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高田本山HP

「
竹
あ
か
り
」で
お
七
夜
を
お
迎
え

お
七
夜
と
は
宗
祖
・
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
で
あ
る
１

月
　
日
を
ご
縁
に
し
て
厳
修
さ
れ
ま
す
。
１
月
９
日

か
ら
　
日
ま
で
の
七
昼
夜
に
わ
た
っ
て
の
法
会
な
の

で
「
お
七
夜
さ
ん
」
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
お
七
夜
は
東
海
最

大
級
規
模
の
竹
あ
か
り

「
お
七
夜
竹
あ
か
り
展
」

に
て
お
迎
え
い
た
し
ま
し

た
。
全
国
か
ら
た
く
さ
ん

の
方
々
に
お
参
り
い
た
だ

き
、
お
念
仏
と
喜
び
の
声

が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
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「
慚
愧(

ざ
ん
き)

の
念
に
堪
え
な
い
」 

こ
の
言
葉
、
私
た
ち
の
日
常
で
は
、
あ
ま

り
使
わ
れ
な
い
言
葉
で
す
。
も
っ
ぱ
ら
、

マ
ス
コ
ミ
を
通
し
て
見
聞
す
る
言
葉
で

す
。
そ
し
て
、そ
の
意
味
は
、総
じ
て
「
罪

を
恥
じ
る
こ
と
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い

ま
す
。 

　

元
来
、
こ
の
言
葉
は
仏
教
由
来
の
言

葉
で
あ
り
ま
し
た
。「
慚
」と「
愧
」は
別
々

の
意
味
を
備
え
た
言
葉
で
し
た
。「
慚
」

は
、
自
ら
が
犯
し
た
罪
を
そ
の
心
に
恥

じ
る
こ
と
で
あ
り
、「
愧
」
は
、
他
人
に

対
し
て
、
犯
し
た
罪
を
告
白
す
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
縁

と
し
て
、
罪
を
つ
く
ら
な
い
、
罪
を
つ

く
ら
せ
な
い
こ
と
へ
と
繋(

つ
な)

げ
て

い
く
意
味
を
備
え
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

　

親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
言
葉
を
大
変
重

く
み
て
お
ら
れ
ま
し
た
。『
正
像
末
和
讃

（
愚
禿
悲
嘆
述
懐
）』
第
四
首
で
は
、 

　

無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て　

　
　

ま
こ
と
の
心
は
な
け
れ
ど
も 

　
　

弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば　

　
　

功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
も
う 

　

と
著
さ
れ
、聖
人
御
自
身
が
「
慚
」「
愧
」

の
意
味
を
重
々
ご
理
解
さ
れ
て
い
て
も
、

そ
れ
を
罪
悪
深
重
の
凡
夫
と
し
て
、
ど

こ
ま
で
も
「
無
慚
」「
無
愧
」
あ
る
と
内

省
さ
れ
、
故
に
阿
弥
陀
様
か
ら
回
向
さ

れ
た
お
念
仏
が
ど
れ
ほ
ど
有
難
い
の
か
、

ど
れ
ほ
ど
尊
い
の
か
に
つ
い
て
、
私
た

ち
に
お
示
し
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　

こ
こ
で
今
一
度
、「
慚
愧
」
の
言
葉
を

ふ
り
か
え
り
ま
す
と
、
そ
の
充
て
ら
れ
て

い
る
漢
字
が
「
り
っ
し
ん
べ
ん
」
に
「
鬼
」

を
「
斬
る
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　

四
年
前
、
日
本
邦
画
史
上
最
高
の
興

行
収
入
と
な
る
映
画
が
上
映
さ
れ
ま
し

た
。『
鬼
滅
の
刃
』
と
い
う
ア
ニ
メ
映
画

で
す
。
も
と
も
と
は
、
週
刊
連
載
漫
画

雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
漫
画
で
し
た
。

短
く
あ
ら
す
じ
を
申
し
ま
す
と
、
主
人

公
と
妹
以
外
の
家
族
全
員
が
、
鬼
に
よ
っ

て
帰
ら
ぬ
人
と
さ
れ
、
そ
の
生
き
残
っ

た
妹
も
鬼
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
仇
討
ち

と
妹
の
救
済
の
た
め
に
、
鬼
討
伐
の
組

織
の
隊
員
と
な
っ
て
戦
っ
て
い
く
物
語

で
あ
り
ま
す
。
そ
う
申
し
ま
す
と
、
勧

善
懲
悪
の
痛
快
な
内
容
か
と
思
わ
れ
た

か
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
、
主
人
公
は

鬼
を
退
治
す
る
た
び
に
自
省
を
繰
り
返

し
ま
す
。 

　
「
鬼
は
も
と
も
と
自
分
と
同
じ
人
間

だ
っ
た
ん
だ
」「
自
分
こ
そ
が
鬼
だ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
」「
も
し
ど
こ
か
で
鬼
に

な
っ
た
ら
、
そ
の
時
は
斬
っ
て
く
だ
さ

い
」
と
。 

　

ま
し
て
や
、
人
間
の
記
憶
を
時
折
蘇

ら
せ
る
妹
の
姿
を
そ
ば
で
み
て
い
る
こ

と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
、
鬼
退
治
を
し

た
英
雄
気
取
り
よ
り
も
、
縁
さ
え
あ
れ

ば
、
い
つ
か
は
鬼
に
墜
ち
る
と
い
う
自

戒
の
姿
に
、
多
く
の
方
々
の
共
感
が
あ
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

　

南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば　

　
　

四
天
大
王
も
ろ
と
も
に 

　
　

夜
昼
つ
ね
に
ま
も
り
つ
つ　

　
　

よ
ろ
ず
の
悪
鬼
を
ち
か
づ
け
ず 

リレー法話　自由という不自由

リ
レ
ー
法
話

リ
レ
ー
法
話

リ
レ
ー
法
話

鬼
と
阿
弥
陀
さ
ま
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「
阿
弥
陀
さ
ま
と
お
釈
迦
さ
ま
は
ど
う

い
う
違
い
が
あ
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね

ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ

と
を
思
わ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

毎
年
四
月
八
日
に
、
お
釈
迦
さ
ま
の

誕
生
を
祝
う
花
ま
つ
り
と
い
う
行
事
が

あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
お
よ
そ

二
千
五
百
年
前
に
、
北
イ
ン
ド
の
釈
迦

族
の
王
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
や

が
て
誰
も
が
避
け
ら
れ
な
い
「
生
し
ょ
う
ろ
う老

病
び
ょ
う

死し

」
の
四
つ
の
苦
し
み
の
事
実
を
知
り
、

そ
の
苦
し
み
悩
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
道

を
求
め
て
、
王
子
の
位
を
棄す

て
て
、
城
を

出
て
修し
ゅ
ぎ
ょ
う
し
ゃ

行
者
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

真し
ん

理り

の
は
た
ら
き(

法)

に
目
覚
め
ら
れ

た
人
（
佛ぶ
つ
だ陀
）
に
な
ら
れ
、
釈
迦
族
の

尊
い
聖
し
ょ
う
じ
ゃ者(

釈
し
ゃ
く
そ
ん尊)

と
呼
ば
れ
た
の
で
す
。

　

一
方
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
歴
史
上
の
人

物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
で
も
、
ど

こ
で
も
、
誰
の
上
に
も
、
は
た
ら
い
て

い
る
法
が
、
私
た
ち
を
救
う
た
め
に
顕
あ
ら
わ

れ
て
く
だ
さ
っ
た
佛
さ
ま
で
す
。

　

こ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
は
た
ら
き
を
あ

「
阿
弥
陀
さ
ま
と
お
釈
迦
さ
ま
は

　
　ど
う
い
う
違
い
が
あ
る
の
で
す
か
」

浄
土
真
宗
な
ん
で
も
Ｑ
＆
Ａ

浄
土
真
宗
の
教
え

浄
土
真
宗
の
教
え

き
ら
か
に
し
、
私
た
ち
が
救
わ
れ
る
道

を
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
お
釈
迦

さ
ま
で
す
。
そ
の
説
か
れ
た
教
え
を
後の
ち

に
、
お
弟
子
の
方
々
が
文
字
に
書
き
残

し
た
の
が
、
お
経
き
ょ
う
な
の
で
す
。

　

親し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

鸞
聖
人
は
『
正し
ょ
う
し
ん
ね
ん
ぶ
つ
げ

信
念
仏
偈
』（
正
し
ょ
う
し
ん信

偈げ

）
で
「
如に
ょ
ら
い
し
ょ
い
こ
う
し
ゅ
っ
せ

来
所
以
興
出
世　

唯ゆ
い
せ
つ説
弥み

だ陀

本ほ
ん
が
ん
か
い

願
海
」
と
、
お
釈
迦
さ
ま
が
、
人
の
す

が
た
を
も
っ
て
こ
の
世
に
誕
生
し
て
く

だ
さ
っ
た
の
は
、
た
だ
た
だ
私
た
ち
を

必
ず
救
う
、
と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の
願

い
（
本
願
）
を
お
説
き
す
る
た
め
で
あ
っ

た
の
だ
と
い
た
だ
か
れ
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
す
べ
て
の
苦
し
み
悩

む
い
の
ち
に
「
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
に

目
覚
め
な
さ
い
」
と
す
す
め
る
方
で
す
。

そ
の
す
す
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
阿
弥

陀
さ
ま
の
本
願
に
目
覚
め
て
救
わ
れ
て

　

こ
の
和
讃
は
、
親
鸞
聖
人
の
『
浄
土

和
讃
（
現
世
利
益
和
讃
）』
の
第
六
首
で

す
。
現
世
利
益
と
聞
け
ば
、
何
か
神
仏
に

す
が
れ
ば
、
そ
の
願
い
が
叶
う
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人

は
迷
信
の
類
い
を
嫌
わ
れ
た
か
た
で
す
。

凡
夫
の
思
う
、
浅
は
か
な
目
的
の
た
め

の
「
条
件
」
と
し
て
お
念
仏
を
称
え
な

さ
い
、
と
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

で
は
、こ
の
和
讃
の
真
意
と
は
。
そ
れ
は
、

お
念
仏
を
称
え
る
と
き
は
い
つ
も
阿
弥

陀
様
が
い
ら
し
て
く
だ
さ
る
。
さ
ら
に
、

阿
弥
陀
様
の
第
17
願
の
願
意
に
も
あ
る

よ
う
に
、
そ
こ
に
は
十
方
の
諸
仏
さ
ま

を
伴
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
ゆ
え
に
、
無

慚
無
愧
の
身
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
他
の
鬼

と
群
れ
る
こ
と
な
く
、
安
心
し
て
念
仏

申
し
上
げ
な
さ
い
、
と
。 

　

鬼
よ
り
怖
い
所
業
を
す
る
の
は
、
他

で
も
な
い
人
間
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
人

間
の
中
に
、
自
分
自
身
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
。
だ
か
ら
こ
そ
、
阿
弥
陀
様
が
い

つ
も
ど
こ
ま
で
も
、
私
の
そ
ば
に
い
ら

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
。
節
分
の

日
を
過
ご
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
思
っ

た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
合
掌

　

和
歌
山
市　

崇
賢
寺
住
職　

松
田
信
慶 
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い
く
の
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
お
手
紙
の
中
で
「
こ
の

真し
ん
じ
つ
し
ん
じ
ん

実
信
心
の
お
こ
る
こ
と
は
、
釈
迦
弥
陀

の
二に

尊そ
ん

の
お
ん
は
か
ら
い
よ
り
、
お
こ
り

た
り
と
し
ら
せ
た
も
う
べ
し
」
と
お
釈
迦

さ
ま
と
阿
弥
陀
さ
ま
の
名
を
並
べ
て
尊
ば

れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の

教
え
を
通
し
て
、
自
ら
の
生
き
方
を
見
つ

め
直
し
、
自
ら
も
目
覚
め
た
人
に
な
る
こ

と
を
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
願
わ
れ
て
い
る
の

で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
浄
土
真
宗
で

は
「
二
尊
の
教
え
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
が
教
え
を
説
い
て
く
だ

さ
っ
た
か
ら
こ
そ
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
こ
こ

ろ
に
出
遇
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ

う
。　
　
　
　
　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）

阿
弥
陀
と
釈
迦

『
影
印
翻
刻
現
代
語
訳
顕
正
流
義
鈔
』

  

出
版
記
念

「
燈
炬
殿
だ
よ
り
」

真
慧
展

　

次
回
の
展
示
の
タ
イ
ト
ル
は
、『
影
印

翻
刻
現
代
語
訳 

顕
正
流
義
鈔
』
出
版
記

念　

真
慧
展　

と
少
し
長
い
の
で
す
が
、

そ
の
訳
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
思

い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
２
０
２
３(

令
和
５)

年
３

月
31
日
に
高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
研
究

セ
ン
タ
ー
よ
り
『
影
印
翻
刻
現
代
語
訳 

顕
正
流
義
鈔
』
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
真

慧
上
人
は
、高
田
派
中
興
の
祖
と
呼
ば
れ
、

専
修
寺
が
一
身
田
の
地
に
建
立
さ
れ
る
基

盤
と
な
る
教
化
活
動
を
な
さ
れ
た
方
で
あ

り
、
そ
の
ご
活
躍
に
よ
り
現
在
の
本
山
専

修
寺
が
あ
り
ま
す
。『
影
印
翻
刻
現
代
語

訳 

顕
正
流
義
鈔
』
は
高
田
派
の
教
学
の

指
標
と
も
い
え
る
真
慧
上
人
の
主
著
『
顕

正
流
義
鈔
』
を
、
高
田
派
檀
信
徒
の
皆
様

を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
に
読
ん
で
い
た

だ
け
る
よ
う
、
厳
密
な
推
敲
を
重
ね
て
現

代
語
訳
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

高
田
派
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ

本
書
で
す
が
、そ
の
出
版
に
至
る
ま
で
は
、

構
想
以
来
24
年
に
及
ぶ
膨
大
な
歳
月
と
ご

苦
労
が
あ
っ
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
ま

さ
に
現
在
の
高
田
派
教
団
に
と
っ
て
の
一

大
事
業
で
あ
り
ま
し
た
。

　

宝
物
館
の
ス
タ
ッ
フ
一
同
は
、
何
と
し

て
も
こ
の
一
大
事
業
完
成
を
記
念
す
る
と

と
も
に
、
真
慧
上
人
の
ご
業
績
を
も
お
讃

え
す
る
行
事
を
催
し
た
い
と
の
思
い
か
ら

「
真
慧
展
」
の
開
催
を
企
画
い
た
し
ま
し

た
。
幸
い
、
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
に

は
、
ご
快
諾
い
た
だ
き
、
多
大
な
ご
協
力

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

　

今
回
、
展
示
品
の
選
定
に
あ
た
っ
て
、

真
慧
上
人
ゆ
か
り
の
様
々
な
法
宝
物
が
、

あ
ち
こ
ち
の
寺
院
で
大
切
に
お
守
り
つ
が

れ
て
い
る
こ
と
を
再
認
識
い
た
し
ま
し

た
。
真
慧
上
人
ご
在
世
の
時
代
か
ら
五
百

年
以
上
の
歳
月
が
経
っ
て
な
お
、
真
慧
上

人
の
行
跡
が
尊
び
敬
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と

の
証
と
大
変
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

会
期
：
２
０
２
４(

令
和
６)

年
３
月
14
日(
木)

～
５
月
６
日(

月)
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①釈迦牟尼仏陀伝　
           ～初転法輪への道～
冨尾　武弘著

定価3,850円（税込）
北塔　光昇著

定価1,320円（税込）

本書は、『方広大荘厳経』に基づき、仏
陀の伝記であるボロブドゥール寺院の
百二十面全ての浮彫パネルを、釈迦伝
の全容を示すものとして解読する。釈
尊の成長に合わせ、種々な体験等を経
て、大乗仏教成立に至る過程、「初転法
輪」迄を解説する。

『大無量寿経』を初めて学ぶ方々に
も、話し言葉で簡易に読める解説書。
読みやすい分量に数回にわけて、『大
無量寿経』を味わう。今回の読本一
は、『大無量寿経』を読み進めるに
当たって必要な基礎的知識を中心に
まとめる。

②『大無量寿経』読本 一
最新刊 最新刊お

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！／

　

あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
展
示
予
定
の
貴

重
な
法
宝
物
は
、
所
蔵
寺
院
さ
ま
か
ら
借

用
を
ご
快
諾
い
た
だ
け
ま
し
た
。
そ
の
お

か
げ
で
、
ご
自
筆
の
書
籍
を
は
じ
め
、
ご

使
用
品
と
伝
わ
る
品
々
を
豊
か
に
展
示
す

る
こ
と
が
か
な
い
ま
し
た
。
是
非
と
も

「
真
慧
展
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
真
慧
上

お剃刀（正保院 納所道場蔵） 顕正流義鈔（西岸寺蔵）

永正規則（浄光寺蔵）

人
の
尊
い
ご
行
跡
の
一
端
に
触
れ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。
借
用
を
ご
承
諾
い
た
だ
き
ま
し
た

皆
様
に
は
心
よ
り
の
感
謝
を
申
し
上
げ
ま

す
。

　

高
田
派
本
山
専
修
寺
宝
物
館

　
　
　
　
　

燈
炬
殿　

館
長　

大
野
照
文

燈
炬
殿
お
七
夜
特
別
展
館

　

燈
炬
殿
で
は
「
お
七
夜
特
別
展
観
」
が

行
わ
れ
、
た
く
さ
ん
の
来
場
者
が
あ
り
ま

し
た
。
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お七夜大盛況
コロナ禍も少し収まり、本年のお七夜（報恩講）は往年
の賑わいをとりもどし大盛況。その模様をお伝えします。

日
中
・
御
親
教
・
復
演

１
月
15
日
は
御
影
堂
で
御
親
教
と
復
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

お
七
夜
婦
人
連
合
会

１
月
11
日
は
お
七
夜
婦
人
連
合
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
逮
夜
勤
行
の

あ
と
、
岡
崎
市
浄
泉
寺
住
職
戸
田

惠
信
師
の
お
説
教
を
聴
聞
い
た
し

ま
し
た
。

国
宝
御
影
堂
特
別
拝
観

御
影
堂
に
お
い
て
、
国
宝
御
影
堂
特
別
拝
観
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
普
段
は
入
る
こ
と
が
で
き
な

い
中
陣
か
ら
の
参
拝
に
、
多
く
の
方
が
喜
ば
れ

ま
し
た
。

責任役員会
1 月 13 日には責任役員会が行われました。200 名の参加があ
りました。

御
影
堂
行
事

特
別
講
演

13
日
は
四
日
市
市
誓
元
寺
の
栗
原
妙
直
師
が
『
遠

く
宿
縁
を
慶
べ
』
の
講
題
で
、
14
日
に
は
鈴
鹿

市
善
昌
寺
の
金
信
玄
昌
師
が
『
両
重
の
因
縁
ー

光
明
、
名
号
、
父
母
ー
』
の
講
題
で
、
そ
れ
ぞ

れ
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。」

布
教
伝
道

大
講
堂
説
教

お
七
夜
期
間
中
は
毎
日
、
大
講
堂
で
大
講
堂
説

教
や
、
布
教
師
主
催
の
布
教
大
会
が
開
か
れ
、

毎
回
熱
心
な
ご
聴
聞
が
あ
り
ま
し
た
。
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ののさま展
お七夜期間中には御対面所におきまして「の
のさまを描こう展」が開催され、仏教保育園
１６園から、園児の描いた３９９点ものかわ
いい仏様の絵が展示されました。

献書展
お七夜の献書展は 719 点の参加がありました。遠
く北海道からの作品もあり、多くの方にご覧いた
だきました。

物
産
展

人
出
も
戻
り
つ
つ
あ
る
の
か
、

高
田
会
館
の
物
産
展
も
多
く
の

人
出
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

魯あす香氏 
エレクトーン 特別演奏会

1 月 14 日 18 時からは、魯あす香氏によるエ
レクトーン特別演奏会が御影堂にて開催され
ました。境内の竹あかりに呼応するかのよう
な素晴らしい演奏に、多くの参拝者は魅了さ
れました。

御
非
時

用
度
講
（
食
堂
）
で
の
お
非
時
も

復
活
。
ご
飯
を
５
杯
も
お
か
わ
り

す
る
人
も
い
た
そ
う
で
す
。

青
少
年
育
成

山
内
の
様
子

竹あかり
今回のお七夜竹あかりは竹あかり作家の川渕皓
平氏による作品と、子供たちの竹あかり約２、
０００本が展示され、東海地区最大級の規模とな
りました。１月 15 日の夜は 23 時頃までたくさん
の参拝がありました。

御参廟
御参廟が行われました。寒い風に
も関わらず、多くの参拝がありま
した。



　

文
化
財
防
火
デ
ー
に
合
わ
せ
て
、
１
月
25
日
（
木
）

に
高
田
本
山
で
も
防
火
訓
練
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
24
年
１
月
26
日
に
、
現
存
す
る
世
界
最
古
の

北
像
建
造
物
で
あ
る
法
隆
寺
（
奈
良
県
斑
鳩
町
）
の

金
堂
が
炎
上
し
、
壁
画
が
焼
損
し
た
こ
と
に
、
基
づ

い
て
い
ま
す
。

8行事報告とお知らせ

　
行
　
事
　
案
　
内

写
生
大
会
＝
三
月
十
六
日
～
四
月
七
日

中
学
生
教
化
合
宿
＝
三
月
三
十
一
日
～
四
月
二
日

讃
佛
会
＝
三
月
十
七
日
～
二
十
三
日

千
部
法
会
＝
四
月
六
日
～
十
一
日

十
万
人
講
法
会
＝
四
月
九
日
～
十
日

戰
没
者
追
弔
法
会
＝
四
月
十
一
日 

花
ま
つ
り
＝
四
月
二
十
一
日

興
学
布
教
研
究
大
会
＝
四
月
二
十
九
日 

堯
祺
上
人
御
正
当
＝
五
月
六
日
～
八
日 

開
山
親
鸞
聖
人
降
誕
会
＝
五
月
二
十
一
日 

第
五
十
七
回
高
田
派
婦
人
連
合
大
会
＝
六
月
二
日 

高
田
派
青
年
の
集
い
＝
六
月
二
十
九
日
～
三
十
日

●●●●●●●●●●●●

法
　
会
・

高田本山をデジタルでお楽しみ

 

■
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
六
年
三
月
十
六
日
（
土
）
～
四
月
七
日
（
日
）

　

場
所
：
高
田
本
山　

境
内
（
提
出
期
限
は
最
終
日
の
15
時
で
す
）

　

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

　

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

期間：令和５年３月 18 日（土）〜４月２日（日）期間：令和 6 年３月16 日（土）〜４月 7 日（日）

高田本山で絵をかきましょう！！

「『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と

新 刊 案 内

栗
原
廣
海 
著　
　

５
０
０
円
（
税
込
み
）

『
本
山
だ
よ
り
』
に
連
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
栗

原
廣
海
先
生
の
「『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
く

と
い
う
こ
と
」
が
、
読
み
や
す
い
本
に
な
っ
て

発
刊
さ
れ
ま
し
た
。
お
念
仏
の
よ
き
友
と
し
て
、

ま
た
御
寺
院
で
の
聞
法
会
・
輪
読
会
の
テ
キ
ス

ト
、
法
会
の
お
扱
い
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

真
宗
教
団
連
合
三
重
県
支
部
よ
り

　

２
月
20
日
（
火
）「
教
団
連
合
三
重

県
支
部
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・

立
教
開
宗
８
０
０
年
・
真
宗
教
団
連
合

結
成
50
周
年
・
同
三
重
県
支
部
50
周
年

記
念
公
演
」と
し
て
、劇
団
前
進
座「『
花

こ
ぶ
し
』
親
鸞
聖
人
と
恵
信
尼
さ
ま
」

が
、
津
リ
ー
ジ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
お
城
ホ
ー

ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
三
重
県
内
で

観
劇
で
き
る
機
会
は
な
か
な
か
無
い
た

め
か
、
ほ
ぼ
満
員
の
大
盛
況
で
し
た
。

防
火
訓
練

撮影・金井恵蓮

総
合
案
内
所

に
て
販
売
中


