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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

恩お
ん

徳ど
く

讃さ
ん

1

は
、
親し

ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

の
ご
遺い

徳と
く

を
偲し

の

び
、
そ
の

ご
苦
労
を
通
じ
て
、阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
に
よ
る
お
救
い
を

あ
ら
た
め
て
心
に
深
く
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
く
法
要
で
す
。

親
鸞
聖
人
の
三
十
三
回
忌
の
ご
法
要
に
あ
た
り
、本
願
寺
第

三
代
覚か
く

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん

が
そ
の
ご
遺
徳
を
讃さ

ん

仰ご
う

す
る
た
め
『
報
恩
講

私し

記き

』を
ご
制
作
に
な
ら
れ
、
以
来
、
聖
人
の
ご
命
日
の
法
要

は
報
恩
講
と
し
て
、
大
切
に
お
勤
め
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

本
願
寺
第
八
代
蓮れ
ん

如に
ょ

上
人
が
お
示
し
の
と
お
り
、
正
し
く

お
念
仏
の
い
わ
れ
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
身
に
い
た
だ
く

こ
と
が
聖
人
の
御
恩
に
報む
く

い
る
道
で
す
。

報
恩
講
は
、
一
月
九
日
か
ら
十
六
日
ま
で
お
勤
め
い
た
し

て
お
り
ま
す
。
お
念
仏
の
道
を
お
示
し
い
た
だ
い
た
親
鸞
聖
人

の
ご
遺
徳
を
偲
ば
せ
て
い
た
だ
き
、
お
念
仏
に
遇あ

え
た
喜
び

を
こ
の
身
に
受
け
、
共
々
に
お
念
仏
申
し
ま
し
ょ
う
。

報ほ
う

恩お
ん

講こ
う

2



御ご

正し
ょ
う

忌き

報ほ
う

恩お
ん

講こ
う

法ほ
う

要よ
う

を
お
迎
え
し
て浄

土
真
宗
本
願
寺
派
総
長

石い
わ

上が
み

智ち

康こ
う

3

寒
さ
厳
し
い
な
か
、
皆
さ
ま
に
は
、
全
国
各
地
か
ら
「
御
正
忌
報
恩
講
法
要
」
に
よ
う
こ
そ
ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
報
恩
講
法
要
」

は
、
浄
土
真
宗
の
教
え
に
導
か
れ
報
恩

ほ
う
お
ん

感
謝

か
ん
し
ゃ

の
生
活
を
送
る
私
た
ち
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
ご
法
要
で
す
。
ご
法
要
を
ご
縁
に
、
改
め
て

宗
祖
聖
人
の
ご
遺
徳
を
偲
び
、
浄
土
真
宗
の
お
救
い
に
あ
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
ご
恩
に
感
謝
し
、
今
後
と
も
お
念
仏
の
道
を
歩
ま
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

ご
門
主
様
は
、
ご
親し
ん

教き
ょ
う「
念
仏
者
の
生
き
方
」
で
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
依よ

り
ど
こ
ろ
と
し
た
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
を
お
示
し
に
な

ら
れ
、
重
ね
て
「
伝
灯

で
ん
と
う

奉
告

ほ
う
こ
く

法
要

ほ
う
よ
う

御ご

満ま
ん

座ざ

の
消し

ょ
う

息そ
く

」
で
「
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
真
実

し
ん
じ
つ

信
心

し
ん
じ
ん

を
い
た
だ
き
、
お
慈
悲
の
有
り
難
さ
尊
さ
を

人
々
に
正
し
く
わ
か
り
や
す
く
お
伝
え
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
。
そ
し
て
同
時
に
、
仏
さ
ま
の
よ
う
な
執と
ら

わ
れ
の
な
い
完
全
に
清
ら
か
な

行
い
は
で
き
な
く
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
念
仏
者
の
生
き
方
を
目
指
し
、
精
一
杯
努
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
」
と
ご
教
示

に
な
ら
れ
ま
し
た
。

宗
門
で
は
、
そ
の
お
心
を
体
し
、
具
体
的
な
現
場
化
の
一
つ
と
し
て
、
二
〇
一
五
年
に
国
連
が
採
択
し
た
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

エ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ

」（
持
続
可
能
な

開
発
目
標
）
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
学
び
を
深
め
る
な
ど
、
新
た
な
取
り
組
み
を
進
め
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

貧
困
を
な
く
そ
う
、
安
全
な
水
と
ト
イ
レ
を
世
界
中
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
み
ん
な
に
、
そ
し
て
ク
リ
ー
ン
に
。「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
に
掲
げ
た

ど
の
目
標
も
、
地
球
上
の
人
々
が
幸
せ
に
、
し
か
も
、
持
続
可
能
な
社
会
を
創
っ
て
い
く
上
で
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
ば
か
り
で
す
。

「
我
に
ま
か
せ
よ
　
そ
の
ま
ま
救
う
」
と
は
た
ら
き
続
け
て
い
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
如
来
の
お
慈
悲
ひ
と
す
じ
に
こ
の
身
を
お
任
せ
し
、

安
心
を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
具
体
的
な
社
会
貢
献
の
場
で
も
、
世
界
の
人
々
と
と
も
に
、
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
た
め
、
精
い
っ
ぱ
い
努
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

                                                                                                                                               合
　
掌

御ご

正し
ょ
う

忌き

報ほ
う

恩お
ん

講こ
う

法ほ
う

要よ
う

に
際
し
て

本
願
寺
執
行
長

本ほ
ん

多だ

隆た
か

朗お

4

新
年
早
々
、
厳
し
い
寒
さ
の
な
か
遠
近
隔
地
よ
り
「
御
正
忌
報
恩
講
法
要
」
に
よ
う
こ
そ
ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

ご
承
知
の
通
り
、
一
昨
年
十
月
一
日
か
ら
十
期
八
十
日
間
に
亘
り
ご
修
行
さ
れ
ま
し
た
第
二
十
五
代
専
如
門
主
伝
灯

で
ん
と
う

奉
告

ほ
う
こ
く

法
要

ほ
う
よ
う

は
、
昨
年

五
月
三
十
一
日
に
御ご

満ま
ん

座ざ

、
無
事
円え

ん

成じ
ょ
うい

た
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
み
仏
の
お
導
き
と
親
鸞
聖
人
並
び
に
歴
代
宗
主
の
ご
苦
労
を

は
じ
め
、
多
く
の
皆
さ
ま
の
ご
懇こ

ん

念ね
ん

の
賜

た
ま
も
のと

改
め
て
有
り
難
く
心
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

さ
て
、親
鸞
聖
人
は
戦
乱
と
天
変
地
異
が
相
次
ぎ
、多
く
の
人
々
が
世
の
無
常
を
痛
感
す
る
平
安
末
期
に
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。そ
し

て
、九
歳
で
得
度
さ
れ
、
比
叡
山
で
二
十
年
も
の
間
、
学
問
・
修
行
に
励
ま
れ
ま
し
た
が
、
迷
い
を
出

し
ゅ
つ

離り

す
る
道
を
見
出
す
こ
と
が
出
来

ず
、
新
し
い
道
を
求
め
て
下
山
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
法
然
聖
人
と
の
お
出
遇
い
に
よ
っ
て
本
願
念
仏
の
み
教
え
に
帰
依
さ
れ
、
お
念
仏

と
と
も
に
九
十
年
の
ご
生
涯
を
歩
ま
れ
ま
し
た
。

『
歎
異
抄
』
に
は

「
念
仏
者
は
無
礙
む

げ

の
一
道
な
り
。」

と
あ
り
、「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
お
念
仏
申
す
こ
と
は
、
何
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
生
死
を
超
え
る
唯
一
の
大
道
で
す
。」

と
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
そ
の
ご
生
涯
を
か
け
て
私
た
ち
に
こ
の
真
実
の
み
教
え
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
あ
ら
た

め
て
、
ご
真
影

し
ん
ね
い

様
の
前
で
手
を
合
わ
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
苦
悩
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
我
が
身
で
す
が
、
お
念
仏
に
出
遇
え
た

こ
と
を
大
い
に
喜
ば
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
専
如
ご
門
主
様
が
伝
灯
奉
告
法
要
に
お
け
る
ご
親
教
『
念
仏
者
の
生
き
方
』
に
て
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
「
和わ

顔げ
ん

愛あ
い

語ご

」
を

心
が
け
、
自
他
共
に
心
豊
か
に
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
た
め
に
精
一
杯
努
め
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
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5

き
ょ
う

ぎ

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
。

せ
い

か
つ

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

し
ゅ
う

め
い

浄じ
ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
う

し
ゅ
う

そ

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
）

し
ゅ
う

は

浄じ
ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
う

本ほ
ん

願が
ん

寺じ

派は

ほ
ん

ざ
ん

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

）

か
い
さ
ん 浄じ

ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
う

の
教き

ょ
う

章し
ょ
う

（
私わ

た
し

の
歩あ

ゆ

む
道み

ち

）

6

ほ
ん

ぞ
ん

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

）

せ
い

て
ん

・
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』

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
。

し
ゅ
う

も
ん

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
。



伝
灯
奉
告
法
要
   ご
親
教
「
念
仏
者
の
生
き
方
」

仏
教
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
教
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
と
は
、
こ
の

世
界
と
私
た
ち
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
真
実
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
時
間
と
場
所
を
超
え
た
普
遍
的
な
真
実
で
す
。そ
し
て
、こ

の
真
実
を
見
抜
き
、目
覚
め
た
人
を
仏
陀
と
い
い
、私
た
ち
に
苦
悩

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

仏
教
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
行
無
常
」

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
起
」
と
は
、
そ

の
一
瞬
ご
と
に
す
べ
て
の
物
事
は
、
原
因
や
条
件
が
互
い
に
関
わ

り
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
真
実
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
世
界
の
あ
り
方
の
中
に
は
、
固
定
し
た
変
化
し
な
い
私

と
い
う
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
こ
の
あ
り
の
ま
ま
の
真
実
に
気
づ
か
ず
、
自

分
と
い
う
も
の
を
固
定
し
た
実
体
と
考
え
、
欲
望
の
赴
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
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
悩
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
実
に
背そ
む

い
た
自
己
中
心
性
を
仏
教
で
は
無む

明み
ょ
う

煩ぼ
ん

悩の
う

と
い

い
、
こ
の
煩
悩
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
悩
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
悩
と
い
い
ま
す
。

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

も
煩
悩
を
克
服
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
行
に
励
ま
れ
ま
し
た
。し
か
し
、
ど
れ
ほ

ど
修
行
に
励
も
う
と
も
、
自
ら
の
力
で
は
断
ち
切
れ
な
い
煩
悩
の

深
さ
を
自
覚
さ
れ
、
つ
い
に
比
叡
山
を
下
り
、
法ほ
う

然ね
ん

聖
人
の
お
導

き
に
よ
っ
て
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
救
い
の
は
た
ら
き
に
出
遇あ

わ
れ
ま
し

た
。阿
弥
陀
如
来
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
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
ほ
ど
、
有
り
難
い
お
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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
悲
ひ
と
す
じ
に
お
任
せ
で
き
な
い
、
よ
ろ
こ

べ
な
い
私
の
愚
か
さ
、
煩
悩
の
深
さ
に
悲ひ

嘆た
ん

せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
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
明
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
ん
で
、
少

し
ず
つ
で
も
煩
悩
を
克
服
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
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
実
に
教
え

導
か
れ
て
、
そ
の
よ
う
に
志
し
て
生
き
る
人
間
に
育
て
ら
れ
る
の

で
す
。
こ
の
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
門
弟
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
弥

陀
如
来
の
ご
本
願
の
お
心
を
お
聞
き
し
、
愚
か
な
る
無
明
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
弥
陀
仏
の
薬
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
示
で
す
。

今
日
、世
界
に
は
テ
ロ
や
武
力
紛
争
、経
済
格
差
、地
球
温
暖

化
、核
物
質
の
拡
散
、差
別
を
含
む
人
権
の
抑
圧
な
ど
、世
界
規
模

で
の
人
類
の
生
存
に
関
わ
る
困
難
な
問
題
が
山
積
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
い
て

生
き
る
私
た
ち
の
無
明
煩
悩
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
欲
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
わ
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
法
を
依

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
弥
陀
如
来
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
他
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
践
運
動
の
推
進
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

※
こ
の
ご
親
教
は
、
伝
灯
奉
告
法
要
初
日
に
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
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昨
年
の
十
月
一
日
よ
り
お
勤
め
し
て
ま
い
り
ま
し
た
伝
灯
奉
告
法
要
は
、
本
日
ご
満
座
を
お
迎
え
い
た
し
ま
し
た
。

十
期
八
十
日
間
に
わ
た
る
ご
法
要
を
厳
粛
盛
大
に
お
勤
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
仏
祖
の
お
導
き
と
親
鸞

聖
人
の
ご
遺
徳
、
ま
た
代
々
法
灯
を
伝
え
て
こ
ら
れ
た
歴
代
宗
主
の
ご
教
化
に
よ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
日
本

全
国
の
み
な
ら
ず
、
全
世
界
に
広
が
る
有
縁
の
方
々
の
報
恩
謝
徳
の
ご
懇
念
の
た
ま
も
の
と
、
ま
こ
と
に
有
り
難
く
思

い
ま
す
。

昨
年
の
熊
本
地
震
か
ら
一
年
を
経
過
し
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
東
日
本
大
震
災
か
ら
六
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。

改
め
て
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
々
に
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
被
災
さ
れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す
。
ど
れ
ほ
ど
時
間
が
経
過
し
て
も
心
の
傷
は
癒
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
深
い
痛
み
を
感
じ
て
お
過
ご
し
の

方
も
多
く
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
な
か
で
も
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
拡
散
に
よ
っ
て
、
今
な

お
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
、
不
自
由
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
方
々
が
多
く
お
ら
れ
ま
す
。
思
う
ま
ま
に

電
力
を
消
費
す
る
便
利
で
豊
か
な
生
活
を
追
求
す
る
あ
ま
り
、
一
部
の
方
々
に
過
酷
な
現
実
を
強
い
る
と
い
う
現
代
社

会
の
矛
盾
の
一
つ
が
、
露
わ
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

自
分
さ
え
良
け
れ
ば
他ほ
か

は
ど
う
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
私
た
ち
の
心
に
ひ
そ
む
自
己
中
心
性
は
、
時
と
し
て
表
に
現

れ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
凡
愚
の
身
の
私
た
ち
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ご
本
願
に
出
遇
い
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
慈
悲
に

摂
め
取
ら
れ
て
決
し
て
捨
て
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
身
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
大
き
な
力
に
包
ま
れ
て
い

る
と
い
う
安
心
感
は
、
日
々
の
生
活
を
支
え
、
社
会
の
た
め
の
活
動
を
可
能
に
す
る
原
動
力
と
な
る
で
し
ょ
う
。

伝
灯
奉
告
法
要
御
満
座
の
消
息

凡
夫
の
身
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
傲
慢
な
思
い
が
誤
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
す
が
、
凡
夫
だ
か
ら
何
も
で
き
な
い
と

い
う
無
気
力
な
姿
勢
も
、
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。
即
如
前
門
主
の
『
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
大

遠
忌
法
要
御
満
座
を
機
縁
と
し
て
「
新
た
な
始
ま
り
」
を
期
す
る
消
息
』
に
は
、

凡
夫
の
身
で
な
す
こ
と
は
不
十
分
不
完
全
で
あ
る
と
自
覚
し
つ
つ
、そ
れ
で
も「
世
の
な
か
安
穏
な
れ
、仏
法
ひ
ろ

ま
れ
」
と
、
精
一
杯
努
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
教
示
さ
れ
た
生
き
方
が
念
仏
者
に
ふ
さ
わ
し
い
歩
み
で
あ
り
、
親
鸞
聖
人
の
お
心

に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
ご
法
要
初
日
に
「
念
仏
者
の
生
き
方
」
と

し
て
詳
し
く
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
、
宗
門
が
十
年
間
に
わ
た
る
「
宗
門
総
合
振
興
計
画
」
の
取
り
組
み
を
進
め
て
お
り
ま
す
な
か
、
来
る
二
〇
二
三

（
平
成
三
十
五
）
年
に
は
宗
祖
ご
誕
生
八
百
五
十
年
、
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
に
は
立
教
開
宗
八
百
年
と
い
う
記
念
す
べ

き
年
を
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。

改
め
て
申
す
ま
で
も
な
く
、
そ
の
慶
讃
の
ご
法
要
に
向
け
た
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
お
い
て
も
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

が
真
実
信
心
を
い
た
だ
き
、
お
慈
悲
の
有
り
難
さ
尊
さ
を
人
々
に
正
し
く
わ
か
り
や
す
く
お
伝
え
す
る
こ
と
が
基
本
で

す
。
そ
し
て
同
時
に
、
仏
さ
ま
の
よ
う
な
執
わ
れ
の
な
い
完
全
に
清
ら
か
な
行
い
は
で
き
な
く
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場

で
念
仏
者
の
生
き
方
を
目
指
し
、
精
一
杯
努
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

み
教
え
に
生
か
さ
れ
、
み
教
え
を
ひ
ろ
め
、
さ
ら
に
自
他
と
も
に
心
安
ら
ぐ
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
も

共
々
に
精
進
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

平
成

二
〇
一 二十
九
年

七
年
五
月
三
十
一
日

龍
谷
門
主

釋
　
専
　
如



9:30頃～
10分間 

8:10～
20分間

6:00～

10:00～

11:10～
40分間

13:00～

14:00～

15:30～

18:15～
35分間

19:00～
40分間 

日中法要後
12:00～

逮夜法要に
引き続き

初夜終了後

晨朝後

13:30頃～
10分間

9 日（火）

11

お頭
とう

人
にん

とは、御正忌報恩講法要中における
初
しょ

夜
や

勤
ごん

行
ぎょう

（斎
とき

、非
ひ

時
じ

の勤行）に正
しょう

信
しん

偈
げ

を
勤める調

ちょう

声
しょう

人
にん

のことで、喚
かん

鐘
しょう

が鳴り終わ
り、係の者（承

じょう

仕
し

）が外
げ

陣
じん

で「お頭人！
お頭人！」と大きく呼ぶ声が御堂中に響き
渡ると、お勤めが始まります。

関連行事
★A…12日（金）13：20～

御法楽献詠入選者表彰式　【御影堂】
★B…13日（土）日中法要に引き続き（10：45頃～）

千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要宗門関係学校生徒作文朗読・表彰式 【御影堂】
★C…13日（土）12：00～

龍谷大学吹奏楽部御堂演奏会　【阿弥陀堂】
★D…13日（土）13：20～

第61回全国児童生徒作品展表彰式　【御影堂】
★E…14日（日）11：25～　

第66回 本山成人式　【阿弥陀堂】
★F…15日（月）11：50～

講社懇志進納講並びにご消息ご披露式　【御影堂】
★G…15日（月）16：00～

御正忌報恩講奉讃演奏会　【聞法会館３F】
★H…15日（月）19：00～16日（火）5：40

通夜布教　【聞法会館（１F総会所・３F多目的ホール）】

とう にん

9日 逮夜法要～16日 日中法要

2018（平成30）年

御正忌報恩講法要
全日程表

10日（水）11日（木）12日（金）13日（土）14日（日）15日（月）16日（火）

＊
12



門徒会館
（勤式指導所）

守衛所

Net縁
事務所
JIPPO

伝
道
第
二
本
部

花
屋
町
通

太
鼓
楼

阿弥陀堂門

南行

北行

Ｗ.

ＣＷ.Ｃ
喫茶
売店

Ｗ.Ｃ

Ｗ.Ｃ

伝
道
本
部

聞法会館

安
穏
殿

１Ｆブックセンター

阿弥陀堂
（総会所）

防災センター
（お忘れ物）

経
蔵

伝道第三本部

9 ： 00～17 ： 00

西本願寺前

西本願寺前

あそか
診療所

駐
輪
場

本
願
寺 

↑↓ 

大
谷
本
廟

北
境
内
地
駐
車
場

聞法会館南側広場

A

B
C

（　　 　）１Ｆ売店・喫茶
Ｂ１Ｆ食事処

＊2

バ
ス
発
着
場

大
谷
本
廟
行
循
環
バ
ス

（P.46）

＝ 車椅子対応エレベーター

＝ AED（自動体外式除細動器）設置場所

＝ オストメイト対応トイレ（多目的トイレ）

＝ 喫茶・食事処
＝ 授乳室 ＊1  紫雲－－－－7：30～17：00

＊2 1Ｆ龍華－－8：00～17：00　　Ｂ1Ｆ矢尾定－7：00～ 9：00
　　　　　　　 11：00～14：00
　　　　　　　 17：30～21：00

※15日のみ 7：00～ 9：00
　　　　　11：00～22：00

＝ スタンプ

●晨朝（６時）
 （両堂：阿弥陀堂に引続き御影堂）

�����
（時間変更の場合もあります）

●13日  龍谷大学吹奏楽部
　　　　御堂演奏会（P.21）
●14日  本山成人式（P.22）

●国宝 阿弥陀堂天井画
　特別展示（P.26）

●お西さんを知ろう！
 （P.43）

●ビハーラ総合施設
　パネル展（P.29）

●15～16日  通夜布教（P.24）
●15日  奉讃演奏会（P.24）
●全国児童生徒作品展（P.27）
●人権パネル展（P.27）
●もんぼう写真展（P.27）
●矯正展〈キャピック展〉（P.29）
●ほっとはぁとショップ（P.28）

＊1

●矯正展〈キャピック展〉
●チャリティーバザー思縁屋（11・12日）
●JIPPOバザー（13・14日）
●「ビハーラ総合施設」バザー（14日）
●平成28年熊本地震・東日本大震災
　復興支援物産展
●「三陸産わかめ入りうどん」試食（11・13・15日）
●あずき粥接待（10・12・14日）

A
B
B
B
B

C
C

●常例布教（P.15）
● 9～12日  
　御絵伝解説（18時15分）
●11～15日  
　特別講演（11時10分）
●通夜布教（P.24）

聞法会館南側広場（P.25～P.31）

13

龍谷大学
大宮学舎
本館

御影堂門

総門

北小路門

唐
門

堀川通（国道１号線）

北
小
路
通

Ｗ.Ｃ
渡り廊下

Ｗ.Ｃ

N

龍谷ミュージアム

＊15日（月）は開館

飛
雲
閣

〈
修
復
中
〉

御影堂

龍虎殿
〈参拝教化部〉

本願寺寺務所

書院

お茶所
（総合案内所）

大
玄
関
門

10 ： 00～17 ： 00
（受付16 ： 30まで）

���	
����
�����������

●御影堂荘厳具・仏華
　供物等の展示（P.50）

●法要  日中（10時）
　　　  逮夜（14時）
　　　  初夜（15時30分※15日は18時）
●12日  御法楽献詠入選者表彰式（P.19）
●13日  全国児童生徒作品展表彰式（P.27）
●15日  ご門主様ご親教（逮夜法要に引き続き）
●15日  講社懇志進納講並びにご消息ご披露式（P.23）
●御堂布教（P.15）
●帰敬式（P.41）

●16日  いちろく市（P.25）

●10～15日お斎（P.16）

●受付  お斎（P.16）
　　　  帰敬式（P.41）
　　　  免物（P.42）
　　　  懇志
　　　  永代経
　　　  グループ参拝・団体参拝

法要出勤者
入口懇志

受付
テント

14



15

 13
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 13
時
55
分
   御ご

親し
ん

開か
い

扉ひ

                                    御
　
影
　
堂

 14
時
00
分
   逮た

い

夜や

法
要
大だ

い

師し

影え
い

供ぐ

作さ

法ほ
う

               御
　
影
　
堂

〈
約
45
分
〉

 15
時
30
分
   初し

ょ

夜や

〔
改が

い

悔け

批ひ

判は
ん

〕
                        御
　
影
　
堂

〈
約
25
分
〉

 18
時
15
分
   御ご

絵え

伝で
ん

解
説
〈
第
一
夜
〉
                    総
　
会
　
所

 19
時
00
分
   常
例
布
教
                                    総
　
会
　
所

御
正
忌
報
恩
講
法
要（
日
程
）

日
 程
 
1
月
9
日（
火
）

��

��

�

��

	


�

こ
の
た
び
の
御
正
忌
報
恩
講
法
要
を
お
迎
え

す
る
に
あ
た
り
、ご
門
主
様
に
よ
り
、御ご

真
影
し
ん
ね
い

様
ご
安
置
の
御
厨
子

お

ず

し

の
扉
が
開
け
ら
れ
ま
す
。

改
悔
批
判
と
は
、
ご
門
主
様
が
信し
ん

心じ
ん

（
安あ
ん

心じ
ん

）
の
正
否
を
批
判
（
判
断
）
す
る
儀
式

で
す
。

本
願
寺
第
八
代
蓮れ
ん

如に
ょ

上
人
の
こ
ろ
、
報
恩

講
中
の
毎
夜
、
篤
信
と
く
し
ん

の
僧
侶
・
門
徒
が
各
自

の
信
仰
を
告
白
し
、
批
判
を
仰
い
だ
こ
と
に

は
じ
ま
る
も
の
で
す
。

現
在
は
、
９
日
は
初
夜
に
、
10
、
11
、
12
、

14
、
15
日
は
初
夜
の
お
勤
め
に
引
き
続
き
、

改
悔
批
判
を
お
こ
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
年
の
与よ

奪だ
つ

者し
ゃ

は
森も
り

田た

浄じ
ょ
う

円え
ん

勧
学
で
す
。

経
文
に
つ
い
て
は
、
別
冊
の
『
御
正
忌
報
恩
講

勤
行
集
』を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。ま
た
、〈
約
○
分
〉

は
目
安
と
し
て
ご
参
考
く
だ
さ
い
。

● 

 8：10～　  20分間
19：00～　  40分間

● 

 9：30頃～  10分間
13：30頃～  10分間

紫
藤 
常
昭  

師

福
岡
教
区 

早
良
組 
徳
常
寺

西
原 

祐
治  
師

12日午後

～

16日午前

９日午後

～

12日午前

に
し  

は
ら　

   

ゆ
う　

じ

  

し　

と
う　

 
じ
ょ
う
し
ょ
う

東
京
教
区 

千
葉
組 

西
方
寺

�������	
�������

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂）

※
13
日
は
御
伝
鈔
拝
読
の
た
め

お
こ
な
い
ま
せ
ん
。

９日
火

16

お
斎（
10
日
〜
15
日
）の
ご
案
内

お
  斎と

き

仏
教
で
は
、『
食
事
じ
き
じ

』
と
呼
ば
れ
る
、
午

前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
の
間
に
食
事
を
す

る
習
わ
し
が
あ
り
、
こ
の
と
き
の
料
理
を

『
斎と
き

』
と
い
い
ま
す
。

本
願
寺
で
は
、
毎
年
一
月
十
日
か
ら
十

五
日
ま
で
、
日
中
法
要
終
了
後
に
お
斎
の

接
待
を
国
宝
の
書
院
（
鴻こ
う

之の

間ま

）
に
て
お

こ
な
っ
て
い
ま
す
。

本
願
寺
で
の
お
斎
は
、
動
物
性
の
食
材

は
一
切
用
い
ず
、
一い
ち

汁じ
ゅ
う

五ご

菜さ
い

を
基
本
に
し

た
精
進
料
理
で
、
蜜
柑
み
か
ん

（
和
歌
山
 有
田
北

組そ

の
皆
様
が
ご
進
納
）
と
「
本
願
寺
せ
ん

べ
い
」（
お
供
え
し
て
お
り
ま
す
御お

仏ぶ
っ

飯ぱ
ん

を

使
用
）
を
土
産
に
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

お
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
お
気
軽
に
参

拝
教
化
部
ま
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

と
　
き
 ●
 １
月
10
日（
水
）〜
15
日（
月
）、

日
中
法
要
終
了
後
 12
時
〜
　
　
　

と
こ
ろ
 ●
 書
院（
鴻
之
間
）
  全
席
椅
子
席

・
お
一
人
様
に
つ
き
一
万
円
以
上
の
ご
懇
志
に
対
す
る
お
扱
い
と
な
り
ま
す
。

担当部 参拝教化部〈龍虎殿１階〉 ※以下ページ担当部は　　 で表記



��

〈第一夜〉
９日（火）髙 澤

た か ざ わ

恒
つね

雄
お

〈第二夜〉
10日（水）利 國

と し く に

淳 之
あ つ し

〈第三夜〉
11日（木）尾

お

崎
ざき

道 裕
み ち ひ ろ

〈第四夜〉
12日（金） 南

なん

條
じょう

了
りょう

瑛
えい

17

日
 程

1
月
10
日（
水
）

 6
時
00
分
   晨じ

ん

朝じ
ょ
う

                                         両
　
　
　
堂

 8
時
10
分
   常
例
布
教
                                    総
　
会
　
所

 9
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 10
時
00
分
   日に

っ

中ち
ゅ
う

法
要
二に

門も
ん

偈げ

作さ

法ほ
う

                 御
　
影
　
堂

〈
約
45
分
〉

 13
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 14
時
00
分
   逮た

い

夜や

法
要
奉ほ

う

讃さ
ん

大だ
い

師し

作さ

法ほ
う

               御
　
影
　
堂

〈
約
50
分
〉

 15
時
30
分
   初し

ょ

夜や

〔
正し

ょ
う

信し
ん

偈げ

引
き
続
き
改が

い

悔け

批ひ

判は
ん

〕
   御
　
影
　
堂

〈
約
60
分
〉

 18
時
15
分
   御ご

絵え

伝で
ん

解
説
〈
第
二
夜
〉
                    総
　
会
　
所

 19
時
00
分
   常
例
布
教
                                    総
　
会
　
所

��

��

��

�

�
�
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御
正
忌
報
恩
講
に
は
、御
影
堂
の
両
余
間
よ

ま

に

「
御
絵
伝
」
が
奉
懸
ほ
う
け
ん

さ
れ
、
十
三
日
の
初
夜
勤
行

に
引
き
続
い
て
『
御
伝
鈔
』
が
拝
読
さ
れ
ま
す
。

総
会
所
の
大
型
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
写
し
た

「
御
絵
伝
」
を
、
布
教
研
究
専
従
職
員
が
四
夜

連
続
し
て
場
面
ご
と
に
解
説
い
た
し
ま
す
。

絵
の
中
に
描
か
れ
た
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
生

涯
を
紐ひ
も

解と

い
て
ゆ
く
中
に
、
ご
遺
徳
を
偲し
の

ば
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

※
併
せ
て
32
〜
40
ペ
ー
ジ
も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

と　き● １月９日（火）～ 12日（金）
18時15分 ～ 18時50分

ところ● 聞法会館１階  総会所

参拝教化部

�������	
�������

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂） 10日

水

特別講演

18

 6
時
00
分
   晨じ

ん

朝じ
ょ
う

                                         両
　
　
　
堂

 8
時
10
分
   常
例
布
教
                                    総
　
会
　
所

 9
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 10
時
00
分
   日に

っ

中ち
ゅ
う

法
要
宗し

ゅ
う

祖そ

讃さ
ん

仰ご
う

作さ

法ほ
う

              御
　
影
　
堂

〈
約
40
分
〉

 11
時
10
分
   特
別
講
演
                                    総
　
会
　
所

 13
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 14
時
00
分
   逮た

い

夜や

法
要
正し

ょ
う

信し
ん

念ね
ん

佛ぶ
つ

偈げ

作さ

法ほ
う

第
三
種
     御
　
影
　
堂

〈
約
45
分
〉

 15
時
30
分
   初し

ょ

夜や

〔
正し

ょ
う

信し
ん

偈げ

引
き
続
き
改が

い

悔け

批ひ

判は
ん

〕
   御
　
影
　
堂

〈
約
60
分
〉

 18
時
15
分
   御ご

絵え

伝で
ん

解
説
〈
第
三
夜
〉
                    総
　
会
　
所

 19
時
00
分
   常
例
布
教
                                    総
　
会
　
所

日
 程

1
月
11
日（
木
）

苦く

悩の
う

を
抱か

か

え
た
命い

の
ち

の
安
ら
ぎ

本
願
寺
派
布
教
使
　
�に

し

�だ

�ち

�
き
ょ
う

�

本
願
寺
第
三
代
覚か
く

如に
ょ

上
人
は
、
親
鸞
聖
人

の
ご
遺
徳
を
讃
仰
さ
ん
ご
う

す
る
た
め
に
、
そ
の
ご
生

涯
の
行
蹟
を
文
章
と
絵
で
交
互
に
描
い
た
絵

巻
物
を
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。『
善
信
聖
人
親

鸞
伝で
ん

絵ね

』
あ
る
い
は
『
本
願
寺
聖
人
親
鸞
伝

絵
』
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

後
に
多
く
の
ご
門
徒
の
方
が
た
に
ご
覧
い

た
だ
け
る
よ
う
に
と
、
文
章
と
絵
は
別
々
に

分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
『
御
伝
鈔
』「
御
絵
伝
」

と
呼
ば
れ
、
流る

布ふ

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

御
正
忌
報
恩
講
の
折
に
こ
の
「
御
絵
伝
」

（
八
幅
）
を
御
影
堂
の
左
右
両
余よ

間ま

に
お
掛
け

し
、
一
月
十
三
日
に
『
御
伝
鈔
』
を
拝
読
し
て

宗
祖
の
ご
生
涯
を
偲し
の

ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

�������	
�������

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂） 11日

木



19

日
 程

1
月
12
日（
金
）

 6
時
00
分
   晨じ

ん

朝じ
ょ
う

                                         両
　
　
　
堂

 8
時
10
分
   常
例
布
教
                                    総
　
会
　
所

 9
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 10
時
00
分
   日に

っ

中ち
ゅ
う

法
要
奉ほ

う

讃さ
ん

大だ
い

師し

作さ

法ほ
う

              御
　
影
　
堂

〈
約
50
分
〉

 11
時
10
分
   特
別
講
演
                                    総
　
会
　
所

 13
時
20
分
   御ご

法ほ
う

楽ら
く

献け
ん

詠え
い

入
選
者
表
彰
式
               御
　
影
　
堂

 13
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 14
時
00
分
   逮た

い

夜や

法
要
浄じ

ょ
う

土ど

法ほ
う

事じ

讃さ
ん

作さ

法ほ
う

            御
　
影
　
堂

〈
約
65
分
〉

 15
時
30
分
   初し

ょ

夜や

〔
正し

ょ
う

信し
ん

偈げ

引
き
続
き
改が

い

悔け

批ひ

判は
ん

〕
   御
　
影
　
堂

〈
約
60
分
〉

 18
時
15
分
   御ご

絵え

伝で
ん

解
説
 〈
第
四
夜
〉
                   総
　
会
　
所

 19
時
00
分
   常
例
布
教
                                    総
　
会
　
所

聞も
ん

法ぼ
う

の
慶
び
を
和
歌
に
詠よ

む
御
法
楽
献
詠

は
、
本
願
寺
第
二
十
一
代
明み
ょ
う

如に
ょ

上
人
御
在

位
の
頃
ま
で
は
毎
年
御
正
忌
報
恩
講
に
歌
を

詠
じ
、
祖
前
に
献け
ん

供ぐ

さ
れ
、
御
正
忌
報
恩
講

御
満
座
後
、
ご
門
主
様
御ご

廟び
ょ
う

参さ
ん

時じ

に
祖そ

壇だ
ん

献
供
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

近
年
は
、
兼け
ん

題だ
い

が
定
め
ら
れ
、
門
信
徒
の

方
が
た
か
ら
歌
を
募つ
の

り
、
御
廟
参
時
に
祖
壇

に
献
供
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

本
年
は
兼
題
を
「
朝
（
あ
さ
・
あ
し
た
）」
と

し
、
全
国
よ
り
百
五
首
の
献
詠
歌
が
寄
せ
ら

れ
、
そ
の
中
か
ら
次
ペ
ー
ジ
の
五
首
が
入
選

い
た
し
ま
し
た
。

★

★

特別講演

如に
ょ

来ら
い

の
願が

ん

心し
ん

に
聞き

く

本
願
寺
派
勧
学
　
��

�

�	
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�
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�������

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂） 12日

金
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奈
良
県
　
石
川
欣
也

《
評
》
御
正
忌
の
朝
の
目
覚
め
の
な
ん
と
す
が
す
が
し
い
こ
と

で
し
ょ
う
か
。
晴
れ
た
冬
の
青
空
か
ら
光
が
差
し
、
新

春
の
お
だ
や
か
な
気
が
満
ち
、
お
の
ず
か
ら
念
仏
と
と

も
に
生
か
さ
れ
て
在
る
い
の
ち
で
す
。

講
評

宗
派
月
刊
誌
「
大
乗
」
歌
壇
選
者

喜
多
　
弘
樹

��
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/
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�
52

6
7�

�
8
9
�

宮
崎
県
　
馬
場
陽
子

《
評
》
朝
も
夕
べ
も
お
念
仏
を
申
す
作
者
。
そ
の
姿
も
ま
た
阿

弥
陀
如
来
の
光
と
と
も
に
在
り
ま
す
。
た
だ
静
か
に
両

手
を
合
わ
せ
る
、
そ
れ
だ
け
で
こ
こ
ろ
が
洗
わ
れ
、
生

き
る
力
が
み
な
ぎ
っ
て
き
ま
す
。
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CD
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F
�
�
�
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�
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�
J
D
K
4

東
京
都
　
阿
部
由
花
里

《
評
》
朝
の
光
の
輝
く
中
、
笑
顔
を
た
や
さ
ず
正
座
し
て
お
念

仏
を
申
す
こ
こ
ろ
は
つ
ね
お
お
ら
か
で
す
。
こ
の
赤
児

の
よ
う
な
わ
た
く
し
を
や
さ
し
く
包
ん
で
く
だ
さ
る
弥

陀
に
謝
し
つ
つ
日
々
を
勤
め
ま
す
。
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山
口
県
　
出
上
眞
喜
子

《
評
》
朝
が
来
る
た
び
に
六
字
名
号
を
称
え
る
日
々
の
安
穏
。

ひ
と
日
ひ
と
日
が
生
か
さ
れ
て
い
る
喜
び
は
、
阿
弥
陀

如
来
に
つ
ね
に
寄
り
添
わ
れ
て
い
る
喜
び
で
も
あ
り
ま

す
。
素
直
な
感
動
の
た
ま
も
の
。
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�
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熊
本
県
　
新
道
く
み
子

《
評
》
あ
ま
ね
く
、
分
け
隔
て
な
く
弥
陀
の
光
に
包
ま
れ
な
が

ら
、
今
朝
も
本
堂
で
お
勤
め
を
す
る
作
者
。
生
き
と
し

生
け
る
も
の
す
べ
て
弥
陀
と
と
も
に
こ
の
御
堂
に
来
て

く
だ
さ
い
と
い
う
や
さ
し
い
呼
び
か
け
。

兼
  題
あ
さ
・
あ
し
た

御
法
楽
献
詠
入
選
歌



特別講演

21

 6
時
00
分
   晨じ

ん

朝じ
ょ
う

                                                                                                                                                  両
　
　
　
堂

 8
時
10
分
   常
例
布
教
                                    総
　
会
　
所

 9
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 10
時
00
分
   日に

っ

中ち
ゅ
う

法
要
二に

門も
ん

偈げ

作さ

法ほ
う

                  御
　
影
　
堂

〈
約
45
分
〉

 引
き
続
き
   千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要

                 宗
門
関
係
学
校
生
徒
作
文
朗
読
・
表
彰
式
    御
　
影
　
堂

 11
時
10
分
   特
別
講
演
                                    総
　
会
　
所

 12
時
00
分
   龍
谷
大
学
吹
奏
楽
部
御
堂
演
奏
会
         阿
弥
陀
堂

 13
時
20
分
   第
61
回
全
国
児
童
生
徒
作
品
展
表
彰
式
   御
　
影
　
堂

 13
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 14
時
00
分
   逮た

い

夜や

法
要
宗し

ゅ
う

祖そ

讃さ
ん

仰ご
う

作さ

法ほ
う（

音
楽
法
要
）
   御
　
影
　
堂

〈
約
45
分
〉

 15
時
30
分
   初し

ょ

夜や

〔
正し

ょ
う

信し
ん

偈げ

引
き
続
き
御ご

伝で
ん

鈔し
ょ
う
拝
読
〕
  御
　
影
　
堂

〈
約
130
分
〉

 19
時
00
分
   常
例
布
教
                                    総
　
会
　
所

★

口く
ち

に
世せ

い

事じ

を
ま
じ
へ
ず
、た
だ
仏ぶ

っ

恩と
ん

の
ふ
か
き
こ
と
を
の
ぶ

本
願
寺
派
布
教
使
　
$の

%む
ら

&こ
う

'じ

�

日
 程

1
月
13
日（
土
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

宗
門
関
係
学
校
の
龍
谷
大
学
学
友
会
学
術

文
化
局
吹
奏
楽
部
は
、
国
内
は
も
と
よ
り
海

外
で
も
精
力
的
に
公
演
を
行
い
、
各
方
面
よ

り
非
常
に
高
い
評
価
を
得
て
お
り
ま
す
。

本
年
も
、
御
正
忌
報
恩
講
に
併
せ
て
、
阿

弥
陀
堂
で
演
奏
会
を
行

い
ま
す
。
是
非
と
も
こ

の
機
会
に
全
国
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
の
吹
奏
楽
部
が

奏
で
る
柔
ら
か
い
響
き

と
学
生
ら
し
い
元
気
溢

れ
る
演
奏
を
ご
鑑
賞
く

だ
さ
い
。

★

と　き ●１月14日（日）11時25分～
［式典・記念講演］

ところ ● 阿弥陀堂

と　き ● １月13日（土）
12時～12時50分

ところ ● 阿弥陀堂

社会部〈宗教教育担当〉

�������	
�������

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂） 13日

土

特別講演
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 6
時
00
分
   晨じ

ん

朝じ
ょ
う

                                         両
　
　
　
堂

 8
時
10
分
   常
例
布
教
                                    総
　
会
　
所

 9
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 10
時
00
分
   日に

っ

中ち
ゅ
う

法
要
正し

ょ
う

信し
ん

念ね
ん

佛ぶ
つ

偈げ

作さ

法ほ
う

第
三
種
    御
　
影
　
堂

〈
約
45
分
〉

 11
時
10
分
   特
別
講
演
                                    総
　
会
　
所

 11
時
25
分
   第
66
回
本
山
成
人
式
                        阿
弥
陀
堂

 13
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 14
時
00
分
   逮た

い

夜や

法
要
大だ

い

師し

影え
い

供ぐ

作さ

法ほ
う

               御
　
影
　
堂

 引
き
続
き
   御ご

俗ぞ
く

姓し
ょ
う

拝は
い

読ど
く

〈
約
65
分
〉

 15
時
30
分
   初し

ょ

夜や

〔
正し

ょ
う

信し
ん

偈げ

引
き
続
き
改が

い

悔け

批ひ

判は
ん

〕
   御
　
影
　
堂

〈
約
60
分
〉

 19
時
00
分
   常
例
布
教
                                    総
　
会
　
所

御
俗
姓
は
『
俗
姓
の
御お

文ふ
み

』
と
も
呼
ば
れ
、

本
願
寺
第
八
代
蓮
如
上
人
が
一
四
七
七
（
文

明
九
）
年
に
親
鸞
聖
人
の
御
正
忌
報
恩
講
に

際
し
て
お
書
き
に
な
っ
た
御
文
章
で
す
。

前
文
で
は
宗
祖
の
俗
姓
を
明
か
し
、
行
蹟

を
述
べ
ら
れ
、
後
文
で
は
報
恩
講
に
お
け

る
門
徒
の
心
得
が
説
か
れ
、
一
念
帰
命
の

真
実
信
心
を
勧
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

日
 程

1
月
14
日（
日
）

★

阿
弥
陀

あ

み

だ

さ
ま
の
「
イ
ノ
チ
の
ミ
カ
タ
」

本
願
寺
派
布
教
使
　
(

)

は
な
お
か

*し
ず

+と

�

�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

新
成
人
と
な
ら
れ
た
こ
と
を
ご
縁
と
し

て
、
御
正
忌
報
恩
講
期
間
中
、
阿
弥
陀
堂
に

て
「
本
山
成
人
式
」
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

成
人
式
は
、
一
人
の
成
人
と
し
て
社
会
に

旅
立
つ
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
お
育
て
に
あ

ず
か
っ
た
方
が
た
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
あ

ら
わ
す
と
と
も
に
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を

聞
い
て
人
生
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
を
奉
告
す

る
儀
式
で
す
。

ご
一
緒
に
あ
た
た
か
く
お
祝
い
い
た
し
ま

し
ょ
う
。

★

寺院活動支援部〈組織教化担当〉

�������	
�������

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂） 14日

日



特別講演
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日
 程

1
月
15
日（
月
）

 6
時
00
分
   晨じ

ん

朝じ
ょ
う

                                                                                                                                                  両
　
　
　
堂

 8
時
10
分
   常
例
布
教
                                    総
　
会
　
所

 9
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 10
時
00
分
   日に

っ

中ち
ゅ
う

法
要
五ご

会え

念
佛

ね
ん
ぶ
つ

作さ

法ほ
う

              御
　
影
　
堂

〈
約
45
分
〉

 11
時
10
分
   特
別
講
演
手
話
通
訳
                       総
　
会
　
所

 11
時
50
分
   講こ

う

社し
ゃ

懇こ
ん

志し

進し
ん

納の
う

講こ
う

並
び
に
ご
消

し
ょ
う

息そ
く

ご
披
露
式
    御
　
影
　
堂

 13
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
手
話
通
訳
                       御
　
影
　
堂

 14
時
00
分
   逮た

い

夜や

法
要
広こ

う

文も
ん

類る
い

作さ

法ほ
う

                  御
　
影
　
堂

 引
き
続
き

ご
門
主
様
ご
親し

ん

教き
ょ
う

手
話
通
訳
               

 16
時
00
分
   御
正
忌
報
恩
講
奉ほ

う

讃さ
ん

演
奏
会
               聞
 法
 会
 館

〈
約
90
分
〉

 18
時
00
分
   初し

ょ

夜や

〔
正し

ょ
う

信し
ん

偈げ

引
き
続
き
改が

い

悔け

批ひ

判は
ん

〕
   御
　
影
　
堂

〈
約
60
分
〉

 19
時
00
分
   通
夜
布
教
（
〜
16
日
5
時
40
分
）
            聞
 法
 会
 館

★★★

と　き ●１月15日（月）11時50分　　　

ところ ● 御影堂 本
願
寺
に
対
し
物
心
両
面
に
わ
た
り
ご

尽
力
い
た
だ
い
て
い
る
本
願
寺
全
国
講
社

連
絡
会
の
各
講
社
よ
り
、
一
年
間
に
進
納

の
あ
っ
た
進
納
品
並
び
に
懇
志
進
納
額
が

読
み
あ
げ
ら
れ
、
目
録
進
呈
後
、
一
九
六

五
（
昭
和
四
十
）
年
に
本
願
寺
第
二
十
三

代
勝し

ょ
う

如に
ょ

上
人
が
発
布
さ
れ
た
「
講
社
へ
の

消
息
」
が
披
露
さ
れ
ま
す
。

★

参拝教化部

阿
弥
陀

あ

み

だ

さ
ま
の
願ね

が

い

本
願
寺
派
布
教
使
　
�!

�

,�
.

-+
�

'じ

�

�������	
������

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂） 15日

月
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��������������
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１階

24

★通
夜
布
教
（
15
日
〜
16
日
）
時
間
割

時　間

19:00 ～ 19:30

19:30 ～ 19:35

19:50 ～ 20:30

20:30 ～ 21:10

21:10 ～ 21:50

21:50 ～ 22:10

22:10 ～ 22:50

22:50 ～ 23:30

23:30 ～ 0:10

0:10 ～ 0:50

0:50 ～ 1:10

1:10 ～ 1:50

1:50 ～ 2:30

2:30 ～ 3:10

3:10 ～ 3:30

3:30 ～ 4:10

4:10 ～ 4:50

4:50 ～ 5:30

5:30 ～ 5:40

通
つ

夜
や

布
ふ

教
きょう

と　き ●１月15日（月）19時～１月16日（火）５時40分
ところ ● 聞法会館（１階・総会所および３階・多目的ホール）

通夜布教とは、親鸞聖人ご往生の前夜、門弟や縁の
深い方々が集まり夜を明かしたことに始まると言
われ、現在では１月15日夜から16日早朝にかけ、
本願寺派布教使が夜通し交代で法話をいたします。

浄土真宗本願寺派総合研究所

と　き ●１月15日（月）16時～17時30分（予定）
ところ ● 聞法会館３階多目的ホール

（入場無料・全席自由）

出　演　本願寺合唱団（指揮・鈴木捺香子）
プラティヤヤ・アンサンブル
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�
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合
唱
と
管
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

に
よ
る
仏
教
讃
歌
の
調
べ
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い

プ
ロ
グ
ラ
ム

◆
ふ
れ
あ
る
き
　

◆
弥
陀
大
悲
の
誓
願
を

◆
囁さ

さ
や
き
た
も
う
他

※
曲
目
は
都
合
に
よ
り
変
更
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

★

３階
総 会 所

勤行（正信偈六首引）
挨　拶

講師名

西原
にしはら

祐
ゆう

治
じ
（東京教区 千葉組 西方寺）

日
ひ

置
おき

宗明
むねあき

（東海教区 朝明組 信明寺）

冬
ふゆ

野
の

正
しょう

隆
りゅう
（奈良教区 葛上組 正福寺）

休　憩（20分）

岡
おか

智徳
とものり

（山口教区 白滝組 妙久寺）

中山
なかやま

信之
のぶゆき

（福岡教区 西嘉穂組 光妙寺）

水
みず

之
の

江
え

陽
よう

子
こ
（大分教区 日田組 法林寺）

山崎
やまざき

教
きょう

真
しん
（東北教区 岩手組 浄泉寺）

休　憩（20分）

藤下
ふじした

順
じゅん

道
どう
（石川教区 金沢組 光明寺）

宮
みや

部
べ

誓
せい

雅
が
（大阪教区 島中南組 誓覺寺）

坂上
さかのうえ

良
りょう
（四州教区 高知組 受法寺）

休　憩（20分）

南
なん

條
じょう

了
りょう

瑛
えい
（東京教区 中組 法重寺）

西
にし

方眞
ほうしん

（熊本教区 種山組 護念寺）

髙
たか

田
だ

芳行
よしゆき

（北海道教区 十勝組 大正寺）

挨拶・恩徳讃

多目的ホール
勤行（正信偈六首引）

挨　拶

講師名

岡
おか

智徳
とものり

（山口教区 白滝組 妙久寺）

中山
なかやま

信之
のぶゆき

（福岡教区 西嘉穂組 光妙寺）

西原
にしはら

祐
ゆう

治
じ
（東京教区 千葉組 西方寺）

休　憩（20分）

日
ひ

置
おき

宗明
むねあき

（東海教区 朝明組 信明寺）

冬
ふゆ

野
の

正
しょう

隆
りゅう
（奈良教区 葛上組 正福寺）

藤下
ふじした

順
じゅん

道
どう
（石川教区 金沢組 光明寺）

宮
みや

部
べ

誓
せい

雅
が
（大阪教区 島中南組 誓覺寺）

休　憩（20分）

水
みず

之
の

江
え

陽
よう

子
こ
（大分教区 日田組 法林寺）

山崎
やまざき

教
きょう

真
しん
（東北教区 岩手組 浄泉寺）

西
にし

方眞
ほうしん

（熊本教区 種山組 護念寺）

休　憩（20分）

髙
たか

田
だ

芳行
よしゆき

（北海道教区 十勝組 大正寺）

坂上
さかのうえ

良
りょう
（四州教区 高知組 受法寺）

南
なん

條
じょう

了
りょう

瑛
えい
（東京教区 中組 法重寺）

挨拶・恩徳讃
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（
15
日
19
時
〜
）      通
夜
布
教
                                    聞
 法
 会
 館
     

 5
時
40
分
迄
 

 6
時
00
分
   晨じ

ん

朝じ
ょ
う

                                         両
　
　
　
堂

 9
時
30
分
頃
 御
堂
布
教
                                    御
　
影
　
堂

 10
時
00
分
   日に

っ

中ち
ゅ
う

法
要
報ほ

う

恩お
ん

講こ
う

作さ

法ほ
う

                 御
　
影
　
堂

〈
約
95
分
〉

 13
時
30
分
   帰
敬
式
                                       御
　
影
　
堂

日
 程

1
月
16
日（
火
）

������	
�
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�����������

�����������
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主催：植
しょく

柳
りゅう

まちづくり
プロジェクトチーム
usami@shokakudo.jp

と　き ● １月16日（火）９時～15時　　　

ところ ● 第一会場「伝道院」周辺
第二会場「龍谷ミュージアム」前
第三会場「御影堂門」前

�
�
�
�
�
�

&'(

)*+,-阿
弥
陀
堂
内
陣
の
天
井

天
井
画
（
波
の
デ
ザ
イ
ン
）

※
午
前
の
帰
敬
式
は
行
わ
れ
ま
せ
ん

16日
火

��� ��
��	
�����

 

�������	
��
����������

※P.13の境内案内図を併せてご参照ください。
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御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間
中
の
関
連
行
事
日
程

御正忌報恩講法要期間中の関連行事日程

�

本願寺では、2017年７月より国庫補助事業として阿弥陀堂内陣・飛雲閣・唐門の修
復を推進しており、阿弥陀堂内陣は現在、天井画の修復を行っています。
阿弥陀堂内陣の天井は木を格子状に組んだ格天

ごうてん

井
じょう

という構造で、269個ある区画すべ
てに天井画が取り付けられています。天井画は普段約７メートルもの高さにあるため、
内陣でお勤めする僧侶であっても間近で目にする機会はほとんどありません。
今回は修復にあたり取り外した天井画（修復前・修復後）を特別に展示いたします。

描かれた当時の職人の技術や、修復前後の違いをどうぞごゆっくりとご覧ください。　

１月９日（火）～16日（火）
９時～11時、13時～16時
※14日は午後のみ、16日は午前のみ

文化財修復事業  国宝 阿弥陀堂天井画 特別展示

阿弥陀堂内北側　特設展示ブース

本山振興計画推進事務所
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人
権
パ
ネ
ル
展

宗
派
が
推
進
す
る
「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ

す
運
動
」（
実
践
運
動
）
の
具
体
的
な
取
り
組
み

の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
人
権
パ
ネ
ル
展
」
を
開
催

し
て
お
り
ま
す
。

本
年
は
、『「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」
が
出
来

ま
し
た
〜
差
別
を
な
く
す
の
は
「
わ
た
し
」
た
ち

〜
』
を
テ
ー
マ
に
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
に
施
行

さ
れ
た
法
律
に
関
す
る
パ
ネ
ル
を
展
示
し
ま
す
。

部
落
差
別
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
差
別
の
解

消
に
向
け
て
じ
っ
く
り
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

人権週間（12月４日）から 
御正忌報恩講法要（１月16日）まで　　

社会部〈人権問題担当〉

も
ん
ぼ
う
写
真
展

本
作
品
展
は
、「
絵
画
の
部
」「
書
の
部
」「
作

文
・
詩
の
部
」
の
三
部
門
か
ら
な
り
、
全
国
の
幼

児
、
小
・
中
学
生
か
ら
、
毎
年
多
く
の
作
品
を
出

品
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
応
募
作
品
の
中
か

ら
、「
特
選
」（
各
部
門
各
学
年
か
ら
一
名
）
を
選

び
、
御
正
忌
報
恩
講
期
間
中
に
御
影
堂
で
表
彰
し

ま
す
。

な
お
、
御
正
忌

報
恩
講
期
間
中
、

聞
法
会
館
地
下
一

階
及
び
三
階
ロ
ビ

ー
に
お
い
て
、
特

選
、入
選
、は
と
賞

の
作
品
を
展
示
し

て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

第
61
回

全
国
児
童
生
徒
作
品
展

１月９日（火）～16日（火）　　　聞法会館地下１階・３階ロビー

［表彰式］１月13日（土）13時20分　 御影堂

�

寺院活動支援部〈組織教化担当〉

〜
つ
な
が
る
・
つ
た
わ
る
・
つ
た
え
る
〜
を

メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
し
た
写
真
展
で
す
。

全
国
の
皆
さ
ま
か
ら
ご
応
募
い
た
だ
き
ま
し

た
、
こ
こ
ろ
温
ま
る
作
品
を
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

聞法会館

１月９日（火）～16日（火）

聞法会館１階総会所横廊下

御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間
中
の
関
連
行
事

聞法会館地下ホール

��

展示

展示

展示
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宗
門
で
は
、
全
国
に
あ
る
別
院
や
教
堂
の
報
恩
講
ス
タ
ン
プ
ラ

リ
ー
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
真
宗
教
団
連
合
に
お
い
て
も
、

真
宗
十
派
本
山
の
報
恩
講
法
要
巡
り
（
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
）
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

お
茶
所
に
て
、
ス
タ
ン
プ
台
紙
を
配
布
い
た
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
是
非
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

重点プロジェクト
推進室

真宗教団連合
（所務部〈文書担当〉）

御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間
中
の
関
連
行
事

主　催：特定非営利活動法人 
京都ほっとはあとセンター

※障がいのある人たちの自立と社会参加を図ることを
目的に、京都府・京都市・府内の授産施設や共同作
業所等が合同で設立した団体です。

後　援：浄土真宗本願寺派 重点プロジェクト推進室

１月９日（火）～16日（火）10時～17時
※９日は12時から、15日は19時まで、16日は13時まで

聞法会館1階ロビー（和室前）

ほ
っ
と
は
あ
と
シ
ョ
ッ
プ

〜
結
ぶ
絆
か
ら
、
広
が
る
ご
縁
へ
〜

本
年
も
、「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」（
実
践
運
動
）

推
進
の
一
環
と
し
て
、
障
が
い
の
あ
る
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ

て
製
作
し
た
「
ほ
っ
と
は
あ
と
製
品
」
を
販
売
す
る
シ
ョ
ッ
プ

を
出
店
い
た
し
ま
す
。

お
店
で
は
、
お
い
し
い
パ
ン
や
お
菓
子
、
そ
し
て
生
活
雑
貨

等
の
販
売
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
の
お
越
し
を
お
待
ち

い
た
し
て
お
り
ま
す
。

『
西
本
願
寺
グ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ン
グ
』（
全
国
別
院
巡
拝
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
）

『
真
宗
十
派
本
山
 報
恩
講
法
要
巡
り
』

重点プロジェクト
推進室

スタンプ
ラリー

� �

販売



詳
し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
←
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宗
門
で
は
、
平
成
二
十
年
四
月
に
京
都
府
城
陽
市
に
「
あ

そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
（
旧
ク
リ
ニ
ッ
ク
）」
並
び
に
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
「
ビ
ハ
ー
ラ
本
願
寺
」
を
開
設
し
、
仏
教
と
医

療
・
福
祉
が
連
携
し
な
が
ら
、
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
を
推
進
し
て

お
り
ま
す
。
こ
の
た
び
、
総
合
施
設
の
活
動
を
よ
り
一
層
知

っ
て
い
た
だ
く
た
め
パ
ネ
ル
展
な
ど
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

【パネル展】
緩和ケア病棟である「あそかビハーラ病院」
や特別養護老人ホーム「ビハーラ本願寺」の
普段の様子について、また総合施設に常駐す
る僧侶の活動について、写真や動画を通して
紹介いたします。

法要期間中 伝道本部東棟ロビー

【「ビハーラ総合施設」バザー】
ボランティアによる「ビハーラ総合施

設」バザーを開催いたします。収益金は総
合施設でのボランティアの活動支援等に使
わせていただきます。
１月15日（月） 聞法会館南側広場
10時～16時

ＪＲ山城青谷駅から徒歩10分
お車の方は国道24号線よりお入りください

あそかビハーラ病院
城陽市奈島下ノ畔3 ─ 3
☎ 0774─ 54 ─ 0120

特養）ビハーラ本願寺
城陽市奈島内垣内１番地  
☎ 0774─ 54 ─ 0700

宗
門
で
は
約
四
〇
〇
名
の
教
き
ょ
う

誨か
い

師し

・
篤と
く

志し

面め
ん

接せ
つ

委い

員い
ん

が
教
化
伝
道
お
よ
び
、
社
会

貢
献
の
一
環
と
し
て
全
国
の
刑
務
所
や
少

年
院
等
に
お
い
て
宗
教
教
誨
や
面
接
活
動

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
の
様
子
な
ど
を

広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
処
遇

及
び
教
育
の
一
環
と
し
て
製
作
さ
れ
る
刑

務
所
作
業
製
品
（
家
具
・
靴
・
伝
統
工
芸

矯き
ょ
う

正せ
い

展
（
キ
ャ
ピ
ッ
ク
展
）

ビ
ハ
ー
ラ
総
合
施
設

社会部〈社会事業担当〉

御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間
中
の
関
連
行
事

�

	

展示
・

バザー

展示
販売

宗会事務局・勧学寮・監正局
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品
な
ど
心
を
こ
め
た
逸
品
）
の
展
示
販
売

会
を
二
会
場
に
て
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
是
非
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
「
思
縁
屋
」
の
名
前

は
、
す
べ
て
の
被
災
さ
れ
た
方
々
の
悲
し
み
に

寄
り
添
い
、
思・

い
を
分
か
ち
合
っ
て
ご
縁・

づ
く

り
を
進
め
、
人
び
と
が

心
豊
か
に
生
き
る
こ
と

の
で
き
る
社
会
の
実
現

を
願
い
名
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。
職
員
有
志
で
集

め
た
品
物
の
売
上
金

は
、
災
害
支
援
金
に
寄

付
い
た
し
ま
す
。

社会部〈社会事業担当〉

主
催
：（
公
財
）刑
務
作
業
協
力
事
業
部
／
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
／

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
矯
正
教
化
連
盟

後
援
：
京
都
刑
務
所
　
　

協
賛
：
刑
務
作
業
協
賛
業
者

法要期間中 10時～17時
※９日は14時から、16日は14時まで

聞法会館１階和室
聞法会館南側広場

国
際
貢
献
を
目
的
に
宗
門
が
母
体
と
な
り
平
成
二
十
年
十
一

月
に
設
立
し
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
）
Ｊ
Ｉ

Ｐ
Ｐ
Ｏ
で
は
バ
ザ
ー
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

バ
ザ
ー
で
は
全
国
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
食
品
、
日
用
品
、
衣
類
、

陶
器
、雑
貨
な
ど
の
品
物
や
、フ※
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品

の
ス
リ
ラ
ン
カ
産
ウ
バ
紅
茶
、東
テ
ィ
モ
ー
ル
産
コ
ー

ヒ
ー
の
ほ
か
、
南
相
馬
市
小
高
産
菜
の
花
オ
イ
ル「
浦

里
の
雫
（
う
ら
さ
と
の
し
ず
く
）」等
を
販
売
い
た
し
ま

す
。ま
た
、
期
間
中
、
温
か
い
コ
ー
ヒ
ー
、
紅
茶
の
喫

茶
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
ま
す
。

バ
ザ
ー
の
売
上
金
は
Ｊ
Ｉ
Ｐ
Ｐ

Ｏ
の
活
動
資
金
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

※
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

途
上
国
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
商
品

を
適
正
価
格
（
フ
ェ
ア
）
で
貿
易

（
ト
レ
ー
ド
）し
販
売
す
る
こ
と
で
す
。

み
な
さ
ん
が
商
品
を
購
入
す
る
こ
と

で
生
産
者
の
生
活
改
善
や
自
立
支

援
に
つ
な
が
り
ま
す
。

社会部〈社会事業担当〉

Ｊ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
バ
ザ
ー１月13日（土）・14日（日）

10時～17時 聞法会館南側広場

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
思し

縁え
ん

屋や

１月11日（木）・12日（金）９時30分～16時30分
〈品物が無くなり次第終了〉

聞法会館南側広場

御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間
中
の
関
連
行
事




バザー

��

バザー
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御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間
中
の
関
連
行
事

宗
門
で
は
、
平
成
28
年
熊
本
地
震
並
び
に
東
日
本
大
震
災
発
生
直
後
に

本
山
に
緊
急
災
害
対
策
本
部
を
設
置
す
る
と
と
も
に
現
地
緊
急
災
害
対
策

本
部
を
設
置
し
、
物
心
両
面
に
わ
た
る
支
援
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関
す
る
情
報
の
収
集
と
提
供
、
支
援

物
資
の
要
望
と
受
入
れ
の
連
絡
調
整
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
被
災
さ
れ
た

す
べ
て
の
方
々
に
寄
り
添
う
た
め
、
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
者
が
被

災
寺
院
を
は
じ
め
、
各
所
の
要
望
に
応
じ
た
復
興
支
援
や
心
の
ケ
ア
な
ど

の
活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
た
び
の
御
正
忌
報
恩
講
法
要

期
間
中
に
、
聞
法
会
館
南
側
広
場
に

お
い
て
、
被
災
地
の
物
産
展
を
開
催

す
る
と
と
も
に
、
食
数
限
定
で
「
三

陸
産
わ
か
め
入
り
う
ど
ん
」
の
ご
試

食
を
無
料
で
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
是
非
お
立
ち
寄
り

く
だ
さ
い
。

社会部〈災害対策担当〉

平
成
28
年
熊
本
地
震

東
日
本
大
震
災
復
興
支
援

１月９日（火）～16日（火）９時30分～16時
※９日は12時から、16日は12時まで
※「三陸産わかめ入りうどん」の試食は11日（木）・
13日（土）・15日（月）10時～14時〈食数限定〉

聞法会館南側広場

聞法会館南側広場

○物産展 ※売り切れ次第終了

��

販売
・
試食

あ
ず
き
粥が

ゆ

接
待

��

炊き出しご
参
拝
の
皆
さ
ま
に
心
身
共
に
温
ま
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
お
仏
飯
の
お
さ
が
り
と
、
親

鸞
聖
人
が
お
好
き
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
小
豆
あ
ず
き

を

炊
き
あ
げ
、
あ
ず
き
粥
の
接
待
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
職
員
有
志
に
て
ご
提
供
い
た
し
ま
す
の

で
、
是
非
お
立
ち
寄
り
く
だ

さ
い
。

１月10日（水）・12日（金）・14日（日）
※日中法要後から12時30分まで〈食数限定〉
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D
E
F

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

の
ご
生し
ょ
う

涯が
い

を
ま
と
め
た
絵え

物も
の

語が
た
り

を
『
御ご

絵え

伝で
ん

』
と
い
い
ま
す
。

聖し
ょ
う
人に
ん
の
ひ
孫
に
あ
た
る
本
願
寺
第
三
代
覚か
く
如に
ょ

上し
ょ
う
人に
ん
が
、
聖し
ょ
う
人に
ん
の
三さ
ん

十じ
ゅ
う
三さ
ん
回か
い
忌き

の
翌
年
よ
く
ね
ん
に
そ
の
ご
生
涯
を
讃さ
ん
仰ご
う
す

る
た
め
に
書
か
れ
た
、『
本ほ
ん

願が
ん

寺じ

聖し
ょ
う

人に
ん

親し
ん

鸞ら
ん

伝で
ん

絵ね

』（
絵え

巻ま
き

物も
の

）
を
元
に
し
て
い
ま
す
。

後
に
こ
の
『
親
鸞
伝
絵
』
が
〝
文
章
の
部
分
『
御ご

伝で
ん

鈔し
ょ
う

』〞
と
〝
絵
の
部
分
『
御ご

絵え

伝で
ん

』〞
に
分
け
ら
れ
、
江
戸
時

代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
一
般
の
お
寺
で
も
、
報ほ
う

恩お
ん

講こ
う

（
聖
人
の
ご
命
日
法
要
）
の
際
に
は
、『
御ご

絵え

伝で
ん

』
が
奉ほ
う

懸け
ん

さ
れ
、『
御ご

伝で
ん

鈔し
ょ
う

』
が
拝は
い

読ど
く

さ
れ
、
広
く
ご
門も
ん

徒と

に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

『
御ご

絵え

伝で
ん

』
は
、
八は
ち

幅ふ
く

や
六ろ
く

幅ふ
く

で
描え
が

か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
主
に
お
寺
で
奉ほ
う

懸け
ん

さ
れ
る
の
は
、
四し

幅ふ
く

や
二に

幅ふ
く

で
描え
が

か
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

こ
の
『
御ご

絵え

伝で
ん

』（
33
〜
40
ペ
ー
ジ
）
は
、
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
年
）
に
お
迎
え
し
た
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

七な
な

百ひ
ゃ
く

五ご

十じ
ゅ
っ

回か
い

大だ
い

遠お
ん

忌き

法ほ
う

要よ
う

を
記き

念ね
ん

し
て
、
江え

戸ど

時じ

代だ
い

の
初
め
か
ら
四
百
年
間
、
お
寺
や
仏
壇
に
奉ほ
う

懸け
ん

す
る
掛か
け

軸じ
く

を
手

掛
け
て
き
た
繪え

表ひ
ょ
う

所し
ょ

よ
り
寄き

進し
ん

さ
れ
た
、
二に

幅ふ
く

の
『
御ご

絵え

伝で
ん

』
を
軸じ
く

の
表ひ
ょ
う

装そ
う

か
ら
八
面
は
ち
め
ん

の
額が
く

表ひ
ょ
う

装そ
う

へ
改か
い

装そ
う

し
た

も
の
で
、
龍
虎
殿
一
階
ロ
ビ
ー
に
て
常
時
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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P（
下
段
･
上
段
左
）

承じ
ょ
う

安あ
ん

三
年
（
一
一
七
三
年
）、
今
の
京
都
市
伏ふ
し

見み

区く

日ひ

野の

に
お
生
ま
れ

に
な
っ
た
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

は
、
治じ

承し
ょ
う

五
年
（
一
一
八
一
年
）、
御
年
九
歳
で
、

伯お

父じ

の
日ひ

野の

範の
り

綱つ
な

卿き
ょ
う

に
伴と
も
な

わ
れ
京
都
市
東ひ
が
し

山や
ま

区く

の
慈じ

円え
ん

和か

尚し
ょ
う（

慈じ

鎮ち
ん

和か

尚し
ょ
う）の

坊
舎
ぼ
う
し
ゃ

（
白し
ら

川か
わ

房ぼ
う

）で
、
僧そ
う

侶り
ょ

と
な
る
儀ぎ

式し
き

（
お
得と
く

度ど

）
を
受
け
出し
ゅ
っ

家け

さ
れ
ま
し
た
。

夜
も
近
い
か
ら
、
明あ

日す

来く

る
よ
う
に
と
一い
っ

旦た
ん

断こ
と
わ

ら
れ
ま
し
た
が
、
聖
人

は
「
明あ

日す

あ
り
と
　
思お
も

う
心こ
こ
ろ

の
仇あ
だ

桜ざ
く
ら

夜よ

半わ

に
嵐あ
ら
し

の
吹ふ

か
ぬ
も
の
か
は
」

と
歌う
た

を
詠よ

ま
れ
、
そ
の
日
の
出
家
を
許ゆ
る

さ
れ
ま
す
。
こ
の
後
聖
人
は
、
範は
ん

宴ね
ん

と
名
乗
ら
れ
ま
し
た
。

各
場
面
に
は
、
咲
き
誇
る
そ
の
桜
、
上
段
左
に
は
、
白
川
房

し
ら
か
わ
ぼ
う

の
慈じ

円え
ん

和か

尚し
ょ
うが

見
守
る
中
、
紙し

燭そ
く

で
手
元
を
照
ら
し
な
が
ら
、
剃て
い

髪は
つ

す
る
（
髪か
み

を
剃そ

る
）
様よ
う

子す

が
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。

G
Q6

J

RS

 

!
;
I
�

T

U

P（
上
段
右
）

建け
ん

仁に
ん

元が
ん

年ね
ん

（
一
二
〇
一
年
）、
二
十
九
歳
と
な
ら
れ
た
聖
人
は
、
頂ち
ょ
う

法ほ
う

寺じ

（
六ろ
っ

角か
く

堂ど
う

）
の
参さ
ん

籠ろ
う

を
経へ

て
、
源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

（
法ほ
う

然ね
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

）
の
も
と
を

訪た
ず

ね
ま
す
。
聖
人
が
白
い
衣
と
袈け

裟さ

を
着
け
て
、
源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

の
も
と
を
訪

れ
て
い
る
様よ
う

子す

が
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。
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G
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J
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�
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\]
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P（
下
段
・
上
段
右
）

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

は
二
十
九
歳
の
時
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

を
下お

り
ら
れ
、
京
都
市
中な
か

京ぎ
ょ
う

区く

の
頂ち
ょ
う

法ほ
う

寺じ

（
六ろ
っ

角か
く

堂ど
う

）
に
百ひ
ゃ
く

日に
ち

間か
ん

の
参さ
ん

籠ろ
う

を
さ
れ
ま
す
。

こ
の
絵
は
、
そ
の
九
十
五
日
目
の
明
け
方
に
聖
人
が
見
ら
れ
た
夢ゆ
め

の
様よ
う

子す

が
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
夢
を
見
ら
れ
た
聖
人
は
源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

（
法ほ
う

然ね
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

）
の
も
と
を
訪た
ず

ね
る
ご
決
意
を
さ
れ
、
お
弟で

子し

に
な
ら
れ
ま
す
。

聖
人
は
、
お
堂
の
左ひ
だ
り

端は
し

で
横よ
こ

に
な
っ
て
い
る
お
姿
と
、
頂ち
ょ
う

法ほ
う

寺じ

の
ご
本ほ
ん

尊ぞ
ん

、
救く

世せ

観か
ん

音の
ん

に
礼ら
い

拝は
い

さ
れ
て
い
る
お
姿
、
東ひ
が
し（

右
）
を
見
ら
れ
て
い
る

お
姿
で
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。

G
^_

�

` 

Z[

\]

�

P（
上
段
左
）

こ
の
場
面
は
、
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

八
十
四
歳
の
頃
に
話
を
う
つ
し
、
建け
ん

長ち
ょ
う
八

年（
一
二
五
六
年
）、蓮れ
ん

位い

と
い
う
聖
人
の
お
弟
子
が
見
た
夢
の
様よ
う

子す

が
描え
が

か

れ
て
い
ま
す
。
蓮
位
は
上
段
左
上
、
眠
っ
て
い
る
姿
で
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
夢
は
、
聖し
ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

が
聖
人
に
向
か
っ
て
礼ら
い

拝は
い

さ
れ
て
い
た
と
い
う

内
容
で
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
人
が
阿
弥
陀

あ

み

だ

如
来
に
ょ
ら
い

の
化け

身し
ん

で
あ

る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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b
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ef

gh
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P

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

が
、
源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

（
法ほ
う

然ね
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

）
か
ら
許ゆ
る

さ
れ
て
、『
選せ
ん

択じ
ゃ
く

本ほ
ん

願が
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

集し
ゅ
う

』
と
源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

の
絵え

像ぞ
う

を
授さ
ず

か
っ
て
い
る
場
面
で
す
。

聖し
ょ
う

人に
ん

は
そ
の
主し
ゅ

著ち
ょ

『
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

』
の
後ご

序じ
ょ

で
、
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と
思
い
起
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。
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下
段
）

あ
る
時
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

が
、「
お
浄じ
ょ
う

土ど

へ
行
く
こ
と
は
、
ご
信
心
で
決き

ま
る

か
、
念ね
ん

仏ぶ
つ

の
行ぎ
ょ
う
を
は
げ
む
こ
と
で
決
ま
る
か
」
お
弟
子
た
ち
に
確
認
し
た

い
と
、
源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

（
法
然
聖
人
）
に
相そ
う

談だ
ん

し
ま
し
た
（
下
段
右
）。

「
ご
信
心
で
お
浄
土
へ
行
く
こ
と
が
決
ま
る
」
と
い
う
場
所
に
は
、
は
た

し
て
数す
う

人に
ん

の
お
弟
子
と
聖
人
、
駆か

け
付つ

け
た
法ほ
う

力り
き

房ぼ
う

（
熊く
ま

谷が
い
の

直な
お

実ざ
ね

）、
最

後
に
源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

が
座
り
ま
し
た
（
下
段
左
）。
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P（
上
段
右
）

あ
る
時
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

が
、「
源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

の
ご
信し
ん

心じ
ん

と
、
わ
た
し
の
ご
信し
ん

心じ
ん

は
同お
な

じ
で
す
」
と
話
し
、
お
弟
子
た
ち
に
厳き
び

し
く
咎と
が

め
ら
れ
ま
し
た
。
源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

は
、「
ご
信し
ん

心じ
ん

は
、
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

か
ら
賜た
ま
わ
る
も
の
。
同お
な

じ
だ
か
ら

同お
な

じ
お
浄じ
ょ
う

土ど

へ
行
け
ま
す
」
と
仰
お
っ
し
ゃっ

た
様
子
が
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。
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時
代
は
変
わ
っ
て
、
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

七
十
歳
の
頃
お
弟で

子し

の
入に
ゅ
う

西さ
い

が
、
聖し
ょ
う

人に
ん

に
絵え

姿す
が
た
を
お
願
い
す
る
よ
り
先
に
、
聖
人
が
そ
の
気
持
ち
を
察さ
っ

し
て
、「
定じ
ょ
う

禅ぜ
ん

と
い
う
絵え

師し

に
描
い
て
も
ら
う
と
い
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
（
右
）。
定じ
ょ
う

禅ぜ
ん

は
、「
夢
の
中
で
描え
が

い
た
生し
ょ
う

身し
ん

の
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

で
あ
る
僧そ
う

侶り
ょ

こ
そ
、
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

で
し
た
」と
感か
ん

動ど
う

の
涙な
み
だを

流な
が

し
な
が
ら
お
姿
を
描え
が

か
れ
ま
し
た（
左
）。
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P（
下
段
右
）

お
念ね
ん

仏ぶ
つ

の
教お
し

え
が
弘ひ
ろ

ま
る
に
つ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
仏ぶ
っ

教き
ょ
う

諸し
ょ

宗し
ゅ
う

と
の
摩ま

擦さ
つ

が
起お

こ
る
よ
う
に
な
り
、
仏ぶ
っ

教き
ょ
う

諸し
ょ

宗し
ゅ
う

か
ら
朝ち
ょ
う

廷て
い

へ
、
念ね
ん

仏ぶ
つ

停ち
ょ
う

止じ

の
申も
う

し
出で

が
奏そ
う

上じ
ょ
う

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
笏し
ゃ
く

を
持
っ
た
公く

卿ぎ
ょ
う

が
、
門
の
前

に
奏そ
う

上じ
ょ
う

に
訪
れ
て
い
る
様
子
が
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。
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下
段
左
）

念ね
ん

仏ぶ
つ

停ち
ょ
う

止じ

の
申
し
出
を
受
け
て
、
御ご

所し
ょ

の
仁じ

寿じ
ゅ
う

殿で
ん

で
行
わ
れ
た
僉せ
ん

議ぎ

の
様
子
が
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
承じ
ょ
う

元げ
ん

元が
ん

年ね
ん

（
一
二
〇
七
年
）
念ね
ん

仏ぶ
つ

停ち
ょ
う

止じ

が
決
定
し
、
住じ
ゅ
う

蓮れ
ん

･

安あ
ん

楽ら
く

な
ど
四
人
が
死し

罪ざ
い

、
八
人
の
流る

罪ざ
い

が
決け
っ

定て
い

し
ま
す
。
源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

（
法

然
聖
人
）
は
土と

佐
国
さ
の
く
に

（
実
際
に
は
讃
岐
国

さ
ぬ
き
の
く
に

）、
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

は
越え
ち

後ご
の

国く
に

国こ
く

府ふ

へ
還げ
ん

俗ぞ
く

（
僧そ
う

侶り
ょ

の
身み

分ぶ
ん

の
剥は
く

奪だ
つ

）
の
上
、
流る

罪ざ
い

と
な
り
ま
し
た
。

G
�

Î

Ïa

�

Ð
�
d
�

P（
上
段
）

承じ
ょ
う

元げ
ん

元が
ん

年ね
ん

旧き
ゅ
う

暦れ
き

三
月
、源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

が
旅
立
た
れ
る
と
こ
ろ
（
上
段
左
）

と
、
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

が
旅
立
た
れ
る
と
こ
ろ
（
上
段
右
）
で
す
。
源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

七
十
五
歳
、
聖
人
三
十
五
歳
、
こ
の
日
を
最
後
に
お
二
人
は
こ
の
世
で
再

会
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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下
段
）

建け
ん

暦り
ゃ
く

元が
ん

年ね
ん

（
一
二
一
一
年
）、
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

三
十
九
歳
の
時
、
流る

罪ざ
い

の
赦し
ゃ

免め
ん

が
く
だ
さ
れ
、
源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん

（
法ほ
う

然ね
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

）
は
赦し
ゃ

免め
ん

の
翌
年
よ
く
ね
ん

、
京き
ょ
う

都と

で

ご
往お
う

生じ
ょ
う

さ
れ
ま
す
。

聖し
ょ
う

人に
ん

の
元も
と

に
も
ご
往お
う

生じ
ょ
う

の
事こ
と

は
伝つ
た

え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

京き
ょ
う都と

へ
は
戻も
ど

ら
れ
ず
に
関か
ん

東と
う

へ
向む

か
わ
れ
（
下
段
右
）、
や
が
て
今
の
茨い
ば
ら

城き

県け
ん

笠か
さ

間ま

市し

稲い
な

田だ

に
草そ
う

庵あ
ん

を
結む
す

ば
れ
、
多
く
の
人
が
参さ
ん

拝ぱ
い

す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
（
下
段
左
）。
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聖
人
の
草そ
う

庵あ
ん

に
多
く
の
人
が
参さ
ん

拝ぱ
い

す
る
様よ
う

子す

を
快
こ
こ
ろ
よく

思お
も

わ
な
い
山や
ま

伏ぶ
し

た

ち
が
あ
ら
わ
れ
（
上
段
右
）、
そ
の
中
の
弁べ
ん

円ね
ん

と
い
う
山や
ま

伏ぶ
し

が
、
つ
い
に

聖し
ょ
う

人に
ん

の
命い
の
ち

を
奪う
ば

わ
ん
と
草そ
う

庵あ
ん

に
押
し
か
け
ま
す
。

し
か
し
、
聖
人
の
立
ち
振
る
舞
い
を
み
て
、
弓ゆ
み

矢や

を
折お

り
、
刀か
た
な

を
捨す

て

て
弟で

子し

に
な
り
た
い
と
申
し
出
て
、
聖
人
か
ら
明み
ょ
う

法ほ
う

房ぼ
う

と
い
う
名
を
授さ
ず

け

ら
れ
ま
し
た
（
上
段
左
）。
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下
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左
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親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

が
関か
ん

東と
う

に
住
ま
わ
れ
て
か
ら
お
よ
そ
二
十
年
、
聖し
ょ
う

人に
ん

は
京
き
ょ
う

都と

へ
帰か
え

ら
れ
ま
す
。
そ
の
道ど
う

中ち
ゅ
う、

一い
っ

行こ
う

が
箱は
こ

根ね

を
通と
お

り
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、

烏え

帽ぼ

子し

を
被か
ぶ

り
衣こ
ろ
もを

整と
と
のえ

た
箱は
こ

根ね

神じ
ん

社じ
ゃ

の
宮ぐ
う

司じ

が
出
て
き
て
、「
箱は
こ

根ね

権ご
ん

現げ
ん

（
神か
み

）
が
今
夢ゆ
め

に
出で

て
き
て
、
尊そ
ん

敬け
い

し
て
い
る
方か
た

が
通と
お

る
の
で
も
て
な
し
て

ほ
し
い
と
願
わ
れ
た
の
で
出
て
ま
い
り
ま
し
た
」
と
、申
し
出
て
き
ま
す
。

一い
っ

行こ
う

と
宮
司
が
話
を
し
て
い
る
そ
の
様よ
う

子す

が
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。
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茨い
ば
ら

城き

県け
ん

水み

戸と

市し

飯い
い

富と
み

（
旧
大お
お

部ぶ

）
に
、
お
念ね
ん

仏ぶ
つ

を
喜よ
ろ
こ

ぶ
平へ
い

太た

郎ろ
う

と
い
う

者も
の

が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
平
太
郎
に
大お
お

部ぶ

の
領り
ょ
う

主し
ゅ

が
、
和わ

歌か

山や
ま

県け
ん

の

熊く
ま

野の

神じ
ん

社じ
ゃ

に
参さ
ん

拝ぱ
い

す
る
よ
う
に
命め
い

じ
ま
す
。

平
太
郎
は
、
念ね
ん

仏ぶ
つ

を
申も

す
者も
の

が
、
神じ
ん

社じ
ゃ

に
参さ
ん

拝ぱ
い

し
て
も
い
い
も
の
か
と

心し
ん

配ぱ
い

に
な
り
、
京き
ょ
う
都と

の
聖し
ょ
う

人に
ん

の
元
を
訪た
ず

ね
ま
す
（
上
段
左
）。
聖し
ょ
う

人に
ん

は
、

「
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
誓ち
か

い
に
身み

を
任ま
か

せ
る
者も
の

と
し
て
お
参ま
い

り
す
れ
ば
、
神か
み

様さ
ま

を

軽か
ろ

ん
じ
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
、
平へ
い

太た

郎ろ
う

は
お
念ね
ん

仏ぶ
つ

し
な
が

ら
熊く
ま

野の

神じ
ん

社じ
ゃ

に
参さ
ん

拝ぱ
い

し
ま
す
。
そ
の
夜よ
る

、
眠
る
平
太
郎
の
夢
に
（
下
段
右
）、

正せ
い

装そ
う

し
た
熊く
ま

野の

権ご
ん

現げ
ん（
神か
み

）と
聖し
ょ
う

人に
ん

が
夢ゆ
め

に
出で

て
き
ま
す
（
上
段
右
）。
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下
段
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上
段
左
）

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

は
、
弘こ
う

長ち
ょ
う

二
年
（
一
二
六
二
年
）
 十
一
月
の
下げ

旬じ
ゅ
ん

体た
い

調ち
ょ
う

を

崩く
ず

さ
れ
ま
す
。
そ
れ
以
来
、
世せ

俗ぞ
く

の
こ
と
は
何
も
仰
お
っ
し
ゃら

ず
に
、
た
だ
阿
弥
陀

如
来
の
ご
恩
と
、お
念
仏
が
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
そ
う
で
す（
下
段
右
）。

そ
し
て
十
一
月
二
十
八
日
、
今
の
暦
で
は
一
二
六
三
年
一
月
十
六
日
の
お

昼
頃
、
お
釈し
ゃ

迦か

様さ
ま

が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、
頭
を
北
に

し
て
右み
ぎ

脇わ
き

を
下
に
、
西
を
向
い
て
往
生
さ
れ
ま
し
た
（
下
段
中
央
）。
御お
ん

年と
し

九
十
歳
で
し
た
。

お
弟
子
た
ち
が
荼だ

毘び

の
炎
を
囲
み
（
上
段
左
）、
聖
人
を
偲し
の

び
、
悲
し
み

涙
に
く
れ
る
様よ
う

子す

が
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。
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上
段
右
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聖し
ょ
う

人に
ん

が
ご
往
生
さ
れ
て
十
年
後
の
文ぶ
ん

永え
い

九
年
（
一
二
七
二
年
）、
京き
ょ
う

都と

東ひ
が
し

山や
ま

の
西に
し

側が
わ

の
麓ふ
も
と

、
鳥と
り

部べ

野の

の
北
、
大お
お

谷た
に

に
あ
っ
た
聖し
ょ
う

人に
ん

の
お
墓
を
吉よ
し

水み
ず

の
北
、
今
の
浄じ
ょ
う
土ど

宗し
ゅ
う
知ち

恩お
ん

院い
ん

の
北
あ
た
り
に
改か
い

葬そ
う

し
て
、
お
堂ど
う

を
建た

て
て
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

の
あ
り
し
日
の
お
木も
く

像ぞ
う

が
ご
安あ
ん

置ち

さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
お
堂ど
う

が
本ほ
ん

願が
ん

寺じ

の
起き

源げ
ん

で
、
こ
の
お
木も
く

像ぞ
う

こ
そ
今
の
御ご

影え
い

堂ど
う

に
ご

安あ
ん

置ち

さ
れ
て
い
る
御ご

真し
ん

影ね
い

さ
ま
だ
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。



【
御
正
忌
報
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講
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要
期
間
中
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ょ
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ご
案
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一
、
時
　
　
間

一
月
九
日
（
火
）
〜
十
五
日
（
月
）

午
前
の
部
　
　
午
前
六
時
か
ら
の
晨じ

ん

朝じ
ょ
う（
朝
の
お
つ
と
め
）に
引
き
続
き

午
後
の
部
　
　
午
後
一
時

一
月
十
六
日
（
火
）

午
後
の
部
　
　
午
後
一
時
三
十
分
（
午
前
の
部
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
）

二
、
受
　
　
付
（
式
は
御
影
堂
に
て
行
わ
れ
ま
す
）

午
前
の
部
　
　
前
日
ま
た
は
当
日
の
開
門
後
、龍
虎
殿（
参
拝
教
化
部
）

に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
晨
朝
後
、御
影
堂
で
の
受
式
希
望
も
受
付
可
能
で
す
。

午
後
の
部
　
　
受
式
一
時
間
前
ま
で
に
龍
虎
殿（
参
拝
教
化
部
）に
て

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

三
、
冥
加
金

成
　
人
　
一
万
円
（
未
成
年
　
五
千
円
）

※
一
月
八
日
（
月
・
祝
）
に
つ
い
て
は
、
終
日
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

※
本
人
以
外
の
受
式
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
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帰
敬
式

親鸞聖人のお得度
（『善信聖人親鸞伝絵』より）

参拝教化部

阿弥陀如来さまと歩む生活を
～ご本尊は、本山本願寺から～

������ !"#$%&'�()�����������

高さ　24 cm
幅　　19 cm
奥行　  9  cm

冥加金
￥30,000

高さ　17.2 cm
幅　　10.3 cm
奥行　2.9 cm

冥加金
￥20,000

〈見本〉御絵像 〈見本〉六字尊号
▲持ち運び用の巾着が付属しています

�ab
cdGH,-e

※上記写真の他に六字尊号（南無阿弥陀仏）、九字尊号（南無不可思議光如来）、十字尊号
帰命尽十方無礙光如来）がございます。

※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。

（左側） （中央） （右側）

fghi
cjklkme

n,oi
cnme

※両方ともに御絵像と六字尊号がございます

いちょう き  く

参拝教化部

免
物
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オ　ニ　シ

024Card

本願寺の建造物や埋め木
など、見どころを紹介する
オリジナルカードです。 裏面

表面

43参拝教化部

日曜レクチャー〈日に ち

曜
よ う

講
こ う

演
え ん

〉
午前10時30分：総会所（聞法会館１階）　入場無料・申込不要

様々な分野でご活躍されている方々の
お話を聞いてみませんか？

1 月28日（日）

宇佐美松鶴堂 
代表取締役

弊社が西本願寺御門前に居を構
えたのは、江戸時代天明年間、
創業 200 有余年になります。現
在、ご本山の方々もなかなか目
にすることが難しい阿弥陀堂天
井画の修理を行なっております。
その修理にまつわるお話と、門
徒の一人として門前町の取り組
みのお話をいたします。宇佐美

う さ み
直八
なおはち

師

阿弥陀堂天井画の修理について
―門徒としての思い―

2 月11日（日）

精神科医
相愛大学客員教授

寄る辺のない時代といわれて何
十年が経つでしょうか。21 世
紀になり、ますます将来への不
安が高まる中、仏教はかえって
その教えの意味を確からしいも
のにしているように見えます。
仏教が皆さまの心のともし火に
なるように、心理学を切り口に
分かり易い説明を試みてみたい
と思います。

名
な
越
こし
康文
やすふみ

師

心理学に仏教が必要だと思う理由

3 月 4 日（日）

龍谷大学学長

かつて多くの民族が行き交った
シルクロードに仏教が行き渡り
ました。インド系、ギリシア系、
ローマ系、イラン系そしてトル
コ系といった各民族が仏教を受
容したのです。「衆

しゅ

生
じょう

の利
り

益
やく

」と
いう発想を基点に、仏教のもっ
ている「国際性」に注目したい
と思います。

入澤
いりさわ

崇
たかし

師

シルクロード仏教への誘
いざな

い

3 月25日（日）

落語家

2017 年 3 月、大好評だった
「日曜講演 de おてらくご」の
第 2 回を開催いたします。
天台僧でもある露の団姫師（上
方落語協会所属）と龍谷大学落
語研究会出身の雷門音助師（落
語芸術協会所属）、東西若手二
人の高座をお楽しみください。

露
つゆ
の団姫

ま る こ
師

雷
かみなり
門
もん
音助
おとすけ

師

日曜講演 de おてらくご〈第 2回〉

本
願
寺
よ
り
の
ご
案
内

44
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１月９日～16日の循環バス時刻表

御正忌報恩講法要期間中、本願寺・大谷本廟間で循環バスを運行いたしております。
上記時刻表をご参照のうえご利用ください。北境内地駐車場に乗降場所があります。

京阪本線「清水五条」駅より徒歩約１５分

（
Ａ
ダ
イ
ヤ
）

大谷本廟
おおたにほんびょう

※の時刻は、京都駅付近経由（下車のみ）

京
都
東
山
五
条
の
大
谷
本
廟
は
、
親
鸞
聖
人

を
は
じ
め
歴
代
宗し
ゅ
う

主し
ゅ

の
ご
廟

び
ょ
う

所し
ょ（
墓
所
）で

す
。
聖
人
の
ご
廟
で
あ
る
祖そ

壇だ
ん

の
お
側
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
方
々
が
ご
参
拝
さ
れ
、
香
煙
こ
う
え
ん

が
た

え
ま
せ
ん
。

大
谷
本
廟
の
総
門
（
山
門
）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
谷
墓
地
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
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
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
る
多
く
の
皆
さ
ま
の
ご
参
拝
を

心
よ
り
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、大
谷
本
廟
で
は
墓
地
・
納
骨
所
の
交

付
を
随
時
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方

は
、大
谷
本
廟
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●交通事情により発車時刻を変更する場合
があります。また、定員を超えての乗車
はできません。予めご了承ください。 総門（山門）
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京
都
の
東
南
に
あ
り

ま
す
日
野
誕
生
院
は
、

親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生
の

地
で
あ
り
、
本
願
寺
第

20
代
宗
主
広こ
う

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん

時
代
に
ご
誕
生
の
地
を

顕け
ん

彰し
ょ
うし

て
、
お
堂
が
建

立
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま

り
ま
す
。

平
安
時
代
の
様
式
に

よ
る
堂
内
に
は
、ご
本
尊

及
び
聖
人
の
絵
像
、
本
願
寺
第
23
代
宗
主
勝し

ょ
う

如に
ょ

上
人
御
影
像
、
そ
し
て
、
聖
人

の
父
で
あ
る
日ひ

野の

有あ
り

範の
り

卿
の
木

像
が
ご
安
置
さ
れ
て
お
り
、
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
」
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

五
月
十
九
日
に
は
、
聖
人

六
歳
の
お
姿
を
写
し
た「
幼よ

う
童ど
う

の

御ご

影え
い

」を
奉ほ
う

懸け
ん

し
、『
誕た
ん

生じ
ょ
う会え

』

の
法
要
を
お
勤
め
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

日野誕生院

角坊

京
都
山
ノ
内
に
あ
り
ま

す
角
坊
は
、
親
鸞
聖
人

が
晩
年
の
お
住
ま
い
と
さ

れ
た
善ぜ
ん

法ぽ
う

坊ぼ
う

跡
で
あ
り
、

本
願
寺
第
20
代
宗
主
広
如

上
人
時
代
に
「
聖
人
ご

往
生
の
地
」
と
定
め
ら

れ
、
坊
舎
が
建
立
さ
れ
た

こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

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
間
に
は
聖
人

ご
往
生
の
様
子
が
彫
刻
・
装
飾

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
正
面

の
「
還
浄
殿
」
の
額
は
広
如

上
人
の
ご
染せ
ん

筆ぴ
つ
で
す
。

親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
大

遠
忌
事
業
の
一
環
と
し
て
大

規
模
な
境
内
整
備
が
行
わ
れ
、

現
在
に
至
っ
て
お
り
、
六
月

に
は
『
広こ

う

如に
ょ

忌き

』
の
法
要
を

お
勤
め
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

!"�#$%&
〒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

!"�#$%&
〒615- 0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町25番地
電話番号（075）841- 8735
ＦＡＸ番号（075）841- 8736

ひのたんじょういん

すみのぼう

京阪・地下鉄・ＪＲ「六地蔵」駅より京阪バス「日野誕生院前」

地下鉄東西線「太秦天神川」駅より徒歩１０分／京福嵐山本線「山ノ内」駅より徒歩１０分
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御正忌報恩講法要期間中の
仏
ぶ っ

華
か

と供
く

物
も つ

阿弥陀堂は双
そう

華
か

となっておりますので
併せてご覧ください。

御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間
中
、

阿
弥
陀
堂
・
御
影
堂
間
渡
り
廊

下
に
て
荘
厳
具
・
仏
華
・
供
物

等
を
展
示
い
た
し
て
お
り
ま
す

の
で
ご
参
拝
の
折
に
は
、
ど
う

ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（御影堂）

（御影堂）

御影堂須
しゅ

弥
み

壇
だん

の供物
※本しおり表紙画はこちらを資料にして描かれました。
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