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３月１7日（金）～２3日（木）
午後１時から勤行・法話

１7日（金）三
みつ

本
もと

　昌
まさ

之
ゆき

氏（蓮德寺住職）

１8日（土）小
お

原
はら

　正
まさ

憲
のり

氏（専念寺住職）

１9日（日）窪
くぼ

田
た

　 哲
さとし

 氏（圓德寺前住職）

２0日（月）竹
たけ

田
だ

　雅
まさ

文
ふみ

氏（東等寺住職）

２１日（火）江
え

馬
ま

　雅
まさ

人
と

氏（賢誓寺住職）

２２日（水）四
よつ

衢
つじ

　 亮
あきら

氏（不遠寺住職）

２3日（木）三
み

島
しま

　清
きよ

圓
まる

氏（西念寺住職）

〈
略
歴
〉

一
九
六
一
年
生
ま
れ
、
富
山
県
南

砺
市
眞
敎
寺
住
職
。
布
教
使
と
し

て
高
山
に
縁
が
深
い
。
近
年
、
薩

摩
琵
琶
の
演
奏
活
動
も
行
う
。

後ご

生し
ょ
う

の
一い

ち

大だ
い

事じ馬ば

川が
わ
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だ
け
で
帰
国
し
、
正
に
生
き

地
獄
の
中
を
自
分
だ
け
生
き

残
っ
て
帰
っ
て
き
た
罪
悪

感
を
か
か
え
て
の
仏
法
聴
聞

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、
私
自
身
の
後
生
の

一
大
事
と
は
何
で
し
ょ
う
。

　

十
一
年
前
に
妻
と
死
別
し

た
時
、
妻
の
遺
体
の
前
で
、

二
人
の
娘
と
約
束
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。「
お
前
達
の

大
事
な
お
母
さ
ん
を
早
く
死

な
せ
て
ご
免
な
あ
。
お
母
さ

ん
、
仏
法
を
よ
く
聴
聞
し
て
、

仏
様
の
国
に
還か

え

っ
て
い
っ
た
の

だ
か
ら
、
お
母
さ
ん
の
事
は

何
も
心
配
し
な
く
て
良
い
の

だ
ぞ
。
で
も
、
お
母
さ
ん
は

わ
し
ら
に
大
き
な
宿
題
を
残

し
て
いっ
た
。
そ
の
宿
題
を
大

事
に
し
て
、
お
母
さ
ん
の
分

も
生
き
て
ゆ
こ
う
」と
。
未
だ

に
、
そ
の
宿
題
が
何
な
の
か

は
っ
き
り
言
え
ま
せ
ん
が
、

妻
は「
あ
な
た
本
当
に
他
者

と
の
関
わ
り
を
真
剣
に
生
き

て
き
た
の
？
」と
問
い
か
け
て

く
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

生
前
妻
が
度
々
投
げ
か
け

て
く
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
重
さ

を
、
本
人
に
死
な
れ
て
か
ら

知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
側
に
い

な
が
ら
妻
が
発
し
て
い
た
サ
イ

ン
に
気
付
か
ず
、
妻
の
死
を

止
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
後

悔
し
続
け
て
い
た
時
に
、人
の

輪
を
広
げ
る
こ
と
の
大
切
さ

を
教
え
て
く
れ
た
の
が
周
囲

の
人
た
ち
で
し
た
。「
他
者
と

の
関
わ
り
の
中
で
自
分
が
見
え

て
く
る
」。
思
い
悩
ん
で
い
る

時
こ
そ
、
多
く
の
人
に
出
会

い
、
語
り
合
う
こ
と
で
道
が

開
け
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

実
感
し
ま
し
た
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
独ひ

と

り
善よ

が

り
に
な
っ
て
、
仏
法
を
よ
ろ
こ

ん
で
い
る
ご
自
身
の
姿
を「
疑ぎ

城じ
ょ
う
た
い胎
宮ぐ

う

」と
い
う
言
葉
で
示
さ

れ
ま
し
た
。「
不ふ

見け
ん

三さ
ん

宝ぽ
う

」と

言
い
、
他
者
の
言
葉
に
耳
を

塞ふ
さ

い
で
仏
法
を
よ
ろ
こ
ん
で
い

る
の
が
自
分
の
姿
で
あ
る
と

言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
だ
か

ら
、
い
つ
の
間
に
か
独
り
善
が

り
に
な
っ
て
い
る
こ
ん
な
私
で

も
、
親
鸞
聖
人
と
一
緒
に
歩

め
る
の
だ
な
と
思
い
ま
す
。

　

妻
の
問
い
か
け
が
、
私
に

と
っ
て
の
一
大
事
で
す
。

　

私
の
父
は
昨
年
の
七
月
に

還げ
ん
じ
ょ
う浄
い
た
し
ま
し
た
。
布
教

に
い
の
ち
を
か
け
た
人
生
を

生
き
て
お
り
ま
し
た
。
特
に
、

高
山
へ
は
約
五
十
年
、
半
世

紀
近
く
法
話
を
し
に
足
を
運

ん
で
い
ま
し
た
。

　

父
が
初
め
て
高
山
に
ご
法ほ

う

縁え
ん

を
い
た
だ
い
た
の
は
、
あ
る

布ふ

教き
ょ
う使し

の
先
生
の
代
理
を
依

頼
さ
れ
た
時
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
控
え
間
に
居
り
ま
し
た

時
に
、
隣
の
部
屋
か
ら「
こ
ー

わ
い
こ
っ
ち
ゃ
」と
い
う
世せ

話わ

方か
た

同ど
う
ぎ
ょ
う行の
慌あ

わ

て
ふ
た
め
い
た
声

が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。「
何

で
私
が
怖こ

わ

い
の
だ
ろ
う
か
」と

思
っ
た
そ
う
で
す
が
、「
こ
ー
わ

い
こっ
ち
ゃ
」は
飛
騨
弁
で「
大

変
な
事
だ
」と
い
う
意
味
で
あ

る
こ
と
が
後
で
わ
か
り
ま
し

た
。「
こ
ん
な
若
い
布
教
使
が

来
た
け
ど
、
本
当
に
満
足
に

法
話
を
語
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
心
配
だ
」と
い
う

意
味
で「
こ
ー
わ
い
こ
っ
ち
ゃ
」

と
同
行
方
が
言
っ
て
お
ら
れ

た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
約

五
十
年
の
長
き
に
亘わ

た

っ
て
、

飛
騨
の
皆
様
方
か
ら
お
育
て

を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

　

父
は
富
山
県
庄し

ょ
う
が
わ
ま
ち

川
町
の
山

奥
に
生
ま
れ
、
縁
あ
って
私
の

お
寺
に
入
寺
し
ま
し
た
。
以

前
、
父
に「
何
故
お
坊
さ
ん

に
な
り
た
い
と
思
っ
た
の
」と

尋た
ず

ね
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

が
、「
信し

ん

心じ
ん

決け
つ
じ
ょ
う定

し
な
い
と
、

極
楽
に
往い

か
ず
に
地
獄
に
堕お

ち
る
と
思
っ
た
か
ら
」と
答
え

て
く
れ
ま
し
た
。「
お
前
は
単

純
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い

が
、
極
楽
に
参
り
と
う
て
、

お
坊
さ
ん
に
な
っ
た
」と
言
う

の
で
し
た
。

　

昨
年
、
東
本
願
寺
か
ら
出

版
さ
れ
た
、『
な
ぜ
？
か
ら
は

じ
ま
る
歎た

ん

異に

抄し
ょ
う

』に
、
武た

け

田だ

定さ
だ

光み
つ

氏
が『
現
代
人
は「
死
ね

ば
死
に
切
り
」と
思
っ
て
い
ま

す
か
ら
、「
往
生
」と
い
う
問

題
への
関
心
は
さ
ほ
ど
切
実
で

は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
中
世
の
人
々
に
とって
は
、

と
て
も
切
実
な
問
題
で
し
た
。

そ
れ
は
中
世
の
人
々
が
、「
こ

の
世
は
短
く
あ
の
世
は
と
て

も
長
い
」と
考
え
て
い
た
か
ら

で
す
。「
あ
の
世
」の
生
活
が
長

く
続
く
の
で
す
か
ら
、
い
き

先
が「
浄
土
」か「
地
獄
」か
は

大
き
な
関
心
で
し
た
。』と
指

摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
父
も

ま
た
極
楽
に
生
ま
れ
た
く
て

仏ぶ
っ

法ぽ
う

を
聴ち

ょ
う
も
ん聞
し
て
い
た
よ
う

で
し
た
。
そ
れ
が
父
に
と
っ

て
の
後
生
の
一
大
事
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
特
に
、

満
州
に
開か

い

拓た
く

団だ
ん

と
し
て
行
っ

て
い
た
時
、
現
地
で
母
や
兄

弟
姉
妹
を
亡
く
し
て
お
り
ま

す
。「
腹
へ
っ
た
ー
、
腹
へ
っ

た
ー
」と
言
い
な
が
ら
亡
く

な
っ
て
い
っ
た
肉
親
の
死
を
見

届
け
、
実
家
の
父
親
と
二
人

高山教区「平和と人権の旅」高山教区「平和と人権の旅」
【開催期間】　２０１７年３月２７日（月）～２８日（火）

【会　　場】　国立療養所大島青松園・土佐別院 ほか

【募集人数】　２０人

【参加費用】　３０，０００円

【締　　切】　３月15日（水）

【申込方法】　高山教務所までお電話ください

こくりつりょうようじょおおしませいしょうえん　 と さ べついん

日
時
　
３
月
８
日
（
水
）

　
　
　
午
後
７
時
～

会
場
　
高
山
別
院
本
堂

講
師
　
小お

鹿じ
か

美み

佐さ

雄お

氏

　
　
　
（
国
立
駿
河
療
養
所
入
所
者
）

　
　
　

旭あ
さ
ひ

野の　

康や
す

裕ひ
ろ

氏

　
　
　
（
永
養
寺
住
職
）

講
題
　『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に

　
　
　

 

学
ぶ
～
私
た
ち
は
何

　
　
　

 

を
見
て
、
何
を
見
て

　
　
　

 

い
な
か
っ
た
か
～
』

　
飛
騨
に
お
け
る
真
宗
の
祖
、

嘉か

念ね
ん

坊ぼ
う

善ぜ
ん
し
ゅ
ん
し
ょ
う
に
ん

俊
上
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
（
金
）

　
　
　

午
後
１
時
30
分
～

会
場
　
高
山
別
院
本
堂

講
師
　
三み

島し
ま　

多た

聞も
ん

氏

　
　
　
（
真
蓮
寺
住
職
）

講
題
　
未
定

日
時　

３
月
25
日
（
土
）

　
　
　

午
後
１
時
～

講
師　

藤ふ
じ

原わ
ら　

千ち

佳か

子こ

氏

　
　
　
（
金
沢
教
区
浄
秀
寺
）

講
題　

未
定

日
時
　
３
月
１
日
（
水
）

　
　
　
　
　

15
日
（
水
）

　
　
　
　
午
後
１
時
30
分　

　
　
　
　

～
午
後
４
時
30
分

講
師
　
藤ふ

じ

元も
と　

雅ま
さ

文ふ
み

氏

　
　
　
（
大
谷
大
学
講
師
）

講
題
　「
正
信
偈
に
学
ぶ
」

会
場
　
高
山
別
院
研
修
室　

会
費
　
無
料

亡き方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。



御
遠
忌
に
向
け
て
「
お
た
い
や
同
朋
唱
和
」
第
１
回
講
習
会
を
開
催

同
朋
唱
和
に
よ
る
御
遠
忌
法
要
を
！

お
し
え
て

　　く
れ
ん
さ
い

特
別
号

　

別
院
や
お
寺
の
集
ま
り
な
ど
で
「
ご
え

ん
き
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
さ
れ
る
か
と

思
い
ま
す
。
言
葉
は
聞
く
け
ど
、
実
は
な
ん
の

こ
と
か
分
ら
な
い
と
い
う
方
も
お
ら
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

今
聞
か
れ
る
「
御
遠
忌
」
と
は
、「
宗
祖
親

鸞
聖
人
７
５
０
回
御
遠
忌
」
の
こ
と
で
、
親
鸞

聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
、
７
５
０
年
目
の

ご
法
事
の
こ
と
で
す
。
ご
家
庭
で
も
一
周
忌
、

三
回
忌
と
ご
先
祖
の
御
法
事
を
勤
め
ら
れ
る
か

と
思
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
意
味
合
い
は
同
じ

で
す
。
浄
土
真
宗
の
法
事
は
、
亡
く
な
ら
れ
た

方
へ
の
追つ

い

善ぜ
ん

供く

養よ
う

で
は
な
く
、
亡
き
人
を
偲し

の

び
、

そ
の
方
を
縁
と
し
て
私
た
ち
自
身
が
教
え
に
遇あ

う
こ
と
が
大
切
な
意
義
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
私
た
ち
は
親
鸞
聖
人
の
こ
と
を
「
宗

し
ゅ
う

祖そ

」
と
お
呼
び
し
ま
す
が
、「
宗
」
と
は
中

心
・
要か

な
め

を
表
し
ま
す
の
で
、
親
鸞
聖
人
は
私
た

ち
が
生
き
て
い
く
要
を
示し

め

し
て
く
だ
さ
っ
た
方

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、
御
遠
忌
を
勤
め
る
意
義
は
、
宗
祖
の
御ご

法ほ
う

事じ

を
縁
と
し
て
、
私
た
ち
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の

教
え
に
遇
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

実
は
、
こ
れ
と
同
じ
意
味
で
毎
年
、
各
お
寺

や
地
域
で
勤
め
ら
れ
て
い
る
仏
事
が
「
報
恩

講
」
で
あ
り
、
御
遠
忌
は
毎
年
勤
ま
る
報
恩
講

の
積
み
重
ね
の
上
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
報
恩
講
は
、
何
年
か
前
ま
で
は
各
家

庭
で
も
勤
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
飛
騨

の
地
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
中
で
勤
め
ら

れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。

　

真
宗
門
徒
の
伝
統
は
、
50
年
に
一
度
の
御
遠

忌
を
機
に
、
次
の
世
代
へ
と
手
渡
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
私
た
ち
は
今
、
そ
の
歴
史
の
中
に
い
る

の
で
す
。

　御遠忌の年には、子どもたちを対象とした「子ども御遠忌（仮称）」
（2019年4月28日開催）をお勤めすることが決まっています。
　御遠忌を迎えるにあたっての話し合いの中では、これまで私たちまで
伝えられてきた大切なことを、次の世代へ如

い

何
か

に伝えていくのかが課題
となりました。
　真宗門徒は、報恩講、法事や葬儀といった仏事を大切にしてきました。
かつてはお年寄りが子や孫を連れて法

ほう

座
ざ

に参るということもありましたが、そ
れは子どもにとってもお念仏をいただく大切な場であったからなのでしょう。し
かし、今、お寺に子どもの姿を見ることは多くありません。また家庭の中でお
内仏に掌を合わせるという習慣も失われつつあります。
　人と人とのつながりが希薄になっているこの現代、子どもも大人も孤独や
不安を抱えて生きています。このような状況の中で、伝え合うことのできるあ
たたかな関係を築いていきたいという願いの中で行われるのが「子ども会」
立ち上げの取り組みです。これは子どもに場をひらくことが目的ですが、お寺
の人だけでなくご門徒の方、または地域の方にもいっしょに作り上げていただ
きたいと考えています。このつながりが「仏さまの家族」になり、その集い
の場として 2019 年の御遠忌をお迎えしたいと思います。

子ども御遠忌に向けて答
そ
も
そ
も
御ご

遠え
ん

忌き

っ
て
な
ん
や
な
？

問

講師の竹橋 太 氏
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定
例
法
座
・
法
話（
午
後
１
時
か
ら
）　
○
２
月
２１
日（
火
）…
松
岡
真
澄
氏［
西
蓮
寺
］　

○
２
月
２7
日（
月
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
２
月
２8
日（
火
）…
藤
守
博
氏
［
一
念
寺
］　

○
3
月
１
日（
水
）…
光
本
智
見
氏［
南
春
寺
］　

○
3
月
１１
日（
土
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
3
月
１3
日（
月
）…
三
島
清
圓
氏［
西
念
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

高山教区高山別院
御遠忌テーマ

　

高
山
教
区
・
高
山
別
院
宗
祖
親
鸞
聖
人
７
５
０
回
御
遠

忌
法
要
（
２
０
１
９
年
５
月
10
日
～
12
日
）
に
向
け
て
、

同
朋
唱
和
の
取
り
組
み
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

約
２
年
後
の
御
遠
忌
法
要
で
は
、
５
月
11
日
の
午
後
に

同
朋
唱
和
の
法
要
が
勤
ま
り
ま
す
。
そ
れ
に
向
け
て
の
第

１
回
講
習
会
が
２
月
５
日
に
高
山
別
院
で
行
わ
れ
、
各
お

寺
の
呼
び
か
け
に
よ
り
、
飛
騨
全
域
か
ら
１
３
４
名
、
寺

族
を
合
わ
せ
る
と
１
７
２
名
の
方
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
朋
唱
和
と
は
端た

ん

的て
き

に
言
え
ば
、
ご
本
尊
に
向
か
っ
て

「
一
緒
に
お
つ
と
め
」
す
る
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
が
作

ら
れ
た
『
正し

ょ
う
し
ん信
偈げ

』
と
『
和わ

讃さ
ん
』
を
「
親
鸞
聖
人
の
御
遠

忌
法
要
で
一
緒
に
お
つ
と
め
し
た
い
」
と
の
思
い
か
ら
動

き
出
し
ま
し
た
。

　

「
一
緒
に
お
つ
と
め
」
す
る
同
朋
唱
和
は
決
し
て
真ま

新
あ
た
ら

し
い
も
の
で
は
な
く
、
お
つ
と
め
を
通
じ
て
代
々
ご
本
尊

に
手
を
合
わ
せ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
「
お
た
い
や
同
朋
唱
和
」
で
は
、
皆
さ
ん
に

と
っ
て
馴な

染じ

み
深
い
赤
い
お
つ
と
め
本
「
赤
本
」
よ
り
も

少
し
難
し
い
読
み
方
（
正し

ょ
う
し
ん信

偈げ

真し
ん

四し

句く

目め

下さ
げ

・
念ね

ん

仏ぶ
つ

和わ

讃さ
ん

淘ゆ
り

五い
つ
つ

）
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
お
つ
と
め
は
お
寺
の
報
恩

講
（
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
を
縁
と
し
た
最
も
大
切
な
仏
事
）

で
つ
と
め
ら
れ
ま
す
。
御
遠
忌
法
要
が
到
着
点
で
は
な
く

高
山
別
院
か
ら
各
寺
に
、
そ
し
て
各
お
寺
か
ら
各
家
庭

に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
う
た
が
再
び
広
が
っ
て
い
く
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

　

講
習
会
当

日
は
、
以
上

の
よ
う
な
趣

旨
を
確
認
し

た
後
、
竹た
け

橋は
し

太ふ
と
し

先
生
（
儀

式
指
導
研
究

所
研
究
員
）

の
ご
講
義「
同

朋
唱
和
の
意

義
に
つ
い
て
」

を
一
緒
に
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

お
つ
と
め
を
は
じ
め
と
す
る
儀
式
は
頭
が
下
が
っ

て
い
る
す
が
た
。
そ
の
型
を
通
し
て
何
度
も
何
度
も
私

た
ち
は
頭
が
下
が
る
す
が
た
に
戻
れ
る
。
ま
た
同
朋
唱

和
に
よ
っ
て
正
信
偈
と
い
う
「
う
た
」
を
楽
し
み
、
同

時
に
周
り
の
人
の
声
、
親
鸞
聖
人
の
声
に
耳
を
傾
け

る
こ
と
が
大
切
で
す
、
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
師し

子し

吼く

会
（
若
手
僧
侶
に
よ
る
声
明
儀

式
作
法
学
習
会
）
に
よ
っ
て
、
お
つ
と
め
の
基
本
的

作
法
講
習
が
あ
り
、
と
も
に
正
信
偈
を
お
つ
と
め
し

ま
し
た
。
は
じ
め
て
聞
く
若
い
人
は
そ
の
声
を
聞
き

な
が
ら
熱
心
に
お
つ
と
め
本
に
目
を
向
け
て
お
り
、

そ
の
す
が
た
に
20
代
か
ら
80
代
と
幅
広
い
年
代
が
参

加
さ
れ
た
意
義
を
新
た
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

御
遠
忌
に
向
け
、
皆
さ
ん
是
非
一
緒
に
正
信
偈
を

お
つ
と
め
し
ま
し
ょ
う
！

（
文
：
同
朋
唱
和
実
行
委
員
長　

白し
ら

川か
わ　

悟さ
と
る

）


