
　
　
　

御
正
忌
団
体
参
拝

　
　
　
　
　
中
止
の
お
知
ら
せ

　
天
満
別
院
門
徒
会
で
は
、
ご
本
山
「
御
正

忌
報
恩
講
」
期
間
中
に
は
、
例
年
団
体
参
拝

を
致
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
昨
今
の
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
を
考
慮
し
、
ご
本

山
の
指
針
に
沿
い
、
今
年
度
の
団
体
参
拝
は

中
止
と
な
り
ま
し
た
こ
と
を
ご
報
告
致
し
ま

す
。
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報
恩
講
と
は
、「
報
恩
」恩
に
報
い
る「
講
」

人
々
が
集
ま
る
と
書
き
ま
す
。

　
天
満
別
院
で
は
３
、４
、５
日
と
報
恩
講
が

厳
修
さ
れ
ま
す
。
普
段
お
寺
に
お
参
り
の
機

会
が
な
い
方
も
ぜ
ひ
参
詣
し
て
い
た
だ
き
、

ご
先
逹
が
大
事
に
さ
れ
て
き
た
お
念
仏
の
み

教
え
に
出
遇
う
こ
と
の
で
き
た
ご
恩
に
報
い

る
報
恩
講
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

I
）

編
集
後
記

　  

今
月
の
伝
道
掲
示
板

法要・行事予定

月
か
げ
の

　
い
た
ら
ぬ
さ
と
は

　
　
　
　
な
け
れ
ど
も

　
な
が
む
る
人
の

　
　
こ
こ
ろ
に
ぞ
す
む

　 

　
― 
法
然
上
人 

―

４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 「
天
満
別
院　
報
恩
講
中
の
お
荘
厳
」

　２日　真如上人御祥月御命日　　　　　（８時）
　　　　〜　報　恩　講　〜（３〜５日）〜　報　恩　講　〜（３〜５日）
　　３日　逮夜　　　　　　　　　（１３時３０分）３日　逮夜　　　　　　　　　（１３時３０分）
　４日　　４日　晨朝　晨朝　　　　　　　　　　　　   （７時）　　　　　　　　　　　   （７時）
　　　　日中　　　　　　　　　　　　（１０時）　　　　日中　　　　　　　　　　　　（１０時）
　　　　結願逮夜　　　　　　　（１３時３０分）　　　　結願逮夜　　　　　　　（１３時３０分）
　５日　結願　５日　結願晨朝晨朝　　　　　　　　　　　（７時）　　　　　　　　　　　（７時）
　　　　報徳会　　　　 　　　　　 　 （１１時）　　　　報徳会　　　　 　　　　　 　 （１１時）
　　　　　　　　教如上人御祥月御命日教如上人御祥月御命日
   　　　　   　　　　結願日中　　　結願日中　　　　　　　　　  （１３時３０分）  （１３時３０分）
１２日　闡如上人御逮夜・常永代経　　 （１４時）
１３日　闡如上人御命日　兼日中　　　　（８時）
１４日　巧如上人御祥月御命日　　　　　（８時）
２７日　宗祖聖人御逮夜             　　  （１４時）　　　　
２８日　宗祖聖人御命日　兼日中   　　　（８時）
※　今年度の報恩講はご法話を取止め、輪番挨拶
　と致します。

１１月
　４日　達如上人御祥月御命日　　　　 　（８時）
１２日　闡如上人御逮夜・常永代経　　 （１４時）
１３日　闡如上人御命日　兼日中　　   　 （８時）
２４日　顕如上人御祥月御命日　　　　　 （８時）
            『正信偈』書写の会　　　　　  （１０時）
　　　　定例法話　　　　　　　 （１３時３０分）　
　　　　　乙部大信師　　　　　 （第３組恩楽寺）　　　　　　　　　
２７日　宗祖聖人御正忌御逮夜　　　 　（１４時）　　　　 　　
２８日　宗祖聖人御正忌晨朝　　　　　　 （８時）
　　　　宗祖聖人御正忌日中          　　（１０時）
※　１１月の諸行事につきましても、感染状況を
　みて判断致します。

１０月

親鸞忌七五九年親鸞忌七五九年　　　　　　　　　　　　　　　　報恩講報恩講

　
〜  

報
恩
講

　
日
程  

〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
10
月
3
日(

土)

　
　
　
逮
夜

　
　
　
　
　
13
時
30
分
〜

　
　
　
　
輪
番
挨
拶

　　
　
10
月
4
日(

日)

　
　
　
晨
朝

　
　
　
　
　

7
時
〜

　
　
　
日
中

　
　
　
　
　
10
時
〜

　
　
　
御
伝
鈔
拝
読

　
　
　
結
願
逮
夜

　
　
　
13
時
30
分
〜

　
　
　
　
輪
番
挨
拶

　

　
　
10
月
5
日(

月)

　
　
　
結
願
晨
朝

　
　
　

7
時
〜

　
　
　
報
徳
会

　
　
　
　
11
時
〜

　
　
　
結
願
日
中

　
　
　
13
時
30
分
〜

　
　
　
　
輪
番
挨
拶

　
※  

今
年
度
の
報
恩
講
は
ご
法
話
を
取
止
め
、

　
　
輪
番
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

　
　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
す
が
、
皆
様
の

　
　
ご
参
詣
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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た
だ
き
た
い
。
何
と
言
っ
て
も
如
来
聖

人
に
申
し
訳
な
い
。

　
さ
て
、
全
国
約
８
７
０
０
ヶ
寺
に
及

ぶ
報
恩
講
最
終
日
の
御
和
讃(

結
讃)

は
、
毎
年
欠
か
さ
ず

　　
　
如
来
大
悲
の
恩
徳
は 

　
　
　
　
　

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ・

・し

　
　
　

師
主
知
識
の
恩
徳
も

　
　
　
　
　

骨
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ・

・し 

と
御
堂
一
杯
、
声
高
ら
か
に
唱
和
さ
れ

る
。
通
称
「
恩
徳
讃
」
と
称
さ
れ
、
親

鸞
聖
人
に
お
け
る
仏
恩
報
謝
の
念
を
表

す
象
徴
的
な
お
言
葉
で
あ
る
。
私
達
真

宗
門
徒
に
と
っ
て
も
、
あ
ま
り
に
も
厳

然
と
響
き
、
熱
い
も
の
が
胸
に
突
き
刺

さ
る
よ
う
な
、深
い
感
動
を
い
た
だ
く
。

こ
の
「
べ
し
」
と
い
う
助
動
詞
は
、
親

鸞
聖
人
は
お
聖
教
に
、
大
事
な
と
こ
ろ

で
よ
く
お
使
い
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
伝
統
的
な
解
釈
は
「
〜
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
必
要
・
義
務
の

意
味
か
ら
す
れ
ば
、
聖
人
は
阿
弥
陀
如

来
か
ら
の
教
勅
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ

て
い
る
感
が
強
い
。

　「
べ
し
」
に
つ
い
て
『
古
語
大
辞
典
』

に
よ
る
と
「
推
量
の
意
と
し
て
…
だ
ろ

う
。
…
に
違
い
な
い
。
当
然
の
意
と
し

　
ま
た
、
一
昨
日
、
敬
老
の
日
を
迎
え

ま
し
た
が
、
あ
る
家
庭
で
の
話
が
あ
り

ま
し
た
。

　
息
子
さ
ん
は
日
頃
、
母
親
に
も
う
歳

な
の
に
加
え
、足
腰
も
弱
い
の
だ
か
ら
、

何
も
し
な
く
て
い
い
と
言
っ
て
い
る
。

母
親
が
何
か
始
め
よ
う
も
の
な
ら
、
す

ぐ
に
叱
る
。今
日
は
敬
老
の
日
な
の
で
、

母
親
に
何
か
欲
し
い
も
の
は
な
い
か
と

尋
ね
て
み
た
。
母
親
は
今
の
歳
と
な
っ

て
は
も
う
何
も
要
ら
な
い
。
た
っ
た
一

つ
私
を
叱
る
こ
と
を
止
め
て
ほ
し
い
と

言
わ
れ
た
時
、
は
っ
と
目
が
覚
め
た
」

と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
参
拝
の
皆

様
も
頷
い
て
お
ら
れ
る
様
子
で
し
た
。

　
　
　
　

　

「
…
べ
し
」
か
ら
問
わ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
輪
番

　
武
宮

　
信
勝

　
新
型
コ
ロ
ナ
へ
の
対
策
が
、
社
会
全

体
の
し
く
み
を
大
き
く
変
容
し
続
け
、

8
ヶ
月
に
な
る
。
特
に
「
三
密
」
は
人

と
の
接
触
・
会
話
を
避
け
孤
立
・
孤
独

化
を
一
層
助
長
し
た
よ
う
に
思
え
る
。

マ
ス
ク
社
会
が
当
た
り
前
、
拒
絶
す
る

と
飛
行
機
か
ら
降
ろ
さ
れ
る
と
い
う
事

態
を
誰
が
想
像
し
た
だ
ろ
う
か
。
し
か

し
な
が
ら
秋
の
彼
岸
に
入
っ
て
野
球
・

サ
ッ
カ
ー
観
戦
を
は
じ
め
、
旅
行
等
少

し
ず
つ
緩
和
さ
れ
て
は
来
て
い
る
が
、

油
断
は
決
し
て
許
さ
れ
て
は
い
な
い
。

そ
ん
な
中
で
報
恩
講
教
団
と
い
わ
れ
る

真
宗
寺
院
は
、
全
国
各
地
で
親
鸞
聖
人

の
報
恩
講
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

当
別
院
も
ご
案
内
の
と
お
り
10
月
3
日

〜
５
日
の
日
程
で
厳
修
さ
れ
る
。「
い

つ
も
と
は
違
う
○
○
」
に
沿
っ
て
、
コ

ロ
ナ
感
染
対
策
を
講
じ
各
座
儀
式
を
簡

略
・
法
話
を
外
し
輪
番
の
挨
拶
と
し

た
。
別
院
役
職
者
に
ご
相
談
の
上
と
は

言
え
、
慙
愧
の
念
は
拭
え
な
い
重
苦
し

い
決
断
で
あ
る
こ
と
を
御
承
知
し
て
い

の
言
葉
を
聞
く
勤ご

ん
ぎ
ょ
う行

の
合
図
と
し
て
用

い
て
い
ま
す
。

　「
真
宗
大
谷
派
勤
行
集
」
で
、
●

 く
ろ
ま
る 

の
印
は
鏧
や
鈴
を
打
つ
記
号
で
、
大
・

小
で
打
つ
音
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
ま

す
。
お
勤
め
の
始
め
に
打
つ
音
の
大
き

さ
、
間
合
い
で
、
同
じ
『
正し

ょ
う
し
ん
げ

信
偈
』
で

も
、
報
恩
講
の
重
い
お
勤
め
、
平
素
の

軽
い
お
勤
め
を
指
示
す
る
合
図
で
大
き

な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
鈴
を
う
つ
の
は
、
お
勤
め
の
始
ま
る

合
図
で
す
の
で
、
そ
れ
以
外
の
、
お
そ

な
え
も
の
を
し
た
時
と
か
、
前
に
座
っ

た
時
に
打
つ
の
は
正
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。

　
鈴
を
打
つ
棒
を
撥ば

ち
と
い
い
、
勤
行
中

は
鈴
の
横
に
置
き
、
終
わ
れ
ば
鈴
の
中

へ
収
め
ま
す
。
リ
ン
の
下
に
は
、
音
を

さ
え
ぎ
る
鈴
座
布
団
で
は
な
く
、
雲
輪

と
い
う
金
襴
の
輪
を
置
き
、
鈴
台
は
四

角
で
す
。
こ
れ
は
音
が
静
か
に
流
れ
る

よ
う
に
と
工
夫
さ
れ
た
仏
具
で
す
。

　
托
鉢
の
名
残
で
す
の
で
、
鈴
の
中
は

今
で
も
美
し
く
し
て
置
き
ま
し
ょ
う
。

　
　（
第
12
組  

清
澤
寺  

澤
田  

秀
丸
）

　

答
え
　
　
　
　 

鏧き
ん

　
寺
院
の
鏧き

ん
も
、家
庭
の
鈴り

ん
も
「
た
た
く
」

「
な
ら
す
」
と
は
い
わ
な
い
で
、
正
し
く

は
「
う
つ
」
と
い
い
ま
す
。

　
形
が
「
し
も
ぶ
く
れ
」
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
お
釈
迦
様
の
時
代
か
ら
の

「
托た

く
は
つ鉢

」
の
名
残
で
す
。
経
典
『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
ー
』
に
お
釈
迦
様
は
常
に
「
大

き
な
青
銅
の
鉢
」
を
持
た
れ
て
い
た
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
お
釈
迦
様
が
、
人
び
と
の
心
静
め
る
意

味
で
青
銅
の
鉢
を
手
で
打
っ
て
、
説
法
を

始
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
古
事
に
倣
っ
て
、
私
た
ち
も
鏧
や
鈴

を
打
つ
の
は
、
大
切
な
仏
さ
ま
の
さ
と
り

て
…
し
て
当
然
だ
。
…
す
る
は
ず
だ
」

と
あ
る
。
今
一
度
、
蓮
如
上
人
の
報
恩

講
の
精
神
を
「
知
恩
報
徳
の
御
仏
事
」

『
御
文
』
か
ら
い
た
だ
き
直
す
と
、
阿

弥
陀
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
歓
び
を
私

一
人
の
と
こ
ろ
に
止
め
る
の
で
は
な

く
、
他
の
人
々
（
同
朋
）
と
一
緒
に
、

分
か
ち
合
い
、
語
り
合
う
中
で(
講)
、

「
身
を
粉
に
し
、
骨
を
く
だ
い
て
も
お

返
し
し
て
い
き
た
い
も
の
だ
。」
と
い

う
、
私
達
か
ら
、
ご
恩
に
報
い
て
い
き

ま
し
ょ
う
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
「
べ
し
」
に
は
、
阿
弥

陀
仏
か
ら
の
ご
命
令
と
、
大
悲
に
抱
か

れ
て
い
る
ご
恩
徳
に
報
い
て
、
精
一
杯

生
き
抜
い
て
参
り
ま
す
と
い
う
応
答
が

あ
り
ま
す
。
報
恩
講
は
今
の
私
の
生
き

ざ
ま
を
改
め
て
見
直
す
大
切
な
仏
事
で

あ
り
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
世

上
に
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
世
に

想
い
を
寄
せ
、「
人
と
し
て
生
ま
れ
て

き
た
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
さ
せ
て
い

た
だ
こ
う
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
せ
っ
か
く
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
し

か
も
誰
に
代
わ
る
こ
と
も
、
代
わ
っ
て

も
ら
う
こ
と
も
で
き
な
い
、
二
度
と
生

ま
れ
変
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
た
っ

た
一
度
限
り
の
人
生
だ
か
ら
。

な
ぜ
鏧き

ん

や
鈴り
ん
を
鳴
ら
す
の
か
？　

２３

報
告

Q&A

い
。」
と
話
さ
れ
、
確
か
に
そ
の
通
り

で
あ
る
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
三
ツ
具
足
で
あ
る
花
（
花
瓶
）・

香
（
香
炉
）・
灯
（
燭
台
）
の
意
味
に

つ
い
て
、
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
今
回
の
勉
強
会
に
つ
い
て
は
、
青
年

部
会
員
中
心
の
勉
強
会
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
今
後
と
も
こ
の
よ
う

な
勉
強
会
を
継
続
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
の
で
、
終
束
し
た
折
に
は
、
ご
参

加
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
何
卒
よ

ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　 

秋
季
彼
岸
会
勤
修

　
別
院
で
は
、
去
る
９
月
23
日
、
秋
季

彼
岸
会 

並 

総
永
代
経
法
要 

兼 

墓
地

納
骨
（
物
故
者
）
追
弔
法
要
が
勤
修
さ

れ
ま
し
た
。春
季
彼
岸
会
に
引
き
続
き
、

秋
季
彼
岸
会
も
ご
法
話
が
取
止
め
と
な

り
、
法
要
後
に
は
輪
番
挨
拶
が
あ
り
ま

し
た
。
御
輪
番
か
ら
は
、「
今
年
は
厳

し
い
残
暑
が
続
き
ま
し
た
が
、
文
字
通

り
『
暑
さ
寒
さ
は
彼
岸
ま
で
…
』
と
言

わ
れ
て
い
る
が
如
く
、
朝
夕
は
め
っ
き

り
涼
し
く
な
り
ま
し
た
。
田
舎
で
は
、

鈴
虫
が
秋
の
訪
れ
を
告
げ
て
く
れ
て
い

ま
す
が
、
当
別
院
で
は
虫
の
音
が
聞
こ

え
ず
、
少
し
寂
し
い
気
が
し
ま
す
。

輪
番
雑
感

　
　
　

 

青
年
部
会
勉
強
会

　
別
院
で
は
、
去
る
９
月
８
日
、
青
年

部
会
勉
強
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

　
御
講
師
に
は
大
阪
教
区
第
13
組
即
念

寺
住
職
洲
﨑
善
範
師
に
お
越
し
い
た
だ

き
、「
儀
式
に
つ
い
て
（
お
荘
厳
を
通

し
て
）」
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　　
師
か
ら
は
、
最
初
に
「
こ
の
コ
ロ
ナ

禍
に
法
話
が
y

 

o

 

u

 

t

 

u

 

b

 

e
で
配

信
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
つ
で
も
ど

こ
で
も
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
儀

式
は
時
間
と
空
間
を
と
も
に
す
る
か
ら

こ
そ
良
い
の
で
あ
っ
て
儀
式
が
L

 

i
　

v

 

e
で
な
い
と
時
間
と
空
間
は
整
わ
な 即念寺　洲﨑善範師

輪番挨拶中の本堂の様子


