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い
よ
い
よ
「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百

年
慶
讃
法
要
」
を
お
迎
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
、
こ
れ

ま
で
国
内
外
の
僧
侶
、
門
信
徒
の
皆
様
を
は
じ
め
、
有
縁
の
方
々

か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
協
賛
に
、
あ
ら
た
め
て
衷
心
よ

り
御
礼
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

ご
門
主
様
は
、
本
年
の
御
正
忌
報
恩
講
法
要
ご
満
座
に
続
い
て
、

新
し
い
「
領
解
文
」（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
に
つ
い
て
の
消
息
を

発
布
さ
れ
、
そ
の
冒
頭
で
、「
こ
の
た
び
の
慶
讃
法
要
は
、
親
鸞
聖

人
の
立
教
開
宗
の
ご
恩
に
深
く
感
謝
し
、
同
じ
お
念
仏
の
道
を
歩

む
者
同
士
が
、
あ
ら
た
め
て
同
信
の
喜
び
を
分
か
ち
合
う
た
め
の

ご
法
要
で
す
」
と
お
示
し
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

今
か
ら
八
百
年
前
、宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、本
願
念
仏
の
教
義
を『
顕

浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
教
行
信
証
）
に
ま
と
め
ら
れ
、
他
力
の

お
念
仏
こ
そ
在
家
出
家
を
問
わ
ず
凡
愚
の
も
の
が
、
ひ
と
し
く
救

わ
れ
る
道
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
浄
土

真
宗
に
と
っ
て
親
鸞
聖
人
に
よ
る
立
教
開
宗
で
あ
り
、
以
来
、
浄

土
真
宗
の
み
教
え
は
、
ご
歴
代
宗
主
の
も
と
脈
々
と
受
け
継
が
れ

時　間

5：30

6：00

9：35

10：00

引続き
(11：45頃)

12：30

13：35

14：00

引続き
(15：45頃)

引続き
(16：30頃)

(17：00頃)

内　　　　　容 場　　所

開　　門

晨　　朝

日程説明
挨　　拶
記念布教

慶讃法要〈午前の座〉

帰 敬 式

日程説明
挨　　拶
記念布教

慶讃法要〈午後の座〉

帰 敬 式

日没勤行

閉　　門

両　　堂

御 影 堂

御 影 堂

阿弥陀堂

御 影 堂

御 影 堂

阿弥陀堂

両　　堂

記念五条袈裟・輪袈裟・式章
紋は、下り藤紋白浮織と日野家の御定紋である鶴

を用いた上下対い鶴紋撚金。

地模様は、親鸞聖人の御幼名から若松地紋様、立教

開宗の地とされる稲田御坊境内にあるお葉付銀杏

にちなみ、銀杏の葉を繋ぎ合わせた、立涌地紋様。

この模様は、人と人を線で結び、無限に広がって

ゆくご縁とつながりを表現しています。

紋：下り藤紋白浮織、上下対い鶴紋撚金

地模様：小豆色繋ぎ銀杏立涌地紋に松文様

さが　　ふじもんしらうきおり　 じょうげ  むか      つるもんよりきん

あ ず きいろつな　　いちょうたてわく  じ  もん　　まつもんよう

　　　　　　さが　　ふじもんしらうきおり

　 　 　 　 　 じょうげ  むか　　つるもんよりきん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかまつ じ もんよう

　　　　　　　　　　　　　　　　 いな だ ご ぼう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たてわく じ もんよう

親鸞聖人御誕生850年
立 教 開 宗800年 慶讃法要

親鸞聖人御誕生850年
立 教 開 宗800年 慶讃法要

基本日程

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
お
念
仏
申
し
て
生
き
抜
か
れ
た
多
く
の
人

び
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
も
確
か
な

依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
国
の
内
外
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

今
こ
そ
私
た
ち
は
、
阿
弥
陀
如
来
に
よ
る
「
そ
の
ま
ま
の
救
い
」

の
有
り
難
さ
に
、
あ
ら
た
め
て
思
い
を
い
た
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

自
分
だ
け
を
大
事
に
す
る
こ
と
な
く
、
人
と
喜
び
や
悲
し
み
を
分

か
ち
合
う
な
ど
、
少
し
で
も
仏
法
に
か
な
う
生
き
方
を
め
ざ
し
、

精
い
っ
ぱ
い
努
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
人
間
に
な
る
の
で
す
。

聖
人
の
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
浄
土
真
宗
の
み
教
え
に
出
遇

う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
今
の
私
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
感
謝

と
、
立
教
開
宗
へ
の
喜
び
を
込
め
て
、
こ
の
た
び
の
ご
法
要
を
お

迎
え
で
き
る
こ
と
は
誠
に
尊
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ご
法
要
を
機
縁
に
、
み
教
え
に
生
か
さ
れ
、
い
よ
い
よ
お
念
仏

を
喜
び
、
す
べ
て
の
い
の
ち
あ
る
も
の
が
、
お
互
い
に
心
を
通
い

合
わ
せ
て
生
き
て
い
け
る
よ
う
な
社
会
の
実
現
に
向
け
、
心
を
一

つ
に
精
進
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
長　

石い
わ

上が
み

智ち

康こ
う

本
願
寺
執
行
長　

安や
す

永な
が

雄ゆ
う

玄げ
ん

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年

立

教

開

宗

八

百

年 

慶
讃
法
要
を
お
迎
え
し
て
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今
の
私
た
ち
が
、
こ
の
お
念
仏
の

教
え
に
出
遇
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

八
百
五
十
年
前
の
親
鸞
聖
人
ご
誕
生

あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
八
百
年

前
に
、
そ
の
教
え
を
明
ら
か
に
し
て
く

だ
さ
っ
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
私

た
ち
は
、
そ
の
八
百
年
に
わ
た
る
長
い

伝
統
と
歴
史
の
一
員
に
名
を
列
ね
て
い

る
こ
と
に
慶
び
を
噛
み
し
め
る
と
と
も

に
、
阿
弥
陀
如
来
に
願
わ
れ
、
阿
弥
陀

如
来
の
お
慈
悲
に
包
み
こ
ま
れ
、
お
念

仏
と
し
て
は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
こ
と
へ
の
感
謝
と
慶
び
の
輪
を
、
さ

ら
に
広
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
の
命
の
灯
が
、
人
々
を
救

い
、
教
え
を
広
め
る
様
子
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
制
作
し
ま
し
た
。
親

鸞
聖
人
を
中
心
に
、手
を
合
わ
せ
る
人
々

が
一
つ
に
集
い
、共
に
生
き
て
い
く
姿
を
、

蓮
の
形
で
表
現
し
て
い
ま
す
。

  

ス
ロ
ー
ガ
ン

　
　ご

縁
を
慶
び
、

お
念
仏
と
と
も
に

  

ロ
ゴ
マ
ー
ク

38	

協
賛
行
事
（
４
月
29
日
、
５
月
６
日
・
７
日
）

42	

愛
唱
歌
「
み
ん
な
花
に
な
れ
」

44	

布　

教

45	

帰
敬
式

46	

免　

物

47	

書
院
・
飛
雲
閣	

特
別
公
開

48	

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
の
た
め
に
募
金

49	

「〈
貧
困
の
克
服
に
向
け
て
～D
āna	for	W

orld	Peace

～
〉

	
	 	

─	

子
ど
も
た
ち
を
育
む
た
め
に	

─
」
展
示
ブ
ー
ス

	

「
テ
ン
プ
ル
食
堂
き
ょ
う
と
・
西
本
願
寺
み
ん
な
の
笑
顔
食
堂
」
の
開
催

50	

第
66
回	

全
国
児
童
生
徒
作
品
展

51	

真
宗
と
聖
徳
太
子
（
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

52	

親
鸞
聖
人
生
誕
八
百
五
十
年
特
別
展
（
京
都
国
立
博
物
館
）

53	

舞
台
公
演
『
若
き
日
の
親
鸞
』（
京
都
四
條
南
座
）

54	

大
谷
本
廟

55	

日
野
誕
生
院
・
角
坊

56	

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
お
願
い

２	
基
本
日
程

３	
ご
挨
拶　
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
長　

石
上
智
康

	

　
　
　
　
本

願

寺

執

行

長　

安
永
雄
玄

６	

浄
土
真
宗
の
教
章
（
私
の
歩
む
道
）

８	

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年

	

立

教

開

宗

八

百

年	

に
つ
い
て
の
消
息

10	

新
し
い
「
領
解
文
」（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
に
つ
い
て
の
消
息

14	

念
仏
者
の
生
き
方
（
親
教
）

18	

「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
に
つ
い
て
の
親
教

20	

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年

	

立

教

開

宗

八

百

年	

慶
讃
法
要　

趣
意
書

22	

新
制	

御
本
典
作
法

33	

新
し
い
「
領
解
文
」（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）

34	

恩
徳
讃

35	

雅　

楽

36	

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯

も
く
じ
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浄
土
真
宗
の
教
章
（
私
の
歩
む
道
）

宗し
ゅ
う

名め
い 

宗し
ゅ
う

祖そ

（
ご
開か
い

山さ
ん

）

宗し
ゅ
う

派は 

本ほ
ん

山ざ
ん 

本ほ
ん

尊ぞ
ん

聖せ
い

典て
ん

教き
ょ
う

義ぎ 

生せ
い
か
つ活 

宗し
ゅ
う

門も
ん

浄じ
ょ
う 

土ど 

真し
ん 

宗し
ゅ
う

親し
ん 

鸞ら
ん 

聖し
ょ
う 

人に
ん

ご
誕た
ん 
生じ
ょ
う  

一
一
七
三
年
五
月
二
十
一
日
（
承じ
ょ
う 

安あ
ん

三
年
四
月
一
日
）

ご
往お
う 
生じ
ょ
う  
一
二
六
三
年
一
月
十
六
日
（
弘こ
う 

長ち
ょ
う二

年
十
一
月
二
十
八
日
）

浄じ
ょ
う 

土ど 

真し
ん 

宗し
ゅ
う 

本ほ
ん 

願が
ん 

寺じ 

派は

龍り
ゅ
う 

谷こ
く 

山ざ
ん   

本ほ
ん 

願が
ん 

寺じ

（
西に
し

本ほ
ん

願が
ん

寺じ

）

阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

（
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

）

・
釈し

ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

が
説と

か
れ
た
「
浄じ

ょ
う土ど

三さ
ん

部ぶ

経き
ょ
う」

　
『
仏ぶ
っ 

説せ
つ 

無む 

量り
ょ
う 

寿じ
ゅ 

経き
ょ
う』『
仏ぶ
っ 

説せ
つ 

観か
ん 

無む 

量り
ょ
う 
寿じ
ゅ 
経き
ょ
う』『
仏ぶ
っ 

説せ
つ 

阿あ 

弥み 

陀だ 

経き
ょ
う』

・
宗し
ゅ
う祖そ  

親し
ん 

鸞ら
ん 

聖し
ょ
う 

人に
ん

が
著ち
ょ 

述じ
ゅ
つさ
れ
た
主お
も

な
聖し
ょ
う 

教ぎ
ょ
う

　
『
正し

ょ
う 

信し
ん 

念ね
ん 

仏ぶ
つ 

偈げ

』（『
教き
ょ
う 

行ぎ
ょ
う 

信し
ん 

証し
ょ
う』

行ぎ
ょ
う 

巻か
ん 

末ま
つ

の
偈げ

文も
ん

）

　
『
浄じ

ょ
う土ど

和わ

讃さ
ん

』『
高こ
う

僧そ
う

和わ

讃さ
ん

』『
正し
ょ
う 

像ぞ
う 

末ま
つ 

和わ 

讃さ
ん

』

・
中ち
ゅ
う 

興こ
う

の
祖そ  

蓮れ
ん 

如に
ょ 

上し
ょ
う 

人に
ん

の
お
手て

紙が
み

　
『
御ご 

文ぶ
ん 

章し
ょ
う』

阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
本ほ
ん

願が
ん

力り
き

に
よ
っ
て
信し
ん

心じ
ん

を
め
ぐ
ま
れ
、
念ね
ん

仏ぶ
つ

を
申も
う

す
人じ
ん

生せ
い

を

歩あ
ゆ

み
、
こ
の
世よ

の
縁え
ん

が
尽つ

き
る
と
き
浄じ
ょ
う土ど

に
生う

ま
れ
て
仏ぶ
つ

と
な
り
、
迷ま
よ

い
の

世よ

に
還か
え

っ
て
人ひ
と

々び
と

を
教き
ょ
う化け

す
る
。

親し
ん 

鸞ら
ん 

聖し
ょ
う 

人に
ん

の
教お

し

え
に
み
ち
び
か
れ
て
、
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の 

み
心こ

こ
ろを

聞き

き
、
念ね

ん

仏ぶ
つ

を
称と
な

え
つ
つ
、
つ
ね
に
わ
が
身み

を
ふ
り
か
え
り
、
慚ざ
ん

愧ぎ

と
歓か
ん

喜ぎ

の
う
ち
に
、

現げ
ん

世ぜ

祈き

祷と
う

な
ど
に
た
よ
る
こ
と
な
く
、
御ご

恩お
ん

報ほ
う

謝し
ゃ

の
生せ
い

活か
つ

を
送お
く

る
。

こ
の
宗し
ゅ
う 

門も
ん

は
、
親し
ん 

鸞ら
ん 

聖し
ょ
う 

人に
ん

の
教お
し

え
を
仰あ
お

ぎ
、
念ね
ん

仏ぶ
つ

を
申も
う

す
人ひ
と

々び
と

の
集つ
ど

う
同ど
う

朋ぼ
う 

教き
ょ
う 

団だ
ん

で
あ
り
、
人ひ

と

々び
と

に
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
智ち

慧え

と
慈じ

悲ひ

を
伝つ

た

え
る
教き

ょ
う 

団だ
ん

で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自じ

他た

と
も
に
心こ

こ
ろ 

豊ゆ
た

か
に
生い

き
る
こ
と
の
で
き
る

社し
ゃ

会か
い

の
実じ

つ

現げ
ん

に
貢こ

う

献け
ん

す
る
。
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来
る
二
〇
二
三
年
に
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生
八
百
五
十
年
、
ま
た
、
そ
の
翌
年
に
は
立
教
開
宗
八
百
年
に

あ
た
る
記
念
す
べ
き
年
を
お
迎
え
す
る
に
あ
た
り
、
二
〇
二
三
年
に
慶
讃
法
要
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
承
安
三
年
・
一
一
七
三
年
に
ご
誕
生
と
な
り
、
御
年
九
歳
で
出
家
得
度
さ
れ
、
比
叡
山
で
修
行
を
重

ね
ら
れ
ま
し
た
が
、
二
十
九
歳
の
折
、
山
を
下
り
て
法
然
聖
人
の
御
弟
子
と
な
ら
れ
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
念
仏
の

世
界
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
専
修
念
仏
停
止
に
よ
っ
て
越
後
に
ご
流
罪
に
な
ら
れ
、
赦
免
の
後
は
関
東
に
赴

か
れ
て
他
力
念
仏
の
み
教
え
を
人
々
に
伝
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、『
教
行
信
証
』
の
執
筆
に
と
り
か
か
ら
れ
ま
し
た
。

他
力
念
仏
の
み
教
え
が
ま
と
め
ら
れ
た
本
書
は
、
浄
土
真
宗
の
根
本
聖
典
と
い
う
意
味
で
ご
本
典
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
ご
本
典
の
記
述
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
立
を
親
鸞
聖
人
五
十
二
歳
の
時
、
す
な
わ
ち
元
仁
元
年
・

一
二
二
四
年
と
み
て
、
こ
の
年
を
立
教
開
宗
の
年
と
定
め
て
い
ま
す
。

仏
教
は
今
か
ら
約
二
千
五
百
年
前
、
釈
尊
が
縁
起
や
諸
行
無
常
・
諸
法
無
我
と
い
う
こ
の
世
界
の
あ
り
の
ま
ま
の

真
実
を
さ
と
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
翻
っ
て
私
た
ち
は
、
こ
の
執
わ
れ
の
な
い
お
さ
と
り
の
真
実
に
気
づ
く

こ
と
が
で
き
ず
、
常
に
自
分
中
心
の
心
で
物
事
を
見
て
、
悩
み
、
悲
し
み
、
あ
る
い
は
他ひ

人と

と
争
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年

立
教
開
宗
八
百
年
に
つ
い
て
の
消
息

釈
尊
は
、
こ
の
よ
う
な
私
た
ち
を
そ
の
ま
ま
に
救
い
、
お
さ
と
り
の
真
実
へ
導
こ
う
と
願
わ
れ
た
の
が
阿
弥
陀
如
来

で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
願
い
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏

の
お
念
仏
と
な
っ
て
は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
す
。

あ
り
の
ま
ま
の
真
実
に
基
づ
く
阿
弥
陀
如
来
の
お
慈
悲
で
あ
り
ま
す
か
ら
、い
の
ち
あ
る
も
の
す
べ
て
に
平
等
に
そ
そ

が
れ
、
自
己
中
心
的
な
考
え
方
し
か
で
き
な
い
煩
悩
具
足
の
私
た
ち
も
決
し
て
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
広
大
な
お
慈
悲
を
思
う
と
き
、
親
鸞
聖
人
が
「
恥
づ
べ
し
傷
む
べ
し
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
阿
弥
陀
如
来

の
お
心
と
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
た
私
た
ち
の
生
活
を
深
く
慚
愧
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
慚
愧
の
思
い

は
、
阿
弥
陀
如
来
の
悲
し
み
を
少
し
で
も
軽
く
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
方
向
に
私
た
ち
を
動
か
す
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
願
い
を
一
人
で
も
多
く
の
人
に
伝
え
、
他ひ

人と

の
喜
び
悲
し
み
を
自
ら
の
喜
び
悲
し
み

と
す
る
よ
う
な
如
来
の
お
心
に
か
な
う
生
き
方
で
あ
り
、
ま
た
、
世
の
安
穏
、
仏
法
弘
通
を
願
わ
れ
た
親
鸞
聖
人

の
お
心
に
沿
う
生
活
で
す
。
み
教
え
に
生
か
さ
れ
、
い
よ
い
よ
お
念
仏
を
喜
び
、
す
べ
て
の
い
の
ち
あ
る
も
の
が
、

お
互
い
に
心
を
通
い
合
わ
せ
て
生
き
て
い
け
る
よ
う
な
社
会
の
実
現
に
向
け
、
宗
門
総
合
振
興
計
画
の
取
り
組
み

を
進
め
な
が
ら
、
来
る
べ
き
親
鸞
聖
人
ご
誕
生
八
百
五
十
年
な
ら
び
に
立
教
開
宗
八
百
年
の
慶
讃
法
要
を
と
も
に

お
迎
え
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

平
成
三
十
一
年

二
〇
一
九
年 

一
月
九
日 
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新
し
い「
領
解
文
」（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）に
つ
い
て
の
消
息

本
年
三
月
に
は
、「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要
」
と
い
う
記
念
す
べ
き

ご
勝
縁
を
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。
こ
の
た
び
の
慶
讃
法
要
は
、
親
鸞
聖
人
の
立
教
開
宗
の
ご
恩
に
深
く
感
謝
し
、

同
じ
お
念
仏
の
道
を
歩
む
者
同
士
が
、
あ
ら
た
め
て
同
信
の
喜
び
を
分
か
ち
合
う
た
め
の
ご
法
要
で
す
。
ま
た
、

こ
れ
を
機
縁
と
し
て
、
特
に
若
い
人
や
こ
れ
ま
で
仏
教
や
浄
土
真
宗
に
親
し
み
の
な
か
っ
た
人
な
ど
、
一
人
で

も
多
く
の
方
々
に
浄
土
真
宗
と
の
ご
縁
を
結
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

伝
道
教
団
を
標
榜
す
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
真
実
信
心
を
正
し
く
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
た
め
に
は
時
代
状
況
や
人
々
の
意
識
に
応
じ
た
伝
道
方

法
を
工
夫
し
、
伝
わ
る
も
の
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
願
い
を
こ
め
、
令
和
三
年
・

二
〇
二
一
年
の
立
教
開
宗
記
念
法
要
に
お
い
て
、
親
鸞
聖
人
の
生
き
方
に
学
び
、
次
の
世
代
の
方
々
に
ご
法
義

が
わ
か
り
や
す
く
伝
わ
る
よ
う
、
そ
の
肝
要
を
「
浄
土
真
宗
の
み
教
え
」
と
し
て
示
し
、
と
も
に
唱
和
し
て
い

た
だ
き
た
い
旨
を
申
し
述
べ
ま
し
た
。

浄
土
真
宗
で
は
蓮
如
上
人
の
時
代
か
ら
、
自
身
の
ご
法
義
の
受
け
と
め
を
表
出
す
る
た
め
に
『
領
解
文
』
が

用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
「
信
心
正
因
・
称
名
報
恩
」
な
ど
ご
法
義
の
肝
要
が
、
当
時
の
一
般
の
人
々

に
も
理
解
で
き
る
よ
う
簡
潔
に
、
ま
た
平
易
な
言
葉
で
記
さ
れ
て
お
り
、
領
解
出
言
の
果
た
す
役
割
は
、
今
日

で
も
決
し
て
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
、『
領
解
文
』
の
理
解
に
お
け
る
平
易
さ
と
い
う
面
が
、
徐
々
に

希
薄
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
否
め
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
先
、
こ
の
『
領
解
文
』
の
精
神
を
受
け

継
ぎ
つ
つ
、念
仏
者
と
し
て
領
解
す
べ
き
こ
と
を
正
し
く
、わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
表
現
し
、ま
た
こ
れ
を
拝
読
、

唱
和
す
る
こ
と
で
ご
法
義
の
肝
要
が
正
確
に
伝
わ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
現
代
版
の
「
領
解
文
」
と
い
う
べ
き

も
の
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
た
び
、「
浄
土
真
宗
の
み
教
え
」
に
師
徳
へ
の
感
謝
の
念
を
加
え
、

こ
こ
に
新
し
い
「
領
解
文
」（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
と
し
て
示
し
ま
す
。
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南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

「
わ
れ
に
ま
か
せ
よ
　
そ
の
ま
ま
救す
く

う
」
の
　
弥み

陀だ

の
よ
び
声ご
え

私わ
た
しの

煩ぼ
ん

悩の
う

と
仏ほ

と
けの

さ
と
り
は
　
本ほ

ん

来ら
い

一ひ
と

つ
ゆ
え

「
そ
の
ま
ま
救す
く

う
」
が
　
弥み

陀だ

の
よ
び
声ご
え

あ
り
が
と
う
　
と
い
た
だ
い
て

こ
の
愚み身
を
ま
か
す
　
こ
の
ま
ま
で

救す
く

い
取と

ら
れ
る
　
自じ

然ね
ん

の
浄じ

ょ
う土ど

仏ぶ
っ

恩と
ん

報ほ
う

謝し
ゃ

の
　
お
念ね
ん

仏ぶ
つ

こ
れ
も
ひ
と
え
に

宗し
ゅ
う

 

祖そ

親し
ん

鸞ら
ん 

聖し
ょ
う 

人に
ん

と

法ほ
う

灯と
う

を
伝で
ん 

承し
ょ
うさ
れ
た
　
歴れ
き

代だ
い 

宗し
ゅ
う 

主し
ゅ

の 

尊と
う
とい

お
導み

ち
びき

に
　
よ
る
も
の
で
す

み
教お
し

え
を
依よ

り
ど
こ
ろ
に
生い

き
る
者も

の

　
と
な
り

少す
こ

し
ず
つ
　
執と
ら

わ
れ
の
心こ
こ
ろを

　
離は
な

れ
ま
す

生い

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
　
感か

ん

謝し
ゃ

し
て

む
さ
ぼ
り
　
い
か
り
に
　
流な
が

さ
れ
ず

穏お
だ

や
か
な
顔か
お

と
　
優や
さ

し
い
言こ
と

葉ば

喜よ
ろ
こび
も
　
悲か
な

し
み
も
　
分わ

か
ち
合あ

い

日ひ

び々

に
　
精せ
い

一い
っ

杯ぱ
い

　
つ
と
め
ま
す

こ
の
新
し
い
「
領
解
文
」（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
を
僧
俗
を
問
わ
ず
多
く
の
方
々
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会

で
拝
読
、
唱
和
い
た
だ
き
、
み
教
え
の
肝
要
が
広
く
、
ま
た
次
の
世
代
に
確
実
に
伝
わ
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て

お
り
ま
す
。

令
和
五
年

二
〇
二
三
年 

一
月
十
六
日 
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仏ぶ
っ 

教き
ょ
うは

今
か
ら
約
二
五
〇
〇
年
前
、釈し

ゃ
く 

尊そ
ん

が
さ
と
り
を
開
い
て
仏ぶ

っ

陀だ

と
な
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
わ

が
国
で
は
、
仏ぶ

っ 

教き
ょ
うは

も
と
も
と
仏ぶ

っ

法ぽ
う

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
い
う
法ほ

う

と
は
、
こ
の
世
界
と
私
た
ち
人

間
の
あ
り
の
ま
ま
の
真し

ん

実じ
つ

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
時
間
と
場
所
を
超こ

え
た
普ふ

遍へ
ん

的て
き

な
真し

ん

実じ
つ

で
す
。
そ
し

て
、
こ
の
真し

ん

実じ
つ

を
見
抜
き
、
目め

覚ざ

め
た
人
を
仏ぶ
っ

陀だ

と
い
い
、
私
た
ち
に
苦く

悩の
う

を
超こ

え
て
生
き
て
い
く
道
を
教
え

て
く
れ
る
の
が
仏ぶ

っ 

教き
ょ
うで

す
。

　
仏ぶ

っ 

教き
ょ
うで

は
、こ
の
世
界
と
私
た
ち
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を「
諸し

ょ 

行ぎ
ょ
う無む

常じ
ょ
う」と「

縁え
ん

起ぎ

」と
い
う
言
葉
で
表
し
ま
す
。

「
諸し

ょ 

行ぎ
ょ
う無む

常じ
ょ
う」
と
は
、
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
物
事
は
一
瞬
も
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
移
り
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、「
縁え

ん

起ぎ

」
と
は
、
そ
の
一
瞬
ご
と
に
す
べ
て
の
物
事
は
、
原げ

ん

因い
ん

や
条じ

ょ
う 

件け
ん

が
互
い
に
関
わ
り
あ
っ
て

存
在
し
て
い
る
と
い
う
真し

ん

実じ
つ

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
世
界
の
あ
り
方
の
中
に
は
、
固こ

定て
い

し
た
変
化

し
な
い
私
と
い
う
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

念
仏
者
の
生
き
方
　 

し
か
し
、
私
た
ち
は
こ
の
あ
り
の
ま
ま
の
真し

ん

実じ
つ

に
気
づ
か
ず
、
自
分
と
い
う
も
の
を
固こ

定て
い

し
た
実じ

っ

体た
い

と
考
え
、

欲よ
く

望ぼ
う

の
赴お
も
むく
ま
ま
に
自
分
に
と
っ
て
損
か
得
か
、
好
き
か
嫌
い
か
な
ど
、
常
に
自
己
中
心
の
心
で
物
事
を
捉と
ら

え

て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
で
悩
み
苦
し
ん
だ
り
、争
い
を
起
こ
し
た
り
し
て
、

苦く

悩の
う

の
人
生
か
ら
一
歩
た
り
と
も
自
由
に
な
れ
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
真し
ん

実じ
つ

に
背そ
む

い
た
自じ

己こ

中ち
ゅ
う 

心し
ん

性せ
い

を
仏ぶ
っ

教き
ょ
うで
は
無む

明み
ょ
う 

煩ぼ
ん

悩の
う

と
い
い
、
こ
の
煩ぼ
ん

悩の
う

が
私
た
ち
を
迷
い
の
世
界
に
繋つ
な

ぎ
止
め
る
原
因
と
な
る
の
で
す
。
な
か

で
も
代
表
的
な
煩ぼ
ん

悩の
う

は
、
む
さ
ぼ
り
・
い
か
り
・
お
ろ
か
さ
の
三
つ
で
、
こ
れ
を
三さ
ん

毒ど
く

の
煩ぼ
ん

悩の
う

と
い
い
ま
す
。

　
親し
ん

鸞ら
ん 

聖し
ょ
う 

人に
ん

も
煩ぼ
ん

悩の
う

を
克こ
く

服ふ
く

し
、
さ
と
り
を
得
る
た
め
に
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

で
二
十
年
に
わ
た
り
ご
修し
ゅ 

行ぎ
ょ
うに
励
ま
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
修し

ゅ 

行ぎ
ょ
うに
励
も
う
と
も
、
自
ら
の
力
で
は
断
ち
切
れ
な
い
煩ぼ
ん

悩の
う

の
深
さ
を
自
覚
さ
れ
、

つ
い
に
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

を
下お

り
、
法ほ
う

然ね
ん 

聖し
ょ
う 

人に
ん

の
お
導
き
に
よ
っ
て
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
救す
く

い
の
は
た
ら
き
に
出で

遇あ

わ
れ
ま
し

た
。
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

と
は
、
悩
み
苦
し
む
す
べ
て
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
救
い
、
さ
と
り
の
世
界
へ
導
こ
う
と
願
わ

れ
、
そ
の
願
い
通
り
に
は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
仏
さ
ま
で
す
。
こ
の
願
い
を
、
本ほ
ん

願が
ん

と
い
い
ま
す
。

我が

執し
ゅ
う、
我が

欲よ
く

の
世
界
に
迷
い
込
み
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
私
を
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
救
う
と
は
た
ら
き
続

け
て
い
て
く
だ
さ
る
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
ご
本ほ

ん

願が
ん

ほ
ど
、
有
り
難
い
お
慈じ

悲ひ

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
こ
こ
で

の
救
い
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
お
慈じ

悲ひ

ひ
と
す
じ
に
お
任ま

か

せ
で
き
な
い
、
よ
ろ
こ
べ
な
い
私
の
愚お

ろ

か
さ
、

煩ぼ
ん

悩の
う

の
深
さ
に
悲ひ

嘆た
ん

せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
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れ
の
な
い
完
全
に
清
ら
か
な
行
い
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
仏ぶ

っ

法ぽ
う

を
依よ

り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
て

い
く
こ
と
で
、
私
た
ち
は
他
者
の
喜
び
を
自
ら
の
喜
び
と
し
、
他
者
の
苦
し
み
を
自
ら
の
苦
し
み
と
す
る
な
ど
、

少
し
で
も
仏
さ
ま
の
お
心
に
か
な
う
生
き
方
を
目
指
し
、
精せ

い

一い
っ

杯ぱ
い

努
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
人
間
に
な
る
の
で
す
。

　
国
の
内
外
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
智ち

慧え

と
慈じ

悲ひ

を
正
し
く
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
、
そ
の
お

心
に
か
な
う
よ
う
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
行
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自じ

他た

と
も
に
心
豊
か
に
生
き
て
い
く
こ

と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
世
界
の
幸
せ
の
た
め
、
実じ

っ

践せ
ん

運う
ん

動ど
う

の
推す

い

進し
ん

を
通
し
、
と

も
に
確
か
な
歩
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

二
〇
一
六
（
平
成
二
十
八
）
年
十
月
一
日

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
門
主　

大  

谷  

光  

淳

私
た
ち
は
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
ご
本ほ
ん

願が
ん

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
自
分
本
位
に
し
か
生
き
ら
れ
な
い
無む

明み
ょ
う

の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
で
き
る
限
り
身
を
慎つ
つ
しみ
、
言
葉
を
慎つ
つ
しん
で
、
少
し
ず
つ
で
も
煩ぼ
ん

悩の
う

を
克こ
く

服ふ
く

す
る
生
き
方
へ
と
つ
く
り
変
え
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
自
分
自
身
の
あ
り
方
と
し
て
は
、

欲
を
少
な
く
し
て
足
る
こ
と
を
知
る
「
少し

ょ
う 

欲よ
く

知ち

足そ
く

」
で
あ
り
、
他
者
に
対
し
て
は
、
穏お
だ

や
か
な
顔
と
優
し
い
言

葉
で
接
す
る
「
和わ

顔げ
ん

愛あ
い

語ご

」
と
い
う
生
き
方
で
す
。
た
と
え
、
そ
れ
ら
が
仏
さ
ま
の
真ま

似ね

事ご
と

と
い
わ
れ
よ
う
と

も
、
あ
り
の
ま
ま
の
真し

ん

実じ
つ

に
教
え
導
か
れ
て
、
そ
の
よ
う
に
志
こ
こ
ろ
ざし
て
生
き
る
人
間
に
育
て
ら
れ
る
の
で
す
。
こ

の
こ
と
を
親し

ん

鸞ら
ん 

聖し
ょ
う 

人に
ん

は
門も

ん

弟て
い

に
宛
て
た
お
手
紙
で
、「（
あ
な
た
方
は
）
今
、
す
べ
て
の
人
び
と
を
救
お
う
と
い

う
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
ご
本ほ
ん

願が
ん

の
お
心
を
お
聞
き
し
、愚お
ろ

か
な
る
無む

明み
ょ
うの
酔
い
も
次
第
に
さ
め
、む
さ
ぼ
り
・
い
か
り
・

お
ろ
か
さ
と
い
う
三
つ
の
毒
も
少
し
ず
つ
好
ま
ぬ
よ
う
に
な
り
、
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

の
薬く

す
りを

つ
ね
に
好
む
身
と
な
っ
て

お
ら
れ
る
の
で
す
」
と
お
示
し
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
い
へ
ん
重
い
ご
教き

ょ
う 

示じ

で
す
。

　
今こ
ん

日に
ち

、
世
界
に
は
テ
ロ
や
武ぶ

力り
ょ
く 

紛ふ
ん

争そ
う

、
経け
い

済ざ
い

格か
く

差さ

、
地ち

球き
ゅ
う 

温お
ん

暖だ
ん

化か

、
核か
く

物ぶ
っ

質し
つ

の
拡か
く

散さ
ん

、
差
別
を
含
む
人
権
の

抑
圧
な
ど
、
世
界
規
模
で
の
人じ

ん

類る
い

の
生せ

い

存ぞ
ん

に
関
わ
る
困
難
な
問
題
が
山さ

ん

積せ
き

し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
原
因
の

根
本
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
真
実
に
背そ

む

い
て
生
き
る
私
た
ち
の
無む

明み
ょ
う 
煩ぼ
ん

悩の
う

に
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
は

こ
の
命
を
終
え
る
瞬
間
ま
で
、
我が

欲よ
く

に
執と

ら

わ
れ
た
煩ぼ

ん

悩の
う

具ぐ

足そ
く

の
愚
か
な
存
在
で
あ
り
、
仏
さ
ま
の
よ
う
な
執と

ら

わ

1617



私
は
伝
灯
奉
告
法
要
の
初
日
に
「
念
仏
者
の
生
き
方
」
と
題
し
て
、
大
智
大
悲
か
ら
な
る
阿
弥
陀
如
来
の
お

心
を
い
た
だ
い
た
私
た
ち
が
、
こ
の
現
実
社
会
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
詳

し
く
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
た
び
「
念
仏
者
の
生
き
方
」
を
皆
様
に
よ
り
親
し
み
、
理
解
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、そ
の
肝
要
を「
私
た
ち
の
ち
か
い
」と
し
て
次
の
四
ヵ
条
に
ま
と
め
ま
し
た
。

私わ
た
し
た
ち
の
ち
か
い

一ひ
と
つ、

自じ

分ぶ
ん

の
殻か

ら

に
閉と

じ
こ
も
る
こ
と
な
く

　
　
穏お
だ

や
か
な
顔か
お

と
優や
さ

し
い
言こ
と

葉ば

を
大た
い

切せ
つ

に
し
ま
す

　
　
微ほ
ほ

笑え

み
語か

た

り
か
け
る
仏ほ

と
けさ

ま
の
よ
う
に

一ひ
と
つ、
む
さ
ぼ
り
、
い
か
り
、
お
ろ
か
さ
に
流な
が

さ
れ
ず

　
　
し
な
や
か
な
心こ
こ
ろと
振ふ

る
舞ま

い
を
心こ
こ
ろが
け
ま
す

　
　
心こ
こ
ろ 

安や
す

ら
か
な
仏ほ

と
けさ

ま
の
よ
う
に

一ひ
と
つ、
自じ

分ぶ
ん

だ
け
を
大だ
い

事じ

に
す
る
こ
と
な
く

　
　
人ひ
と

と
喜よ

ろ
こび

や
悲か

な

し
み
を
分わ

か
ち
合あ

い
ま
す

　
　
慈じ

悲ひ

に
満み

ち
み
ち
た
仏ほ
と
けさ
ま
の
よ
う
に

一ひ
と
つ、
生い

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気き

づ
き

　
　
日ひ

び々

に
精せ

い

一い
っ

杯ぱ
い

つ
と
め
ま
す

　
　
人ひ
と

び
と
の
救す
く

い
に
尽つ

く
す
仏ほ
と
けさ
ま
の
よ
う
に

こ
の
「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
は
、
特
に
若
い
人
の
宗
教
離
れ
が
盛
ん
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
今
日
、
中
学
生
や

高
校
生
、
大
学
生
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
仏
教
や
浄
土
真
宗
の
み
教
え
に
あ
ま
り
親
し
み
の
な
か
っ
た
方
々

に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
で
唱
和
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
先
人
の
方
々
が
大
切
に

受
け
継
い
で
こ
ら
れ
た
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
、
こ
れ
か
ら
も
広
く
伝
え
て
い
く
こ
と
が
後
に
続
く
私
た
ち
の
使

命
で
あ
る
こ
と
を
心
に
刻
み
、
お
念
仏
申
す
道
を
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

二
〇
一
八
（
平
成
三
十
）
年
十
一
月
二
十
三
日

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
門
主　

大  

谷  

光  

淳

「
私
た
ち
の
ち
か
い
」に
つ
い
て
の
親
教
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来
る
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
に
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生

八
百
五
十
年
を
、
ま
た
、
そ
の
翌
年
に
は
立
教
開
宗
八
百
年
を

お
迎
え
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
私
た
ち
の

宗
門
は
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
に
そ
の
慶
讃
法
要
を
お
勤
め

い
た
し
ま
す
。

も
の
ご
と
を
自
己
中
心
的
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
私
た
ち
が

こ
の
世
を
生
き
る
こ
と
は
苦
悩
そ
の
も
の
で
す
。
そ
の
苦
悩
を

超
え
て
生
き
て
い
く
道
を
教
え
て
く
だ
さ
る
の
が
仏
法
で
す
。

阿
弥
陀
仏
は
私
た
ち
に
「
ど
ん
な
に
孤
独
で
苦
し
く
悲
し
く
と

も
、
私
は
あ
な
た
方
一
人
ひ
と
り
を
、
そ
の
ま
ま
に
受
け
と
め

て
、
決
し
て
見
放
さ
な
い
」
と
の
救
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
み
名
に
込
め
て
、
よ
び
続
け
て
お
ら
れ

ま
す
。
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
に
頷
き
受
け
と
め
る
こ

と
が
、
私
た
ち
に
届
け
ら
れ
た
真
実
信
心
と
な
り
、
ど
の
よ
う

な
状
況
に
お
か
れ
よ
う
と
も
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
尊
い
安
心
を

頂
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩

に
も
向
き
あ
っ
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
依
り
ど
こ
ろ
と
な
り

ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
阿
弥
陀
仏
か
ら
頂
い
て
い
る
御
恩
へ
の

感
謝
の
言
葉
が
お
念
仏
で
あ
り
、
そ
の
救
い
の
在
り
方
を
、
念

仏
者
の
生
き
方
と
し
て
私
た
ち
に
わ
か
り
や
す
く
、
し
か
も
体

系
立
て
て
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
浄
土
真

宗
に
と
っ
て
親
鸞
聖
人
に
よ
る
「
立
教
開
宗
」
の
意
義
で
あ
り

ま
す
。

遙
か
二
五
〇
〇
年
前
、
釈
尊
は
、「
諸
行
無
常
」
と
「
縁
起
」

と
い
う
、
こ
の
世
界
と
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
真
実
を
見
抜
か

れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
在
り
方
の
な
か
に
は
、
変
化

し
な
い
実
体
的
な
自
我
な
ど
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

人
び
と
は
自
ら
仮
想
し
た
自
我
に
執
わ
れ
、
限
り
な
い
欲
望
に

基
づ
い
て
、
自
ら
に
苦
し
み
を
、
そ
し
て
世
界
に
さ
ま
ざ
ま
な

争
い
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
現
代
に
も
そ
の
ま
ま
に
通
じ
る
現
実
で
す
。

お
よ
そ
八
百
年
前
、
親
鸞
聖
人
は
、
自
己
の
在
り
方
を
深
く

省
み
て
、
私
た
ち
人
間
と
は
自
己
中
心
的
な
思
い
、
煩
悩
か
ら

い
か
に
し
て
も
抜
け
出
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
と
気

づ
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
煩
悩
に
突
き
動
か
さ
れ

る
私
た
ち
誰
に
も
、
誰
ひ
と
り
取
り
残
す
こ
と
な
く
尊
い
安
心

を
与
え
よ
う
と
は
た
ら
き
続
け
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
願
い
に
出

遇
わ
れ
た
の
で
し
た
。
そ
の
こ
と
を
身
を
以
て
私
た
ち
の
生
き

方
と
し
て
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
す
。
そ
の
親

鸞
聖
人
の
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
浄
土
真
宗
の
教
え
に
出
遇

う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
今
の
私
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
聖

人
へ
の
感
謝
と
、
そ
の
教
え
に
出
遇
え
た
こ
と
の
喜
び
を
込
め

て
、
聖
人
の
ご
誕
生
を
祝
い
、「
立
教
開
宗
」
に
感
謝
す
る
慶

讃
法
要
を
お
勤
め
す
る
の
で
す
。

さ
て
、
現
代
世
界
は
、
社
会
・
国
家
の
レ
ベ
ル
で
は
自
国
の

経
済
や
文
化
を
優
先
す
る
排
他
的
で
閉
鎖
的
な
在
り
方
が
優
勢

と
な
り
、
そ
れ
に
よ
り
国
際
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
や
紛
争
が

起
こ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
個
人
レ
ベ
ル
で
は
、
自
己
努
力
と
自

己
責
任
と
い
う
名
目
の
も
と
に
、
共
に
生
き
る
と
い
う
価
値
観

が
薄
ら
ぎ
、
孤
独
・
孤
立
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
人
類
の
破
滅
を
も
も
た
ら
す
よ
う
な
閉
塞
し
た
現
代

世
界
の
方
向
性
を
、
互
い
に
響
き
合
っ
て
生
き
て
い
け
る
方
向

へ
と
転
換
し
逆
転
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
世
界
の
す
べ
て
の
宗

教
が
果
た
す
べ
き
役
割
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
み
な

ら
ず
世
界
各
地
域
で
は
硬
直
し
た
宗
教
か
ら
の
離
反
現
象
が
広

が
り
つ
つ
あ
り
、
宗
教
は
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た
せ
て
い

る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
今
こ
そ
、「
自
他
共
に
心
豊
か
に

生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
」
を
理
念
と
し
、
仏
道
の

基
本
を
踏
ま
え
て
人
び
と
と
共
に
歩
む
私
た
ち
念
仏
者
の
果
た

す
べ
き
使
命
は
、
か
け
が
え
の
な
い
、
大
変
に
重
い
も
の
で
す
。

今
回
の
慶
讃
法
要
に
向
け
て
、「
世
の
な
か
安
穏
な
れ
、
仏

法
ひ
ろ
ま
れ
」
と
の
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
胸
に
、
地
道
に
そ

の
役
割
を
果
た
す
べ
く
、
精
一
杯
精
進
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
八
月

浄
土
真
宗
本
願
寺
派　

龍
谷
山 

本 

願 

寺

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年

立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要

　
趣
　
意
　
書

2021



新し
ん

制せ
い 

御ご

本ほ
ん

典で
ん

作さ

法ほ
う

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年

立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要

第
一
種

こ
の
た
び
、
あ
ら
た
に
制
定
さ
れ
た
「
新し
ん

制せ
い 

御ご

本ほ
ん

典で
ん

作さ

法ほ
う

」
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
に

よ
っ
て
お
念
仏
の
み
教
え
の
真
意
が
開
顕
さ

れ
た
浄
土
真
宗
の
根
本
聖
典
『
顕け
ん 

浄じ
ょ
う 

土ど

真し
ん

実じ
つ 

教き
ょ
う 

行ぎ
ょ
う 

証し
ょ
う 

文も
ん

類る
い

』（
教き

ょ
う 

行ぎ
ょ
う 

信し
ん 

証し
ょ
う）
か
ら

す
べ
て
御
文
を
選
定
し
、
伝
統
的
な
声
明
と

大
衆
唱
和
の
両
面
を
兼
ね
備
え
た
お
勤
め
で

す
。
ま
た
、
五
十
年
前
に
制
定
さ
れ
た
「
御

本
典
作
法
」（
音
楽
法
要
）
の
一
部
旋
律
を

法
要
の
前
後
で
再
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
五
十
年
前
の
意
思
を
し
っ
か
り
と
受
け

止
め
、
次
の
五
十
年
に
受
け
継
い
で
い
く
と

い
う
想
い
も
込
め
て
い
ま
す
。

上
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
「
新
制 

御
本
典

作
法
」
の
各
構
成
の
概
略
が
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
と
と
も
に
、
音
源
を
公
開
し
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
視
聴
く
だ
さ
い
。

宿
し
ゅ
く

縁え
ん

念ね
ん

佛ぶ
つ

伽か

陀だ

宿
し
ゅ
く

縁え
ん

讃さ
ん

表
ひ
ょ
う 

白
び
ゃ
く

頌じ
ゅ

讃さ
ん

正
し
ょ
う

信し
ん

念ね
ん

佛ぶ
つ

偈げ

（
和
讃
譜
）

大だ
い

信し
ん

讃さ
ん

念ね
ん

佛ぶ
つ

回え

向こ
う

句く

慶
き
ょ
う

喜き

念ね
ん

佛ぶ
つ

「新制  御本典作法」
の制定について
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南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

「
わ
れ
に
ま
か
せ
よ　

そ
の
ま
ま
救す
く

う
」
の　

弥み

陀だ

の
よ
び
声ご
え

私わ
た
しの

煩ぼ
ん

悩の
う

と
仏ほ

と
けの

さ
と
り
は　

本ほ
ん

来ら
い

一ひ
と

つ
ゆ
え

「
そ
の
ま
ま
救す

く

う
」
が　

 

弥み

陀だ

の
よ
び
声ご

え 

あ
り
が
と
う　

と
い
た
だ
い
て

こ
の
愚み身
を
ま
か
す　

こ
の
ま
ま
で

救す
く

い
取と

ら
れ
る　

自じ

然ね
ん

の
浄じ
ょ
う土ど

仏ぶ
っ

恩と
ん

報ほ
う

謝し
ゃ

の　

お
念ね
ん

仏ぶ
つ

こ
れ
も
ひ
と
え
に

宗し
ゅ
う

 

祖そ

親し
ん

鸞ら
ん 

聖し
ょ
う 

人に
ん

と

法ほ
う

灯と
う

を
伝で
ん 

承し
ょ
うさ

れ
た　

歴れ
き

代だ
い 

宗し
ゅ
う 

主し
ゅ

の 

尊と
う
とい

お
導み
ち
びき

に　

よ
る
も
の
で
す

み
教お
し

え
を
依よ

り
ど
こ
ろ
に
生い

き
る
者も
の　

と
な
り

少す
こ

し
ず
つ　

執と
ら

わ
れ
の
心こ
こ
ろを　

離は
な

れ
ま
す

生い

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に　

感か
ん

謝し
ゃ

し
て

む
さ
ぼ
り　

い
か
り
に　

流な
が

さ
れ
ず

穏お
だ

や
か
な
顔か

お

と　

優や
さ

し
い
言こ

と

葉ば

喜よ
ろ
こび
も　

悲か
な

し
み
も　

分わ

か
ち
合あ

い

日ひ

び々

に　

精せ
い

一い
っ

杯ぱ
い　

つ
と
め
ま
す

（
唱
和
い
た
し
ま
し
ょ
う
）

新
し
い
「
領
解
文
」（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）
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恩 
徳 
讃

如に
ょ

来ら
い

大だ
い

悲ひ

の
恩お
ん

徳ど
く

は

身み

を
粉こ

に
し
て
も
報ほ
う

ず
べ
し

師し

主し
ゅ

知ち

識し
き

の
恩お
ん

徳ど
く

も

ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝し
ゃ

す
べ
し

本
願
寺
の
法
要
に
お
い
て
は
、
読
経
と
と
も
に
雅
楽
演
奏
が
行

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
楽
曲
は
、「
管
楽
器
」
と
「
打
楽
器
」

で
編
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

旋
律
を
担
う
「
管
楽
器
」
は
い
ず
れ
も
竹
製
で
、
三
種
類
あ
り

ま
す
。
迫
力
あ
る
音
で
主
旋
律
を
奏
で
る
「
篳ひ

ち

篥り
き

」。
高
低
差
に

特
徴
の
あ
る
音
で
、
曲
を
艶
や
か
に
彩
る
「
龍り

ゅ
う 

笛て
き

」。
そ
し
て
、

和
音
で
曲
の
音
色
を
ま
と
め
る
「
笙し
ょ
う

」。
こ
の
三
つ
の
音
が
合
わ

さ
る
こ
と
で
、「
宇
宙
」
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

ま
た
雅
楽
演
奏
に
は
指
揮
者
が
い
な
い
た
め
、
演
奏
者
が
お
互

い
の
指
使
い
や
息
遣
い
を
意
識
し
共
感
し
な
け
れ
ば
、
拍
や
旋
律

が
揃
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
演
奏
を
ま
と
め

て
い
く
に
は
「
打
楽
器
」
が
重
要
で
す
。

雅
楽
に
お
け
る
打
楽
器
は
、
同
じ
く
三
種
類
で
、
鼓つ

づ
みを

台
に
乗

せ
て
両
側
を
桴ば

ち

で
打
つ
「
鞨か

っ

鼓こ

」、
平
太
鼓
を
円
形
の
枠
に
吊
る
し

た
「
太た

い

鼓こ

（
楽が

く

太た
い

鼓こ

）」、
金
属
製
の
皿
型
を
玉
や
牙
、
水
牛
の
角

な
ど
の
固
い
素
材
で
つ
く
ら
れ
た
桴
で
打
っ
て
鳴
ら
す
「
鉦し
ょ
う鼓こ

」。

こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
持
つ
音
色
が
合
わ
さ
っ
て
奏
で

ら
れ
る
雅
楽
の
演
奏
も
、
法
要
を
荘
厳
す
る
一
部
分
で
す
。

極
楽
浄
土
に
は
、
常
に
妙
な
る
音
楽
が
奏
で
ら
れ
て
い
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
雅
楽
の
美
し
い
響
き
か
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
救
い

の
世
界
で
あ
る
お
浄
土
に
思
い
を
は
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。

雅が  

楽が

く

「 篳 篥 ひちりき 」
「大地に響く人々の声」
を表すとされ、主旋律
を奏でる。

「 龍 笛 りゅうてき 」
「天と地の間を駆け巡る
龍の姿」を表し、高低の
ある音で旋律を奏でる。

「 笙 しょう 」
「天から射し込む光」を表す
といわれ、息を吸っても吐い
ても音が鳴る特性から、常に
音を奏でることで、曲の音色
をまとめる。

「 鞨 鼓 かっこ 」
演奏全体の拍子を導く役目
を持っており、楽人中の上
席の者の所役となっている。

「 太 鼓 たいこ 」
一定の間隔で大きく響
く低音を発し、演奏に
力と変化を与える。

「 鉦 鼓 しょうこ 」
鞨鼓、太鼓に従って拍子をと
りながら、打楽器の音色に金
属のかん高い響きを与える。
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西　
暦 

  

年　
号 

  

年
齢 　
　
　
　
　
　
　
親　
鸞　
聖　
人　
の　
あ　
ゆ　
み

一
一
七
三 

承
安
三 

　
一 

京
都
で
誕
生
。

一
一
八
一	

養
和
元	

　
九	

慈
鎮
和
尚
の
も
と
で
得
度
、
範
宴
と
名
の
る
。
比
叡
山
へ
。

一
一
八
二	

寿
永
元	

一
〇	

の
ち
に
妻
と
な
る
恵
信
尼
さ
ま
生
ま
れ
る
。

一
二
〇
一	

建
仁
元	

二
九	

比
叡
山
を
下
り
、
六
角
堂
に
参
籠
。
吉
水
の
法
然
聖
人
の
弟
子
に
な
る
。

一
二
〇
五	

元
久
二	

三
三	

法
然
聖
人
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
書
写
。

一
二
〇
七	

承
元
元	

三
五	

専
修
念
仏
停
止
に
よ
り
、
越
後
国
府
に
流
罪
と
な
る
。

	
	

	
	

法
然
聖
人
は
土
佐
へ
。（
承
元
の
法
難
）

一
二
一
一	

建
暦
元	

三
九	

流
罪
を
赦
免
さ
れ
る
。

一
二
一
四	

建
保
二	

四
二	

妻
子
と
東
国
に
向
か
う
。

一
二
二
四 
元
仁
元 

五
二 

こ
の
こ
ろ
、『
教
行
信
証
』
を
著
す
。

	
	

	
	

覚
信
尼
さ
ま
生
ま
れ
る
。

一
二
三
二	

貞
永
元	
六
〇	

こ
の
こ
ろ
、
京
都
に
帰
る
。

一
二
四
八	

宝
治
二	
七
六	

『
浄
土
和
讃
』、『
高
僧
和
讃
』
を
著
す
。

一
二
五
四	

建
長
六	

八
二	
こ
の
こ
ろ
、
す
で
に
恵
信
尼
さ
ま
は
越
後
に
居
住
す
る
。

一
二
五
六	

康
元
元	

八
四	
慈
信
房
（
善
鸞
）
を
義
絶
。

一
二
五
八	

正
嘉
二	

八
六	

『
正
像
末
和
讃
』
を
著
す
。

一
二
六
三	

弘
長
二	

九
〇	

弟
・
尋
有
の
善
法
坊
に
て
往
生
。

◆ 

親
鸞
聖
人
略
年
表

親
鸞
聖
人
は
、
平
安
時
代
の
終
わ
り
の

一
一
七
三
年
五
月
二
十
一
日
（
承じ

ょ
う 

安あ
ん

三
年
四
月

一
日
）
に
京
都
で
誕
生
さ
れ
ま
し
た
。
九
歳
の

時
に
出し
ゅ
っ
家け

さ
れ
、
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

で
仏
道
の
修
行
を

し
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
人
々
を
救
う
こ
と

が
で
き
な
い
自
ら
の
煩
悩
の
深
さ
と
そ
こ
で

の
あ
り
方
に
納
得
で
き
ず
、
苦
悩
の
日
々
を

送
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
二
十
九
歳
の
時
に

比
叡
山
を
下
り
て
、
聖し
ょ
う 

徳と
く

太た
い

子し

が
創
建
さ
れ

た
と
伝
わ
る
六ろ
っ

角か
く

堂ど
う

に
籠こ

も
り
、
夢
の
お
告つ

げ
を
受
け
て
東ひ

が
し 

山や
ま

吉よ
し

水み
ず

の
法ほ

う

然ね
ん 

聖し
ょ
う 

人に
ん

の
も
と

に
行
か
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
、
法
然
聖

人
の
説
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
救
う
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
本
願
念
仏
の
教
え
に
帰き

依え

さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、法
然
聖
人
の
も
と
に
お
ら
れ
た
時
、

恵え

信し
ん

尼に

さ
ま
と
出
会
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。 親

鸞
聖
人
の
ご
生
涯

法
然
聖
人
の
念
仏
の
教
え
が
盛
ん
に
な
り
、

中
に
は
諸
宗
を
そ
し
る
者
が
出
て
き
た
こ
と

か
ら
、比
叡
山
や
南
都
仏
教（
奈
良
）の
僧
侶
は
、

念
仏
の
禁
止
を
朝
廷
に
訴
え
ま
し
た
。
そ
し

て
、
親
鸞
聖
人
は
越え
ち

後ご

（
新
潟
県
）
に
流る

罪ざ
い

と

な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、流
罪
を
ゆ
る
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
は
、

親鸞聖人　鏡御影かがみのごえい ／本願寺蔵

四
十
二
歳
の
時
に
東
国
に
移
ら
れ
、
常ひ
た
ち陸

（
茨

城
県
）
を
中
心
に
お
念
仏
を
広
め
ら
れ
る
と

と
も
に
、『
顕け
ん 

浄じ
ょ
う土ど

真し
ん

実じ
つ 

教き
ょ
う 

行ぎ
ょ
う 

証し
ょ
う 

文も
ん

類る
い

（
教

き
ょ
う 

行ぎ
ょ
う

 

信し
ん 

証し
ょ
う

）』
を
著
さ
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人

が
『
教
行
信
証
』
を
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
た
元げ
ん

仁に
ん

元

（
一
二
二
四
）
年
を
以
て
、
浄
土
真
宗
が
開
か
れ

た
立り
っ 

教き
ょ
う 

開か
い 

宗し
ゅ
うの

年
と
定
め
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
六
十
歳
を
過
ぎ
た
こ
ろ
、
京

都
に
戻
ら
れ
ま
し
た
。
京
都
で
は
浄
土
真
宗
の

教
え
を
伝
え
る
た
め
、
多
く
の
書
物
を
執
筆
さ

れ
、
ま
た
、
た
く
さ
ん
の
お
手
紙
を
書
か
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
一
二
六
三
年
一
月
十
六
日

（
弘こ

う 

長ち
ょ
う二

年
十
一
月
二
十
八
日
）
に
九
十
歳
で
ご

往
生
さ
れ
ま
し
た
。
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基
本
日
程

2023（令和５）年

４月29日（土）
５月６日（土）
５月７日（日）

慶
讃
法
要
期
間
中
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に
あ
た
る

３
日
間
（
４
月
29
日
、
５
月
６
日
・
７
日
）
は
、

僧
侶
、
門
信
徒
を
は
じ
め
、
特
に
こ
れ
ま
で
仏
教
や

浄
土
真
宗
に
あ
ま
り
親
し
み
の
な
か
っ
た
人
や
、

若
い
世
代
の
皆
さ
ま
に
も
ご
参
加
い
た
だ
け
る
よ
う

協
賛
行
事
を
開
催
し
ま
す
。

※「書院・飛雲閣  特別公開」を
除くコンテンツにご参加の際に
は、当日の混雑が予想されま
すため事前申込をおすすめい
たします。協賛行事特設サイ
トにてお申込みください。

※各行事にご参加の前には、「新
型コロナウイルス感染症対策
ガイドライン」を必ずご確認
ください。

親鸞聖人御誕生850年
立 教 開 宗800年 慶讃法要

協賛行事
現代社会に “仏教的価値観” を伝える
“学び” を通して “生き方” を見つめ直す

テーマ

どなたでもご参加いただけます

法  要
（法 話）
引き続き

シンポ・講演
（14：20頃開始）

閉　門 閉　門

5：30
6：00

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

抹
茶
接
待

拝
観

拝
観

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

ブ
ー
ス

コンサート

開　門開　門

参拝式（法話）

参拝式（法話）

晨　朝

御影堂 白 洲 ほか 書院･飛雲閣

ガイドライン

協賛行事特設サイト

記念参拝式
慶讃法要の団体参拝にご参加いただけなかった方や、離郷門信徒、旅行会社主催のツアー
参加者など、１人でも多くの方々にご縁を深めていただくため、「記念参拝式」を執り
行います。

   時　間　10：00 ／ 11：00　約 30 分
   場　所　御影堂
   お勤め　讃仏偈

５月 ６ 日（土）
石川教区 江南組 本光寺

八幡真衣

５月 ７ 日（日）
北豊教区 小倉組 永明寺

松﨑智海

４月 29日（土）
大阪教区 中島東組 光照寺

若林唯人
法　話

慶讃茶席
本願寺の歴史と文化を体感していただくため、国宝 飛雲閣において、抹茶接待を行います。

　　　所要時間 30 分／回　　　定員 40 人／回

　　　① 10：30 ～ 11：00　④ 12：00 ～ 12：30
　　　② 11：00 ～ 11：30　⑤ 12：30 ～ 13：00
　　　③ 11：30 ～ 12：00　⑥ 13：00 ～ 13：30
　　　　受付時に懇志2,000円のご進納をお願いします。

飛雲閣

御影堂

書院・飛雲閣特別公開
豪壮華麗な安土・桃山文化を彷彿とさせる
本願寺の名宝をご覧いただけます。

　時間　10：00 ～ 13：30
　　　　14：30 ～ 16：30　

　　　　所要時間約 40 分
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コンサート
時　間　12：00　約 50 分

御影堂

４月 29 日（土）
二階堂和美

５月７日（日）
龍谷大学吹奏楽部

５月６日（土）
相愛オーケストラ

出演者

シ
ン
ガ
ー

ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
僧
侶
。

代
表
作
に
、
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ

リ
制
作
映
画
『
か
ぐ
や
姫
の

物
語
』
主
題
歌
「
い
の
ち
の

記
憶
」
な
ど
。

御影堂 シンポジウム
現代社会に仏教的価値観を発信することを目的に、

仏教・浄土真宗のみ教えに学び、
自身のあり方を考えるシンポジウムです。

法要に引き続き（14：20 頃～〔90～120 分〕）

シンポジウムⅠ
宗門校・学校法人武蔵野大学創立100周年記念事業「カンファ・ツリー・ヴィレッジ ※」とのコラボ企画

「よき祖先の声に耳を澄ます」
― カンファ・ツリー・ヴィレッジ  はじまりの集い ―

親鸞聖人をはじめとする祖先の声に耳を澄ませ、
私たちの後に続く未来世代が生きる世の中を想像し、

いま私たちはどう生きるべきなのかを問う。

日にち　４月 29日（土）
登壇者  デービッド・アトキンソン（株式会社小西美術工藝社代表取締役社長）
  ローマン・クルツナリック（文化思想家）
  マリエム・ジャメ（社会起業家、世界経済フォーラム  ヤング・グローバル・リーダー）
  ケザン・チョデンT・ワンチュク王女殿下
  （ブータン王国プリンセス、タンカ〈仏画〉保存俢復センターエグゼクティブ・ディレクター）

  エフライム・エディ・ホセ（外国人初の文化庁文化財保護官、仏教絵画修復師）

※カンファ・ツリー・ヴィレッジについて
私たちは今、地球規模の課題、様々な対立に直面しています。対立とは、本来、分けようのない世界を生き
ている私たちが、良し悪しといった二つに分けるものの見方をすることによって生まれると、仏陀は説きました。
2024年に創立100周年を迎える武蔵野大学は、このような仏法の智慧を、世界の誰にでも開かれていくように
「カンファ・ツリー・ヴィレッジ」というプロジェクトを立ち上げました。

デービッド・
アトキンソン

ローマン・
クルツナリック

マリエム・
ジャメ

オープニング
メッセージ

ライブ
メッセージ 講　演 対　話

ケザン王女殿下 エフライム・
エディ・ホセ

日英同時通訳

シンポジウムⅡ
「宗教・仏教から現代社会のあり方を考える」

自己選択・自己責任が求められる生きづらさ、ふとした瞬間の喪失感や虚無感は、何を求めさ
せるのか。カルト問題も蔓延る世のなかで、宗教とりわけ仏教の精神と役割を考える。

日にち ５月６日（土）
登壇者  釈徹宗 （相愛大学学長・僧侶）
  島薗進（宗教学者）
  池上彰（ジャーナリスト）

シンポジウムⅢ
「親鸞聖人に学ぶ」

自己のあり方を深く省みて、私たち人間とは自己中心的
な思い、煩悩からいかにしても抜け出ることのできない
存在であると気づかれた親鸞聖人。その生き方に魅了さ
れた“親鸞ファン”の人生観を通し、自らの生き方を考える。

日にち ５月 7日（日）
登壇者  釈徹宗 （相愛大学学長・僧侶）
  いとうせいこう （作家・クリエイター）
  宮崎哲弥 （評論家・相愛大学客員教授）
  二階堂和美 （シンガーソングライター・僧侶）

釈徹宗 いとうせいこう

宮崎哲弥 二階堂和美

釈徹宗 島薗進 池上彰
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JASRAC　出 �������-���

楽譜と音源のダウンロード（無料）

　浄土真宗本願寺派
　公式ウェブサイト

動　画（再生リスト）

浄土真宗本願寺派公式
YouTube チャンネル
「浄土真宗本願寺派西本願寺」

・「愛唱歌発表会」歌：加藤登紀子さん
・作詞者インタビュー付演奏動画
・手話表現　など

CD・楽譜集

本願寺出版社より好評発売中

　　  0120-464-583
FAX  075-341-7753

お問い合わせ先　

　教化本部教化部
　TEL 075-371-5181（代表） 

メッセージ

　素晴らしい詩をご応募いただき、ありがとう
ございました。1262の作品を全部読ませていた
だき、３つの詩に作曲させていただきました。
選ばれなかったものの中にもフレッシュな着想
に驚くようなものもあり、楽しませていただきま
した。
　最優秀賞の「みんな花になれ」は歌いやすく、
すぐに覚えられる歌です。みなさん声を合わせ
て歌ってください。優秀賞の２作品も魅力的な
作品ですので歌ってくださいね。ここで生ま
れた歌がみなさんの心の中で咲き続けること
を願っています。

　　愛唱歌歌詞審査委員会
　　　委員長　加藤登紀子

愛唱歌《みんな花になれ》
本願寺がお届けする、みんなで一緒にうたって元気になれる歌

愛唱歌について

　親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要をご縁に、「世のなか安穏なれ」と願われた親鸞聖
人の教えを依りどころとし、自他共に心豊かに生きることのできる社会の実現に向けた取り組みの一環
として制作されました。
　歌詞は、「世代を超えて長く広く親しまれ、皆が一緒に歌って元気になれる」という内容で公募され、
全国から1262点もの作品が寄せられました。そのなかから、最優秀賞に選ばれた『みんな花になれ』（詞：
山口タオさん）に、加藤登紀子さん（歌詞審査委員会委員長）が作曲し、愛唱歌が誕生しました。
　この歌で「笑顔」と重ねられる「花」は、仏教では仏さまのお慈悲を表すといいます。そのぬくもり
のような、あたたかな笑顔が、この歌を通してひとりでも多くの方に届き、広がりますように。

価格
1,100円（税込）

価格
1,100円（税込）

■ ＣＤ

■ 楽譜集
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布
ふ

　教
きょう

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要では、法要前に記念布教が行われます。

その他、法要期間中、白洲内お茶所での「布教リレー」や、聞法会館 総会所での「常例布教」

もございます。

「ご縁を慶び、お念仏とともに」のスローガンのもと、一人ひとりが浄土真宗のみ教えに出

遇えたことを慶び、み教えが広く伝わるご勝縁となるよう、どうぞ聴聞ください。

場  所 

御影堂
お茶所
総会所

■ 総会所（聞法会館 1 階）
　  常例布教

　　昼  座　 12：15 ～ 12：45

■ 白洲内お茶所
　  布教使による各15分の「布教リレー」

　　　　11：00 ～ 13：15
　　　　15：00 ～ 16：30
　　　　  ※ 4 月 29 日、5 月 6 日・７日除く 

■ 阿弥陀堂・御影堂（両堂）

 場　所
阿弥陀堂
御影堂
御影堂

（阿弥陀堂
  　 中継　）

御影堂

日　　程

晨　朝
布　教

日程説明・挨拶
記念布教

法　要

時　間
6：00

9：35
（13：35）

10：00
（14：00）

帰
き

 敬
きょう

 式
し き

私たちは、ひとりで生きていけるほど強くはありません。

弱い私を見抜いてくださり、「いつでもあなたとともにある」と、はたらいてくださっ

ているのが阿弥陀如来です。阿弥陀さまに支えられ、励まされながら90年の生涯を生

き抜かれた親鸞聖人。聖人が伝えてくださった「南無阿弥陀仏」を依りどころに生き

てゆく第一歩として受けさせていただく儀式、それを「帰敬式」といいます。

「帰敬式」を受けますと、「釋○○」という法名をいただきます。「釋」の文字は、お

釈迦さまの弟子（仏弟子）としていただく名前です。

お釈迦さまは「仏教」を開かれ、私が「仏になれる道」として「南無阿弥陀仏」を

伝えてくださいました。阿弥陀さま（南無阿弥陀仏）は「決してあなたをひとりぼっ

ちにすることはない」と誓い、すでに私のところへはたらいてくださっています。「私

はひとりではなかった」という、よろこび・自覚を新たにする時、ご門主よりいただ

く名前が法名です。いのちが終わってからではなく、生きている「今」受式し、いた

だく名前が法名で、これが本来のあり方です。

この度の慶讃法要を機縁にぜひ帰敬式を受式し、心新たにお念仏をよろこぶ生活を

送りましょう。

１．受式時間　　○午前（朝）の部：法要（10：00 ～）終了後引続き
　　　　　　　　○午後（昼）の部：法要（14：00 ～）終了後引続き
　　　　　　　　　　　　  ※ 4 月 29 日、5 月 6 日、7 日、18 日、19 日、20 日に受式を希望される場合は、
　　　　　　　　　　 一般参拝部（参拝教化部帰敬式係）までお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　  ※ 5 月 21 日は晨朝後のみ

　　　　　　　　　　　　  ※お申込みが当日となる場合は、受式時間の 1 時間前までに龍虎殿（参拝教化部）
　　　　　　　　　　 にて受付をお済ませください。

２．場　　所　　阿弥陀堂   

３．冥 加 金　　１万円（未成年は５千円）

４．受付場所　　龍虎殿（一般参拝部）

  　　　　　　　　※団体参拝のご予約をされている場合は白洲テント（参拝受付テント）にお越
  　　　　　　　　　しください（ただし、午前９時までに受付される場合は龍虎殿にお越しくだ
  　　　　　　　　　さい）

法名の内願について
特に希望する法名（文字）がある場合、所属寺院住職と相談のうえ、法名を内願する
ことができます。

　　申込手続 …所属寺院住職を通じて、内願用の申請用紙にてお申込みください。
　　申込期限 …受式希望日の２ヵ月前（期限厳守・ファックス不可）
　　内願懇志 …１万円以上（受式冥加金と併せてご進納ください）

場  所 

阿弥陀堂
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参拝教化部 （免物係）

・二つ折携行本尊入（4種）
・ホック付き携行本尊袋（3種）
・携行本尊ケース（茶・白）
・本尊スタンド（丸型・角型） 他 【取扱い】　開明社（本願寺売店）　

　　　　　℡.075-341-4397

携
行
本
尊
と
は
︑﹁
独
り
じ
ゃ
な
い
よ
︑い
つ
も
一
緒
だ
よ
﹂と
︑

よ
び
か
け
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
さ
ま
を

い
つ
で
も
ど
ん
な
時
で
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う
︑

持
ち
歩
く
こ
と
が
で
き
る
名
刺
サ
イ
ズ
の
御
本
尊
で
す
︒

ご
自
身
の
た
め
に
︑ま
た
遠
く
離
れ
て
暮
ら
す
ご
家
族
の
た
め
に
︑

ぜ
ひ
お
求
め
く
だ
さ
い
︒

本
願
寺︵
龍
虎
殿
︶で
直
接
お
迎
え
い
た
だ
け
る
ほ
か
︑

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
お
申
込
み
も
可
能
で
す
︒

り
ゅ
う  

こ   

で
ん

ひ
と

ご
　
ほ
ん  

ぞ
ん

PR動画及び
申込みフォームは
こちら↓

携
行
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絵
像
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縦90㎜×横55㎜×厚み2㎜　
漆ブラック調バイオプラスチック

冥加金 10,000円みょう が  きん

携行本尊
関連商品
のご案内

※大きさと表装の違いにより冥加金額が変わりますので、詳しくは参拝教化部（免物係）までお問い合わせください。

御影堂横の龍虎殿（参拝教化部）受付にてお迎えいただくことができます

（左側）

九字尊号

〈見本〉

（左側）

蓮如上人

〈見本〉

（中央）

御本尊
（阿弥陀如来）

〈見本〉

（中央）

六字尊号

〈見本〉

（右側）

親鸞聖人

〈見本〉

（右側）

十字尊号

〈見本〉

免
め ん

　物
も つ

書
し ょ

院
い ん

・飛
ひ

雲
う ん

閣
か く

 特別公開
国宝、重要文化財の宝庫、書院と飛雲閣を巡り、本願寺の歴史と文化にふれる

親鸞聖人御誕生850年
立 教 開 宗800年 慶讃法要期間中

時　間　　１回目　11 ：20 ～ 13：20
　　　　　２回目　15：20 ～ 16：50

場  所 

書院
飛雲閣

開 催 日

南
能
舞
台

虎
渓
の
庭

飛
雲
閣

一方通行の順路を巡回し、拝観いただき
ます。説明は音声ガイド（スピーカー）
による案内となります。

※拝観者が多数の場合は、入場をお待ち
いただくことがあります。

５月18日（木）、5 月19日（金）は１回目のみ
協賛行事［４月29日（土）、５月６日（土）、７日（日）] 
中は10：00 ～ 16：30（13：30 ～ 14：30  法要時
間を除く）
５月20日（土）は飛雲閣のみ 11：20 ～ 16：30
５月21日（日）は飛雲閣のみ 12：30 ～ 16：30

対
面
所
（
鴻
の
間
）

● 

拝
観
経
路
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○キャッシュレス募金
　（1 回の募金 / 毎月の募金）

キャッシュレス募金は、宗派公式ウェ
ブサイトからアクセスし、必要事項
等を入力し決済（募金）となります。

○キャッシュレス募金専用ページは
　こちらよりアクセスできます。	

子どもたちの笑顔のために募金

浄土真宗本願寺派（西本願寺）では、「自他共に心豊かに生きること
のできる社会の実現に貢献する」という理念のもと、「御同朋の社会
をめざす運動」（実践運動）を推進しています。この運動の具体的な実
践目標を重点プロジェクトと定め、2018年より「〈貧困の克服に向けて～Dāna for World Peace～〉
－子どもたちを育むために－」を掲げています。この取り組みの一環として、「子どもたちの笑
顔のために募金」に取り組んでおり、世界を視野に入れ長期的な展望に立ち、貧困で苦しむ国
内外の子どもたちのために活用していますので、ぜひともご協力をお願いいたします。

※「子どもたちの笑顔のために募金」の詳細については宗派公式WEBサイト・QRコード　
　からご確認いただけます。

重点プロジェクト推進室　TEL		075-371-5181（代表）
　　　　　　　　　　　　E-mail		project@hongwanji.or.jp

支 援 先

①Dāna	for	World	Peace!
　	－世界の子どもたちの
　　　　笑顔を応援します－

②子どもたちの居場所
　づくりを応援します

③施設で暮らす子どもたち
　の笑顔を応援します

募金方法 ゆうちょ銀行口座へのお振込み、境内地内の募金箱への募金をはじめ、クレジットカー
ドを用いてのキャッシュレス募金があります。キャッシュレス募金は、１回のみの募金
の他、毎月定額を自動的に募金できる “マンスリーサポート”も利用可能です。

○郵便振替での募金方法

口 座 名：子どもたちの笑顔のために募金
口座番号：００９４０－８－２８２７６６

※『本願寺新報』へのご芳名の掲載可否につ
いて、通信欄に明記ください。

○他行等からのお振込みの際は、下記内容を
ご指定ください。

ゆうちょ銀行
店名（店番）：099　　預金種目：当座　
口座番号：0282766

白洲休憩施設（テント）

2023（令和５）年５月６日（土）
11：00 ～ 13：00

石川、福井、沖縄、京都、熊本と、全国
で開催が広がる「テンプル食堂」を本願
寺で開催します。食事（弁当）の他、フードパントリーとして支援を受けた
物資等を提供し、あわせてレクリエーションを実施します。

一般社団法人えんまん
（代表理事：八幡真衣〈石川教区江南組本光寺衆徒〉）

「〈貧困の克服に向けて～ Dāna for World Peace ～〉
－子どもたちを育むために－」展示ブース

テンプル食堂きょうと・西本願寺みんなの笑顔食堂

「〈貧困の克服に向けて～ D
ダ ー ナ
āna f

フォー
or W

ワ ー ル ド
orld P

ピ ー ス
eace ～〉

  －子どもたちを育むために－」展示ブース
「テンプル食堂きょうと・西本願寺みんなの笑顔食堂」の開催

宗門の実践目標「〈貧困の克服に向けて～ Dāna for World Peace ～〉－子どもたちを育
むために－」の取り組みの一環である、子ども食堂・学習支援等の実践事例をパネルや映
像等を通してご紹介します。寺院や団体等で、これまで取り組まれてきた運営方法や課題
等もご紹介し、これから取り組まれる方への参考ともなる内容になっております。

また、2023（令和５）年５月６日に「一般社団法人えんまん」が運営するテンプル食堂
を本山に招請し、地域の貢献に資するため「テンプル食堂きょうと・西本願寺みんなの笑
顔食堂」を開催いたします。お気軽にお立ち寄りください。

開 催 日

慶讃法要期間中　　　　　　　　　　聞法会館 1 階ロビー開 催 日 場　所

場　　所

内　　容

主　　催

場  所 

聞法会館
白洲テント
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第66回 全国児童生徒作品展

聞法会館　１階

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要期間中
※５月 21 日（日）は正午まで

絵画・書道・作文

場  所 

聞法会館

場　所

展示期間

部　門

「全国児童生徒作品展」は、毎年、全国の幼児・小中学生を対象に、「絵画」「書」「作

文」の３部門において作品を募集いたしております。

このたび展示する作品は、海外を含む180団体から出品された4,979点（絵画2,753

点、書1,814点、作文412点）の中から選ばれた優秀作品です。どの作品も、仏さま

や親鸞さまへの感謝の気持ち、日頃の生活を通して感じた生きるよろこび、人を思

いやる心の大切さなどが表現されています。

見るひとを感動させるすばらしい作品を展示していますので、ぜひご覧ください。

親鸞聖人御誕生850年　　　　　　　　　　　　　　
　 立 教 開 宗800年 慶讃法要記念　   　 春 季 特 別 展

真 宗 と 聖 徳 太 子

　龍谷ミュージアムでは、「親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要」を記

念して、親鸞聖人が「和国の教主」と崇められた聖徳太子をテーマとした展覧会を開

催します。

この展覧会では、親鸞聖人の太子への篤い想いに触れるとともに、太子信仰の高揚

に親鸞聖人と弟子たちが果たした役割を再確認します。そしてその後のご門徒たち

が生み出してきた、太子信仰に関わる多彩な法宝物を展示いたします。

2023（令和５）年４月１日 土  ～ ５月28日 日 　[54日間 ]

休館日　4 月17日（月）、5 月 1 日（月）、5 月15日（月）、5 月22日（月）

　開館　10：00 ～ 17：00

入館料  　一　般 1,400（1,200）円
　　　  　高校・大学生 　　900（700）円
　　　  　小・中学生 　　500（400）円

※（　　）内は前売り・20名以上の団体料金

※親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法
要参拝者の入館料は、一律700円（入館時に参
拝章をご提示ください）

本願寺前
（堀川通向側）

龍谷大学 龍谷ミュージアム
〒600-8399 京都市下京区堀川通正面下る（西本願寺前）　TEL  075-351-2500

（最終入館 16：30）

場  所 

龍谷
ミュージアム

観覧所要時間  45分〜１時間程度

木
造		

聖
徳
太
子
童
形
立
像

東
京
・
西
光
寺
蔵

震
旦
和
朝
太
子
高
僧
先
徳
連
坐
像

岐
阜
・
浄
源
寺
蔵

御正忌報恩講法要期間中の展示の様子
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親鸞聖人生誕850年特別展

親鸞聖人生誕 850 年特別展

親鸞—生涯と名宝

　真宗教団連合は、宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗

800年・真宗教団連合結成50周年記念事業の一環として、｢親

鸞聖人生誕850年特別展　親鸞 生涯と名宝｣ の開催に特別

協力いたしております。

　本展覧会では、親鸞聖人の求道と伝道の生涯を、自筆の名

号・著作・手紙をはじめ、彫像・影像・絵巻など浄土真宗各

派の寺院が所蔵する法宝物を一堂に集め、紹介いたします。

◆ 会　場	 京都国立博物館　平成知新館　
	 （京都市東山区茶屋町 527　
　　　　　　			TEL	075-525-2473)

◆ 会　期 2023（令和５）年３月25日（土）～ ５月21日（日）
 開館時間：9：00 ～ 17：30（入館は17：00まで）
	 休 館 日：月曜日
	 ＊ただし、３月27日（月）、５月８日（月）に団体観覧を希望される場合は、
	 　事前に親鸞展事務局にお申込みいただくことで観覧いただけます。

◆ 申　込	 特別観覧料金での拝観方法
1	貸切バスを利用する団体は、乗降予約が必要となります【必須】。旅行会

社を利用の場合は旅行会社経由で、旅行会社を利用しない場合は団体の
責任者より直接、親鸞展事務局へご連絡ください。

2	貸切バスを利用しない団体・個人は、200円割引引換券を博物館南門チケッ
ト売場に提示のうえ、特別観覧料金をお支払いください。割引引換券は
『宗報』１月号より掲載し（コピー可・１枚につき４名まで割引可）、宗務所、
教務所等でも配布予定です。詳細は『宗報』をご確認ください。

◆ 主　催	 京都国立博物館、朝日新聞社、NHK京都放送局、NHKエンタープライズ近畿

◆ 特別協力	 真宗教団連合

◆ 団体観覧申込・お問い合わせ
	 親鸞展事務局　TEL	： 075-276-2282　／　FAX	： 075-284-0153
	 　　　　　　　Mail	： shinran10@jtb.com
◆ ホームページ　
 展覧会公式サイト　https://shinran850.jp

場  所 

京都国立
博物館

舞台公演『若き日の親鸞』

松竹株式会社「南座」主催 舞台公演 

親鸞聖人御誕生850年
立 教 開 宗800年 慶讃法要記念

若き日の親鸞
　京都 南座では、親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶

讃法要を記念して、『若き日の親鸞』（原作 五木寛之［講談

社文庫 刊『親鸞』］）と題し、「生きる喜びとは何か―動乱

の京都に生まれた、若き親鸞の青春物語―」をテーマに特

別公演を行います。

◆ 会　場	 京都四條		南座
	 〒 605-0075　京都市東山区四条大橋東詰　

◆ 会　期	 2023（令和５）年４月10日（月）～ 29日（土・祝）

	 午前の部		10：30～　　
	 午後の部		14：30～

◆ 料　金	 S 席（１・２階）　12,000円（7,000円）
	 A 席（３階）　　　6,000円（4,000円）　※（特別料金）

◆ 申　込	 特別料金での観覧方法
1	近畿日本ツーリスト株式会社、株式会社 JTB、東武トップツアーズ株式

会社、株式会社日本旅行、名鉄観光サービス株式会社
お近くの各支店・窓口へお問い合わせください。
＊上記 5 社以外の旅行会社からもお申込みいただけます。

2	10名様以上の団体様は、南座に直接お申込みください。
3	個人でのお申込みは、2023（令和５）年 2 月14日（火）10時から受付を開

始いたします。
＊詳しくは、真宗教団連合ホームページをご覧ください。
　https://www.shin.gr.jp/

◆ 推　薦	 真宗教団連合

◆ お問い合わせ　
	 京都南座　075-561-1155（10：00 ～ 17：00）

場  所 

京都四條
南座
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京
都
東
山
五
条
の
大お

お

谷た
に

本ほ
ん

廟び
ょ
う

は
、

親
鸞
聖
人
を
は
じ
め
歴
代
宗
主
の
ご
廟び
ょ
う

所し
ょ

（
墓ぼ

所し
ょ

）
で
す
。
聖
人
の
ご
廟
で
あ
る

祖そ

壇だ
ん

の
お
そ
ば
近
く
に
納
骨
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
全
国
の
門

信
徒
が
納
骨
を
さ
れ
る
場
所
と
し
て
、
毎

日
大
勢
の
人
た
ち
が
参
拝
さ
れ
、
香こ
う

煙え
ん

が

た
え
ま
せ
ん
。

大
谷
本
廟
の
総そ
う

門も
ん

（
山さ

ん

門も
ん

）
を
く
ぐ
る

と
、
正
面
に
仏ぶ
つ

殿で
ん

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
奥

に
、
祖
壇
と
そ
の
拝
堂
で
あ
る
明め
い

著ち
ょ

堂ど
う

が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
廟
所
の
山
側
に
は
広

大
な
大お
お

谷た
に

墓ぼ

地ち

が
広
が
り
、
聖
人
が
火
葬

さ
れ
た
御お

荼だ

毘び

所し
ょ

が
あ
り
ま
す
。

大
谷
本
廟
は
、
今
も
昔
も
多
く
の
有う

縁え
ん

の
方
々
が
、
納
骨
・
永
代
経
・
墓
参
な

ど
を
ご
縁
と
し
て
お
み
法の
り

を
聴ち

ょ
う

聞も
ん

さ
れ

る
場
所
で
す
。
そ
の
由
緒
を
大
切
に
さ
れ

て
、
ご
縁
の
あ
る
多
く
の
皆
様
の
ご
参
拝

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

17：00 8：00 16：305：30

大谷本廟　総門

開　門 閉　門 開　堂 閉　堂

無量寿堂

参拝時間

明著堂

大
谷
本
廟

住所・電話番号
〒 605 — 0846
京都市東山区五条橋東 6 丁目 514
　　電話番号（075）531— 4171
　　ＦＡＸ番号（075）531— 2072　
https://otani-hombyo.hongwanji.or.jp/

京
都
の
東
南
の
郊
外
に
あ
り
ま
す
日ひ

野の

誕た
ん

生じ
ょ
う

院い
ん

は
、
親
鸞

聖
人
が
誕
生
さ
れ
、
幼
年
時
代
を
す
ご
さ
れ
た
ゆ
か
り
の
地

で
す
。

平
安
時
代
の
様
式
に
よ
る
堂
内
に
は
、

ご
本
尊
、
聖
人
の
絵
像
、
及
び
聖
人
の

父
で
あ
る
日ひ

野の

有あ
り

範の
り

卿き
ょ
う

の
木
像
が
ご
安

置
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
境
内
に
は
、
聖
人
ご
誕
生
の

際
に
使
用
さ
れ
た
と
伝
わ
る
、「
産う
ぶ

湯ゆ

の

井
戸
」
と
「
胞え

衣な

塚づ
か

」
が
あ
り
ま
す
。 

京
都
山
ノ
内
の
角
す
み
の
坊ぼ
う
は
、
親
鸞
聖
人
が

晩
年
に
お
住
ま
い
と
さ
れ
た
「
善ぜ
ん

法ぽ
う

坊ぼ
う

」

跡
と
さ
れ
、親
鸞
聖
人
ご
往
生
の
地
で
す
。

角
坊
は
、
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
大
遠
忌

事
業
の
一
環
と
し
て
、
旧
伽が

藍ら
ん

建た
て

物も
の

を
除

却
し
、境
内
地
の
整
備
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ご
本
尊
が
ご
安
置
さ
れ
て
い
る
還げ
ん

浄
じ
ょ
う

殿で
ん
は
、
六
間
四
面
の
ひ
の
き
造
り
で
、
正

面
欄ら
ん

間ま

に
は
聖
人
ご
往
生
の
様
子
が
彫

刻
・
装
飾
さ
れ
て
い
ま
す
。

参拝時間
 9：30 〜 16：30

住所・電話番号
〒615 —  0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町 25
　　電話番号（075）841— 8735
　　FAX番号（075）841— 8736

産湯の井戸

還浄殿 正面門

日
野
誕
生
院

角
　
坊

参拝時間
9：30 〜 15：30

住所・電話番号
〒 601— 1417
京都市伏見区日野西大道町 19
　　電話番号（075）575 — 2258
　　FAX番号（075）575 — 2241

5455



新型コロナウイルス
感染症対策のお願い

❶ 

健
康
上
不
安
の
あ
る
方
、
ま
た
は
当
日
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方

は
、
無
理
を
な
さ
ら
ず
参
拝
を
お
控
え
く
だ
さ
い
。

❷ 

参
拝
当
日
は
、
必
ず
御
影
堂
入
堂
前
に
検
温

を
行
い
、
手
指
消
毒
の
う
え
、
参
拝
し
て
く
だ

さ
い
。

❸ 

検
温
の
結
果
、
37
・
５
度
以
上
の
発
熱
が
あ

る
場
合
は
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
指
示
に
従
っ
て

く
だ
さ
い
。

❹ 

参
拝
中
は
マ
ス
ク
着
用
を
原
則
と
し
、
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
心
掛

け
て
く
だ
さ
い
。

❺ 

飛
沫
拡
散
防
止
の
た
め
、
大
声
で
の
会
話
は
控
え
て
く
だ
さ
い
。

❻ 

体
調
不
良
の
場
合
は
、
団
体
参
拝
に
あ
っ
て
は
、
引
率
責
任
者

を
通
じ
て
救
護
室
及
び
職
員
・
関
係
ス
タ
ッ
フ
へ
連
絡
、
ま
た
、

個
人
参
拝
に
あ
っ
て
も
、
救
護
室
及
び
職
員
・
関
係
ス
タ
ッ
フ

へ
連
絡
し
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

❶ 

団
体
参
拝
の
場
合
は
、
引
率
責
任
者
へ
報
告

の
う
え
、
団
参
・
行
事
部
へ
連
絡
く
だ
さ
い
。

❷ 

一
般
参
拝
の
場
合
は
、
一
般
参
拝
部
へ
連
絡

く
だ
さ
い
。

❶ 

法
要
に
お
い
て
感
染
者
が
発
生
し
た
場
合
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
情
報
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

❷ 

ご
参
拝
に
あ
た
っ
て
は
、
感
染

予
防
対
策
の
一
環
と
し
て
常
時

換
気
を
行
っ
て
お
り
ま
す
た
め
、

防
寒
着
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

３

４５

参
拝
に
あ
た
っ
て

参
拝
後
、
３
日
以
内
に

感
染
が
確
認
さ
れ
た
場
合

そ
の
他

❶ 

正
し
い
マ
ス
ク
の
着
用
、
こ
ま
め
な
手
洗

い
、
外
出
先
で
の
手
指
消
毒
、
こ
ま
め
な

換
気
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

❷ 
飲
食
時
に
お
け
る
会
話
は
、
マ
ス
ク
の
着

用
を
心
掛
け
、
大
声
で
の
会
話
を
控
え
て

く
だ
さ
い
。

❸ 

多
人
数
で
の
移
動
及
び
多
く
の
人
が
集
ま

る
場
所
で
は
、
混
雑
の
状
況
に
十
分
に
気

を
つ
け
、
基
本
的
な
感
染
対
策
の
実
践
を

心
掛
け
て
、
感
染
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
行

動
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

❶ 

参
拝
３
日
前
か
ら
当
日
ま
で
検
温
を
行

い
、
健
康
状
態
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

❷ 

37
・
５
度
以
上
の
発
熱
や
平
熱
よ
り
も

１
度
以
上
高
い
症
状
が
続
く
場
合
は
、

医
療
機
関
を
受
診
し
、
医
師
の
判
断
を

仰
い
で
く
だ
さ
い
。

❸ 

軽
い
風
邪
症
状
（
の
ど
の
痛
み
、
せ
き
）

及
び
味
覚
・
嗅
覚
に
違
和
感
が
あ
る
場

合
や
、
同
居
家
族
等
で
感
染
が
疑
わ
れ

る
場
合
は
、
医
療
機
関
を
受
診
し
、
医

師
の
判
断
を
仰
い
で
く
だ
さ
い
。

１

２

感
染
し
な
い
た
め
に

感
染
を

ひ
ろ
げ
な
い
た
め
に

新型コロナウイルス
感染症対策ガイドライン
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