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高田本山HP

　
秋
空
の
も
と
、
三
重
県
仏
教
保
育
協
会
の
大
会
が

高
田
本
山
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
四
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
り
、
恒
例
の
風
船
あ
げ
に
、

お
よ
そ
６
０
０
名
の
か
わ
い
い
歓
声
が

境
内
に
響
き
渡
り
ま
し
た
。
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住
職
と
、
某
龍
玉
を
集
め
る
国
民
的

ア
ニ
メ
を
見
な
が
ら
「
な
ん
で
も
願
い

が
か
な
う
な
ら
、
何
を
願
う
？
」
と
い

う
話
に
な
っ
た
。

　
「
な
ん
で
も
良
い
ん
や
っ
た
ら
、
も
う

一
回
大
学
時
代
か
ら
や
り
直
す
わ
！
違

う
大
学
受
け
直
す
！
」

と
い
う
私
。

　

す
る
と
住
職
が

　
「
違
う
進
路
を
選
ん
だ
ら
、
今
ま
で
出で

遇あ

っ
た
人
た
ち
と
は
出
遇
わ
な
か
っ
た

事
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
よ
？
」
と
言

う
。

‥
‥
そ
れ
は
嫌
や
！
せ
っ
か
く
出
遇
え

た
人
た
ち
と
お
別
れ
し
と
う
な
い
！

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
お
願
い
は
却き
ゃ
っ
か下
。

　
「
じ
ゃ
あ
、
一
日
中
好
き
な
事
し
て
遊

ん
で
暮
ら
し
た
い
！
」

と
言
え
ば

　
「
何
も
せ
ず
、
好
き
な
事
を
し
て
過
ご

す
の
は
自
由
で
幸
せ
と
思
う
か
も
し
れ

な
い
け
れ
ど
、
そ
ん
な
生
活
は
不
自
由
だ

よ
。
飽あ

き
っ
ぽ
い
坊ぼ
う
も
り守
の
こ
と
だ
。
三

日
で
飽
き
る
。」

と
言
わ
れ
、
飽
き
っ
ぽ
い
っ
て
な
ん
や

ね
ん
！
と
思
い
つ
つ
も
、
そ
れ
も
そ
や

な
‥
‥
と
頷
う
な
ず

く
。

　
「
ほ
な
、
よ
く
あ
る
永
遠
の
命
！
」

‥
‥
と
言
お
う
と
思
っ
た
が
、
手
塚
治

虫
先
生
の
『
火
の
鳥
』
作
中
で
も
、
不

老
不
死
を
授
か
っ
た
者
の
苦
悩
を
た
く

さ
ん
見
て
来
た
。
死
ぬ
事
も
出
来
ず
、
独

り
永
遠
に
生
き
る
の
は
、
真
っ
平
御
免

で
あ
る
。

　

そ
う
考
え
る
と
「
何
で
も
願
い
が
か

な
う
」
と
は
、
何
と
不
自
由
な
事
か
。

　
「
住
職
、
大
変
や
！
自
由
に
生
き
よ
う

と
思
っ
た
の
に
、
不
自
由
に
苦
し
ん
で

い
る
私
が
お
る
！
」

と
い
え
ば

　
「
私
の
思
う
自
由
に
生
き
る
じ
ゃ
な
く

て
、
私
の
想お
も

い
を
超こ

え
た
不
自
由
を
引

き
受
け
て
生
き
る
。
そ
れ
が
自
在
に
生

き
る
っ
て
事
だ
よ
。」

と
言
わ
れ
た
。

　

自
由
に
な
ら
ぬ
。
不
自
由
な
毎
日
。
だ

が
、
そ
れ
こ
そ
が
順
調
で
あ
る
。

‥
‥
と
聴
か
せ
て
頂
く
け
ど
、
や
っ
ぱ

り
、
グ
ー
タ
ラ
過
ご
し
た
い
と
思
う
私

と
阿
弥
陀
様
と
の
ひ
ぐ
ら
し
よ
。

　
　
　

三
重
県
第
十
八
組　

立
法
寺

　
　
　
　
　
　
　
　

衆
徒　

岡
　
妙
重

リレー法話　自由という不自由

リ
レ
ー
法
話

リ
レ
ー
法
話

自
由
と
い
う
不
自
由

作・岡 知道さん



 3 お佛壇派なぜ必要？

　

近
年
、
お
佛ぶ
つ
だ
ん壇
の
あ
る
家
庭
は
少
な

く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
お
佛

壇
の
な
い
ご
家
庭
の
方
は
、
多
分
こ
う

返
答
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。「
ウ
チ
で

は
ま
だ
お
葬
式
を
出
し
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
」
と
。

　

お
佛
壇
は
先
祖
を
祀ま
つ

る
た
め
に
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
？　

そ
れ
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
も
し
そ
れ
だ
け
の
も
の
で

し
た
ら
そ
れ
は
お
佛
壇
で
は
な
く
、
先せ
ん

祖ぞ

壇だ
ん

で
し
ょ
う
。

　

お
佛
壇
の
「
佛ぶ

つ

」
は
覚さ
と

り
や
真し
ん
に
ょ如
を

指
し
、
真
宗
に
お
い
て
は
阿あ

み

だ

弥
陀
佛ぶ
つ

の

こ
と
。「
壇だ
ん

」
と
は
儀
式
の
場
を
指
し
、

極ご
く
ら
く
じ
ょ
う

楽
浄
土ど

を
意
味
し
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
お
佛
壇
に
は
阿
弥
陀
佛
へ
の
帰き

え依

と
教
え
を
請こ

う
場
と
い
う
意
味
が
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
自
ら
の
信し
ん
こ
う仰
や
儀ぎ

礼れ
い

の

場
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
こ
で
お
佛
壇
が
私
た
ち
の
信
仰
を

支
え
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
知

ら
さ
れ
た
出
来
事
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
れ
は
東
海
地
方
の
あ
る
町
で
の
こ

と
。
死し

産ざ
ん

の
赤
ち
ゃ
ん
に
お
経
を
あ
げ

て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
を
い
た
だ
き
、

あ
る
社
宅
の
一
室
に
伺
い
ま
し
た
。
小

さ
な
箱
の
中
に
は
綺き

麗れ
い

な
赤
ち
ゃ
ん
が

ま
る
で
眠
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
し
た
。

枕ま
く
ら
も
と

元
に
は
お
灯あ
か

り
や
お
花
が
供そ
な

え
ら
れ
、

阿
弥
陀
佛
の
お
木も
く
ぞ
う像
も
用
意
し
て
あ
り

ま
し
た
。
小
さ
い
な
が
ら
も
六
角
形
の

屋
根
を
持
つ
、
立
派
な
厨ず

し子
に
収
ま
っ

た
阿
弥
陀
佛
で
し
た
。
若
い
父
親
と
ご

年
配
の
女
性
が
座
ら
れ
一
緒
に
正
し
ょ
う
し
ん信

偈げ

を
勤
め
ま
し
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
お

話
を
す
る
と
、
こ
の
女
性
は
ま
だ
入
院

中
の
母
親
の
実
母
で
、
娘
さ
ん
の
一
大

事
と
新
幹
線
で
駆
け
つ
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
私
は
気
に
な
っ

て
い
た
あ
の
阿
弥
陀
佛
の
お
木
像
に
つ

い
て
尋た
ず

ね
て
み
る
と
、「
私
が
娘
に
持
た

せ
た
も
の
で
す
」
と
の
返
事
。
葬
儀
社

が
用
意
し
た
も
の
か
と
思
っ
て
い
た
私

は
驚
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
娘
さ
ん
の
花

嫁
道
具
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
す
。
話

に
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
本

当
に
そ
う
し
た
習な
ら

わ
し
が
今
も
生
き
て

い
る
こ
と
を
知
り
思
わ
ず
襟え
り

を
正
し
ま

「
お
佛
壇
は
な
ぜ
必
要
？
」

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

し
た
。
恐
る
恐
る
「
お
故く

に郷
は
ど
ち
ら

で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、「
広
島
、
安あ

き芸

門も
ん

徒と

で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
て
深
々

と
頭
を
下
げ
ら
れ
た
の
で
す
。

　

遠
い
土
地
へ
と
嫁と
つ

い
で
ゆ
く
娘
を
案

じ
な
い
母
親
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
で
き

る
限
り
の
こ
と
は
用
意
し
て
や
り
た
い
、

教
え
て
お
き
た
い
と
思
う
の
が
親
心
。
し

か
し
い
ざ
と
い
う
時
に
自
分
が
何
を
し

て
や
れ
る
と
も
わ
か
ら
な
い
の
が
現
実
。

そ
ん
な
時
に
「
本
当
に
た
の
む
の
は
、
阿

弥
陀
さ
ま
だ
か
ら
、
お
念
佛
と
と
も
に

あ
な
た
の
人
生
を
生
き
て
い
き
な
さ
い
」

と
い
う
願
い
が
こ
の
阿
弥
陀
佛
の
お
木

像
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が

お
佛
壇
の
信
仰
の
場
と
し
て
の
は
た
ら

き
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

［
安あ

き芸
門も

ん

徒と

］
安
芸
地
方
（
広
島
県
西
部
）
を

中
心
に
篤あ

つ

く
真
宗
を
信
仰
す
る
信
者
の
総

そ
う
し
ょ
う称
。

そ
の
歴
史
は
古
く
鎌
倉
時
代
末
に
遡
さ
か
の
ぼる
。

　
　
　
　
　
　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）
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13：30
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07：00
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12：30
14：00
15：20
16：30

07：00
09：00
10：30
12：30
13：00
14：00
15：20
16：30

07：00
10：30
12：30
12：30
14：00
15：20
16：30
16：30
23：00
00：00

07：00
09：00
10：30
12：30

高田幼稚園参拝
お七夜はたちの集い（受付：宗務院）
逮夜勤行・説教①［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教②［LIVE 配信］
お七夜竹あかり展　点灯式

晨朝勤行・説教③［LIVE 配信］
高田学苑参拝（御影堂）
日中勤行・説教④［LIVE 配信］
大講堂説教⑤［LIVE 配信］
逮夜勤行・説教⑥［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教⑦［LIVE 配信］

晨朝勤行・説教⑧［LIVE 配信］
日中勤行・説教⑨［LIVE 配信］
大講堂説教⑩［LIVE 配信］
お七夜婦人連合会（御影堂）
逮夜勤行・説教⑪［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教⑫［LIVE 配信］

晨朝勤行・説教⑬［LIVE 配信］
日中勤行・説教⑭［LIVE 配信］
高田保育園参拝
大講堂説教⑮［LIVE 配信］
お七夜坊守会（受付：宗務院）
逮夜勤行・説教⑯［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教⑰［LIVE 配信］

晨朝勤行・説教⑱［LIVE 配信］
特別講演（如来堂）⑲
日中勤行・説教⑳［LIVE 配信］
責任役員会（受付：御影堂前）
大講堂説教㉑［LIVE 配信］
逮夜勤行・説教㉒［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教㉓［LIVE 配信］

晨朝勤行・説教㉔［LIVE 配信］
特別講演（如来堂）㉕
日中勤行・説教㉖［LIVE 配信］
大講堂説教㉗［LIVE 配信］
お七夜高田派青年会
逮夜勤行・説教㉘［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教㉙［LIVE 配信］

晨朝勤行・説教㉚［LIVE 配信］
日中勤行・御親教・復演㉛［LIVE 配信］
大講堂説教32［LIVE 配信］
国宝御影堂特別拝観
逮夜勤行・説教33［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教34［LIVE 配信］
お七夜婦人連合会初夜参詣（御影堂）
後夜
お七夜竹あかり展　消灯

晨朝勤行・説教35［LIVE 配信］
御参廟
日中勤行・説教36［LIVE 配信］
大講堂説教37［LIVE 配信］

2024 年お七夜行事予定

１月９日
（火）

１月 13日
（土）

１月 14日
（日）

１月 15日
（月）

１月 16日
（火）

１月 10日
（水）

１月 11日
（木）

１月 12日
（金）

9 日～15 日　
お七夜竹あかり展（境内）

9 日～16 日　
ののさまをえがこう展
（御対面所）
9 日～16 日　
雲幽園見学

9 日～16 日　
お七夜献書展
（大玄関廊下）

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
（火）

10日
（水）

11日
（木）

12日
（金）

13日
（土）

14日
（日）

15日
（月）

16日
（火）

戸田 栄信
岡崎市 浄泉寺衆徒
権大僧都 擬講

① 佐藤 弘道
津市 浄徳寺副住職
中僧都 証義

②

大阪市 大乘寺副住職 
律師

　生桑 崇等
津市 来照寺衆徒
権中僧都 証義

真置 信海
松阪市 法性寺副住職
権少僧都

④ ⑥岡　 知道
四日市市 立法寺住職
少僧都 証義

水谷 忍英
鈴鹿市 本照寺住職
律師

⑦ 松田 信慶

中村 宜成

和歌山市 崇賢寺住職
権大僧都 輔講

⑤

⑧ 里榮 秀教
鈴鹿市 法林寺住職
権中僧都 証義

⑨ 戸田 惠信
岡崎市 浄泉寺住職
中僧都 証義

⑪ 鷲山 了悟
津市 真楽寺住職
権中僧都 

⑫
四日市市 光輪寺住職
権中僧都 証義

⑩

北畠 心淳
鈴鹿市 称名寺副住職
律師

⑬ 藤浦 弘導
鈴鹿市 浄国寺住職
権中僧都 証義

四日市市 浄福寺住職
律師

⑭ 大河戸悟道
豊橋市 正太寺住職
律師

⑯ 藤井 徳雄
鈴鹿市 了性寺住職
中僧都 証義

⑰ 安藤 純海
岡崎市 蓮珠寺住職
律師

⑮

⑱浦井 宗司
鈴鹿市 深藕寺住職
権大僧都 証義

⑳ 佐波 真教
多気郡 明通寺住職
権大僧都 輔講

㉒ 千草 篤昭
津市 善休寺住職
少僧都

㉓ 花山 光瑞
明和町 迎接寺住職
少僧都

㉑

中川 鳳瑞
津市 妙華寺副住職
権大僧都 擬講

㉔ 田中 明誠
鈴鹿市 欣念寺住職
権中僧都 証義

㉖ 芳川 賢史
津市 報恩寺住職
中僧都 擬講

㉘ 梅林 久高
鈴鹿市 正念寺住職
少僧都 輔講

㉙ 島　 義厚
大阪市 聖賢寺住職
権中僧都 証義

㉗

藤田 正知
津市 延命寺衆徒
権中僧都 擬講

㉚
御 親 教

金森 顕宏
大野市 専福寺住職
権大僧都 証義

33 栗原 廣海
四日市市 誓元寺住職
権中僧都 鑑学 

34 松山 智道
鈴鹿市 隨願寺住職
権中僧都 輔講

32

上田 英典
四日市市 崇顕寺衆徒
少僧都

35

栗原 妙直
権大僧都 輔講

「遠く宿縁を慶べ」

「行と信とは御誓いを
  申すなり」 「如来の作願をたずぬれば」 「「おかげさま」という自慢」 「臨終の善悪」

「願われているいのち」 「不信心」

「弥陀の声に生かされて」

「虚仮不実のこの身」「なもあみだぶつをとなうれば」「悪を転じて徳を成す正智」「お名号に救われる」「本願力にあいぬれば　   むなしくすぐるひとぞなき」

「一番美しい着物」 「凡夫人「煩悩具足のわれら」」 「お念仏のはたらき」「愚かな私　  それさえも知らない私」 「四苦八苦」

「生死の苦海ほとりなし」 「一瞬さす光」 「諸仏 浄土をすすめけり」 「心の雑毒」 「私を包む他力の信」

「つねに我が身を照らすなり」 「法に生きる」 「仏はまします」 「親鸞聖人の教えに響く
　ー感謝と報恩ー」 「現生正定聚」

「阿弥陀さまの願いと私の姿」 「本願成就の世界 -お浄土 -」 「他力回向の仏教」 「ただこの高僧の説を信ずべし」

「摂取不捨のおはたらき」「釈迦弥陀は慈悲の父母」 「無明の闇を破する慧日なり」

「両重の因縁
－光明、名号、父母－」

⑲

島　 義恵
岡崎市 聖洞寺住職
権大僧都 擬講

36 安田 真源
京都市 安立寺住職
権中僧都 証義

37

13 日
（土）

金信 玄昌
権中僧都 輔講
㉕14 日

（日）

清水谷正尊
大僧都 鑑学

復　演

㉛15 日
（日）

特別講演

（御影堂  御親教後）復　演

報恩講説教一覧表（令和六年一月）

隆　 妙灔

ご　しんきょう

報
恩
講
ご
案
内

報
恩
講
は
開
山
親
鸞
聖
人
へ
の
「
ご
恩
に
報
い
る
講
」。

真
宗
高
田
派
本
山
で
は
一
月
九
日
か
ら
七
夜
八
日
に
わ
た
り

『
お
七
夜
』
と
し
て
、
一
年
で
一
番
大
切
な
法
会
と
し
て
お
迎
え
し
ま
す
。

令
和
六
年
の
報
恩
講
を
皆
さ
ま
と
ご
一
緒
に
お
迎
え
し
ま
し
ょ
う
。

お
ん

む
く

あ
つ
ま
り

10 時、13 時
（但し９日は13時、16 日は10 時のみ）

※全ての説教、御親教は
YouTubeにてLIVE 配信します。



 5 報恩講（お七夜）　行事と説教のご案内

①生誕 160年新装版
　清沢満之先生のことば
大河内  了悟・佐々木  蓮麿 共著
名倉  幹 校訂 定価1,100円（税込）

川添  泰信著
定価13,200円（税込）

1963年に清沢満之先生の生誕百年を
記念して出版されたものを、若干用語
の是正を行い、また旧字体を新字体に
改めて、新装版として出版したもの。
清沢先生が命懸けで求道された内容を
集約した人生のハンドブック。

本書は、浄土仏教の問題、 親鸞仏教
の問題、真宗伝道の問題、真宗聖教
の書誌および概説の四部構成。主に
法然浄土教、親鸞浄土教における生
死の問題、真宗伝道論の研究、三帖
和讃と教行信証、『破邪顕正抄』の
書誌などについて考察する。

②親鸞仏教の基礎研究
最新刊 新   刊お

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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高田幼稚園参拝
お七夜はたちの集い（受付：宗務院）
逮夜勤行・説教①［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教②［LIVE 配信］
お七夜竹あかり展　点灯式

晨朝勤行・説教③［LIVE 配信］
高田学苑参拝（御影堂）
日中勤行・説教④［LIVE 配信］
大講堂説教⑤［LIVE 配信］
逮夜勤行・説教⑥［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教⑦［LIVE 配信］

晨朝勤行・説教⑧［LIVE 配信］
日中勤行・説教⑨［LIVE 配信］
大講堂説教⑩［LIVE 配信］
お七夜婦人連合会（御影堂）
逮夜勤行・説教⑪［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教⑫［LIVE 配信］

晨朝勤行・説教⑬［LIVE 配信］
日中勤行・説教⑭［LIVE 配信］
高田保育園参拝
大講堂説教⑮［LIVE 配信］
お七夜坊守会（受付：宗務院）
逮夜勤行・説教⑯［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教⑰［LIVE 配信］

晨朝勤行・説教⑱［LIVE 配信］
特別講演（如来堂）⑲
日中勤行・説教⑳［LIVE 配信］
責任役員会（受付：御影堂前）
大講堂説教㉑［LIVE 配信］
逮夜勤行・説教㉒［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教㉓［LIVE 配信］

晨朝勤行・説教㉔［LIVE 配信］
特別講演（如来堂）㉕
日中勤行・説教㉖［LIVE 配信］
大講堂説教㉗［LIVE 配信］
お七夜高田派青年会
逮夜勤行・説教㉘［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教㉙［LIVE 配信］

晨朝勤行・説教㉚［LIVE 配信］
日中勤行・御親教・復演㉛［LIVE 配信］
大講堂説教32［LIVE 配信］
国宝御影堂特別拝観
逮夜勤行・説教33［LIVE 配信］
お七夜布教大会（大講堂）
初夜勤行・説教34［LIVE 配信］
お七夜婦人連合会初夜参詣（御影堂）
後夜
お七夜竹あかり展　消灯

晨朝勤行・説教35［LIVE 配信］
御参廟
日中勤行・説教36［LIVE 配信］
大講堂説教37［LIVE 配信］

2024 年お七夜行事予定

１月９日
（火）

１月 13日
（土）

１月 14日
（日）

１月 15日
（月）

１月 16日
（火）

１月 10日
（水）

１月 11日
（木）

１月 12日
（金）

9 日～15 日　
お七夜竹あかり展（境内）

9 日～16 日　
ののさまをえがこう展
（御対面所）
9 日～16 日　
雲幽園見学

9 日～16 日　
お七夜献書展
（大玄関廊下）

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
（火）

10日
（水）

11日
（木）

12日
（金）

13日
（土）

14日
（日）

15日
（月）

16日
（火）

戸田 栄信
岡崎市 浄泉寺衆徒
権大僧都 擬講

① 佐藤 弘道
津市 浄徳寺副住職
中僧都 証義

②

大阪市 大乘寺副住職 
律師

　生桑 崇等
津市 来照寺衆徒
権中僧都 証義

真置 信海
松阪市 法性寺副住職
権少僧都

④ ⑥岡　 知道
四日市市 立法寺住職
少僧都 証義

水谷 忍英
鈴鹿市 本照寺住職
律師

⑦ 松田 信慶

中村 宜成

和歌山市 崇賢寺住職
権大僧都 輔講

⑤

⑧ 里榮 秀教
鈴鹿市 法林寺住職
権中僧都 証義

⑨ 戸田 惠信
岡崎市 浄泉寺住職
中僧都 証義

⑪ 鷲山 了悟
津市 真楽寺住職
権中僧都 

⑫
四日市市 光輪寺住職
権中僧都 証義

⑩

北畠 心淳
鈴鹿市 称名寺副住職
律師

⑬ 藤浦 弘導
鈴鹿市 浄国寺住職
権中僧都 証義

四日市市 浄福寺住職
律師

⑭ 大河戸悟道
豊橋市 正太寺住職
律師

⑯ 藤井 徳雄
鈴鹿市 了性寺住職
中僧都 証義

⑰ 安藤 純海
岡崎市 蓮珠寺住職
律師

⑮

⑱浦井 宗司
鈴鹿市 深藕寺住職
権大僧都 証義

⑳ 佐波 真教
多気郡 明通寺住職
権大僧都 輔講

㉒ 千草 篤昭
津市 善休寺住職
少僧都

㉓ 花山 光瑞
明和町 迎接寺住職
少僧都

㉑

中川 鳳瑞
津市 妙華寺副住職
権大僧都 擬講

㉔ 田中 明誠
鈴鹿市 欣念寺住職
権中僧都 証義

㉖ 芳川 賢史
津市 報恩寺住職
中僧都 擬講

㉘ 梅林 久高
鈴鹿市 正念寺住職
少僧都 輔講

㉙ 島　 義厚
大阪市 聖賢寺住職
権中僧都 証義

㉗

藤田 正知
津市 延命寺衆徒
権中僧都 擬講

㉚
御 親 教

金森 顕宏
大野市 専福寺住職
権大僧都 証義

33 栗原 廣海
四日市市 誓元寺住職
権中僧都 鑑学 

34 松山 智道
鈴鹿市 隨願寺住職
権中僧都 輔講

32

上田 英典
四日市市 崇顕寺衆徒
少僧都

35

栗原 妙直
権大僧都 輔講

「遠く宿縁を慶べ」

「行と信とは御誓いを
  申すなり」 「如来の作願をたずぬれば」 「「おかげさま」という自慢」 「臨終の善悪」

「願われているいのち」 「不信心」

「弥陀の声に生かされて」

「虚仮不実のこの身」「なもあみだぶつをとなうれば」「悪を転じて徳を成す正智」「お名号に救われる」「本願力にあいぬれば　   むなしくすぐるひとぞなき」

「一番美しい着物」 「凡夫人「煩悩具足のわれら」」 「お念仏のはたらき」「愚かな私　  それさえも知らない私」 「四苦八苦」

「生死の苦海ほとりなし」 「一瞬さす光」 「諸仏 浄土をすすめけり」 「心の雑毒」 「私を包む他力の信」

「つねに我が身を照らすなり」 「法に生きる」 「仏はまします」 「親鸞聖人の教えに響く
　ー感謝と報恩ー」 「現生正定聚」

「阿弥陀さまの願いと私の姿」 「本願成就の世界 -お浄土 -」 「他力回向の仏教」 「ただこの高僧の説を信ずべし」

「摂取不捨のおはたらき」「釈迦弥陀は慈悲の父母」 「無明の闇を破する慧日なり」

「両重の因縁
－光明、名号、父母－」

⑲

島　 義恵
岡崎市 聖洞寺住職
権大僧都 擬講

36 安田 真源
京都市 安立寺住職
権中僧都 証義

37

13 日
（土）

金信 玄昌
権中僧都 輔講
㉕14 日

（日）

清水谷正尊
大僧都 鑑学

復　演

㉛15 日
（日）

特別講演

（御影堂  御親教後）復　演

報恩講説教一覧表（令和六年一月）

隆　 妙灔

ご　しんきょう

報
恩
講
ご
案
内

報
恩
講
は
開
山
親
鸞
聖
人
へ
の
「
ご
恩
に
報
い
る
講
」。

真
宗
高
田
派
本
山
で
は
一
月
九
日
か
ら
七
夜
八
日
に
わ
た
り

『
お
七
夜
』
と
し
て
、
一
年
で
一
番
大
切
な
法
会
と
し
て
お
迎
え
し
ま
す
。

令
和
六
年
の
報
恩
講
を
皆
さ
ま
と
ご
一
緒
に
お
迎
え
し
ま
し
ょ
う
。

お
ん

む
く

あ
つ
ま
り

10 時、13 時
（但し９日は13時、16 日は10 時のみ）

※全ての説教、御親教は
YouTubeにてLIVE 配信します。
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横
浜
の
桜
の
名
所
、
桜
道
に
ご
ざ
い

ま
す
乗
願
寺
は(

１
５
９
７)

三
月
七

日
、
武
田
玄
了
が
起
立
し
た
と
伝
え
ら

れ
ま
す
。

　

古
文
書
に
よ
る
と
開
基
と
さ
れ
る
武

田
玄
了
は
甲
斐
の
武
田
勝
頼
の
舎
弟
で

武
田
女
正
玄
了
と
称
し
た
が
、
京
都
の

本
願
寺
十
二
世
大
僧
正
准
如
上
人
に
帰

依
し
、
釋
玄
了
法
師
と
号
し
て
、
久
良

岐
郡
松
本
村
に
一
宇
を
建
立
し
た
の
が

当
時
の
発
祥
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
初
は
本
願
寺
に
帰
属
し
、
そ
の
後
六

代
住
職
の
折
、
高
田
派
に
付
属
し
た
よ

う
で
す
。

　

明
治
五
年(

１
８
７
２)

に
新
築
し

た
堂
宇
は
本
堂
兼
庫
裏
で
間
口
七
間

半
、
奥
行
四
間
半
、
屋
根
は
草
葺
で

あ
っ
て
、
関
東
大
震
災
に
も
被
害
は
僅

少
で
あ
り
ま
し
た
が
、
建
物
が
風
雪
に

耐
え
か
ね
老
朽
化
、
昭
和
四
十
四
年
(

１
９
６
９)

、本
堂
兼
庫
裏
の
七
間
口
、

奥
行
き
六
間
半
、
本
堂
の
屋
根
は
瓦
葺

で
新
築
し
ま
し
た
。

　

約
百
年
の
間
、
横
浜
の
甚
行
寺
、
笹

下
成
就
院
の
歴
代
住
職
が
代
務
住
職
を

務
め
、
武
田
家
御
一
同
が
幾
多
の
苦
難

を
乗
り
越
え
護
持
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

平
成
十
二
年(

２
０
０
０)

当
時
の

〜
桜
の
名
所
桜
道
の
乗
願
寺
〜

横
浜
別
院

関
東
別
院
輪
番
発
案
の
も
と
、
高
田
本

山
専
修
寺
、
専
修
寺
関
東
別
院
の
役
員

会
の
承
認
を
得
て
、
乗
願
寺
を
高
田
本

山
専
修
寺
関
東
別
院
出
張
所
「
高
田
山

乗
願
寺
」
と
称
し
高
田
本
山
の
直
轄
寺

院
に
昇
格
し
ま
し
た
。

　

平
成
十
四
年
、
境
内
墓
地
造
成
の
許

可
を
取
得
。

　

関
東
別
院
、
東
京
神
奈
川
護
持
寺

院
、
武
田
家
御
一
同
の
協
力
の
も
と
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
三
階
建
、
総

建
坪
三
百
坪
の
本
堂
庫
裏
客
殿
納
骨

堂
の
建
築
が
始
ま
り
、
平
成
十
七
年

(

２
０
０
５)

十
二
月
落
成
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
二
十
三
年(

２
０
１
１)

「
横
浜
別
院
乗
願
寺
」
と
し
て
別
院
と

な
り
現
在
に
至
り
ま
す
。

　

本
来
、
横
浜
別
院
は
現
在
の
横
浜
市

福
富
町
に
明
治
六
年(

１
８
７
３)

に

説
教
所
と
し
て
開
か
れ
、
同
十
三(

年

に
別
院
公
称
の
許
可
を
得
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
同
三
十
二
年(

１
８
９
９)

の
横
浜
雲
井
町
大
火
に
よ
り
本
堂
庫
裏

を
焼
失
。
同
三
十
五
年
、
再
建
に
着
手

し
、
同
三
十
七
年
に
落
成
入
仏
慶
讃
法

要
を
勤
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
大
正
十
二
年(

１
９
２
３)

九
月
関
東
大
震
災
に
よ
り
焼
失
。
太
平

洋
戦
争
に
よ
り
焼
失
し
た
東
京
出
張
所

と
合
併
し
て
関
東
別
院
が
開
か
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

時
代
の
苦
難
を
乗
り
越
え
、
再
び
横

浜
の
地
に
お
念
仏
の
ご
縁
が
生
ま
れ
ま

し
た
こ
と
有
難
く
尊
い
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。
お
同
行
の
お
ら
れ
な
い
ゼ
ロ
か

ら
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
が
、
現
在
は
諸

法
会
に
も
数
多
く
の
ご
参
詣
を
い
た
だ

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

春
に
は
近
隣
の
桜
並
木
が
見
事
に
花

を
咲
か
せ
ま
す
。
桜
の
よ
う
に
地
域
に

し
っ
か
り
と
根
を
張
っ
て
、
ご
法
義
を

お
取
次
ぎ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

真
宗
高
田
派
専
修
寺
横
浜
別
院
乗
願
寺

　
　
　
　
　
　
　
　

佑
事　

稲
毛
修
一

「桜の名所 桜道の乗願寺」真宗高田派専修寺横浜別院



 7   企画展「お七夜さんって知ってる？」

↓
明
治
37
年
３
月
20
日
落
慶
法
要

↓
ご
内
陣

お
七
夜
さ
ん
っ
て
知
っ
て
る
？

「
燈
炬
殿
だ
よ
り
」

企
画
展

　

こ
の
た
よ
り
が
皆
さ
ん
の
お
手
元
に

届
く
こ
ろ
に
は
、
第
３
回
目
の
企
画
展

「
お
七
夜
さ
ん
っ
て
知
っ
て
る
？
」
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。
お
七
夜
報
恩
講
の

時
期
と
も
重
な
る
こ
と
か
ら
、
お
七
夜

の
楽
し
い
行
事
の
側
面
と
そ
の
奥
に
あ

る
親
鸞
聖
人
を
偲
ぶ
法
会
と
し
て
の
儀

式
の
意
味
合
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
紹
介
し

て
い
ま
す
。

　

展
示
場
に
は
、
お
七
夜
報
恩
講
の
メ

イ
ン
会
場
で
あ
る
御
影
堂
の
内
陣
で
の

お
勤
め
に
欠
か
せ
な
い
五
具
足
、
礼
盤

な
ど
の
荘
厳
具
、説
教
高
座
を
展
示
し
、

御
影
堂
で
勤
ま
る
お
七
夜
の
宗
教
儀
礼

の
威
厳
を
感
じ
な

が
ら
観
覧
い
た
だ

け
ま
す
。

　

ま
た
、
展
示
場

の
入
り
口
に
は
お

七
夜
期
間
中
に
専

修
寺
山
門
に
提
げ

ら
れ
る
提
灯
が
掲

げ
ら
れ
、
見
事
な
輝
き
を
放
っ
て
い
る

巨
大
な
五
具
足
も
展
示
さ
れ
て
い
て
、

楽
し
い
お
七
夜
の
雰
囲
気
も
味
わ
っ
て

い
た
だ
け
ま
す
。
さ
ら
に
、
マ
ス
コ
ッ

ト
キ
ャ
ラ
「
ち
ょ
う
ち
ん
坊
や
」
が
質

問
す
る
ク
イ
ズ
形
式
の
パ
ネ
ル
も
つ
く

り
、
子
ど
も
達
に
も
お
七
夜
を
知
っ
て

も
ら
う
工
夫
も
し
ま
し
た
。

　

展
示
に
あ
た
っ
て
は
、玉
保
院
さ
ま
、

立
法
寺
さ
ま
、
用
度
講
・
御
飯
講
の
皆

様
に
は
、
貴
重
な
品
々
を
借
用
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
法
式
部
の

皆
様
、
作
事
方
の
皆
様
に
も
大
変
な
協

力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
を マスコットキャラクター

「ちょうちん坊や」

楽
し
く
、
深
く
「
お
七
夜
」
を
知
っ
て
も
ら
う
展
示

五具足

説教高座

お
七
夜
再
現
展
示

申
し
上
げ
ま
す
。　
　

　

企
画
展
「
お
七
夜
さ
ん
っ
て
知
っ
て

る
？
」
に
は
、
こ
こ
で
は
紹
介
し
き
れ

な
い
法
宝
物
の
数
々
が
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

お
七
夜
の
も
つ
文
化
的
意
義
と
宗
教

的
意
味
の
両
側
面
を
魅
力
あ
る
展
示
物

で
紹
介
し
た
今
回
の
展
示
、是
非
と
も
、

多
く
の
方
に
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
存

じ
ま
す
。



8行事報告とお知らせ

　
行
　
事
　
案
　
内

修
正
会
＝
一
月
一
日
、
二
日
、
三
日

報
恩
講
＝
一
月
九
日
〜
十
六
日

は
た
ち
の
集
い
＝
一
月
九
日

お
七
夜
婦
人
連
合
会
＝
一
月
十
一
日

お
七
夜
坊
守
会
＝
一
月
十
二
日

責
任
役
員
会
＝
一
月
十
三
日

お
七
夜
婦
人
会
初
夜
参
詣
＝
一
月
十
五
日

お
七
夜
竹
あ
か
り
展
＝
一
月
九
日
〜
十
五
日

お
七
夜
献
書
展
＝
一
月
九
日
〜
十
六
日

の
の
さ
ま
を
え
が
こ
う
展
＝
一
月
九
日
〜
十
六
日

●●●●●●●●●●

法
　
会
・

高田本山をデジタルでお楽しみ

　

十
一
月
三
日
・
四
日
に
納
骨
堂
法
会
、
そ
の
後
五
日
か
ら
十
日

ま
で
秋
法
会
、
八
日
か
ら
十
日
ま
で
資
堂
講
法
会
が
勤
ま
り
ま
し

た
。
秋
晴
れ
の
も
と
、
県
内
県
外
問
わ
ず
多
く
の
善
男
善
女
の
ご

参
拝
が
あ
り
、
共
に
お
念
仏
の
ご
法
縁
を
よ
ろ
こ
び
ま
し
た
。

　

ま
た
五
日
に
は
初
参
式
が
行
わ
れ
、
赤
ち
ゃ
ん
の
は
じ
め
て
の

お
参
り
に
笑
顔
が
ひ
ろ
が
り
ま
し
た
。

秋
晴
れ
の
も
と
、
納
骨
堂
法
会
、
秋
法
会
、
資
堂
講
法
会

初
参
式
で
笑
顔
ひ
ろ
が
る

納骨堂に向かわれる法主殿

法主殿のもと、仏の子として阿弥
陀さまに初めてのご挨拶

　

好
評
の
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
「
お
七
夜
竹

あ
か
り
展
」
が
、
次

回
の
お
七
夜
で
も
境

内
で
開
催
さ
れ
る
運

び
と
な
り
ま
し
た
。　
　

　

高
田
派
関
係
の
幼

稚
園
・
保
育
園
な
ど

か
ら
続
々
と
力
作
が

届
い
て
お
り
ま
す
。

　

一
月
九
日
の

十
七
時
三
十
分

頃
、
点
灯
式
が

行
わ
れ
る
予
定

で
す
。

「
竹
あ
か
り
」
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い

寺
院
名


