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139

高田派青年の集い

高田派婦人連合大会

　今
回
の
高
田
派
青
年
の
集

い
は
、
栃
木
県
真
岡
市
高
田

の
本
寺
専
修
寺
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　新
会
長
就
任
の
記
念
大
会

と
し
て
法
嗣
殿
ご
出
席
の
も

と
、
全
国
各
地
か
ら
次
世
代

を
担
う
大
勢
の
後
継
者
が
参

加
し
、
盛
会
と
な
り
ま
し
た
。

歴史まるごと体験塾
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二
〇
二
〇
年
の
二
月
の
終
わ
り
、
世
界

が
コ
ロ
ナ
禍
に
突
入
す
る
直
前
に
、
イ

ン
ド
を
旅
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
訪
れ

た
イ
ン
ド
南
東
部
の
ア
マ
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ

と
い
う
小
さ
な
町
に
は
、
お
釈
迦
さ
ま

の
お
骨
（
仏ぶ
っ
し
ゃ
り

舎
利
）
を
ご
安
置
し
た
と

言
わ
れ
る
仏ぶ
っ
と
う塔

（
ス
ト
ゥ
ー
パ
）
の
跡

が
あ
り
ま
す
。

　

紀
元
前
三
世
紀
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の

時
代
に
作
ら
れ
た
そ
の
仏
塔
は
、
後
の

時
代
に
段
階
的
に
増
築
さ
れ
ま
す
。
ド
ー

ム
型
の
仏
塔
の
周
り
を
欄ら
ん
じ
ゅ
ん楯

と
呼
ば
れ

る
石
の
柵
で
囲
い
、
そ
こ
に
お
釈
迦
さ
ま

の
生
涯
や
前
世
の
物
語
が
描
か
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
現
在
は
、
直
径
五
〇

メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

土
台
部
分
と
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
欄

楯
の
一
部
だ
け
が
、
当
時
の
面
影
を
残

し
て
い
ま
す
。

　

当
時
の
イ
ン
ド
の
人
々
に
と
っ
て
仏

塔
は
、
単
に
お
釈
迦
さ
ま
の
お
骨
を
ご
安

置
し
た
場
所
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
お

釈
迦
さ
ま
の
生
涯
や
前
世
を
追
体
験
し
、

お
釈
迦
さ
ま
の
存
在
を
よ
り
身
近
に
感

じ
る
場
所
で
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
欄

楯
に
描
か
れ
た
物
語
を
通
し
て
、
お
釈

迦
さ
ま
の
智
慧
と
慈
悲
に
触
れ
、
そ
れ

を
人
生
の
指
針
と
し
て
い
く
。
そ
ん
な

信
仰
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

　

浄
土
真
宗
で
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
お
念
仏
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

た
っ
た
六
字
の
短
い
お
言
葉
で
す
が
、
そ

の
背
後
に
は
、
思
い
は
か
る
こ
と
の
で

き
な
い
壮
大
な
物
語
が
あ
り
ま
す
。
私

た
ち
は
、
そ
の
物
語
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
く
の
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
が
、
な
ぜ

こ
の
私
を
救
う
と
い
う
願
い
を
お
こ
さ

れ
た
の
か
。
そ
の
願
い
を
成
就
す
る
た

め
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
ご
苦
労
を
さ
れ
た
の

か
。
そ
し
て
今
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
私
を

救
お
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
物
語

を
、
親
鸞
聖
人
は
「
仏ぶ
つ
が
ん願

の
生し
ょ
う
き起

本ほ
ん
ま
つ末

」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
そ
の

物
語
を
通
し
て
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
と
慈

悲
に
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。
そ

の
中
で
、
自
身
が
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ

り
、
同
時
に
必
ず
仏
と
成
ら
せ
て
い
た
だ

く
身
と
知
ら
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

凡
夫
の
身
を
恥
じ
、
仏
と
成
ら
せ
て
い
た

だ
く
身
に
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
を
し
た
い

と
い
う
思
い
が
少
し
ず
つ
育
て
ら
れ
て
い

く
。そ
れ
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
救
い
で
あ
り
、

浄
土
真
宗
の
仏
道
な
の
で
し
ょ
う
。

　
　
　

大
阪
組　

大
乗
寺
副
住
職　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
尾
真
祐

リレー法話　物語を聞く

リ
レ
ー
法
話

リ
レ
ー
法
話物

語
を
聞
く

アマラヴァティ仏塔跡



 3 どうして佛壇の花の瓶（花瓶）には龍が巻いて珠をもっているんですか？

　

二
十
五
年
ほ
ど
前ま
え

、
あ
る
ご
法ほ
う
じ事
の

席
で
小
し
ょ
う
が
く
せ
い

学
生
の
男
お
と
こ
の
子こ

に
質し
つ
も
ん問
を
さ
れ

ま
し
た
。
当と
う

時じ

大だ
い
に
ん人

気き

だ
っ
た
テ
レ
ビ

ア
ニ
メ
「
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
」（
鳥と
り
や
ま山

明あ
き
ら

原げ
ん
さ
く作

）
の
影え
い
き
ょ
う響

で
あ
っ
た
と
思お
も

わ

れ
ま
す
。
ア
ニ
メ
で
は
龍
の
珠た
ま

を
集あ
つ

め

る
と
何
で
も
願ね
が

い
を
叶か
な

え
る
こ
と
が

出で

き来
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
り
ま

し
た
。

　

お
佛
壇
の
花
瓶
に
は
様さ
ま
ざ
ま々

な
形
か
た
ち
が
あ

り
ま
す
が
、
高た
か

田だ

は派
で
は
伝で
ん
と
う
て
き

統
的
に
珠た
ま

を
持
っ
た
龍
が
巻
き
つ
い
て
い
る
佛ぶ
つ

具ぐ

も
よ
く
使つ
か

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

龍
は
古こ

来ら
い

イ
ン
ド
で
は
、
暴ぼ
う
ふ
う風

雨う

や

恵め
ぐ

み
の
雨あ
め

を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
し
て

信し
ん
こ
う仰
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

佛ぶ
っ

教き
ょ
うに
お
い
て
も
、
初し
ょ

期き

の
佛ぶ
っ

典て
ん

や

大だ
い
じ
ょ
う乗
経き
ょ
う
て
ん
典
・
密
み
っ
き
ょ
う教
経き
ょ
う
て
ん
典
な
ど
多お
お

く
の

経き
ょ
う
て
ん
典
に
佛
教
の
守し
ゅ
ご
し
ゃ

護
者
と
し
て
描え
が

か
れ

て
い
ま
す
。
佛ぶ
つ
で
ん伝
に
お
い
て
も
、
釈
し
ゃ
く
そ
ん尊

ご
誕
た
ん
じ
ょ
う生
の
龍
り
ゅ
う

王お
う

灌か
ん
す
い水
や
、
乳ち
ち

粥が
ゆ

供く

養よ
う

の

宝ほ
う
は
つ鉢
や
、
菩ぼ
だ
い
じ
ゅ

提
樹
に
向む

う
釈
尊
を
讃さ
ん
だ
ん歎

（
成じ
ょ
う
ど
う道
）
な
ど
重じ
ゅ
う
よ
う要
な
場ば

面め
ん

に
数か
ず
お
お多
く

龍
が
登
と
う
じ
ょ
う場

し
ま
す
。

　

龍
の
珠た
ま

は
「
如に
ょ

意い

宝ほ
う
じ
ゅ珠

」
と
い
い
ま

す
。
如
意
（
思
い
の
ご
と
く
）
な
る
宝

珠
（
宝
の
珠
）。
意い

の
ま
ま
に
様
々
な

願
い
を
か
な
え
る
宝
た
か
ら
で
す
。
こ
の
意い

み味

が
ア
ニ
メ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
関か
ん
け
い係

し
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
考
か
ん
が
え
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
浄
じ
ょ
う

土ど

真し
ん
し
ゅ
う

宗
で
は
、
自じ

こ己

中ち
ゅ
う
し
ん心
的て
き

な
凡ぼ
ん

夫ぶ

の
勝か
っ
て手
な
願
い

（
欲よ
く
ぼ
う望

）
を
叶
え
て
く
れ
る
の
で
は
な

く
、
龍
の
珠
の
意
味
は
、
浄じ
ょ
う土ど

を
願
い

佛ぶ
つ

道ど
う

を
歩あ
ゆ

も
う
と
す
る
心
こ
こ
ろ
を
育
は
ぐ
く
む
は
た

ら
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

佛ほ
と
け
さ
ま
様
の
願
い
を
思
い
の
ご
と
く（
如
意
）

聞き

か
さ
せ
て
い
た
だ
く
わ
が
身み

と
な
れ

る
の
で
す
。

　

親し
ん
ら
ん鸞
聖し
ょ
う
に
ん
人
の
現げ
ん

世ぜ

利り

益や
く

和わ

讃さ
ん

八
首し
ゅ
め目

　
　

南
無
阿
弥
陀
佛
ヲ
ト
ナ
ウ
レ
バ　

　
　
（
南な

も

あ

み

だ

無
阿
弥
陀
佛ぶ
つ

を
称と
な

え
る
と
）

「
ど
う
し
て
佛
壇
の
花
の
瓶（
花
瓶
）に
は

　
　龍
が
巻
い
て
珠
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
か
？
」

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

ぶ
つ
だ
ん

は
な

び
ん

か

　ひ
ん

り
ゅ
う

ま

た
ま

も

　
　

難
陀
跋
難
大
龍
等　
　
　

　
　
（
難な
ん

陀だ

龍り
ゅ
う
お
う
王
・
跋ば
つ
な
ん難
陀だ

龍り
ゅ
う
お
う
王
を
は　

　
　

じ
め
と
す
る
八は
ち
だ
い大
龍り
ゅ
う
お
う
王
や
）

　
　

無
量
ノ
龍
神
尊
敬
シ

 　
　
（
そ
の
部ぶ

か下
の
数か
ず
か
ぎ限
り
な
い
龍
り
ゅ
う
じ
ん神

　
　

が
と
う
と
み
敬
う
や
ま
い
）

　
　

ヨ
ル
ヒ
ル
ツ
ネ
ニ
マ
モ
ル
ナ
リ　
　

　
　
（
念ね
ん
ぶ
つ佛
の
人ひ
と

を
夜よ
る
ひ
る昼
常つ
ね

に
護ま
も

り
給た
も　

　
　
　

う
）

　

こ
の
ご
和わ

讃さ
ん

に
龍
り
ゅ
う
（
龍
り
ゅ
う
お
う王
）
が
う
た

わ
れ
て
い
ま
す
。
当と
う

時じ

の
字じ

も
読よ

め
ず

佛ぶ
っ
ぽ
う法
に
触ふ

れ
る
こ
と
も
な
く
、
占
う
ら
な
い
や

祈き

祷と
う

で
現げ
ん

世ぜ

利り

益や
く

の
息そ
く
さ
い災
延え
ん
め
い命
や
七し
ち
な
ん難

消し
ょ
う
め
つ
滅
な
ど
を
求も
と

め
、
苦く
る

し
み
悩な
や

む
人ひ
と
び
と々

に
「
南
無
阿
弥
陀
佛
ヲ
ト
ノ
ウ
レ
バ
」

と
、
廻ま
わ

り
ま
わ
っ
て
苦
し
み
悩
み
を

超ち
ょ
う
え
つ
越
す
る
こ
と
を
得う

る
と
、
龍
王
を
と

お
し
て
念
佛
を
お
す
す
め
く
だ
さ
っ
て

い
る
の
で
す
。

　

南
無
阿
弥
陀
佛
を
称
え
た
な
ら
、

往お
う
じ
ょ
う生

浄
じ
ょ
う

土ど

の
道
を
歩
ま
せ
て
い
た
だ

く
心
を
育
み
護
っ
て
く
だ
さ
る
の
で

す
。
龍
も
珠た
ま

も
そ
の
こ
と
を
教お
し

え
て
く

だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

高た
か
だ
ほ
ん
ざ
ん

田
本
山
に
も
龍
の
姿
が
た
く
さ
ん

見
え
ま
す
。
御ご

参さ
ん
ぱ
い拝

時じ

に
は
、
何な
ん
た
い体

お

見み

え
に
な
る
か
数
え
て
も
ら
う
の
も
楽た
の

し
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
教
学
院
第
三
部
会
）

花　瓶



宝物館　生きたみ教えと宝物館

「
燈
炬
殿
だ
よ
り
」

生
き
た
み
教
え
と
宝
物
館

「
灯
炬
殿
だ
よ
り
」

生
き
た
み
教
え
と
宝
物
館
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専
修
寺
の
宝
物
館
燈
炬
殿
の
役
割
に

は
、
親
鸞
聖
人
の
興
さ
れ
た
髙
田
派
の
教

学
や
文
化
、
ま
た
そ
の
発
展
の
歴
史
を
示

す
こ
と
、
さ
ら
に
、
み
教
え
の
精
神
が
今

も
皆
さ
ん
の
心
に
生
き
生
き
と
受
け
継
が

れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
の
二
つ
が
あ

り
ま
す
。

　

教
学
・
文
化
・
歴
史
を
示
す
こ
と
の
一

環
と
し
て
、
今
年
も
宝
物
館
で
は
仏
教
文

化
講
座
に
合
わ
せ
て
特
別
展
観
「
学
山
高

田
」（
２
０
２
４
年
８
月
１
日
（
木
）
～

９
月
29
日
（
日
））
を
開
催
し
ま
す
。
茶

の
湯
を
始
め
と
す
る
文
化
に
造
詣
の
深

か
っ
た
円
猷
（
え
ん
ゆ
う
）
上
人
と
、
宗

学
を
専
門
に
研
鑽
す
る
堂
舎
で
あ
り
、
現

在
の
高
田
学
苑
の
前
身
に
あ
た
る
勧
学
堂

を
創
設
さ
れ
た
円
遵
（
え
ん
じ
ゅ
ん
）
上

人
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
江
戸
時
代
の
中

後
期
、
教
学
・
文
化
に
一
つ
の
隆
盛
期
を

迎
え
た
「
学
山
高
田
」
に
つ
い
て
紹
介
い

た
し
ま
す
。
と
り
わ
け
、
美
術
工
芸
品
の

展
示
の
構
想
策
定
や
出
陳
品
の
選
定
に
当

た
っ
て
は
、
法
嗣
殿
に
大
層
ご
尽
力
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
、
今
も
み
教
え
の
精
神
が
生
き
生

き
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
を

端
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
が
、
今
年

の
春
に
開
催
の
「『
影
印　

翻
刻　

現
代

語
訳　

顕
正
流
義
鈔
』
出
版
記
念　

真
慧

展
」
で
す
。
そ
も
そ
も
こ
の
書
の
現
代
語

訳
の
作
業
が
平
成
十
一
年
か
ら
二
十
四
年

の
歳
月
を
か
け
て
行
わ
れ
た
こ
と
自
体
、

さ
ら
に
は
、
展
示
品
を
お
借
り
し
た
あ
ち

こ
ち
の
寺
院
で
真
慧
上
人
ゆ
か
り
の
様
々

な
法
宝
物
が
大
切
に
お
守
り
つ
が
れ
て
い

る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
五
百
年
以
上

の
歳
月
が
経
っ
て
な
お
真
慧
上
人
の
み
教

え
を
尊
び
敬
愛
す
る
心
が
生
き
て
い
る
こ

と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
夏
の
専
修
寺
と
言
え
ば
、
蓮
。

共
同
で
蓮
の
オ
ー
ナ
ー
に
な
っ
て
い
る
京

都
の
友
人
に
送
る
写
真
を
と
る
た
め
、
ほ

ぼ
毎
朝
境
内
に
赴
い
て
い
ま
す
。
夜
明
け

前
に
唐
門
を
く
ぐ
っ
て
蓮
の
鉢
の
方
に
向

か
っ
て
歩
い
て
い
ま
す
と
、
如
来
堂
か
ら

出
て
こ
ら
れ
る
妙
齢
の
女
性
か
ら
ご
挨
拶

を
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
飯
講
の
お
勤
め
を

終
え
て
戻
ら
れ
る
こ
の
女
性
の
上
品
な
笑

み
か
ら
は
、
阿
弥
陀
様
や
お
聖
人
へ
の
帰

依
の
お
気
持
が
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。

　

今
夏
の
特
別
展
観
「
学
山
高
田
」
で
は

円
遵
上
人
が
掲
げ
ら
れ
た
「
勧
学
堂
」
の

扁
額
も
展
示
し
ま
す
。
扁
額
を
支
え
る
架

台
は
、
尾
崎
繁
男
氏
の
作
品
で
す
。
勧
学

堂
の
精
神
を
力
強
く
支
え
、
し
か
も
装
飾

的
要
素
も
入
れ
て
と
の
意
気
込
み
で
作
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
架
台
ひ
と
つ
か
ら

も
み
教
え
が
生
き
生
き
と
受
け
継
が
れ
て

い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

今
後
と
も
宝
物
館
燈
炬
殿
で
は
、
高
田

派
の
み
教
え
の
優
れ
た
伝
統
・
歴
史
、
そ

し
て
み
教
え
が
今
も
皆
さ
ん
の
心
に
有

形
・
無
形
を
問
わ
ず
生
き
生
き
と
受
け
継

が
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
参
り
ま
す
。

   　
（
宝
物
館
燈
炬
殿
館
長　

大
野
照
文
） 「勧学堂」扁額と尾崎繁男氏制作の架台
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①親鸞と現代

武田　龍精著
定価3,080円（税込）

北塔　光昇著
　定価1,980円（税込）

主に、阿弥陀如来と凡夫存在の入不二
的関係論、宗教多元時代における浄土
教の脱構築の問題、核兵器の時代にお
ける「生老病死」、宗教と現代宇宙論、
宗教と科学のあいだに関する課題、仏
教思想とホワイトヘッド哲学について
考察する。

一仏乗の基本的な宗旨に華厳宗と天
台宗があげられ、これらは真宗僧侶
が親鸞聖人の教えを学ぶ基礎学とし
て非常に重要である。この書では華
厳・天台の教義を学ぶ前提として、
それらの根本経典の内容を真宗との
関係をも考えながら概観する。

②真宗からの華厳・天台読本 １
　　　　　　　　　　 経典編

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！／

第
五
十
四
回
お
七
夜
献
書
展
課
題
　作
例

幼児小１小２

小３

小６

中１中２

中３高校・一般

小４小５

み
ち

た
か
だ
　
た
ろ
う

ほ
う

小
一
　
高
田
た
ろ
う

小
二
　
高
田
太
郎

小
三
　
高
田
太
郎

小
六
　
高
田
太
郎

中
一
　
高
田
太
郎

小
四
　
高
田
太
郎

小
五
　
高
田
太
郎

大
行

帰
命

広
施
功
徳
宝

中
二
　
高
田
太
郎

不
可
思
議
功
徳

願
以
此
功
徳

　平
等
施
一
切

同
発
菩
提
心

　往
生
安
楽
国

南
無
阿
弥
陀
佛
を
と
な
ふ
れ
ば

　十
方
無
量
の
諸
佛
は

百
重
千
重
囲
繞
し
て

　よ
ろ
こ
び
ま
も
り
た
ま
ふ
な
り

中
三
　
高
田
太
郎

高

田

太

郎

高

田

太

郎

転
悪
成
徳
正
智

平
等
覚不

退
の
位

本
願
他
力

第
五
十
四
回
お
七
夜
献
書
展

　左
記
の
課
題
で
第
五
十
四
回
お
七
夜
献
書
展
の
応
募
作
品
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
高
田
本
山

　を
参
照
、

も
し
く
は
宗
務
院
（
☎059-232-4171

）
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

HP

■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。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の人生を本山で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。特に参拝者の接待や参拝の便宜を
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頂きます。
　 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ります）
4　奉仕条件　高田派の寺院に所属する檀信徒
5　募集申込　下記へ問い合わせ下さい

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



6こんな行事がありました

第
五
十
七
回

高
田
派
婦
人
連
合
大
会

　

令
和
六
年
六
月
二
日
（
日
）
に
第
五
十
七

回
高
田
派
婦
人
連
合
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

法
主
殿
の
お
言
葉
の
あ
と
女
性
の
「
祖そ

し師

寿じ
ゅ

」
表
彰
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
講
演
は

本
願
寺
派
布
教
使
、
武
蔵
野
大
学
生
涯
学
習
講
座
講
師
の
小

笠
原
博ひ
ろ
と
し慧
先
生
で
、講
題
は「
つ
く
べ
き
縁　

は
な
る
べ
き
縁
」

で
し
た
。

 　
「
祖そ

し師
寿じ
ゅ

」
表
彰
と
は
親
鸞
聖
人
が
九
十
歳
に
て
ご
往
生

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
九
十
歳
に
な
ら
れ
た
檀
信
徒
を
お
祝
い

す
る
表
彰
で
す
。
今
大
会
の
申
請
は
三
七
六
名
、
う
ち
十
九

名
の
方
が
ご
出
席
い
た
だ
き
、
法
嗣
殿
よ
り
直
々
に
お
祝
い

を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

七
月
三
十
日
～
三
十
一
日
に
、
津
市
生
涯
学
習
課
主
催

の
「
歴
史
ま
る
ご
と
体
験
塾
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
小

学
校
五
～
六
年
生
対
象
で
定
員
は
三
十
二
名
で
し
た
が
、

す
ぐ
に
定
員
を
超
え
た
た
め
抽
選
と
な
り
ま
し
た
。
最
初

は
知
ら
な
い
人
た
ち
ば
か
り
で
不
安
そ
う
な
皆
さ
ん
で
し

た
が
、本
山
や
一
身
田
寺
内
町
を
探
検
し
た
あ
と
、和
菓
子
・

こ
ん
に
ゃ
く
作
り
、
昔
遊
び
体
験
な
ど
を
通
し
て
、
い
っ

ぺ
ん
に
友
達
に
な
り
ま
し
た
。

歴
史
ま
る
ご
と
体
験
塾

和菓子やこんにゃくを作りました

学んだことを班ごとに発表します



 7 こんな行事がありました

仏
教
文
化
講
座

　

六
月
二
十
九
日
（
土
）
～
三
十
日(

日)

、
高
田

派
青
年
の
集
い
本
寺
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
念
仏
高
田
の
源
流
」
と
し
、

大
会
初
日
は
本
寺
で
開
会
式
を
行
い
青
年
会
会
長

に
就
任
さ
れ
た
法
嗣
殿
よ
り
お
言
葉
を
頂
戴
し
、

念
仏
高
田
の
源
流
に
つ
い
て
高
田
派
鑑
学
、
栗
原

廣
海
師
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
稲
田
の
西
念
寺
、
結
城
の
稱
名
寺
を

参
拝
い
た
し
ま
し
た
。

　

四
十
名
の
青
年
寺
族
が
参
加
し
、
高
田
派
の
原

点
で
あ
る
本
寺
に
於
い
て
、
念
仏
高
田
の
み
教
え

を
再
認
識
し
た
、
有
意
義
な
大
会
と
な
り
ま
し
た
。

高
田
派
青
年
の
集
い
　

　
　
　
　
　
本
寺
大
会

　

八
月
一
日
か
ら
五
日
ま
で
、
高
田
会
館
ホ
ー
ル
に

て
第
九
十
八
回
仏
教
文
化
講
座
が
開
講
さ
れ
ま
し

た
。
一
六
七
二
年
よ
り
始
ま
っ
た
僧
侶
の
為
の
研
鑽

「
夏げ

安あ
ん
ご居
」
が
、
大
正
十
五
年
か
ら
仏
教
文
化
講
座
と

し
て
開
講
さ
れ
た
歴
史
あ
る
講
座
で
す
。

　

初
日
は
、
法
主
殿
が
「
三
日
市
の
民
俗
信
仰
と
そ

の
起
源
」
の
講
題
で
ご
講
義
を
さ
れ
、
鈴
鹿
市
三
日

市
の
伝
承
を
も
と
に
、
そ
の
起
源
を
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。

　

二
日
目
は
、
大
谷
派
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
副
所
長

の
加
来
雄
之
先
生
が
「
危
機
の
時
代
と
真
宗
に
お
け

る
実
践
ー
安
田
理
深
の
僧さ
ん

伽が

論
に
学
ぶ
ー
」
の
講
題

で
、
真
宗
の
共
同
体
、
真
の
共
同
体
を
生
き
る
こ
と

の
大
切
さ
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

三
日
目
は
、
信
州
大
学
名
誉
教

授
の
牛
山
佳
幸
先
生
が
「
信
濃
善

光
寺
史
と
善
光
寺
信
仰
の
展
開
」

の
講
題
で
、
現
世
と
来
世
の
救
済

を
か
な
え
て
く
れ
る
仏
と
し
て
、

人
々
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
と
お

話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

六
月
一
日
（
土
）・
二
日
（
日
）
主
催
：
一
身
田
商

工
振
興
会　

後
援
：
津
市
教
育

委
員
会
に
よ
る
地
域
イ
ベ
ン
ト

「
プ
ラ
レ
ー
ル
マ
ル
シ
ェ
」
ま
た

七
月
六
日(

土)

に
は
一
身
田
七

夕
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

お
子
様
は
も
ち
ろ
ん
た
く
さ
ん
の

ご
家
族
連
れ
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

プ
ラ
レ
ー
ル

　
マ
ル
シ
ェ
を
開
催

　

四
日
目
は
、
大
谷
大
学
名
誉
教
授
の
草
野
顕
之
先
生

が
「
親
鸞
伝
の
史
実
と
伝
承
」
の
講
題
で
、
親
鸞
伝
で

語
ら
れ
る
様
々
な
伝
承
を
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分

け
て
読
み
解
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
終
日
は
、高
田
派
鑑
学
の
清
水
谷
正
尊
先
生
が
、「
親

鸞
伝
絵
の
成
立
と
そ
の
内
容
」
の
講
題
で
、
制
作
年
代

の
検
証
を
し
な
が
ら
、
廟
堂
建
立
の
推
移
、
畳
の
描
き

方
の
変
遷
な
ど
事
細
か
に
高
田
本
の
史
実
を
論
証
さ
れ

ま
し
た
。

　

期
間
中
は
、
酷
暑
に
も
か
か
わ
ら
ず
熱
心
な
聴
講
者

た
ち
で
賑
わ
い
、
今
回
も
大
盛
況
の
う
ち
に
終
わ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
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寺
院
名

行事報告とお知らせ

行
　
事
　
案
　
内

第
三
十
回
　
法
話
発
表
会
　
九
月
五
日

讃
佛
会
　
九
月
十
九
日
～
二
十
五
日

仏
教
保
育
本
山
合
同
参
拝
　
九
月
二
十
日

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

第
七
十
五
回
　
檀
信
徒
研
修
会
　
十
月
十
七
日

第
二
十
九
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

●●●●●●●●●●

法
　
会

・

水屋を修理しています

　毎年全国から多くの方が蓮を見に本山を訪れます。
　池を埋め尽くして咲く蓮池と、境内に配置された
135 鉢の蓮は、近年高田本山の夏の風物詩として全
国的にも認知されてきたようです。
　さらに今年は 6 月 20 日から 8 月 16 日の間に「蓮
まつり」が開催され、高田会館の新入社員が開発し、
三重テレビでも紹介された『蓮氷（はすごおり）』や、
満開の蓮を見ながらの蓮ビアホールまで開催され、
過去最大の賑わいを見せました。
　来年もぜひご参拝いただきますようお待ちしてお
ります。

蓮まつり

　

前
回
の
報
恩
講
（
お
七
夜
）
期
間
中
、
竹

あ
か
り
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
川
渕
皓
平
氏
の
演

出
で
、
広
大
な
境
内
い
っ
ぱ
い
に
竹
あ
か
り

で
仏
さ
ま
の
お
浄
土
を
表
現
し
ま
し
た
。
結

果
、
東
海
最
大
級
の
約
３
、０
０
０
本
の
竹
あ

か
り
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
か
ら
一
般
公
募
を
行
い
ま
す
。
皆
さ

ま
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、
お
申
込
み
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。　

・
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
期
間

　

令
和
７
年
１
月
９
日
（
木
） 

　

〜
15
日
（
水
）

　

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
報
恩
講　

　
（
お
七
夜
）
期
間
中

　

点
灯
：
16
時
30
分

　

閉
門
：
19
時
00
分

※
た
だ
し
、
９
日
は
法
会
終

　

了
後
、
17
時
40
分
頃
よ
り

　

点
灯
式
を
行
い
ま
す
。

※
15
日
の
み
、
閉
門
：
23
時
30
分

・
会
場

　

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺
境
内

　

く
わ
し
く
は
高
田
本
山
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　唐門横の水屋の修理をしています。ご参
拝の皆様にはしばらくご不便をおかけいた
します。

竹
あ
か
り
募
集
の
お
知
ら
せ

竹
あ
か
り
募
集
の
お
知
ら
せ


