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と
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と
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仏
」
か
ら
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ヒ
ダ
カ
く
ん
・
ひ
か
り
ち
ゃ
ん
の

『
御
文
章
』
の
お
話
そ
の
20永

原
智
行

珠
数
章
（
二
帖
第
五
通
）

じ
ゅ
ず
し
ょ
う

念
珠
を
あ
ら
わ
す
（
じ
ゅ
ず
）
は
通
常
、
数
珠
と
書
き
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
三
四
年
の
あ
ひ
だ
に
お
い
て
、
当
山
の
念
仏
者
の

風
情
を
み
お
よ
ぶ
に
、
ま
こ
と
に
も
つ
て
他
力
の
安
心
決
定
せ
し
め
た

ふ

ぜ

い

あ
ん
し
ん
け
つ
じ
ょ
う

る
分
な
し
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
珠
数
の
一
連
を
も
も
つ
ひ
と
な
し
。
さ
る

い
ち
れ
ん

ほ
ど
に
仏
を
ば
手
づ
か
み
に
こ
そ
せ
ら
れ
た
り
。
聖
人
親
鸞
、
ま
つ
た

し
ょ
う
に
ん
し
ん
ら
ん

く
「
珠
数
を
す
て
て
仏
を
拝
め
」
と
仰
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
し
。
さ
り

な
が
ら
珠
数
を
も
た
ず
と
も
、
往
生
浄
土
の
た
め
に
は
た
だ
他
力
の
信

心
一
つ
ば
か
り
な
り
。
そ
れ
に
は
さ
は
り
あ
る
べ
か
ら
ず
。
ま
づ

大
坊
主
分
た
る
人
は
、
袈
裟
を
も
か
け
、
珠
数
を
も
ち
て
も
子
細
な

だ
い
ぼ
う
ず

け

さ

し

さ
い

し
。こ

れ
に
よ
り
て
真
実
信
心
を
獲
得
し
た
る
人
は
、
か
な
ら
ず
口
に
も

し
ん
じ
つ
し
ん
じ
ん

ぎ
ゃ
く
と
く

出
し
、
ま
た
色
に
も
そ
の
す
が
た
は
み
ゆ
る
な
り
。
し
か
れ
ば
当
時
は

さ
ら
に
真
実
信
心
を
う
つ
く
し
く
え
た
る
人
い
た
り
て
ま
れ
な
り
と
お

ぼ
ゆ
る
な
り
。
そ
れ
は
い
か
ん
ぞ
な
れ
ば
、
弥
陀
如
来
の
本
願
の
わ
れ

ら
が
た
め
に
相
応
し
た
る
た
ふ
と
さ
の
ほ
ど
も
、
身
に
は
お
ぼ
え
ざ
る

が
ゆ
ゑ
に
、
い
つ
も
信
心
の
ひ
と
と
ほ
り
を
ば
、
わ
れ
こ
こ
ろ
え
顔
の

よ
し
に
て
、
な
に
ご
と
を
聴
聞
す
る
に
も
そ
の
こ
と
と
ば
か
り
お
も
ひ

ち
ょ
う
も
ん

て
、
耳
へ
も
し
か
し
か
と
も
い
ら
ず
、
た
だ
人
ま
ね
ば
か
り
の
体
た
ら

く
な
り
と
み
え
た
り
。
こ
の
分
に
て
は
自
身
の
往
生
極
楽
も
い
ま
は
い

お
う
じ
ょ
う
ご
く
ら
く

か
が
と
あ
や
ふ
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
い
は
ん
や
門
徒
・
同
朋
を
勧
化
の

か

ん

け

儀
も
、
な
か
な
か
こ
れ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
か
く
の
ご
と
き
の
心
中
に
て

ぎは
今
度
の
報
土
往
生
も
不
可
な
り
。
あ
ら
あ
ら
笑
止
や
。
た
だ
ふ
か
く

こ
こ
ろ
を
し
づ
め
て
思
案
あ
る
べ
し
。

ま
こ
と
に
も
つ
て
人
間
は
出
づ
る
息
は
入
る
を
ま
た
ぬ
な
ら
ひ
な
り
。

あ
ひ
か
ま
へ
て
油
断
な
く
仏
法
を
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
、
信
心
決
定
す
べ

き
も
の
な
り
。

あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
。

（1）

ひ か り



ひ か り

◎
語
句

当
山
の
念
仏
者
…
吉
崎
御
坊
に
参
集
す
る
本
願
寺
門
徒
を
指
す
。

風
情(
ふ
ぜ
い)

…
あ
り
さ
ま
。
よ
う
す
。

珠
数(
じ
ゅ
ず)

…
通
常
は
「
数
珠(

じ
ゅ
ず)

」
と
書
く
。

大
坊
主
分
…
大
坊
（
大
寺
）
の
住
職
の
地
位
に
あ
る
も
の
。

色
…
様
子
。

当
時
…
現
在
。
た
だ
い
ま
。

う
つ
く
し
く
…
立
派
に
。
見
事
に
。

し
か
し
か
…
し
っ
か
り
と
。

体
た
ら
く
…
様
子
。

同
朋(

ど
う
ぼ
う)

…
同
師
同
門
の
と
も
。
同
じ
専
修(

せ
ん
じ
ゅ)

念
仏(

ね
ん
ぶ
つ)

に
生
き
る
仲
間
。
す
べ
て
の
人
間
は
仏
の
子
で

あ
る
と
い
う
自
覚
に
も
と
づ
き
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
念
仏
者
の
平

等
性
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
。

あ
ら
あ
ら
…
あ
あ
。

笑
止(

し
ょ
う
し)

…
気
の
毒
や
ら
、
お
か
し
い
や
ら
。

◎
現
代
語
訳
・
大
意

こ
の
三
・
四
年
の
間
、
こ
こ
に
集
ま
る
念
仏
者
を
見
て
い
る

と
、
他
力
の
信
心
を
決
定
し
て
い
る
様
子
が
あ
り
ま
せ
ん
。
念

珠
一
連
を
持
つ
人
も
な
く
、
み
仏
を
う
や
ま
う
気
持
ち
が
欠
け

て
い
る
よ
う
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
念
珠
を
捨
て
て
み
仏
を
拝

め
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
浄
土
往

生
の
た
め
に
は
、
念
珠
を
持
た
な
く
て
も
、
他
力
の
信
心
一
つ
で

十
分
で
す
。
し
か
し
、
住
職
た
る
も
の
は
、
袈
裟
を
も
か
け
、
念

け

さ

珠
も
持
っ
て
礼
拝
し
、
み
仏
を
う
や
ま
う
気
持
ち
を
お
も
て
に

出
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
を
縁
と
し
て
、
真
実
信
心

を
い
た
だ
い
た
人
は
、
か
な
ら
ず
口
に
念
佛
を
称
え
、
称
ま
た
ふ

る
ま
い
に
も
信
心
を
得
て
い
る
よ
う
す
が
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
す
。

し
か
し
今
、
真
実
信
心
を
得
て
い
る
人
は
い
た
っ
て
少
な
い
よ
う

に
想
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
み
仏
の
本
願
の
尊
さ
を
わ
が
身
に
受
け
取
っ
て
い
な

い
か
ら
で
す
。
信
心
に
つ
い
て
よ
く
心
得
て
い
る
よ
う
な
顔
を
し

て
、
何
を
聞
い
て
も
し
っ
か
り
耳
に
入
ら
ず
、
た
だ
人
ま
ね
ば
か

り
を
し
て
い
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
す
。

（2）

こ
れ
で
は
自
分
の
往
生
も
あ
や
う
く
、
ま
し
て
ご
門
徒
や
お
同

行
の
教
化
な
ど
で
き
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
心
で

き
ょ
う
け

は
、
こ
の
た
び
の
浄
土
往
生
も
か
な
い
ま
せ
ん
。
何
と
も
気
の
毒

な
こ
と
で
す
。
よ
く
よ
く
考
え
て
く
だ
さ
い
。
人
間
は
ま
こ
と
に

は
か
な
い
も
の
で
す
。
決
し
て
油
断
を
せ
ず
に
、
仏
法
を
聴
聞
し

ち
ょ
う
も
ん

て
信
心
を
決
定
す
る
よ
う
に
心
が
け
る
べ
き
で
す
。

ひ
か
り
ち
ゃ
ん

こ
の
お
話
は
、
真
宗
門
徒
は
正
し
く
仏
さ
ま

を
拝
み
な
さ
い
と
い
う
こ
と
な
の
？

ヒ
ダ
カ
く
ん

蓮
如
上
人
の
頃
の
お
坊
さ
ん
が
、
「
お
念
仏

れ
ん
に
ょ

さ
え
し
て
お
れ
ば
助
か
る
と
は
聞
い
て
お
る
が
、
何
を
ど
う
し
て
よ
い
や

ら
わ
か
ら
ん
」
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
ん
だ
よ
。

ひ
か
り

お
坊
さ
ん
が
、
「
何
を
ど
う
し
て
よ
い
や
ら
わ
か
ら
ん
」
と

い
う
の
は
な
ん
と
情
け
な
い
こ
と
ね
。

ヒ
ダ
カ

地
方
に
い
て
、
蓮
如
上
人
の
感
化
を
受
け
ず
、
先
祖
か
ら

か
ん

け

習
慣
・
儀
礼
と
し
て
受
け
継
い
だ
人
は
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
と
違
う

の
か
な
。

ひ
か
り

こ
こ
で
い
う
と
、
習
慣
化
・
儀
礼
化
し
て
い
る
体
制
に
対

し
て
親
鸞
聖
人
が
勧
め
ら
れ
た
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
ず
る
信

心
一
つ
で
救
わ
れ
、
ほ
か
の
行
を
修
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
心
を

捨
て
よ
と
い
う
こ
と
な
の
ね
。

ヒ
ダ
カ

さ
ら
に
は
、
蓮
如
上
人
の
時
代
で
さ
え
体
制
化
、
儀
式

化
し
て
い
た
も
の
を
、
個
人
の
苦
を
解
放
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
仏
教

に
戻
る
よ
う
に
革
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ん
だ
ね
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
は
そ
の
儀
式
で
さ
え
危
う
い
時
代
だ
と
も
い
え

る
。
昔
だ
っ
た
ら
、
念
珠
の
持
ち
方
な
ど
は
人
に
教
え
ら
れ
な
く
て
も

で
き
た
の
に
、
核
家
族
が
進
ん
で
数
珠
さ
え
右
手
か
左
手
に
持
つ
の
か

も
わ
か
ら
な
い
人
が
増
え
（
左
手
で
す
）
、
仏
壇
の
荘
厳
も
無
茶
苦
茶

し
ょ
う
ご
ん

に
な
っ
て
い
る
。
儀
礼
化
は
い
け
な
い
「
親
鸞
聖
人
の
精
神
に
戻
れ
」
と

い
わ
れ
た
時
代
は
、
き
っ
と
こ
う
い
う
初
歩
的
な
こ
と
は
誰
で
も
で
き
て

い
て
、
そ
ん
な
誰
で
も
で
き
て
い
る
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
い
わ
ず
、
精
神
こ

そ
大
切
だ
と
い
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
今
は
、
す
べ
て
が
混
沌
と
し
て

こ
ん
と
ん

何
が
何
や
ら
わ
か
ら
な
い
時
代
だ
。

せ
め
て
仏
さ
ま
を
拝
む
と
き
は
念
珠
に
手
を
通
し
て
拝
み
ま

し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
も
。
真
宗
の

ベ
ー
シ
ッ
ク
な
事
が
で
き
ず
に
、
雑
行
雑
修
に
人
が
陥
っ
て
し
ま
っ

ぞ
う
ぎ
ょ
う
ざ
っ
し
ゅ

お
ち
い

て
い
る
の
が
今
の
時
代
で
し
ょ
う
。
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新
布
教
使
の
ご
紹
介

岩
﨑

信
さ
ん
（
24
）

由
良
町
蓮
専
寺

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

学
歴
：
龍
谷
大
学
卒
業

趣
味
・
特
技
：
ギ
タ
ー

日
高
組
蓮
専
寺
の
岩
﨑
信
と
申
し
ま
す
。

今
年
の
４
月
に
布
教
使
に
な
り
ま
し
た
。
浄
土
真

宗
の
み
教
え
を
正
し
く
わ
か
り
や
す
く
お
伝
え
す
る

僧
侶
で
す
。
少
し
若
く
布
教
使
に
な
り
ま
し
た
が
、

早
く
な
ろ
う
と
思
っ
た
事
に
も
理
由
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
中
で
、
布
教
使
と
し

て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
眼
差
し
の
中
、
生
活
を
送
ら
さ

せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

日
々
の
生
活
の
中
で
は
今
ま
で
気
づ
く
こ
と
の
で

き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
の

一
端
を
味
合
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
と
こ

ろ
が
、
私
自
身
布
教
使
に
な
っ
て
一
番
変
わ
っ
た
と

こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
僧
侶
と
し

て
、
勉
強
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
「
い
つ
ま
で

も
浄
土
真
宗
を
あ
り
が
た
い
と
思
え
る
」
、
そ
ん
な

僧
侶
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【応募締め切り】

2023（令和5）年1月31日（必着）

Ｑ
：
親
鸞
聖
人
の
ご
往
生
は
何
歳
の
と
き

で
し
ょ
う
か
？

次
の
①
～
③
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
番
号
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

①

80
歳

②

85
歳

③

90
歳

１
１
７
号
の
正
解
は

「
①
親
鸞
聖
人
の
教
行
信
証
」
で
し
た
。

『
歎
異
抄
』
は
、
親
鸞
聖
人
の
弟
子
が
日
頃
聖

人
が
語
ら
れ
て
い
た
言
葉
な
ど
を
書
き
記
し
た
書

で
す
。

ま
た
『
御
文
章
』
は
、
８
代
宗
主
蓮
如
上
人
が

門
弟
に
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
平
易
に
伝
え
る
た

め
に
書
か
れ
た
お
手
紙
集
で
す
。

正解者の中から、次の方に粗品を進呈いたします。

由良町 松下光男 様 由良町 平林道子 様

由良町 田中久生 様 由良町 小林民子 様

由良町 中﨑エミコ様 由良町 西脇公一 様

由良町 井口きよみ様 由良町 中口小夜美様

御坊市 塩田廣一 様 日高町 川端明子 様
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二
〇
二
〇
年
１
月
に
初
め
て
日
本
で
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
者
が
確
認
さ
れ
て
、
ま
も
な
く

３
年
と
な
り
ま
す
。
感
染
症
に
ま
つ
わ
る
事
で
、

重
大
な
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
出
来
事
も
あ
り

ま
し
た
。
感
染
者
や
そ
の
ご
家
族
に
対
す
る

誹
謗
中
傷
、
排
他
的
行
為
や
発
言
な
ど
が
、
多
く

ひ
ぼ
う
ち
ゅ
う
し
ょ
う

の
方
々
の
い
の
ち
の
尊
厳
を
損
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
は
、
大
い
に
反
省
す
べ
き
事
柄
で
す
。
ハ
ン

セ
ン
病
隔
離
政
策
が
も
た
ら
し
た
差
別
（
人
権
）

問
題
と
重
な
っ
て
な
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界
各
国
で
、
感

染
対
策
の
た
め
マ
ス
ク
の
着
用
が
推
進
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
「
息
苦
し
く
て
仕
方
な
い
」
「
い
つ
ま

で
マ
ス
ク
生
活
が
続
く
の
か
」
と
も
愚
痴
が
こ
ぼ

ぐ

ち

れ
て
き
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
マ
ス
ク
の
着
用
は
、

自
ら
ウ
ィ
ル
ス
か
ら
の
感
染
を
防
ぐ
事
と
万
が
一

感
染
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
自
ら
が
第
三
者
に

感
染
さ
せ
な
い
事
が
目
的
で
す
。
こ
の
事
は
、
一

つ
の
事
で
二
つ
の
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

り

え

き

こ
の
こ
と
を
仏
教
の
教
え
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み

ま
し
ょ
う
。

阿
弥
陀
さ
ま
と
い
う
仏
さ
ま
は
、
一
切
の
者
を

救
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
私
は
仏
に
な
る
こ
と

は
出
来
な
い
と
誓
わ
れ
、
阿
弥
陀
と
い
う
仏
さ
ま

に
な
ら
れ
た
（
悟
り
を
得
た
）
お
方
で
す
。
『
正

信
偈
』
六
首
引
き
の
ご
和
讃
に
「
弥
陀
成
仏
の
こ

の
か
た
は

い
ま
に
十
劫
を
経
た
ま
へ
り
…
」
と

じ
っ
こ
う

親
鸞
さ
ま
は
お
述
べ
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
二
つ
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し

て
い
ま
す
。
一
つ
に
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
ご
自

身
が
仏
と
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。

も
う
一
つ
は
、
一
切
の
者
を
救
う
手
立
て
が
完

成
し
た
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
の
救
わ
れ
る
こ
と
は

定
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を

自
利
利
他
円
満
と
言
い
、
自
ら
と
他
者
の
利
益
が
同

じ

り

り

た

え

ん

ま

ん

り

や

く

時
に
成
立
し
て
い
る
の
で
す
。
さ
ら
に
浄
土
真
宗
の

み
教
え
で
は
、
二
つ
の
ご
利
益
が
あ
る
と
お
聞
か

り

や

く

せ
に
あ
ず
か
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
往
相
（
お
浄
土

お
う
そ
う

に
生
ま
れ
て
ゆ
く
こ
と
）
、
二
つ
目
に
は
還
相

げ
ん
そ
う

（
お
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏
と
な
り
、
こ
の
世
に
還
っ

て
、
人
々
を
教
化
す
る
）
で
す
。
こ
の
こ
と
を
一

き
ょ
う
け

つ
の
理
論
と
し
て
聞
い
て
し
ま
い
ま
す
と
全
く
意

味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
は
自
己
中

心
的
な
生
き
方
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
う
し
な

け
れ
ば
生
き
て
ゆ
け
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

自
己
中
心
的
な
生
き
方
は
、
何
処
か
で
誰
か
を
傷

つ
け
悲
し
ま
せ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え

ば
、
試
験
を
受
け
て
合
格
を
願
う
場
面
が
あ
っ
た

と
し
ま
し
ょ
う
。
一
定
の
点
数
が
あ
れ
ば
全
員
が

合
格
す
る
よ
う
な
運
転
免
許
の
試
験
で
あ
れ
ば
、

自
分
の
合
格
が
他
者
を
悲
し
ま
せ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
合
格
者
に
人
数
制
限
が
あ
っ
た
な

ら
、
自
分
の
合
格
に
よ
り
合
格
出
来
な
か
っ
た
方

の
悲
し
み
に
つ
な
が
り
ま
す
。

『
自
利
利
他
円
満
』
や
『
往
相
還
相
』
と
い
う

こ
と
は
、
私
自
身
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
み
教
え
に

出
遇
い
、
お
念
仏
申
さ
せ
て
い
た
だ
く
中
に
、
こ

の
世
の
縁
が
尽
き
、
お
浄
土
に
生
ま
れ
、
他
者
の

本
当
の
幸
せ
を
願
い
行
動
し
て
ゆ
け
る
存
在
に
な

『
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
対
策
の

マ
ス
ク
は
浄
土
真
宗
？
』

っ
て
ゆ
く
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
あ
じ
わ
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
浄
土
真
宗
と
い
う
宗
教
は
、
そ
れ
ほ
ど

崇
高
な
教
え
だ
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
か
も
知
れ

す
う
こ
う

ま
せ
ん
。

(

藤
田
眞
雄)
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日高組 親鸞聖人ご誕生850年・立教開宗800年慶讃法要
団 体 参 拝 募 集 要 項

日 程

１班 令和5年4月1日（土） 午後法要参拝 （13：00～16：00）
募集対象者 門徒総代会（25名）・仏教壮年会（15名）

２班 4月11日（火） 午前法要参拝 （9：00～12：00）
募集対象者 仏教婦人会（30名）・寺族婦人会（10名）

３班 4月28日（金） 午前法要参拝 （9：00～12：00）
募集対象者 一般参拝者（30名）・住職・寺族（10名）

各班定員40名（上記募集対象者のカッコ内の人数は目標人数です）

行 程（御坊南海バス）
○午前法要（2班・3班）
日高町役場（6：00） ・・・ 由良町中央公民館 ・・・ 広川IC ・・・ 岸和田SA ・・・上鳥羽出口
本願寺法要参拝（9：00～12：00） 昼食 京都国立博物館（13：30～15：00）・・・由良町中央公民館
・・・日高町役場（18：00）

○午後法要（1班）
日高町役場（7：00） ・・・ 由良町中央公民館 ・・・ 広川IC ・・・ 岸和田SA ・・・鴨川東出口
京都国立博物館（10：00～11：30） 昼食 本願寺法要参拝（13：00～16：00）・・・由良町中央公民館
・・・日高町役場（19：00）

参加費
１０，０００円（法要懇志はお渡しする封筒に任意額を入れて当日お渡しください）

参加申し込み
１班・2班は各教化団体で取りまとめて日高組組長事務所に申し込んでください

3班は寺院より直接日高組組長事務所に申し込んでください

日
高
組
団
体
参
拝
の
お
知
ら
せ

明
年
４
月
に
参
拝
し
ま
す
慶
讃
法
要
の
募
集
を
開
始
い

た
し
ま
す
。
今
回
、
寺
院
単
位
で
の
割
当
は
せ
ず
、
１
班

と
２
班
は
そ
れ
ぞ
れ
教
化
団
体
に
割
り
振
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ま
た
納
骨
、
帰
敬
式
受
式
に
つ
い
て
は
行
程
の

都
合
に
よ
り
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
頂
き
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

団
体
参
拝
の
詳
細
に
つ
い
て
は
下
記
の
要
項
を
ご
参
照

く
だ
さ
い
。

本
願
寺
よ
り
慶
讃
法
要
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ
オ
が

出
て
い
ま
す
の
で
左
記
の
QR
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

多
く
の
方
々
の
ご
参
拝
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。
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門
徒
心
得

宗
祖
親
鸞
聖
人
ご
往
生

親
鸞
聖
人
が
京
都
・
三
条
富
小
路
に
あ
る
実
弟

尋
有
僧
都
の
善
法
坊
で
「
念
仏
の
息
」
絶
え
終
わ

じ

ん

う

そ

う

ず

ぜ
ん
ぽ
う
ぼ
う

ら
せ
た
の
は
、
弘
長
２
年
（
一
二
六
二
）
11
月
28

日
（
新
暦
一
二
六
三
年
１
月
16
日
）
の
こ
と
で
し

た
。
数
え
年
で
90
歳
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
傍
ら

に
は
末
娘
の
覚
信
尼
さ
ま
を
は
じ
め
、
息
子
の

か
く
し
ん
に

益
方
入
道
、
関
東
の
弟
子
方
も
お
ら
れ
た
よ
う
で

ま
す
か
た
に
ゅ
う
ど
う

す
。
ご
遺
体
は
翌
日
、
東
山
の
鳥
辺
野
で
火
葬
さ

れ
、
ご
遺
骨
は
鳥
辺
野
の
北
あ
た
り
に
埋
め
ら
れ
、

墓
石
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
10
年
後
、

覚
信
尼
さ
ま
は
大
谷
北
地
に
、
親
鸞
聖
人
の
ご
遺

骨
を
移
し
、
聖
人
の
御
影
を
安
置
し
て
廟
堂
を
建

て
た
の
で
し
た
。
こ
れ
が
本
願
寺
の
始
ま
り
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
親
鸞
聖
人
の
ご
生
活
で
す
が
、
63

歳
の
こ
ろ
、
関
東
20
年
の
教
化
を
終
え
ら
れ
て
、

妻
子
を
伴
っ
て
京
都
に
帰
ら
れ
ま
し
た
。
『
教
行

信
証
』
の
完
成
の
た
め
と
も
い
わ
れ
、
主
に
五
条

西
洞
院
に
住
ま
わ
れ
ま
し
た
。
京
都
で
は
晩
年
ま

で
『
教
行
信
証
』
を
添
削
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
和
讃
」
な
ど
数

多
く
の
書
物
を
著

さ
れ
、
関
東
か
ら

訪
ね
て
く
る
弟
子

た
ち
に
本
願
の
こ

こ
ろ
を
伝
え
ら
れ

た
り
、
書
簡
で
他

力
念
仏
の
質
問
に

答
え
ら
れ
ま
し
た
。

（
鈴
木
章
吾
）

納
骨
・
分
骨

昨
今
の
事
情

９
月
上
旬
に
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
で
開
催
さ
れ

た
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
産
業
展
を
視
察
す
る
機
会
が
あ

り
ま
し
た
。

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
産
業
展
と
は
超
高
齢
化
社
会
や

単
身
世
帯
数
の
増
加
、
社
会
の
国
際
化
や
女
性
の

社
会
進
出
、
ひ
い
て
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
な
ど
の
個
性

の
尊
重
な
ど
の
社
会
構
造
の
変
化
が
進
む
日
本
に

お
い
て
、
個
人
個
人
の
人
生
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に

ふ
さ
わ
し
い
葬
儀
や
埋
葬
、
供
養
を
消
費
者
が
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
自
由
に
選
択
で
き
、
そ
し
て
家
屋
や

財
産
の
相
続
な
ど
次
世
代
に
ス
ム
ー
ズ
に
引
き
継

げ
る
よ
う
、
次
世
代
の
終
活
産
業
を
創
り
出
す
製

品
・
技
術
・
サ
ー
ビ
ス
を
持
つ
企
業
・
団
体
が
一

堂
に
集
ま
り
開
催
す
る
、
日
本
最
大
の
ラ
イ
フ
エ

ン
デ
ィ
ン
グ
業
界
専
門
展
示
会
の
こ
と
で
す
。

展
示
ブ
ー
ス
を
回
っ
て
気
づ
い
た
こ
と
は
、
金

仏
壇
な
ど
の
大
型
仏
壇
が
全
く
見
当
た
ら
な
い
、

仏
壇
が
小
型
化
さ
れ
、
お
し
ゃ
れ
で
リ
ビ
ン
グ
や

ダ
イ
ニ
ン
グ
に
安
置
し
て
も
違
和
感
の
な
い
も
の

ば
か
り
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、

昨
今
の
新
築
さ
れ
た
家
屋
に
仏
間
や
和
室
が
な
い

こ
と
で
、
あ
る
意
味
当
然
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

多
種
多
様
化
さ
れ
る
商
品
に
驚
き
を
禁
じ
え
な

い
中
で
、
興
味
深
く
も
複
雑
な
心
境
で
各
ブ
ー
ス

を
一
日
が
か
り
で
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
丁
寧

な
説
明
を
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
か
ら
受
け
ま
し
た
。

な
か
で
も
、
納
骨
・
分
骨
に
価
値

観
の
変
化
が
目
に
見
え
て
起
こ
っ
て

き
て
い
る
と
感
じ
た
の
で
す
。
お
骨

や
分
骨
を
手
元
供
養
で
き
る
カ
ラ
フ

ル
で
な
か
に
は
高
額
で
豪
華
な
骨
壷

を
始
め
、
分
骨
用
の
ペ
ン
ダ
ン
ト
の

数
々
、
海
洋
散
骨
、
樹
木
葬
、
ガ
ー

デ
ン
葬
、
果
て
は
宇
宙
葬
（
遺
骨
の

一
部
を
収
め
た
カ
プ
セ
ル
を
専
用
の

ロ
ケ
ッ
ト
に
搭
載
し
宇
宙
空
間
に
打

ち
上
げ
る
プ
ラ
ン
な
ど
）
と
い
っ
た

真
新
し
い
納
骨
・
分
骨
の
ス
タ
イ
ル

の
提
案
に
戸
惑
う
ば
か
り
で
し
た
。

つ
ま
り
、
葬
送
儀
礼
や
納
骨
な
ど

個
々
の
自
由
な
選
択
と
い
っ
た
ニ
ー

ズ
が
、
都
市
部
は
も
と
よ
り
全
国
的

に
多
様
化
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
多
種
多
様
な
仏
壇
や
納

骨
グ
ッ
ズ
な
ど
、
最
近
は
御
坊
市
内

の
仏
壇
屋
さ
ん
で
も
よ
く
目
に
し
ま

す
。過

疎
問
題
を
考
え
る
と
き
、
寺
院

側
が
伝
統
的
な
納
骨
手
段
に
こ
だ
わ

る
あ
ま
り
、
ご
門
徒
の
自
由
な
選
択

肢
が
狭
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
弊
害
が

今
後
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
お
互
い
の
距
離
が

益
々
拡
大
し
、
離
檀
な
ど
と
い
っ
た

寺
院
運
営
を
枯
渇
さ
せ
る
要
因
が
起

こ
ら
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
。

あ
な
た
自
身
は
ど
う
い
っ
た
納
骨
・

分
骨
を
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？

宇宙飛行プラン（宇宙葬）概要

ご遺灰を収めたカプセルをロケットに搭載し、宇宙空

間へと打ち上げるプランです。ロケットは、アメリカ・

ニューメキシコ州にある商業宇宙船発着基地「スペー

スポート・アメリカ」より打ち上げられます。
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板東報恩寺 （茨城県常総市）

開基 性信房19歳のとき上洛して黒谷に法然聖人を訪ね、他力本願の教えに帰依した。この

時、法然聖人は高齢であったため、彼を高弟である親鸞聖人に託した。ここで聖人にとって

も生涯初めての師弟の契りが結ばれた。そして法名を性信房と賜り、それからは聖人のいる

ところ必ず性信房の姿ありといわれ、常随眤近の弟子となり、親鸞聖人の流罪地、越後にも
じょうずいじっきん

随行された。報恩寺を建保2年（1214年）に創建され，親鸞聖人旧蹟24輩第1番坂東報恩寺と

して知られている。

小島草庵跡 （茨城県下妻市）

越後流罪と滞留7年の後、親鸞聖人は建保2年（1214）妻子を伴って上野国佐貫を経て、常陸

国に入り、最初に居住したのが、ここ小島草庵である。小島郡司の武弘が聖人の徳を慕い、

この地に草庵を設けて迎えた。ここに3年間滞留し、越後で果たせなかった真宗念仏の伝道

に積極的に乗り出した。いわばこの草庵（三月寺：さんげつじ）こそ宗祖が関東において真

価を発揮した最初の土地である。草庵跡には「親鸞聖人御旧跡」、「三歳御住居」とした古

碑や五輪塔と、稲田に移った聖人を慕って枝が北向きに伸びているという「稲田恋しの銀杏」

の大樹がある。

高田本寺専修寺 （栃木県真岡市）

嘉禄元年（1225年）、親鸞聖人が、関東各地の教化に入って十余年、真岡城主大内

国行の懇願により建てられた寺院と伝えられる。信濃国善光寺の本尊である秘仏を

模した善光寺式阿弥陀三尊（一光三尊仏）を善光寺より迎えて本尊とした。その為、

聖人が建立した唯一の寺だとされている。その後、二十四輩の第二番であり、門弟

の有力者の一人であった真仏が管理に当たっていたとされている。

翌嘉禄2年（1226年）には、後堀河天皇から「専修阿弥陀寺」という勅願寺の綸旨を

受け、聖人の教化活動は遊行から本寺中心に変わり、建立後約7年間この寺で過ごし

たとしている。このように、本寺専修寺は東国における初期の浄土真宗の教団活動

上重要な役割を果たした寺である。真仏を中心とした門徒衆は、関東各地の門徒が

作る教団の中で最も有力な教団「高田門徒（現・真宗高田派；本山三重県津市）」

を形成した。

板敷山大覚寺 （茨城県石岡市）

 大覚寺の「縁起略述」には後鳥羽院の皇子正懐親王が比叡山にて出家し、

周観大覚と称せられ、後に東国諸州行脚されていた折に、板敷山の南麓に

庵を結ばれたと伝え、これが今の大覚寺であると伝えています。さらに

「縁起略述」は周観大覚は親鸞聖人が越後の国より常陸の国に来られ、稲

田郷にご滞在になった折に、稲田に聖人を訪ね、念仏の深意を聞信し師弟

の契りを結ばれ善性房鸞英と称された。それより常にそばで聞法し親鸞聖

人のご教化をたすけられたと記されています。

稲田御坊 （茨城県笠間市）

稲田御坊の名で親しまれている稲田禅房西念寺は、親鸞聖人が恵信尼公と

ともに約20年の間お住まいになり、聖典『教行信証』のご執筆を進められ

つつ、関東一円へのご布教にあたられたこの地に建立されました。聖人が

家庭生活を営まれ、お子様方をお育てになったのも、「稲田ご草庵」時代

のことです。聖人を越後よりお迎えした稲田九郎頼重は、聖人に帰依して

頼重房教養となり、当山の礎を築いたと伝えられています。稲田ご草庵の

伝統は、この地に脈々と残り、今に至りました。茅葺きの山門をくぐれば、

樹齢８００年の巨木が茂り、「峨々たる岳山あり…数千万億の有情群衆せ

り」と聖人が夢見られた山々の稜線は、比叡の峰を彷彿させます。

（７）

妙願寺楠原住職が９月２日

に巡拝された宗祖のご旧跡

をご紹介します。



ひ か り

（8）

読
者
の
声

※
法
悦
ク
イ
ズ
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
浄
土

真
宗
の
勉
強
が
で
き
て
楽
し
い
で
す
。
た
ま
に
は

浄
土
真
宗
や
お
経
に
関
し
て
の
勉
強
会
が
あ
れ
ば

い
い
な
と
思
い
ま
す
。

※
ひ
か
り
一
一
七
号
法
話
、
二
河
白
道
人
生
の
終

幕
近
く
罪
悪
深
重
が
わ
か
り
始
め
、
私
に
も
細
い

白
道
に
恵
ま
れ
る
こ
と
を
信
じ
た
い
も
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
ど
ん
な
時
を
過
ご
す
べ
き
か
、
白
道

を
求
め
て

※
暑
い
日
が
続
い
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
も
終
息
せ

ず
大
変
な
毎
日
で
す
。
（
自
分
で
気
を
付
け
て
仏

前
に
手
を
合
わ
す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
）

※
格
別
な
暑
さ
と
コ
ロ
ナ
禍
を
無
事
に
の
り
こ
え
、

し
の
ぎ
や
す
い
秋
彼
岸
に
皆
に
会
え
る
事
を
祈
り

日
々
過
ご
し
て
い
ま
す
。

※
ひ
か
り
を
い
つ
も
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
知
ら

な
い
事
ば
か
り
で
真
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
コ
ロ

ナ
も
早
く
退
散
し
て
ほ
し
い
ば
か
り
で
す
。

※
い
つ
も
ひ
か
り
を
読
ま
せ
て
も
ら
い
知
ら
な
い

こ
と
も
多
々
あ
り
勉
強
に
な
り
あ
り
が
た
い
で
す
。

楽
し
み
に
ま
っ
て
い
ま
す
。

※
い
つ
も
拝
見
し
て
い
ま
す
。
と
く
に
法
悦
ク
イ

ズ
で
は
と
て
も
勉
強
に
な
っ
て
い
ま
す
。

※
勉
強
に
な
る
こ
と
ば
か
り
で
、
毎
日
楽
し
く
拝

読
し
て
い
ま
す
。

日
高
組
通
信

コ
ロ
ナ
禍
の
為
に
中
止
し
た
行
事
が
多
数
あ
り
ま
す
。

【
行
事
報
告
】

☆

組
報
編
集
委
員
会

10
月
３
日
（
月
）
、
第
１
１
８
号
の
ひ
か
り
編
集

委
員
会
が
日
高
町
柏
善
宗
寺
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

☆

キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
検
討
委
員
会

10
月
11
日
（
火
）
、
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
検
討
委
員
会
が

由
良
町
吹
井
覚
性
寺
で
開
催
さ
れ
、
12
月
に
開
催
予

定
の
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

【
行
事
計
画
】

☆

日
高
組
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ

令
和
元
年
の
開
催
以
来
と
な
る
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ

（
子
ど
も
の
つ
ど
い

日
高
組
主
催
）
が
12
月
10
日

（
土
）
に
由
良
町
小
引
円
明
寺
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
お
手
次
の
お
寺
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

☆

日
高
組
真
宗
法
座

12
月
11
日
（
日
）
、
午
後
１
時
半
か
ら
由
良
町
里

蓮
専
寺
に
お
い
て
第
27
回
真
宗
法
座
が
開
催
さ
れ
ま

す
。
講
師
は
滋
賀
教
区

佐
々
木
義
英
和
上
で
す
。

お
誘
い
合
わ
せ
お
聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

☆

第
２
回
日
高
組
組
内
会

12
月
17
日
（
土
）
組
長
事
務
所
教
専
寺
に
て
開
催

し
ま
す
。

☆

第
３
回
日
高
組
組
内
会

２
月
18
日
（
土
）
由
良
町
衣
奈
信
行
寺
に
て
開
催

し
ま
す
。

編
集
後
記
・
・
・
今
号
よ
り
ひ
か
り
の
編
集
ソ
フ
ト
を
変
え
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
紙
面
が
い
つ
も
と
少
し
違
う
と
感
じ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。
ご
感
想
な
ど
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

親鸞聖人 関東での布教

常陸国に到着された親鸞聖人は、下妻（小島の草庵）に3年ほど逗留された後、笠間郡の稲田の草庵に移り住まれ、
ひたちのくに

この地を拠点におよそ20年にわたって布教を続けられました。鎌倉幕府の成立により政治や文化の中心であった京都

から、関東が日本の中心となりつつありました。発展途上の関東の地では、まだ十分に浄土教信仰が広まっていなかっ

たので、親鸞聖人は敢えてこの地での伝道を決意されたものと思われます。

「念仏を称えるだけで誰もが仏に救われる」という親鸞聖人のみ教えは次第に人々に受け入れられ、広まっていき

ましたが、一方では周辺で修験道の行者として崇められてきた山伏の弁円の弟子や信者を奪うことになり、逆恨みを
べんねん

した弁円は親鸞聖人の命を狙います。呪術を行い、あるいは待ち伏せし、ついには親鸞聖人の草庵に乗り込んで聖人

を殺そうとした弁円を、聖人は穏やかに迎えられ、ともに仏に救われる存在であるとして「同朋」と呼ばれたといい
どうぼう

ます。心を打たれた弁円は直ちに念仏者となり、親鸞聖人の門弟としてみ教えを説き広められました。

このように、親鸞聖人のみ教えと生き方は、多くの人々に伝わっていきました。時には請われて下総（千葉県）や

下野（栃木県）にまで足を延ばされ、こうした地道な伝道は次第に関東一円の人々に広まり、多くの人々が念仏のみ

教えに帰依しました。親鸞聖人の直弟のうち、とくに高弟といわれる方は「二十四輩」として後世に伝わっています。
にじゅうよはい

また、親鸞聖人は常陸での布教のかたわら、専修念仏の教えを体系的にまとめたお聖教『教行信証』の執筆を進め

られます。たくさんの経典などを参考にして、何度も筆を加えながら、元仁元（1224）年にほぼ完成されたことから

この年を浄土真宗の立教開宗の年と定められました。再来年(2024年)には立教開宗800年をお迎えします。


