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三
重
県
を
舞
台
に
開
催
さ
れ
る

平
和
を
願
う
自
動
車
文
化
の
祭
典

　
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
カ
ー
カ
フ
ェ
」
が

高
田
本
山
に
立
ち
寄
っ
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

　小
さ
な
子
た
ち
の
歓
声
の
な
か

た
く
さ
ん
の
笑
顔
の
輪
が
ひ
ろ
が

り
ま
し
た
。

中学生教化合宿 はなまつり



2

 　

先
日
の
こ
と
。
一
年
前
に
七
十
歳
と

い
う
若
さ
で
亡
く
な
ら
れ
た
あ
る
男
性

の
一
周
忌
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

時
の
こ
と
で
す
。

　

そ
の
亡
く
な
ら
れ
た
男
性
の
妻
に
あ

た
る
女
性
の
方
に
、「
ず
っ
と
気
に
な
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
も
し
私
が
死
ん
だ
ら

ま
た
夫
に
会
え
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と

聞
か
れ
ま
し
た
。「
や
っ
ぱ
り
も
う
一
度

会
い
た
い
で
す
か
」
と
声
を
か
け
る
と
、

「
は
い
。
ど
う
し
て
も
会
い
た
く
て
、
毎

日
し
か
た
が
な
い
ん
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で

す
が
、
私
よ
り
も
先
に
逝
か
れ
て
し
ま
っ

た
あ
の
人
は
、
今
い
っ
た
い
ど
こ
で
何
を

さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
こ

の
私
も
命
を
終
え
た
ら
そ
の
後
は
い
っ

た
い
ど
う
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
」
と
、
誰
し

も
考
え
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
こ
の
問
い
に
明
確
な
答
え

を
出
す
の
は
難
し
い
。
今
の
世
の
中
、
気

に
な
っ
た
こ
と
は
パ
ソ
コ
ン
で
も
ス
マ

ホ
で
も
ち
ょ
っ
と
検
索
す
れ
ば
、
ポ
ン
っ

と
正
確
な
答
え
が
簡
単
に
手
に
入
る
便

利
な
世
の
中
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

「
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
」
と
い
う
問
い

へ
の
答
え
は
、
ど
こ
を
探
し
て
も
な
か
な

か
見
つ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

そ
ん
な
中
、
真
宗
に
は
こ
の
問
い
へ
の

明
確
な
答
え
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
親

鸞
聖
人
は
晩
年
、
門
弟
の
方
に
「
私
は
、

今
は
す
っ
か
り
年
老
い
て
し
ま
い
、
き
っ

と
あ
な
た
よ
り
先
に
往
生
す
る
で
し
ょ

う
か
ら
、
浄
土
で
必
ず
あ
な
た
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
」
と
お
伝
え
に
な
ら

れ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
言
葉
こ
そ
が
答
え
で
あ
る
よ
う

に
私
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
先
に
逝
か
れ
て
し
ま
っ
た

あ
の
人
は
、
阿
弥
陀
様
の
お
浄
土
へ
と

生
ま
れ
往
き
、
仏
様
と
な
ら
れ
て
、
今

お
浄
土
の
世
界
か
ら
私
た
ち
を
見
守
り
、

支
え
、
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
私
も
、
命
を
終
え
た
ら
お

浄
土
へ
と
生
ま
れ
往
き
、
先
に
逝
か
れ
た

あ
の
人
と
一
緒
に
今
度
は
、
今
を
生
き

て
い
る
人
た
ち
を
た
だ
見
守
り
、
支
え
、

導
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
私
の
命
に
意
味
と
目
的
地
を
も

た
ら
し
、
終
わ
り
の
「
死
」
を
始
ま
り

の
「
死
」
へ
と
変
え
る
御
教
え
。
そ
れ

が
真
宗
な
の
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　
　

愛
知
五
組　

浄
泉
寺
衆
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
田
栄
信 

リレー法話　あの人に会えますか

リ
レ
ー
法
話

リ
レ
ー
法
話

あ
の
人
に
会
え
ま
す
か

山門二階の釈迦三尊像



 3 浄土真宗の教え

 　

お
つ
と
め
の
終
わ
り
に
聞
こ
え
る

「
が
ん
に
し
く
ど
く
～
」
の
声
。

　

こ
の
偈げ

文も
ん(

佛ぶ
つ

の
功く

徳ど
く

を
讃ほ

め
た
た
え

る
定て

い
け
い型

詩し)

を
私
た
ち
は
「
廻え

向こ
う
も
ん文

」
と

親
し
み
ま
す
。

 　
「
廻え

向こ
う

」
と
は
「
自

み
ず
か
ら
修お

さ

め
た
功
徳
を
、

自
ら
の
さ
と
り
の
為
に
、
ま
た
は
他
者
の

利り

益や
く

の
為
に
め
ぐ
ら
し
、
さ
し
向む

け
る
こ

と
」
と
解か

い
し
ゃ
く釈
さ
れ
、
通
常
は
「
わ
が
み
を

た
の
み
、
わ
が
こ
こ
ろ
を
た
の
む
」
自じ

力り
き

で
行
わ
れ
る
行

ぎ
ょ
う
で
あ
る
と
示
さ
れ
ま
す

が
、
浄じ

ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う

土
真
宗
で
は
こ
の
心
を
ひ
っ
く
り

返
し
て
頂
く
所
に
、
大
切
な
お
味
わ
い
が

あ
る
の
で
す
。

　

冒ぼ
う
と
う頭
の
「
廻
向
文
」(

左
図
参
照)

は
、

御ご
　
か
い
さ
ん

開
山 

親し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

鸞
聖
人
が
「
七し

ち
こ
う
そ
う

高
僧
」
の
お
ひ

と
り
と
し
て
仰あ

お

が
れ
た
善ぜ

ん
ど
う
た
い
し

導
大
師
の
『
観か

ん

経ぎ
ょ
う
し
ょ

疏
』
と
い
う
お
書し

ょ
も
つ物

に
た
ず
ね
る
事
が

で
き
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
、
御
開
山
の
お
示
し
を
通
し

て
味
わ
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
現
代
語
訳
】

 

「
こ
の
功
徳
が
平び

ょ
う
ど
う等

に
全す

べ

て
の
人
々
に
施

ほ
ど
こ

さ
れ
、
皆み

な

同
じ
く
他た

　り
き力
の
ご
信し

ん
じ
ん心
を
発お

こ

し
、
阿あ

み

だ
弥
陀
如に

ょ
ら
い来
様
の
お
浄じ

ょ
う
ど土
へ
往お

う
じ
ょ
う生
し

た
い
と
願
う
」

　

特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
一
行
目
に
示

さ
れ
た
「
此こ

の

功く

徳ど
く

」
を
、
私
の
功
徳
と
す

る
と
、
お
つ
と
め
の
意い

ぎ義
を
取
り
違
え
て

し
ま
う
点
で
す
。

　

浄
土
真
宗
は
自
ら
修
め
た
功
徳
を
た
よ

り
と
す
る
佛ぶ

つ
ど
う道

で
は
な
く
「
自じ

　
し
ん身

の
煩ぼ

ん
の
う悩

に
振
り
回
さ
れ
て
生
き
て
い
る
私
」
こ
そ

目め

あ当
て
と
す
る
、
阿
弥
陀
如
来
様
の
ご
廻

向(

本ほ
ん
が
ん
た
り
き

願
他
力)

に
よ
っ
て
す
く
わ
れ
る

御
教
え
で
す
。

　

つ
ま
り
「
此
功
徳
」
と
は
、
全
て
の
も

の
を
救
わ
ん
と
喚よ

び
か
け
ら
れ
た
「
南な

も無

阿あ

み

だ
弥
陀
佛ぶ

つ

」
の
大

だ
い
お
ん
じ
ょ
う

音
声
で
す
か
ら
、「
廻
向

文
」
よ
り
「
こ
の
お
つ
と
め
は
全
て
わ
れ

ら
の
た
め
で
あ
っ
た
」
と
聞
か
さ
れ
つ
つ
、

導
か
れ
た
お
念
佛
の
声
に
う
な
だ
れ
、
深

く
う
な
ず
か
せ
て
頂
き
た
い
も
の
で
す
。

　

最
後
に
、
四
人
の
子
に
先
立
た
れ
る
深

い
悲
し
み
と
共
に
お
念ね

ん
ぶ
つ佛

に
出で

あ遇
わ
れ

「
が
ん
に
し
く
ど
く
」っ
て
な
ん
で
す
か
？

浄
土
真
宗
な
ん
で
も
Ｑ
＆
Ａ

お
つ
と
め
に
つ
い
て

お
つ
と
め
に
つ
い
て

た
、
石い

わ
み見(

島
根
県)

有あ
り
ふ
く福
の
妙

み
ょ
う
こ
う
に
ん

好
人
（
お

念
佛
を
慶

よ
ろ
こ
ば
れ
る
人
の
尊

そ
ん
し
ょ
う称
）
善ぜ

ん
た
ろ
う

太
郎
さ

ん
の
お
味
わ
い
を
聞
か
せ
て
頂
き
ま
し
ょ

う
。

　
　

お
が
ん
で

　
　
　

た
す
け
て
も
ら
う
じ
ゃ
な
い

　
　
　

お
が
ま
れ
て
く
だ
さ
る

　
　
　

に
ょ
ら
い
さ
ま
に

　
　
　

た
す
け
ら
れ
て

　
　
　

ま
い
る
こ
と

　
　

こ
ち
ら
か
ら
お
も
う
て

　
　
　

た
す
け
て
も
ら
う
じ
ゃ
な
い

　
　
　

む
こ
う
か
ら
お
も
わ
れ
て

　
　
　

お
も
い
と
ら
る
る
こ
と

　
　
　

こ
の
善
太
郎

　

私
は
ほ
と
け
さ
ま
を
拝お

が

ん
で
い
る
と
思

い
が
ち
で
す
が
、
私
が
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」

と
申
す
よ
り
も
前さ

き

に
如
来
様
の
方
か
ら
、

こ
ち
ら
を
願
わ
れ
拝
ん
で
お
ら
れ
た
の
で

し
た
。

　

如
来
様
の
お
慈じ

ひ悲
に
た
っ
ぷ
り
と
浴
す

る
お
つ
と
め
の
肝
要
を
、
今
日
も
「
廻
向

文
」
に
聞
か
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）

ニュース情報番組

『
高
田
意
訳
聖
典
』
よ
り
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新
宝
物
館
「
燈
炬
殿
」
が
落
成
し
て
か

ら
ほ
ぼ
一
年
が
経
ち
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
間
、
新
宝
物
館
が
、
与
え
ら
れ
た
三

つ
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
果
た
し
て
き
た

か
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

第
一
の
役
割
は
、
親
鸞
聖
人
ゆ
か
り
の

も
の
を
始
め
、
法
宝
物
を
大
切
に
未
来
へ

伝
え
る
こ
と
で
す
。
現
在
、
法
宝
物
を
収

め
る
収
蔵
庫
に
つ
い
て
、
最
適
の
保
存
環

境
を
整
え
る
た
め
の
調
整
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

第
二
の
役
割
は
、
法
宝
物
に
つ
い
て
の

調
査
・
研
究
で
す
。
こ
の
役
割
を
効
果
的

に
果
た
す
た
め
、
本
山
教
学
院
、
高
田
短

期
大
学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
三
重

県
総
合
博
物
館
、
学
習
院
大
学
を
は
じ
め
、

多
く
の
機
関
や
専
門
家
の
協
力
を
得
ら
れ

る
仕
組
み
づ
く
り
を
模
索
中
で
す
。

　

第
三
の
役
割
は
、
檀
信
徒
の
皆
様
は
も

ち
ろ
ん
一
般
の
皆
様
に
も
専
修
寺
の
す
ば

ら
し
さ
を
広
く
お
伝
え
す
る
展
示
・
広
報

で
す
。
こ
の
一
年
、「
知
ら
れ
ざ
る
専
修
寺

の
至
宝
」、「
見
真
大
師
と
聖
徳
太
子
」、「
お

七
夜
さ
ん
っ
て
知
っ
て
る
？
」、「
伝
燈
」、

「
真
慧
展
」
と
五
つ
の
企
画
展
を
開
催
し
ま

し
た
。
延
べ
百
八
十
四
日
の
開
館
期
間
中
、

合
計
八
千
五
十
八
名
に
来
館
い
た
だ
き
ま

し
た
。お
か
げ
で
、一
日
平
均
四
十
四
名
と
、

当
初
目
標
の
四
十
名
の
目
標
を
達
成
で
き

ま
し
た
。

　

直
近
の
第
五
回
企
画
展
「
真
慧
展
」
は
、

高
田
短
期
大
学
の
「
仏
教
教
育
研
究
セ
ン

タ
ー
」
に
よ
る
「
影
印　

翻
刻　

現
代
語

訳　

顕
正
流
義
鈔
」
の
出
版
を
記
念
し
て

の
開
催
で
し
た
が
、
こ
の
展
示
で
は
、
真

慧
上
人
ゆ
か
り
の
品
々
十
五
点
を
九
カ
寺

か
ら
お
借
り
し
ま
し
た
。
上
人
に
対
す
る

深
い
敬
愛
の
念
抜
き
に
は
、長
き
に
わ
た
っ

て
ゆ
か
り
の
品
々
が
各
寺
院
で
守
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
展
示

は
、
敬
愛
の
念
が
五
百
年
近
く
に
わ
た
っ

て
続
く
ほ
ど
の
優
れ
た
指
導
者
を
輩
出
し

た
高
田
派
の
力
を
示
す
も
の
と
も
な
り
ま

し
た
。

　

さ
て
、
本
年
五
月
の
第
百
八
〇
宗
議
会

で
は
、
検
討
を
重
ね
定
め
ら
れ
た
宝
物
館

に
つ
い
て
の
規
程
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
は
、
規
程
に
従
っ
て
、
よ
り
効
果
的

か
つ
適
正
に
三
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
夏
は
、
八
月
一
日
よ
り
九
月
二
十
九

日
の
会
期
で
仏
教
文
化
講
座
特
別
展
観「
学

山
高
田
の
文
化
」
を
開
催
し
ま
す
。
茶
を

た
し
な
み
、
都
や
地
元
の
文
化
人
と
も
広

く
交
流
さ
れ
た
第
十
七
世
円
猷
上
人
と「
勧

学
堂
」
を
建
て
て
、
安
居
を
奨
励
さ
れ
た

第
十
八
世
円
遵
上
人
を
は
じ
め
と
し
た
歴

代
上
人
ゆ
か
り
の
品
々
を
通
し
、
江
戸
中

後
期
に
高
田
派
の
教
学
・
文
化
が
と
も
に

隆
盛
し
た
様
子
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

是
非
と
も
多
く
の
皆
様
に
ご
来
館
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
、
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

「
燈
炬
殿
だ
よ
り
」

新
宝
物
館
、
開
館
か
ら
の
一
年
を
振
り
返
る

円遵筆　勧学堂額（高田学苑蔵）
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二
泊
三
日
の
バ
ス
で
の
長
旅
で
し
た

が
、
高
田
高
校
の
仏
青
イ
ン
タ
ー
ア
ク

ト
ク
ラ
ブ
の
皆
さ
ん
の
レ
ク
レ
ー
シ
ョ

ン
で
、
か
え
っ
て
楽
し
い
時
間
と
な
り

ま
し
た
。

　

知
ら
な
い
人
ば
か
り
で
緊
張
し
て
い

た
皆
さ
ん
も
、
ス
マ
ホ
そ
っ
ち
の
け
で

い
っ
ぺ
ん
に
仲
良
し
に
な
り
ま
し
た
。

 　

一
日
目
、
真
宗
の
源
流
と
い
わ
れ
る

栃
木
県
真
岡
市
高
田
の
本
寺
専
修
寺
で

は
、
栗
山
輪
番
を
は
じ
め
地
元
の
皆
様

の
大
歓
迎
を
受
け
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人

の
御
廟
や
御
影
堂
、
如
来
堂
、
修
理
中

の
山
門
や
お
住
ま
い
で
あ
っ
た
三
谷
の

草
庵
な
ど
深
い
高
田
派
の
歴
史
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

翌
日
は
長
野
県
の
「
し
も
す
わ
今
昔

館
お
い
で
や
」
で
時
計
つ
く
り
の
見
学

を
し
て
か
ら
、善
光
寺
門
前
の
宿
坊「
淵

之
坊
」
に
宿
泊
。
楽
天
全
国
宿
坊
ラ
ン

キ
ン
グ
ベ
ス
ト
10
の
精
進
料
理
に
「
お

い
し
い
」「
こ
ん
な
料
理
は
初
め
て
」

と
の
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。
翌
日
早
朝

か
ら
の
善
光
寺
の
お
勤
め
に
も
全
員
参

加
。
長
野
郷
土
史
研
究
会
の
小
林
会
長

ご
夫
妻
直
々
の
ご
案
内
で
、
と
て
も
楽

し
く
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

中
学
生
教
化
合
宿
に
参
加
し
た

　   

中
学
生
の
感
想
（
一
部
抜
粋
）

　
　
　
　
　

◎
今
回
、
普
段
は
経
験
の
で
き
な
い
よ

う
な
貴
重
な
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

移
動
時
間
は
長
か
っ
た
で
す
が
、
日

に
ち
を
重
ね
る
う
ち
に
そ
の
時
間
さ
え

短
く
思
え
る
よ
う
な
関
係
を
皆
さ
ん
と

築
く
こ
と
が
で
き
、
三
日
間
が
あ
っ
と

い
う
間
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

色
々
な
方
か
ら
お
話
を
聞
き
、
普
段

見
れ
な
い
場
所
ま
で
見
せ
て
い
た
だ
き

真
宗
高
田
派
の
知
識
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
あ
ま

り
仏
教
行
事
を
経
験
す
る
こ
と
が
な

か
っ
た
学
年
な
の
で
高
田
に
関
す
る
お

話
を
い
ろ
い
ろ
聞
く
こ
と
が
で
き
と
て

も
良
か
っ
た
で
す
。

　

特
に
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
善
光
寺

の
お
ま
い
り
に
参
加
し
た
こ
と
で
す
。

お
ま
い
り
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
な
か
っ

た
し
、
早
朝
か
ら
の
お
勤
め
も
し
た
こ

と
が
な
く
、
全
て
が
初
め
て
で
今
で
も

記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。
お
経
の
切
れ

目
が
変
わ
っ
た
り
、
と
な
え
る
言
葉
も

変
わ
る
の
で
す
ご
く
興
味
深
か
っ
た
で

す
。
お
念
珠
を
頭
に
授
け
て
も
ら
う
こ

と
も
初
め
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
七
列
目
に
座
る
な

ど
色
々
知
る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た

で
す
。
こ
の
合
宿
や
学
校
で
学
ん
だ
こ

と
を
忘
れ
ず
、
大
切
に
し
て
い
き
た
い

で
す
。
仏
教
や
高
田
本
山
に
つ
い
て
知

る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
楽
し
い
の
で

ぜ
ひ
中
学
生
の
み
な
さ
ん
に
は
参
加
し

て
色
々
な
考
え
方
を
身
に
つ
け
て
欲
し

い
で
す
。

　
　
　
　
　

◎
私
は
、
こ
の
合
宿
で
様
々
な
経
験
を

し
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
出
を
作
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

真
岡
井
頭
温
泉
で
は
、
サ
ウ
ナ
に

入
っ
て
疲
れ
を
癒
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
本
寺
専
修
寺
で
は
、
高
田
派
の
歴

史
に
つ
い
て
、
輪
番
さ
ん
が
教
え
て
下

さ
い
ま
し
た
。
夜
は
、
み
ん
な
で
お
か

し
を
食
べ
な
が
ら
、
高
田
高
校
の
先
輩

方
も
一
緒
に
、
輪
ゴ
ム
鉄
砲
で
紙
コ
ッ

プ
を
打
ち
落
と
す
射
撃
ゲ
ー
ム
を
し
ま

し
た
。
他
の
参
加
者
と
交
流
し
仲
良
く

な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

二
日
目
の
朝
ご
は
ん
で
は
、
栃
木
県

の
名
産
で
あ
る
イ
チ
ゴ
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
御
影
堂
の
床
を
ふ
き
掃

除
し
ま
し
た
。
次
の
目
的
地
に
行
く
ま

で
の
道
の
り
で
は
、
私
が
持
っ
て
き
た

人
狼
ゲ
ー
ム
を
し
て
遊
び
ま
し
た
。
し

も
す
わ
今
昔
館
お
い
で
や
で
は
、
様
々

栃
木
県
の
本
寺
専
修
寺
と

長
野
の
善
光
寺
を
め
ぐ
っ
て

五
年
ぶ
り
に
中
学
生
教
化
合
宿

長野善光寺にて

　
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
さ
れ
て
い
た
中
学
生
教
化
合
宿
が
よ
う
や
く
再
開

さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
栃
木
県
の
本
寺
専
修
寺
と
長
野
県
の
善
光
寺
を

め
ぐ
り
ま
し
た
。
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こ
と
を
こ
れ
か
ら
も
伸
ば
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

◎
中
学
生
教
化
合
宿
に
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

一
日
目
は
本
寺
専
修
寺
に
泊
ま
っ

て
、
二
日
目
は
御
影
堂
の
ふ
き
そ
う
じ

を
し
ま
し
た
。
そ
の
時
の
ぞ
う
き
ん
は

今
で
も
大
切
に

持
っ
て
い
ま
す
。

　

専
修
寺
に
泊

ま
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
一
生

の
思
い
出
で
す
。

善
光
寺
に
行
っ

て
朝
早
く
お
ま

い
り
に
行
き
ま

な
時
代
の
時
計
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
近
く
の
お
み
や
げ
屋
さ
ん
で

買
っ
た
よ
う
か
ん
は
、
家
族
に
と
て
も

喜
ば
れ
ま
し
た
。
宿
で
は
精
進
料
理
が

出
て
き
ま
し
た
。
初
め
て
食
べ
ま
し
た

が
、
ど
れ
も
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
で

す
。

　

三
日
目
は
、
朝
早
く
か
ら
善
光
寺
へ

参
拝
し
に
行
き
ま
し
た
。
私
は
少
し
ウ

ト
ウ
ト
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後

の
自
由
時
間
で
は
、
山
門
の
上
に
行
っ

て
み
た
り
、
周
囲
を
散
策
し
た
り
し
ま

し
た
。

　

こ
の
合
宿
を
通
し
て
、
私
は
、
お
寺

を
任
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
人
な
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の

合
宿
に
関
係
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◎
中
学
生
教
化
合
宿
の
三
日
間
は
、
参

加
者
全
員
が
成
長
す
る
こ
と
の
で
き
た

貴
重
な
時
間
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

高
田
本
山
か
ら
出
発
し
た
は
じ
め

は
、
全
員
が
初
め
て
会
う
人
に
緊
張
し

て
い
て
、
バ
ス
内
は
静
か
な
状
態
で
し

た
。し
か
し
、バ
ス
内
で
の
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
の
交
流
や
、
行
く
先
々
で
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
次
第

に
打
ち
解
け
る
こ
と
が
で
き
、
気
が
つ

く
と
、
バ
ス
内
は
賑
や
か
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。私
た
ち
が
訪
れ
た
先
々
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
方
々
に
案
内
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
一
つ
の
大
切

な
機
会
を
通
し
て
、
新
た
な
学
び
や
、

考
え
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
知
識
面

で
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ

れ
に
加
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
と
出
会

う
こ
と
に
よ
り
、
社
会
性
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
等
の
面
で
も
成
長
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
学
生
教
化
合
宿
の

三
日
間
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
成
長

す
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
時
間
と
な

り
ま
し
た
。
私
は
、
今
回
成
長
で
き
た

し
た
。
と
て
も
お
経
の
声
や
雰
囲
気
が

良
く
て
良
い
思
い
出
に
な
り
ま
し
た
。

き
が
つ
い
た
ら
僕
は
仏
青
部
に
入
っ
て

い
ま
し
た
。
三
日
間
通
し
て
い
い
経
験

に
な
り
ま
し
た
。

◎
バ
ス
で
の
長
旅
は
初
め
て
だ
っ
た
の

で
、
少
し
不
安
も
あ
り
ま
し
た
が
、
非

常
に
く
つ
ろ
げ
て
、
想
像
以
上
の
す
ば

ら
し
い
旅
で
し
た
。
そ
し
て
、
多
く
の

経
験
が
私
に
と
っ
て
は
新
鮮
で
、
こ
の

三
日
間
は
大
変
充
実
し
た
も
の
で
し

た
。

　

最
も
私
が
感
動
し
た
も
の
は
、
文
化

財
の
修
復
現
場
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
す
。
修
理
す
る
部
分
に
新
し
い
年

代
の
木
を
使
う
の
で
は
な
く
、
な
る
べ

く
周
り
と
同
じ
年
代
の
木
を
使
お
う
と

い
う
精
神
に
感
動
し
ま
し
た
。

　

本
寺
専
修
寺
で
は
、
一
般
に
入
る
こ

と
が
で
き
な
い
お
堂
に
入
る
こ
と
が
で

き
、
遠
く
か
ら
で
は
気
づ
け
な
い
、
天

井
や
細
部
に
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
デ
ザ

イ
ン
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

一
日
目
の
宿
で
は
、
お
宿
の
方
が
私

た
ち
に
と
て
も
や
さ
し
く
接
し
て
く
だ

さ
っ
て
、
心
が
温
ま
り
ま
し
た
。
二
日

目
で
の
宿
坊
で
は
、
お
か
み
さ
ん
の
や

わ
ら
か
な
笑
顔
に
長
い
バ
ス
で
疲
れ
た

体
が
い
や
さ
れ
ま
し
た
。
最
終
的
に
、

善
光
寺
仁
王
門

おいしかった精進料理 親鸞聖人像

（重文）本寺楼門解体修理見学 親鸞聖人の御廟
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み
ん
な
で
仲
良
く
楽
し
め
た
の
で
、
す

ご
く
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
少
人
数

な
ら
で
は
の
深
い
交
流
が
で
き
た
と
思

い
ま
す
。
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中
学
生
教
化
合
宿
は
来
年
も
開
催
す

る
予
定
で
す
。
中
学
生
な
ら
ど
な
た

で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
皆
様
ふ

る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
ね
。

本寺で記念撮影御影堂のふきそうじ
栗山本寺輪番とせんべい
ちゃんのお見送り

第
74
回
檀
信
徒
研
修
会
・
涅
槃
会

　

３
月
14
日
の
檀
信
徒
研
修
会
で

は
、
新
し
く
お
寺
の
役
員
に
な
ら
れ

た
方
な
ど
、
老
若
あ
わ
せ
多
く
の
熱

心
な
ご
出
席
が
あ
り
ま
し
た
。
よ
り

仏
教
に
親
し
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
よ

う
、
東
海
最
大
級
と
い
わ
れ
る
本
山

の
仏
涅
槃
図
の
絵
解
き
解
説
と
、
燈

炬
殿
見
学
が
行
わ
れ
ま
し
た
。「
と

て
も
わ
か
り
や
す
か
っ
た
」「
も
っ

と
広
報
し
て
ほ
し
い
」
と
の
感
想
を

い
た
だ
き
、
そ
の
お
か
げ
か
15
日
の

涅
槃
会
に
も
多
く
の
参
拝
が
あ
り
ま

し
た
。

　

４
月
21
日
、
５
年
ぶ

り
に
「
は
な
ま
つ
り
」

が
開
催
さ
れ
、
如
来
堂

か
ら
宗
務
院
ま
で
、
み

ん
な
で
白
象
を
引
い
て

行
進
し
ま
し
た
。
そ
の

あ
と
仏
青
の
皆
さ
ん
の

楽
し
い
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
で
楽
し
く
遊
び

ま
し
た
。

は
な
ま
つ
り

　５月 21 日の親鸞聖人降誕会には、祖
師寿と本山褒章の表彰がありました。

降誕会
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行
　
事
　
案
　
内

第
五
十
七
回
高
田
派
婦
人
連
合
大
会
＝
六
月
二
日

真
宗
高
田
派
仏
教
保
育
講
座
＝
六
月
十
六
日

高
田
派
青
年
の
集
い
＝
六
月
二
十
九
日
～
三
十
日

歓
喜
会
＝
八
月
十
四
日
～
十
六
日

第
三
十
回
法
話
発
表
会
＝
九
月
五
日

仏
教
保
育
本
山
合
同
参
拝
＝
九
月
二
十
日

●●●●●●

法
　
会
・

寺
院
名

讃
佛
会

　

３
月
17
日
か
ら
23
日
ま
で
讃
佛
会
が
勤
ま
り
、
４
月
24
日

に
は
本
山
護
持
会
の
追
弔
法
会
と
総
会
が
勤
ま
り
ま
し
た
。

写
生
大
会
・
和
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

写
生
大
会
は
24
名
、
遠
く
は
県
外
か
ら
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

花
ま
つ
り
の
日
に
表
彰
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
次
世
代
へ
の
文
化
継
承
、世
界
平
和
の
実
現
を
う
た
う
「
和

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
揮
毫
が
あ
り
、
書
家
の
先
生
と
高
田
学
苑
書

道
部
の
力
強
い
作
品
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

■高田本山講員募集■

募集要項
１ 奉仕内容

２ 奉仕場所　　高田本山内
３ 奉仕時間　　当番は9：00～15：00
                            （講によって奉仕時間が異なる）
 
４ 奉仕条件　　高田派の寺院に所属する檀信徒
５ 募集申込　　下記へ問い合せ下さい

　高田本山では、本山行事等にお世話いただく講員
さんを募集しております。　　
　真宗のみ教えを学び、現代の人々に真宗のすばら
しさをお伝えする妙好人となって、第２の人生を本
山にご奉仕してみませんか。
　「講社とは」
　檀信徒で構成する本山奉仕団体で、篤信の方々を
はじめ各地区の有志に参加していただき、講員とし
ての活動をします。特に参詣者の接待や参詣の便宜
を図ると共に、聞法や研修に務めながら、本山護持
に寄与していただきます。

講社名

御飯講

賽銭講

用度講

御廟講

奉　仕　内　容

毎朝の御仏飯のお世話・お非時の
お世話・宿坊のお世話・両堂警備

納骨に関するお世話・行列のお世話

両堂のお賽銭の管理・両堂警備

行列のお世話・お非時のお世話・
宿坊のお世話・両堂警備

問い合せ先 〒514－0114　津市一身田町２８１９
真宗高田派本山宗務院☎（059）232－4171


