
2
0
2
4（
令
和
6
）年

5
月
20
日
・21
日

経
文
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

大
切
に
お
取
り
扱
い
く
だ
さ
い
。

親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生
の
お
祝
い

し
ゅ
う

そ

ご
う

た
ん

え

京
阪
バ
ス

西
本
願
寺（
聞
法
会
館
前
）

大
谷
本
廟
方
面

大
谷
本
廟
方
面

本
願
寺
で
は
SD
G
sの
取
り

組
み
の
一
環
と
し
て
、ビ
ニ
ー

ル
製
靴
袋
の
配
布
を
止
め
ま

し
た
。龍
虎
殿
入
口
の
靴
箱

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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法
要
・
行
事
日
程︵
19
日
・
20
日
︶

日
野
誕
生
院
に
つ
い
て

無
量
寿
会
作
法 

法
要
・
行
事
日
程︵
21
日
︶

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種

宗
祖
降
誕
奉
讃
法
要

本
願
寺
の
法
要
行
事
日
程

宗
祖
降
誕
会
リ
レ
ー
布
教

茶
席

祝
賀
能

﹁
院
号
﹂を
い
た
だ
く
に
は

免
　
物

帰
敬
式

ほ
と
け
さ
ま
の
お
話
・
お
西
さ
ん
を
知
ろ
う
！

大
谷
本
廟︵
京
阪
バ
ス
時
刻
表
︶

日
野
誕
生
院
／
角
坊

恩
徳
讃
／
記
念
ス
タ
ン
プ

﹁
令
和
6
年
能
登
半
島
地
震 

災
害
義
援
金
﹂ 

募
集
に
つ
い
て

︿
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
長
　
荻
野
　
昭
裕
﹀

︿
本
願
寺
執
行
長
　
　
　
　
　
安
永
　
雄
玄
﹀

ご
挨
拶

浄
土
真
宗
を
開
か
れ
た
親
鸞
聖
人
は

一
一
七
三
年
五
月
二
十
一
日
︵
承
安
三
年
四
月
一
日
︶︑

本
願
寺
に
お
い
て

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒

京
都
の
日
野
の
里
で
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
︒

日
野
の
里
で
は
︑
江
戸
時
代
か
ら
ご
誕
生
を
お
祝
い
す
る

行
事
が
行
わ
れ
て
い
た

一
八
七
四
︵
明
治
七
︶
年
五
月
二
十
一
日
︑
本
願
寺

第
二
十
一
代
宗
主
明
如
上
人
に
よ

て

現
在
で
は
︑
五
月
二
十
日
・
二
十
一
日
の
二
日
間
︑

祝
賀
能
・
茶
席
な
ど
の
行
事
を
催
し
て
お
り
ま
す
︒

し
ゅ
う 

し
ゅ 

み
ょ
う
に
ょ 

し
ょ
う 

に
ん

じ
ょ
う  

ど   

し
ん
し
ゅ
う

し
ん 

ら
ん  

し
ょ
う 

に
ん

宗
祖
降
誕
会
が
︑
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

ご
法
要
を
勤
め
︑
併
せ
て

2
0
2
4（
令
和
6
）年

し
ゅ
う

そ

ご
う

た
ん

え

12



　
本
日
は
、
遠
近
各
地
よ
り
、
宗
祖
降
誕
会
に
ご
参
拝
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
本
願
寺
で
は
、
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
聖
人
が
一
一
七
三
（
承
安
三
）
年
に
ご
誕
生
に
な
ら
れ
た

こ
と
を
お
祝
い
し
て
、毎
年
五
月
二
十
日
・
二
十
一
日
に
宗
祖
降
誕
会
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

　
と
く
に
本
年
は
、
親
鸞
聖
人
が
浄
土
真
宗
を
開
か
れ
て
八
百
年
の
記
念
す
べ
き
年
に
あ
た
り

ま
す
。す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
者
を
救
お
う
と
す
る
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
の
お
は
た
ら
き

を
、
親
鸞
聖
人
は
み
教
え
と
し
て
説
き
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
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
親
鸞
聖
人
へ
の
感
謝
と
、

み
教
え
に
出
遇
え
た
喜
び
を
込
め
て
、
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生
を
お
祝
い
、
ご
法
要
に
参
拝
い
た

だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　
今
日
で
は
、新
年
早
々
の「
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
」
を
は
じ
め
と
し
て
国
内
外
に
お
い
て

頻
発
す
る
自
然
災
害
、
さ
ら
に
は
紛
争
や
衝
突
が
絶
え
な
い
国
際
社
会
の
問
題
等
、
私
た
ち
の

苦
悩
は
増
え
る
一
方
で
あ
り
、
い
の
ち
そ
の
も
の
の
存
在
が
脅
か
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

「
世
の
な
か
安
穏
な
れ
　
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
と
願
わ
れ
た
親
鸞
聖
人
の
お
心
を
受
け
止
め
、

お
念
仏
と
と
も
に
人
生
を
歩
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

　
本
願
寺
で
は
法
要
に
併
せ
て
、祝
賀
能
や
茶
席
の
開
催
等
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
催
さ
れ
ま
す
。

さ
わ
や
か
な
新
緑
の
季
節
、ど
う
ぞ
お
時
間
の
許
す
限
り
、心
や
す
ら
ぐ
ひ
と
と
き
を
お
過
ご

し
く
だ
さ
い
。

合
　
掌

宗
祖
降
誕
会
に
あ
た
っ
て

し
ゅ
う 

そ
　
ご
う 

た
ん
　
え

安
永 

雄
玄

本
願
寺
執
行
長

荻
野 

昭
裕

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
長

お
ぎ

の

し
ょ
う

ゆ
う

や
す

な
が

ゆ
う

げ
ん

34
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新
し
い「
領
解
文
」

（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）

南
無
阿
弥
陀
仏

「
わ
れ
に
ま
か
せ
よ
　
そ
の
ま
ま
救
う
」
の
　
弥
陀
の
よ
び
声

私
の
煩
悩
と
仏
の
さ
と
り
は
　
本
来
一
つ
ゆ
え

「
そ
の
ま
ま
救
う
」
が
　
弥
陀
の
よ
び
声

あ
り
が
と
う
　
と
い
た
だ
い
て

こ
の
愚
身
を
ま
か
す
　
こ
の
ま
ま
で

救
い
取
ら
れ
る
　
自
然
の
浄
土

仏
恩
報
謝
の
　
お
念
仏

こ
れ
も
ひ
と
え
に

宗
祖
親
鸞
聖
人
と

法
灯
を
伝
承
さ
れ
た
　
歴
代
宗
主
の

尊
い
お
導
き
に
　
よ
る
も
の
で
す

み
教
え
を
依
り
ど
こ
ろ
に
生
き
る
者
　
と
な
り

少
し
ず
つ
　
執
わ
れ
の
心
を
　
離
れ
ま
す

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
　
感
謝
し
て

む
さ
ぼ
り
　
い
か
り
に
　
流
さ
れ
ず

穏
や
か
な
顔
と
　
優
し
い
言
葉

喜
び
も
　
悲
し
み
も
　
分
か
ち
合
い

日
々
に
　
精
一
杯
　
つ
と
め
ま
す

　
な
　
も
　
あ
　
み
　
だ  

ぶ
つ
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い
っ
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領
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の
み
教
え
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慶
讃
法
要
御
満
座
の
消
息

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年

立

教

開

宗

八

百

年
龍
谷
 門
主

釋

専

如

　
本
年
三
月
二
十
九
日
よ
り
五
期
三
十
日
間
に
わ
た
っ
て
お
勤
め
し
て
ま
い
り
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

慶
讃
法
要
は
、
本
日
を
も
っ
て
ご
満
座
を
お
迎
え
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
た
び
の
五
十
年
に
一
度
の
ご
勝
縁
に
国
内
外
よ
り
多
く
の
方
々
に
ご
参
拝
い
た
だ
き
、
厳
粛
か
つ

盛
大
に
ご
法
要
を
お
勤
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
は
、
仏
祖
の
お
導
き
は
も
と
よ
り
、
僧
侶
・
寺

族
・
門
信
徒
な
ど
有
縁
の
方
々
の
ご
懇
念
の
た
ま
も
の
と
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
私
た
ち
が
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
確
か
な
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
親
鸞

聖
人
が
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
（
教
行
信
証
）
を
著
さ
れ
、
『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
説
き
示
さ

れ
る
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
名
号
の
真
実
の
教
え
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
聖
人
の
み
跡
を
慕
う

多
く
の
先
人
方
が
、
み
教
え
に
生
か
さ
れ
る
喜
び
を
今
日
ま
で
大
切
に
伝
え
て
こ
ら
れ
た
か
ら
に
他
な

り
ま
せ
ん
。

　
私
た
ち
は
阿
弥
陀
如
来
の
智
慧
の
光
明
に
包
ま
れ
、
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
気

づ
か
な
か
っ
た
罪
業
深
重
・
煩
悩
具
足
と
い
う
自
身
の
姿
と
と
も
に
、
如
来
の
広
大
な
恩
徳
を
知
ら
さ

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
私
た
ち
が
、
如
来
に
慈
し
ま
れ
て
い
る
と
同
時
に
私
の
悲
し
み
を
如

来
の
悲
し
み
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
信
知
す
る
こ
と
で
、
自
身
の
悪
業
煩
悩
を
心
か

ら
慚
愧
し
、
少
し
で
も
執
わ
れ
の
心
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
は
自
分
だ
け
の
安
穏
を
願
う
よ
う
な
自
己
中
心
的
な
生
き
方
か
ら
、
人
々
の
苦
悩
を
と
も
に
し

て
い
く
生
き
方
へ
の
転
換
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
大
智
大
悲
と
い
う
如
来
の
お
徳
を
真
実
と
仰
ぎ
、
そ
れ

に
沿
う
よ
う
努
め
る
念
仏
者
の
生
き
方
が
開
か
れ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
努
め
励
ん
で
い
く
ま
ま

が
如
来
の
お
徳
に
促
さ
れ
、
ご
本
願
に
生
か
さ
れ
て
生
き
る
姿
に
な
る
の
で
す
。

　
こ
の
た
び
の
慶
讃
法
要
を
機
縁
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
「
世
の
な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」

と
願
わ
れ
た
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
深
く
心
に
刻
み
、
こ
れ
か
ら
も
お
念
仏
を
喜
び
、
阿
弥
陀
如
来
の

智
慧
と
慈
悲
を
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
伝
え
る
こ
と
で
、
自
他
と
も
に
心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社

会
の
実
現
に
向
け
、
さ
ら
な
る
歩
み
を
続
け
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

令
和 

五 

年

二
〇
二
三
年
五
月
二
十
一
日

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年

立

教

開

宗

八

百

年

910

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

慶
讃
法
要
御
満
座
の
消
息
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昼
座

き  

き
ょ
う 

し
き

じ
ん
じ
ょ
う

た
ん  

じ
ょ
う   

え

法
要
・
行
事
日
程

園
児
の
つ
ど
い

と　き ● 5月20日（月）　
式 典：10時30分
アトラクション：11時10分

ところ ● 御影堂

担当部 社会部〈宗教教育担当〉

※以下ページ担当部は　　 で表記

　
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
保
育
連
盟
加
盟

園
の
保
育
園
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も

園
に
通
う
園
児
が
参
拝
さ
れ
ま
す
︒

　
つ
ど
い
は
一
部
と
二
部
と
に
分
か

れ
︑
は
じ
め
に
﹁
式
典
﹂
と
し
て
﹁
幼

児
の
お
つ
と
め
﹂
が
勤
め
ら
れ
ま
す
︒

式
典
に
続
く
後
半
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

で
は
︑
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
楽
し
い

ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
す
︒

14
時
00
分

日
野
誕
生
院

誕
生
会
五
会
念
仏
作
法

10
時
00
分

阿
弥
陀
堂

本
願
寺
参
与
物
故
者
追
悼
法
要

10
時
30
分

御
　
影
　
堂

園
児
の
つ
ど
い

11
時
00
分

お
　
茶
　
所

お
西
さ
ん
の
法
話
︿
約
15
分
﹀

引
き
続
き

引
き
続
き

朝 

山

　大 

俊  

師︵
大
阪
府
︶

※

茶
席
券
が
必
要
で
す

布
教
︿
約
40
分
﹀

御
堂
布
教
︿
約
10
分
﹀

6
時
00
分

両
　
　
　
堂

御
　
影
　
堂

晨
朝

13
時
00
分

御
　
影
　
堂

帰
敬
式
︵
午
後
の
部
︶

総
　
会
　
所

常
例
布
教
︵
30
分
１
席
︶

14
時
00
分

御
　
影
　
堂 

逮
夜
法
要

無
量
寿
会
作
法

9
時
30
分
～
10
時
00
分

お
　
茶
　
所

リ
レ
ー
布
教

晨
朝
後

安
武

　慶
哉  

師︵
福
岡
県
︶

12
時
30
分
～
16
時
00
分

飛
雲
閣︵
１
層
︶

茶
席

帰
敬
式
︵
午
前
の
部
︶

15
時
30
分
～
16
時
00
分

お
　
茶
　
所

リ
レ
ー
布
教

︿
約
75
分
﹀

大
竹

　輝
道  

師︵
三
重
県
︶

大
竹

　輝
道  

師︵
三
重
県
︶

19（日）日20（月）日日
野
誕
生
院
に
つ
い
て

日
野
誕
生
院
に
つ
い
て

親
鸞
聖
人
御
誕
生
の
地 

日
野
の
里

親
鸞
聖
人
御
誕
生
の
地 

日
野
の
里

　
本
願
寺
第
二
十
代
宗
主
広
如
上
人
に
よ
っ
て
︑一
八
二
八
︵
文

政
十
一
︶
年
に
建
立
さ
れ
︑
近
年
で
は
二
〇
二
三
︵
令
和
五
︶

年
の
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃

法
要
に
あ
わ
せ
て
整
備
工
事
を
行
い
ま
し
た
︒

　
別
堂
の
瓦
は
新
し
く
な
り
︑
内
陣
の
仏
具
や
床
の
傷
み
︑
汚

れ
等
が
修
復
さ
れ
︑
建
立
さ
れ
た
当
時
の
こ
と
が
思
い
起
こ
さ

れ
る
佇
ま
い
と
な
り
︑
ま
た
ご
参
拝
し
や
す
い
よ
う
に
と
境
内

の
石
畳
も
新
設
さ
れ
ま
し
た
︒

　
御
堂
は
平
安
時
代
の
様
式
を
と
っ
て
お
り
︑
真
宗
寺
院
の
基

本
形
態
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
︒
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生

を
記
念
す
る
本
院
へ
︑
ど
う
ぞ
ご
参
拝
く
だ
さ
い
︒

幼童の御影

別堂

童
形
像

ど
う 

ぎ
ょ
う 

ぞ
う

聖
人
幼
少
の
頃
の
お
姿
を

模
し
た
と
い
わ
れ
る
立
像

1

産
湯
の
井
戸

う
ぶ

　

 

ゆ

聖
人
の
産
湯
と
し
て
使
わ
れ

た
と
い
わ
れ
る
井
戸

3

歌

　碑

聖
人
が
得
度
に
あ
た
っ
て

詠
ま
れ
た
と
い
う

 ﹁
明
日
あ
り
と

 

　
　思
う
心
の
あ
だ
桜

  

夜
半
に
嵐
の

  

　
　ふ
か
ぬ
も
の
か
は
﹂

の
歌
碑

2

胞
衣
塚

え

　

  

な

　

 

づ
か

聖
人
の
へ
そ
の
緒
を

埋
め
ら
れ
た
と

い
わ
れ
る
塚

5

句

　碑

日
野
誕
生
院
の
堂
宇
を

建
立
す
る
に
あ
た
っ
て

ご
尽
力
頂
い
た

田
上
菊
舎
さ
ん
の
句
碑

4

誕
生
院
保
育
園

日
野
誕
生
院

3

4

5

12

親
鸞
聖
人
の

幼
き
日
を
偲
ば
せ
て

い
た
だ
く
場
所

1112

日
野
誕
生
院
に
つ
い
て

法
要
・
行
事
日
程
（
19
日
・
20
日
）



無む

量り

う

寿じ

会え

作さ

法ほ
う

●

二
十
日
逮
夜
法
要

宗
祖
降
誕
会
（
五
月
二
十
日
逮
夜
法
要
）
で
は
、「
論ろ
ん

義ぎ

」
を
用
い
た
作
法
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

「
論
義
」
と
は
、
経
論
の
内
容
に
つ
い
て
問
答
形
式
で
議
論
す
る
も
の
で
、
こ
の
法
要
の
形
式
は
、

奈
良
の
興
福
寺
や
比
叡
山
の
延え
ん

暦り

く

寺じ

な
ど
で
、
千
数
百
年
前
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
伝
統
が

あ
り
ま
す
。
本
願
寺
で
論
義
を
用
い
て
法
要
を
勤
め
ら
れ
た
の
は
、
第
十
四
代
宗
主
寂じ

く

如に

上
人

（
一
六
五
一

一
七
二
五
）
だ
と
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
お
勤
め
さ
れ
る
論
義
作
法
は
、
こ
の

「
無
量
寿
会
作
法
」
だ
け
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
作
法
は
、
私
た
ち
に
な
じ
み
の
深
い
「
浄
じ

う

土ど

三さ
ん

部ぶ

経き

う」
か
ら
テ

マ
を
選
び
、
学
問
的
な
質
疑
応
答
を
行
う
、
独
特
な
形
式
の
法
要
で
す
。　
　

「
そ
れ
真し
ん

実じ
つ

の
教き

うを
顕あ
ら
わさ

ば
、
す
な
は
ち
『
大だ
い

無む

量り

う

寿じ

経き

う』
こ
れ
な
り
」
と
明
ら
か
に
示
し
て

く
だ
さ

た
、
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生
を
お
祝
い
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
法
要
で
す
。

法ほ
う

要よ
う

の
次し

第だ
い

一
、
行ぎ

う

事じ

鐘し

う

二
、
証し

う

誠じ

う・
題だ

い

者し

・

結け

衆し

う

入に

う

堂ど
う

着ち

く

座ざ

三
、
講こ

う

読ど
く

師し

登と
う

高こ
う

座ざ

四
、
結け

衆し

う

座ざ

前ぜ
ん

立り

う

列れ
つ

五
、
散さ

ん

華げ

頭と
う

参さ
ん

進し
ん

六
、
磬け

い

二
音

七
、
三さ

ん

奉ぶ

請じ

う毎
句
散
華

八
、
散さ

ん

華げ

頭と
う

復ふ
く

席せ
き

九
、
結け

衆し

う

復ふ
く

座ざ

十
、
磬け

い

一
音

一
一
、
表ひ

う

白び

く

一
二
、
磬け

い

一
音

一
三
、
画が

讃さ
ん

一
四
、
揚よ

う

経き

う

題だ
い

一
五
、
経き

う

釈し

く

一
六
、
論ろ

ん

義ぎ

一
七
、
精せ

い

判は
ん

一
八
、
仰ご

う

磬け
い

一
九
、
回え

向こ
う

句く

二
〇
、
磬け

い

二
音

二
一
、
講こ

う

読ど
く

師し

降こ
う

高こ
う

座ざ

二
二
、
証し

う

誠じ

う・
題だ

い

者し

・

結け

衆し

う

退た
い

出し

つ

二
三
、
諸し

僧そ
う

退た
い

出し

つ

ご歴代御影 勝如上人
（第23代）

証誠（題者）

堂
達

問
者

講
師

（
読
師
）

親鸞聖人

●証誠（しょうじょう）
論義が正しく行われていることを確認する役
で、ご門主様が勤められます。

●題者（だいしゃ）
お経の中からテーマを選び、論義が終わると
精判を行う役で、証誠が兼ねます。

●講師（こうじ）
テーマについて講演し、問者の問に対して答
えます。

●読師（どくし）
経題を読む役で、講師が兼ねることがありま
す。

●問者（もんじゃ）
講師に問を発する役で、結衆の中から選ばれ
ます。

●堂達（どうたつ）
論義の終わりの磬

けい

を打つ役で、結衆より選ば
れます。

（
法
要
次し

第だ
い

の
語
句
説
明
）

（
表ひ

う

白び

く

）
法
要
の
主
要
な
る
意
義
を
尊そ

ん

前ぜ
ん

に
述
べ
る
も
の
で
、
本
法
要
に

お
い
て
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

（
画が

讃さ
ん

）
第
十
四
代
宗
主
寂じ

く

如に

上
人
が
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
を
讃
え
、

記
さ
れ
た
讃さ
ん

文も
ん

を
唱
え
ま
す
。

（
揚よ

う

経き

う

題だ
い

）
読ど

く

師し

（
現
在
講こ

う

師じ

が
兼
ね
る
）
が
「
仏ぶ

説せ
つ

無む

量り

う

寿じ

経き

う」
と
経

き

う

題だ
い

を
唱
え
ま
す
。

（
経き

う

釈し

く

）
講
師
が
無
量
寿
経
を
「
大だ
い

意い

と
は
…
…
、
題だ
い

目も
く

と
は
…
…
、
文も
ん

に
入い

て
判は

ん

釈
じ

く

せ
ば
…
…
、
上

じ

う

巻か
ん

と
は
…
…
、
下げ

巻か
ん

と
は
…
…
、」

と
釈
し
ま
す
。

（
論ろ

ん

義ぎ

）
論
題
に
つ
い
て
問
答
す
る
こ
と
で
、「
業ご

う

義ぎ

」
と
「
副そ

え

義ぎ

」
と
が
あ
り

ま
す
。
現
在
、
業
義
は
「
出
し

世せ

本ほ
ん

懐が
い

」
を
、
副
義
は
「
行

ぎ

う

信し
ん

一い
ち

念ね
ん

、

十じ

劫こ
う

久く

遠お
ん

、
特ど

く

留る

此し

経き

う、
一い

心し
ん

帰き

命み

う」
の
内
か
ら
行
わ
れ
ま
す
。

問も
ん

者じ

は
「
業
義
・
副
義
」
の
順
に
発
問
し
、
講
師
は
「
副
義
・
業
義
」

の
順
に
答
え
、
こ
れ
を
二
回
行
い
ま
す
。

（
精せ

い

判は
ん

）
証し

う

誠じ

うが
題だ

い

者し

を
兼
ね
る
場
合
は
、
通
常
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

（
仰ご

う

磬け
い

）
論
義
が
終
わ
る
と
題
者
（
現
在
証
誠
が
兼
ね
る
）
が
、
堂ど

う

達た
つ

に
打だ

磬け
い

を
命
じ
ま
す
。

1314

無
量
寿
会
作
法

無
量
寿
会
作
法



じ
ん
じ
ょ
う

P.40P.40

P.42

P.15

P.41

LIVE

LIVE

P.16

昼
座

し
ゅ
う  

そ   

ご
う  

た
ん  

ほ
う  

さ
ん  

ほ
う  
よ
う

き  

き
ょ
う 

し
き

き  

き
ょ
う 

し
き

法
要
・
行
事
日
程

11
時
30
分

御
　
影
　
堂

宗
祖
降
誕
奉
讃
法
要

︵
音
楽
法
要
︶

日
中
法
要

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種

10
時
00
分

御
　
影
　
堂

引
き
続
き

御
堂
布
教
︿
約
10
分
﹀

6
時
00
分

両
　
　
　
堂

晨
朝

13
時
30
分

14
時
00
分

御
　
影
　
堂

帰
敬
式
︵
午
後
の
部
︶

総
　
会
　
所

常
例
布
教
︵
30
分
２
席
︶

11
時
00
分
～
11
時
30
分

お
　
茶
　
所

リ
レ
ー
布
教

15
時
00
分
～
15
時
30
分

お
　
茶
　
所

リ
レ
ー
布
教

12
時
30
分
～
13
時
00
分

御
　
影
　
堂

雅
楽
献
納
会

※

観
能
券
が
必
要
で
す

12
時
30
分
～
16
時
00
分

南
能
舞
台

し
ゅ
く 

が    

の
う

祝
賀
能 ※

茶
席
券
が
必
要
で
す

９
時
30
分
～
15
時
30
分

飛
雲
閣︵
１
層
︶

茶
席

御
　
影
　
堂

晨
朝
後

帰
敬
式
︵
午
前
の
部
︶

︿
約
40
分
﹀︿

約
50
分
﹀

大
竹

　輝
道  

師︵
三
重
県
︶

大
竹

　輝
道  

師︵
三
重
県
︶

21（火）日

︿
約
30
分
﹀

こ
の
雅
楽
献
納
会
は
︑
一
九
六
一
︵
昭
和

三
十
六
︶
年
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
回
大

遠
忌
法
要
を
機
縁
と
し
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
︒
平
素
よ
り
各
雅
楽
団
体
等
に
お
い
て

研
鑽

け
ん
さ
ん

を
積
ま
れ
た
方
々
が
親
鸞
聖
人
の
御お

ん

前ま
え

に
参
集
し
︑
雅
楽
を
奏
し
て
聖
人
の
ご

誕
生
を
お
祝
い
し
ま
す
︒

と　き ● 5月21日（火）12：30～　　　

ところ ● 御影堂 ◆◆
い
ち
こ
つ
ち
ょ
う

か
り
ょ
う
び
ん
き
ゅ
う

  

こ   

ん   

じ
ゅ  

は

 
壱
越
調
﹁
迦
陵
頻
急
﹂﹁
胡
飲
酒
破
﹂

 
仏
教
讃
歌
﹁
恩
 徳
 讃
﹂

式務部　　

楽　目 第
56
回 

雅
楽
献
納
会

　
「
御
本
典
」
と
は
親
鸞
聖
人
の
主
著
で
あ
り
私
た
ち
浄
土
真
宗
の
根

本
聖
典
で
も
あ
る
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
（
教
行
信
証
）
』
の
こ

と
を
指
し
ま
す
。
真
宗
教
団
連
合
（
真
宗
十
派
で
組
織
）
で
は
元
仁
元
年

（
一
二
二
四
年
）
四
月
十
五
日
に
こ
の
『
教
行
信
証
』
の
草
稿
本
が
完

成
し
た
と
し
、
こ
の
日
を
「
立
教
開
宗
記
念
日
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

　
昭
和
四
十
八
年
に
修
行
さ
れ
た
「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
〇
〇
年
・
立

教
開
宗
七
五
〇
年
慶
讃
法
要
」
で
は
『
教
行
信
証
』
か
ら
の
御
文
で

「
御
本
典
作
法
」
が
音
楽
法
要
と
し
て
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
仏

教
界
で
は
音
楽
法
要
は
斬
新
的
で
新
た
な
可
能
性
を
示
し
ま
し
た
。

　
令
和
五
年
三
月
よ
り
ご
修
行
さ
れ
た
「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇

年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
」
に
際
し
お
な
じ
く
『
教
行
信

証
』
に
依
り
、
新
た
に
伝
統
的
な
唱
え
方
を
一
部
復
活
さ
せ
五
〇
年
前

の
「
御
本
典
作
法
」
も
法
要
の
前
後
に
取
り
入
れ
て
、
次
の
五
〇
年
に

向
け
て
伝
統
と
斬
新
さ
を
発
現
で
き
る
よ
う
「
新
制 

御
本
典
作
法
」
が
制

定
さ
れ
ま
し
た
。

　
特
に
「
正
信
偈
」
の
部
分
は
、
和
讃
譜
が
新
た
に
採
譜
さ
れ
、
こ
れ

ま
で
の
唱
え
方
に
、
も
う
一
つ
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
選
択
肢
が

増
え
、
各
寺
院
に
お
け
る
様
々
な
法
要
に
対
応
で
き
る
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す
。

1516

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
①

法
要
・
行
事
日
程
（
21
日
）



1718

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
③

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
②



1920

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑤

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
④



2122

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑦

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑥



2324

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑨

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑧



2526

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑪

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑩



2728

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑬

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑫



2930

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑮

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑭



3132

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑰

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑯



3334

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑲

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑱



3536

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
�

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
⑳



宗
しゅう

祖
そ

降
ごう

誕
たん

奉
ほう

讃
さん

法
ほう

要
よう

龍谷総合学園加盟高等学校

旭 川 龍 谷 高 等 学 校         札幌龍谷学園高等学校
小 双 葉 高 等 学 校         武蔵野大学附属千代田高等学院
武蔵野大学高等学校         国府台女子学院高等部
龍 谷 富 山 高 等 学 校         高 岡 龍 谷 高 等 学 校
金 沢 龍 谷 高 等 学 校         北 陸 高 等 学 校
岐阜聖徳学園高等学校         龍谷大学付属平安高等学校
京 都 女 子 高 等 学 校         相 愛 高 等 学 校
神 戸 龍 谷 高 等 学 校         兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校
神 戸 国 際 高 等 学 校         岡 山 龍 谷 高 等 学 校
崇 徳 高 等 学 校         敬 愛 高 等 学 校      
筑紫女学園高等学校 東九州龍谷高等学校         
龍 谷 高 等 学 校 敬 徳 高 等 学 校
パシフィック・ブディスト・アカデミー高等学校
〈PACIFIC BUDDHIST ACADEMY（ハワイ）〉

宗祖降誕奉讃法要は、仏教音楽研究委員会（現：浄土真宗本願

寺派総合研究所 ）において検討が重ねられ、1963（昭和38）年にご

制定となりました。

この法要は、讃
さん

歌
か

衆
しゅう

の合唱やオルガンの響きが特徴となって

おり、声
しょう

明
みょう

や雅
が

楽
がく

による伝統的な法要とはまた別の、独特な

雰囲気に御
み

堂
どう

が包まれます。

本年は約100名の高校生による讃歌衆を結成しました。

なお、全国の宗門関係学校（龍谷総合学園）の学生・生徒や

中央仏教学院の学院生、合わせて約1,200名がこの法要に参拝し、

ともにお勤めします。
社会部〈宗教教育担当〉
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2024（令和 6）年

本願寺の法要行事日程
誕生会（日野誕生院宗祖降誕会）

宗祖降誕会

広如忌（角坊）

大谷本廟納骨・永代経総追悼法要

朝の法座（大谷本廟）

盂蘭盆会

戦没者追悼法要

千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要
（東京・国立千鳥ヶ淵戦没者墓苑）

秋季彼岸会

龍谷会（大谷本廟報恩講法要）

〈秋の法要〉
全国門徒総追悼法要

御煤払

除夜会

宗祖月忌法要

  5月19日（日）

  5月20日（月）～21日（火）

  6月 1日（土）～  2日（日）

  6月 5日（水）～  8日（土）

  7月20日（土）～22日（月）

  8月14日（水）～15日（木）

  8月15日（木）

  9月18日（水）

  9月19日（木）～25日（水）

10月15日（火）～16日（水）

11月22日（金）～23日（土）

12月20日（金）
12月31日（火）

毎月15日、１６日 ※１月は除く
（16日はShinran’s Day）

リ レ ー 布 教
と　き ● 5月20日（月）

  9：30～10：00
15：30～16：00
5月21日（火）
11：00～11：30
15：00～15：30

ところ ● お茶所（総合案内所）

　
お
茶
所
に
て
布
教
使
に
よ
る

法
話
︵
ほ
と
け
さ
ま
の
お
は
な

し
︶
を
１
席
15
分
程
度
の
リ
レ
ー

形
式
に
て
実
施
い
た
し
ま
す
︒
ど

な
た
様
で
も
お
気
軽
に
お
立
ち
寄

り
く
だ
さ
い
︒
︵
春
・
秋
の
お
彼

岸
中
も
実
施
し
て
お
り
ま
す
︶

参拝教化部／僧侶養成部〈布教使担当〉

宗 祖 降 誕 会
リ レ ー 布 教
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と　き ● 5月20日（月）
12：30～16：00
5月21日（火）
  9：30～15：30

ところ

 

●

 

飛雲閣１層

　
藪
内
流
に
よ
る
抹
茶
の
ご
接
待
が
な
さ
れ

ま
す
︒

　
給
仕
を
し
て
い
た
だ
く
方
々
は
︑
本
願
寺
の

用
達
業
の
方
々
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
﹁
開
明

社
﹂
の
皆
様
で
︑
藪
内
家
・
開
明
社
と
も
に
︑

本
願
寺
の
大
切
な
行
事
の
折
に
ご
奉
仕
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
︒

　
ど
う
ぞ
心
安
ら
ぐ
ひ
と
と
き
を
お
過
ご
し
く

だ
さ
い
︒

と　き ● 5月21日（火）
開場12：00　
開演12：30

ところ
※「観能券」が必要です。
　  P.41をご参照ください。 ※「茶席券」が必要です。

終了予定16：00頃

 ● 南能舞台

　
本
願
寺
と
能
の
関
係
は
古
く
︑
第
8
代
宗
主

蓮
如
上
人
の
頃
に
始
ま
り
︑
宗
祖
降
誕
会
で
の

祝
賀
能
は
明
治
20
年
代
半
ば
頃
か
ら
恒
例
と
な

り
ま
し
た
︒
演
能
は
京
都
観
世
会
が
奉
仕
さ

れ
︑
観
世
流
の
関
西
所
司
代
格
で
あ
る
片
山
家

が
中
心
と
な
り
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
︒

　
ま
た
︑
会
場
で
あ
る
南
能
舞
台
は
︑
日
本
最

大
の
屋
外
能
舞
台
で
す
︒

　
歴
史
あ
る
建
造
物
と
能
が
か
も
し
だ
す
優
美

な
空
間
を
ぜ
ひ
と
も
ご
堪
能
く
だ
さ
い
︒

一、能　　半 蔀

一、狂言　仏 師

一、能　　天 鼓

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

や
ぶ
の
う
ち
り
ゅ
う

し
ゅ
う
そ 

ご
う
た
ん  

え

は　じとみ

ぶっ    し

てん    こ

茶席祝賀能

白洲受付テントにて
参拝懇志（5千円以上）
をご進納の方に
 「茶席券・観能券」を各
1枚お渡しいたします。
また、21日９時より
祝賀能の入場整理券を
お渡しいたします。

4142
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参拝教化部 （永代経係）

　
永
代
経
申
し
込
み
後
︑初
め
て
法
要
に
お

参
り
い
た
だ
い
た
際
に
︑﹁
永
代
読
経
修
行

之
証
﹂と
い
う
証
書
を
お
渡
し
し
ま
す
︒こ

の
証
書
を
お
持
ち
い
た
だ
い
た
方
に
は
︑こ

れ
以
降
本
願
寺 

国
宝﹁
阿
弥
陀
堂
﹂に
て
︑

原
則
１
日
２
回
修
行
さ
れ
る
総
永
代
経
法

要
に
い
つ
で
も
お
参
り
い
た
だ
き
焼
香
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

■
永
代
読
経
修
行
之
証

　
院
号
は
︑宗
門
へ
貢
献
を
さ
れ
た
方
や
︑20

万
円
以
上
の
永
代
経
懇
志
を
納
め
て
い
た
だ

い
た
方
へ
お
渡
し
し
て
い
る
も
の
で
す
︒

　
お
く
ら
れ
る
院
号
は﹁
○
○
院
﹂の
漢
字
３

文
字
で
浄
書︵
墨
書
き
︶し
た
も
の
に
本
願
寺

印
が
押
印
さ
れ
て
い
ま
す
︒院
号
は
ご
自
身

の
希
望
の
文
字
を
入
れ
て
︑内
願
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
︒帰
敬
式
を
受
式
さ
れ
て
い
る

方
に
は
︑院
号
の
あ
と
に
法
名﹁
釋
〇
〇
﹂が

併
記
さ
れ
ま
す
︒

﹁
院
号
﹂が
い
た
だ
け
る
基
準

● 

寺
院
の
門
徒
総
代
を
通
算
20
年︵
5
期
︶

以
上
経
歴
さ
れ
た
方
や
︑寺
院
の
責
任

役
員
を
通
算
12
年︵
3
期
︶以
上
経
歴
さ

れ
る
な
ど
そ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
た
方

● 

宗
門
お
よ
び
本
山
に
多
額
の
永
代
経
懇

志
を
進
納
さ
れ
た
方︵
懇
志
20
万
円
以

上
の
永
代
経
扱
い
と
し
て
交
付
︶

院
号
っ
て
何
？

院
号
っ
て
何
？

﹁
院
号
﹂を

い
た
だ
く
に
は

院号とあわせて
式章もいただけ
るんだね!

院
号

法
名

院号・法名は生前に
いただくことが
できるんだね！

PR動画及び
申込みフォーム
はこちら

※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。

参拝教化部 （免物係）

いろいろな生活環境においても、心
のよりどころとしてのご本尊を安置
していただける小型の「いちょう」と
「きく」があります。それぞれにご絵
像と六字名号があります。

携行本尊（絵像）
けい  こう  ほん  ぞん

え  ぞう

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。西
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。

（縦24cm×横19cm×奥行9cm）（縦17.2cm×横10.3cm×奥行2.9cm）
いちょう き く

冥加金 30,000円みょうが きん

（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

冥加金 20,000円みょうが きん

いちょう・きく

すべてのご家庭に阿弥陀様を
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

︿
中
央
﹀ 

御
本
尊︵
阿
弥
陀
如
来
︶

︿
左
側
﹀ 

蓮
如
上
人︵
蓮
師
︶

︿
右
側
﹀ 

親
鸞
聖
人︵
宗
祖
・
祖
師
︶

〈見本〉〈見本〉〈見本〉

寂
如
上
人
を
讃
仰
し
て

4344
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参拝教化部 （帰敬式係）

帰敬式は「おかみそり」とも呼ばれ、阿弥陀如来・親鸞聖人の
御前で浄土真宗の門徒としての自覚をあらたにし
お念仏申す日暮らしを送ることを誓う大切な儀式です。
仏教をひらかれたお釋迦さまの「釋」の一字と
漢字二文字※からなる「法名」が授けられます。
「法名」とは、み教え（法）を依りどころとしてお浄土への
道を歩ませていただく仏弟子としての「名のり」です。

日ごろ、多くおたずねのある
「帰敬式」をご案内するよ。

「ききょうしき」って
読むんだワン！

※漢字二文字は、経典（浄土三部経）や親鸞聖人のご著書の中より選ばれています

申 込 方 法

受 式 時 間
  1日2回　

受 式 場 所　御影堂
受式冥加金　成人：1万円　未成年：5千円

龍虎殿（参拝教化部）受付にて『帰敬式受式願』【※PDF形式ダウンロード可】
と受式冥加金を添えてお申込みください。事前に記入の上、封書または
ファックスでお申込みいただくと受付時間が短縮されます。
※【お西さん（西本願寺）ホームページ】⇒【各種お申込み】⇒【帰敬式】からA4用紙に
　プリントしてご利用ください。

※1月1日、16日の午前（朝）と1月8日、12月20日の終日は行われません
午前(朝)の部：6時からの晨朝終了後に引き続き
午後(昼)の部：13時30分から　※逮夜(14時)法要が行われる日は13時から

じんじょう

しゃ  か　　　　　　　しゃく

　　  ほうみょう  　　　 　

   　　　　  よ

　いずれも仏教徒としての名前を表す言葉です
が、浄土真宗では「法名」、他宗では「戒名」・「法号」
ともいいます。厳格な規律（戒律）を守って修行す
る人びとにつく名前が「戒名」なのに対し、浄土真
宗では、戒律の一つも守ることのできない私たち
を、必ず浄土へ迎えるという阿弥陀さまのはたら
きを「法」と呼び、その法の中に生かされている私
たちがいただく名前を「法名」といいます。

「法名」と「戒名」は違うのですか？
かいみょう

帰敬式Q&A
しゃく

　浄土真宗のみ教えは、み
な等しくともにお浄土への
道を歩ませていただくとい
う教えですから、「釋〇〇」
の法名以外に「信士・信女・
居士・大姉」等の位号などは
用いません。

なぜ、法名は
「釋〇〇」だけなの
ですか？

Q Q

本願寺の僧侶“お西のお坊さん”が、両堂や
境内各所を法話を交え、ご案内いたします。
どなたでも何度でもご参加いただけます。
参加希望の方は、上記開催時間までに
お茶所(総合案内所)にお越しください。

本願寺の僧侶“お西のお坊さん”が、両堂や
境内各所を法話を交え、ご案内いたします。
どなたでも何度でもご参加いただけます。
参加希望の方は、上記開催時間までに
お茶所(総合案内所)にお越しください。

１日4回　所要時間…約30分　
集合場所：お茶所（総合案内所）

ちゃしょ

※本法要期間中も開催いたします。

1枚をプレゼント！
本願寺の見どころを

紹介する
オリジナルカードです。

全24種

何がも
らえる

かは

お楽し
み♪

※〈アーカイブ配信〉は期間限定公開（諸事情により公開されない場合もございます）。

YouTubeによるお聴聞ができます！
毎日の晨朝・昼座とお西さんの土曜法話をYouTubeにて　　　配信
しています。 また、過去の法話(アーカイブ※)も公開中です。
上記チャンネルから、いつでもどこでもお聴聞していただけます。

LIVE

※参加無料。また、各法座は状況により中止又は時間・会場等変更する場合がございます。

ほとけさまのお話
毎日（11：00）／御影堂

「お西さんの法要行事」

「お西さんの常例布教」

※配信なし15分1席

毎朝（6：00）／阿弥陀堂・御影堂

毎日（14：00）／総会所

じん  じょう あ　 み　 だ  どう　　ご  えい どう

ご  えい  どう

そう がい  しょ

そう がい しょ

ひる　   ざ

LIVE

LIVE

LIVE土曜日（17：00）／総会所 40分1席

30分2席

お西さんの法話

お西さんの土曜法話

昼座

晨朝〈朝のお勤め〉

YouTubeチャンネル

YouTubeチャンネル

1回目 10：00～　2回目 11：30～ 
3回目 13：45～　4回目 15：30～

「お西のお坊さん」による境内案内

ご参加いただいた方には…

4546
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「日野田頬町」降車徒歩約5分
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宗祖降誕会の期間のみ龍虎殿に設置しております。 
ご参拝の記念にどうぞ

如に

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

知ち

識し
き

の
恩お

ん

徳ど
く

も

ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝し

す
べ
し

恩お

ん

徳ど

く

讃さ

ん

浄土真宗本願寺派 たすけあい運動募金
「令和6年能登半島地震 災害義援金」

募集について

記

本年１月１日発生の「令和６年能登半島地震」の被害は８教区に及び、最も被害
の大きかった能登半島地域では多くの方が避難生活を余儀なくされており、寺
院・門信徒ともに甚大な被害報告が寄せられています。宗派では、被災地の支援
を目的に、１月５日より標記募金の募集を行っておりますので、ご協力をお願い
申しあげます。

１．募 金 の 名 称 浄土真宗本願寺派 たすけあい運動募金
 　「令和6年能登半島地震 災害義援金」
２．受付口座番号 郵便振替　０１０００－４－６９９５７
 　加入者名　たすけあい募金
 銀行振込　
 　銀行　ゆうちょ銀行
 　店名　一〇九（イチゼロキュウ）店
 　番号　当座　００６９９５７
 　名義　たすけあい募金

※義援金のほか最新情報は、浄土真宗本願寺派
公式ウェブサイトでご確認いただけます。

３．受 付 期 間 2024（令和6）年1月5日（金）から当分の間

４．問い合わせ先 浄土真宗本願寺派伝道本部　　  社会部＜災害対策担当＞
 TEL : 075-371-5181（代）　
　　　　　　　　　　mail: saigai-taisaku@hongwanji.or.jp

龍虎殿・
安穏殿・お茶所・

聞法会館ロビー等に
募金箱を設置

しております。

2024（令和6）年5月20日発行　 編集・発行／参拝教化部　 印刷／（株）アースワーク 03-50-42

※通信欄に「能登地震」とご記入ください。住所、連絡先、領収
書名のご記入をお願いします。
※インターネットバンキングにて振込の方は、振込日・金額・
送金人・住所・連絡先・領収書名等についてメールアドレス
（saigai-taisaku@hongwanji.or.jp）にお知らせをお願い
いたします。
　お預かりした募金は災害義援金として、被災地へお送りさ
せていただきます。
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