
　

長
近
は
た
い
そ
う
満
足
し
、
褒ほ

う

美び

に
金
を

与
え
て
僧
を
通
し
ま
し
た
。
こ
の
僧
は
、
嘉か

念ね
ん

坊ぼ
う

善ぜ
ん
し
ゅ
ん俊
上
人
か
ら
数
え
て
十
三
代
目
の
明

了
と
い
う
僧
で
し
た
。

　

の
ち
に
長
近
が
飛
騨
を
制
し
た
際
、
明
了

を
高
山
城
下
へ
呼
び
寄
せ
、
高
山
城
に
正
面

を
向
け
て
、
照
蓮
寺
（
現
在
の
高
山
別
院
）

を
建
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

飛騨の真宗

伝承散歩㉑ 長 近 と明 了
みょう りょうなが ちか

　

金か
な

森も
り

長な
が

近ち
か

が
飛
騨
の
地
を
制
す
る
た
め
、

越
前
（
福
井
県
）
か
ら
白
川
郷
へ
入
っ
た
と

き
の
こ
と
で
す
。
向
こ
う
側
か
ら
旅
の
僧
が

歩
い
て
く
る
の
が
見
え
ま
し
た
。
兵
士
た
ち

は
「
な
ん
だ
、
こ
ん
な
時
に
僧
な
ど
、
縁
起

の
悪
い
」
と
言
っ
て
怒
り
出
し
、「
せ
っ
か
く

の
討
ち
入
り
に
坊
主
な
ど
、
忌い

ま
わ
し
い
。こ

ん
な
や
つ
、
斬
り
捨
て
て
し
ま
お
う
」
な
ど

と
騒
い
で
い
ま
す
。
旅
の
僧
は
笑
っ
て
「
な

ん
で
す
か
、
あ
な
た
方
は
僧
で
あ
る
私
に
出

会
っ
て
縁
起
で
も
な
い
な
ど
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
す
が
、あ
な
た
方
の
大
将
も
法ほ

っ

体た
い

で
は
な
い

で
す
か
」
と
言
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
聞
い
た
馬
上
の
長
近
は
家
臣
た
ち

を
制
し
、
僧
に
向
か
っ
て
「
な
る
ほ
ど
、
わ

が
兵
の
言
う
こ
と
も
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、

そ
な
た
の
言
う
こ
と
も
面
白
い
。
私
の
討
ち

入
り
を
祝
う
歌
を
一
首
つ
く
っ
て
出
せ
ば
、

そ
な
た
を
許
そ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。

　

長
近
を
し
げ
し
げ
と
み
て
い
た
僧
は
矢や

立た

て
（
筆
と
墨す

み

壺つ
ぼ

を
組
み
合
わ
せ
た
携
帯
用
筆

記
用
具
）
と
懐か

い

紙し

を
取
り
出
し
て
、
一
首
書

い
て
差
し
出
し
ま
し
た

　

大
将
の　

召め

し
た
袴は

か
ま

は　

白
革か

わ（
白
川
）や

　

さ
て
も
見
事
に　

と
り
し
襞ひ

だ（
飛
騨
）か
な 春の彼岸会・永代経法要春の彼岸会・永代経法要

亡き人をご縁として仏法に出遇う大切な仏事です。ぜひお参りください。

３月１7日（木）～２3日（水）
午後一時から勤行・法話

１7日（木）小
お

原
はら

　正
まさ

憲
のり

氏（専念寺住職）

１8日（金）岩
いわ

佐
さ

　幾
いく

代
よ

氏（淨永寺坊守）

１9日（土）江
え

馬
ま

　雅
まさ

人
と

氏（賢誓寺住職）

２0日（日）白
しら

川
かわ

　壽
かず

麿
まろ

氏（願生寺住職）

２１日（月）三
みつ

本
もと

　昌
まさ

之
ゆき

氏（蓮德寺住職）

２２日（火）四
よつ

衢
つじ

　   亮
あきら

氏（不遠寺住職）

２3日（水）出
いず

雲
も

路
じ

善
ぜん

公
こう

　（別 院 輪 番）金森時代後期の高山城下町の様子（『高山の古地図−城下町高山の変遷−』高山市教育委員会）

高
山
城

照
蓮
寺

竹た
け

原は
ら

了り
ょ
う

珠し
ゅ

〈
略
歴
〉

１
９
７
０
年
石
川
県
七
尾
市
生

ま
れ
。
能
登
教
区
第
14
組
浄
願

寺
候
補
衆
徒
。
本
山
企
画
調
整

局
参
事
。
元
名
古
屋
教
区
駐
在

教
導
。

あ
ら
わ
れ
で
る
よ
う
に
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日
～
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日
…
石
井
了
泉
氏
［
西
教
寺
］　

○
3
月
１
日
～
１0
日
…
垣
内
忠
佳
氏
［
高
山
別
院
お
朝
事
の
会
］　

○
3
月
１１
日
～
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日
…
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光
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教
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ブ
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窓
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５
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は
、
本
願
寺
第
八
代
蓮
如
上

人
ゆ
か
り
の
吉
崎
別
院
が
あ

り
ま
す
。
毎
年
勤
め
ら
れ
る

蓮
如
上
人
御ぎ

ょ

忌き

法
要
に
合
わ

せ
て
、
多
く
の
方
々
が
蓮

如
上
人（
御
影
）が
お
乗
り
に

な
っ
た
お
輿こ

し

と
と
も
に
京
都

の
ご
本
山
と
吉
崎
別
院
の
間

を
歩
く
仏
事
、
そ
れ
が「
蓮

如
上
人
御
影
道
中
」で
す
。

浄
土
真
宗
に
関
心
が
あ
る
方

な
ら
ば
、
是
非
と
も
ご
縁
を

結
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

そ
の
往
来
で
、
か
つ
て
蓮

如
上
人
が
立
ち
寄
ら
れ
た
約

百
四
十
も
の
会
所
で
休
憩
し
、

蓮
如
上
人
が
生
き
て
お
ら
れ

る
よ
う
に
ご
接
待
を
い
た
だ

き
、
仏
法
を
聴
聞
し
な
が
ら

歩
く
の
で
す
が
、「
蓮
如
上

人
様
の
お
通
り
ー
」の
掛
け

声
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
の
蓮

如
上
人
に
合
掌
す
る
姿
な
ど

を
通
し
て
、
蓮
如
上
人
が
生

き
い
き
と
あ
ら
わ
れ
で
て
き

ま
す
。「
到
着
す
る
こ
ろ
に
は
、

蓮
如
上
人
が
私
を
聴
聞
の
た

め
に
引
っ
張
っ
て
き
て
く
だ

さ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
よ

う
に
な
っ
て
い
た
」と
い
う

言
葉
に
は
、
信
心
を
勧
め
て

お
ら
れ
る
蓮
如
上
人
が
窺
え

ま
す
。
同
様
の
感
想
は
多
数

聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、「
な
ぜ
か
わ
か
ら
な
い

け
れ
ど
途
中
で
涙
が
と
め
ど

な
く
流
れ
て
き
て
、
先
輩
の

供ぐ

奉ぶ

人に
ん

に
そ
の
理
由
を
訊
ね

る
と
、“
蓮
如
上
人
様
に
遇

わ
れ
た
ん
だ
な
あ
”
と
教
え

ら
れ
た
、
そ
れ
が
今
の
聴
聞

の
生
活
を
支
え
て
い
る
」と
い

う
方
。「
蓮
如
上
人
が
私
を

お
が
ん
で
く
だ
さ
る
か
ら
」

と
道
ば
た
で
合
掌
し
て
い
る

方
に
も
、
蓮
如
上
人
が
あ
ら

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
々

の
言
葉
が
さ
ら
に
多
く
の

人
々
の
心
を
動
か
し
、
信
心

の
生
活
を
生
み
出
し
て
い
く

の
で
す
。

一
方
で
、
私
た
ち
の
言
葉

は
、
深
い
共
感
や
励は

げ

ま
し
に

な
る
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い

る
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
で
は
、

上
っ
面
だ
け
の
中
身
の
無
い

言
葉（
綺
語
）を
禁
止
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
世
の
中
を

痩や

せ
細
ら
せ
、
汚
す
か
ら
で

す
。
私
た
ち
が
こ
の
世
を

脆ぜ
い
じ
ゃ
く弱
な
も
の
に
し
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
生
き
た
言

葉
を
回
復
す
る
た
め
に
は
、私

に
あ
ら
わ
れ
で
る
よ
う
な
真

実
の
世
界
に
出
会
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、

こ
の
世
を
本
当
に
豊
か
に
す

る
道
だ
と
思
い
ま
す
。

御
影
道
中
の
主
な
日
程
／

4/17
蓮
如
上
人
御
影
吉
崎
別
院

御ご

下げ

向こ
う

式（
京
都
東
本
願
寺

を
出
発
）・
4/23
～
5/2
吉
崎
別
院

に
て
蓮
如
上
人
御
忌
法
要
・

5/9
蓮
如
上
人
御
影
御
帰
山
式

（
京
都
東
本
願
寺
に
到
着
）

あ
る
言
葉
や
も
の
を
通
し

て
う
か
び
あ
が
る
イ
メ
ー
ジ

に
飛
び
込
み
、
そ
の
先
に
広

が
る
世
界
を
自
分
な
り
に
構

築
し
て
表
現
し
直
す
こ
と
を

「
二
次
創
作
」と
言
う
そ
う

で
す
。
最
近
で
は
、
熱
心
な

マ
ン
ガ
フ
ァ
ン
が
好
き
な
マ

ン
ガ
の
世
界（
原
作
者
の
世

界
）に
飛
び
込
み
、
原
作
を

さ
ら
に
展
開
さ
せ
た
物
語
を

創
作
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
私
の
息
子
も
、
あ
る
マ

ン
ガ
を
小
説
と
し
て
二
次
創

作
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
理
由
は
、
生
き
る
勇
気

を
与
え
て
く
れ
た
か
ら
だ
そ

う
で
す
。
人
と
比
べ
て
秀
で

る
能
力
が
な
く
、
卑ひ

屈く
つ

に
な
っ

て
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
自

分
を
救
い
出
し
て
く
れ
た
。

そ
の
苦
し
さ
や
力
を
自
分
な

り
の
表
現
で
原
作
の
世
界
に

織お

り
込
み
た
い
。
塾
帰
り
の

車
中
で
、「
自
分
を
生
き
れ

ず
に
悩
ん
で
い
る
人
に
こ
の

世
界
を
伝
え
た
い
。
僕
だ
か

ら
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

と
思
う
」と
彼
は
言
い
ま
し
た
。

き
っ
と
彼
か
ら
あ
ら
わ
れ
て

く
る
言
葉
を
待
っ
て
い
る
人

が
い
る
は
ず
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
が
説
法
さ
れ

た
記
録
、
つ
ま
り
お
経
に
つ

い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま

す
。
お
釈
迦
さ
ま
が
入に

ゅ
う
め
つ滅
さ

れ
た
後
も
お
経
は
制
作
さ
れ

続
け
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は

必
ず
し
も
偽
物
、
海
賊
版
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
さ

ま
の
言
葉
を
通
し
て
お
釈
迦

さ
ま
が
見
た
世
界
に
入
り
こ

み
、
響
き
あ
い
深
い
感
動
を

与
え
て
く
れ
た
世
界
を
新
し

く
表
現
し
な
お
す
こ
と
で
、

生
き
た
教
え
と
し
て
仏
教
が

伝
わ
り
、
感
動
を
与
え
て
き

た
と
言
っ
て
い
い
の
で
す
。

二
次
創
作
、
そ
し
て
制
作

さ
れ
続
け
た
お
経
の
よ
う
に
、

あ
る
世
界
・
境
地
が
、
そ
れ

を
共
有
す
る
人
た
ち
に
よ
っ

て
、
異
な
る
世
界
、
時
代
に

語
り
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
、

と
て
も
重
要
な
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
を
仏
教
で
は「
応お

う

現げ
ん

」

と
か「
化け

現げ
ん

」、「
影よ

う

向ご
う

」な
ど

と
い
い
ま
す
。
あ
る
世
界
が

異
な
る
世
界
へ
越え

っ
き
ょ
う境
し
て
あ

ら
わ
れ
て
く
る
の
は
、
異
な

る
世
界
に
通
じ
る
真
実
と
願

い
が
あ
ふ
れ
こ
ぼ
れ
る
ほ
ど

満
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
だ
か
ら
こ
そ
人
の
心
を

打
ち
、
生
き
る
勇
気
が
与
え

ら
れ
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
、
あ
る
世
界

が
時
代
を
超
え
て
あ
ら
わ
れ

る
仕
組
み
が
、
三
百
年
以
上

前
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
驚

く
べ
き
例
が
あ
る
こ
と
を
、

私
は
最
近
知
り
ま
し
た
。
そ

れ
は「
蓮れ

ん

如に
ょ

上し
ょ
う
に
ん人

御ご

影え
い

道ど
う
ち
ゅ
う中

」

で
す
。
福
井
県
あ
わ
ら
市
に



家
族
で
語
ろ
う

酒さ
か

井い

義よ
し

一か
ず

　
私
を
照
ら
す

　
ひ
か
り
の
言
葉
⑫
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定
例
法
座
・
法
話
（
午
後
１
時
か
ら
）　
○
２
月
２１
日（
日
）…
澤
邊
惠
秀
氏
［
誓
願
寺
］　

○
２
月
２7
日（
土
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
２
月
２8
日（
日
）…
夏
野
了
氏
［
満
成
寺
］　

○
3
月
１
日（
火
）…
岩
佐
幾
代
氏
［
淨
永
寺
］　

○
3
月
１１
日（
金
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
3
月
１3
日（
日
）…
細
川
寛
氏
［
浄
慶
寺
］ 記事についてのお問い合わせは高山教務所まで ☎（0577）32-0776「ひだご坊」ホームページリニューアル準備中

　

聖
教
学
習
会

聖
教
学
習
会

聖
教
学
習
会

　

次
回
は
藤
場
芳
子
さ
ん
の
「
女
と

男
の
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
⑫
」
で
す
。

袈け

裟さ

は
、梵ぼ

ん

語ご

で
カ
シ
ャ
ー
ヤ
と
い
い
ま
す
。

そ
れ
は「
糞
掃
衣
」の
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
五
条
袈
裟
な
ど
は
、
大
き
な
布
を

細
か
く
裁さ

い

断だ
ん

し
て
、縫
い
合
わ
せ
て
い
ま

す
。そ
の
意
味
は
、こ
こ
に
あ
る
よ
う
で
す
。

　
　

過
去
が
救
わ
れ
る

　

私
た
ち
は
過
去
が
納
得
で
き
な
い
の
で

す
。
そ
ん
な
私
た
ち
に
、
次
の
言
葉
が
届

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　　
　

救
い
と
は

　
　

過
去
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

　

そ
れ
は
、
納
得
で
き
な
か
っ
た
過
去
に

意
味
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

そ
れ
は
、
過
去
が
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

捨
て
て
し
ま
い
た
い
こ
と
を
抱
え
る
者

よ
。
そ
の
こ
と
を
身
に
ま
と
い
な
が
ら
、

光
り
輝
く
世
界
が
こ
こ
に
あ
る
、
そ
の
世

界
を
こ
そ
生
き
よ
う
、
と
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
そ
の
こ
と
を
あ
の
お

す
が
た
で
私
た
ち
に
呼
び
か
け
続
け
て
お

ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

お
釈
迦
さ
ま
の
呼
び
か
け
を
聞
き
、
そ

の
よ
う
な
救
い
の
世
界
へ
の
歩
み
を
、
確

か
な
も
の
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　
　

糞ふ
ん

掃ぞ
う

衣え

と
い
う
す
が
た

　

今
か
ら
二
千
五
百
年
の
昔
、
お
釈
迦
さ

ま
が
こ
の
世
に
お
ら
れ
た
頃
の
こ
と
で
す
。

出
家
を
し
た
修
行
者
た
ち
は
、
個
人
の
財

産
な
ど
を
持
つ
こ
と
を
せ
ず
、
森
林
や
竹

林
な
ど
で
共
同
生
活
を
し
な
が
ら
、
修
行

を
積
み
重
ね
て
い
ま
し
た
。

　

修
行
者
た
ち
は
、
朝
と
昼
の
二
回
、
托た

く

鉢は
つ

と
い
う
行
を
行
な
い
ま
し
た
。
鉢
（
は

ち
）
を
持
っ
て
町
村
に
行
き
、
人
々
か
ら

食
料
や
生
活
に
必
要
な
も
の
を
施ほ

ど
こ

し
て
も

ら
う
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
当
時
、
お
釈
迦
さ
ま

が
身
に
つ
け
て
お
ら
れ
た
衣こ

ろ
も

を
糞
掃
衣
と

い
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
々
が
ゴ
ミ
の
よ
う

に
捨
て
て
し
ま
っ
た
布
き
れ
を
、
托
鉢
を

し
な
が
ら
拾
い
集
め
、
縫ぬ

い
あ
わ
せ
て
作
っ

た
衣
で
す
。
汚お

物ぶ
つ

を
ぬ
ぐ
う
布
で
で
き
た

衣
な
の
で
、
糞
掃
衣
。
あ
ま
り
き
れ
い
な

衣
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
つ
ぎ
は
ぎ
の
衣

を
ま
と
って
い
な
が
ら
も
、
お
釈
迦
さ
ま
の

そ
の
お
す
が
た
は
、
誰
が
見
て
も
光
り
輝

い
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
れ
は
いっ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　
　

捨
て
て
し
ま
い
た
い
こ
と

　

人
に
は
誰
に
も
、
布
き
れ
を
捨
て
る
か

の
よ
う
に
し
て
、
捨
て
て
し
ま
い
た
い
こ
と

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
ど
う
し
て
も
納
得
の
で
き

な
い
過
去
の
出
来
事
で
す
。「
あ
の
事
さ

え
な
け
れ
ば
」と
思
う
痛
恨
の
出
来
事
は
、

身
を
焼
か
れ
る
か
の
よ
う
で
す
。

　

人
と
争
っ
た
こ
と
や
、
人
と
の
す
れ
違
い

も
、
で
き
れ
ば
捨
て
て
し
ま
い
た
い
こ
と
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

親
し
い
人
と
別
れ
る
と
い
う
出
来
事
は
、

つ
ら
く
て
切
な
い
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
人
は
様
々
な
苦
し
み
や
悲
し
み
を

抱
く
も
の
で
す
。

　

捨
て
て
し
ま
い
た
い
自
分
と
出
会
う
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
思
い
も
か
け
な

い
自
分
が
沸わ

き
上
が
り
、
こ
ん
な
の
は
自

分
で
は
な
い
と
、
自
分
で
自
分
を
捨
て
て

し
ま
お
う
と
す
る
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
こ
の
世
を
生
き

て
い
る
以
上
、
誰
も
が
抱
え
て
い
る
こ
と
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
托
鉢
と
い
う
行
為
を

通
し
て
、
人
間
が
抱
く
そ
の
よ
う
な
さ
ま

ざ
ま
な
苦
し
み
や
悲
し
み
を
見
つ
め
続
け

て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
人
間
が
作

り
出
す
苦
悩
の
現
実
が
あ
っ
た
の
で
し
た
。

　
　

光
り
輝
く
世
界

　

私
た
ち
は
、
そ
れ
ら
の
い
や
な
こ
と
を

捨
て
て
か
ら
救
わ
れ
よ
う
と
し
ま
す
。
ま

る
で
布
き
れ
を
捨
て
る
か
の
よ
う
に
。
し

か
し
苦
し
み
や
悲
し
み
は
そ
う
簡
単
に
捨

て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
私
た
ち
に
対
し
て
、
お
釈

迦
さ
ま
は
、
あ
の
お
す
が
た
で
、
何
か
を

語
り
か
け
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
納
得
で
き
な
い
過
去
の
出
来

事
や
悲
し
い
別
れ
、
い
や
な
自
分
自
身
な

ど
を
、
捨
て
去
って
い
く
の
で
は
な
く
、
そ

れ
ら
を
て
い
ね
い
に
拾
い
集
め
、
身
に
ま
と

い
な
が
ら
、
な
お
か
つ
、
光
り
輝
い
て
い
く

道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
に
教

え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ち
な
み
に
、僧
侶
が
現
在
も
着
用
す
る

高
山
二
組
婦
人
聞
法
会

高
山
二
組
婦
人
聞
法
会

高
山
二
組
婦
人
聞
法
会

日
時　

２
月
23
日
（
火
）

　
　
　

午
後
１
時

～
３
時
15
分　
　

講
師　

馬
川
透
氏

　
　
　
（
高
岡
教
区
眞
教
寺

　
　
　

住
職
）

講
題　
「
他
力
の
生
活
」

会
費　

２
０
０
円

※
ど
な
た
で
も
参
加
い
た
だ

　

け
ま
す
。

飛
騨
御
坊
御
遠
忌
高
札

立
柱
式

飛
騨
御
坊
御
遠
忌
高
札

立
柱
式

飛
騨
御
坊
御
遠
忌
高
札

立
柱
式

日
時　

３
月
３
日
（
木
）

　
　
　

午
後
１
時
～

会
場　

高
山
別
院
山
門
前

日
時　

３
月
７
日
（
月
）

　
　
　
　
　

15
日
（
火
）

　
　
　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

講
師　

藤
元
雅
文
氏

　
　
　
（
大
谷
大
学
講
師
）

講
題　
「
正
信
偈
に
学
ぶ
」

会
場　

高
山
別
院
二
階
研
修
室

会
費　

無
料

嘉
念
坊
善
俊
上
人
法
要

並
び
に
顕
彰
会
総
会

嘉
念
坊
善
俊
上
人
法
要

並
び
に
顕
彰
会
総
会

嘉
念
坊
善
俊
上
人
法
要

並
び
に
顕
彰
会
総
会

　

飛
騨
に
お
け
る
真
宗
の
祖
、

嘉か

念ね
ん

坊ぼ
う

善ぜ
ん
し
ゅ
ん俊

上し
ょ
う
に
ん人

の
祥
月
命

日
に
あ
た
る
３
月
３
日
、
高

山
別
院
本
堂
に
お
い
て
法
要

と
総
会
を
行
い
ま
す
。
総
会

後
、
講
演
会
を
行
い
ま
す
の

で
、
会
員
以
外
の
方
も
ご
聴

講
く
だ
さ
い
。（
無
料
）

日
時　

３
月
３
日
（
木
）

　
　
　

午
後
１
時
30
分
～

会
場　

高
山
別
院　

本
堂

講
師　

出
雲
路
善
公
輪
番

講
題　
「
念
仏
の
伝
流
」

真宗本
ほん

廟
びょう

（東本願寺）御本尊還
げん

座
ざ

式
し き

団体参拝募集
　今春、本山では、阿弥陀堂の御修復完了にともない、約４年
半ぶりに御本尊を阿弥陀堂へお戻しする「御本尊還座式」が厳
修されます。
　このたびの法縁を機として御修復の完了した本山に参拝し、
仏法聴聞の大切な場としていただくことを願い、団体参拝を計
画しました。皆様お誘いあわせのうえ、ご参加ください。

※参加申し込みについては、高山教務所までお問い合わせください。

期　　日　２０１６年３月３１日（木）※日帰りの参拝となります。

参 加 費　お一人  10,000 円（昼食・夕食、保険料を含む）

募集人数　80 名（定員になり次第しめきり）

申込期限　3 月１0 日（水）

高山教区「平和と人権の旅」高山教区「平和と人権の旅」
第１０回真宗大谷派ハンセン病問題全国交流集会第１０回真宗大谷派ハンセン病問題全国交流集会
私たちの歩み、そこには人がいる ―らい予防法廃止、謝罪声明から２０年―私たちの歩み、そこには人がいる ―らい予防法廃止、謝罪声明から２０年―

【開催期間】　２０１６年４月１９日（火）～２１日（木）
【会　　場】　姫路船場別院本徳寺、国立療養所長島
　　　　　　愛生園、国立療養所邑久光明園
　　　　　　※全行程貸し切りバスで移動します。
【募集人数】　２０人（定員になり次第しめきり）
【参加費用】　３５，０００円（交通費・宿泊費・食費込み）
【締　　切】　３月４日（金）
【申込方法】　高山教務所までお電話ください

　現在、ご坊（高山別院）にて「蓮の実念珠」を販売致してお
ります。この蓮の実は、ご坊の蓮池で採れたものを使用してお
り、年間わずかしか採れない貴重なものです。
　仏教において、蓮の花は浄土に咲く花として大切にされて
います。泥の中にあって泥に染まらず、綺麗
な花を咲かせる蓮の花。私たちもまた、煩悩
を抱えたこの身のままに、私という花を咲か
せたいものですね。
　ご家庭のお内仏で、寺院で、阿弥陀さま
に手を合わせ、お念仏される際のおともに
いかがでしょうか？
　念珠は一つ5,000円。高山別院への懇志
としてお預かりさせていただきます。
　問い合わせは高山別院（0577-32-0688）
まで。

飛騨御坊限定 蓮の実念珠販売！


