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○
1
月
２1
日
～
３1
日
…
佐
藤
義
晃
氏
［
了
德
寺
］　

○
２
月
１
日
～
1０
日
…
三
島
清
圓
氏
［
西
念
寺
］　

○
２
月
11
日
～
２０
日
…
内
記
洸
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［
徃
還
寺
］　　
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し
て
い
く
こ
と
を“
年
季
奉
公

が
明
け
た
”と
言
い
ま
す
。自じ

問も
ん

　

そ
れ
で
“
明
け
ま
し
て
”

と
は
何
か
。
今
一
度
振
り

返
っ
て
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
の
中
味
は
、
昨
年

一
年
間
は
ど
の
よ
う
な
期
間

で
あ
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
新
年
に
当
た
り
、
昨

年
一
年
間
の
歩
み
、
努
力
、

生
活
、
そ
し
て
進
歩
が
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
察
し
て
、

“
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
”

と
挨
拶
を
受
け
て
い
る
の
だ

と
理
解
し
ま
す
と
、
新
年
の

祝
い
挨
拶
こ
そ
は
、
昨
年
の

自
分
の
歩
み
を
自
問
さ
せ
、

反
省
さ
せ
る
は
た
ら
き
と
な

り
ま
す
。
だ
か
ら
、「
一
年
の

計
は
元
旦
に
あ
り
」
と
な
っ

て
、
襟え

り

を
正
す
新
年
の
始
ま

り
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。

日
が
昇
る

　

新
年
に
当
た
り
、
自
分
の

歳
だ
け
“
明
け
ま
し
て
お
め

で
と
う
”
と
、
祝
い
か
け
ら

れ
、
よ
ろ
こ
ば
れ
て
き
て
い

る
の
で
す
が
、
果は

た
し
て

年
々
歳
々
、
報
恩
感
謝
と

な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
歳

を
重
ね
る
に
つ
れ
て
自
分
の

生
き
か
た
に
お
い
て
、
改
め

て
“
日（
光こ

う
み
ょ
う明
）が
昇
る
”
こ

と
の
意
味
を
深
め
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

仏
教
用
語
に
「
勝

し
ょ
う

過が

」

（
勝す

ぐ

れ
て
充
実
し
て
過す

ご

す
）

と
い
う
語
と
、「
空く

う

過か

」（
空む

な

し
く
過す

ご

す
）
と
い
う
語
が
あ

り
ま
す
。
ひ
と
え
に
、
“
日

が
昇
る
”
に
出
遇
う
か
否
か

に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

月
が
昇
る

　

今
度
は
「
月
」
に
登
場
し

て
も
ら
い
ま
す
。

　

あ
り
が
た
や

　

け
ふ（
今
日
）満み

つ
る
月
と

　

知
ら
ざ
り
し

　

こ
の
お
ほ
き（
大
き
い
）月

　

海
に
の
ぼ
れ
り

牧
水

　

月
の
満
つ
る
は
、
幾
度
も

見
て
き
た
は
ず
。
し
か
し
、

「
今
日
、
満
つ
る
」
と
は
、

自
覚
の
問
題
。
感
動
と
と
も

に
月
を
見
た
で
あ
ろ
う
今
日

は
、
生
ま
れ
て
初
め
て
の
事
。

“
あ
り
が
た
や
！
”
の
一
言

は
、
彼
の
人
生
の
転
換
を
言
っ

て
い
る
。初
め
て
見
る「
月
」、

初
め
て
仰
ぐ
「
日
」
は
、

我
々
一
人
ひ
と
り
の
人
生
の

課
題
で
す
。

“
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
”

明
け
ま
し
て

　

私
た
ち
は
“
お
め
で
と

う
”
と
い
う
言
葉
が
け
を
よ

く
し
ま
す
。
ご
結
婚
お
め
で

と
う
と
か
、
就
職
・
進
学
・

昇
進
な
ど
祝
い
事
に
使
い
ま

す
。
そ
し
て
新
年
を
迎
え
る

時
に
も
“
お
め
で
と
う
”
と

言
い
ま
す
。

　

新
年
に
当
た
り
世
界
の
人

び
と
が
お
祝
い
し
ま
す
。
英

語
で
は
“H

appy N
ew 

Year!

”
新
年
が
ハ
ッ
ピ
ー
、

幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
。

中
国
語
で
は
“
新
年
好ハ

オ

！
”

新
年
が
よ
い
年
で
あ
る
よ
う

に
と
祝
い
ま
す
。
日
本
語
で

は
、“
お
め
で
と
う
”
の
前

に
“
明
け
ま
し
て
”
を
言
い

ま
す
。
こ
の
“
明
け
ま
し
て
”

と
は
何
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

ど
う
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ

て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

明み
ょ
うと
無む

明み
ょ
う

　

辞
書
で
調
べ
る
と
、“
明

け
る
”
は
、「
日
が
昇
っ
て

明
る
く
な
る
」、「
朝
に
な

る
」、「
夜
が
明
け
る
」
と

説
明
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
を
仏
教
的
に
理
解
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
迷
い

か
ら
解
き
放
た
れ
た
世
界
を

『
明み

ょ
う

』
と
表
現
し
ま
す
。そ
れ

で
、
迷
い
の
世
界
は
「
闇や

み

」、

い
わ
ば
“
夜
”
の
こ
と
。仏

教
用
語
で
『
無
明
』
と
言
い

ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と“
夜
が

明
け
る
”と
は
、「
無
明
か
ら

明
」と
な
る
こ
と
で
す
か
ら
、

め
で
た
い
こ
と
で
す
し
、
あ
り

が
た
い
こ
と
で
す
。
悩
ん
だ
か

い
が
あ
っ
た
。
苦
し
ん
だ
か
い

が
あ
っ
た
。
生
ま
れ
た
か
い
が

あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
「
夜
」
は
ど
う
「
明
け
る
」

の
か
。
そ
れ
は
「
日
が
昇
る
」

か
ら
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の

こ
と
を
『
恵え

日に
ち

』
と
言
い
、

仏
さ
ま
の
『
智ち

慧え

の
光
』
を

意
味
し
ま
す
。
お
念
仏
の
光

明
に
よ
っ
て
「
無
明
の
私
」

が
新
し
い
気
づ
き
と
と
も
に

生
き
る
「
明
る
さ
」を
知
っ
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す

な
わ
ち
「
明
る
い
朝
に
な
る
」

わ
け
で
す
。期

間
が
終
わ
る

　

ま
た
、
辞
書
に
は
「
期
間

が
終
わ
る
、
満
期
に
な
る
」

こ
と
を“
明
け
る
”と
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
夜
の
時
間
が
終

わ
っ
て
朝
の
時
を
迎
え
る
と

い
う
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ば

か
り
で
な
く
い
ろ
い
ろ
な
言

葉
に
な
っ
て
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
喪も

中ち
ゅ
う

の
期

間
が
終
わ
っ
て“
喪
が
明
け

る
”、
忌き

中ち
ゅ
うが

終
わ
っ
て“
忌き

明あ
け

”と
な
る
。
幾
年
か
の
年ね

ん

季き

奉ぼ
う

公こ
う

を
勤
め
終
わ
っ
て
独
立

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
旧
年
中
は
高
山

別
院
の
護ご

持じ

運
営
に
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
こ
と
厚
く
御
礼
申

し
あ
げ
ま
す
。
ま
た
、
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
懇
志

と
し
て
、
ご
住
職
を
は
じ
め
ご
門
徒
、
有う

縁え
ん

の
皆
さ
ま
の
ご

協
力
を
い
た
だ
き
、
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
昨
年
四
月
か
ら

の
第
一
期
工
事
が
完
了
し
、
秋
に
は
新
し
い
屋
根
の
も
と
で

多
く
の
ご
門
徒
と
と
も
に
報
恩
講
を
厳ご

ん
し
ゅ
う修
す
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。
今
後
第
二
期
工
事（
耐
震
工
事
）に
向
け
て
引
き
続

き
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
毎
年
元
旦
・
修し

ゅ
し
ょ
う正
会え

で
は
『
門
徒
弟
子
の
御お

文ふ
み

』
が
拝
読

さ
れ
ま
す
。
蓮
如
上
人
の
僧
分
に
対
す
る
戒い

ま
し

め
と
し
て
、

「
僧
侶
の
中
で
門
徒
を
弟
子
と
考
え
所
有
物
の
よ
う
に
扱
っ

て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
僧
侶
も
門
徒
も
共
に
信

心
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
自
分
が
門
徒
を
教
化
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
傲ご

う

慢ま
ん

な
思
い

か
ら
教
え
を
説
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
説
か
れ
た
教
え
に
よ

っ
て
自
ら
も
ご
門
徒
と
共
に
教
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て

御お
ん

同ど
う

朋ぼ
う

・
御お

ん

同ど
う
ぎ
ょ
う行
と
い
え
る
の
だ
」
と
。

　
こ
の
度
の
御
遠
忌
で
は
、
御
同
朋
・
御
同
行
の
精
神
に
基

づ
き
、
と
も
に
教
え
を
聞
く
も
の
と
し
て
『
同ど

う

朋ぼ
う

唱し
ょ
う

和わ

』
を

推
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
人
で
も
多
く
の
方
々

に
お
参
り
い
た
だ
き
、
来
る
御
遠
忌
に
は
本
堂
内
を
お
念
仏

の
声
で
埋
め
尽
く
し
た
い
も
の
で
す
。
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

新
春
の
ご
挨
拶

高
山
教
務
所
長

高
山
別
院
輪
番

出
雲
路
善
公

年
頭
版
画
　聴チ

ョ
ー

聞
の
一
年
を

「高山別院照蓮寺年間行事」の
誤記に関するお詫び

先般、各御寺院様を通じてお送りしまし
たリーフレット「高山別院照蓮寺年間行
事」一覧表（縦長水色）の中で、高山別
院テレホン法話の電話番号を「０５７７
－３４－２３１３」と記載すべきところを
「０５７７－３２－２３１３」と誤って記載
してしまいました。ご迷惑おかけしま
したこと心よりお詫びし、訂正をお願
い申しあげます。

Ｊｕｎ．ｋ

別院真宗公開講座のご案内

講　師　高
たか

橋
はし

法
ほう

信
しん

氏
　　　　　　（大阪教区）
テーマ
「帰ろう、もとのいのちへ」

日　時 2017年2月１7日（金）
　　　 　 　 　 午後 2時から４時
会　場 高山別院　御坊会館
聴講料 600円

三み

島し
ま

多た

聞も
ん

〈
略
歴
〉一
九
四
四
年
高
山
市
生
ま
れ
。

真
蓮
寺
住
職
。
京
都
外
国
語
大
学
、

大
谷
大
学
大
学
院
仏
教
学
科
修
士
、

台
湾
師
範
大
学
研
究
所
留
学
。
中
村

久
子
女
史
顕
彰
会
代
表
。
真
宗
大
谷

派
宗
議
会
議
員
。
二
〇
一
五
年
か
ら

一
六
年
ま
で
同
派
参
務
を
務
め
る
。

明
け
ま
し
て

　
　お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
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定
例
法
座
・
法
話
（
午
後
１
時
か
ら
）　
○
1
月
２1
日（
土
）…
杉
野
明
真
氏
［
照
蓮
寺
］　

○
1
月
２7
日（
金
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
1
月
２8
日（
土
）…
平
野
真
氏
［
本
教
寺
］　

○
２
月
1
日（
水
）…
白
川
悟
氏
［
願
生
寺
］　

○
２
月
11
日（
土
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
２
月
1３
日（
月
）…
森
恒
河
氏
［
秋
聲
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 hidagobo.jp

記念事業　高山別院本堂等御修復工事

本堂屋根葺き替え・庫裡改修工事の流れ　2016年4月～10月末
① 既設瓦の撤去作業。葺かれていた瓦は、昭和33年に関市で焼かれた特注瓦で、最も

多い桟瓦が1万枚以上あり、瓦の総重量は150トン以上もありました。
② 母屋受け及び母屋の施工が完了した屋根。屋根コンクリート面には凹凸があり、これ

を解消し屋根面の高さレベルを整えながらの工事となりました。
③ 垂木そして野地板の施工。この上にルーフィング（防水シート）が敷かれます。
④ 本堂屋根前方の蓑甲（曲線部分）の木工事。
⑤ 大棟の下地木工事。
⑥ 銅板葺き工事。厚さ0.4ミリ、六ツ切りという規格の銅板で葺かれました。
⑦ 大棟獅子口に設置された牡丹紋。
⑧ 大棟獅子口の設置が完了。この後、雨樋の設置、避雷針の敷設工事が行われ、屋根葺

き替え工事が完了しました。
⑨ 庫裡書院に新設された、広 と々した来客用便所。この他に水屋の改修工事が行われ

ました。

　耐震補強方法については、景観への配慮を考え、新たに格子状の鉄骨による補強方
法を採用することが決定されました。
　また、昨年、本堂内部の整備工事について詳細な検討が行われ、これをもとに、現在、
実施設計作業が進められています。今後、その内容にさらに確認を加え、第二期工事の
設計内容を最終確定させ、業者発注作業を行ってまいります。

《第一期　本堂屋根葺き替え工事》

《第二期工事に向けて》

　御遠忌御修復懇志金の２０１７年１月６日現在における収納状
況について、次の通り御進納いただきました。

収納総額　２２０,９６０,５００円（進納率５２％）
　厳しい経済環境のなか、尊い御懇念をお寄せいただき誠に
ありがとうございます。
　今後とも何卒ご理解・ご協力を賜りたく、お願い申しあげます。

御遠忌・御修復懇志金御進納御礼

高山教区高山別院
御遠忌テーマ

同ど
う

朋ぼ
う

唱し
ょ
う

和わ

︱
と
も
に
正
信
偈
の
お
つ
と
め
を
︱

　

御
遠
忌
法
要
二
日
目
の
五
月
十
一
日
に
は
、
一
人
ひ
と
り
が
声
を
出
し
て
「
正
信
偈
」

を
同
朋
唱
和
で
お
つ
と
め
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

「
正
信
偈
」
と
は
、
親
鸞
聖
人
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
わ
れ
を
端
的
に
示
さ
れ
た
う●

た●

で
あ
り
、「
同
朋
唱
和
」
と
は
聖
人
が
大
切
に
さ
れ
た
「
御
同
朋
」
の
精
神
に
基
づ
き
、

僧
侶
と
門
徒
が
と
も
に
声
を
出
し
お
つ
と
め
を
す

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
別
院
本
堂
い
っ
ぱ
い
に

「
正
信
偈
」
の
声
が
響
き
わ
た
る
よ
う
な
御
遠
忌

と
し
て
ま
い
り
ま
す
。　

　

近
年
、
仏
事
の
場
で
、
ま
た
は
家
庭
の
中
で
お

勤
め
の
声
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
宗
祖

の
御
遠
忌
を
機
に
、
今
あ
ら
た
め
て
“
と
も
に
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