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飛騨御坊の一年
飛騨御坊のこの一年は、年末年始の除夜の鐘・修正会に始まり、春秋の彼岸会や佐奈姫忌
などの法要行事、それら恒例法要の間には、「御坊文化芸術祭」「ごぼう夏のつどい」
「暁天講座」「ご坊夏まつり」など、さまざまな催しが行われました。

11月1〜3日には1年の総決算となる「飛騨御坊報恩講」が、５日には「子ども報恩講」がお勤まりになりました。

三み

　
島し

ま

　
多た

　
聞も

ん

新
年
の
御
挨
拶
と
報
恩
講
御
礼

400号

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も

何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
本
年
こ
そ
は
、
ロ
シ
ア

・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
イ
ス
ラ
エ

ル
・
ハ
マ
ス
の
戦
争
、
タ
イ

の
内
戦
が
止
む
こ
と
を
願
わ

ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。
新
聞
、

テ
レ
ビ
等
の
報
道
を
見
聞
き

す
る
た
び
に
、
心
暗
く
な
り

ま
す
。
こ
の
暗
さ
が
明
け
て

こ
そ
の
新
年
で
あ
り
た
い
と

祈
る
心
が
強
く
な
る
ば
か
り

で
す
。

　

昨
年
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人

の
ご
生
誕
八
百
五
十
年
、
そ

し
て
本
願
念
仏
の
教
え
が
、

宗
祖
を
通
し
て
更
に
明
ら
か

に
な
っ
て
八
百
年
を
迎
え
た

年
で
し
た
。
こ
れ
は
、
仏
法

に
よ
り
人
が
誕
生
し
た
こ
と

の
意
義
を
表
し
て
い
ま
す
。

立
教
開
宗
（
念
仏
の
「
教
」

え
に
「
立
」
っ
て
念
仏
の
こ

こ
ろ
「
宗
」
を
「
開
」
く
）

に
よ
っ
て
、
自
覚
さ
れ
た
自

分
に
出で

遇あ

う
こ
と
が
願
わ
れ

ま
し
た
。
そ
の
流
れ
を
受
け

て
、
昨
年
の
報
恩
講
（
十
一

月
一
日
～
三
日
）
に
当
り
、

二
日
の
午
前
十
時
に
、
宗
祖

の
真し

ん

骨こ
つ

が
納
め
ら
れ
て
い
る

「
多
宝
塔
」
を
右
余
間
に
安

置
し
「
多た

宝ほ
う

塔と
う

讃さ
ん

嘆だ
ん

法ほ
う

要よ
う

」

を
厳ご

ん
し
ゅ
う修

し
ま
し
た
。

　

二
〇
一
九
年
、
宗
祖

七
百
五
十
回
御
遠
忌
の
法
要

が
勤
ま
り
ま
し
た
。
そ
の

節
、
境
内
の
蓮
池
の
所
に
あ

る
「
蔵
」
に
納
め
ら
れ
て
い

た
「
多
宝
塔
」
を
洗
濯
し
て

参
詣
者
に
披ひ

露ろ
う

し
ま
し
た

が
、
昨
年
の
立
教
開
宗
・
宗

祖
生
誕
を
記
念
し
て
報
恩
講

に
当
り
、
多
宝
塔
の
讃
嘆
法

要
を
勤
め
た
次
第
で
す
。
多

宝
塔
の
写
真
を
当
紙
面
に
載

せ
て
お
き
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
が
お
さ
ま
り
、

日
常
の
生
活
も
以
前
の
よ
う

に
も
ど
り
か
け
て
い
ま
す
。

昨
年
の
報
恩
講
に
は
九
十
九

名
の
帰き

敬き
ょ
う
し
き式
受
式
者
が
誕
生

し
、
二に

組そ

門
徒
会
に
よ
る
、

「
名
物
・
ご
坊
大
根
汁
」
が

復
活
し
て
提
供
さ
れ
ま
し
た
。

夏
に
は
「
ご
ぼ
う
夏
の
つ
ど

い
」「
ご
坊
夏
ま
つ
り
」
が

開
か
れ
、
ど
ち
ら
も
盛
況
で

し
た
。
別
院
及
び
各
寺
の
教

化
活
動
も
、
新
し
い
「
岐
阜

高
山
教
区
」
に
な
っ
て
第
二

期
目
を
迎
え
て
諸
計
画
が
打

ち
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
流
れ
に
そ
っ
て
思
い

ま
す
こ
と
は
、
葬
式
の
お
参

り
の
あ
り
方
も
従
来
の
ご
と

く
厳げ

ん
し
ゅ
く粛
な
あ
り
方
に
も
ど
る

べ
き
と
思
い
ま
す
。
通
夜
も

葬
儀
も
、
葬
式
会
場
入
口
で

香
典
を
渡
し
、
焼
香
し
て

さ
っ
さ
と
帰
る
の
で
な
く
、

式
場
に
入
っ
て
お
参
り
し
、

追
弔
の
誠
を
表
さ
れ
る
方
が

多
く
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
故
人
を
偲

ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
の

「
い
の
ち
」
の
振
り
返
り
と

な
る
の
で
す
か
ら
。
葬
儀
を

通
過
儀
礼
に
す
る
か
仏
事
に

す
る
か
は
、
会
葬
者
の
態
度

ひ
と
つ
に
か
か
っ
て
い
る
。

　

新
し
い
年
を
迎
え
、
地
域

の
文
化
を
ま
も
り
育
て
、
住

み
よ
い
郷
土
作
り
を
改
め
て

心
掛
け
し
よ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
良
い
お
年
を
！

今
年
も
よ
ろ
し
く

謹
賀
新
年

聖教学習会のお知らせ
講　師　名

な

和
わ

達
たつ

宣
のり

氏（教学研究所所員）
テーマ　是

ぜ

旃
せん

陀
だ

羅
ら

問題に学ぶ
日　時　１月23日（火）
　　　　２月19日（月）
　　　　３月 6日（水）
会　場　別院会館２階 研修室
参加費　１回 500円

いずれも
　午後１時3０分から

第42回 真宗公開講座（参加費５００円）

いずれも午後２時から　会場は別院御坊会館
講題 水平社発祥の地に生まれて 講題 念仏する法蔵

１月24日（水） ２月18日（日）
講師 清

きよ

原
はら

隆
りゅう

宣
せん

氏
（本願寺派西光寺住職） （専修学院前学院長）

講師 狐
こ

野
の

秀
しゅう

存
ぞん

氏

第２回 第３回

高
山
別
院
輪
番

11/5 子ども報恩講で、ののさまにお参り

11/2 種々の楽器とともに御伝鈔拝読の声が響く 向かって右余間、披露された多宝塔飛騨高山の真宗門徒が一同に会する報恩講のご満座

復活した報恩講名物「ご坊 大根汁」

8/16 コロナ以前の形が戻ってきた
今年の「ご坊夏まつり」

7/28「ごぼう夏のつどい」水鉄砲で
大はしゃぎの子どもたち

6/6 壮大なモンゴル音楽が本堂を震わせた
「御坊文化芸術祭」

11/3 帰敬式、今年は99名が受式 11/1「えしんりょう」の説法漫才



記事についてのお問い合わせは飛騨御坊真宗教化センターまで ☎（0577）32-0776「ひだご坊」ホームページ hidagobo.jp ↑
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↑
変更なし

↑
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↑
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↑
校了

↑
校了

校了
↓

校了
↓

慈
愛
・
共
な
る
灯
り

高
山
電
気
工
事
株
式
会
社

3 校正　12 月 23 日

☎090-7677-4883
高山墓石店
〒506-0814 高山市滝町1362

https://www.takayamaboseki.com/

お墓の　　新設修繕
本
年
が

皆
様
に
と
っ
て

幸
多
き
年
に

な
り
ま
す
よ
う
に

謹
賀
新
年

謹
賀
新
年

TEL 0577-33-6686TEL 0577-33-6686
高山市三福寺町369-7高山市三福寺町369-7

謹
賀
新
年

6日（土）より初売り6日（土）より初売り
先着3０名様 新春プレゼント
｢お部屋香｣ご用意しています
先着3０名様 新春プレゼント
｢お部屋香｣ご用意しています

あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします

OKUDA

株式
会社奥田石材

ご相談・お見積り無料！！

☎0577-33-9601
☎0577-32-1483

［本社］高山市新宮町2498-1（新宮小学校前）
［展示場・工場］高山市国府町上広瀬137-1

リフォーム クリーニング 墓じまいお墓の新設 各種石工事

山
都
印
刷
株
式
会
社

高
山
市
西
之
一
色
町
二
丁
目
九
〇

－

八

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
五
七
七

－

三
二

－

一
四
九
五

自
主
出
版
あ
な
た
の
人
生
を
一
冊
の
本
に

ま
と
め
ま
せ
ん
か
？ TEL 34-0010

くすだま

平瀬酒造店

好評
販売中

！

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
五
七
七

－

三
四

－

七
六
六
八

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
五
七
七

－

三
四

－

七
六
六
八

ブ
ッ
ク
ス・ア
イ
オ
ー
う
た

阿
弥
陀
さ
ま
の
も
の
が
た
り
と
親
鸞
さ
ま
の
詩

阿
弥
陀
さ
ま
の
も
の
が
た
り
と
親
鸞
さ
ま
の
詩

大
人
に
も
読
み
ご
た
え
の
あ
る

　「真
宗
児
童
聖
典
」

大谷婦人会
定例法座

２月11日（日）

１月11日（木）

講師
三島多聞 別院輪番

※新年互礼会

いずれも午後１時から

・佐
さ

藤
とう

義
よし

晃
あき

 氏
（了

りょうとく

德寺
じ

住職）

・日
ひ

野
の

光
みつ

洋
ひろ

 氏
（桂

けい

林
りん

教
きょう

会
かい

主管者）

・渡
わた

邊
なべ

侑
ゆう

希
き

 氏
（了

りょういん

因寺
じ

住職）

・江
え

馬
ま

雅
まさ

臣
おみ

 氏
（賢

げん

誓
せい

寺
じ

副住職）

別院定例法座
午後１時から

１月２日　講師 小
お

原
はら

正
まさ

憲
のり

氏
　　　　　　　　　（專

せん

念
ねん

寺
じ

住職）

１月３日　講師 三
み

島
しま

多
た

聞
もん

氏
　　　　　　　　　　（別院輪番）

修 正 会

２月　講師 櫻
さくら

居
い

和
かず

彦
ひこ

氏
　　　　　　　　　（西

さい

光
こう

寺
じ

住職）
　　　講題「西に向こうて

行かんと欲するに」

３日 三日のご坊

１月　講師 澤
さわ

邊
べ

恵
え

亮
りょう

氏
　　　　　　　　  （誓

せい

願
がん

寺
じ

住職）
　　　講題「比べる心」

２月　講師 中
なか

川
がわ

唯
ゆい

真
しん

氏
　　　　（岐阜高山教区駐在教導）
　　　講題「節分をご縁として」

２８日 親鸞聖人ご命日法座

URL：https://hidagobo.jp/sermon/
1月１日から2月28日の期間は下記の方々の
法話を随時掲載してまいります。

家
族
で
語
ろ
う

苦
悩
の
心
を
た
ず
ね
る

　

み
な
さ
ん
は
笑
顔
に
な
る
こ
と
は
よ

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
か
。
当
た
り
前

だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た

し
か
に
誰
も
が
笑
顔
で
過
ご
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
ん
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。

　

筋き
ん

萎い

縮し
ゅ
く

性せ
い

側そ
く

索さ
く

硬こ
う

化か

症し
ょ
う
（
Ａ
Ｌ
Ｓ
）

の
患
者
さ
ん
を
担
当
し
た
と
き
の
こ
と

で
す
。
Ａ
Ｌ
Ｓ
は
全
身
の
筋
肉
が
動
か

な
く
な
る
難
病
で
す
。
そ
の
方
も
お
話

が
で
き
な
く
な
っ
て
お
り
、
表
情
と
少

し
だ
け
動
く
口
の
動
き
で
意
思
疎
通
を

し
て
い
ま
し
た
。

　

私
は
、
少
し
で
も
笑
顔
に
な
っ
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
思
い
で
、「
生
き
て

い
て
よ
か
っ
た
と
言
え
る
道
を
見
つ
け

ま
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

言
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
て
、

非
常
に
悲
し
そ
う
な
顔
を
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
お
顔
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

　

そ
し
て
後
に
哲
学
者
の
清し

水み
ず

哲て
つ

郎ろ
う

氏

の
文
章
か
ら
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
す
。

死
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

　
｢

ま
た
そ
の
こ
と
で
そ
の
人
が
悲
し

ん
で
い
る
と
し
て
、
そ
の
悲
し
み
は
な

い
ほ
う
が
よ
い
と
、
死
に
直
面
し
て
も

歓
び
の
日
々
で
あ
る
方
が
よ
い
と
、
誰

が
評
価
で
き
よ
う
か
。
悲
し
い
の
は
当

た
り
前
で
は
な
い
か｣

（
清
水
哲
郎『
医
療
現
場
に
望
む
哲
学
』）

　

身
体
が
動
か
な
く
な
っ
て
、
今
ま
で

で
き
た
こ
と
が
何
も
で
き
な
く
な
っ
て
、

そ
れ
は
苦
し
く
て
当
た
り
前
で
は
な
い

か
。
そ
の
苦
し
み
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、

そ
れ
を
無
く
そ
う
無
く
そ
う
と
す
る
と

き
、
そ
の
苦
悩
の
奥
底
に
あ
る
心
を
た

ず
ね
な
く
な
る
の
で
す
。「
生
き
て
い

て
よ
か
っ
た
と
思
え
な
い
か
ら
苦
し
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
苦
し
み

の
声
を
あ
な
た
は
聞
い
て
く
れ
な
い
」

そ
う
い
う
お
顔
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
さ
ま
の
少
年
時
代
の
挿そ

う

話わ

と

し
て
描
か
れ
る
、
樹じ

ゅ

下か

観か
ん

耕こ
う

と
よ
ば
れ

る
物
語
が
あ
り
ま
す
。
少
年
ゴ
ー
タ
マ

は
閻え

ん

浮ぶ

樹じ
ゅ

の
下
で
、
烏
が
生
き
る
た
め

に
虫
を
啄つ

い
ば
み
、
虫
は
食
べ
ら
れ
て
あ
っ

け
な
く
死
ぬ
の
を
見
て
、
あ
わ
れ
に
思

い
、
悲
し
み
に
暮
れ
ま
す
。
父
で
あ
る

王
は
、
そ
ん
な
ゴ
ー
タ
マ
を
見
て
、
城

に
帰
ら
せ
て
喜
ば
せ
よ
う
と
し
ま
す
が
、

少
年
ゴ
ー
タ
マ
は
「
こ
こ
に
と
ど
ま
り

た
い
」
と
悲
し
み
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す

る
の
で
す
。
自
然
の
摂
理
だ
と
言
っ
て

し
ま
え
ば
、
悲
し
み
に
と
ど
ま
っ
て
確

か
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
同

じ
く
限
り
あ
る
命
を
生
き
る
者
と
し
て

そ
の
悲
し
み
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
の

で
す
。

　

そ
れ
は
病
の
苦
悩
に
と
ど
ま
っ
て
確

か
め
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
に

通
じ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
死
の
悲
し

み
を
、
た
だ
弱
肉
強
食
の
原
理
の
結
果

と
し
か
見
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
と

ど
ま
り
よ
う
が
な
い
よ
う
に
、
病
の
苦

悩
を
見
て
、
そ
れ
は
身
体
が
動
か
な
く

な
っ
た
結
果
だ
、
心
理
的
な
反
応
だ
と

し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ

こ
に
と
ど
ま
っ
て
確
か
め
よ
う
が
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
無
く
す
べ
き
も
の
と
し

て
、
ゴ
ー
タ
マ
の
父
が
し
た
よ
う
に
、

喜
び
を
見
つ
け
る
た
め
に
そ
こ
を
離
れ

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
仏
教
の
物
語
に
は
、
ど
ん
な

心
も
置
き
去
り
に
せ
ず
、
老
病
死
す
る

身
を
持
つ
も
の
と
し
て
抱
え
る
悲
し
み

や
苦
し
み
に
と
ど
ま
っ
て
た
ず
ね
る
と

い
う
眼
差
し
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
老
病
死
の
苦
し
み
に
ど
う
向
き

合
え
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
の

言
葉
と
患
者
さ
ん
の
声
を
通
し
て
確
か

め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

医
療
の
現
場
で

“
生
き
る
こ
と
”を
学
ぶ
③

岸き
し

上が
み

　
仁ひ

と
し


