
　
報
恩
講
お
手
伝
い
の
お
願
い

　
来
る
10
月
３
日
（
火
）
〜
５
日
（
木
）、　

例
年
の
如
く
天
満
別
院
報
恩
講
が
勤
修
さ
れ

ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
ご
門
徒
の
皆
様
に
お

手
伝
い
を
お
願
い
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
半

日
だ
け
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
ご
参
加
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

日
程
　
10
月
４
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
９
時
〜
17
時
ま
で

　
　
　
10
月
５
日
（
木
）

　
　
　
　
　
　
　
９
時
〜
17
時
ま
で
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報
恩
講
の
時
期
と
な
り
ま
し
た
。
一
年
の

集
大
成
と
い
う
べ
き
大
切
な
法
要
が
ご
ざ
い

ま
す
。
毎
年
変
わ
ら
ず
本
堂
い
っ
ぱ
い
に
響

き
渡
る
素
晴
ら
し
い
声
明
や
、
ま
た
そ
れ
に

携
わ
る
こ
と
は
大
変
有
難
い
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　
皆
様
も
お
忙
し
い
と
は
存
知
ま
す
が
ど
う

ぞ
別
院
へ
お
参
り
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
待

ち
申
し
上
げ
ま
す   

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

K
）

編
集
後
記

　  

今
月
の
伝
道
掲
示
板

法要・行事予定

生
活
の
中
で

念
仏
す
る
の
で
は
な
く

念
仏
が

生
活
に
な
る
の
で
す

　
　
　
　
　
　
ー
宮
城
　
顗
ー

４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祖
師
前　
真
向
き
の
親
鸞
聖
人
御
真
影　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　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（音楽法要）　　　（１０時 30 分）　　　　報徳会（音楽法要）　　　（１０時 30 分）
　　　　　　　　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）
　　　　　法話：輪番　武宮 信勝  　　　

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）
　　　　定例法話　　　　　　　 （１３時３０分）　
　　　　　越本 達了師　　　　　（第５組專光寺）　　　　
２７日　宗祖聖人御正忌御逮夜　　　 　（１４時）　　　　 　　
２８日　本山御正忌団体参拝　 （７時３０分出発）
　　　　宗祖聖人御正忌晨朝　　　　　　 （８時）
　　　　宗祖聖人御正忌日中         　　 ( １０時）
　　　　　      
　　　　　　天満別院報恩講
　　　１０月３・４・５日
皆さまのお参りをお待ちしております

１０月

　
　

　　
過
日
、
自
坊
秋
の
彼
岸
会
法
要
の
た
め
田
舎
に
帰
ら
し
て
も

ら
っ
た
。
あ
ち
こ
ち
の
田
ん
ぼ
の
あ
ぜ
道
に
「
彼
岸
花
」
が
赤
い

血
が
燃
え
る
に
よ
う
に
咲
い
て
い
た
。
例
年
に
な
く
沸
騰
す
る
よ

う
な
酷
暑
が
続
い
た
折
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
め
げ
ず
に
よ
う
こ
そ

咲
い
て
く
れ
た
ね
ぇ
」
と
独
り
言
。

　
夕
食
時
若
院
が
、「
明
日
、
大
阪
の
〇
〇
さ
ん
が
墓
じ
ま
い
に

来
る
と
い
う
連
絡
が
き
て
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
。」
と
頼
ま
れ

ま
し
た
。
そ
の
方
は
松
島
で
生
ま
れ
、
両
親
を
残
し
て
就
職
列
車

で
大
阪
へ
。
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
で
あ
り
ま
す
。
正
月
・
お
盆

の
時
期
は
、
ほ
ぼ
田
舎
に
帰
省
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら

8
年
前
に
父
親
が
亡
く
な
り
、
5
年
前
に
母
親
が
亡
く
な
り
、
今

は
空
き
家
同
然
の
大
き
な
屋
敷
が
遺
さ
れ
た
ま
ま
。

　
久
し
ぶ
り
に
お
寺
で
お
会
い
し
、
少
し
く
お
話
を
し
ま
し
た
。

大
阪
で
知
り
合
っ
た
関
西
の
方
と
結
婚
し
、
娘
2
人
も
成
長
し
お

嫁
に
行
か
れ
た
そ
う
だ
。
12
年
前
、
仕
事
も
停
年
退
職
し
今
で
は

奥
様
と
の
老
人
2
人
暮
し
。
田
舎
に
帰
り
た
い
と
思
う
け
ど
高
齢

に
な
り
も
う
帰
れ
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
墓
じ
ま
い
を
し
て
、
ご

先
祖
の
遺
骨
を
お
寺
の
永
代
納
骨
堂
に
納
め
て
欲
し
い
と
の
こ
と

で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
話
は
、
今
や
日
本
全
国
各
地
で
日
常
的
に

聞
こ
え
て
き
ま
す
。

　
先
日
、
朝
日
新
聞
「
時
時
刻
刻
」
欄
見
出
し
に
「
―
墓
じ
ま
い

さ
れ
ず
、参
る
人
も
お
ら
ず
、草
木
伸
び
放
題
―
」が
目
に
止
ま
り
、

「
無
縁
墓
積
も
る
悩
み
」
が
特
集
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
昨
年
の
国

内
の
死
亡
者
は
過
去
最
多
の
１
５
０
万
人
を
超
え
た
と
い
う
。
高

齢
化
し
、地
縁
、血
縁
が
薄
れ
る
中
で
、墓
の
守
り
手
が
お
ら
ず「
無

縁
墓
」
と
な
る
ケ
ー
ス
が
急
速
に
目
立
ち
は
じ
め
、
弔
い
の
風
景

が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
　
　
　【
次
ペ
ー
ジ
に
続
き
ま
す
】

本山（東本願寺）御用達

〒 600-8153
京都市下京区東町本願寺大門前
電話　(075)-351-3681
FAX   (075)-351-5563

　　　　〜南無阿弥陀仏　人と生まれたことの意味をたずねていこう〜
　　　　　　　　　　　　宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要　（慶讃テーマ）

  

　　　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
報
恩
講

報
恩
講
　
　
　
　
親
鸞
忌
七
六
二
年

親
鸞
忌
七
六
二
年

「
誰
の
た
め
に
、
私
一
人
の
た
め
に
」

「
誰
の
た
め
に
、
私
一
人
の
た
め
に
」

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　

  　
　
　
　
武
宮　
信
勝

武
宮　
信
勝　　

　　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



　
　
　

   　

 　
　

　
　  

　

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
親
鸞
さ
ま
に
遇
い
に

〜
親
鸞
さ
ま
に
遇
い
に

　
　
　
　
　
　
行
き
ま
し
ょ
う
〜

　
　
　
　
　
　
行
き
ま
し
ょ
う
〜

　
今
年
の
春
に
は
御
本
山
で
親
鸞
さ

ま
の
御
誕
生
８
５
０
年
、
立
教
開
宗

８
０
０
年
の
慶
讃
法
要
が
厳
修
さ
れ
、

全
国
各
地
よ
り
延
10
万
人
の
方
々
が
御

参
拝
さ
れ
ま
し
た
。

　
来
る
11
月
28
日
は
、
親
鸞
さ
ま
が
御

命
終
さ
れ
て
７
６
１
年
。
こ
の
日
は
報

恩
講
最
終
日
と
な
り
結
願
日
中
（
御
満

座
）
に
お
い
て
古
来
か
ら
当
派
の
み
に

伝
わ
る
「
坂ば

ん
ど
う
ぶ
し

東
曲
」
の
声
明
が
勤
ま
り

ま
す
。

　
お
念
仏
と
和
讃
を
繰
り
返
し
体
を
力

強
く
前
後
左
右
に
動
か
し
て
の
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
声
明
で
あ
り
ま
す
。
共
々
に

こ
の
法
縁
に
お
遇
い
し
ま
し
ょ
う
。

※
詳
細
は
同
封
し
た
折
り
込
み
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。　

　

　
　答

え
　「
御
斎
」
と
は
単
な
る
食
事
で
は
な

く
「
仏
事
」
で
あ
り
ま
す
。「
斎
」
と

い
う
言
葉
に
は
、
正
し
い
、
慎
む
と
い

う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
本
来
、
不
殺
生

と
い
う
戒
律
を
守
っ
た
正
し
い
、
慎
み

深
い
僧
侶
の
寺
院
で
の
食
事
と
し
て
精

進
料
理
を
出
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
古
来

よ
り
、仏
教
用
語
で
「
斎
食
」
と
い
い
、

僧
侶
が
決
ま
っ
た
時
刻
に
と
る
食
事
で

あ
る
と
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
真
宗
大
谷
派
で
は
、
報
恩
講
（
親
鸞

聖
人
の
ご
命
日
に
勤
め
る
法
要
）
な
ど

の
仏
事
の
際
に
、
お
参
り
さ
れ
る
方
、

お
一
人
お
ひ
と
り
が
、
米
や
野
菜
な
ど

持
ち
寄
り
、
調
理
し
て
い
た
だ
い
た
お

食
事
の
こ
と
を「
御
斎
」と
言
い
ま
す
。

そ
し
て
、お
食
事
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

お
念
仏
に
出
遇
っ
た
慶
び
を
、
そ
の
場

に
集
ま
っ
た
方
々
と
語
り
合
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
亡
き
人
を
偲
び
な
が
ら
、

飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
す
る
こ
と
を
「
御

斎
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、「
御
斎
」

も
仏
事
と
し
て
、亡
き
人
を
ご
縁
と
し
、

仏
様
の
教
え
に
出
遇
う
場
と
し
て
大
切

に
し
て
お
り
ま
す
。

　
今
日
も
「
御
斎
」
の
場
は
、
亡
き
人

が
仏
事
を
通
し
て
集
め
て
く
だ
さ
っ
た

人
と
人
と
の
繋
が
り
を
深
め
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
な
る
こ
と
が
願

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
、

大
切
な
い
の
ち
を
い
た
だ
く
こ
と
を
認

識
し
、
改
め
て
生
き
る
喜
び
に
目
覚
め

て
欲
し
い
と
い
う
仏
様
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
共
有
す
る
場
で
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
様
に
照
ら
さ
れ

て
お
食
事
も
仏
事
と
し
て
「
御
斎
」
と

申
し
ま
す
。

　
　

　
　（
第
13
組  

善
福
寺  

野
村  

正
示
）

　
別
院
門
徒
会
と
し
て
、
団
体
参
拝
を

左
記
の
通
り
計
画
致
し
ま
し
た
。
是
非

ご
参
加
下
さ
い
。
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
記
　

日   

程
　
11
月
28
日(
火)

集
　
合
　

7
時
15
分
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
天
満
別
院
　
本
堂

出
　
発
　

7
時
30
分

参
加
費
　
１
人
５
０
０
０
円

法
事
の
時
の
お
食
事
を
な
ぜ
御お
と
き斎
と
言
う
の
で
す
か
？

２３

報
告

Q&A

　
秋
季
彼
岸
会　
勤
修

　
去
る
9
月
24
日
（
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
。

御
講
師
に
は
、
第
15
組 

西
稱
寺
宮
部

渡
師
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
師
は
、
安
田
理
深
先
生
の
「
本
当
の

も
の
が
わ
か
ら
な
い
と
本
当
で
な
い
も

の
を
本
当
に
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
引

用
さ
れ
普
段
の
生
活
で
本
当
の
も
の

（
仏
智
）
を
本
当
で
な
い
も
の
（
理
性
）

で
考
え
て
し
ま
い
そ
れ
は
「
煩
悩
具
足

の
凡
夫
」
で
あ
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。

　
私
た
ち
の
体
の
奥
底
に
は
阿
弥
陀
様

か
ら
の
願
い
が
確
か
に
あ
り
、
そ
の
こ

と
に
気
づ
く
た
め
に
生
き
て
い
く
こ
と

が
大
切
な
ん
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
　
　
　

〜 

報
恩
講
　
日
　
程  

〜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
10
月
3
日(

火)

　　
逮
夜　
　
　
　
　
13
時
30
分
〜

　
　
　
法
話
二
席　
　
　

　　
10
月
4
日(

水)

　
　
　

　
晨
朝　
　
　
　
　
7
時
〜

　　
日
中　
　
　
　
　
10
時
〜

　
　
　

　
御
伝
鈔
拝
読

　
　
　

　
結
願
逮
夜　
　
　
13
時
30
分
〜

　
　
　
法
話
一
席　
　
　
　

　
　

　
10
月
5
日(

木)

　
　
　

　
結
願
晨
朝　
　
　
7
時
〜

　　
報
徳
会
（
音
楽
法
要
）

　
　
　
　
　
　
　
　
10
時
30
分
〜

　
　
　

　
結
願
日
中　
　
　
13
時
30
分
〜

　
　
　
法
話
一
席

宮部　渡　師

も
は
や
墓
じ
ま
い
な
ら
ず
無
縁
墓
化
時

代
に
突
入
し
て
い
る
と
い
う
。

　
当
別
院
墓
地
で
も
、
年
々
歳
々
墓
じ

ま
い
の
方
が
増
加
傾
向
。
合
祇
墓
に
納

め
る
方
が
後
を
絶
た
な
い
。
何
か
も
の

悲
し
い
よ
う
な
社
会
変
化
を
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う

か
。
私
達
は
、「
誰
の
た
め
の
お
墓
で

あ
る
の
か
」
を
一
大
事
と
し
て
問
い
直

し
て
み
る
時
期
が
き
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
痛
感
し
ま
す
。

　
首
都
圏
教
化
推
進
本
部
員
の
海
　
法

龍
氏
が
墓
の
本
来
の
意
味
を
回
復
し
た

い
と
願
っ
て

「
お
墓
が
、
た
だ
単
に
お
骨
を
お
さ
め

る
だ
け
で
な
く
、
死
を
悼
み
悲
し
ん
で

礼
拝
し
た
だ
け
で
な
く
、
お
墓
が
「
帰

命
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
あ
る
い
は
「
倶
会
一
処
」
と
刻

ん
で
念
仏
申
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ

が
親
鸞
聖
人
の
お
心
に
か
な
っ
た
「
真

宗
の
本
尊
」
と
し
て
の
お
墓
で
す
。
だ

か
ら
お
墓
は
誰
の
た
め
に
あ
る
の
か
と

い
う
と
、
死
者
の
た
め
に
、
生
者
の
た

め
に
、
未
来
の
人
の
た
め
に
、
私
の
た

め
に
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
た
め
に
あ

る
の
で
す
。」

と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
さ
て
、
皆
さ

ん
は
ど
う
お
も
わ
れ
ま
す
か
。

報
恩
講
ご
参
拝
へ
の
お
願
い

　　
今
年
の
春
、
御
本
山
で
親
鸞
聖
人
御

誕
生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年

慶
讃
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。「
人

と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
て

い
こ
う
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
基
、
全
国

各
地
か
ら
た
く
さ
ん
の
ご
門
徒
が
参
拝

さ
れ
ま
し
た
。「
一
人
の
念
仏
者
の
誕

生
」
を
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
今
法
要
が
円
成
し
新
た
な

ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。

　
日
常
に
あ
る
悩
み
、
苦
し
み
、
悲
し

み
は
私
の
身
か
ら
決
し
て
無
く
な
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
こ
の
身
の

事
実
を
通
し
て
私
を
愛
し
案
じ
敬
っ
て

ま
で
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
仏
の
ご
本
願
に

気
付
か
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
　

　
先
師
は
「
如
来
は
我
な
り
、
如
来
我

と
な
っ
て
我
を
救
い
た
も
う
。
さ
れ
ど

我
は
如
来
に
あ
ら
ず
」（
曽
我
量
深
）

と
申
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
用
き
に
目
が

覚
め
た
時
如
来
の
御
恩
徳
を
身
を
粉
に

し
て
も
報
ぜ
ん
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

下
記
報
恩
講
に
あ
た
り
ご
一
緒
に
お
御

堂
に
座
っ
て
静
か
に
尋
ね
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
ょ
う
。

　
誰
の
た
め
で
な
く
、
私
一
人
の
た
め

に
。


