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北ほ
う

　
條じ

ょ
う

　
賴よ

り

　
宗む

ね

別院定例法座 午後１時から

9月２８日　親鸞聖人ご命日法座

講題　「明日ありと思うこころ」

講師　三
み

枝
えだ

  正
まさ

尚
なお

 氏（隨
ずい

縁
えん

寺
じ

）

10月３日　ご坊文化講座

講題　「儀式からみる報恩講」

講師　窪
くぼ

田
た

  純
じゅん

 氏（圓
えん

德
とく

寺
じ

）

和わ

国こ
く

の
教き

ょ
う
し
ゅ主

聖し
ょ
う
と
く徳

皇お
う

〈
略
歴
〉

一
九
六
二
年
、
新
潟
県
上
越
市
生

ま
れ
。
東
京
大
谷
専
修
学
院
卒

業
。
早
稲
田
大
学
卒
業
。

真
宗
大
谷
派
高
田
教
区
照
行
寺
住

職
。
高
田
教
区
教
区
会
議
長
。

No.350
2018年9月20日

No.350　（１）ひ　　　だ　　　ご　　　坊仏暦２５６１（２０１８）年　

☎
テ
レ
ホ
ン
法
話
〈
０
５
７
７
（
３４
）
２
３
１
３
〉　

○
9
月
２１
日
～
３0
日
…
細
川
宗
德
氏
［
蓮
乗
寺
］　

○
１0
月
１
日
～
１0
日
…
廣
田
令
寿
氏
［
惠
林
寺
］　

○
１0
月
１１
日
～
２0
日
…
邨
上
真
生
書
記
［
高
山
教
務
所
］
　　
　
　
　
　
　
　

 

宗
教
ト
ラ
ブ
ル
ＦＡＸ
相
談
窓
口
〈
０
５
７
７－

３
２－

０
７
６
３
〉

発行 真宗大谷派 高山教務所
発行者　出雲路 善公

〒506-0857 高山市鉄砲町6番地
☎（0577）32-0776

＊毎月20日発行　50,000部
三市一郡無料配布

印刷　山都印刷株式会社

『ひだご坊』は毎月20日に発行されます。

の
の
あ
ら
そ
ひ
は
、
水
を
石

に
い
る
る
に
に
た
り
け
り
」

と
和
讃
し
て
い
ま
す
。

　

飛
鳥
時
代
と
比
べ
る
こ
と

は
不
適
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
現
代
に
お
い
て
も
政
治

が
平
等
に
貧
し
い
人
・
無
名

の
人
・
無
力
の
人
の
声
を
聞

い
て
い
く
よ
う
な
姿
に
な
っ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
ま
す
と
、
１
４
０
０
年
以

上
前
に
仏
教
に
基
づ
く
平
等

の
視
点
を
も
っ
て
い
た
太
子

に
は
驚
か
さ
れ
ま
す
。
こ
う

い
う
と
こ
ろ
に
も
、
太
子
が

後
に
民
衆
か
ら
救
世
観
音
、

つ
ま
り“
権
力
か
ら
打
ち
捨

て
ら
れ
た
、
世
の
中
の
声
な

き
人
々
の
声
を
聞
い
て
く
だ

さ
る
菩
薩
様
”の
生
ま
れ
変

わ
り
だ
と
信
仰
さ
れ
て
い
く

一
端
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

聖
人
は
9
歳
で
、
両
親
家

族
の
も
と
を
離
れ
、
出
家
し

て
比
叡
山
に
入
ら
れ
ま
し

た
。
20
年
間
の
修し

ゅ
ぎ
ょ
う行
を
積
ん

で
い
か
れ
ま
す
が
、
そ
の
中

で
多
く
の
苦
悩
を
抱
え
て
お

ら
れ
た
よ
う
で
す
。
19
歳
の

時
に
は
、
太
子
の
遺い

骨こ
つ

が
納お

さ

め
ら
れ
て
い
る
磯し

長な
が（

大
阪
府

南
河
内
郡
）の
聖
徳
太
子
廟

に
籠こ

も

ら
れ
、
そ
こ
で
「
汝
の

命み
ょ
う
こ
ん根

ま
さ
に
十
余
歳
な
る
べ

し
」
と
い
う
夢む

告こ
く

を
う
け
ら

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
夢

告
の
示
す
10
年
後
を
目
前
に

し
て
、
29
歳
の
時
に
、
太
子

建
立
と
伝
え
ら
れ
る
六
角
堂

に
て
百
日
の
参さ

ん

籠ろ
う

を
行
い
、

そ
こ
で
救
世
菩
薩
の
夢
告
を

受
け
て
、
吉
水
の
法
然
上
人

の
も
と
へ
と
赴お

も
む

か
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
鑑か

ん
が

み
ま
す
と
、

聖
人
は
少
年
の
頃
か
ら
、
自

分
で
は
ど
う
し
て
も
解
く
こ

と
の
で
き
な
い
大
き
な
課
題

を
抱
え
ら
れ
た
時
に
、
太
子

ゆ
か
り
の
場
所
に
身
を
据す

え

て
、
太
子
に
問
い
続
け
ら
れ

た
の
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
そ

れ
は
、
青
少
年
期
に
と
ど
ま

ら
ず
、
80
歳
を
過
ぎ
て
か
ら

も
、
太
子
を
慕し

た

い
、
太
子
の

す
が
た
に
我
が
身
を
照
ら
さ

れ
生
き
た
90
年
の
生
涯
で

あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
と

思
い
ま
す
。

　

２
０
２
２
年
、
聖
徳
太
子

の
１
４
０
０
回
忌
を
お
迎
え

す
る
に
あ
た
り
、
親
鸞
聖
人

が
仰
が
れ
た
太
子
の
恩
徳

を
学
び
直
す
時
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
ご
和わ

讃さ
ん

に

お
い
て
聖
徳
太
子
の
徳
を
讃

え
、「
和
国
の
教
主
聖
徳
皇
、

広
大
恩
徳
謝し

ゃ

し
が
た
し
」
と
、

太
子
を
日
本
に
誕
生
さ
れ
た

お
釈
迦
様
で
あ
り
、
そ
の
恩

徳
は
謝
し
て
も
謝
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
ほ
ど
広
く
深
い

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。　

真
宗
寺
院
に
は
、
若
き
日
の

太
子
の
お
姿
が
絵
像
と
し

て
掲か

か

げ
て
あ
り
ま
す
。
聖
人

は
、
太
子
を
お
釈
迦
様
と
し

て
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に

「
救く

世せ

観
音
大
菩
薩
、
聖
徳

皇
と
示じ

現げ
ん

し
て
」
と
あ
る
よ

う
に
、
民
衆
に
深
く
信
仰
さ

れ
て
い
た
救
世
観
音
菩
薩
の

生
ま
れ
変
わ
り
と
し
て
仰あ

お

い

で
お
ら
れ
ま
す
。

　

太
子
の
こ
と
に
少
し
ふ
れ

て
お
き
ま
す
と
、
太
子
が

生
き
ら
れ
た
時
代
は
西
暦

５
７
４
～
６
２
２
年
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
飛
鳥
時
代
、

初
の
女
性
天
皇
で
あ
る
推す

い

古こ

天
皇
の
摂せ

っ
し
ょ
う政
と
し
て
、
天
皇

に
代
わ
り
、
政
治
を
担に

な

わ
れ

た
方
で
す
。

　

太
子
は
、
そ
れ
ま
で
外
国

の
宗
教
で
あ
っ
た
仏
教
を
正

式
に
日
本
に
受
け
入
れ
た
方

で
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
仏
の

教
え
を
中
心
に
据す

え
て
、
日

本
で
初
め
て
の
憲
法
で
あ
る

『
十
七
条
憲
法
』
を
定
め
ら

れ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

太
子
は
、『
十
七
条
憲
法
』

の
な
か
で
、
ま
ず
第
一
条
に

「
和や

わ

ら
か
な
る
を
も
っ
て
貴

た
っ
と

し
と
な
す
」
と
、
こ
の
国
を

和や
わ

ら
か
な
る
国
に
し
た
い
と

高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
第
二
条
に
は
「
篤あ

つ

く
三
宝
を
敬う

や
ま

え
。
三
宝
と
は

仏ほ
と
け

・
法の

り

・
僧ほ

う
し

な
り
」
と
、
そ

の
た
め
に
は
仏
法
僧
の
三
宝

に
帰き

依え

す
る
こ
と
が
大
事
な

こ
と
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
仏
法
僧
の
三
宝

に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
仏
弟
子
と
な
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ

の
国
の
人
々
が
皆
仏
弟
子
と

な
り
、
仏
の
教
え
を
聞
く
身

と
な
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
国
を
「
和
」
の
国

と
し
て
い
こ
う
と
表
さ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
第
五
条
に

は
「
財

た
か
ら

有
る
も
の
が
訟

う
つ
た
えは
、

石
を
も
て
水
に
投
ぐ
る
が
如ご

と

し
。
乏と

も

し
き
者ひ

と

の
訴

う
つ
た
えは

、水
を

も
て
石
に
投
ぐ
る
に
似
た

り
」
と
述
べ
て
、
貧
し
く
力

無
き
者
・
声
な
き
者
の
声
を

聞
く
の
が
、
政
治
に
携た

ず
さ

わ
る

者
の
本
来
の
す
が
た
で
あ
る

と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
第
五

条
に
深
く
感か

ん

銘め
い

さ
れ
た
よ
う

で
、「
と
め
る
も
の
の
う
た

え
は
、
石
を
水
に
い
る
る
が

ご
と
く
な
り
。
と
も
し
き
も

20日（木）内
ない

記
き

　   淨
きよし

氏（徃還寺住職）

21日（金）帰
かえりくも

雲　真
ま

智
さと

氏（還來寺住職）

22日（土）小
お

原
はら

　正
まさ

憲
のり

氏（專念寺住職）

23日（日）竹
たけ

田
だ

　雅
まさ

文
ふみ

氏（東等寺住職）

24日（月）三
み

島
しま

　多
た

聞
もん

氏（高山別院輪番）

25日（火）小
こ

谷
たに

　秀
しゅうどう

道氏（蓮勝寺住職）

26日（水）四
よつ

衢
つじ

　   亮
あきら

氏（不遠寺住職）

9月20日（木）～26日（水）
午後１時から勤行・法話

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。

ご坊のおいしいおはぎ　上記期間中販売しています！

　今回は女川町宮ケ崎地区の夏ま
つりに招待をいただき、飛騨の五平
餅・みだらしだんご、子どもたちの遊
びブースを提供し交流してきました。
　震災以降復興の道のりのなかで
宮ケ崎地区も高台に新しく住宅が立ち並び、震災以前からお住まいの
方 と々、震災で住居を失われた方 と々のはじめての夏まつりでした。そ
の中心には新しく作られたというやぐらがありました。宮ケ崎の区長が、
「このやぐらの作製には飛騨の皆さまから届けていただいた復興義援金
を使わせていただきました。飛騨の皆さまの思いを形にして伝えていき
たいという思いで作りました」と言われました。
　夏まつりに参加していた子ど
もさんが、我々への感謝の気持
ちをこめて募金をしてくれまし
た。今後の飛騨御坊ボランティ
ア委員会の活動に使ってくださ
いとのことです。
　これからも、お預かりした思
いを受けて活動していきます。

飛騨御坊ボランティア委員会活動報告

住民をつなぐ復興の夏まつり



ま
し
た
。
学
生
の
頃
に
つ
き
あ
って
い
た
彼
氏

か
ら
さ
だ
ま
さ
し
の
「
関
白
宣
言
」
の
レ
コ
ー

ド
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
て
喜
ん
で
い
た
く
ら
い

で
す
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
と
能の

う

天て
ん

気き

で
し
た
。

そ
ん
な
私
が
変
わ
り
始
め
た
の
は
、
大
学
卒

業
後
に
就
職
先
が
な
か
な
か
決
ま
ら
な
か
っ

た
こ
と
や
、
結
婚
・
出
産
、
退
職
を
経
験
し

て
か
ら
で
す
。こ
の
世
界
は
男
性
中
心
に
回
っ

て
い
る
こ
と
に
や
っ
と
気
づ
き
、
性
差
別
問
題

が
「
私
の
問
題
」
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
私
に
と
っ
て
嬉う

れ

し
い
変
化
で
も
あ
り
、
同

時
に
自
分
と
向
き
合
う
こ
と
の
始
ま
り
に
も

な
り
ま
し
た
。

「
男だ

ん

尊そ
ん

女じ
ょ

子し

」

　

自
分
と
向
き
合
い
始
め
て
気
づ
い
た
こ
と

は
、
今
ま
で
自
由
に
の
び
の
び
と
発
言
し
て

い
た
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
実
は
時
と
場

合
に
よ
っ
て
男
の
人
を
立
て
た
り
、
波な

み

風か
ぜ

立

て
ず
に
一
歩
引
く
と
い
う
処し

ょ
せ
い
じ
ゅ
つ

世
術
を
い
つ
の

間
に
か
身
に
つ
け
て
い
た
と
い
う
事
実
で
し

た
。
ず
る
い
自
分
の
発
見
で
も
あ
り
ま
し
た
。

社
会
が
女
性
に
求
め
る
枠
の
中
に
私
自
身
を

押
し
込
め
る
こ
と
は
苦
し
い
こ
と
で
も
あ
る

け
れ
ど
、
楽
な
生
き
方
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
。
男
性
中
心
の
社
会
を
作
っ
て

い
る
の
は
女
性
自
身
で
も
あ
る
こ
と
を
コ
ラ
ム

ニ
ス
ト
の
酒さ

か

井い

順じ
ゅ
ん

子こ

さ
ん
は
『
男
尊
女
子
』

と
い
う
造ぞ

う

語ご

に
し
て
本
を
書
い
て
い
ま
す
。

楽
し
く
読
め
て
、
し
か
も
ド
キ
ッ
と
し
ま
す
。

　

さ
て
、「
女
と
男
の
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ

ツ
」
は
今
回
で
最
終
回
で
す
。
文
章
を
書

く
こ
と
は
読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る

と
同
時
に
、
私
自
身
と
の
対
話
で
も
あ
り

ま
し
た
。
性
差
別
の
問
題
が
少
し
で
も
身

近
に
感
じ
て
い
た
だ
け
た
と
し
た
ら
幸
い

で
す
。
長
い
間
、
お
読
み
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

女
性
医
師

　

医
科
大
学
の
入
試
で
女
性
の
受
験
生
に

恣し

意い

的
な
点
数
の
操
作
を
し
た
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
に
「
そ
り
ゃ
な
い
で
し
ょ
！
」

と
私
は
思
わ
ず
叫
び
ま
し
た
。
そ
し
て
昔

読
ん
だ
『
花は

な

埋う
ず

み
』
と
い
う
本
の
こ
と
を

思
い
出
し
ま
し
た
。
日
本
で
初
め
て
女
医

に
な
っ
た
荻お

ぎ

野の

吟ぎ
ん

子こ

に
つ
い
て
書
か
れ
た

も
の
で
す
。
時
は
明
治
維
新
の
頃
。
16
歳

で
結
婚
し
た
吟
子
は
夫
か
ら
性
病
を
う
つ

さ
れ
、
体
調
を
崩
し
て
実
家
に
帰
っ
て
き

ま
し
た
。
病
院
で
診
察
さ
れ
る
時
に
屈く

つ
じ
ょ
く辱

感
を
味
わ
っ
た
彼
女
は
医
者
に
な
ろ
う
と

決
意
し
ま
す
が
、
家
族
か
ら
は
「
女
子
は

女
子
ら
し
く
定さ

だ

め
を
守
る
こ
と
で
世
の
中

は
治お

さ

ま
っ
て
い
く
の
だ
か
ら
、
変
な
考
え

を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
」
と
諭さ

と

さ
れ
ま

す
。
当
時
の
医
学
界
は
女に

ょ

人に
ん

禁き
ん

制せ
い

。
周
囲

の
反
対
を
押
し
切
り
、
重
い
扉
を
こ
じ
開

け
た
吟
子
の
後
に
は
女
性
医
師
が
次
々
と

誕
生
し
今こ

ん

日に
ち

に
至
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、

そ
の
実
態
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

「
い
ま
だ
明
治
か
」、
そ
ん
な
こ
と
が
頭

を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。

一
見
平
等
だ
け
ど

　

女
性
が
男
性
中
心
の
世
界
に
入
ろ
う
と

し
た
り
、
異
論
を
唱
え
た
り
す
る
と
、

「
生
意
気
」「
出
し
ゃ
ば
り
」
だ
と
い
う

顔
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
っ
ぴ

ら
に
口
に
出
す
人
は
い
な
く
て
も
、
何
と

な
く
そ
ん
な
気
配
が
漂た

だ
よ

っ
た
り
、
疎そ

外が
い

感

を
味
わ
っ
た
り
し
た
こ
と
の
あ
る
女
性
は

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

先
日
あ
る
女
性
か
ら
電
話
が
あ
り
ま
し

た
。
男
性
が
９
割
以
上
の
会
合
で
勇
気
を

出
し
て
意
見
を
言
っ
た
け
れ
ど
、
「
冷ひ

や

や
か
な
反
応
で
、
つ
ら
か
っ
た
」
と
。
一

見
平
等
、
つ
ま
り
誰
に
で
も
門も

ん

戸こ

が
開
か

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
て
、
実
際
に

は
男
女
に
よ
っ
て
対
応
が
違
っ
て
い
た

り
、
内
側
か
ら
閉
め
だ
そ
う
と
す
る
圧
力

が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
今
回
の
句
は

「
珍
し
い　

生
き
物
で
す
か　

も
の
言
う

女
性
」
で
す
。
こ
の
背
景
に
は
「
女
性
は

控ひ
か

え
め
が
い
い
」
と
い
う
価
値
観
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
支
持
し
て
い
る
の
は
男
性

ば
か
り
で
は
な
く
、
女
性
の
中
に
も
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
私
の
問
題
」

　

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
思
う
か
と
言
う
と
、
私

に
も
そ
ん
な
気
持
ち
が
か
つ
て
は
あ
っ
た
し
、

正
直
に
言
え
ば
今
も
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。

父
と
、
母
の
両
親
が
沖
縄
出
身
だ
と
い
う
影

響
も
あ
っ
て
か
、
私
は
小
学
生
の
頃
か
ら
米

軍
基
地
の
問
題
等
を
通
し
て
平
和
や
平
等

に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
女
性

差
別
に
つ
い
て
は
全
く
考
え
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
女
性
解
放
を
訴
え
る
ウ
ー

マ
ン
リ
ブ
の
人
た
ち
が
デ
モ
を
す
る
姿
を
テ
レ

ビ
で
見
て
も
自
分
に
は
関
係
な
い
と
思
っ
て
い

藤ふ
じ

場ば

芳よ
し

子こ

女ひ
と

と
男ひ

と

の

　
　ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
�
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定
例
法
座
・
法
話
（
午
後
１
時
か
ら
）　
○
9
月
２8
日（
金
）…
三
枝
正
尚
氏
［
隨
縁
寺
］　

１0
月
３
日（
水
）
窪
田
純
氏
［
圓
德
寺
］　

○
１0
月
１１
日（
木
）…
三
島
多
聞
輪
番　
　
　
　
　
　

ど
な
た
さ
ま
も
お
参
り
く
だ
さ
い
。

　

家
族
で
語
ろ
う

　

ご
回
壇
は
、
ご
坊
の
法
座

を
地
域
寺
院
に
お
い
て
ひ
ら

く
聞
法
の
場
で
す
。

【
９
月
】

20
日（
木
）本
教
寺［
西　

町
］

23
日（
日
）圓
德
寺［
漆
垣
内
町
］

24
日（
月
）靈
雲
寺［
神
田
町
］

　
　
　
　

淨
念
寺［
荘
川
町
］

30
日（
日
）随
縁
寺［
上
切
町
］

　
　
　
　

西
念
寺［
国
府
町
］

【
10
月
】

14
日（
日
）寳
圓
寺［
漆
垣
内
町
］

　
　
　
　

還
來
寺［
丹
生
川
町
］

15
日（
月
）圓
龍
寺［
大
門
町
］

20
日（
土
）了
宗
寺［
荘
川
町
］

ご
回
壇
案
内

ご
回
壇
案
内

ご
回
壇
案
内

　

次
回
は
佐
賀
枝
夏
文
さ
ん
の
「
人
生
の
「
こ

ん
な
こ
と
」「
あ
ん
な
こ
と
」
⑤
」
で
す
。

飛騨御坊御遠忌通信⑬
○別院本堂の新たな姿
　このほど耐震補強工事が完了しました。本
堂の外観に配慮し、X状の鉄骨ブレース工法
ではなく、H鋼を格子状に組み上げ、木調化
粧材で飛騨の千鳥格子を表現するという方法
で行われました。現在は足場が撤去され、新たな別院本堂の姿を見せています。

○本堂内陣の床を総ヒノキ張りに
　内陣の床板は経年による痛みや汚れが激し
く、また松や欅などの材が混在している状態
であったため、この御修復事業を機に追加工
事として床の張替えを行うこととなりました。
床板をはがしていくと、焼け焦げた板が何枚
か出てきました。おそらく、昭和 30 年御坊大
火の際の残材だと思われます。御坊再建はご門徒の悲願であり、大変なご苦労があっ
たことが偲ばれます。今回は、上等なヒノキ材を使用して全面張替えを行いました。

○内陣仏具のお洗濯
　現在、内陣仏具の洗濯・修復が京都小堀仏具店において進められています。主な
修復内容は、中尊前の須弥壇宮殿、祖師前厨子、卓や巻障子の補修、金紙張替え、
漆塗り直し等です。各仏具の解体洗浄の後、木部木地修復が行われます。

○内陣の漆塗り
　痛みの著しかった框の修復。既存漆を
削り取り、木地を補修。砥の粉と漆など
を混ぜた「さび」と呼ばれる下地材を３
回も塗り重ね、中塗りに磨きをかけて、
最終の漆塗りを行いました。この後、柱
の漆磨きが行われます。

御遠忌讃仰　第３７回真宗公開講座

「親鸞聖人に遇
あ

う」テーマ

高
山
別
院
本
堂

会　場

無
料

参加費

日時　2018年11月2日（金）午後6時（『御伝鈔』後）
講師　梛

なぎ

野
の

　明
あき

仁
ひと

氏（岡崎教区本澄寺住職・三河すーぱー絵解き座座長）

日時　2019年2月18日（月）午後2時
講師　酒

さか

井
い

　義
よし

一
かず

氏（東京教区存明寺住職・本山同朋会館教導）

日時　2019年4月12日（金）午後7時
講師　藤

ふじ

場
ば

　芳
よし

子
こ

氏（金沢教区常讃寺副住職・本山女性室スタッフ）

日時　2019年5月10日（金）午後6時（『御伝鈔』後）
講師　やなせ なな 氏（本願寺派教恩寺住職・シンガーソングライター）

１回目 絵解き法話

２回目 法 話

３回目 法 話

４回目 法話ライブ

　御遠忌法要は、親鸞聖人のご生涯を偲び、宗祖が伝えてくださったお念仏の
教えを、現代を生きる私たち一人ひとりがいただきなおすという意味があります。
　教えに我が身を聞く聞法の場として、３６年に亘って開かれてきた「別院真宗
公開講座」を、今回は「親鸞聖人に遇う」をテーマに「御遠忌讃仰真宗公開講
座」として開催いたします。


