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令和 7年 春号

141

お
七
夜

　大
賑
わ
い

本
年
の
お
七
夜
は
近
年
に
な
い
賑
わ
い
で

し
た
。

　数
々
の
行
事
、
説
教
、
催
し
物
に
は
、

た
く
さ
ん
の
参
拝
を
い
た
だ
く
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。
ま
た
「
専
修
寺
竹
あ
か
り

　

〜
や
す
ら
ぎ
の
光
〜
」
に
は
、
夜
遅
く
に

も
か
か
わ
ら
ず
お
御
堂
に
も
、
多
く
の
ご

家
族
が
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。



2お七夜での催し

　
一
月
九
日
か
ら
十
六
日
ま
で
、
報
恩
講
が
勤
ま
り
ま
し
た
。
報
恩
講
は
一
月

十
六
日
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御
命
日
ま
で
、
そ
の
お
徳
を
偲
び
つ
つ
七
昼
夜
お
勤

め
を
す
る
こ
と
か
ら
「
お
七
夜
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
期
間
中
は

い
ろ
ん
な
行
事
が
行
わ
れ
、
た
く
さ
ん
の
人
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

 
報
恩
講
こ
ん
な
催
し
が
あ
り
ま
し
た

　

１
月
11
日
に
は
お
七
夜
婦
人
連
合
会
、

15
日
に
は
お
七
夜
婦
人
連
合
会
初
夜
参
詣

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
三
名
の
方
に
よ
り
献

花
・
献
灯
・

献
香
が
行
わ

れ
、
厳
か
な

空
気
の
中
、

真
宗
の
教
え

に
出
遇
え
た

喜
び
を
分
か

ち
合
い
ま
し

た
。 お

七
夜
婦
人
連
合
会

法
主
褒
章
授
与
式

　

１
月
15
日
に
は
法
主
褒
章
授
与

式
が
行
わ
れ
、
法
主
殿
に
よ
り
東

京
組
正
福
寺
住
職
（
故
）
英 

法
悦

師
に
対
し
、
表
彰
状
と
副
賞
が
授

与
さ
れ
ま
し
た
。
英
師
は
関
東
別

院
輪
番
と
し
て
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

　

１
月
13
・
14
日
に
は
如
来
堂
に
お
い

て
特
別
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

13
日
は
「
ア
ジ
ャ
セ
の
救
い
」
の
講
題

で
津
市
青
巖
寺
住
職　

清
水
谷
正
尊
師
、

14
日
は
「
普
く
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共

に
｜
凡
衆
の
仏
道
｜
」
の
講
題
で
多
気

郡
明
通
寺
住
職　

佐
波
真
教
師
に
お
話

い
た
だ
き
ま
し
た
。

特
別
講
演

責
任
役
員
会

日
中
・
御
親
教
・
復
演

　

１
月
15
日
の
日
中
に
は
御
親
教
と
復
演
が
行
わ
れ
、
多
く
の
参
拝
者
が
ご
聴
聞

さ
れ
ま
し
た

　

１
月
10
日
に
は
御
影
堂
に
て
責

任
役
員
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

高
田
派
末
寺
の
責
任
役
員
、
約

二
百
名
が
出
席
さ
れ
、
法
主
殿
の

お
言
葉
、
宗
務
総
長
挨
拶
に
続
き
、

庶
務
・
教
学
総
務
よ
り
本
山
の
運

営
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。



 3 お七夜での催し

　

お
七
夜
期
間
中
、
大
玄
関
廊
下
で
は

献
書
展
の
作
品
が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

三
重
県
内
と
北
海
道
か
ら
約
三
十
教

室
、六
五
七
点
の
力
作
が
届
き
ま
し
た
。

　

重
要
文
化
財
の
御
対
面
所
で

は
、
高
田
派
仏
教
保
育
協
会
の

園
児
た
ち
が
、ほ
と
け
さ
ま
（
の

の
さ
ま
）
を
描
い
た
作
品
が
展

示
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
十
六

園
か
ら
三
六
五
点
の
力
作
が
届

き
、
多
く
の
ご
家
族
で
賑
わ
い

ま
し
た
。

　

報
恩
講
期
間
中
、
大
講
堂
で
は
お
七

夜
布
教
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回

は
三
回
目
の
開
催
と
な
り
ま
す
が
、
歌

や
絵
解
き
、
紙
芝
居
な
ど
従
来
の
布
教

に
と
ら
わ
れ
な
い
か
た
ち
を
と
り
つ
つ

も
、
し
っ
か
り
と
ご
法
義
が
伝
わ
る
ス

タ
イ
ル
が
と
て
も
好
評
で
し
た
。

　

１
月
９
日
に
御
影
堂
で
は
、
高
田
学

苑
の
音
楽
部
・
吹
奏
楽
部
・
筝
曲
部
・

放
送
部
に
よ
る
合
同
の
演
奏
会
が
行
わ

れ
、
た
く
さ
ん
の

参
拝
者
か
ら
惜
し

み
な
い
拍
手
が
送

ら
れ
ま
し
た
。

　

報
恩
講
期
間
中
の
境
内
で
は
、
一
身
田
小
学
校
を
は
じ
め
高
田
派
関
係

の
幼
稚
園
、
保
育
園
な
ど
の
こ
ど
も
た
ち
の
塗
り
絵
を
入
れ
た
、
こ
ど
も

竹
あ
か
り
約
一
五
〇
〇
本
と
、
こ
の
度
初
め
て
の
一
般
募
集
を
含
ん
だ
、

合
計
約
三
〇
〇
〇
本
の
光
の
芸
術
「
専
修
寺
竹
あ
か
り
～
や
す
ら
ぎ
の
光

～
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
月
十
日
か
ら
十
二
日
に
は
雅
楽
ク
ラ
ブ
「
雅
」
演
奏
会
も
同
時
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
御
命
日
の
前
日
、
一
月
十
五
日
の
夜
は
境
内

が
二
十
三
時
三
十
分
ま
で
解
放
さ
れ
、
家
族
連
れ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
向
け
の
写
真

ス
ポ
ッ
ト
で
記
念
撮
影
を
す
る
人
た
ち
で
遅
く
ま
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

お
七
夜
献
書
展

高
田
中
高
等
学
校
演
奏
会

お
七
夜
布
教
大
会

専修寺竹あかり〜やすらぎの光〜

ののさまを描こう展



リレー法話　摂取不捨の徳 4

リ
レ
ー
法
話

リ
レ
ー
法
話摂

取
不
捨
の
徳

せ
っ
し
ゅ

ふ

し
ゃ

　
「
十じ
っ
ぽ
う方
微み

塵じ
ん

世せ

界か
い

の 
念
仏
の
衆
し
ゅ
じ
ょ
う生
を
み

そ
な
は
し 

摂せ
っ
し
ゅ取
し
て
す
て
ざ
れ
ば 

阿
弥

陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る
」

　

こ
の
和
讃
は
阿
弥
陀
如
来
の
名
の
由
来

を
示
し
、「
摂せ
っ
し
ゅ
ふ
し
ゃ

取
不
捨
の
徳
」
つ
ま
り
一

度
そ
の
光
に
包
ま
れ
た
者
は
決
し
て
捨
て

ら
れ
な
い
慈
悲
の
は
た
ら
き
を
教
え
て
い

ま
す
。

　

今
か
ら
４
年
前
、
人
生
の
迷
い
の
中
で

阿
弥
陀
様
の
教
え
に
ふ
れ
、
救
わ
れ
る
経

験
を
し
ま
し
た
。

　

私
は
お
寺
の
生
ま
れ
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
高
校
教
師
の
父
と
、
お
茶
工
場
で
働

く
母
に
育
て
ら
れ
ま
し
た
。
20
代
で
独
立

す
る
も
現
実
は
厳
し
く
、不
安
定
な
毎
日
。

虚
勢
を
張
り
、
と
き
に
嘘
を
つ
き
、
家
族

や
多
く
の
人
を
傷
つ
け
て
き
ま
し
た
。

　

頑
張
っ
て
も
出
口
は
見
え
ず
、
悩
ん
だ

末
に
会
社
を
た
た
み
、
後
悔
と
言
い
訳
の

中
で
も
が
く
よ
う
に
日
々
を
過
ご
し
て
い

ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
、
ご
縁
を
い
た
だ

き
、
願
隆
寺
住
職
か
ら
阿
弥
陀
様
の
お
話

を
伺
う
機
会
を
得
ま
し
た
。

　
「
阿
弥
陀
様
は
、
罪ざ
い
あ
く悪
深じ
ん
じ
ゅ
う
重
の
凡ぼ
ん

夫ぶ

｜

迷
い
、
過
ち
を
重
ね
る
私
た
ち
を
救
っ
て

く
だ
さ
る
仏
様
で
す
。阿
弥
陀
様
の
光
は
、

今
も
あ
な
た
を
照
ら
し
続
け
て
い
ま
す
。

苦
し
い
時
も
、
決
し
て
一
人
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。」

　

そ
う
教
え
て
い
た
だ
い
た
と
き
、「
罪

悪
深
重
の
凡
夫
」
と
は
ま
さ
に
自
分
の
こ

と
だ
と
胸
を
突
か
れ
ま
し
た
。

　

ど
う
し
よ
う
も
な
い
自
分
を
見
捨
て

ず
、
ず
っ
と
寄
り
添
い
、
は
た
ら
き
か
け

て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
か
と
思
う
と
、
あ

り
が
た
く
て
胸
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。

　
「
必
ず
救
う
、
ま
か
せ
て
お
く
れ
。」

　

そ
の
阿
弥
陀
様
の
声
に
心
を
傾
け
た
と

き
、
自
然
と
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
念

仏
が
こ
ぼ
れ
ま
し
た
。

　

固
く
閉
ざ
し
て
い
た
心
に
、
阿
弥
陀
様

の
光
が
届
い
た
気
が
し
ま
し
た
。
お
念
仏

は
と
て
も
温
か
く
、
優
し
く
胸
に
響
き
ま

し
た
。

　

そ
れ
以
来
、
お
念
仏
の
日
々
が
始
ま
り

ま
し
た
。

　

朝
起
き
た
ら
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」。
食

事
の
と
き
も
、
辛
い
と
き
も
、
嬉
し
い
と

き
も
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」。

　

お
念
仏
を
す
る
た
び
に
、「
阿
弥
陀
様

が
と
も
に
い
て
く
だ
さ
る
」
と
感
じ
、
心

が
満
た
さ
れ
ま
す
。

　

阿
弥
陀
様
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
生
き
る

今
に
感
謝
し
、
こ
れ
か
ら
も
聴
聞
を
重
ね

な
が
ら
与
え
ら
れ
た
人
生
を
大
切
に
歩
ん

で
い
き
ま
す
。

　
　

愛
知
一
組
　
願
隆
寺
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
衆
徒
　
新
田
樹
心



 5「凡夫」ってなんですか？

浄
土
真
宗
な
ん
で
も
Ｑ
＆
Ａ

浄
土
真
宗
の
教
え

浄
土
真
宗
の
教
え

「
凡
夫
」っ
て
な
ん
で
す
か
？

ぼ
ん

ぶ

　

最
近
、
浄
じ
ょ
う

土ど

真し
ん
し
ゅ
う
宗
の
教
え
を
聞
き
は
じ
め

た
友
人
に
、こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
浄
土
真
宗
の
ご
法ほ
う

話わ

で
は
い
つ
も
、
こ
の

私
は
自
分
勝
手
で
愚お
ろ

か
な
凡ぼ
ん

夫ぶ

と
聞
か
さ
れ

る
。
確
か
に
そ
う
い
う
一
面
も
あ
る
か
も
し

れ
ん
け
ど
、
私
は
そ
ん
な
に
ダ
メ
な
人
間

か
？
」
と
。

　

親し
ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う
に
ん

人
は
『
一い
ち
ね
ん念

多た

念ね
ん

文も
ん

意い

』
に
、

「
凡ぼ
ん

夫ぶ

」
と
い
う
は
、
無む

明
み
ょ
う

煩ぼ
ん
の
う悩
わ
れ
ら
が

み
に
み
ち
み
ち
て
、
欲よ
く

も
お
お
く
、
い
か
り
、

は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お

く
ひ
ま
な
く
し
て
、
臨り
ん
じ
ゅ終
の
一い
ち
ね
ん念
に
い
た
る

ま
で
、
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
…

（『
真
宗
高
田
派
聖
典
』
七
一
五
頁
）

　

と
述
べ
ら
れ
、
い
の
ち
終
わ
る
時
ま
で

煩ぼ
ん
の
う悩
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い「
凡
夫
」

と
い
う
も
の
が
、
私
の
本
当
の
姿
で
あ
る
と

お
示
し
に
な
り
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
ず

い
ぶ
ん
厳
し
い
お
言
葉
で
す
。

人
は
み
な
、
良
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
悪
い
と

こ
ろ
も
あ
る
。
私
に
も
悪
い
と
こ
ろ
は
あ
る

け
れ
ど
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
友
人
の

言
葉
は
、
そ
ん
な
思
い
か
ら
出
て
き
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
そ
の
良
い
・
悪
い
も
、
結
局
は
私
の

物も
の

差さ

し
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
阿あ

み

だ
弥
陀
さ
ま
が
お

覚さ
と

り
の
眼
ま
な
こ
で
ご
覧
に
な
っ
た
私
は
、
す
べ
て

に
お
い
て
自
分
本
位
に
考
え
行
動
し
な
が

ら
、
そ
う
と
気
付
か
ず
、
自
分
で
自
分
の
悩

み
苦
し
み
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
す
。
阿

弥
陀
さ
ま
は
、
そ
ん
な
私
こ
そ
を
救
い
の
目

当
て
と
し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

　

こ
の
「
凡
夫
」
と
い
う
お
言
葉
は
、
阿
弥

陀
さ
ま
が
ご
覧
に
な
っ
た
、
私
の
姿
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
そ
れ
を
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い

ま
す
。
私
が
思
っ
て
い
る
「
私
」
は
そ
れ
な

り
に
真ま

っ
当と
う

な
人
間
で
す
が
、
阿
弥
陀
さ
ま

が
ご
覧
に
な
る
「
私
」
は
、
ま
る
っ
き
り

煩ぼ
ん
の
う悩
具ぐ

足そ
く

の
凡
夫
な
の
で
す
。
私
が
思
っ
て

い
る
「
私
」
と
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
ご
覧
に
な

る
「
私
」
は
、
ま
っ
た
く
違
う
の
で
す
。

　

し
か
し
一
方
で
、
親
鸞
聖
人
は

『
入に
ゅ
う
し
ゅ
つ
に
も
ん
げ
じ
ゅ

出
二
門
偈
頌
』に
こ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

　

煩ぼ
ん
の
う悩

を
具ぐ

足そ
く

せ
る
凡ぼ
ん
ぶ
に
ん

夫
人
、
佛ぶ
つ

願が
ん
り
き力

に
由よ

り
て
摂せ
っ
し
ゅ取
を
獲う

。

こ
の
人ひ
と

は
即
す
な
わ
ち
凡ぼ
ん
し
ゅ数
の
摂
し
ょ
う
に
非あ
ら

ず
。
こ
れ

人に
ん
じ
ゅ
う
中
の
分ふ
ん

陀だ

利り

け華
な
り
。（『
真
宗
高
田
派
聖

典
』
五
〇
七
頁
）

　

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈じ

ひ悲
の
お
は
た
ら
き
に

よ
っ
て
自
身
を
凡
夫
と
聞
き
受
け
た
者
は
、

煩
悩
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な

い
け
れ
ど
、そ
の
こ
と
を
恥
ず
か
し
い
こ
と
、

申
し
訳
な
い
こ
と
と
し
て
、
生
き
方
を
軌き

道ど
う

修し
ゅ
う
せ
い

正
し
よ
う
と
い
う
心
が
育
ま
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

そ
の
人
は
、
も
は
や
凡
夫
で
は
な
く
、
分ふ
ん

陀だ

利り

け華
（
白
び
ゃ
く

蓮れ
ん
げ華
）
の
浄き
よ

ら
か
な
花
の
よ
う

に
尊
い
存
在
で
あ
る
と
、
親
鸞
聖
人
は
讃た
た

え

て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　
「
凡
夫
」
と
は
、
私
の
現
実
を
突
き
つ
け

る
厳
し
い
お
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
ん

な
私
こ
そ
が
救
い
の
目
当
て
で
あ
る
こ
と
を

告
げ
て
く
だ
さ
る
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
温
か
い

お
慈
悲
の
お
言
葉
で
も
あ
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）



6宝物館　宝物館の展示「春をことほぐお寺の宝」開催によせて

「
燈
炬
殿
だ
よ
り
」

宝
物
館
の
展
示「
春
を
こ
と
ほ
ぐ
お
寺
の
宝
」開
催
に
よ
せ
て

ニュース情報番組

　

高
田
派
に
は
、
真
宗
の
教
え
を
紐
解
く

に
当
た
っ
て
重
要
な
法
宝
物
の
う
ち
、
約

四
割
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の

背
景
か
ら
は
、
真
宗
の
教
え
を
大
切
に
守

り
抜
か
れ
た
、
多
く
の
お
弟
子
さ
ん
た
ち

の
熱
意
と
い
う
も
の
を
伺
い
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
高
田
派
に
は
中
興
真
慧
上
人
に

よ
る
『
顕
正
流
義
鈔
』
な
ど
、
教
え
を
深

め
る
上
で
重
要
な
書
物
も
多
く
あ
り
、
旧

宝
物
館
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
き
ま
し

た
。

　

一
昨
年
、
令
和
五
年

は
、
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
年

忌
と
、
真
宗
高
田
派
に

と
っ
て
大
変
意
義
の
あ

る
節
目
の
年
と
な
り
、

本
山
専
修
寺
で
は
、
特
別
法
要
が
営
ま
れ

ま
し
た
。
そ
の
記
念
事
業
の
一
つ
と
し

て
、
老
巧
化
し
た
旧
宝
物
館
を
新
た
に
建

て
替
え
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
令
和
五
年
五

月
二
十
日
、
宝
物
館
「
燈
炬
殿
」
と
し
て

開
館
い
た
し
ま
し
た
。

　

さ
て
、
専
修
寺
の
歴
代
上
人
は
、
し
ば

し
ば
茶
会
を
開
催
さ
れ
た
圓
遵
上
人
を
は

じ
め
、
文
化
に
も
深
い
造
詣
を
お
持
ち
で

し
た
。
ま
た
、
伏
見
宮
家
や
有
栖
川
宮
家

を
は
じ
め
と
す
る
皇
室
と
の
ご
縁
も
あ
っ

て
、
皇
室
の
雅
を
感
じ
さ
せ
る
数
多
く
の

優
れ
た
美
術
・
工
芸
品
が
専
修
寺
に
は

集
ま
っ
て
き
ま
し

た
。

幸
い
学
習
院
大
学
文
学
部
哲
学
科
美
学
・

美
術
史
専
攻
の
先
生
方
や
学
生
・
大
学
院

生
の
皆
さ
ん
の
全
面
的
な
ご
協
力
を
得
る

こ
と
が
で
き
、
一
昨
年
よ
り
、
こ
れ
ら
収

集
品
の
悉し
っ
か
い皆

調
査
が
開
始･

継
続
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
成
果
の
一
部
は
、す
で
に
、

昨
年
夏
に
本
山
で
開
催
の
仏
教
文
化
講
座

に
併
せ
た
特
別
展
観「
学
山
高
田
の
文
化
」

で
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
そ
の
第
二
弾
と
し
て
、「
春

を
こ
と
ほ
ぐ
お
寺
の
宝
―

専
修
寺
文
化
財

調
査
の
報
告
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
特
別

展
観
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

（
会
期
は
、
令
和
七
年
三
月
十
三
日
よ
り

五
月
十
一
日
）。

　

春
ら
し
い
雰
囲
気
を
持
つ
も
の
だ
け
で

展
示
室
を
埋
め
る
こ
と
が
出
来
る
ほ
ど
新

た
な
発
見
が
相
次
い
で
い
る
こ
と
を
ご
覧

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
展
示
品
の
中
に
は
、
江
戸
時

代
中
期
に
活
躍
し
た
画
家
円
山
応
挙円山応挙筆　漁夫図

鶴亀松竹梅置物



 7 宝物館　宝物館の展示「春をことほぐお寺の宝」開催によせて・高田本山講員募集のご案内

①東西本願寺 120のちがい
鎌田　宗雲著

定価3,300円（税込）
川添　泰信著

　定価1,100円（税込）

②値遇のこころ
　　

最新刊 最新刊

主に前半は、東西本願寺の組織・寺紋・
荘厳・勤式・作法など 120 項目のちがい
を紹介する。後半は、歴史的な視点も踏
まえて東西本願寺のちがいに着目し、主
にお東騒動に関して時系列で振り返りな
がら解説する。

本願寺の新報、または小冊子や、大学
における掲示伝道の標語の解説などを
まとめた法話集。主な内容として、お
辞儀と礼拝 / 握手と合掌 /「僭越」と
「ジョーク」/ 蜘蛛の糸 / 安穏の未来 /
浄土真宗のお彼岸/この世にて/など。

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！／

（
一
七
三
三
～
一
七
九
五
）
に
よ
る
「
漁

夫
図
」
が
あ
り
ま
す
。
学
習
院
か
ら
い
た

だ
い
た
解
説
に
は
、「
同
じ
図
様
の
作
品

が
複
数
あ
る
が
、
諸
特
徴
か
ら
本
作
は
そ

れ
ら
に
先
行
す
る
時
期
の
作
と
考
え
ら
れ

る
。
本
寺
に
伝
わ
る
茶
会
記
に
は
近
衛

家
よ
り
応
挙
の
作
品
を
拝
領
し
た
と
記
さ

れ
て
お
り
、
本
作
が
該
当
す
る
可
能
性
が

あ
る
。」
と
あ
り
ま
す
。
優
れ
た
芸
術
品

で
あ
る
こ
と
と
同
時
に
、
本
山
と
皇
室
と

■髙田本山講員募集■

講社名 　　　　　　　　　　奉　仕　内　容
御飯講 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
御廟講 納骨に関するお世話・行列のお世話
賽銭講 両堂のお賽銭の管理・両堂警備
用度講 行列のお世話・お非時のお世話・宿坊のお世話・両堂警備

　高田本山では、本山行事等にお世話いただく講社の講員さんを募集しており
ます。講社とは檀信徒で構成する本山奉仕団体です。真宗のみ教えを学びなが
ら、第 2の人生を本山にご奉仕してみませんか。

募集要項・奉仕内容

※高田本山内で当番制のご奉仕となります。
※9：00～ 15：00（講によって奉仕時間が異なります）
※高田派の寺院に所属する檀信徒に限ります。詳細は下記へ問い合せ下さい

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

の
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
伝
え
る
作
品
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
鶴
亀
松
竹
梅
置
物
は
、
や
は
り

江
戸
時
代
の
も
の
で
す
が
、
金
や
銀
を
素

材
に
、
鍛た
ん
ぞ
う造

・
象ぞ
う
が
ん嵌

な
ど
の
精
緻
な
技
法

を
用
い
、
松
竹
・
鶴
亀
・
宝
尽
く
し
を
ち

り
ば
め
て
、
め
で
た
さ
が
表
現
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

今
回
の
展
示
が
、
京
都
の
日

野
の
里
で
春
に
お
生
ま
れ
に

な
っ
た
親
鸞
聖
人
を
こ
と
ほ
ぐ
も
の
と
な

れ
ば
、
幸
い
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ま
た
九
歳
の
春
に
「
明
日
あ
り
と　

思

う
心
の
仇
桜　

夜
半
に
嵐
の　

吹
か
ぬ
も

の
か
は
」
と
い
う
歌
と
と
も
に
得
度
さ
れ

た
親
鸞
聖
人
の
仏
へ
の
帰
依
の
ご
覚
悟
に

思
い
を
馳
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
　

宝
物
館
燈
炬
殿　

館
長　

大
野
照
文

開
館
時
間
：
10
・
00
〜
15
・
30
（
入
館
は
15
・
00
ま
で
）

休
館
日
：
毎
週
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日
）

観
覧
料
：
一
般
１
、０
０
０
円
（
９
０
０
円
）、
中
高
生
５
０
０
円
（
４
０
０
円
）、　

　
　
　
　

小
学
生
以
下
無
料 

※
（　

）
内
は
10
名
以
上
の
団
体
料
金

お
問
い
合
わ
せ
：
真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺 

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
５
９
ー
２
３
２
ー
７
２
３
４
（
総
合
案
内
所
）
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寺
院
名

行事報告とお知らせ

行
　
事
　
案
　
内

第
七
十
六
回
檀
信
徒
研
修
会　

三
月
十
三
日

涅
槃
会　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
月
十
五
日
～
三
月
二
十
日

平
等
院
殿
三
年
忌
法
会　
　
　

三
月
二
十
六
日
～
二
十
七
日

讃
佛
会　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
月
十
七
日
～
二
十
三
日

中
学
生
教
化
合
宿　
　
　
　
　

三
月
三
十
一
日
～
四
月
二
日

千
部
法
会　
　
　
　
　
　
　
　

四
月
六
日
～
十
一
日

十
万
人
講
法
会　
　
　
　
　
　

四
月
九
日
～
十
日

戦
没
者
追
弔
法
会　
　
　
　
　

四
月
十
一
日

花
ま
つ
り
・
山
門
特
別
拝
観　

四
月
二
十
日

興
学
布
教
研
究
大
会　
　
　
　

四
月
二
十
九
日

第
二
十
三
世
堯
祺
上
人
三
十
三
年
忌
法
会　

五
月
六
日
～
八
日

親
鸞
聖
人
降
誕
会
・
初
参
式　

五
月
二
十
一
日

※
涅
槃
図
公
開･

山
門
特
別
拝
観･

初
参
式
な
ど
感
染
症
の
状

況
に
よ
り
変
更
ま
た
は
中
止
に
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(http://w
w

w
.senjuji.or.jp/)

●●●●●●●●●●●●

法
　
会

・

世界中の多くの方々と仏縁を結ぶために、高田本山で
は YouTube「専修寺チャンネル」をはじめ様々なデジ
タル技術を活用しています。国宝彫刻群などを動画な
どで紹介する「高田本山デジタルブック」もございま
すので、どうぞアクセスください。

　

三
月
十
五
日
は
お
釈
迦
様
が
涅
槃
に
入
ら
れ
た
日
と

し
て
、
涅ね

槃は
ん

会え

が
勤
ま
り
、
大
涅
槃
図
の
公
開
と
絵
解

き
も
行
わ
れ
ま
す
。

　

高
田
本
山
の
大
涅
槃
図
は
、
絵
の
部
分
が
縦
約
五

メ
ー
ト
ル
五
十
、
横
が
約
四
メ
ー
ト
ル
、
畳
約
20
畳
分

（
江
戸
間
）
と
い
う
大
き
さ
で
、
東
海
最
大
級
の
巨
大

な
涅
槃
図
で
す
。

（
場
所
：
如
来
堂
・
拝
観
自
由
）

公
開
期
間
：
三
月
十
五
日
（
土
）
か
ら
三
月
二
十
日
（
木
・
祝
）

時
間
：
六
時
〜
十
五
時
三
十
分

絵
解
き
（
大
涅
槃
図
の
解
説
）

　

三
月
十
五
日（
土
）〜
十
六
日（
日
）十
一
時

　

・
十
三
時

　

三
月
二
十
日（
木
・
祝
）十
一
時
・
十
三
時

※
詳
し
く
はH

P

な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

宗祖親鸞聖人御誕生 850 年
立教開宗 800 年 真宗教団連合結成 50 周年記念事業
真宗教団連合三重県支部結成 50 周年記念大会のご案内

県
内
最
大
級
の
大
涅
槃
図

　このたび上記を記念する大会を開催すること
となりました。
　主催は真宗教団連合三重県支部、会場は高田
本山の御影堂です。
　ご講師は『親鸞万華鏡（東本願寺出版）』の冒
頭に登場する武田鉄矢氏、MC は英月氏です。

日　時　令和７年５月10日（土）　午後13時30分～
場　所　高田本山　御影堂

前回の 40 周年記念の様子

入場には整理券が必要となっております。
詳細は寺院配布のチラシ、または真宗教団
連合 HP をご覧ください。 真宗教団 HP


