
白
洲
受
付

テ
ン
ト

白
洲
特
設

テ
ント
エリ
ア

白
洲
特
設

テ
ント
エリ
ア

大
谷
本
廟
方
面

13
・
14

あ
そ
か
花
屋
町

ク
リ
ニ
ッ
ク

※
令
和
3年
6月
1日
開
院

京
阪
バ
ス

西
本
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聞
法
会
館
前
）

大
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本
廟
方
面



は
、
親し
ん

鸞ら
ん

聖
し

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

上
し

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

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

う
。

報ほ
う

恩お
ん

講こ
う
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皆
さ
ま
に
は
、
よ
う
こ
そ
の
ご
参
拝
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
「
報
恩
講
法
要
」
は
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
私
た
ち
念
仏
者

に
と
っ
て
、
最
も
大
切
な
ご
法
要
で
す
。
ご
法
要
を
ご
縁
に
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳

を
偲
び
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
慈
悲
の
お
心
を
あ
ら
た
め
て
深
く
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ

き
、
ご
恩
に
感
謝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
今
日
、
世
界
各
地
で
の
対
立
や
紛
争
、
ま
た
、
地
震
等
の
自
然
災
害
が
絶
え

ず
、
多
く
の
方
が
被
害
に
遭
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
社
会
の
多
様
化
に
よ
り

人
々
の
苦
悩
が
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。

　
ご
門
主
様
は
、
先
の
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
ご
消
息
で
「
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
」
と
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
本
年
は
、
浄
土
真
宗
の
立
教
開
宗
八
百
年
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。
宗
祖
が
ご
生
涯
を

か
け
て
顕
ら
か
に
さ
れ
た
他
力
念
仏
の
み
教
え
が
、
歴
代
宗
主
を
は
じ
め
多
く
の
先
人

の
方
の
お
導
き
に
よ
っ
て
、
脈
々
と
今
の
私
た
ち
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
み
教

え
を
い
た
だ
く
私
た
ち
は
、
お
念
仏
申
す
人
生
を
歩
み
、
み
教
え
に
遇
い
得
た
喜
び

を
、
一
人
で
も
多
く
の
ご
縁
あ
る
方
々
に
伝
え
て
ま
い
り
た
く
存
じ
ま
す
。

　
こ
の
た
び
の
、
御
正
忌
報
恩
講
法
要
を
通
し
て
、
心
あ
た
た
ま
る
ひ
と
と
き
を
、
こ

こ
本
願
寺
に
お
い
て
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

合
掌

安
永 

雄
玄

本
願
寺
執
行
長

御
正
忌
報
恩
講
法
要
を
お
迎
え
し
て

い
　
け
　
　
　
　
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ょ
う
　
　
　
し
　
ん

や
　
す
　
　
　
な
　
が
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
う
　
　
　
げ
　
ん

池
田 

行
信

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
長

ご
し

う
き

ほ
う
お
ん
こ
う
ほ
う
よ
う

　

3

ご
挨
拶

4



教き

う

義ぎ

阿あ

弥み

陀だ

如に

来ら
い

の
本ほ

ん

願が
ん

力り
き

に
よ

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

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

て
人ひ

と

々び
と

を
教き

う

化け

す
る
。

生せ
い

活か
つ

親し
ん

鸞ら
ん

聖し

う

人に
ん

の
教お

し

え
に
み
ち
び
か
れ
て
、阿あ

弥み

陀だ

如に

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

宗し

う

名め
い

浄じ

う

土ど

真し
ん

宗し

う

宗し

う

祖そ

親し
ん

鸞ら
ん

聖し

う

人に
ん

ご
誕た

ん

生じ

う

一
一
七
三
年
五
月
二
十
一
日

（
承じ

う

安あ
ん

三
年
四
月
一
日
）

ご
往お

う

生じ

う

一
二
六
三
年
一
月
十
六
日

（
弘こ

う

長ち

う

二
年
十
一
月
二
十
八
日
）

宗し

う

派は

浄じ

う

土ど

真し
ん

宗し

う

本ほ
ん

願が
ん

寺じ

派は

本ほ
ん

山ざ
ん

龍り

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

）

（

ご
開か

い

山さ
ん）

浄じ

う

土ど

真し
ん

宗し

う

の
教き

う

章し

う

（
私わ

た
し

の
歩あ

ゆ

む
道み

ち

）

本ほ
ん

尊ぞ
ん

阿あ

弥み

陀だ

如に

来ら
い

（
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

）

聖せ
い

典て
ん

・
釈し

か

如に

来ら
い

が
説と

か
れ
た「
浄じ

う

土ど

三さ
ん

部ぶ

経き

う

」

『
仏ぶ

説せ
つ

無む

量り

う

寿じ

経き

う』

『
仏ぶ

説せ
つ

観か
ん

無む

量り

う

寿じ

経き

う』

『
仏ぶ

説せ
つ

阿あ

弥み

陀だ

経き

う』

・
宗し

う

祖そ

親し
ん

鸞ら
ん

聖し

う

人に
ん

が
著ち

述じ

つさ
れ
た
主お

も

な
聖し

う

教ぎ

う

『
正し

う

信し
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

偈げ

』（『
教き

う

行ぎ

う

信し
ん

証し

う』行ぎ

う

巻か
ん

末ま
つ

の
偈げ

文も
ん

）

『
浄じ

う

土ど

和わ

讃さ
ん

』
『
高こ

う

僧そ
う

和わ

讃さ
ん

』
『
正し

う

像ぞ
う

末ま
つ

和わ

讃さ
ん

』

・
中ち

う

興こ
う

の
祖そ

蓮れ
ん

如に

上し

う

人に
ん

の
お
手て

紙が
み

『
御ご

文ぶ
ん

章し

う』

こ
と
な
く
、
御ご

恩お
ん

報ほ
う

謝し

の
生せ

い

活か
つ

を
送お

く

る
。

宗し

う

■門も
ん

こ
の
宗し

う

門も
ん

は
、
親し

ん

鸞ら
ん

聖し

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

う

団だ
ん

で

あ
り
、人ひ

と

々び
と

に
阿あ

弥み

陀だ

如に

来ら
い

の
智ち

慧え

と
慈じ

悲ひ

を

伝つ
た

え
る
教き

う

団だ
ん

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

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

会か
い

の
実じ

つ

現げ
ん

に
貢こ

う

献け
ん

す
る
。

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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
　
　
　
　
　
　
　
　  

み
　
だ
　
　
　
　
　
　  

ご
え

わ
た
し
　 

ぼ
ん 

の
う
　  

ほ
と
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

ほ
ん
ら
い
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

す
く
　
　
　
　
　
　
　
　  

み
　
だ
　
　
　
　
　
　  

ご
え

　
　
　
　
　
　
み

 

す
く
　
　  

と
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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
。

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

　
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

龍
谷
門
主

釋
　
専
　
如

   

な  
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あ  

み  
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み  

だ
　
　
　
　
　
ご
え

わ
た
し  
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ん
の
う  

ほ
と
け
　
　
　
　
　
　
　
　  

ほ
ん
ら
い
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　  

す
く
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す
く
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ね
ん
　
じ
ょ
う
ど

 

ぶ
っ
と
ん
ほ
う
し
ゃ
　
　
　 

ね
ん
ぶ
つ

し
ゅ
う
そ
し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

 

ほ
う
と
う  

で
ん
し
ょ
う
　
　
　
　
　
れ
き
だ
い
し
ゅ
う
し
ゅ

と
う
と
　
　
み
ち
び

　 

　
お
し
　
　
　 

よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　 
も
の

  

す
こ
　
　
　
　
　
　 

と
ら
　
　
　
　 

こ
こ
ろ
　
　 

は
な

　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

か
ん
し
ゃ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

な
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か
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こ
と
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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

9



※15日は18：00～11：50 ～12：50
時間 6：00 8：10 10：00 11：10 12：10 14：00 15：30 16：00以降

法要行事 晨朝

場所 総会所 総会所御影堂 御影堂 御影堂阿弥陀堂
御影堂

9日（火）
開門5:30/閉門17:00

開門5:00/閉門17:00

開門5:00/閉門17:00

開門5:00/閉門17:00

開門5:00/閉門17:00

開門5:00/閉門17:00

開門5:00/閉門19:30

開門5:00/閉門17:30

大師影供作法 改悔批判

10日（水） 阿弥陀経【阿】
日没礼讃【影】

※【阿】…阿弥陀堂　【影】…御影堂

二門偈作法 奉讃大師作法 正信偈
改悔批判̶

̶

̶

̶

̶

̶

12日（金） 阿弥陀経【阿】
中夜礼讃【影】 奉讃大師作法 浄土法事讃作法 正信偈

改悔批判

13日（土） 阿弥陀経【阿】
後夜礼讃【影】 二門偈作法 宗祖讃仰作法

（音楽法要）
正信偈

御伝記拝読

14日（日） 阿弥陀経【阿】
晨朝礼讃【影】

新制御本典作法
第一種

大師影供作法
御俗姓拝読

正信偈
改悔批判

15日（月） 阿弥陀経【阿】
日中礼讃【影】 五会念佛作法

広文類作法

ご門主様ご親教
引き続き 18：00  正信偈

改悔批判

16日（火） 漢音小経【阿】
正信偈（真譜）【影】 報恩講作法

11日（木） 阿弥陀経【阿】
初夜礼讃【影】

新制御本典作法
第一種

正信念佛偈作法
第三種

正信偈
改悔批判

総会所

̶

御絵伝
解説 初夜逮夜法要特別講演日中法要常例布教

本願寺派布教使
竹田 嘉円

本願寺派勧学
北塔 晃陞

佐藤第二病院院長
田畑 正久

本願寺派布教使
葦原 理江

中央仏教学院院長
福間 義朝

本願寺派布教使
八幡 真衣

本願寺派布教使
朝戸 臣統

〈第一幅〉
工藤 恭修

〈第三幅〉
渡辺 有

〈第四幅〉
渡辺 雅俊

〈第二幅〉
三ケ本義唯

法要中継について
法要の模様は随時インター
ネットにてライブ中継・配信
いたしますので、寺院・各ご家
庭等でもご参拝いただけます。

LIVE

《関連行事》

★B…
12日（金）　13：15～　御法楽献詠入選者表彰式　【御影堂】

★C… 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】

★A…
14日（日）　12：30～　第６7回 全国児童生徒作品展表彰式　【阿弥陀堂】

★
C

★
A

★
B

お頭人とは、御正忌報恩講法要中に
おける初夜勤行（斎、非時の勤行）
に正信偈を勤める調声人のことで、
喚鐘が鳴ると、係の者（承仕）が
外陣で「お頭人！お頭人！」と大き
く呼ぶ声が御堂中に響き渡り、お勤
めが始まります。

とうにん

しょやごんぎょう とき ひ　じ

しょうしんげ ちょうしょうにん

かんしょう じょうし

げ じん

とう にん

       9日 逮夜法要～16日 日中法要

2024（令和 6）年

御正忌報恩講法要 全日程表

15日19：00
～16日5：40
通夜布教
場所：総会所
多目的ホール

15日
16：00～17：30

奉讃演奏会
2024
場所：

多目的ホール
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門徒会館
（勤式指導所）

Net縁
事務所 伝

道
第
二
本
部

花
屋
町
通

太
鼓
楼

龍谷大学
大宮学舎
本館

御影堂門

総門

北小路門 阿弥陀堂門

唐
門

北
小
路
通

Ｗ.

ＣＷ.Ｃ

Ｗ.Ｃ

喫茶
売店

渡廊下 東棟

Ｗ.Ｃ

Ｗ.Ｃ

龍谷ミュージアム

伝
道
本
部

聞法会館

安穏殿

１Ｆブックセンター

阿弥陀堂
御影堂

龍虎殿

書院

虎之間
玄関

滴翠園

（   総会所）

防災センター
（お忘れ物）

経
蔵

伝道第三本部

お茶所
（総合案内所）

大
玄
関
門

大
玄
関 駐

輪
場

北境内地駐車場

＝ 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

＝ スタンプ

守衛所

＝ Wi-Fi電波受信建物

＝ 喫煙所〈北境内地に１ヵ所〉

SSID：Wi2_free

東

西

南 北

鐘楼

飛
雲
閣

南行

北行
京都市バス
西本願寺前

京阪バス
西本願寺前

京都市バス
西本願寺前

京阪バス
西本願寺前

京阪バス
西本願寺（聞法会館前）

Ｗ.Ｃ

１Ｆ  売　店
Ｂ１Ｆ食事処

堀川通（国道１号線）

9：00～17：00
（16日8：00～17：00）

モニター中継

築
地
塀

＊1 紫雲－－－－ 10：00～15：00
＊2・＊３ 法輪－－       8：45～17：00
＊4 がんこ 西本願寺別邸
　　  7：00～ 9：00
　　11：00～14：00（土・日・祝のみ14：30）
　　17：00～20：30

※ラストオーダーは、いずれも営業時間終了の
　30分前となります。

「御正忌報恩講法要」境内案内図
2024（令和6）年

（時間・内容等変更の場合もあります）

●御影堂荘厳具・
　供物等の展示（P.18）

●法要  晨朝（ ６時）
　　　  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
●15日  講社懇志進納講並びにご消息ご披露式
●15日  ご門主様ご親教（逮夜法要に引き続き）
●帰敬式（P.67）

●全国児童生徒作品展

●10～15日
　お斎会場（P.16）

●受付  お斎（P.16）
　　　  帰敬式（P.67）
　　　  免物（P.69）
　　　  永代経
　　　  団体参拝

法要出勤者
入口

＊1
＊2

＊3
＊4

●10～15日（  8時10分） 常例布教（P.15）
●10～13日（12時10分） 御絵伝解説
●11～15日（11時10分） 特別講演
●12日（12時30分／15時30分）  
　　　　 本願寺史料研究所公開講座（P.31）
●15日（19時）～16日（5時40分）通夜布教（P.25）

時刻表（P.65）

●14日
　全国児童生徒
　作品展表彰式

懇志受付
テント

 1F 人権パネル展
 1F 矯正展〈キャピック展〉
 1F  15日（17時～19時）
　　ほっとはあとショップ
 3F 15日奉讃演奏会（P.24）
 3F  15日（19時）～16日（5時40分）
　　 通夜布教（P.25）

1F

●お西さんを知ろう!（P.70）
●「子どもたちの
　笑顔のために募金」ブース
●ほっとはあとショップ

●宗門社会活動展
●矯正展〈キャピック展〉
●被災地支援物産展
●プトラ・プトリショップ

白洲　　特設
テント　　エリア

　

13

　

14



13
時
30
分
頃
御み

堂ど
う

布
教

御
　
影
　
堂

13
時
55
分

御ご  

し
ん
か
い 

ひ

親
開
扉

御
　
影
　
堂

14
時
00
分

逮た
い

夜や

法
要
大大だだ

いい

師師しし

影影ええ
いい

供供ぐぐ

作作ささ

法法ほほ
うう

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
4455
分分
〉〉

15
時
30
分

初し

夜や

〔
改が

い

悔け

批ひ

判は
ん

〕

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
2255
分分
〉〉

御
正
忌
報
恩
講
法
要（
日
程
）

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

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

て
お
り
ま
す
。

今
年
の
与よ

奪だ
つ

者し

は

勧
学
で
す
。

開門 5：30　閉門 1 7：00

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂）

※
13
日
は
御
伝
記
拝
読
の
た
め

お
こ
な
い
ま
せ
ん
。

９日

　

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

お
斎と

き

要
申
込

満
井
秀
城

み
つ  

い 

し
ゅ
う
じ
ょ
う

改
悔
批
判

　
仏
教
で
は
、
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
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
後
に
お
斎
の
接
待
を
国
宝
の
書
院
（
鴻
之
間
）
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 

汁
五
菜
を
基
本
に
し
た
精
進
料
理
で
、
蜜
柑
（
和
歌
山 

有
田

北
組
の
皆
様
が
ご
進
納
）
と
お
酒
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
、
参
拝
教
化
部
ま
で
お
た
ず
ね
く
だ

さ
い
。

と
き

こ
う 

の  

ま

い
ち

じ
ゅ
う
ご
さ
い

み
か
ん

そ
と

　き 

● 

1
月
10
日（
水
）〜
15
日（
月
）

　
　
　
　

  【
1
回
目
】12
時
頃
〜

　【2
回
目
】13
時
頃
〜

　

　
　
　
　

  ※

定
員﹇
各
回
1
2
0
名
﹈ 

　
　
　
　

  ※

10
日
は
12
時
30
分
〜
の
み

と
こ
ろ 

● 

書
院（
鴻
之
間
）
　全
席
椅
子
席

が
い
　け
　 ひ  

は
ん

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
。

な
お
、「
新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
」

は
本
誌
に
掲
載
し
て
い
ま
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
。

な
お
、「
新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
」

は
本
誌
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

※

16
日
午
後
よ
り
通
常
通
り

※

10
〜
15
日

8
時
10
分

PP..7700

〈
日
中
法
要
前
〉

〈
逮
夜
法
要
前
〉

御
堂
布
教

み 

ど
う

9
時
30
分
頃

13
時
30
分
頃

安
芸
教
区 
安
芸
南
組 

明
円
寺
師

阿
弥
陀
さ
ま
の

お
救
い
と
は…

。

た
け
　
　 
だ
　
　
よ
し
　   

ま
る

９日午午後後

～

12日午午前前

竹 
田 
嘉 

円

岐
阜
教
区 

飛
騨
組 

神
通
寺師

南
無
阿
弥
陀
仏

〜
あ
な
た
を
救
う
仏
に
成
る

あ
さ
　
　
と
　
　 

し
ん
　
　
と
う

朝 

戸 

臣 
統

12日午午後後

～

16日午午前前

20
分
間

20
分
間

15
分
間

15
分
間

15
分
間

15
分
間

常
例
布
教

総
会
所

総
会
所

火

御
親
開
扉

 

ご  

し
ん  

か
い
　ひ

　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
真
影

様
ご
安
置
の
御
厨
子
の
扉
が
開
け
ら
れ
ま
す
。

ご 

し
ん
ね
い

お

　ず

　し

・
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
。

15

日
程
　
１
月
9
日（
火
）

16

お
斎（
10
日
~
15
日
）の
ご
案
内

お
斎（
お
斎（
お
斎（
101010
日
~
日
~
日
~
151515
日
）の
ご
案
内

日
）の
ご
案
内

日
）の
ご
案
内



10日
水

解説者

〈〈第第一一幅幅〉〉10日（水）

〈〈第第二二幅幅〉〉11日（木）

〈〈第第三三幅幅〉〉12日（金）

〈〈第第四四幅幅〉〉13日（土） 

6
時
00
分

晨じ
ん

朝じ

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

中ち

う

法
要
二二にに

門門もも
んん

偈偈げげ

作作ささ

法法ほほ
うう

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
4455
分分
〉〉

13
時
30
分
頃
御
堂
布
教

御
　
影
　
堂

14
時
00
分

逮た
い

夜や

法
要
奉奉ほほ

うう

讃讃ささ
んん

大大だだ
いい

師師しし

作作ささ

法法ほほ
うう

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
5500
分分
〉〉

15
時
30
分

初し

夜や

〔
正正しし

うう

信信しし
んん

偈偈げげ

引
き
続
き
改が

い

悔け

批ひ

判は
ん

〕

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
6600
分分
〉〉

12
時
10
分

御ご

絵え

伝で
ん

解
説
〈〈
第第
一一
幅幅
〉〉

総
　
会
　
所

〈〈
約約
4400
分分
〉〉

ご

絵
御

え

伝で
ん

解
説

か
い
せ
つ

─

絵
御

伝
に
見
る
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯─

ひ
も
と

し
の

※
併
せ
て
56

64
ペ

ジ
も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

と　き● １月10日（水）～13日（土）
 12時10分～12時50分

ところ● 聞法会館１階  総会所

参拝教化部

開門 5：00　閉門 1 7：00

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂）

11：10～11：50
特別講演

6
時
00
分

晨じ
ん

朝じ

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

中ち

う法
要

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
4040
分分
〉〉

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
正正しし

うう

信信しし
んん

念念ねね
んん

佛佛ぶぶ
つつ

偈偈げげ

作作ささ

法法ほほ
うう

第第
三三
種種

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
4455
分分
〉〉

15
時
30
分

初し

夜や

〔
正正しし

うう

信信しし
んん

偈偈げげ

引
き
続
き
改が

い

悔け

批ひ

判は
ん

〕

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
6600
分分
〉〉

12
時
10
分

御ご

絵え

伝で
ん

解
説
〈〈
第第
二二
幅幅
〉〉

総
　
会
　
所

〈〈
約約
4400
分分
〉〉

開門 5：00　閉門 1 7：00

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂） 11日

本
願
寺
派
勧
学

北
塔
晃
陞
師

木
本
願
他
力

ほ
ん  

が
ん
　  

た
　 

り
き

き
た
　  

づ
か
　  

こ
う
　 

し
ょ
う

工 藤 恭 修
 く　 どう  やす  のぶ

（熊本県）

三ケ本義唯
 み　か  もと  ぎ ゆい

（広島県）

渡 辺 　 有
わた  なべ　　　  ゆう

（佐賀県）

渡 辺 雅 俊
わた  なべ  まさ  とし

（北海道）

御
影
堂
荘
厳
具
・
供
物
等
の
展
示

し
ょ
う 
ご
ん 
ぐ
　
　
　く
　も
つ

　
御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間

中
、
阿
弥
陀
堂
・
御
影
堂
間
渡

廊
下
に
大
型
ブ
ー
ス
を
設
け
、

荘
厳
具
・
供
物
等
を
展
示
い
た

し
ま
す
。
貴
重
な
機
会
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

と　き● 1月9日（火）～16日（火）
ところ● 両堂間渡廊下

式務部

　
総
会
所
に
て
御
絵
伝
を
映
し
な
が
ら
、
布
教

研
究
専
従
職
員
が
四
日
間
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
解
い
て
ゆ
く
中
に
、
ご
遺
徳
を
偲
ば
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

〔
小
経（
呉
音
）・往
生
礼
讃
偈（
日
没
）〕

し
ょ
う
き
ょ
う 

ご  

お
ん
　 

お
う
じ
ょ
う
ら
い
さ
ん  

げ
　  

に
ち
も
つ

〔
小
経（
呉
音
）・往
生
礼
讃
偈（
初
夜
）〕

し
ょ
う
き
ょ
う 

ご  

お
ん
　 

お
う
じ
ょ
う
ら
い
さ
ん  

げ
　  

し
ょ  

や

新
制
御
本
典
作
法 

第
一
種

新
制
御
本
典
作
法 

第
一
種

し
ん 

せ
い   

ご  

ほ
ん 

で
ん
　 

さ
　
ほ
う

し
ん 

せ
い   

ご  

ほ
ん 

で
ん
　 

さ
　
ほ
う

PP..55
〜〜
77

PP..5588
PP..55
〜〜
99

PP..6600

17

日
程
　
１
月
10
日（
水
）

18

日
程
　
１
月
11
日（
木
）



12日
金

6
時
00
分

晨じ
ん

朝じ

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

中ち

う

法
要
奉奉ほほ

うう

讃讃ささ
んん

大大だだ
いい

師師しし

作作ささ

法法ほほ
うう

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
5500
分分
〉〉

11
時
10
分

特
別
講
演

総
　
会
　
所

13
時
15
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
浄浄じじ

うう

土土どど

法法ほほ
うう

事事じじ

讃讃ささ
んん

作作ささ

法法ほほ
うう

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
6655
分分
〉〉

15
時
30
分

初し

夜や

〔
正正しし

うう

信信しし
んん

偈偈げげ

引
き
続
き
改が

い

悔け

批ひ

判は
ん

〕

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
6600
分分
〉〉

12
時
10
分

御ご

絵え

伝で
ん

解
説
〈〈
第第
三三
幅幅
〉〉

総
　
会
　
所

〈〈
約約
4400
分分
〉〉

開門 5：00　閉門 1 7：00

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂）令和 6年  御法楽献詠入選歌

ご　  ほ う　ら く  け  ん  え  い 

講
評

宗
派
月
刊
誌
「
大
乗
」
歌
壇
選
者

喜
多
　
弘
樹

兼
  題

聞
法
の
慶
び
を
和
歌
に
詠
む
御
法
楽
献
詠

は
、
毎
年
兼
題
を
定
め
、
僧
侶
・
寺
族
・
門

信
徒
の
方
が
た
か
ら
広
く
歌
を
募

て
お
り

ま
す
。

誕
生

た
　
ん
　
　  

じ
　
ょ
　
う

生
き
る
と
は
み
教
え
し
か
と
抱
く
こ
と

　
　
　
合
掌
し
つ
つ
本
道
歩
む

い

お
し

い
だ

が
っ
し
ょ
う

ほ
ん
ど
う
あ
ゆ

京
都
府

　観
山
哲
州

こ
の
世
の
中
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
聖
人
の

み
教
え
を
抱
き
な
が
ら
合
掌
し
、
本
道
を
歩
む
こ
と
。

強
く
高
き
述
志
の
一
首
で
す
。

《
評
》

春
の
陽
に
芽
吹
く
い
の
ち
の
誕
生
を

　
　
　
称
へ
ま
つ
り
て
念
仏
こ
ぼ
る
る

ひ

め
　
ぶ

は
る

た
ん
じ
ょ
う

ね
ん
ぶ
つ

と
な

熊
本
県

　新
道
く
み
子

春
の
温
か
な
光
を
浴
び
な
が
ら
草
木
が
芽
吹
く
、
ま

さ
し
く
命
の
誕
生
。
念
仏
を
称
え
る
心
が
ほ
の
ぼ
の

と
し
た
感
動
そ
の
も
の
で
す
。

《
評
》

日
野
の
里
親
鸞
様
の
ご
誕
生

　
　
　
そ
の
地
を
思
い
お
み
の
り
を
聞
く

ち

お
も

き

ひ
　
の

さ
と
し
ん
ら
ん
さ
ま

た
ん
じ
ょ
う

宮
崎
県

　岩
崎
す
み
か

親
鸞
様
の
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
日
野
の
里
。
な
か
な
か

行
け
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
地
を
思
い
な
が
ら
、
聴
聞
を

す
る
厳
か
な
姿
で
す
。

《
評
》

そ
れ
ら
し
き
私
の
殻
を
脱
ぎ
す
て
て

　
　
　
羽
化
す
る
よ
う
に
南
無
阿
弥
陀
佛

わ
た
し

う
　
か

な
　
も
　 

あ
　 

み
　 

だ
　
ぶ
つ

か
ら

ぬ

熊
本
県

　星
子
正
美

羽
化
は
、
殻
を
脱
ぎ
捨
て
大
空
に
は
ば
た
こ
う
と
す
る

命
の
誕
生
。
六
字
名
号
を
称
え
る
心
躍
り
す
ら
感
じ
ら

れ
、
清
新
な
詠
み
ぶ
り
で
す
。

《
評
》

吾
が
星
は
四
十
六
億
歳
と
い
ふ
こ
こ
に

　
　
　
生
れ
弥
陀
の
誓
願
聴
く
も
尊
し

わ

あ

み
　
だ

せ
い
が
ん  

き

と
う
と

ほ
し

よ
ん
じ
ゅ
う
ろ
く
お
く
さ
い

宮
崎
県

　松
林
淳
子

地
球
が
誕
生
し
て
四
十
六
億
年
と
い
う
長
い
時
間
、
こ

の
水
惑
星
に
生
れ
、
尊
い
阿
弥
陀
仏
の
ご
誓
願
を
聴
け

た
喜
び
を
つ
つ
ま
し
く
詠
ま
れ
ま
し
た
。

《
評
》

11：10～11：50
特別講演

佐
藤
第
二
病
院
院
長

田
畑
正
久
師

ビ
ハ
ー
ラ
活
動
に
願
う
こ
と

（
仏
教
と
医
療
の
協
働
）

か
つ 

ど
う
　
　  

ね
が

ぶ
っ
き
ょ
う
　
　 

い  

り
ょ
う
　  

き
ょ
う
ど
う

  

た
　
　 

ば
た
　  

ま
さ
　
　
ひ
さ

　
本
年
の
兼
題
は
「
誕
生（
た
ん
じ
ょ
う
）」

と
し
、全
国
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
106
首
の
中
か
ら

次
ペ
ー
ジ
の
５
首
が
入
選
い
た
し
ま
し
た
。

御
法
楽
献
詠

 

ご
　ほ
う 

ら
く 

け
ん 

え
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

よ

〔
小
経（
呉
音
）・往
生
礼
讃
偈（
中
夜
）〕

し
ょ
う
き
ょ
う 

ご  

お
ん
　 

お
う
じ
ょ
う
ら
い
さ
ん  

げ
　  

ち
ゅ
う
や

PP..66
〜〜
11

PP..6622

慶
讃
法
要
　
に
お
遇
い
し
て

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年

立

教

開

宗

八

百

年

「

」

19

日
程
　
１
月
12
日（
金
）

20

御
法
楽
献
詠
入
選
歌



　
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
間
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
ば
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

13日
6
時
00
分

晨じ
ん

朝じ

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

中ち

う

法
要
二二にに

門門もも
んん

偈偈げげ

作作ささ

法法ほほ
うう

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
3355
分分
〉〉

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
宗宗しし

うう

祖祖そそ

讃讃ささ
んん

仰仰ごご
うう

作作ささ

法法ほほ
うう（（

音音
楽楽
法法
要要
））

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
4400
分分
〉〉

15
時
30
分

初し

夜や

〔
正正しし

うう

信信しし
んん

偈偈げげ

引
き
続
き
御ご

伝で
ん

記き

拝
読
〕

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
113300
分分
〉〉

開門 5：00　閉門 1 7：30

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂）

本
願
寺
第
三
代
覚か
く

如に

上
人
は
、
親
鸞
聖
人

の
ご
遺
徳
を
讃
仰
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
。

よ

ま

し
の

※※
本本
山山
でで
はは『『
御御
伝伝
記記
』』、、一一
般般
にに
はは『『
御御
伝伝

鈔鈔
』』とと
呼呼
びび
まま
すす
。。

『

ご

伝
御

で
ん

記き（

伝
御
鈔

ご
で
ん
し
ょ
う）』

と「

ご

絵
御

え

伝で
ん」

6
時
00
分

晨じ
ん

朝じ

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

中ち

う法
要

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
4040
分分
〉〉

11
時
10
分

特
別
講
演

総
　
会
　
所

13
時
30
分
頃
御
堂
布
教

御
　
影
　
堂

12
時
30
分

14
時
00
分

逮た
い

夜や

法
要
大大だだ

いい

師師しし

影影ええ
いい

供供ぐぐ

作作ささ

法法ほほ
うう

御
　
影
　
堂

引
き
続
き

御ご

俗ぞ
く

姓し

う

拝
読

〈〈
約約
6655
分分
〉〉

15
時
30
分

初し

夜や

〔
正正しし

うう

信信しし
んん

偈偈げげ

引
き
続
き
改が

い

悔け

批ひ

判は
ん

〕

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
6600
分分
〉〉

開門 5：00　閉門 1 7：00

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂） 14日

日

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

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
。

11：10～11：50
特別講演

本
願
寺
派
布
教
使

葦
原
理
江
師

節
談
説
教

た
だ
、念
仏
す
る
と
い
う
こ
と

ふ
し 

だ
ん  

せ
っ 

き
ょ
う

ね
ん  

ぶ
つ

あ
し
　
　
は
ら
　  

み
ち
　
　
え

土

ご

俗
御

ぞ
く

姓し
ょ
う

11：10～11：50
特別講演

中
央
仏
教
学
院
院
長

福
間
義
朝
師

愚
者
と
な
り
て

 

ぐ
　 

し
ゃ

ふ
く
　
　
ま
　
　
　
ぎ
　  

ち
ょ
う

12
時
10
分

御ご

絵え

伝で
ん

解
説
〈〈
第第
四四
幅幅
〉〉

総
　
会
　
所

〈〈
約約
4400
分分
〉〉

第
67
回 

全
国
児
童
生
徒
作
品
展
表
彰
式
阿
弥
陀
堂

〔
小
経（
呉
音
）・往
生
礼
讃
偈（
後
夜
）〕

し
ょ
う
き
ょ
う 

ご  

お
ん
　 

お
う
じ
ょ
う
ら
い
さ
ん  

げ
　    

ご
　
や

〔
小
経（
呉
音
）・往
生
礼
讃
偈（
晨
朝
）〕

し
ょ
う
き
ょ
う 

ご  

お
ん
　 

お
う
じ
ょ
う
ら
い
さ
ん  

げ
　  

じ
ん
じ
ょ
う

新
制
御
本
典
作
法 

第
一
種

新
制
御
本
典
作
法 

第
一
種

し
ん 

せ
い
　
ご
　
ほ
ん 

で
ん
　 

さ
　
ほ
う

し
ん 

せ
い
　
ご
　
ほ
ん 

で
ん
　 

さ
　
ほ
う

PP..66
〜〜
33

PP..6644

21

日
程
　
１
月
13
日（
土
）

22

日
程
　
１
月
14
日（
日
）



15日
月

6
時
00
分

晨じ
ん

朝じ

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

中ち

う

法
要
五五ごご

会会ええ

念念
佛佛

ねね
んん
ぶぶ
つつ

作作ささ

法法ほほ
うう

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
4455
分分
〉〉

11
時
10
分

特
別
講
演

総
　
会
　
所

11
時
50
分

講こ
う

社し

懇こ
ん

志し

進し
ん

納の
う

講こ
う

並
び
に
ご
消

し

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
広広ここ

うう

文文もも
んん

類類るる
いい

作作ささ

法法ほほ
うう

御
　
影
　
堂

引
き
続
き

ご
門
主
様
ご
親し

ん

教き

う

手
話
通
訳

16
時
00
分

奉ほ
う

讃さ
ん

演
奏
会
（
17
時
30
分
終
了
予
定
）

聞
 法
 会
 館

18
時
00
分

初し

夜や

〔
正正しし

うう

信信しし
んん

偈偈げげ

引
き
続
き
改が

い

悔け

批ひ

判は
ん

〕

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
6600
分分
〉〉

〈〈
約約
9900
分分
〉〉

19
時
00
分

通つ

夜や

布
教
（
〜
16
日
5
時
40
分
）

聞
 法
 会
 館

（（
２２
会会
場場
））

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

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

う

如に

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

開門 5：00　閉門 1 9：30

午前 晨朝後　 午後 13：00
帰敬式（御影堂）

講社ホームページを随時更新中
です。歴史や年間行事など幅広
く紹介しております。
http://kousha.hongwanji.or.jp

16日
火 　

11：10～11：50
特別講演

本
願
寺
派
布
教
使

八
幡
真
衣
師

さ
よ
な
ら
の
な
い

 

家
族
に
な
る

や
　
　
は
た
　
　 

ま
　
　
　
い

講
社
懇
志
進
納
講
並
び
に

ご
消
息
ご
披
露
式

奉
讃
演
奏
会

２
０
２
4

│
通
夜
布
教
前
の
ひ
と
と
き
を

仏
教
讃
歌
と
と
も
に
│

プログラムプログラム

※曲目は都合により変更となる場合があります

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（開場15時30分）
ところ

演奏会の詳細はこちら→

 ● 聞法会館３階多目的ホール（入場無料）

〔出演〕
本願寺合唱団（指揮：鈴木捺香子 ピアノ：井上なおみ）
Claddagh Ring（ハンマーダルシマー：稲岡大介
　　　　　　　　アイリッシュハープ：川島憂子）

　
合
唱
、
ハ
ン
マ
ー
ダ
ル
シ
マ
ー
と
ア
イ

リ
ッ
シ
ュ
ハ
ー
プ
に
よ
る
仏
教
讃
歌
の
調

べ
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　
合
唱
、
ハ
ン
マ
ー
ダ
ル
シ
マ
ー
と
ア
イ

リ
ッ
シ
ュ
ハ
ー
プ
に
よ
る
仏
教
讃
歌
の
調

べ
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

・みんな花になれ（愛唱歌）
・相好ごとに百千の
・混声合唱組曲『二度とない人生だから』より　他

か
　
ぞ
く

正
忌
報
恩
講

御

PP..242444

PP..252555

〔
小
経（
呉
音
）・往
生
礼
讃
偈（
日
中
）〕

し
ょ
う
き
ょ
う 

ご  

お
ん
　 

お
う
じ
ょ
う
ら
い
さ
ん  

げ
　  

に
っ
ち
ゅ
う

5
時
40
分
迄
通つ

夜や

布
教

（
15
日
19
時
〜
）

聞
 法
 会
 館

（（
２２
会会
場場
））

PP..252555

6
時
00
分

晨じ
ん

朝じ

う

両

　
堂

9
時
30
分
頃
御
堂
布
教

御
　
影
　
堂

10
時
00
分

日に

中ち

う

法
要
報報ほほ

うう

恩恩おお
んん

講講ここ
うう

作作ささ

法法ほほ
うう

御
　
影
　
堂

〈〈
約約
9955
分分
〉〉

13
時
30
分

帰
敬
式

御
　
影
　
堂

14
時
00
分

常
例
布
教〔
昼
座
〕

総
　
会
　
所

※
午
前
の
帰
敬
式
は
行
わ
れ
ま
せ
ん

PP..7070

〔
小
経（
漢
音
）・正
信
偈（
真
譜
）〕

し
ょ
う
き
ょ
う
か
ん
の
ん
　 

し
ょ
う
し
ん 

げ
　
　
し
ん 

ぷ

開門 5：00　閉門 1 7：00

午後 13：30
帰敬式（御影堂）

　

23

日
程
　
１
月
15
日（
月
）

24

日
程
　
１
月
16
日（
火
）



●モニター中継およびインターネット中継を行います。　※モニター中継会場 3階研修室●モニター中継およびインターネット中継を行います。　※モニター中継会場 3階研修室

　通夜布教とは、親鸞聖人ご往生の前夜に門弟や縁の
深い方々が集まり夜を明かしたことに始まると言わ
れ、15日夜から16日早朝にかけ、13名の本願寺派布教
使が夜通し法話をいたします。

２会場
同時進行!

１階
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 あ

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

３階
総 会 所

勤行（正信偈六首引）

挨　拶

講師名

朝戸 臣統 岐阜教区 飛騨組 神通寺

真澄 慎一 備後教区 世羅組 善行寺

和田 新吾 大分教区 岡組 蓮光寺

休　憩（20分）

小山 昭眞（昭真）

（純幸）

（誓雅）

（栄念）

（慧光）

東北教区 秋田組 正念寺

加藤 幸子 東海教区 中勢組 専念寺

宮部 雅文 大阪教区 島中南組 誓覚寺

河野 教真 京都教区 下西組 圓光寺

休　憩（20分）

宮武 大悟 安芸教区 広陵西組 西念寺

岩﨑 文彦 宮崎教区 西諸県組 淨信寺

上本 周司 北海道教区 十勝組 玄誓寺

休　憩（20分）

三ケ本 義唯 安芸教区 広島北組 德行寺

髙務 祐真 石川教区 江南組 洗心寺

若林 唯人 大阪教区 中島東組 光照寺

恩徳讃

多目的ホール

勤行（正信偈六首引）

挨　拶

講師名

小山 昭眞 東北教区 秋田組 正念寺

加藤 幸子 東海教区 中勢組 専念寺

朝戸 臣統 岐阜教区 飛騨組 神通寺

休　憩（20分）

真澄 慎一 備後教区 世羅組 善行寺

和田 新吾 大分教区 岡組 蓮光寺

宮武 大悟 安芸教区 広陵西組 西念寺

岩﨑 文彦 宮崎教区 西諸県組 淨信寺

休　憩（20分）

宮部 雅文 大阪教区 島中南組 誓覚寺

河野 教真 京都教区 下西組 圓光寺

髙務 祐真 石川教区 江南組 洗心寺

休　憩（20分）

若林 唯人 大阪教区 中島東組 光照寺

上本 周司 北海道教区 十勝組 玄誓寺

三ケ本 義唯 安芸教区 広島北組 德行寺

恩徳讃

全席椅子席

聞法会館〈2会場〉
（１階 総会所・３階 多目的ホール）総会所

通
つ

夜
や

布
ふ

教
きょう

（昭真）

（純幸）

（誓雅）

（慧光）

（栄念）

と　き ●１月15日（月）19時～１月16日（火）５時40分
ところ ●

あさ  と　 しん とう

  ま  すみ  しん いち

  わ　だ　 しん  ご

  おやま  しょうしん

  か  とう  さち  こ

みや  べ    まさふみ

こう  の　きょうしん

みや たけ  たい  ご

いわ さき  ぶんげん

うえ もと しゅうじ

  み　か  もと    ぎ  ゆい

たかつかさゆうしん

わかばやし ただ と

しょうしん

じゅんこう

せい  が

えいねん

え こう

  おやま  しょうしん

  か  とう  さち  こ

あさ  と　 しん とう

  ま  すみ  しん いち

  わ　だ　 しん  ご

みや たけ  たい  ご

いわ さき  ぶんげん

みや  べ    まさふみ

こう  の　きょうしん

たかつかさゆうしん

わかばやし ただ と

うえ もと しゅうじ

  み　か  もと    ぎ  ゆい

しょうしん

じゅんこう

せい  が

えいねん

え こう

お 茶 所伝道本部

13:30
〜
15:30
  9:30
〜
15:30

  9:30
〜
11:30

12:00
〜
16:00
  9:30
〜
16:00

12:00
〜
16:00
  9:30
〜
16:00

  9:30
〜
12:00

  9:30
〜
12:00

  9:30
〜
15:30

9日
（火）

10日
（水）

11日
（木）

12日
（金）

13日
（土）

14日
（日）

15日
（月）

16日
（火）

13:00
〜
16:00
  9:00
〜
16:00

  9:00
〜
12:00

  
〜
12:00

14:30
〜
22:00

10:30
〜
15:00

12:30～
・

15:30～

白洲特設テントエリア聞 法 会 館

「
西
本
願
寺
グ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ン
グ
」

「
真
宗
十
派
本
山
報
恩
講
法
要
巡
り
」
ス
タ
ン
プ
設
置
場
所
：
お
茶
所
・
龍
虎
殿

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
の
た
め
に
募
金

第
67
回 

全
国
児
童
生
徒
作
品
展

宗
門
社
会
活
動
展

被
災
地
支
援
物
産
展
２
０
２
４

御
正
忌
報
恩
講
関
連
行
事

法
要
期
間
中 

の

ほ
っ
と
は
あ
と
シ
ョ
ッ
プ

  

〜
結
ぶ
絆
か
ら
、
広
が
る
ご
縁
へ
〜

矯
正
展
〈
キ
ャ
ピ
ッ
ク
展
〉（
２
会
場
）

通
夜
布
教
書
籍
頒
布

テ
ー
マ 

人
権
パ
ネ
ル
展

❶❷❸❹❺❼
プ
ト
ラ
・
プ
ト
リ
シ
ョ
ッ
プ

（
少
年
連
盟
教
材
の
展
示
と
頒
布
）

❻❽❾10

第
17
回 

本
願
寺
史
料
研
究
所
公
開
講
座

11

15日のみ17:00～19:00
聞法会館1Fロビー（和室前）で
パンの販売をします！

スタンプ
ラリー

聞法
会館 展　示展　示 販　売 販　売募　金販　売

親鸞聖人がお好きであったとされる小豆の
入った「小豆粥」がレトルトになりました！
ちょうどいい塩加減と生姜の風味で
身体の芯から温まります♪

西本願寺 小豆粥 ＜レトルト＞

あずき がゆ

500円(税込)

・西本願寺売店 (伝道本部1F「法輪」・聞法会館1F)
・大谷本廟ロビー売店販売中

御正忌報
恩講法要

参拝のお
土産に

ピッタリ
！

「
狭
山
事
件
か
ら
60
年
」

  ―

無
実
の
罪
を
晴
ら
す
た
め
に―12:30

表彰式
〈阿弥陀堂〉

25

通
夜
布
教

26

御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間
中
の
関
連
行
事

御
正
忌
報
恩
講

御
正
忌
報
恩
講

御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間
中

法
要
期
間
中

法
要
期
間
中
の
関
連
行
事

の
関
連
行
事

の
関
連
行
事



3

募金　
宗
派
で
は
「
子
ど
も
た
ち
の

笑
顔
の
た
め
に
募
金
」
を
進
め

て
い
ま
す
。
ご
参
拝
の
折
に
お

寺
な
ど
で
集
め
ら
れ
た
募
金
を

ブ
ー
ス
（
お
茶
所
内
）
ま
で
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

結
ぶ
絆
か
ら
、
広
が
る
ご
縁
へ

2

販売　
「
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
作
製
し
た
「
ほ
っ
と
は
あ
と
製
品
」
を
出

展
販
売
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
。

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
の
た
め
に
募
金

ほ
っ
と
は
あ
と
シ
ョ
ッ
プ

重点プロジェクト推進室

法要期間中
9 時30分～15時30分
※９日は13時30分から、
　16日は11時30分まで

お茶所内

主催：特定非営利活動法人
京都ほっとはあとセンター

後援：浄土真宗本願寺派 重点プロジェクト推進室

法要期間中 9時30分～15時30分
※16日は出店なし
お茶所（白洲総合案内所）
※15 日（月）のみ 17 時～19 時に
聞法会館 1 階ロビー（和室前）でパン販売

重点プロジェクト推進室

※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
業所が合同で設立した団体です。

  9日

10日

11日

12日

13日

14日

15日

•スマイル藤森エース（がまぐち・スマホポーチ）
•デイジー（クラフトテープを使った籠やバック）
•プティパ
 （ガラス・水引・京くみひも雑貨、アクセサリー）
•サリュ（ポーチ・バック、つまみ細工、七宝アクセサリー）
•伏見工房（香袋、手提げかばん等縫製品）
•みらい（あみぐるみ、布小物、アクセサリー）
•ネストラボキョウト
 （ポストカード、キーホルダー、缶バッチ）
•飛鳥井ワークセンター（パン、焼き菓子）
•あやべ作業所（焼き菓子、醤油）
•ききょうの杜（焼き菓子、パウンドケーキ）
•あおい苑（焼き菓子）
•アシストセンターえーる
 （自社農園で栽培した農産物の加工食品）
•大江作業所（焼き菓子、丹後和紙で作った張り子商品）
•京都市だいご学園（パン、焼き菓子）

ほっとはあとショップ出展販売施設

キャッシュレス募金
専用ページは
こちらから

販売

8

本願寺出版社

1月15日（月）
14時30分～22時
聞法会館１階 特設ブース

寺院活動支援部〈組織教化担当〉

1月13日（土）、14日（日）、15日（月）
10時30分～15時まで

白洲特設テント

　
本
願
寺
出
版
社
が
発
行
し
て
い
る
書
籍
・
グ
ッ
ズ
の
頒
布

を
い
た
し
ま
す
。
御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間
中
、
四
千
円
以

上
お
買
い
上
げ
の
方
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
エ
コ
バ
ッ
グ
を
進
呈

い
た
し
ま
す
（
先
着
順
）。
是
非
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

本願寺ブックセンター
（安穏殿1階）
法要期間中 9時～17時

※16日は8時から

6

　
少
年
連
盟
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
プ
ト
ラ
」
と
「
プ
ト
リ
」
を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
ノ
ー
ト
や
鉛
筆
、
消
し
ゴ
ム
な
ど
の
文
具

セ
ッ
ト
、
す
ご
ろ
く
（
親
鸞
さ
ま
編
・
お
釈
迦
さ
ま
編
）
、
バ

ン
ダ
ナ
、
シ
ョ
ル
ダ
ー
バ
ッ
グ
な
ど
の
教
材
を
広
く
知
っ
て
も

ら
い
、
子
ど
も
会
活
動
に
活
用
し
て
い
た
だ
こ
う
と
教
材
の
展

示
と
頒
布
を
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

プ
ト
ラ
・
プ
ト
リ
シ
ョ
ッ
プ

（
少
年
連
盟
教
材
の
展
示
と
頒
布
）

展示
販売

通
夜
布
教
書
籍
頒
布オリジナル

エコバッグ

27

御
正
忌
報
恩
講 

法
要
期
間
中 

の
関
連
行
事

28

御
正
忌
報
恩
講 

法
要
期
間
中 

の
関
連
行
事



主催：（公財）刑務作業協力事業部/
 

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

〈
キ

ピ

ク
展
〉

宗
門
社
会
活
動
展

法要期間中 9時～16時
※９日は13時から、16日は12時まで

白洲特設テントおよび
聞法会館１階 和室（2会場）

7

4

展示

展示
販売

社会部〈社会事業担当〉

　
社
会
部
〈
社
会
事
業
担
当
〉
で
は
、
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
を
は

じ
め
、
矯
正
教
化
、
更
生
保
護
事
業
な
ど
、
様
々
な
活
動
を

推
進
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
全
国
児

童
養
護
施
設
連
絡
協
議
会
（
全
養
本
派
ク
ラ
ブ
）
で
は
、

「
こ
ど
も
虐
待
防
止
」
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
あ
る
「
オ
レ

ン
ジ
リ
ボ
ン
運
動
」
の
啓
発
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

　
広
く
社
会
に
向
け
た
活
動
を
パ
ネ
ル
に
て
ご
紹
介
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

　
宗
門
所
属
の
教
誨
師
・
篤
志
面
接
委
員
（
約
三
六
〇
名
）
が
全

国
の
刑
務
所
や
少
年
院
等
に
お
い
て
教
化
伝
道
お
よ
び
、
社
会
貢

献
の
一
環
と
し
て
宗
教
教
誨
や
面
接
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

そ
の
被
収
容
者
の
社
会
復
帰
に
備
え
、
施
設
職
員
の
指
導
の
も

と
、
各
施
設
内
の
工
場
等
で
刑
務
作
業
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
制
作
さ
れ
る
刑
務
所
作
業
用
品
（
家
具
・
靴
・
伝
統
工
芸

品
な
ど
心
を
こ
め
た
逸
品
）
の
展
示
販
売
会
を
お
こ
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

法要期間中

白洲特設テント

社会部〈社会事業担当〉

矯
正
展

き
ょ
う
せ
い

9時30分～16時
※９日は12時から、16日は12時まで

き

う
か
い
し

と
く
し
め
ん
せ
つ
い
い
ん

①大人気の
 「函館刑務所マル獄シリーズ」
②汚れ落としのスーパースター
 「ブルースティック」
③組合せ自由自在
 「カラー整理箱」

9

展示

社会部〈人権問題担当〉

人権週間〈12月5日（火）
～１月16日（火）〉

聞法会館１階 総会所横

　
人
権
週
間
よ
り
御
正
忌
報
恩
講
法
要

ま
で
お
よ
そ
四
十
日
間
を
縁
と
し
て
、

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
開
催

し
て
お
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
「
狭
山
事
件
か
ら
60
年
」

―

無
実
の
罪
を
晴
ら
す
た
め
に―

を

テ
ー
マ
と
し
て
、
不
当
逮
捕
の
う
え
有

罪
を
言
い
渡
さ
れ
た
石
川
一
雄
さ
ん
の

再
審
開
始
に
向
け
て
、
今
、
私
た
ち
に

で
き
る
こ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
て
い
た
だ
く
機
縁
と
な
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　
す
べ
て
の
人
び
と
が
自
他
と
も
に

心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
共
に
学
び
を
深
め
て
ま
い
り
ま

し
ょ
う
。

第
6
回

10

展示

法
[表彰式] 
1月14日（日）12時30分
（阿弥陀堂）

要期間中

寺院活動支援部〈組織教化担当〉

伝道本部東棟1階ロビー

　
本
作
品
展
は
、「
絵
画
の
部
」「
書
の
部
」「
作
文
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
１
名
）
を
選
び
、
御
正
忌
報
恩
講
期
間

中
に
阿
弥
陀
堂
で
表
彰
し
ま
す
。

　
全
国
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
応
募
さ
れ
た
力
作
を
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

7全
国
児
童
生
徒
作
品
展

人
権
パ
ネ
ル
展

※16日は12時まで
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『
西
本
願
寺
グ
ラ
ン
ド
ツ

リ
ン
グ
』

（
全
国
別
院
巡
拝
ス
タ
ン
プ
ラ
リ

）

『
真
宗
十
派
本
山
報
恩
講
法
要
巡
り
』

スタンプ
ラリー

1

　
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
・
安
穏
殿
・
龍
虎
殿
に
て
ス
タ
ン
プ
帳
を
配
布
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

重点プロジェクト
推進室

グランドツーリング

真宗教団連合
（所務部
〈文書担当〉）

真宗十派

本
願
寺
史
料
研
究
所

公
開
講
座

11

公開講座　
宗
教
教
誨
一
五
〇
年
、
覚
信
尼
誕
生
八
〇
〇
年

を
記
念
し
て
、
歴
史
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

【
あ
い
さ
つ
】
十
二
時
三
十
分
〜

　赤
松
徹
眞

　（
本
願
寺
史
料
研
究
所
長
）

【
第
一
部
】 

十
二
時
三
十
五
分
〜

 

約
一
時
間

　繁
田
真
爾

　（
東
北
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
・

　
　G
S
I
C
S
フ
ェ
ロ
ー
）

　

　「
監
獄
教
誨
と
浄
土
真
宗

　
　
　
　
　
　
　
　

―

そ
の
歴
史
と
現
在
」

【
第
二
部
】 

十
五
時
三
十
分
〜

 

約
一
時
間

　岡
村
喜
史

　（
本
願
寺
史
料
研
究
所
・
上
級
研
究
員
）

　「
覚
信
尼
と
大
谷
影
堂
の
留
守
職
」

第
17
回

所務部〈文書担当〉

1月12日（金）
12時30分～／15時30分～
聞法会館３階 多目的ホール

ご予約はこちらから↓

無
料

5

　
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
発
生
し

た
東
日
本
大
震
災
は
、
二
〇
二
三
年

三
月
に
十
二
年
目
を
迎
え
、
十
三
回

忌
法
要
が
営
ま
れ
ま
し
た
。
復
興
へ

の
歩
み
が
進
み
つ
あ
る
中
、
震
災
被

害
の
風
化
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

事
故
の
影
響
な
ど
に
よ
り
、
全
国
に

散
ら
ば
る
避
難
者
は
な
お
約
二
万
人

以
上
と
い
わ
れ
、
未
だ
に
さ
ま
ざ
ま

な
困
難
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
近
年
は
九
州
地
方
を
中
心
と
し
た
大
規
模
な
水
害
が

発
生
し
、
二
〇
二
三
年
八
月
に
は
ハ
ワ
イ
・
マ
ウ
イ
島
の
大
規

模
火
災
に
よ
り
ラ
ハ
イ
ナ
本
願
寺
の
各
所
が
全
焼
す
る
な
ど
、

多
く
の
方
が
被
害
に
遭
わ
れ
ま
し
た
。

　
宗
門
の
被
災
地
復
興
支
援
の
取
り
組
み
と
し
て
、
被
災
各
県

お
よ
び
ハ
ワ
イ
開
教
区
の
物
産
展
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

被
災
地
支
援
物
産
展
２
０
２
４

販売

法要期間中　9時30分～16時
※９日は12時から、16日は12時まで

〈売り切れ次第終了〉白洲特設テント

主な販売品

その他にもたくさん
ご用意しております。
ぜひお立ち寄りください。

※

「
マ
ウ
イ
島
災
害
義
援
金
」に
い
て
は
、P.73
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

太っちょなみえ焼きそば クリームチーズのみそ漬

球磨川
（米麦あわせ味噌）1㎏

子持ちきくらげの佃煮
180ｇおつまみセット

金のさんま

はまぐりもなかクッキー
（抹茶＆あんこ特別セット）

ステッカー チョコレート キッチンタオル

【宮城県】

【ハワイ開教区】
手作りバック、キッチンタオル、
クリアファイル、チョコレート等

【福島県】
なみえ焼きそば、クリームチーズのみそ漬

【熊本県】
みそ、しょうゆ、フリーズドライ味噌汁お酒、おつまみ、水産加工品、コーヒー、お菓子

社会部〈災害対策担当〉、寺院活動支援部〈国際伝道担当〉
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羽

羽

羽
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ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

上
受

上
受

上
受

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

羽宮羽宮羽

次 

讃
頌

）
巻
教
（

 

　
　
　
　
　

調
平
　

第
次
取
句
毎

礼
居
起
句
毎
下
以
句
四
第

如

い
ら

う
こ

せ　

之し

正

說つ
せ

奇き

特く
ど

最い
さ

勝　

之し

妙う
め

典ん
で

一ち
い

乘

究く

竟　

之し

極く
ご

說つ
せ

曲
律

音
出
　

羽

商
宮
羽

取
第
次

火

取
第
次

火

）
ル
ワ
（

取
第
次

火

　
「
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
の
「
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
修
行
し
ま
し
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
節
回
し
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
、
五
〇
年
前
の
想
い
を
し
っ
か
り

と
受
け
止
め
、
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
」
を
制
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
特
に
「
正
信
偈
」
の
部
分
は
、
和
讃
譜
を
新
た
に
採
譜
い
た
し
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
の
節
に
加
え
、
も
う
一
つ
節
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
選

択
肢
が
増
え
、
各
寺
院
の
法
要
で
の
唱
え
分
け
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ま

す
。
こ
の
和
讃
譜
正
信
偈
も
次
の
五
〇
年
に
向
け
て
皆
さ
ん
で
ご
唱
和
で

き
ま
す
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

新
制 

御
本
典
作
法

　
　第
一
種
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偈
佛
念
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正

譜
讃
和
）
巻
行
（

　

音
出
　

宮　

調
平

歸き

命
无む

量
壽
如

い
ら 

南な

无も

不ふ

可か

思し

議ぎ

光う
こ

法う
ほ

藏う
ぞ

菩ぼ

つ
さ

囙ん
い

位に

時じ 

在い
ざ

せ

自じ

在い
ざ

王う
お

佛
所

覩と

見ん
け

諸
佛つ

ぶ

淨
土ど

囙ん
い 

國く
こ

土ど

人ん
に

ん
で

之し

善ん
ぜ

惡く
ま

建ん
こ

立
无む

上
殊
勝
願ん

が 

超
發つ

ほ

希け

有う

大い
だ

ぐ

い
ぜ

角
商
宮
羽

）
無
上
（

徴

同

（
ラ
）

（
ミ
）

（
シ
）

（
♯ファ
）

（
♯ド
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商

宮
宮 宮
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羽

ウ

く
そ

疾つ
し

圓ん
え

融　

之し

金ん
こ

言ん
ご

十

方う
ぽ

讃ん
さ　

之し

誠

言ん
ご

時じ

機き

純

熟　

之し

眞ん
し

敎う
け

礼

取
第
次

火

礼

取
第
次

火

礼

取
第
次

）
ル
ワ
（
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本ん
ほ

願ん
が

名
號う

ご

正
定
業う

ご 

至し

心ん
し

信ん
し

樂
願ん

が

に

囙ん
い

成
等う

と

覺く
が

證
大い

だ

ね

槃ん
は 

必
至し

滅つ
め

ど

願ん
が

成
就

如
い
ら

所
以い

う
こ

出
せ 

唯い
ゆ

說つ
せ

彌み

陀だ

本ん
ほ

願ん
が

海い
か

五ご

濁
惡く

あ

時じ

群ん
ぐ

生
海い

か 

應う
お

信ん
し

如
い
ら

如
實つ

じ

言ん
ご

宮

宮

宮

商

商

宮

商
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宮
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徴
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羽羽

羽

五ご

刧う
こ

思し

惟い
ゆ

之し

受 

重
い
せ

名
聲
聞ん

も

十
方う

ぽ

普ふ

放う
ほ

无む

量
无む

ん
へ

光う
こ 

无む

㝵げ

无む

い
た

光う
こ

炎ん
え

王う
の

淸
淨
歡ん

か

喜ぎ

智ち

え

光う
こ 

不ふ

斷ん
だ

ん
な

思じ

无む

光う
こ

超
日ち

に

月
光う

こ

照
塵ん

じ

刹つ
せ 
一
切い

さ

群ん
ぐ

生
む

光う
こ

照
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ぜ
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に 
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も
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い
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い
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徴
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徴徴徴

徴徴

羽 羽

上
リ
タ
ア

上
リ
タ
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上
ナ
カ

上
ナ
カ

下
本 二

二

二
リ
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ク
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ス
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ス
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ス
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ス

ク
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音
落
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ス
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ス
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ス

ロ
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ル
キ

ル
キ
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ス

ク
スク

ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ウ

徴

二角
商

下
本
リ
タ
ア

ロ
イ

次 

句
向
回

）
巻
證
（

 

　
　
　
　
　

調
越
壱

盤
礼
登
師
導
音
同
自

證
大い

だ

ね

槃ん
は

籍
願んが

力き
り

え

向う
こ

ん
げ

相う
そ

利り

益く
や

顯んけ

利り

他た

正
意い

仰う
ご

可か

奉ぶ

持じ

特く
ど

可か

頂
戴い

だ

矣い

曲
中

音
出
　

徴
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角
商
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ク
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ク
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ク
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ル
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角

角

角

ン
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商

商

商

商

商

宮

宮

宮

宮

宮

宮

宮

羽

二

下
末

下
末

下
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ク
ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス
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ク
ス
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ス

ク
ス

角

角

角

ン
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商

商

商

商
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宮
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宮

宮
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羽

二

下
末

下
末

下
末

一

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ク
ス

ルハ

ク
ス

ク
ス

ク
ス

次

佛
念
誦
辺
左
佛
到
師
導

　

行
揖
一
音
同
自

次
念

　
　
　

佛　

　
　
　
　
　

調
平
　

曲
倶

華
散
字」
南
「下
以
句
三
第

南な

无も

阿あ

彌み

陀だ

佛ぶ

南
无
阿
彌
陀
佛

南
无
阿
彌
陀
佛

南
无
阿
彌
陀
佛

南
无
阿
彌
陀
佛

南
无
阿
彌
陀
佛

南
无
阿
彌
陀
佛

南
无
阿
彌
陀
佛

南
无
阿
彌
陀
佛 曲

呂
音
出
　

宮

角

宮
商

曲
序

同

曲
定

曲
序

　

53

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
㉑ 

　

54

新
制 

御
本
典
作
法 

第
一
種
㉒ 



浄土真宗本願寺派 教化本部教化部
2309820-301

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯（

御ご

絵え

伝で
ん

解
説）

親し
ん

鸞ら
ん

聖し

う

人に
ん

の
ご
生し

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

う

人に
ん

の
ひ
孫
に
あ
た
る
本
願
寺
第
三
代
覚か
く

如に

上し

う

人に
ん

が
、
聖し

う

人に
ん

の
三さ
ん

十じ

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

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

記き

』
と

絵
の
部
分
『
御ご

絵え

伝で
ん

』
に
分
け
ら
れ
、
江
戸
時

代
に
な

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

』
を
奉ほ
う

懸け
ん

し
、『
御ご

伝で
ん

鈔し

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

』（
57

64
ペ

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

う

人に
ん

七な
な

百ひ

く

五ご

十じ

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

う

所し

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

う

装そ
う

か
ら
八
面
は
ち
め
ん

の
額が
く

表ひ

う

装そ
う

へ
改か
い

装そ
う

し
た

も
の
で
、
龍
虎
殿
一
階
ロ
ビ

に
て
常
時
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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【

出し
ゅ
っ

家け

学が
く

道ど
う】

（
下
段
･
上
段
左
）

承じ

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

た
親し
ん

鸞ら
ん

聖し

う

人に
ん

は
、
治じ

承し

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
き

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

う（
慈じ

鎮ち
ん

和か

尚し

う）
の
坊
舎
ぼ
う
し

（
白し
ら

川か
わ

房ぼ
う

）
で
、
僧そ
う

侶り

と
な
る
儀ぎ

式し
き
（
お
得と
く

度ど

）
を
受
け
出し

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

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
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

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
。

【
吉き

っ

水す
い

入に
ゅ
う

室し
つ】

（
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

う

法ほ
う

寺じ

（
六ろ

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

う

人に
ん

（
法ほ
う

然ね
ん

聖し

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

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
。

出家学道～蓮位夢想御御絵絵伝伝
解解　説説

【

六ろ
っ

角か
く

夢む

想そ
う】

（
下
段
・
上
段
右
）

親し
ん

鸞ら
ん

聖し

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

う
区く

の
頂ち

う

法ほ
う

寺じ

（
六ろ

角か
く

堂ど
う

）
に
百ひ

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

う

人に
ん

（
法ほ
う

然ね
ん

聖し

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

て
い
る
お
姿
と
、
頂ち

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

し
て
い
る
お
姿
、
東ひ
が
し（
右
）
を
見
て
い
る

お
姿
で
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。

【

蓮れ
ん

位い

夢む

想そ
う】

（
上
段
左
）

こ
の
場
面
は
、
親し
ん

鸞ら
ん

聖し

う

人に
ん

八
十
四
歳
の
頃
に
話
が
う
つ
り
、
建け
ん

長ち

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

て
い
る
姿
で
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
夢
は
、
聖し

う

徳と
く

太た
い

子し

が
聖
人
に
向
か

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

て
、
聖
人
が
阿
弥
陀
如
来
の
化け

身し
ん

で
あ

る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

親鸞聖人のご生涯 １１

対
し
て

1 月10日（水）〈第一幅〉解説
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【

選せ
ん

択じ
ゃ
く

付ふ

属ぞ
く】

親し
ん

鸞ら
ん

聖し

う

人に
ん

が
、
源げ
ん

空く
う

聖し

う

人に
ん

（
法ほ
う

然ね
ん

聖し

う

人に
ん

）
か
ら
、『
選せ
ん

択じ

く

本ほ
ん

願が
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

集し

う

』
と
源げ
ん

空く
う

聖し

う

人に
ん

の
絵え

像ぞ
う

を
授さ
ず

か

て
い
る
場
面
で
す
。

聖し

う

人に
ん

は
そ
の
主し

著ち

『
顕け
ん

浄じ

う

土ど

真し
ん

実じ
つ

教き

う

行ぎ

う

証し

う

文も
ん

類る
い

』
の
後ご

序じ

で
、

元げ
ん

久き
ゅ
う

乙
き
の
と
の
丑う
し
の
歳と
し（

元げ
ん

久き
ゅ
う
二
年［

一
二
〇
五
年］）

、
恩お

ん
恕じ
ょ（

お
許ゆ
る
し）

を
か
ぶ
り
て（

受
け
て）『

選せ
ん

択じ
ゃ
く』（

選せ
ん

択じ
ゃ
く

集し
ゅ
う）

を
書し
ょ
し
き。

同お
な

じ
き
年と
し

の
初し
ょ

夏か

中ち
ゅ
う

旬じ
ゅ
ん

第だ
い

四し

日に
ち

に、

「

選せ
ん

択じ
ゃ
く

本ほ
ん

願が
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

集し
ゅ
う」

の
内な
い

題だ
い

の
字じ（

書し
ょ

物も
つ

の
題だ
い

名め
い）

、

な
ら
び
に「

南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

往お
う

生じ
ょ
う

之し

業ご
う

念ね
ん

仏ぶ
つ

為い

本ほ
ん」

と

「

釈
し
ゃ
く
の

綽し
ゃ
く

空く
う」

の
字じ

と、
空く
う（

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
真し
ん

筆ぴ
つ（

直じ
き

筆ひ
つ）

を
も
つ
て、
こ
れ
を
書か

か
し
め
た
ま
ひ
き（

書か

い
て
く
だ
さ
っ
た）

。

同お
な

じ
き
日ひ、
空く

う（

源げ
ん

空く
う

聖し
ょ
う

人に
ん）

の
真し
ん

影ね
い（

絵え

像ぞ
う）

申も
う

し
預あ
ず

か
り
て、
図ず

画が

し
た
て
ま
つ
る。

と
思
い
起
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

選択付属～入西鑑察御御絵絵伝伝
解解　　説説親鸞聖人のご生涯

【

信し
ん

行ぎ
ょ
う

両り
ょ
う

座ざ】

（
下
段
）

あ
る
時
親し
ん

鸞ら
ん

聖し

う

人に
ん

が
、「
お
浄じ

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

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

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
、
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

う

人に
ん

が
座
り
ま
し
た
（
下
段
左
）。

【

信し
ん

心じ
ん

諍じ
ょ
う

論ろ
ん】

（
上
段
右
）

あ
る
時
親し
ん

鸞ら
ん

聖し

う

人に
ん

が
、「
源げ
ん

空く
う

聖し

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

う

人に
ん

は
、「
ご
信し
ん

心じ
ん

は
、
阿あ

弥み

陀だ

如に

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

う
土ど

へ
行
け
ま
す
」
と
仰
お

し

た
様
子
が
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。

【

入に
ゅ
う

西さ
い

鑑か
ん

察ざ
つ】

（
上
段
左
）

２２

　
場
面
は
変
わ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
七
十
歳
の
頃
に
話
が
う
つ
り
、
お
弟
子

の
入
西
が
、
聖
人
に
絵
姿
を
お
願
い
す
る
よ
り
先
に
、
聖
人
が
そ
の
気
持

ち
を
察
し
て
、「
定
禅
と
い
う
絵
師
に
描
い
て
も
ら
う
と
い
い
」
と
言
わ
れ

た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
ま
す
（
右
）。
定
禅
は
、「
夢
の
中
で
描
い
た
生
身

の
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
僧
侶
こ
そ
、
親
鸞
聖
人
で
し
た
」
と
感
動
の
涙
を

流
し
な
が
ら
お
姿
を
描
か
れ
ま
し
た
（
左
）。

し
ん
ら
ん
し

う
に
ん

で

し

に

う
さ
い

し

う
に
ん

え
す
が
た

さ

じ

う
ぜ
ん

え

し

じ

う
ぜ
ん

え
が

し

う
じ
ん

あ

み

だ
に

ら
い

そ
う
り

し
ん
ら
ん
し

う
に
ん

か
ん
ど
う

な
み
だ

な
が

え
が

え
が

1 月11日（木）〈第二幅〉解説
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【

念ね
ん

仏ぶ
つ

禁き
ん

止し】

（
下
段
右
）

【

公く

ぎ
ょ
う

僉せ
ん

議ぎ】

（
下
段
左
）

念ね
ん

仏ぶ
つ

停ち

う
止じ

の
申
し
出
を
受
け
て
、
御ご

所し

の
仁じ

寿じ

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

う

元げ
ん

元が
ん

年ね
ん

（
一
二
〇
七
年
）
念ね
ん

仏ぶ
つ

停ち

う
止じ

が
決
定
し
、
住じ

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

定て
い

し
ま
す
。
源げ
ん

空く
う

聖し

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

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

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
。

【
師し

資し

遷せ
ん

謫ち
ゃ
く】

（
上
段
）

承じ

う

元げ
ん

元が
ん

年ね
ん

旧き

う

暦れ
き

三
月
、
源げ
ん

空く
う

聖し

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

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

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
。

念仏禁止～弁円済度御御絵絵伝伝
解解　説説親鸞聖人のご生涯

【

稲い
な

田だ

興こ
う

法ぼ
う】

（
下
段
）

建け
ん

暦り

く

元が
ん

年ね
ん

（
一
二
一
一
年
）、
親し
ん

鸞ら
ん

聖し

う

人に
ん

三
十
九
歳
の
時
、
流る

罪ざ
い

の
赦し

免め
ん

が
く
だ
さ
れ
、
源げ
ん

空く
う

聖し

う

人に
ん

（
法ほ
う

然ね
ん

聖し

う

人に
ん

）
は
赦し

免め
ん

の
翌
年
よ
く
ね
ん

、
京き

う
都と

で

ご
往お
う

生じ

う

さ
れ
ま
す
。

聖し

う

人に
ん

の
元も
と

に
も
ご
往お
う

生じ

う

の
事こ
と

は
伝つ
た

え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

京き

う都と

へ
は
戻も
ど

ら
れ
ず
に
関か
ん

東と
う

へ
向む

お
と
ず

お
と
ず

か
わ
れ
（
下
段
右
）、
や
が
て
今
の
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

よ
う
に
な
り

ま
す
（
下
段
左
）。

【

弁べ
ん

円ね
ん

済さ
い

度ど】

（
上
段
）

聖
人
の
草そ
う

庵あ
ん

に
多
く
の
人
が

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

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

う

法ほ
う

房ぼ
う

と
い
う
名
を
授さ
ず

け

ら
れ
ま
し
た
（
上
段
左
）。

３３ 1 月12日（金）〈第三幅〉解説

訪
れ
る

お
と
ず訪れ
る

　
お
念
仏
の
教
え
が
弘
ま
る
に
つ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
奈
良
や
比
叡
山
の
仏

教
と
の
摩
擦
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
か
ら
朝
廷
へ
、
念
仏
停
止

の
申
し
出
が
奏
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
笏
を
持
っ
た
公
　
が
、
門

の
前
に
奏
上
に
訪
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

ね
ん
ぶ
つ

お
し

ひ
ろ

さ
ま

つ

お

ち

う
て
い

ね
ん
ぶ
つ
ち

う
じ

ぶ

な
　
ら
　
　
　
ひ  

え
い
ざ
ん

き

うも
う

で

そ
う
じ

う

し

く

く
ぎ

う

そ
う
じ

う

え
が
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【

箱は
こ

根ね

霊れ
い

告こ
く】

（
下
段
左
）

親し
ん

鸞ら
ん

聖し

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

う

人に
ん

は
京
き

う

都と

へ
帰か
え

ら
れ
ま
す
。
そ
の
道ど
う

中ち

う、
一い

行こ
う

が
箱は
こ

根ね

を
通と
お

り
か
か

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

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

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
。

【

熊く
ま

野の

霊れ
い

告こ
く】

（
下
段
右
・
上
段
）

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

う

主し

が
、
和わ

歌か

山や
ま

県け
ん

の

熊く
ま

野の

神じ
ん

社じ

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
う

す
者も
の

も
の が

、
神じ
ん

社じ

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

う
都と

の
聖し

う

人に
ん

の
元
を
訪た
ず

ね
ま
す
（
上
段
左
）。
聖し

う

人に
ん

は
、

「
阿あ

弥み

陀だ

如に

来ら
い

の

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

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

う

人に
ん

が
夢ゆ
め

に
出で

て
き
ま
す
（
上
段
右
）。

箱根霊告～ 堂創立御御絵絵伝伝
解解　説説親鸞聖人のご生涯

【

洛ら
く

陽よ
う

遷せ
ん

化げ】

（
下
段
・
上
段
左
）

親し
ん

鸞ら
ん

聖し

う

人に
ん

は
、
弘こ
う

長ち

う
二
年
（
一
二
六
二
年
）
 十
一
月
の
下げ

旬じ

ん

体た
い

調ち

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

し

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

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

か

様さ
ま

が
お
亡
く
な
り
に
な

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
ん
で
（
上
段
左
）、
聖
人
を
偲し
の

び
、
悲
し

み
の
涙
に
く
れ
る
様よ
う

子す

が
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。

【

廟び
ょ
う

堂ど
う

創そ
う

立り
ゅ
う】

（
上
段
右
）

聖し

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

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

た
聖し

う

人に
ん

の
お
墓
を
吉よ
し

水み
ず

の
北
、
今
の
浄じ

う

土ど

宗し

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

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

て
い
ま
す
。

４４

本
願
を
信
じ
る
者
は
、
主
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
か
ら
、

1 月13日（土）〈第四幅〉解説
　

63

　

64



通年
総 門 無量寿堂

開門（堂） 5：30 　 　8：00
閉門（堂） 17：00 　 16：30

納骨 読経受付時間
毎　日 9：00～15：00

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（代）
FAX番号（075）531-2072

https://otani-hombyo.hongwanji.or.jp

京阪「清水五条」駅より徒歩約15分
市バス（206・207）・京阪バス（311・312）で「五条坂」降車

【親鸞聖人のご廟所】【親鸞聖人のご廟所】大谷谷本本
おおおおたたににほほんんびびょょうう

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

上し

う

人に
ん

時
代
に
ご
誕
生
の
地
を

顕け
ん

彰し

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

う

如に

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

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
。

日野野誕誕生生院院

角坊坊

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

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

て
お
り
、
六
月

に
は
『
広こ
う

如に

忌き

』
の
法
要
を

お
勤
め
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

住住所所 電電話話番番号号
〒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

住住所所 電電話話番番号号
〒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

ひひののたたんんじじょょうういいんん

すすみみののぼぼうう

京阪・地下鉄・JR「六地蔵」駅または
地下鉄「石田」駅から京阪バスで「日野誕生院」降車

地下鉄「太秦天神川」駅または嵐電「山ノ内」駅より徒歩10分

【親鸞聖人ご誕生の地】【親鸞聖人ご誕生の地】

【親鸞聖人ご往生の地】【親鸞聖人ご往生の地】
京阪バス時刻表

西本願寺➡大谷本廟

行先：大宅行、京阪六地蔵行、醍醐バスターミナル行、五条坂行

本願寺・大谷本廟 循環バスは2021年3月末をもって運行終了しました。311  312

平　日時
7
８
９
10
11
12
13

39
09 34
14 44
14 44
14 44
14 44
14 44

39
14 44
14 44
14 44
14 44
14 44
14 44

14
15
16
17
18
19
20

14 44
14 44
14 44
19 44
19 49
24 49
24 49

14 44
14 44
14 44
19 44
19 44
19 44
19 44

土曜・休日 平　日時 土曜・休日

※上表は「西本願寺前」の時刻です。「西本願寺（聞法会館前）」は各2分後になります。

西
本
願
寺（
聞
法
会
館
前
）

京
都
駅
八
条
口

西
本
願
寺
前

堀
川
五
条

五
条
西
洞
院

烏
丸
五
条

五
条
高
倉

河
原
町
五
条

五
条
京
阪

五
条
大
和
大
路

五
条
坂

乗乗 降

大人230円（小児120円）

NEW

大谷本廟➡西本願寺（京都駅八条口）

行先：京都駅八条口行

平　日時
7
８
９
10
11
12
13

04  27  51
41
13 41
12 42
12 42
12 42
12 42

04 42
04 41
04 41
12 42
12 42
12 42
12 42

14
15
16
17
18
19
20

12 42
12 42
12 42
07 42
13 47
11 46
11 

12 42
12 42
12 47

14（12） 48（47）
11（10） 48（47）
11 47
11

土曜・休日 平　日時 土曜・休日

※
※

五
条
坂

五
条
大
和
大
路

五
条
京
阪

河
原
町
五
条

五
条
高
倉

烏
丸
五
条

西
本
願
寺（
聞
法
会
館
前
）

乗 降

西
本
願
寺
前

京
都
駅
八
条
口

降

大人230円（小児120円）

NEW

※土曜と休日で発車時刻が変わります。

　
京
都
東
山
五
条
の
大

谷
本
廟
は
、
親
鸞
聖
人

を
は
じ
め
歴
代
宗
主
の

ご
廟
所
（
墓
所
）
で

す
。
聖
人
の
ご
廟
で
あ

る
祖
壇
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
が
た
え
ま
せ
ん
。

　
大
谷
本
廟
の
総
門
（
山
門
）
を
く
ぐ
る
と
、
正

面
に
仏
殿
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
奥
に
、
祖
壇
と
そ

の
拝
堂
で
あ
る
明
著
堂
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
荼
毘
所
が
あ
り
ま
す
。

　
大
谷
本
廟
は
、
今
も
昔
も
有
縁
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
聞
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
。

し

う
し

び

う
し

そ
だ
ん

こ
う
え
ん

ぶ
つ
で
ん

め
い
ち

ど
う

お

だ

び
し

う
え
ん

ち

う
も
ん

総門

産湯の井戸
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大
谷
本
廟
（
京
阪
バ
ス
時
刻
表
）
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日
野
誕
生
院
・
角
坊



【
御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間
中
の
帰き

敬き

う

式し
き

の
ご
案
内
】

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

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
。

親鸞聖人のお得度
（『善信聖人親鸞伝絵』より）

参拝教化部

当
日
の
お
申
し
込
み
で
も
法
名
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す

ほ
う
み
ょ
う

※大谷本廟でもお申し込みいただけます。
※お世話になっているお寺のある方は、そちらにご相談ください。

　
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
山
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
無
料
で
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

法
名

　宗
門
へ
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
た
方
や
、20
万
円

以
上
の
多
額
の
永
代
経
懇
志
を
納
め
て
い
た
だ

い
た
方
へ
本
願
寺
か
ら
授
与
さ
れ
る
お
扱
い（
記

念
）が
院
号
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
正
式
な
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
」を

い
た
だ
く
に
は

参拝教化部 

懇志20万円で
本願寺に

認められた院号が
いただけるんだね！

院号を
希望の文字にするなら
生前にいただくのが
オススメだね！

「
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〈
記
念
〉と
し
て
交
付
）

※

院
号
・
法
名
は
生
前
に
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

院
号
っ
て
何
？

院
号
っ
て
何
？

　

67

帰
　
敬
　
式
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「
院
号
」
を
い
た
だ
く
に
は



PR動画及び
申込みフォーム
はこちら

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

※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。

︿
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〉

参拝教化部 （免物係）

いちょう・きく
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

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

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

※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

ご参加いただいた方には…

何が
もら
える
かは

お楽
しみ
♪

デザインが新しくなりました！

「お西のお坊さん」による境内案内

※〈アーカイブ配信〉は原則として後日6ヵ月間公開予定（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！
毎日の常例布教・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

土曜日（17：00）／総会所 40分1席

30分2席

LIVE

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
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物
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本
願
寺
よ
り
の
ご
案
内



作
詞

日
曜
学
校
同
人
　
黒
瀬
知
圓

作
曲

野
村
成
仁

和わ

歌か

の
浦う

ら

曲わ

の
　
片か

た

男お

波な
み

の

寄よ
せ

か
け
よ
せ
か
け
　
帰か

え

る
如ご

と

く

我わ
れ

世よ

に
繁し

げ

く
　
通か

よ

い
来き

た

り

み
仏ほ

と
け
の
慈じ

悲ひ

つ
た
え
な
ま
し

一
人

ひ
と
り

居い

て
し
も
　
喜よ

ろ
こ
び
な
ば

二
人

ふ
た
り

と
思お

も

え
　
二
人

ふ
た
り

に
し
て

喜よ
ろ
こぶ
お
り
は
　
三
人

み
た
り

な
る
ぞ

そ
の
一
人

ひ
と
り

こ
そ
　
親し

ん

鸞ら
ん

な
れ

報ほ

う

恩お

ん

講こ

う

の
歌う

た

報ほ

う

恩お

ん

講こ

う

の
歌う

た

お西さん（西本願寺）公式ホームページ

本願寺のさまざまな情報を随時
発信しています。
ご参拝にお役立てください。

https://www.hongwanji.kyoto
お西さん（西本願寺）公式X（旧Twitter）

法要行事のご案内など本願寺の
「今」をお伝えしています。
フォローをお願いします。

@nishi_hongwanji

お西さん（西本願寺）公式Instagram

本願寺境内の四季折々の風景
などをお届けします。
フォローをお願いします。

nishi_hongwanji
お西さん（西本願寺）公式note

仏教や宗教に関するコラムや
お西のお坊さんなどへの
インタビューまで、本願寺に
まつわる情報をお届けします。

https://note.com/nishi_hongwanji

お西さん（西本願寺）SNS紹介
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報
恩
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の
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さ
ん
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本
願
寺
）
S
N
S
紹
介



御正忌報恩講法要期間中の仏華

御影堂内陣

（御影堂）

（御影堂）

2024（令和6）年1月9日発行　　編集・発行／参拝教化部　　印刷／（株）アースワーク

境内各所で配布しております。
ご自由にお持ち帰りください。

061-1-10-42

お
西
さ
ん
へ
行
こ
う
。

2
0
2
3
年

春
号
・
夏
号
・
秋
号

浄土真宗本願寺派　たすけあい運動募金
「ハワイ・マウイ島大規模火災 災害義援金」

募集について

記

★ハワイ開教区の商品も並ぶ被災地支援物産展（P.32）へもお立ち寄りください。

2023年８月８日に発生したハワイ・マウイ島大規模火災により、ハワイ開教区ラ
ハイナ本願寺の各所が全焼するなど甚大な被害※が発生しました。
宗派では、継続した被災地の復興支援を目的として、下記の通り義援金を募集して
おりますので、ご協力くださいますよう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
 　「ハワイ・マウイ島大規模火災 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

※いずれも通信欄に「マウイ島災害義援金」と明記して
ください。
※住所、連絡先、領収書名のご記入をお願いします。
　お預かりした募金は災害義援金として、被災地支援に
充てさせていただきます。

※被害状況等は、浄土真宗本願寺派国際センター
（寺院活動支援部<国際伝道担当>）のホームペー
ジに掲載しておりますので、ご清覧ください。

３．受 付 期 間 2023（令和5）年8月23日から当分の間
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　FAX 075-365-6199

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。
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「
ハ
ワ
イ
・
マ
ウ
イ
島
大
規
模
火
災 

災
害
義
援
金
」
募
集
に
つ
い
て


