え

小
一
高
田
た
ろ
う

小
二 

高
田
太
郎

十
方

小
三
高
田
太
郎

大
音

中
一
高
田
太
郎

我
建
超
世
願

中
二

高
田
太
郎

高
田
太
郎

高
田
太
郎

世
尊
我
一
心

中
三

高
田
太
郎

自
利
利
他
円
満

其
仏
本
願
力

　聞
名
欲
往
生

皆
悉
到
彼
国

　自
致
不
退
転

本
願
力
に
あ
い
ぬ
れ
ば

　む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き

功
徳
の
宝
海
み
ち
み
ち
て

　煩
悩
の
濁
水
へ
だ
て
な
し

小
四
高
田
太
郎

光

明

土小
五
高
田
太
郎

称

名

念

仏

小
六
高
田
太
郎

阿

弥

陀

経

幼稚園小１小２

小５ 小４ 小３

小６中３

中１中２

高校生・一般

お
七
夜
献
書
展
　
作
品
募
集

　

上
記
の
課
題
で
第
53
回
お

七
夜
献
書
展
の
応
募
作
品

を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
詳

細
は
高
田
本
山H

P

を
参

照
、
も
し
く
は
宗
務
院
（
☎

０
５
９
・
２
３
２
・
４
１
７
１
）

ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

奉讃法会での金澤翔子様の揮毫

法主殿の御親講

早稲田大学・栁澤先生の親鸞聖人と天台浄土教

龍谷大学・鍋島先生

日
時
：
令
和
５
年
10
月
17
日(

火)　

　
　
　

９
時
30
分（
９
時
受
付
）～
15
時
15
分

会
場
：
御
影
堂
・
高
田
会
館
ホ
ー
ル 

他

日
程
： 

午
前　

講
義
「
高
田
の
あ
ゆ
み
」　　

　
　
　

明
通
寺　

住
職　
佐
波　
真
教　

師　
　
　

講
演
：「
無
明
長
夜
の
燈
炬
な
り
」　

　
　
　

高
田
短
期
大
学
学
長　
清
水
谷　
正
尊　

師

午
後
＝
特
別
拝
観　

宝
物
館
「
燈
炬
殿
」
ほ
か

　
　
　

全
体
会
・
閉
会
式

第73回檀信徒研修会
お知らせ

持
ち
物
＝
檀
信
徒
研
修
会
フ
ァ
イ
ル
（
受
付
簿
）

　
　
　

※
初
参
加
の
人
は
受
付
で
お
渡
し
し
ま
す

参
加
費
：
１
、０
０
０
円
（
昼
食
込
み
）

申
込
方
法
：
申
込
書
を
ご
記
入
の
上FAX

に
て
お　

申
込
み
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
高
田
本
山H

P

→
「
イ

ベ
ン
ト
・
お
知
ら
せ
」
→
「
第
73
回
檀
信
徒
研
修
会

の
お
し
ら
せ
」
か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す
。

申
込
締
切
：
令
和
５
年
10
月
10
日(

火)

締
切
必
着　

問
合
せ
先
：
高
田
本
山
宗
務
院
教
学
課


