
教
区
だ
よ
り

教
区
だ
よ
り

真
宗
大
谷
派
京
都
教
区

真
宗
大
谷
派
京
都
教
区  

教
化
広
報
誌

教
化
広
報
誌

近江
第2組 木村 愛 氏

新連載に寄せて新連載に寄せて特 

集

特 

集

今、この時に、親鸞聖人に遇う今、この時に、親鸞聖人に遇う

大谷大学文学部歴史学科教授 福島 栄寿 氏―真宗大谷派の場合――真宗大谷派の場合―

新連載

「女性教化」の近・現代史を紐解く「女性教化」の近・現代史を紐解く

雅楽 雅楽 長浜・五村別院楽僧会長浜・五村別院楽僧会

2025

7



福ふ
く

島し
ま 

栄え
い

寿じ
ゅ　

大
谷
大
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授

「
女
性
教
化
」の
近
・
現
代
史
を
紐
解
く

―
真
宗
大
谷
派
の
場
合
―

筆
者
が
生
ま
れ
育
っ
た
頃 

―
自
己
紹
介
を
か
ね
て
―

は
じ
め
に
、
簡
単
に
自
己
紹
介
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
私
は
、

一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
に
京
都
市
内
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

父
の
職
場
が
京
都
市
内
に
あ
り
、
下
鴨
神
社
近
く
の
小
さ
な

ア
パ
ー
ト
が
住
処
で
し
た
。
母
が
妹
を
妊
娠
す
る
と
、
家
族

が
増
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
伏
見
稲
荷
大
社
の
参
道
近
く
の
、

父
の
職
場
の
寮
に
引
っ
越
し
ま
し
た
。
そ
の
頃
の
京
都
市
内

は
、
市
電
と
ボ
ン
ネ
ッ
ト
バス
の
市
バス
が
行
き
交
い
、
国
鉄

奈
良
線
に
は
、
ま
だ
蒸
気
機
関
車
が
走
っ
て
い
ま
し
た
。
市

電
伏
見
線
が
廃
止
さ
れ
た
翌
々
年
（
一
九
七
二
年
）、
小
学

生
に
な
る
春
に
滋
賀
県
の
新
興
住
宅
地
へ
引
っ
越
し
ま
し
た
。

所
得
倍
増
と
高
度
経
済
成
長
の
時
代
で
し
た
。

現
在
は
、
子
ど
も
と
ス
マ
ー
ト
フォン
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

と
の
付
き
合
い
方
が
話
題
と
な
り
ま
す
が
、
私
が
子
ど
も
の

頃
は
、
例
え
ば
「
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
ご
っ
こ
」
が
流
行
り
、
多

く
の
子
供
が
高
い
所
か
ら
飛
び
降
り
て
怪
我
を
し
、
そ
の
た

め
テ
レ
ビ
が
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
る
程
に
、
テ
レ
ビ
全
盛
の

頃
で
し
た
。

自
宅
で
は
、
父
が
知
り
合
い
か
ら
譲
り
受
け
た
白
黒
テ
レ

ビ
で
、
ア
ニ
メ
の
再
放
送
を
日
課
の
よ
う
に
見
て
い
ま
し
た
。

男
子
小
学
生
に
は
、『
巨
人
の
星
』
が
人
気
で
し
た
。
ジ
ャ

イ
ア
ン
ツ
の
全
盛
期
で
、
バッ
ト
と
グ
ロ
ー
ブ
を
空
き
地
に
持

ち
寄
り
、
草
野
球
を
し
て
遊
び
ま
し
た
。
女
子
小
学
生
に
は
、

『
ア
タ
ッ
ク
№
1
』
が
人
気
で
し
た
。
ど
ち
ら
も
ス
ポ
ー
ツ

根
性
系
ア
ニ
メ
で
し
た
。
地
域
の
子
ど
も
会
に
は
、
女
子
小

学
生
の
バレ
ー
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
と
、
男
子
小
学
生
の
野
球
チ
ー

ム
が
結
成
さ
れ
、
校
区
で
は
毎
年
、
大
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

そ
ん
な
ス
ポ
根
ア
ニ
メ
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
子
ど
も
心

に
強
さ
への
憧
れ
を
抱
き
ま
し
た
。
男
子
は
強
く
な
く
て
は

ダ
メ
で
、
強
く
な
る
に
は
我
慢
と
忍
耐
が
大
事
。
同
級
生
の

男
子
は
、
そ
う
思
い
込
ん
で
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
中
学

時
代
の
野
球
部
で
は
、
真
夏
で
も
練
習
中
に
水
を
飲
む
こ
と

は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
苦
し
み
に
耐
え
れ
ば
、
精
神
も

肉
体
も
鍛
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
部
活
動
の
大
切
な
意
味

で
も
あ
る
の
だ
と
。
生
徒
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
指
導
す
る

教
師
も
、
い
ま
で
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
「
信
念
」
を
抱
い

て
い
た
と
思
い
ま
す
。

球
技
と
言
え
ば
、
男
子
は
野
球
、
女
子
は
バレ
ー
ボ
ー
ル

と
い
う
具
合
に
、
あ
る
い
は
ラ
ン
ド
セ
ル
は
、
男
子
は
黒
色
、

女
子
は
赤
色
な
ど
と
同
様
に
、
本
人
の
好
み
と
は
無
関
係
に
、

性
別
に
よ
っ
て
選
択
肢
が
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
「
当
た

り
前
」
の
時
代
で
し
た
。
か
く
言
う
私
の
ラ
ン
ド
セ
ル
は
黒

色
で
し
た
。

徒
然
な
る
ま
ま
に
思
い
出
を
認し

た
ため
ま
し
た
が
、
要
す
る

に
、
私
が
少
年
時
代
ま
で
に
知
ら
ず
知
ら
ず
に
身
に
つ
け
て

き
た「
当
た
り
前
」の
価
値
観
は
、少
な
か
ら
ず
、生
ま
れ
育
っ

た
時
代
社
会
、
身
近
な
生
活
・
家
庭
環
境
の
影
響
を
受
け

て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
昭
和
四
〇
年
生
ま
れ
の
私

は
、
ど
っ
ぷ
り
と
時
代
の
価
値
観
を
身
に
つ
け
、
そ
の
後
も
、

長
く
そ
の
価
値
観
を
疑
う
こ
と
な
く
過
ご
し
て
い
た
の
で
し

た
。
で
は
、
な
ぜ
そ
ん
な
私
が
、
近
・
現
代
の
真
宗
大
谷

派
の
女
性
教
化
の
歴
史
を
研
究
し
、
そ
の
課
題
に
つ
い
て
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
続
き
は
、
次
回
と
い

た
し
ま
す
。

第1回
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今
、
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

男ひ
と

と
女ひ

と

の
未
来

出
版
部
会　

近
江
第
2
組 

三さ
ん

因い
ん

寺じ  

髙た
か

田だ 

正ま
さ

城き

今
月
号
か
ら
福ふ
く

島し
ま

栄え
い

寿じ
ゅ

氏
の
新
連
載
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
す
。

改
め
て
、
本
連
載
の
「
願
い
」
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

［
執
筆
者
紹
介
］

福
島 

栄
寿
（
ふ
く
し
ま 

え
い
じ
ゅ
）

大
谷
大
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授
。

1
9
6
5
年
京
都
市
生
ま
れ
。
山
口
大
学
、

大
谷
大
学
大
学
院
。
博
士
（
文
学
）。
京
都

光
華
女
子
大
学
職
員
、
大
谷
派
教
学
研
究
所

研
究
員
、
札
幌
大
谷
大
学
准
教
授
等
を
経
て
、

2
0
1
7
年
よ
り
現
職
。

［
連
載
テ
ー
マ
］

「
女
性
教
化
」
の
近
・
現
代
史
を
紐
解
く

―
真
宗
大
谷
派
の
場
合
―

［
連
載
内
容
］

福
島
氏
の
著
書
『
近
代
日
本
の
国
家
と
浄

土
真
宗
―
戦
争
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
ジェン

ダ
ー
―
』（
2
0
2
3
年
1
月　
法
蔵
館
）
は
、

近
代
日
本
の
社
会
の
中
で
、
真
宗
大
谷
派
が
ど

の
よ
う
に
活
動
し
て
き
た
の
か
を
、
客
観
的
か

つ
批
判
的
に
と
ら
え
考
察
し
た
力
作
で
す
。

本
連
載
は
、
特
に
そ
の
中
の
第
六
章
「
真

宗
大
谷
派
に
お
け
る
女
性
教
化
—
明
治
・
大

正
・
昭
和
・
平
成
の
教
説
を
た
ど
る
」
を
中

心
に
、「
教
区
だ
よ
り
」
の
趣
旨
に
合
わ
せ
、

平
易
な
親
し
み
や
す
い
表
現
で
、
こ
の
問
題

を
広
く
共
有
す
る
こ
と
を
願
い
と
し
て
い
ま
す
。

筆
者
は
近
代
1
5
0
年
を
通
じ
、
例
え

ば
「※
五ご

障し
ょ
う
三さ
ん

従し
ょ
う」
と
い
う
女
性
観
を
も
と
に
、

時
代
状
況
の
変
化
に
歩
調
を
合
わ
せ
な
が
ら

繰
り
返
さ
れ
て
き
た
の
が
大
谷
派
の
女
性
教

化
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
は
家
族
形
態
等
が

変
わ
り
、
人
権
尊
重
等
の
意
識
が
高
ま
る
現

代
社
会
に
お
い
て
、
心
か
ら
納
得
し
て
耳
を
傾

け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
、
次
の
よ

う
に
述
べて
い
ま
す
。

教
学
的
言
説
は
、
男
性
教
学
者
が
女
性

に
対
し
て
一
方
的
に
説
諭
す
る
語
り
と
し

て
、
永
く
存
在
し
て
き
た
。
だ
が
、
今

日
で
は
多
く
の
女
性
た
ち
が
声
を
上
げ

る
よ
う
に
な
っ
た
。（
中
略
）
一
方
的
に

教
化
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
、
問
題
意

識
に
目
覚
め
、
問
題
意
識
を
共
有
す
る

者
と
協
同
し
、
思
索
し
、
発
信
し
、
教

団
内
に
お
け
る
女
性
の
位
置
は
少
し
ず

つ
改
善
し
つ
つ
あ
る
。（
中
略
）
女
性
た

ち
の
生
き
様
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
か
ら

の
教
団
の
女
性
史
を
形
成
し
て
い
く
の

で
あ
る
。
男
女
平
等
参
画
に
よ
る
真
の

同
朋
会
運
動
は
、
ま
さ
に
、
こ
れ
か
ら

始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

［
願
い
と
し
て 

～
今
、
共
に
考
え
よ
う
～
］

「
世
間
の
価
値
観
」
は
時
代
の
変
化
と
共
に

変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
し
か
し
、人
は
「
考

え
る
こ
と
」
で
「
ほ
ん
と
う
の
自
分
」
を
発

見
す
る
と
同
時
に
、他
者
に
開
か
れ
、つ
な
が
っ

て
い
き
ま
す
。

私
た
ち
は
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

宗
祖
が
、
蓮
如
上
人
が
、
唯
円
さ
ん
が
、
清

沢
満
之
師
が
考
え
て
行
動
し
て
いっ
た
よ
う
に
。

そ
の
意
味
で
は
今
回
の
連
載
は
過
去
の
歴

史
的
事
実
の
検
証
に
留
ま
ら
ず
、
読
者
で
あ

る
私
た
ち
自
身
の
現
在
の
在
り
方
への
問
い
か

け
で
も
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
連
載
の
中
身

を
福
島
氏
に
丸
投
げ
す
る
の
で
は
な
く
、
本

誌
が
（
筆
者
と
読
者
が
）
そ
こ
か
ら
得
た
こ
と
、

考
え
た
こ
と
を
共
に
問
い
直
す
場
と
な
る
こ

と
を
願
う
も
の
で
す
。

そ
れ
が
男
と
女
の
未
来
を
築
い
て
い
く
と
信

じ
な
が
ら
…
…

※
「
五
障
三
従
」
に
つ
い
て

「
五
障
」
は
、
女
性
は
生
ま
れ
な
が
ら
「
梵ぼ
ん
天て

ん

王の
う

、
帝た

い

釈し
ゃ
く

天て
ん

王
、
魔ま

王お
う

、
転て

ん

輪り
ん

聖じ
ょ
う

王お
う

、
仏ぶ

つ

に
な
れ
な
い
障さ

わ
り
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
意

味
で
、「
三
従
」
と
は
、
女
性
は
「
幼
い
時
は

親
に
従
い
、
結
婚
す
れ
ば
夫
に
従
い
、
老
い
て

は
子
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
つ
ま
り

女
性
は
男
性
に
無
条
件
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
説
。
釈
尊

以
前
か
ら
の
イ
ン
ド
社
会
に
あ
っ
た
女
性
蔑

視
観
が
起
源
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

新
連
載
に
寄
せ
て

福島氏著書『近代日本の国家と浄土真
宗―戦争・ナショナリズム・ジェンダー』
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長
浜
・
五
村
別
院
楽が

く

僧そ
う

会

雅が 

楽が
く

雅
楽
の
リ
ズ
ム
で
雅み

や
び

に
過
ご
そ
う
！

  

長
浜
第
13
組 

栁り
ゅ
う

岸が
ん

寺　

大お
お

野の 

淳じ
ゅ
ん

天て
ん

清し
ょ
う

風ふ
う

宝ほ
う

樹じ
ゅ

を
ふ
く
と
き
は

いつつ
の
音お

ん

声じ
ょ
うい

だ
し
つつ

宮き
ゅ
う

商し
ょ
う

和わ

し
て
自じ

然ね
ん
な
り

清し
ょ
う

浄じ
ょ
う

勲く
ん

を
礼ら
い

す
べ
し

�

『
真
宗
聖
典
第
二
版
』（
五
七
六
頁
）

清
風
が
宝
樹
を
吹
き
動
か
す
時
に
は
、

宝
樹
は
五
音
（
宮き

ゅ
う・
商し
ょ
う・
角か
く
・
徴ち

・
羽う

の
五
音
）
を
出
し
、

そ
の
調
子
が
よ
く
調
和
し
て
自
然
で

あ
る
。

清
浄
勲
の
弥
陀
を
礼
拝
せ
よ
。

※
清
浄
勲
… 

勲
は
薫
に
通
じ
る
。声
の
清
ら
か
に

に
お
う
仏
。

 『
親
鸞
和
讃
集
』

�

（
名な

畑ば
た

應お
う

順じ
ゅ
ん 

校
註 

岩
波
文
庫
三
四
頁
）

日
本
の
古
典
音
楽
雅
楽
を
演
奏
す

る
長
浜
・
五
村
別
院
楽
僧
会
に
ご
縁

を
い
た
だ
き
、
は
や
二
〇
年
く
ら
い
は

た
と
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
い
ま
だ
に

「
調
和
し
て
自
然
で
あ
る
」
と
は
な
か

な
か
言
い
難
い
と
い
う
の
が
現
在
の
私

の
技
術
で
す
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
雅

楽
の
最
大
の
魅
力
で
は
な
い
の
か
と
私

は
考
え
ま
す
。
千
年
以
上
の
歴
史
が
あ

る
雅
楽
は
、
た
か
が
私
の
二
〇
年
の
技

術
で
は
ま
だ
ま
だ
ま
だ
で
す
。
雅
楽

の
主
な
楽
器
は
龍

り
ゅ
う

笛て
き

、
篳ひ
ち

篥り
き

、
笙し
ょ
うの

管
楽
器
、
鞨か

っ
鼓こ

、
太た
い

鼓こ

、
鉦し
ょ
う鼓こ

（
鉦か
ね

）

の
打
楽
器
で
構
成
さ
れ
、
長
浜
・
五

村
別
院
楽
僧
取
締
役
か
ら
推
薦
さ
れ
、

輪
番
か
ら
委
託
を
受
け
た
会
員
十
四

名
で
こ
れ
ら
の
楽
器
を
奏
で
て
月
二
回
、

五
村
別
院
に
て
お
稽
古
を
し
て
お
り
ま

す
。
私
た
ち
会
員
は
、
雅
楽
の
研
究
技

術
の
錬
磨
に
努
め
、
別
院
の
報
恩
講
そ

の
他
の
行
事
法
要
に
奏
楽
奉
仕
す
る
こ

と
を
目
的
に
日
々
精
進
し
て
お
り
、
会

員
は
主
に
京
都
教
区
長
浜
特
区
内
の

音
楽
好
き
な
寺
族
関
係
者
で
構
成
し

て
お
り
ま
す
。
今
年
度
よ
り
雅
楽
の
講

師
を
定
期
的
に
お
迎
え
し
、「
会
員
皆

毎
日
二
時
間
練
習
」
を
合
言
葉
に（
実

際
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
が
…
…
）、

音
楽
を
通
じ
て
組
内
や
特
区
内
の
御

寺
院
、
御
門
徒
様
の
皆
様
と
の
ご
縁
を

い
た
だ
き
、
皆
様
方
と
和
気
あ
い
あ
い

と
お
稽
古
を
し
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
私
た
ち
長
浜
・
五
村
別
院

楽
僧
会
で
す
が
、
二
〇
二
五
（
令
和

七
）
年
四
月
二
〇
日
の
日
曜
日
、
滋

賀
県
米
原
市
内
に
あ
り
ま
す
多
目
的

公
共
施
設
ルッ
チ
プ
ラ
ザ
内
ホ
ー
ル
に
て
、

長
浜
・
五
村
別
院
楽
僧
会
七
〇
周
年
、

混
声
合
唱
団
「
か
が
や
き
」
十
周
年

を
記
念
し
て
『
仏
教
讃
歌
と
雅
楽
の

つ
ど
い
』
と
し
て
合
同
演
奏
会
を
行

い
ま
し
た
。
混
声
合
唱
団
「
か
が
や

き
」
は
長
浜
特
区
内
の
寺
族
、
御
門

徒
の
有
志
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
百
席
ほ
ど
の
ホ
ー
ル
が
満
席
で
大
変

に
ぎ
や
か
に
つ
と
ま
り
ま
し
た
。
お
越

し
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
様
大
変
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
開
始
寸
前

ま
で
「
お
客
様
が
来
て
い
た
だ
け
る
の

だ
ろ
う
か
？
」
と
不
安
に
思
って
お
り

ま
し
た
が
、
そ
ん
な
心
配
は
無
用
で
し

た
。
む
し
ろ
大
勢
の
皆
様
を
前
に
し
て

か
な
り
の
緊
張
と
な
って
し
ま
い
、「
調

子
が
よ
く
調
和
し
て
自
然
な
演
奏
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
終
わ
っ
て

か
ら
思
い
ま
し
た
が
、
沢
山
の
拍
手
を

い
た
だ
き
、
安
堵
し
ま
し
た
。

そ
ん
な
私
た
ち
楽
僧
会
の
今
後
の

課
題
と
し
ま
し
て
は
、
法ほ

う
義ぎ

相そ
う

続ぞ
く

に
よ

り
先
達
が
築
か
れ
七
〇
年
続
く
楽
僧

会
を
未
来
に
つ
な
ぐ
た
め
、
私
た
ち
の

活
動
を
通
じ
多
く
の
方
に
雅
楽
の
魅

力
を
伝
え
、
楽
僧
会
に
興
味
関
心
を

持
って
い
た
だ
け
る
よ
う
な
活
動
を
し

な
け
れ
ば
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
た

と
え
一
人
で
も
楽
僧
会
に
入
っ
て
い
た

だ
け
た
ら
私
た
ち
は
大
変
う
れ
し
く

思
い
ま
す
。
私
た
ち
長
浜
・
五
村
別
院

楽
僧
会
で
雅
楽
を
皆
様
一
緒
に
演
奏

し
ま
せ
ん
か
？

入
会
に
関
す
る
問
合
せ
先
（
た
だ
し
、
入

会
は
住
職
・
寺
族
で
あ
る
方
が
対
象
で
す
）

▪
秦は
た 

信し
ん

映え
い

（
楽
僧
取
締
役
）

�

（
携
帯
　
0
9
0‒7
3
5
4‒8
8
5
0
）

「
笙
」
と
は
？

　
出
版
部
会 

長
浜
第
12
組

�

真し
ん
廣こ

う
寺　
竹た

け
中な

か 

亜あ

希き

子こ

私
が
雅
楽
の
楽
僧
会
に
籍
を

お
か
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な

り
、
も
う
15
年
近
く
に
な
り
ま

す
。
今
回
は
、
私
が
担
当
し
て
い

る「
笙し

ょ
う」に

つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

笙
は
17
本
の
竹
管
を
持
ち
、

そ
の
う
ち
15
本
に
リ
ー
ド
が
付

い
て
い
て
、
吹
い
て
も
吸
っ
て
も

音
が
出
ま
す
。
5
〜
6
つ
の
音

を
同
時
に
鳴
ら
す
こ
と
で
、〝
合あ

い

竹だ
け

〟
と
い
う
美
し
い
和
音
を
生

み
出
し
ま
す
。
雅
楽
の
演
奏
に
お

い
て
は
、
主
旋
律
の
篳ひ

ち

篥り
き

、
そ

し
て
そ
の
旋
律
を
彩
る
龍り

ゅ
う
て
き笛に

対
し
て
、
笙
は
和
音
で
支
え
る

役
割
を
担
って
い
ま
す
。

見
た
目
は
鳳
凰
が
羽
を
立
て

て
休
む
姿
に
た
と
え
ら
れ
、
ま

た
そ
の
音
は
「
天
か
ら
差
し
込

む
光
」と
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら

〝
鳳ほ

う

笙し
ょ
う〟

と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

演
奏
前
後
に
は
、
火
鉢
や
電

熱
器
で
焙
って
温
め
な
け
れ
ば
音

が
出
な
い
、
繊
細
な
楽
器
で
も

あ
り
ま
す
。
法
要
の
中
で
、
こ
の

よ
う
な
笙
の
響
き
に
も
耳
を
傾

け
て
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い
で
す
。
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今今
、、  
こ
の
こ
の
時時
に
、
に
、

親
鸞
聖
人

親
鸞
聖
人
にに
遇遇
うう  

導
き
に
感
謝
し
つ
つ

導
き
に
感
謝
し
つ
つ

近
江
第
2
組 

最さ
い

明み
ょ
う

寺

木き

村む
ら 

愛あ
い

ご
縁
を
い
た
だ
き
、
お
寺
に
嫁
い
で
、
は
や

十
七
年
が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
在
家
出

身
の
私
に
と
っ
て
は
、
お
寺
で
の
生
活
は
何
も

か
も
が
未
経
験
で
、
戸
惑
う
こ
と
の
多
い
年
月

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
三
年
前
に
坊
守
に
就

任
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
の
住
む
町
内
に
は
大
谷
派
の
お
寺
が
三

カ
寺
あ
り
ま
す
。
永
代
経
、
報
恩
講
に
は
、

皆
さ
ん
が
ど
の
お
寺
に
も
足
を
運
ば
れ
、
熱

心
に
お
参
り
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
在

家
報
恩
講
も
勤
め
ら
れ
て
お
り
、
コロ
ナ
禍
前

ま
で
は
、
町
内
の
方
々
が
お
互
い
に
参
り
合
い

を
し
て
お
ら
れ
、
そ
の
姿
に
驚
く
と
と
も
に
感

銘
を
受
け
た
も
の
で
す
。

私
は
核
家
族
で
育
ち
、
特
に
お
内
仏
（
お

仏
壇
）
も
な
く
、
遺
影
に
お
線
香
を
あ
げ
、

手
を
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
幼
い
頃
か
ら
、
そ

の
こ
と
を
好
ん
で
し
て
い
た
私
に
、
高
校
を
選

択
す
る
時
、
父
が
大
谷
派
の
関
係
学
校
を
強

く
薦
め
て
く
れ
て
、
そ
の
高
校
へ
と
進
学
し
ま

し
た
。

高
校
の
宗
教
の
授
業
で
、
初
め
て
親
鸞
聖
人

の
こ
と
を
学
び
、
特
に
『
歎た

ん
異に

抄し
ょ
う
』
の
教
え

に
触
れ
た
時
、
そ
れ
ま
で
習
っ
て
き
た
「
道

徳
観
」
と
の
違
い
に
、
大
き
な
驚
き
と
感
動

を
受
け
た
こ
と
を
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い

ま
す
。
ま
た
、
一
日
の
は
じ
ま
り
の
瞑
想
や
、

授
業
で
習
っ
た
り
、
耳
に
し
た
り
す
る
仏
教
讃

歌
も
新
鮮
で
、
そ
の
ど
れ
も
が
刺
激
的
で
あ

り
、
ま
た
心
地
の
よ
い
も
の
で
し
た
。

そ
の
後
、
担
任
の
先
生
の
薦
め
も
あ
っ
て
、

大
谷
大
学
に
進
学
し
、
さ
ら
に
仏
教
へ
の
学

び
を
深
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
学
び
を
深
め
れ
ば
深
め
る
ほ
ど
、
自
分

自
身
の
信
心
に
迷
い
や
疑
い
す
ら
も
感
じ
始
め
、

私
は
大
学
の
恩
師
に
相
談
し
ま
し
た
。
す
る

と
、
先
生
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
声
に
出
し

て
と
な
え
な
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
そ
の
時
の
私
は
、
少
し
の
抵
抗
感

が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
先
生
は
、「
わ

か
っ
て
も
わ
か
ら
な
く
て
も
念
仏
申
し
な
さ

い
」
と
お
っ
し
ゃっ
た
の
で
私
は
、何
度
も
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
と
な
え
て
い
ま
し
た
。
そ

の
こ
と
で
、
信
心
が
無
条
件
に
え
ら
れ
た
わ

け
で
も
な
く
、
何
か
が
急
に
変
わ
っ
た
よ
う
に

も
思
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
の
時
か
ら
二
十
数
年
…
…
。
今
で
も
、

混
沌
と
し
た
ま
ま
の
私
で
は
あ
り
ま
す
が
、

お
寺
に
身
を
置
か
せ
て
も
ら
い
、

今
で
は
不
思
議
と
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
と
お
念
仏
を
と
な
え
る

こ
と
への
抵
抗
感
は
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。

お
寺
で
の
生
活
や
子
育
て
な

ど
、
迷
う
こ
と
や
悩
む
こ
と
は

絶
え
ず
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん

な
時
、
今
は
亡
き
恩
師
か
ら

教
え
ら
れ
た
数
々
の
言
葉
を
思

い
出
し
な
が
ら
、
念
仏
を
申
し

て
、
日
々
の
生
活
を
送
ら
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
し

て
、
ま
だ
ま
だ
未
熟
な
私
で
す

が
、
い
つ
も
温
か
く
見
守
り
導

い
て
く
れ
て
い
る
両
親
を
は
じ

め
、
ご
門
徒
の
皆
様
、
町
内
の

方
々
、
そ
し
て
、
私
の
わ
が
ま
ま
に
付
き
合
っ

て
く
れ
て
い
る
家
族
に
感
謝
の
気
持
ち
を
忘

れ
ず
に
過
ご
し
て
い
き
た
い
で
す
。

な
ぜ
念
仏
な
の
か
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ

れ
が
み
ん
な
自
分
中
心
の
こ
こ
ろ
と
い
う

も
の
を
決
し
て
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

そ
の
こ
と
が
ま
ず
な
ぜ
に
対
す
る
受
け
止

め
で
あ
ろ
う

�

『
人
間
で
在
る
こ
と
の
課
題
』（
東
本
願
寺
出
版
）

�

中なか
川がわ 

皓こう
三ざぶ
郎ろう

滋
賀
県
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正
体
不
明
の
罪
悪
感

  

出
版
部
会　

山
城
第
４
組 

光こ
う

久き
ゅ
う

寺じ　

德と
く

田だ 

潤じ
ゅ
ん

子こ

私
の
娘
は
こ
ど
も
園
（
保
育
園
）

に
通
っ
て
い
る
。

通
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
「
預
け

て
い
る
」
と
い
う
方
が
正
し
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
2
歳
に
な
る
前
か

ら
園
に
預
け
て
い
る
の
で
随
分
と
こ

ど
も
園
の
生
活
に
慣
れ
、
園
内
で

の
行
事
や
企
画
等
を
楽
し
ん
で
く

れ
て
い
る
よ
う
だ
。

娘
を
預
け
る
場
所
が
あ
る
お
か

げ
で
、
私
は
お
寺
の
仕
事
や
他
の

事
が
で
き
て
い
る
。

こ
ど
も
園
に
娘
を
預
け
る
事
が

決
ま
っ
た
事
を
門
徒
様
に
お
話
し

し
た
際
、
よ
く
七
十
代
以
上
の
女

性
の
門
徒
様
か
ら
「（
子
ど
も
が
）
可

哀
想
に
」と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

冗
談
っ
ぽ
く
お
話
し
さ
れ
た
な

ら
全
く
気
に
し
な
か
っ
た
が
、
本
気

で
言
わ
れ
た
。
そ
の
言
葉
を
聞
い

て
、
娘
に
申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
罪
悪
感

を
感
じ
た
。
小
さ
な
子
ど
も
に
と
っ

て
は
親
の
側
に
い
る
方
が
い
い
だ
ろ

う
。
子
ど
も
を
預
け
て
い
る
親
御

さ
ん
達
も
そ
の
こ
と
は
重
々
承
知

の
上
で
預
け
て
お
ら
れ
る
と
思
う
。

子
ど
も
を
預
け
る
こ
と
を
「
可

哀
想
に
」
と
お
話
し
さ
れ
た
方
々
は
、

自
分
達
は
仕
事
を
辞
め
て
育
児
に

専
念
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

母
親
だ
っ
た
ら
子
ど
も
の
側
に
い
て

当
た
り
前
と
い
う
思
い
や
、
娘
の
気

持
ち
を
思
っ
て
下
さ
っ
て
の
発
言
か

も
し
れ
な
い
が
、子
ど
も
を
預
け
な

い
と
仕
事
を
す
る
の
は
難
し
い
。

娘
に
「
保
育
園
行
き
た
く
な
い
。

お
母
ち
ゃ
ん
と
遊
び
た
い
」
と
言

わ
れ
る
度
に
申
し
訳
な
い
気
持
ち

に
な
り
、「
可
哀
想
に
」
と
い
う
言

葉
で
さ
ら
に
増
す
罪
悪
感
。

小
さ
な
子
ど
も
さ
ん
を
預
け
て

仕
事
を
し
て
お
ら
れ
る
世
の
中
の

お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
の
中
に
は

子
ど
も
に
対
す
る
様
々
な
葛
藤
を

抱
え
な
が
ら
日
々
、
生
活
を
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
し

ま
う
出
来
事
だ
っ
た
。

男ひ
と

と
女ひ
と

の
平
等
って
、

な
に
？

「
男
女
共
同
参
画
」か
ら
問
い
か
け
ら
れ
る
こ
と

  

出
版
部
会　

近
江
第
26
組 

德と
く

乘じ
ょ
う

寺じ　

比ひ

叡え

谷た
に 

真ま
こ
と

私
に
は
年
齢
の
離
れ
た
姉
が
二

人
い
た
。
末
っ
子
の
長
男
と
し
て

私
が
生
ま
れ
た
時
、
長
姉
は
、
自

分
が
お
寺
の
後
継
者
に
な
れ
な
く

な
っ
た
と
残
念
が
っ
た
そ
う
だ
。
若

い
頃
母
親
か
ら
そ
う
聞
か
さ
れ
た

が
、
特
に
何
と
も
思
わ
な
か
っ
た

と
記
憶
し
て
い
る
。
私
が
物
心
つ

く
頃
に
は
す
で
に
二
人
と
も
嫁
い

で
い
て
、
自
分
が
跡
継
ぎ
だ
と
自

他
と
も
に
認
め
て
い
た
か
ら
だ
が
、

あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
、
男

子
が
お
寺
を
継
ぐ
の
が
当
然
だ
と
、

周
囲
は
も
ち
ろ
ん
、
私
自
身
思
い

こ
ん
で
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

教
区
教
化
に
携
わ
り
、
様
々
な

背
景
か
ら
お
寺
に
関
わ
っ
て
い
る
女

性
に
出
会
う
な
か
で
、
自
分
が
い

か
に
窮
屈
な
考
え
に
と
ら
わ
れ
て

い
た
の
か
教
え
ら
れ
て
い
る
。
か
つ

て
の
私
に
似
た
境
遇
に
あ
る
人
が

い
た
ら
、「
自
分
が
継
が
な
く
て
は
、

と
思
い
こ
ま
な
く
て
よ
い
」
と
伝

え
た
い
。

お
寺
の
長
男
に
生
ま
れ
た
こ
と

が
、教
え
に
遇
う
大
き
な
縁
で
あ
っ

た
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
。
し
か

し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
縁
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
て
、
幾
多
の
縁
を
生
き

る
な
か
、
私
自
身
が
住
職
に
な
る

こ
と
を
選
ん
だ
と
い
う
事
実
が
あ

り
な
が
ら
、
ど
こ
か
言
い
訳
を
し

て
い
る
自
分
が
い
る
。

前
回
（
第
四
一
〇
号
）
の
繰
り

返
し
に
な
る
が
、「
男
女
両
性
で

形
づ
く
る
教
団
」
と
い
う
言
葉
か

ら
問
わ
れ
る
の
は
、
教
団
の
制
度

や
組
織
の
あ
り
方
だ
け
で
は
な
い
。

今
の
私
に
と
っ
て
、「
お
寺
の
長
男

に
生
ま
れ
た
か
ら
や
む
を
え
ず
住

職
を
や
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
い
訳

に
し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
自
身
を

破
る
言
葉
で
あ
り
、
破
ら
れ
た
と

こ
ろ
か
ら
、
本
当
の
意
味
で
生
き

る
こ
と
が
始
ま
る
の
だ
と
思
う
。
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京都教区  7月の教区事業

14日（月） 10 : 30 〜 16 : 00 教区坊守会 総会 教区会館 2 階 大講堂

17日（木） 10 : 00 〜 17 : 00 教区推進員連絡協議会 総会・研修会 教区会館 2 階 大講堂

京都教区  7月の教区諸会議

1日（火） 13 : 00 〜 16 : 00 教化本部 青少幼年部会 会議（Zoom 併用） 教区会館 3 階 大講堂

10日（木） 13 : 30 〜 16 : 30 教化本部 企画室 会議 教区会館 2 階 大講堂

16日（水） 13 : 30 〜 16 : 30 参事会・常任委員会 教区会館 2 階 大講堂

18日（金） 13 : 00 〜 16 : 30 児童大会 スタッフ 事前説明会（Zoom 併用） 教区会館 2 階 大講堂

23日（水） 10 : 30 〜 16 : 30 教区会・教区門徒会合同会議 しんらん交流館 大谷ホール

24日（木） 13 : 30 〜 16 : 30 教化本部 出版部会 編集会議 Web 会議（Zoom）

25日（金） 13 : 30 〜 17 : 30 教化本部 研修講座部会 会議 教区会館 2 階 大講堂

30日（水） 13 : 30 〜 16 : 30 組長会 しんらん交流館 大谷ホール

教
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ
者

得
度
受
式
者

二
〇
二
五
年
五
月
六
日

・
長
浜
第
二
十
二
組 

本
誓
寺　
中
村 

郷
士

・
山
城
第
二
組 

長
德
寺　
仁
科 

度

・
山
城
第
二
組 

長
榮
寺　
本
多 

陽
一
朗

・
近
江
第
八
組 

玄
照
寺　
辰
巳 

将
貴

・
近
江
第
九
組 

東
漸
寺　
三
輪 

隼

・
近
江
第
二
十
六
組 

浄
立
寺　
保
木 

華

・
丹
波
第
二
組 

林
幽
寺　
柴
田 

知

・
因
伯
組 

淨
福
寺　
小
谷 

緑

敬
弔ご

生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、
謹
ん
で
哀
悼

の
意
を
表
し
ま
す
。

・
長
浜
第
十
二
組 

敬
永
寺

　
前
住
職　
桂
樹 

玄　
九
十
六
歳

二
〇
二
四
年 

十
二
月
十
九
日

・
長
浜
第
十
二
組 
法
雲
寺

　
坊
守　
四
木 
美
惠
子　
九
十
八
歳

二
〇
二
四
年
十
二
月
十
五
日

・
敦
賀
組 

高
福
寺

　
坊
守　
竹
本 

よ
う
子　
八
十
四
歳

二
〇
二
五
年 

三
月
二
十
八
日

・
近
江
第
三
組 

寳
善
寺

　
坊
守　
松
内 

和
良　
八
十
七
歳

二
〇
二
四
年 

十
一
月
十
七
日

〔
寺
院
教
会
番
号
順 

敬
称
略
〕

長
浜
教
務
支
所
の
現
金
取
扱
い
日
に
つ
い
て

長
浜
教
務
支
所
の
現
金
取
り
扱
い
日
は
、
左
記

の
と
お
り
で
す
。

7
月
28
日
（
月
）

8
月
4
日
（
月
）　
8
月
18
日
（
月
）

9
月
8
日
（
月
）　
9
月
22
日
（
月
）

10
月
6
日
（
月
）

11
月
17
日
（
月
）

12
月
8
日
（
月
）　
12
月
22
日
（
月
）

宗
教
法
人
事
務
所
備
付
書
類
の
提
出
に
つ
い
て

　
寺
院
（
宗
教
法
人
）
の
毎
会
計
年
度
終
了
後

4
ヵ
月
以
内
に
、
役
員
名
簿
、
財
産
目
録
等
の

書
類
を
寺
院
が
所
在
す
る
県
の
所
轄
庁
（
提
出

書
類
及
び
提
出
先
の
住
所
は
、
県
の
ホ
ー
ムペ
ー

ジ
に
て
確
認
く
だ
さ
い
）
への
提
出
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
法
令
に
則
り
必
ず
提
出
く

だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
届
出
の
な
い
場
合
は
、
1
件
に
つ
き

10
万
円
以
下
の
過
料
が
処
せ
ら
れ
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

『
教
区
だ
よ
り
』
に
つ
い
て

　
毎
月
寺
院
へ
送
付
し
て
お
り
ま
す
『
教
区
だ

よ
り
』
は
、
基
本
3
部
配
布
し
て
い
ま
す
。
1

部
は
寺
院
で
保
管
し
、
他
の
2
部
に
つ
い
て
は
組

門
徒
会
員
の
方
へお
渡
し
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
不
足
の
場
合
は
、
２
部
ま
で
増
部
し
て

お
送
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
の
で
、
教
務
所

ま
で
必
要
部
数
を
お
申
し
出
く
だ
さ
い
（『
教
区

だ
よ
り
』
は
最
大
で
5
部
ま
で
お
送
り
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
）。

依
頼
「
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
」

災
害
に
対
す
る
救
援
金
の
勧
募
に
つ
い
て

　

昨
年
（
二
〇
二
四
年
）一月
一日
に
発
生
し
た

能
登
半
島
地
震
か
ら
一
年
半
余
り
経
過
い
た
し

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
教
区
内
の
み
な
さ
ま
か

ら
被
災
地
の
支
援
に
ご
理
解
を
た
ま
わ
り
、
救

援
金
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
、
こ

の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
た
び
の
地
震
の
影
響
を
受
け
た
北
陸
の
地

は
、
真
宗
門
徒
の
多
い
地
域
で
あ
り
ま
す
。
と

り
わ
け
震
源
地
で
あ
る
能
登
地
方
は
多
く
の
寺

院
・
ご
門
徒
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
、
今
も
な

お
深
い
悲
し
み
と
不
安
の
日
々
を
過
ご
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
真
宗
大
谷
派
と
し
て
、
今
後
も
全

力
を
傾
注
し
て
支
援
策
を
講
じ
て
ま
い
り
ま
す
。

地
震
発
生
直
後
か
ら
、
真
宗
大
谷
派
寺
院
の
被

害
状
況
や
今
日
ま
で
の
支
援
活
動
の
様
子
な
ど

は
、
真
宗
大
谷
派
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
内
で
も
随
時
お

知
ら
せ
更
新
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
公
式
Ｓ

Ｎ
Ｓ
（
Ｘ
）
で
も
発
信
し
て
い
ま
す
。

　

京
都
教
区
と
し
て
も
、
息
の
長
い
被
災
地
支

援
を
続
け
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
な
に
と

ぞ
趣
旨
を
ご
賢
察
た
ま
わ
り
、
救
援
金
勧
募
な

ど
の
被
災
地
の
支
援
に
引
き
続
き
ご
協
力
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
いい
た
し
ま
す
。

真
宗
大
谷
派
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
内

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
つ
い
て

災
害
情
報
公
式
Ｘ（
旧
ツ
イ
ッ
タ
ー
）
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『
真
宗
大
谷
派　
儀
式
軌
範
』
に
、

「
法
要
に
参
加
す
る
す
べ
て
の
人
々
の

声
や
所
作
が
調
和
す
る
こ
と
」、「
調

和
の
あ
る
お
勤
め
」
が
重
要
で
あ
る

と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い

は
あ
れ
ど
も
、
調
和
す
る
こ
と
を
心

掛
け
る
。
正
に
お
浄
土
を
荘
厳
し
て

い
る
と
言
え
る
。

『
教
区
だ
よ
り
』
で
は
「
男
女
共

同
参
画
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
男
女
間

に
お
い
て
対
立
が
あ
って
は
な
ら
な
い
。

排
除
し
て
も
い
け
な
い
。
ど
こ
ま
で
も

「
調
和
」
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

�
 （

出
版
部
会　
井い

の
上う

え 

至い
た
る）

願
は
未
来
を
生
き
よ
う
と
す
る
力
を
与
え
ま
す
。

願
は
未
来
を
生
き
よ
う
と
す
る
力
を
与
え
ま
す
。（（
梶梶か

じ
か
じ

原原わ
ら
わ
ら  

敬敬け
い
け
い

一一い
ち
い
ち  

））

今
月
の
こ
と
ば

京都教区別院 7 月の行事予定

2日（水） 6 : 00 〜   7 : 00 長 浜 暁天講座 法話 伊吹勇真 師（ 長 浜 
第 21 組 願正寺） 長浜別院

2日（水） 9 : 00 〜 11 : 30 長 浜 夏中 法話 竹中慈祥 師（ 長 浜 
第 12 組 真廣寺） 長浜別院

3日（木） 6 : 00 〜   7 : 00 長 浜 暁天講座 法話 達伊優香 師（ 長 浜 
第 18 組 傳正寺） 長浜別院

3日（木） 9 : 00 〜 11 : 30 長 浜 夏中 法話 山田孝夫 師（ 長浜 
第 21 組 禮信寺） 長浜別院

4日（金） 6 : 00 〜   7 : 00 長 浜 暁天講座 法話 増田 和佳子 師（ 長 浜 
第 16 組 誓傳寺） 長浜別院

4日（金） 9 : 00 〜 11 : 30 長 浜 夏中 法話 林憲淳 師（大垣
教区 寶光寺） 長浜別院

5日（土） 6 : 00 〜   7 : 00 長 浜 暁天講座 法話 藤本智 師（ 長 浜 
第 21 組 浄福寺） 長浜別院

5日（土） 9 : 00 〜 11 : 50 長 浜 夏中兼師徳奉讃法要 法話 光明祐寛 師（ 長 浜 
第 20 組 養本寺） 長浜別院

5日（土） 12 : 00 〜 13 : 00 赤野井 定例法要（教如上人御命日逮夜） 法話 中川眞 師（別院輪番） 赤野井別院

6日（日） 14 : 00 〜 16 : 00 伏 見 声明作法講座 法話 浅井誠 師（ 山 城 
第 3 組 皆演寺） 伏見別院

9日（水） 13 : 30 〜 15 : 30 山 科 同朋の会 法話 磯野惠嗣 師（教区駐在教導） 山科別院

10日（木） 14 : 00 〜 17 : 00 伏 見 伏見別院同朋会　御文輪読 伏見別院

13日（日） 10 : 00 〜 11 : 30 岡 崎 三日講「歎異抄を読む」 法話 近藤悠 師（列座） 岡崎別院

15日（火） 6 : 30 〜   8 : 30 伏 見 暁天講座 法話 譽田和人 師（ 近 江 
第 6 組 託仁寺） 伏見別院

15日（火） 14 : 00 〜 16 : 00 山 科 永代経兼定例法話 法話 沙加戸崇 師（ 近 江 
第 1 組 響忍寺） 山科別院

16日（水） 6 : 30 〜   8 : 00 伏 見 暁天講座 法話 平原晃宗 師（ 山 城 
第 5 組 正蓮寺） 伏見別院

17日（木） 6 : 30 〜   8 : 00 大 津 暁天講座 法話 一色孝 師（ 長 浜 
第 13 組 光西寺） 大津別院

17日（木） 19 : 00 〜 21 : 00 伏 見 親鸞教室 法話 藤原正寿 師（大谷大学准教授） 伏見別院

18日（金） 6 : 30 〜   8 : 30 大 津 暁天講座 法話 渡邊愛子 師（仏典童話作家） 大津別院

18日（金） 9 : 00 〜 11 : 00 山 科 おみがき 山科別院

21日（月）   7 : 00 〜 赤野井 暁天講座 法話 飯山等 師（大垣
教区 西向寺） 赤野井別院

21日（月）   9 : 30 〜 赤野井 夏御文拝読法要 法話 飯山等 師（大垣
教区 西向寺） 赤野井別院

22日（火）   7 : 00 〜 赤野井 暁天講座 法話 花山孝介 師（三重
教区 遍崇寺） 赤野井別院

22日（火）   9 : 30 〜 赤野井 永代経法要 法話 花山孝介 師（三重
教区 遍崇寺） 赤野井別院

25日（金） 6 : 45 〜   8 : 00 岡 崎 暁天講座 法話 藤井慈等 師（三重
教区 慶法寺） 岡崎別院

26日（土） 6 : 45 〜   8 : 00 岡 崎 暁天講座 法話 一楽真 師（大谷大学学長） 岡崎別院

27日（日） 6 : 45 〜   8 : 00 岡 崎 暁天講座 法話 髙橋法信 師（大阪
教区 光徳寺） 岡崎別院

27日（日） 12 : 00 〜 13 : 00 赤野井 定例法要（宗祖親鸞聖人御命日逮夜） 法話 中川眞 師（別院輪番） 赤野井別院

27日（日） 14 : 00 〜 16 : 00 伏 見 ご命日のつどい 法話 中村修司 師（ 山 城 
第 4 組 西念寺） 伏見別院

28日（月） 6 : 30 〜   8 : 30 山 科 暁天講座 法話 佐野明弘 師（大谷専修学院長） 山科別院

29日（火） 6 : 30 〜   8 : 30 山 科 暁天講座 法話 秦信映 師（ 長 浜 
第 24 組 明德寺） 山科別院

30日（水） 6 : 30 〜   8 : 30 山 科 暁天講座 法話 狐野やよい 師（三重
教区 西恩寺） 山科別院

『真宗大谷派　儀式軌範』
（東本願寺出版部）


