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2020年

11
月
21
日（
土
）
〜
28
日（
土
）

4月1日（月） 4日（木）2024年

春京都

真宗本廟
（東本願寺） の法要

師徳奉讃法要
し とく ほう さん

親鸞聖人御誕生会
（音楽法要）

ご たん じょう え

全戦没者追弔法会
ついちょう ほう え

ぶっ こ しゃ ついちょう え

相続講員物故者追弔会 
兼 帰敬式受式物故者追弔会
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法要・講演会のライブ配信について

ライブ配信  視聴方法

YouTube 真宗大谷派　公式 　

https://www.youtube.com/channel/UCLPB2H1qV_1BjH1KAVizZfA/live
 

視聴されたい法要・講演会の時間になりましたら
「東本願寺公式YouTubeチャンネル」にアクセスしてください。

※配信状況・受信状況により、
　配信が途切れる場合があります。
　その際はしばらく経った後に再度、
　読み込みを行ってください。

「師徳奉讃法要」「親鸞聖人御誕生会（音楽法要）」「全戦没者追弔法会」「相続講員
物故者追弔会兼帰敬式受式物故者追弔会」「実如上人五百回忌法要（逮夜・日中）」
をインターネットにてライブ配信します。ぜひご覧ください。
※配信時間は各日程・諸行事のページ（4～19頁）をご確認ください。 の箇所を配信します。

春の法要にあたって 宗務総長 木越　渉
４月１日　 法要日程
　親鸞聖人御誕生会（音楽法要）　表白

全戦没者追弔法会にあたって　宗務総長 木越　渉

４月２日　 法要日程
　追弔の偈
　全戦没者追弔法会　表白

４月３日　 法要日程
４月４日　 法要日程
　帰敬式について
　各種催事のご案内
　渉成園（枳殻邸）での催し
　しんらん交流館での催し
　大谷祖廟 花まつり
　「令和6年能登半島地震」被災地支援の取り組み

　春の法要全体日程
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月

火

水

木

晨朝は阿弥陀堂、御影堂の順に勤まります。　
師徳奉讃法要は阿弥陀堂、その他の法要は御影堂で勤まります。

【開門＝5時50分　閉門＝17時30分】

約40分
　

約1時間
　
約25分
約50分

7時 晨朝（同朋唱和） 
 御文・法話
9時30分 法話　大窪 康充氏 
10時 師徳奉讃法要（楽） 
（引続） 帰敬式
13時20分 親鸞聖人御誕生会 記念講演　乾 文雄氏
14時 親鸞聖人御誕生会（音楽法要）

４
月
１
日
月

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　

・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7時 晨朝（同朋唱和）　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
 御文・法話
9時 法話　 埴山 法雄氏 
9時30分 全戦没者追弔法会　テーマ「いまここからはじめる念仏者の平和運動」
10時 法要（楽）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
11時20分 記念講演　平川 宗信氏　　　　　　　　　　　　　　　
（引続） 帰敬式
14時 映画『コスタリカの奇跡～積極的平和国家のつくり方～』上映
　　　　　［会場：しんらん交流館大谷ホール］

約40分

約1時間
約1時間

約1時間半

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４
月
２
日
火

約1時間

約1時間半

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7時 実如上人五百回忌法要　晨朝
 御文・法話
9時30分 法話　佐賀枝 立氏
10時 実如上人五百回忌法要　日中（楽）　
（引続） 帰敬式

４
月
４
日
木

2024年春の法要 日程

約40分

約1時間

約1時間

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7時 晨朝（同朋唱和）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 御文・法話
10時20分 法話　丸田 善明氏
11時 相続講員物故者追弔会 兼 帰敬式受式物故者追弔会（楽）　　
（引続） 帰敬式
13時20分 法話　丸田 善明氏
14時 実如上人五百回忌法要　逮夜（楽）

４
月
３
日
水

DIC281 ４色変換表２
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不
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も
ん

し

ち
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と
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木越　渉
宗務総長
きごし わたる

春の法要にあたって

宗務総長但馬　弘

れ
ん

し
ょ
う
れ
ん
い
ん

じ

じ

ち
ん

え
ん

に
ょ
し
ょ
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に
ん

DIC281

　

一
月
に
発
生
し
た
能
登
半
島
地
震
か
ら
三
ヵ
月
が
経
過
し
ま
し
た
。被
災
さ
れ
た
皆
様
、今
な

お
不
安
の
中
に
あ
る
皆
様
方
に
、心
よ
り
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

宗
派
に
お
い
て
引
き
続
き
、息
の
長
い
被
災
地
支
援
活
動
に
尽
力
し
て
ま
い
る
所
存
で
す
。

　

さ
て
、能
登
地
方
に
は
、「
あ
た
わ
り
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
信
仰
生
活
を
通
し
て

「
他
力
」と
い
う
こ
と
を
言
い
当
て
た
言
葉
で
す
。お
念
仏
は
、私
に
ま
で「
あ
た
わ
っ
た（
届
け
ら
れ

た
）」も
の
と
し
て
、「
人
と
生
ま
れ
て 

能
登
の
大
地
に
親
鸞
と
生
き
ん
」と
す
る
信
仰
の
生
活
が
大
切
に
紡つ
む

が
れ
、土ど

徳と
く

が
根
付
い
て
い
る
地
域
で
す
。

　

関
連
し
て
、次
の
言
葉
は
、鈴す
ず

木き

大だ
い

拙せ
つ

師
が
八
十
年
前
に
刊
行
さ
れ
た『
日
本
的
霊
性
』の一節
で
す
。霊
性
と
は
、宗
教
精
神
を
意
味
し
ま
す
。

（
前
略
）春
の
暖
か
さ
は
、大
地
に
萌
ゆ
る
草
花
に
よ
り
て
親
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
。単
に
こ
の
身
の
気
持
が
よ
い
だ
け
で
は
、天
日
の
有
難
さ
は
普

遍
性
を
も
ち
得
ぬ
。大
地
と
共
に
そ
の
恵
み
を
受
け
る
時
に
、天
日
は
こ
の
身
、こ
の
一
個
の
人
間
の
外
に
出
て
、そ
の
愛
の
平
等
性
を
肯
定
す

る
。本
当
の
愛
は
、個
人
的
な
る
も
の
の
奥
に
、我
も
人
も
と
い
う
と
こ
ろ
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。こ
こ
に
宗
教
が
あ
る
、霊
性
の
生
活
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
日
本
的
霊
性
』四
十
五
頁
）

　

大
拙
師
は
、禅
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
仏
教
文
化
を
海
外
に
紹
介
さ
れ
、親
鸞
聖
人
の
主
著『
教
行
信
証
』を
英
訳
さ
れ
た
こ
と
な
ど
で

有
名
で
す
が
、五
十
歳
か
ら
の
約
四
十
年
間
に
亘わ
た

り
、当
派
宗
門
校
の
大
谷
大
学
に
奉
職
さ
れ
た
方
で
も
あ
り
ま
す
。

　
『
日
本
的
霊
性
』で
は
、仏
教
が
イ
ン
ド・中
国
を
経
て
、日
本
の
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
に
お
い
て
は
じ
め
て
、「
因
果
を
破
壊
せ
ず
、現
世

の
存
在
を
滅
絶
せ
ず
に
、而
か
も
彌
陀
の
光
を
し
て
一
切
を
そ
の
ま
ま
包
被
せ
し
め
た
」と
、浄
土
教（
他
力
思
想
）が
救
い
の
道
を
開
く
教

え
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

特
に
、親
鸞
聖
人
の
越
後
や
関
東
で
の
民
衆
と
の
暮
ら
し
を
、「
大
地
の
生
活
は
真
実
の
生
活
で
あ
る
、信
仰
の
生
活
で
あ
る
、偽
り
を
入
れ

な
い
生
活
で
あ
る
、念
仏
そ
の
も
の
の
生
活
で
あ
る
」と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、『
浄
土
系
思
想
論
』に
お
い
て
は
、「
霊
性
は
す
で
に
無
分
別
の
分
別
故
、仏
教
文
字
を
使
え
ば
、仏
智
不
思
議
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら

ぬ
」と
著
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
真
宗
門
徒
は
、仏
法
を
拠よ

り
処ど
こ
ろ

と
し
て
、現
実
と
の
狭は
ざ
ま間
で
生
活
を
営
ん
で
き
ま
し
た
。

　
つ
ま
り
、仏
法
と
生
活
は
不ふ

即そ
く

不ふ

離り

の
関
係
に
あ
って
、聞も
ん

法ぽ
う

に
よって
い
た
だ
い
た
こ
と
を
、生
活
の
上
に
確
か
め
て
い
く
歩
み
を
大
切
に
し
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
の
聞
法
生
活
に
お
い
て
、時
や
場
を
超
え
、自
分
を
も
超
え
た「
無
分
別
の
存
在（
仏・諸
仏
）」か
ら
の「
は
た
ら
き（
仏
智
）」を
知
る
こ

と
に
よ
って
、信
仰
心（
仏ぶ
っ

性し
ょ
う

）が
育は
ぐ
く

ま
れ
て
き
た
の
で
す
。

　

こ
の
仏
智
の
不
思
議
を
、親
鸞
聖
人
は
御
和
讃
に
お
い
て
、こ
う
述
べ
ら
れ
ま
す
。

　
　

十じ
っ

方ぽ
う

三さ
ん

世ぜ

の
無む

量り
ょ
う

慧え

　
お
な
じ
く
一い
ち

如に
ょ

に
乗じ
ょ
う

じ
て
ぞ

　
　
二に

智ち

円え
ん

満ま
ん

道ど
う

平び
ょ
う

等ど
う

　
摂せ
っ

化け

随ず
い

縁え
ん

不ふ

思し

議ぎ

な
り
　
　
　（『
真
宗
聖
典
』四
八
二
頁
）

　
『
正
信
偈
』に「
能の
う

発ほ
つ

一い
ち

念ね
ん

喜き

愛あ
い

心し
ん　

不ふ

断だ
ん

煩ぼ
ん

悩の
う

得と
く

涅ね

槃は
ん

」と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、如
来
の
本
願
を
信
じ
喜
ぶ
心
が
我
が
身
に
起
き
る
時
、

煩
悩
の
絶
え
な
い
こ
の
私
が
、こ
の
私
の
ま
ま
に
摂
取
さ
れ
る
。正
に
仏
智
の
不
思
議
を
感
得
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

　

そ
れ
は
、如
来
の
大
き
な
慈
悲（
大
悲
）に
抱い
だ

か
れ
、い
の
ち
の
大
地（
浄
土
）を
共
に
す
る
自
他
の
存
在
を
、有
難
く
頂
戴
し
て
い
く
世
界
で
も
あ
り
ま
す
。

　

出
会
い
や
旅
立
ち
に
よ
って
新
た
な
生
活
が
始
ま
る
春
。真し
ん

宗し
ゅ
う

本ほ
ん

廟び
ょ
う

に
あ
ら
た
め
て
直
参
し
、私
た
ち
に
届
け
ら
れ
し
教
え
を
受
け
と
め
る

機
会
と
し
て
、ま
た
、そ
の
教
え
を
大
切
に
聞
い
て
こ
ら
れ
た
被
災
地
の
方
々
を
憶お
も

う
機
会
と
し
て
、相あ
い

共
に
お
念
仏
を
申
し
ま
し
ょ
う
。

　

一
人
で
も
多
く
の
ご
参
拝
を
、心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

不
思
議
の
信
心
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ど

は
ぐ
く 　「違

い
を
超
え
て
共
に
歩
む
」。

　そ
う
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
も
、そ
う
あ
り
た
い
と
思

い
な
が
ら
も
、な
か
な
か
で
き
な
い
私
が
い
ま
す
。人
間
関
係
に
お
い
て

は
、自
己
顕
示
と
自
己
嫌
悪
を
往
っ
た
り
来
た
り
す
る
ば
か
り
で
、躓
い

た
り
傷
つ
け
た
り
の
連
続
で
す
。何
が「
共
に
歩
む
」と
い
う
願
い
や
思
い
を
邪
魔
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　晩
年
の
聖
人
は
、教
え
に
照
ら
さ
れ
た
自
己
を
省
み
た
と
き
、悲
し
み
、恥
ず
か
し
さ
、痛
ま
し
さ
と
いっ
た
、

自
己
に
対
す
る
絶
望
の
よ
う
な
も
の
を
痛
感
さ
れ
ま
す
。し
か
し
、そ
の
よ
う
な「
私
」が
喜
ん
で
共
に
生
き
る

こ
と
の
で
き
る
世
界
に
出
あ
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　大
谷
派
の
お
荘
厳
で
は
、蝋
燭
を
立
て
る
仏
具
と
し
て
、主
に「
鶴
亀
」を
用
い
ま
す
。「
形
あ
る
も
の
に
は

意
味
が
あ
る
」と
言
い
ま
す
が
、「
鶴
亀
」に
込
め
ら
れ
た
意
味
や
願
い
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　聖
人
の
御
誕
生
会
を
縁
と
し
て
、私
ま
で
お
届
け
い
た
だ
い
た
一
つ
の「
伝
承
」を
元
に
、皆
さ
ん
と
一
緒
に

学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

DIC281

つ
ま
づ

か
え
り

し
ょ
う

し
ょ
う

で
ん じ

ゃ
ま

ご
ん

ろ
う
そ
く い

つ
る
か
め

　親鸞聖人が讃嘆しておられる聖徳太子・七高僧をはじめ、今日の私たちにまで
本願念仏のみ教えを伝えてくださった、すべての師主知識の恩徳を奉讃する法要
をお勤めいたします。

　親鸞聖人は聖徳太子を讃嘆して「皇太子聖徳奉讃」と題した和讃などを二百首
近く製作しておられますが、その中に次のような一首があります。「和国の教主聖
徳皇　広大恩徳謝しがたし　一心に帰命したてまつり　奉讃不退ならしめよ」。
　また七高僧とは、インドの龍樹・天親、中国の曇鸞・道綽・善導、日本の源信・源
空（法然）の七人の高僧をいい、親鸞聖人は七高僧について「正信偈」（「正信念仏
偈」）においてその遺徳を讃えられ、聖徳太子同様、和讃（「高僧和讃」）を製作し讃
嘆されています。

さん   だん

し     しゅ    ち    しき おん   どく

こう たい    し   しょう  とく  わ　 さん

きょう  しゅ しょう 

とく   おう しゃ ふ　たい

りゅう  じゅ てん じん らんどん どう しゃく ぜん   どう げん しん げん

  くう ほう  ねん しょう しん   げ

い    とく

き  みょう

たい し しち そうこう しょう とく 

ほう  さん

７
時 

晨
朝（
同
朋
唱
和
）﹇
於

：阿
弥
陀
堂
・
御
影
堂
﹈ 

 

御
文
・
法
話

9
時
30
分 

法
話
　
大
窪 

康
充
氏（
金
沢
教
区
） 

10
時 
師
徳
奉
讃
法
要（
楽
）﹇於

：阿
弥
陀
堂
﹈  

　（
引
続
） 

帰
敬
式﹇
於

：御
影
堂
﹈（
詳
し
く
は
20
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

13
時
20
分 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
会 

記
念
講
演 

 

 

講
師
　
乾 

文
雄
氏（
京
都
教
区
正
念
寺
住
職
）

 

講
題
　「
共
に
歩
む
」

14
時 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
会

 

（
音
楽
法
要
） 

 

【
指
揮
】崖
　
超
氏（
能
登
教
区
第
7
組
浄
明
寺
・
合
唱
団「
華
」）

 

【
電
子
オ
ル
ガ
ン
】魯
あ
す
香
氏

 

【
テ
ィ
ン
パ
ニ
】髙
藤
　摩
紀
氏（
名
古
屋
音
楽
大
学
教
授
）

 

【
合
唱
】真
宗
大
谷
派
合
唱
連
盟 

他

約
１
時
間

約
40
分

約
50
分

約
25
分

じ
ん
じ
ょ
う

お

　ふ
み

しき
き
ょ
う
し
き

い
ぬ
い

お
お
く
ぼ

こ
う
じ
ゅ
う

お

ふ
み

し
ん  

ら
ん 

し
ょ
う
に
ん

　ご

　た
ん
じ
ょ
う
え

と
く
ほ
う
さ
ん

ど
う
ぼ
う
し
ょ
う
わ

師徳奉讃法要
し     とく    ほう    さん

  御影堂4月1日月親鸞聖人御誕生会 記念講演メッセージ　

共
に
歩
む

育
ま
れ
る
信
心

乾  文雄
（京都教区正念寺住職）

いぬい ふみ お

４
月
1
日
月
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　二
〇
二
二
年
四
月
一
日

釈 

修 

如

し
ゃ
く

し
ゅ
う

に
ょ

親鸞聖人御誕生会（音楽法要）  表 白
ひょう

しん らん しょう にん ご たん じょう え

びゃく

４
月
1
日
月

DIC281

一い
っ
さ
い切
の
三さ

ん
ぼ
う宝
、参さ

ん
か
い会
の
同ど

う
ぼ
う朋
の
皆み

な

さ
ま
に
申も

う

し
上あ

げ
ま
す
。本ほ

ん
じ
つ日
こ
こ
に
宗し

ゅ
う
そ祖
親し

ん
ら
ん鸞
聖し

ょ
う
に
ん人
の

御ご
た
ん
じ
ょ
う
え

誕
生
会
を
、お
勤つ

と

め
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
こ
の
た
び
の「
令れ

い
わ和
六ろ

く

年ね
ん

能の

と登
半は

ん
と
う島
地じ

震し
ん

」に
よ
り
、亡な

く
な
ら
れ
た
方か

た

に
深ふ

か

く
哀あ

い
と
う悼
の
意い

を
表ひ

ょ
う

し
ま
す
。そ
し
て
、大た

い
せ
つ切
な
ご
家か

族ぞ
く

を
亡な

く
さ
れ
、住す

ま
い
や
故ふ

る
さ
と郷
に
甚じ

ん

大だ
い

な
被ひ

害が
い

を
受う

け
ら

れ
た
多お

お

く
の
方か

た
が
た々

に
、心こ

こ
ろ

よ
り
お
見み

舞ま

い
を
申も

う

し
上あ

げ
ま
す
。ま
た
、世せ

界か
い

に
目め

を
向む

け
れ
ば
未い

ま

だ
や

ま
な
い
戦せ

ん
か火
の
下も

と

に
、た
く
さ
ん
の
人ひ

と
び
と々

が
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
方か

た
が
た々

に
心こ

こ
ろ

を
寄よ

せ
、こ
の
法ほ

う
よ
う要
を
お
勤つ

と

め
い
た
し
ま
す
。

そ
も
そ
も
人に

ん
げ
ん間
と
は
、釈し

ゃ
く
そ
ん尊
が
、「
一い

っ
さ
い切
皆か

い

苦く

」と
説と

か
れ
た
こ
の「
娑し

ゃ
ば
か
い

婆
界
」す
な
わ
ち「
忍し

の

ぶ
べ

き
所と

こ
ろ

」に
生う

ま
れ
出で

た
も
の
で
す
。し
か
し
、そ
こ
に「
天て

ん
じ
ょ
う上
天て

ん

下げ

唯ゆ
い
が
ど
く
そ
ん

我
独
尊
」、す
な
わ
ち
、「
こ
の
わ

た
く
し
は
、た
だ
一ひ

と
り人
で
あ
って
、尊と

う
とい
も
の
と
な
る
の
だ
」と
い
う
、す
べ
て
の
衆し

ゅ
じ
ょ
う生
の
誕た

ん
じ
ょ
う生
に
通つ

う

ず
る

願ね
が

い
を
示し

め

し
、仏ぶ

つ

と
成な

る
と
い
う
道み

ち

を
明あ

き

ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
釈し

ゃ
く
そ
ん尊
で
し
た
。

宗し
ゅ
う
そ祖
親し

ん
ら
ん鸞
聖し

ょ
う
に
ん人
は
、そ
こ
に
真ま

む向
か
い
、わ
た
く
し
た
ち
は
こ
の
土ど

に
お
い
て
、仏ぶ

つ

に
救す

く

わ
れ
る
者も

の

と
な
る
の
が
仏ぶ

つ
ど
う道
の
第だ

い
い
っ
ぽ

一
歩
だ
と
明あ

き

ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。ど
れ
ほ
ど
教お

し

え
を
聞き

い
て
も
、自じ

分ぶ
ん

の
思お

も

い
の
な
か
で
救す

く

い
を
考か

ん
が

え
、仏ぶ

っ
ぽ
う法
か
ら
離は

な

れ
て
い
く
姿す

が
た

、そ
れ
が
仏ぶ

つ

の
光ひ

か
り

に
余あ

ま

す
と
こ
ろ
な
く
照て

ら
し

だ
さ
れ
る
こ
と
、そ
れ
を「
南な

む無
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

」と
い
う
言こ

と

葉ば

で
あ
ら
わ
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

人ひ
と

と
生う

ま
れ
た
こ
と
の
意い

み味
を
た
ず
ね
る
大だ

い

事じ

な
出し

ゅ
っ
ぱ
つ
て
ん

発
点
で
あ
り
、そ
の
道み

ち

し
る
べ
と
な
る
お

念ね
ん
ぶ
つ仏
を
お
示し

め

し
く
だ
さ
っ
た
宗し

ゅ
う
そ祖
親し

ん
ら
ん鸞
聖し

ょ
う
に
ん人
の
誕た

ん
じ
ょ
う生
を
慶よ

ろ
こ

び
、法ほ

う
よ
う要
を
厳ご

ん

修し
ゅ
うい
た
し
ま
す
。

伏ふ

し
て
願ね

が

い
申も

う

し
上あ

げ
ま
す
。
一い

っ
さ
い切
の
三さ

ん
ぼ
う宝
の
御ご

し
ょ
う
ご

照
護
を
請こ

い
、こ
の
音お

ん
が
く楽
で
荘し

ょ
う
ご
ん厳
さ
れ
た
法ほ

う
よ
う要

の
願ね

が

い
と
響ひ

び

き
が
、広ひ

ろ

く
、そ
し
て
深ふ

か

く
十じ

っ
ぽ
う方
を
ゆ
る
が
し
、
一い

っ
さ
い切
の
衆し

ゅ
じ
ょ
う生
に
届と

ど

か
ん
こ
と
を
。

二
〇
二
四
年
四
月
一
日　

釈し
ゃ
く
し
ゅ
う
に
ょ

修
如
、敬う

や
まって
申も

う

し
上あ

げ
ま
す
。
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　か
つ
て
私
た
ち
の
宗
門
は
戦
争
に
積
極
的
に
協
力
し
ま
し
た
。そ
れ
は
、戦
争
と
は
何
た
る
か
を

知
ろ
う
と
せ
ず
、ま
た
仏
教
徒
が「
殺
し
て
は
な
ら
な
い
、殺
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」と
い
う
仏
の
教
え

に
背
い
た
過
ち
で
し
た
。そ
の
こ
と
を
恥
じ
、1
9
8
7
年
よ
り
全
戦
没
者
追
弔
法
会
が
勤
ま
っ
て
き

ま
し
た
。

　日
本
が
関
わ
っ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、人
類
の
起
こ
し
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
戦
争
、今
ま
さ
に
広
が
る

戦
火
の
も
と
で
命
を
な
く
さ
れ
て
い
る
世
界
中
の
方
々
と
い
う
意
味
が
、「
全
」に
は
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。ま
た
私
た
ち
の
宗
門
の
過
ち
を
忘
れ
ず
、あ
ら
た
め
て
教
え
の
前
に
立
つ
思
い
を「
法
」に
込
め

て
、今
年
も
こ
の
法
会
を
厳
修
い
た
し
ま
す
。

　1
9
8
7
年
に
初
め
て
こ
の
法
会
が
勤
ま
る
に
あ
た
り
、古
賀
制
二
宗
務
総
長（
当
時
）は
戦
争

全戦没者追弔法会  開催にあたって
宗務総長木越　渉

の
防
止
に
努
力
す
る
と
宣
言
し
、「
日
々
の
暮
ら
し
が
そ
の
ま
ま
平
和
運
動
で
あ
る
よ
う
な
念
仏

者
の
生
活
実
践
に
向
か
っ
て
、今
か
ら
そ
の
歩
み
を
始
め
ま
す
」と
述
べ
ま
し
た
。さ
ら
に
私
た
ち
の

宗
門
は
、不
戦
決
議（
1
9
9
5
年
）、非
戦
決
議（
2
0
1
5
年
、2
0
2
2
年
）と
いっ
た
声
明
を

公
表
し
、過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
旨
を
表
明
し
て
き
ま
し
た
。

　し
か
し
、戦
火
の
絶
え
な
い
現
況
を
直
視
す
る
時
、私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
念
仏
者
と
し
て
の
歩
み

を
果
た
し
て
き
た
の
か
、実
践
し
て
き
た
の
か
、は
な
は
だ
心
許
な
い
こ
と
で
す
。ま
さ
に
恥
ず
べ
き
こ

と
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　そ
の
こ
と
に
思
い
を
致
し
、い
ま
こ
こ
か
ら
は
じ
め
る
念
仏
者
の
平
和
運
動
と
は
何
か
、あ
ら
た
め

て
私
た
ち
の
足
元
か
ら
確
認
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

 

2
0
2
4
年
4
月

ひ
ょ
う
が

む
よ
う

い
ま
こ
こ
か
ら
は
じ
め
る
念
仏
者
の
平
和
運
動

さ
ん

い
ち
じ
ょ
う

げ
テ
ー
マ

４
月
2
日
火

DIC281
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非戦決議2015   御影堂4月2日火

　私
た
ち
は
過
去
に
お
い
て
、大
日
本
帝
国
の
名
の
下
に
、世

界
の
人
々
、と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
た
ち
に
、言
語
に
絶

す
る
惨
禍
を
も
た
ら
し
、佛
法
の
名
を
借
り
て
、将
来
あ
る
青

年
た
ち
を
死
地
に
赴
か
し
め
、言
い
し
れ
ぬ
苦
難
を
強
い
た
こ

と
を
、深
く
懺
悔
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　こ
の
懺
悔
の
思
念
を
旨
と
し
て
、私
た
ち
は
、人
間
の
い
の

ち
を
軽
ん
じ
、他
を
抹
殺
し
て
愧
じ
る
こ
と
の
な
い
、す
べ
て

の
戦
闘
行
為
を
否
定
し
、さ
ら
に
賜
っ
た
信
心
の
智
慧
を
も
っ

て
、宗
門
が
犯
し
た
罪
責
を
検
証
し
、こ
れ
ら
の
惨
事
を
未
然

に
防
止
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
を
決
意
し
て
、こ
こ
に 

「
不
戦
の
誓
い
」を
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　さ
ら
に
私
た
ち
は
、か
つ
て
安
穏
な
る
世
を
願
い
、四
海
同

朋
へ
の
慈
し
み
を
説
い
た
た
め
に
、非
国
民
と
さ
れ
、宗
門
か

ら
さ
え
見
捨
て
ら
れ
た
人
々
に
対
し
、心
か
ら
な
る
許
し
を

乞
う
と
と
も
に
、今
日
世
界
各
地
に
お
い
て
不
戦
平
和
へ
の

願
い
に
促
さ
れ
て
、そ
の
実
現
に
身
を
捧
げ
て
お
ら
れ
る
あ
ら

ゆ
る
心
あ
る
人
々
に
、深
甚
の
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　私
た
ち
は
、民
族
・
言
語
・
文
化
・
宗
教
の
相
違
を
越
え
て
、

戦
争
を
許
さ
な
い
、豊
か
で
平
和
な
国
際
社
会
の
建
設
に
む

け
て
、す
べ
て
の
人
々
と
歩
み
を
と
も
に
す
る
こ
と
を
誓
う
も

の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　『不
戦
決
議
』（
一
九
九
五
年
）

　戦
後
五
十
年
を
経
た
一
九
九
五
年
六
月
、真
宗
大
谷
派
は
、

人
類
の
願
い
を「
不
戦
の
誓
い
」と
し
て
表
現
し
ま
し
た
。

　私
た
ち
は
、こ
の
決
議
の
重
み
を
再
確
認
し
、あ
ら
た
め
て
平

和
の
意
味
を
問
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　決
議
よ
り
二
十
年
、戦
争
の
悲
惨
さ
と
愚
か
さ
に
対
す
る

人
々
の
感
覚
は
風
化
し
て
き
て
い
ま
す
。そ
の
風
化
は
、現
在

も
、基
地
問
題
で
苦
し
む
沖
縄
の
人
た
ち
の
心
に
向
き
合
お
う

と
せ
ず
、戦
争
に
向
か
う
状
況
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　私
た
ち
人
間
の
生
き
ざ
ま
を
憐
れ
ん
で「
国
に
地
獄・餓
鬼・

畜
生
あ
ら
ば
、正
覚
を
取
ら
じ
」と
誓
い
、法
蔵
菩
薩
は
、浄
土

を
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　永
い
人
類
の
歴
史
は
、人
が
人
を
殺
し
、傷
つ
け
合
う
悲
し
み

の
連
続
で
あ
り
ま
し
た
。如
来
の
願
心
は
、自
我
愛
を
正
当
化

し
て「
賜
っ
た
い
の
ち
」を
奪
い
合
う
こ
と
を
悲
し
み
、私
た
ち
に

「
共
に
生
き
よ
」と
呼
び
か
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

　こ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
、「
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
、殺
さ
し
め
て
は

な
ら
ぬ
」と
い
う
仏
陀
の
言
葉
を
如
来
の
悲
願
と
受
け
取
り
、

あ
ら
た
め
て
こ
こ
に「
非
戦
の
誓
い
」を
表
明
い
た
し
ま
す
。

　そ
し
て
、世
界
の
人
々
と
積
極
的
な
対
話
を
通
じ
て「
真
の
平

和
」を
希
求
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　上
記
決
議
い
た
し
ま
す
。

二
〇
一
五
年
六
月
九
日

　真
宗
大
谷
派

　宗
議
会
議
員
一
同

二
〇
一
五
年
六
月
十
日

　真
宗
大
谷
派

　参
議
会
議
員
一
同

７
時 

晨
朝（
同
朋
唱
和
）﹇
於

：阿
弥
陀
堂
・
御
影
堂
﹈ 

 

御
文
・
法
話

9
時 

法
話
　
埴
山 

法
雄
氏（
富
山
教
区
）

9
時
30
分 

全
戦
没
者
追
弔
法
会

 
テ
ー
マ
　
い
ま
こ
こ
か
ら
は
じ
め
る
念
仏
者
の
平
和
運
動

 
開
会
の
挨
拶
　
宗
務
総
長
　
木
越
　
渉

 

「
追
弔
の
偈
」朗
読（
12
〜
13
頁
参
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
／
本
多 

力
氏（
俳
優
・
京
都
教
区
養
蓮
寺
）

10
時 

法
要（
楽
） 

11
時
20
分 

記
念
講
演 

 

講
師
　
平
川 

宗
信
氏（
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授
）

 

講
題
　「
念
仏
者
の「
非
戦
・
非
武
装
」に
立
つ
平
和
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
ー
非
暴
力
・
不
服
従
抵
抗
に
よ
る
平
和
と
安
全
の
探
求
ー
」

　
　
　
　  

閉
会
の
挨
拶

　（
引
続
） 

帰
敬
式（
詳
し
く
は
20
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

14
時 

映
画『
コ
ス
タ
リ
カ
の
奇
跡

　
　
　
　
　
　
　〜
積
極
的
平
和
国
家
の
つ
く
り
方
〜
』上
映（
17
頁
参
照
）

　
　
　
　
　﹇
於:

し
ん
ら
ん
交
流
館
大
谷
ホ
ー
ル
﹈

約
40
分

約
１
時
間

約
１
時
間

約
1
時
間
半

じ
ん
じ
ょ
う

お   

ふ
み

つ
い 

ち
ょ
う

ひ
ら
か
わ

む
ね
の
ぶ

き  

き
ょ
う 

し
き

う
た

ぜ
ん  

せ
ん   

ぼ
つ   

し
ゃ   

つ
い  

ち
ょ
う  

ほ
う    

え

ど
う  

ぼ
う
し
ょ
う  

わ

は
に
や
ま

の
り

お

も
と

ご
ん

ご

さ
ん

か

ぶ
っ
ぽ
う

お
も
む

し

さ
ん

げ

む
ね

か
ろ

は
た
ま
わ

し
ん
じ
ん

ち

え

ざ
い
せ
き

さ
ん

じ

お

あ
ん
の
ん

し

か
い
ど
う

ぼ
う

い
つ
く

う
な
が

し
ん
じ
ん

じ

ご
く

が

き

ち
く
し
ょ
う

が
く

ほ
う
ぞ
う

ぼ

さ
つ

じ
ょ
う

ど

し
ょ
う

こ
ん
り
ゅ
う

に
ょ
ら
い

が
ん
し
ん

ぶ
っ

だ
全戦没者追弔法会

　戦争でいのちを奪われた方々を憶念し、仏が願われた

「兵戈無用」（『仏説無量寿経』）の教えから私たちの今を問

い直す法要です。

　私たち一人ひとりが歴史に学び、自らと自らが生きる社会

を省みて、真の平和を展いていく独立者となっていく機縁と

なることを願います。

日
　
時

4
月
2
日（
土
）14
時
〜
16
時
30
分

　

会
　
場

し
ん
ら
ん
交
流
館
大
谷
ホ
ー
ル

テ
ー
マ

「
戦
争
を
起
こ
す
の
は
人
間
で
す
」

パ
ネ
リ
ス
ト

牛
島 

貞
満
氏（
元
小
学
校
教
諭
）

普
天
間 

朝
佳
氏（
ひ
め
ゆ
り
平
和
祈
念
資
料
館
館
長
）

福
島 

栄
寿
氏（
大
谷
大
学
教
授
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

長
谷 

暢
氏（
沖
縄
開
教
本
部
出
仕
）

ひょうが む よう

ひら

※
開
場
13
時

本多 力氏

DIC281

４
月
2
日
火
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清
ら
か
な
る
光
り

舞
い
輝
く
と
き

　音
も
な
く 

世
界
の
海
の
こ
こ

　か
し
こ
か
ら 

起
き

　立
ち
上
が
る 

あ
な
た
方
。 

 
黒
闇
の
海
底
は
揺
れ 

海
の
慟
哭
が
わ
き
上
が
る
。

清
ら
か
な
る
光
り 

舞
い
輝
く
と
き

　音
も
な
く 

世
界
の
大
地
の
こ
こ

　か
し
こ
か
ら 

起
き

　立
ち
上
が
る 

あ
な
た
方
。 

蒼
ざ
め
た
地
の
底
は
揺
れ 

地
の
慟
哭
が
わ
き
上
が
る
。  

戦
争
に
い
の
ち 

奪
わ
れ
た
あ
な
た
方
よ
。 

あ
な
た
方
が
い
ま 

そ
の
至
純
な
る
眼
の
う
ち
に
映
し 

と
ら
れ
て
い
る
も
の
は

　何
か
。 

息
き
絶
え
な
ん
と
す
る
と
き

な
ぜ

　と
叫
ん
だ
あ
な
た 

息
き
絶
え
な
ん
と
す
る
と
き

お
母
さ
ん

　と
叫
ん
だ
あ
な
た
。 

息
き
絶
え
な
ん
と
す
る
と
き 

無
言
の
ま
ま

　た
だ 

蒼
天
を
見
上
げ
る
だ
け
で
あ
っ
た
あ
な
た
。 

あ
な
た
の
虚
ろ
な
る
眼
が

　い
ま
は
の
際
に 

映
し
と
っ
た
も
の
は

　何
か
。 

天
空
に
慟
哭
が
満
ち
わ
た
る
。 

姿
な
き
あ
な
た
方
よ
。 

あ
な
た
方
は
い
ま 

大
い
な
る
光
輪
の
も
と
に
集
わ
れ
た
。 

石
が
哭
く

　そ
こ
に
。 

草
が
哭
く

　そ
こ
に
。 

波
が
哭
く

　そ
こ
に
。 

空
が
哭
く

　そ
こ
に
。 

あ
な
た
方
が

　ま
っ
す
ぐ
に 

見
つ
め
よ
う
と
す
る
の
は

　人
間
。 

そ
の
昔

　す
で
に
し
て 

「
罪
悪
深
重
・
煩
悩
熾
盛
」と 

呼
ば
れ
て
い
た
人
間
。

 

人
間
が

　自
然
の
主
人
に 

な
ろ
う
と
し
た
こ
と
は

　お
の
れ
の
無
明
に 

火
を
放
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。 

姿
な
き
あ
な
た
方
よ
。 

あ
な
た
方
が

　い
ま
静
か
に 

見
つ
め
て
お
ら
れ
る
の
は 

そ
の
ど
す
黒
い
無
明
の
炎
で
あ
る
の
か
。 

炎
と
化
し
た
無
明
は 

西
風
に
の
っ
て

　地
球
を
一
巡
し 

全
世
界
に
黒
炎
の
嵐
を
呼
び
起
こ
し
た
。 

火
焔
に
の
ま
れ
た
大
地
。 

く
り
返
し
焼
か
れ
た
大
地
。 

炎
は
さ
ら
な
る
黒
炎
を
呼
び 

う
ね
り
狂
い

　押
し
合
い 

返
し
合
い

　燃
え
重
な
り 

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
い
の
ち
を 

呑
み 

い
っ
そ
う
燃
え
盛
り 

海
を
沸
騰
さ
せ
た
。 

つ
い
に
は

　天
空
を
切
り
裂
い
た
。 

戦
争
に
正
義
と
い
う
名
の 

冠
を
か
ぶ
せ
た
の
は

　誰
か
。 

原
子
爆
弾
を
爆
発
さ
せ
た
人
間
。 

も
の
言
わ
ぬ
あ
な
た
方
よ
。 

わ
た
し
た
ち
は
い
ま

　ま
っ
す
ぐ
に 

見
つ
め
ら
れ
る

　あ
な
た
方
に
。 

無
明
に
酔
い
し
れ
て
い
る
わ
た
し
た
ち 

罪
に
罪
を

　重
ね
ん
と
し
て
い
る
わ
た
し
た
ち
。 

あ
な
た
方
の 

深
い
沈
黙
か
ら
の
眼
差
し
に 

わ
た
し
た
ち
は
い
ま

　ま
っ
す
ぐ
に 

見
つ
め
ら
れ
る
。 

何
を
な
す
べ
き
か

　わ
た
し
た
ち
は
。 

い
の
ち
奪
わ
れ
た
あ
な
た
方
が 

い
の
ち
奪
わ
れ
て
な
お 

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
い
の
ち
を 

見
守
ら
ん
と
し
て
い
る
と
き
。

 

蒼
ざ
め
た
耳
底
に 

あ
な
た
方
の
澄
み
き
っ
た
声
が
聞
こ
え
る
。 

あ
な
た
方
の
声
。 

い
の
ち
の
声
。 

そ
の
声
。 

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ 

あ
な
た
方
は

　す
で
に
し
て 

数
知
れ
な
い
悲
し
み
を 

堪
え
て
き
た
と
い
う
の
に 

な
お

　人
間
の
悲
し
み
を 

悲
し
も
う
と
さ
れ
る
の
か
。 

打
ち
震
え
る
悲
し
み 

切
り
裂
か
れ
た
天
空
に 

一
滴
の
涙
が
光
る
。 

姿
な
き
方
々
よ 

全
世
界
の

　数
知
れ
な
い
仏
さ
ま
よ
。 

い
ま
こ
そ

　わ
た
し
た
ち
は 

あ
な
た
方
に
倣
い
た
い
。 

大
い
な
る
光
輪
の
も
と
に
集
わ
れ
た
あ
な
た
方 

仏
さ
ま
よ
。 

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の 

い
の
ち
を 

絶
え
間
な
く
称
え
ら
れ
る
あ
な
た
方 

仏
さ
ま
よ
。 

真
実
の
智
慧
を
も
っ
て 

世
界
の
平
和
を
願
わ
れ
る
あ
な
た
方 

仏
さ
ま
よ
。 

わ
た
し
た
ち
は

　い
ま
こ
そ 

あ
な
た
方
を
称
え
よ
う
。 

あ
な
た
方
は

　あ
な
た
方
の
願
い
を 

わ
た
し
た
ち
が

　わ
た
し
た
ち
の 

願
い
と
す
る
こ
と
を
お
許
し
下
さ
る
か
。 

わ
た
し
た
ち
は
い
ま

　わ
た
し
た
ち
の 

悲
し
み
を
自
ら
の
悲
し
み
と
し
て
下
さ
る 

あ
な
た
方
と
と
も
に 

仏
さ
ま
よ 

い
の
ち
の
声
を
い
た
だ
こ
う
。 

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ 

永
遠
な
る
い
の
ち
よ

　光
栄
あ
れ
。 

仏
さ
ま
と
と
も
に
あ
る
平
和
よ 

永
遠
な
れ
。 

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ 

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ 

な
む 

 

作
詞

　高

　史
明  

　

「追弔の偈」は、全戦没者追弔法会の願いを「戦争にいのち奪われたあなた方よ」と題し、高史明氏（作
家）に散文詩の形で表現いただいたもので、1988年から毎年朗読されています。発表当時の『真宗』
誌（1988年2月号）には、高史明氏から「死者は怨みを言わない。ただ無限の深みから、私たちをみつ
める。見つめられている私たちが生者として何を願い何をなすべきかは、すでに明らかである。死者の
無言の願いに応えていく方向こそ、私たちの未来へ通じる道がある」との言葉が寄せられています。

こ
く 
あ
ん

う
み
ぞ
こ

あ
お

う
ば

し 

じ
ゅ
ん

め

う
つ

ど
う 

こ
く

ゆ

戦争にいのち奪われたあなた方よ
うば追弔の偈

つい ちょう うた

た

う
つ

め

こ
う 

り
ん

つ
ど

ざ
い 

あ
く 

じ
ん
じ
ゅ
う

ぼ
ん 
の
う  

し  

じ
ょ
う

な

き
わ

む 

み
ょ
う

か  

え
ん

に
し
か
ぜ

の

ふ
っ  

と
う

そ
う
て
ん

よ

ち
ん 

も
く

ま
な  

ざ

み
み  

ぞ
こ

た

ふ
る

な
ら

た
た

こ

さ 

み
ょ
ん

か
ん
む
り

うら

DIC281

４
月
2
日
火
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全戦没者追弔法会  表 白
ひょう びゃく

　
　二
〇
二
四
年
四
月
二
日

釈 

修 

如

し
ゃ
く

し
ゅ
う

に
ょ

４
月
2
日
火

DIC281

  

謹つ
つ
し

ん
で
阿あ

み

だ
弥
陀
如に

ょ
ら
い来
、宗し

ゅ
う
そ祖
親し

ん
ら
ん鸞
聖し

ょ
う
に
ん人
、な
ら
び
に
三さ

ん

世ぜ

十じ
っ
ぽ
う方
の
諸し

ょ
ぶ
つ仏
如に

ょ
ら
い来
に
申も

う

し
上あ

げ

ま
す
。

  
本ほ

ん
じ
つ日
こ
こ
に
、親し

た

し
く
宗し

ゅ
う
そ祖
親し

ん
ら
ん鸞
聖し

ょ
う
に
ん人
の
ま
え
に
坐ざ

す
こ
と
を
得え

て
、全ぜ

ん
せ
ん
ぼ
つ
し
ゃ

戦
没
者
追つ

い
ち
ょ
う弔
法ほ

う

会え

を

厳ご
ん

修し
ゅ
うい
た
し
ま
す
。こ
の
と
き
に
あ
た
り
、一ひ

と

つ
に
は
過か

こ去
の
罪ざ

い
し
ょ
う障
を
懴さ

ん

悔げ

し
、二ふ

た

つ
に
は
現げ

ん
ざ
い在
の

遇ぐ
う
ほ
う法
を
慶よ

ろ
こ喜
び
、三み

つ
に
は
将し

ょ
う
ら
い来
に
同ど

う
ぼ
う朋
社し

ゃ
か
い会
の
顕け

ん
げ
ん現
を
期き

し
た
い
と
存ぞ

ん

じ
ま
す
。

  

第だ
い
い
ち一
に
、過か

こ去
の
罪ざ

い
し
ょ
う障
を
懴さ

ん
げ悔
す
る
と
は
、わ
れ
ら
の
宗し

ゅ
う
も
ん門
が
、先さ

き

の
悲ひ

さ
ん惨
な
侵し

ん

略り
ゃ
く

戦せ
ん
そ
う争
に
自み

ず
か

ら

荷か
た
ん担
し
、そ
れ
を「
聖せ

い
せ
ん戦
」と
呼
び
、「
ま
っ
た
く
お
お
せ
に
て
な
き
こ
と
を
も
、お
お
せ
と
の
み
も
う

す
」罪つ

み

を
犯お

か

し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

  

実じ
つ

に
、五ご

逆ぎ
ゃ
く

謗ほ
う

法ぼ
う

の
咎と

が

逃の
が

れ
が
た
く
、今い

ま

更あ
ら
ため
て
全ぜ

ん

戦せ
ん

没ぼ
つ

者し
ゃ

の
悲か

な

し
み
を
憶お

く

念ね
ん

し
、こ
こ
に
真し

ん
し
ゅ
う宗

大お
お

谷た
に

派は

が
無む

批ひ

判は
ん

に
戦せ

ん
そ
う争
に
荷か

担た
ん

し
た
罪つ

み

を
表ひ

ょ
う
め
い明
し
、過か

こ去
の
罪ざ

い
し
ょ
う障
を
懴さ

ん

悔げ

い
た
し
ま
す
。

　

第だ
い

二に

に
、現げ

ん
ざ
い在
の
遇ぐ

う

法ほ
う

を
慶よ

ろ
こ喜
ぶ
と
は
、そ
の
わ
れ
ら
の
罪ざ

い
し
ょ
う障
に
も
拘か

か
わ

ら
ず
、如に

ょ
ら
い来
の
本ほ

ん
が
ん願

は
そ
の
罪つ

み

を
私わ

た
し

た
ち
に
知し

ら
し
め
、罪つ

み

に
向む

き
合あ

い
、平へ

い

和わ

へ
の
道み

ち

を
歩あ

ゆ

ま
し
め
る
の
で
あ
り

ま
す
。

   

第だ
い
さ
ん三
に
、同ど

う
ぼ
う朋
社し

ゃ
か
い会
の
顕け

ん
げ
ん現
を
期き

す
と
は
、本ほ

ん
が
ん願
念ね

ん
ぶ
つ仏
の
教き

ょ
う
ぼ
う法
に
生い

き
る
者も

の

は「
四し

海か
い

の
内う

ち

み
な

兄き
ょ
う
だ
い弟
と
す
る
な
り
」と
い
う
浄じ

ょ
う
ど土
の
荘し

ょ
う

厳ご
ん

功く

徳ど
く

を
こ
の
身み

に
受う

け
、死し

者し
ゃ

と
生せ

い
じ
ゃ者
が
一ひ

と

つ
に
出で

あ会

い
、国こ

っ

家か

や
民み

ん
ぞ
く族
の
境さ

か
い

を
超こ

え
た「
同ど

う
ぼ
う朋
社し

ゃ
か
い会
」の
顕け

ん
げ
ん現
に
向む

か
っ
て
生い

き
る
者も

の

と
な
る
の
で
あ
り

ま
す
。

　

わ
れ
ら
真し

ん
し
ゅ
う宗
門も

ん

徒と

、こ
こ
に
非ひ

戦せ
ん

平へ
い

和わ

の
誓ち

か

い
を
表ひ

ょ
う
び
ゃ
く白
し
、ひ
と
え
に
、こ
の
身み

と
こ
の
世よ

の
無む

み
ょ
う明

の
闇や

み

を
照て

ら
す
仏ぶ

つ

の
教お

し

え
に
随し

た
がい
、と
も
に
生い

き
あ
え
る
世せ

界か
い

へ
の
道み

ち

を
歩あ

ゆ

ま
ん
こ
と
を
誓ち

か

う
も
の

で
あ
り
ま
す
。
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平川 宗信
（名古屋大学名誉教授）

ひら かわ むね のぶ

　
全
戦
没
者
追
弔
法
会
で
は
、
２
０
１
４
年
に
も
お
話
し
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
、「
私
た
ち
の
求
め
る
国
家
と
は
何
か
」

と
の
講
題
で
、
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
そ
し
て
「
戦
争
放
棄
・
戦

力
不
保
持
」
は
「
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
」
の
な
い
世
界
を
願
う
「
無

三
悪
趣
の
願
」
お
よ
び
兵
隊
も
武
器
も
な
い
と
い
う
「
兵
戈
無
用
」

に
通
じ
て
お
り
、日
本
国
憲
法
は
「
日
本
国
は
本
願
に
願
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
国
を
目
指
す
」
と
い
う
「
本

願
国
家
宣
言
」
で
あ
る
と
お
話
し
し
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
宗
も
日
本
国
憲
法
も
「
非
戦
・
非
武
装
」

の
国
を
追
求
す
る
こ
と
で
共
通
す
る
と
し
ま
し
た
。

　
今
回
は
、「
非
戦
・
非
武
装
の
国
」
の
具
体
的
な
形
と
、
そ
れ
に
向
け
て
の
念
仏
者
の
平
和
運
動
の
あ

り
方
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
そ
れ
は
、
武
力
に
頼
ら
ず
、「
非
暴
力
・
不
服
従
抵
抗
」
で
平

和
と
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
本
願
は
、
す
べ
て
の
い
の
ち
が
共
に
生
き
る
世
界
を
願
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
非
暴
力
と
平
等
な
い
の
ち
の
世
界
で
す
。
い
の
ち
を
傷
付
け
る
攻
撃
に
非
暴
力
で

抵
抗
す
る
の
が
、
念
仏
者
の
平
和
運
動
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

念
仏
者
の「
非
戦・非
武
装
」に
立
つ
平
和
運
動

―

非
暴
力・不
服
従
抵
抗
に
よ
る
平
和
と
安
全
の
探
求̶

全戦没者追弔法会 記念講演メッセージ　
む
ら
か
み
と
し
あ
き

じ
ご
く

さ
ん
あ
く
し
ゅ

が

き

ち
く

む

が

む

よ
う

し
ょ
う

ひ
ょ
う
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上映
『コスタリカの奇跡
　～積極的平和国家のつくり方～』

映画

４月２日（火）14時～（約1時間半）　 しんらん交流館大谷ホール

作品概要

1948年に軍隊を廃止。軍事予算を社会福祉に充て、国民の幸福度を最大化す
る道を選んだコスタリカの奇跡に迫ったドキュメンタリー。
中米コスタリカは、常備軍を解体し軍事予算をゼロにしたことで、無料の教育
や医療を実現、環境のために国家予算を振り分けてきた。その結果、地球の健
全性や人々の幸福度、そして健康を図る指標「地球幸福度指数（HPI）」2016年
の世界ランキングにおいて140ヶ国中で世界一に輝いている。またラテンアメ
リカで最も安全とされている国でもある。
本映画では、軍隊廃止を宣言したホセ・フィゲーレス・フェレール、ノーベル平
和賞を受賞したオスカル・アリアス・サンチェスら元大統領のほか、ジャーナリ
ストや学者が登場。1948年から1949年にかけて行われた軍隊廃止の流れを追
いながら、コスタリカが社会福祉にどのように投資していったのかを詳しく説
明する。世界がモデルにすべき壮大で意欲的な国家建設プロジェクトが今明ら
かになる。

監督：マシュー・エディー、マイケル・ドレリング
制作：ソウル・フォース・メディア
制作協力：スパイラル・ピクチャーズ

配給：ユナイテッドピープル
2016年／アメリカ・コスタリカ／90分

時間 場所
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約
１
時
間

  御影堂4月4日 木

７
時 

実
如
上
人
五
百
回
忌
法
要

 

晨
朝　﹇
於

：阿
弥
陀
堂
・
御
影
堂
﹈

 

御
文
・
法
話

9
時
30
分 

法
話
　
佐
賀
枝 

立
氏（
富
山
教
区
）

10
時 

実
如
上
人
五
百
回
忌
法
要

 

日
中（
楽
）

（
引
続
） 

帰
敬
式（
詳
し
く
は
20
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

約
１
時
間
半

じ
ん  

じ
ょ
う

じ
つ

に
ょ
し
ょ
う
に
ん

お   

ふ
み

き  

き
ょ
う 

し
き

さ

が

え

り
ゅ
う

実如上人 〈1458年～1525年〉
じつ にょ しょう にん

本願寺第９代。１４５８年８月に、第８代蓮如
上人の五男として出生。１４８９年に蓮如上人
が隠居し、寺務を譲られる。蓮如上人の方針を
継承して、名号・絵像の本尊、御影類、御文など
を、各地の寺院・道場・門徒ヘ数多く授与し、教
団体制の整備に尽力した。１５２５年、６８歳
で示寂。院号は教恩院。本年は五百回忌にあ
たる。

おお

ごんにょ

たにこうえい

  御影堂4月3日水

７
時 

晨
朝（
同
朋
唱
和
）﹇
於

：阿
弥
陀
堂
・
御
影
堂
﹈

 

御
文
・
法
話

10
時
20
分 

法
話
　
丸
田 

善
明
氏（
真
宗
本
廟
教
化
教
導
・
東
北
教
区
）

11
時 
相
続
講
員
物
故
者
追
弔
会 

兼

 
帰
敬
式
受
式
物
故
者
追
弔
会（
楽
）

（
引
続
） 

帰
敬
式（
詳
し
く
は
20
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

13
時
20
分 

法
話
　
丸
田 

善
明
氏（
真
宗
本
廟
教
化
教
導
・
東
北
教
区
）

14
時 

実
如
上
人
五
百
回
忌
法
要

 

逮
夜（
楽
）

約
１
時
間

約
１
時
間

約
40
分

※

手
話
通
訳
が
あ
り
ま
す
。

じ
ん 

じ
ょ
う

お   

ふ
み

そ
う   

ぞ
く  

こ
う   

い
ん    

ぶ
っ    

こ     

し
ゃ   

つ
い  

ち
ょ
う   

え

じ
つ

に
ょ

に
ん

し
ょ
う

き  

き
ょ
う 

し
き

き   
き
ょ
う  

し
き  

じ
ゅ   

し
き   

ぶ
っ    

こ     

し
ゃ   

つ
い   

ち
ょ
う  

え

た
い

や
ど
う 

ぼ
う
し
ょ
う  

わ

ま
る

た

ぜ
ん
み
ょ
う

　「相続講」は、宗祖親鸞聖人の教えを聴聞し、お念仏の信心を正しく伝えていくための教
えの相続(法義相続)と、聞法の根本道場である真宗本廟の維持（本廟護持）をせずには
おれないとの深い願いによって、1885（明治18）年に創設されました。「相続講」という名
称は、真宗再興の祖である蓮如上人の教化の歩みの中で生まれた聞法の集いである「お
講」に由来し、仏法を聴聞して信心を獲ることを主とした集まり（僧伽）を表しています。
　1880（明治13）年には、蛤御門の変（禁門の変）で焼失した御影堂・阿弥陀堂等を再建
する大事業が始まりましたが、そこには数知れないほど多くの真宗門徒の本廟護持を願
うご懇念が、この相続講制度により一つに結集し、15年をかけて完遂されました。
　以来、脈々とその精神は受け継がれ、相続講によるお一人おひとりからのご懇念は、宗
門存続の意義である同朋社会実現のための基盤となり、聞法と伝道、そして財務に大きな
役割を果たしています。

 ぞく  こうそう ちょう

ほう  ぎ もん ぽう ほん びょうしん しゅう ご     じ

さい こう そ れん  にょ しょうにん

こう う さん  が

はまぐり ご  もん きん  もん ご   えい  どう あ    み   だ   どう さい こん

こん ねん かん すい

どう  ぼう

しゅう そ   しん らん しょう にん もん

相続講
そう ぞく こう

DIC281



2024春の法要パンフレット：P20-21

2021

はな み どう

しょう ろう

　帰
敬
式
は「
お
か
み
そ
り
」

と
も
言
わ
れ
、「
仏
」「
法
」「
僧
」

の
三
宝
に
帰
依
し
、親
鸞
聖
人

が
明
ら
か
に
さ
れ
た「
教
え
」に

自
ら
の
人
生
を
問
い
た
ず
ね
、

真
宗
門
徒
と
し
て
新
た
な
人

生
を
歩
み
出
す
こ
と
を
誓
う

大
切
な
儀
式
で
す
。

　受
式
さ
れ
ま
す
と
、仏
弟
子

と
し
て
の
名
前
で
あ
る「
法
名
」

が
授
与
さ
れ
ま
す
。と
も
す
る

と
、法
名
は「
亡
く
な
っ
て
か
ら

い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
」と
思
わ

れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、帰
敬
式
を
受
式
す
る

こ
と
は
、お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子

（
仏
弟
子
）に
な
る
こ
と
で
あ
り
、

法
名
は
、南
無
阿
弥
陀
仏
の
教

え
に
み
ち
び
か
れ
、仏
道
を
歩
む

者
と
な
っ
た
新
た
な
名
の
り
で

す
。し
た
が
っ
て
、生
き
て
い
る

「
今
」受
式
す
る
こ
と
に
、帰
敬
式

の
本
来
的
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

　真
宗
の
伝
統
の
な
か
に
こ
の

身
を
受
け
た
一
人
ひ
と
り
の
、人

生
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト
と
し
て
、

帰
敬
式
を
受
け
ま
し
ょ
う
。 

受 付 参拝接待所
[１日・２日・4日]は９時から９時30分まで
[３日]は９時から10時10分まで

礼 金 1万円（20歳以下は5千円）

（お問い合わせ）本廟部参拝接待所
TEL：０７５-３７１-９２１0　FAX：０７５-３７１-９２０４
（９時から17時まで）

「２０24年 春の法要」中の帰敬式日程

４月１日（月）「師徳奉讃法要」後
　　２日（火）「全戦没者追弔法会記念講演」後
　　３日（水）「相続講員物故者追弔会兼帰敬式受式物故者追弔会」後
　　４日（木）「実如上人五百回忌法要日中」後

ぶ
つ

み
ょ
う

ほ
う

し
ゃ  

か

ほ
う

ぼ
う

し
ん 
ら
ん 
し
ょ
う 

に
ん

き    

え

そ
う

さ
ん

帰敬式
き きょう しき

〈各種催事のご案内〉

期 間　4月1日（月）～8日（月） 　　時 間　9時～16時 ※8日は15時まで
場 所　御影堂門前

お釈迦さまの生誕をお祝いし、御影堂門前に花御堂を設置いたします。
花御堂に安置されている誕生仏に甘茶をかけてご参拝ください。

真宗本廟（東本願寺）花まつり

春の法要期間中、真宗本廟境内では、さまざまな催しを行います。
皆さまのご参加をお待ちしております。

※日程の都合により時間が変更となる場合があります。
※鐘楼素屋根は修理工事用の足場となりますので、動きやすい服装と歩きやすい靴でお越しください。 

昨年7月から行われている鐘楼修理工事の現場を一般公
開します。
修理工事用の素屋根に上って、現場の様子を間近で見る
ことができるまたとない機会です。ぜひお越しください。

「鐘楼」修理現場公開

鐘楼及び手水屋形修理へのご寄付のお願い　詳細はこちらをご覧ください

DIC281

鐘楼素屋根北側 

重要文化財

見学日時
受付場所

4月1日(月)～3日(水)  11：30～13：00／15：00～16：30
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おてらおやつクラブin東本願寺
みなさまからの「おそなえ」を真宗本廟(東本願寺)内ご本尊に「おそなえ」し、経済的に困難
な状況にあるご家庭や支援を必要とする子どもたちにお届けします。皆さまのご協力をお
願いいたします。

期 間
対 象 物

受 　 付

東本願寺 お買い物広場
「蓮如上人御影道中」御輿車展示中！
江戸時代から続く御仏事

おん

れん にょ しょう にん ご えい どう ちゅう お こし ぐるま

ぶつ じ

時　　間
場 所

９時から16時まで
お買い物広場　

場 所
時　　間

参拝接待所ギャラリー１階北側
９時～１６時　

◆書籍や記念品・おみやげの販売

・お勤めの本や親鸞聖人に関する書籍、ＣＤ・ＤＶＤなど、
東本願寺出版発行の刊行物を取りそろえています。
・お念珠やオリジナルグッズ、お菓子類など、さまざまな
記念品をご用意しています。

真宗本廟（東本願寺）と吉崎別院の間を蓮
如上人の御影のお供として歩く「蓮如上人
御影道中」。実際に使われている御輿とリヤ
カーを展示しています。

吉崎別院（福井県）で勤まる、本願寺第８代・蓮如上人による北陸教化の御苦
労とその徳を偲ぶ「蓮如上人御忌法要」（毎年4月23日～5月2日）にあわせ
て、京都と吉崎の間を蓮如上人の御影を御輿に乗せ、上人のお供として歩く
御仏事。江戸時代から今日に至るまで絶えることなく受け継がれています。

吉崎別院（福井県）で勤まる、本願寺第８代・蓮如上人による北陸教化の御苦
労とその徳を偲ぶ「蓮如上人御忌法要」（毎年4月23日～5月2日）にあわせ
て、京都と吉崎の間を蓮如上人の御影を御輿に乗せ、上人のお供として歩く
御仏事。江戸時代から今日に至るまで絶えることなく受け継がれています。

※一部のグッズは「渉成園」でも販売しています。
※「東本願寺お買い物広場」は、大谷派保信会加盟業者有志で構成される
「（株）願生舎」が主体となって販売を行っています。

3月11日（月）～4月12日（金）
お米、お菓子、乾麺、レトルト食品、飲み物、缶詰、調味料等の食品類
又は洗剤等の生活用品 ※食品類は、賞味期限が２０２４年５月１５日以降のものをお願いします。
しんらん交流館 １階ロビー
郵送でも受け付けています。住所は下部に記載しています。

【お問い合せ】
TEL：075-354-3440   E-mail：oyc@higashihonganji.or.jp
しんらん交流館内青少幼年センター
時間　平日9：00～17：00
〒600-8164 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199番地
おてらおやつクラブについての詳しい情報はＨＰをご覧ください。

〈各種催事のご案内〉 〈各種催事のご案内〉

御影道中では、1日のみの参加も可能な自主参加を募っております。
※本年の参加は、4月1日（月）申込締切（来年以降のご参加をお待ちしております。）

「御影道中」参加に関するお問い合わせは、
真宗大谷派　吉崎別院
TEL：0776-75-1904（受付時間 8：30～16：30）

御下向 
東本願寺 → 吉崎別院（福井県あわら市）
４月１７日～２３日　約240km

御上洛
吉崎別院（福井県あわら市）→ 東本願寺
５月２日～９日　約280km

「蓮如上人御影道中」とは．．．

ご げ こう ご らくじょう

ぎょ

しん ほん よし ざきべついん

お こし

しゅう びょう

き

江戸時代から続く信仰の歴史に参加してみませんか？

御影道中について
詳しくは

おてらおやつクラブ

DIC281
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2425 お問い合わせ TEL：075-371-9189

東本願寺出版　春のブックフェア
真宗大谷派教誨師・
篤志面接委員会 企画

刑務所作業製品（ＣＡＰＩＣ製品）
展示即売会

パネル展・ギャラリートーク

日 時
会 場

４月１日（月）～４日（木）　9：00～16：00（４日は正午まで）
白洲テント　

刑務所作業製品
（ＣＡＰＩＣ製品）
の展示・販売会を
行います。
売上の一部は犯罪被
害者支援団体の活
動に助成されます。

刑務所作業製品
（ＣＡＰＩＣ製品）
の展示・販売会を
行います。
売上の一部は犯罪被
害者支援団体の活
動に助成されます。

真宗大谷派の教誨師や篤志面接委員の取り組みについて紹介する
パネル展と、会員によるギャラリートーク（解説）を行います。
真宗大谷派の教誨師や篤志面接委員の取り組みについて紹介する
パネル展と、会員によるギャラリートーク（解説）を行います。

真宗本廟（東本願寺）と吉崎別院の間を蓮
如上人の御影のお供として歩く「蓮如上人
御影道中」。実際に使われている御輿とリヤ
カーを展示しています。

しん ほん よし ざきべついんしゅう びょう

期 間 4月1日（月）～4月30日（火）

境内お買い物広場にて、以下の書籍をお得なセット価格で販売します。
〇和讃セット ［1,210円（税込）］
『［卓上］日めくりカレンダー「和讃」』  +  『書いて学ぶ 親鸞のことば―和讃』
〇東本願寺めぐりセット ［990円（税込）］
『イラストで知ろう！ 東本願寺』  +  『四季折  々東本願寺めぐり』
〇実如さんセット ［1,430円（税込）］
『本尊の意義をたずねて』  +  『本尊（真宗生活講座Ⅴ）』  +  『『御文』のこころ』）

特別企画

東本願寺出版ホームページ限定 チャリティキャンペーン

対象書籍の売上の50％は宗派災害救援金に寄付します。
対象書籍は東本願寺出版ホームページでご案内します

〈各種催事のご案内〉 〈各種催事のご案内〉

日 時

会 場

４月１日（月）～４日（木）

白洲テント　　

近代宗教教誨は、明治に大谷派僧侶が刑事施設での教誨を認可されたことによっ
て始まりました。教誨師や篤志面接委員は全国の刑務所や少年院などの矯正施設
に収容された人たちと対話し、更生の道を共に歩んでいく活動を行っています。
現在、真宗大谷派所属の教誨師、篤志面接委員等約２００名は「真宗大谷派教誨
師・篤志面接委員会」を組織して、真宗の教えに基づく教誨の充実と矯正事業への
協力を目的に活動しており、その活動の一環として以下の企画を開催します。

◆

◆

ギャラリートーク開催時間

①  9：00
②12：00
③15：00

○
4/1

○
○

○
4/2

12：30～
○

○
4/3

○
○

○
4/4

―
―

※申込不要・各10分程度

期間中、東本願寺出版ホームページにおいて一部書籍を半額にて販売します。

書籍の詳しい情報・ご注文は

◆春の法要 お買い物広場限定フェア
期 間 4月1日（月）～4月4日（木）

この機会にぜひ、お買い求めください！

東本願寺出版

DIC281



2024春の法要パンフレット：P26-27

2627
お問い合わせ TEL：075-371-9189

月刊

年間購読受付中

年間購読　4,200円（税込・送料込）／ 1冊：400円（税込・送料別）

4月7日
発売

「“一言”に感動を覚えたら、真実の教
えとの出会いが開かれる」と力説する
寺川俊昭氏。自らが真宗に生きるきっ
かけとなった師の言葉や宗祖の教え
を憶念しながら、現に苦悩の世界に生
きる私たちを励まし、呼びかけ、共に
浄土に生まれんとする大らかな志願
に立たしめる、“願生浄土”の仏道を
朗々と語る。

子どもという存在
の多種多様なすが
たに、果たして私た
ちは向き合ってき
たのか―大人が
知っておくべきこ
と、改めるべきこ
と、伝えるに値する
言葉とは？

4月1日 発売 法話CDシリーズ最新作

「本願に生きた念仏者」⑯ 願生浄土

法話：寺川俊昭／約77分／定価1,980円（税込）

※本書は、月刊誌『同朋』のコーナー「仏教の視点から」の中から31の文章を抜粋したものです。

東本願寺出版

（本体3,819円+税10％） （本体364円+税10％）

  

血
沸
き
肉
躍
る

感
銘
を
も
っ
て
語
ら
れ
る 

真
実
の
人
生
道

3月号
ムダを愛でる

2月号
カウンターカルチャ―
̶̶世にあらがう文化にふれる

4月号
子どもの多様性を
まもる

現代と仏教が切り結ぶ
さまざまな「特集」をはじめ、
お聖教の連載や精進レシピなど、
充実の一冊。

「仏教がみちびく、あらたな人生」
今を生きる真宗の教えを発信する東本願寺の月刊誌です。

DIC281

宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・
立教開宗八百年 慶讃記念事業

真宗聖典
〔第二版〕
2024年4月1日発刊！

ぜひ、日々 の聞法のテキストとしてご活用ください！

❶より見やすく、読みやすい体裁に

❷近年の研究成果を踏まえた本文に

❸親鸞聖人による左訓※を新たに収録
　※語句の左側に言葉や文字の意味、説明を示したもの

❹年表を充実―各事績の典拠や人物の年齢を表記

■大判／A5判・1424頁・ケース付き   価格4,950円（税込）
■小判／B6変型判・1424頁・ケース付き   価格4,400円（税込）

『真宗聖典 第二版』は、境内「お買い物広場」、
または東本願寺出版ホームページにてお買い求めください。

聖教編纂室編

詳しくは、境内各所にあるチラシをご覧ください

第二版その 4つの特徴
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渉成園（枳殻邸）
真宗本廟（東本願寺）の飛地境内地である渉成園は、江戸時代初期に造営された池泉回
遊式の庭園で、国の名勝に指定されています。

◆春の渉成園と粥膳
春の法要期間中、渉成園を会場に、「春の渉成園と粥膳」を
開催します。
この粥膳は、真宗本廟におそなえしたお仏供（お仏飯）のおさ
がりを用いて調理したもので、春をイメージした菜の花粥、炊き
合わせ、香の物等を朱塗りの器に盛った本格的なお膳です。

◆僧侶がご案内 名勝 渉成園  おもてなしの舟旅”
　特別ツアー〈事前予約制〉
春の渉成園で非日常のひと時をお過ごしいただける、舟遊び体験を中心としたツアーを期間
限定で開催します。

４月１日（月）～4日（木）［1回目11時40分～/２回目12時40分～］
※所要時間約1時間

渉成園 　風亭［受付：渉成園入口すぐ  9時から］

各回６０人 （定員になり次第、申込を締め切ります。
なお、空席がある場合に限り当日券もご用意しています）

２,０００円（当日、渉成園内の受付にてお納めください）

電話予約制［075-371-9210］

時 間

会  　場

定  　員

冥 加 金

申込方法

内 容

期 日

定  　員

参 加 費

申込方法

和船を使用した「舟遊び体験」・非公開茶室「漱枕居」の見学・非公開書院「臨池亭」
にて薄茶と東本願寺オリジナル和菓子を提供
3月31日(日)～4月7日(日)　1日5回（10時・11時・13時・14時・15時）

各回6名

1人5,000円　※別途 庭園維持寄付金(下記参照ください)

WEB予約制［宗派ホームページをご覧ください］

かゆ ぜん

ぶっ ぶっぱんく

ろうふうてい

渉成園（枳殻邸）での催し
しょう せい えん き こく てい

【粥膳の申込・その他お問合せ】 本廟部 参拝接待所 TEL：075-371-9210（9時から17時まで）

〈昼間〉9時から17時まで（最終受付16時30分）

大人500円以上（高校生以下250円以上）
※渉成園への入園には庭園維持寄付金をお願いしています。（ガイドブックを進呈します）

京都駅より徒歩10分／市営地下鉄烏丸線・五条駅より徒歩7分

開園時間

庭園維持寄付金

アクセス

しょう せい えん き こく てい

真宗大谷派
（東本願寺）

しんらん
交流館

烏丸通 N

花
屋
町
通

※その他行事等により休館する日があります

真宗教化センター しんらん交流館では一年を通じて定例法話や日曜講演などのお念
仏の教えにふれる法座を開いています。また、仏教書籍をはじめ、マンガ、絵本や小説
などの一般書を取り揃えた図書コーナー（東本願寺文庫）やギャラリー（不定期）、カ
フェがあります。
ぜひ、真宗本廟（東本願寺）にご参拝の際にお立ち寄りください。

真宗教化センター
しんらん交流館

開館時間

9時から17時まで　   休館日：毎週火曜日

〒600-8164 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199番地
TEL: 075-371-9208（代表）
E-mail :shinrankoryukan@higashihonganji.or.jp

交流館の
最新情報は
こちら ➡

時　間 開館時間に同じ
会　場 しんらん交流館1階交流ギャラリー

ギャラリー展示
しんらん交流館１階の交流ギャラリーでは、
4月2日に勤まる、全戦没者追弔法会にあわ
せて、「戦争と平和」をテーマにギャラリー展
を開催します。ぜひご覧ください。

しんらん交流館での催し

※都合により休止の時間帯もあります

”

DIC281
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大谷祖廟 　

法要・行事のご案内など、さまざまな情報を
発信しています。ぜひフォローください。

検索検索東本願寺

真宗大谷派（東本願寺）公式
ホームページ等についてのご案内

真宗大谷派ホームページ
https://www.higashihonganji.or.jp/

真宗大谷派公式 X・Facebook

東本願寺では、公式ホームページを公開し、宗派におけるさまざまな
情報を発信しています。

◆ 宗派からのさまざまなお知らせ
◆ 毎月の法要・行事のお知らせ
◆ 宗派からの募集
◆ 真宗本廟や渉成園などの旬な情報を
   写真つきでお知らせ
◆ 寺院の方への便利な情報を集約

主な公開内容

「納骨・永代経」のご予約はこちらから

花まつり・子どものつどい㏌大谷祖廟
日 時

会 場
受　　付

対　　象

内　　容

４月６日（土）　１１時３０分～１２時２０分

大谷祖廟　茶所

ご参加いただける方は11時20分までに大谷祖廟事務所前
テントにお越しください（事前申込不要）。
小学生以下

所長挨拶／ちかいのことば／お勤め（正信偈同朋奉讃）／
おはなし／本堂お参り／甘茶かけ／記念写真撮影

◆

大谷祖廟花まつり
そ びょう

参拝時間　開門：   5時  
　　　　　 閉門：17時 ［年中無休］

納骨・読経
受付時間

ご参拝は、公共交通機関をご利用ください。
《市バス》バス停「京都駅」または「鳥丸七条」
より206系統（高野・北大路バスターミナル
行）→バス停「祇園」下車、徒歩10分

《タクシー》
「円山公園南側の東大谷」とお伝えください。

お問い合わせ
大谷祖廟事務所（TEL：075 ‒ 561 ‒ 0777）　〒605‒ 0071 京都市東山区円山町477

〈大谷祖廟へのアクセス〉

まる やま おお たにひがし

大谷祖廟は、私たち真宗門徒が宗祖と仰ぐ親鸞聖人の御廟（お墓所）です。
毎年、4月1日から8日まで、大谷祖廟では、お釈迦さま（8日）と宗祖親鸞聖人（1日）の
御誕生を祝う仏事として「花まつり」を開催しています。ぜひ、ご参拝ください。

期 　 間
開催時間
会  　場

4月1日（月）～8日（月）
9時から15時30分まで
大谷祖廟　本堂前

※本堂前の花御堂は、親鸞聖人御廟所におそなえいただいた仏花で再荘厳しています。誕生仏に甘茶をかけてご参拝ください。

　私どもの宗門は、全国のご寺院とそこに集う
ご門徒のお運びいただいたご懇念により、宗祖
親鸞聖人が顕かにされた本願念仏の教えに生き
る「人の誕生」とその教えを相続していく「場の
創造」を期し、報恩講や春の法要をはじめとする
さまざまな法要や行事を執り行っております。
　今後の宗門のさらなる興隆を念じ、お一人で
も多くの方にご懇念をご進納いただきたく、ご協力くださいますようお願い申し
上げます。

春の法要期間中、御影堂前受付テントにてご懇志をお受付しております

ご懇志のお願い

  8時45分～11時30分
12時45分～15時30分

X Facebook

DIC281
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「令和６年能登半島地震」において
被災されました方々に対し、
衷心よりお見舞い申し上げます。

〈令和 6 年能登半島地震　宗派の取り組み〉

「令和6年能登半島地震」災害救援本部の動き
期 　 間
開催時間
会  　場

４月１日（月）～４日（木）
９時～16時 ※４日は正午まで
境内白洲テント

能登教務所（現地災害救援本部）内に
「ボランティア支援センター」を開設しています。

被災地の現状と宗派支援活動を伝える、写真パネルの展示を行います。

宗派では、このたびの「令和6年能登半島地震」の救援金口座を設置しています。
皆様からの温かいご支援をお願い申し上げます。

◇境内各所にも救援金箱を設置しています。
    ご協力をよろしくお願いいたします。

【救援金口座】
郵便振替口座番号　　００９２０-３-２０３０５３　

【加入者名】真宗大谷派
※通信欄に「令和６年能登半島地震」とご記載ください。

「令和６年能登半島地震」により、能登教区においては353カ寺中300カ寺以
上、金沢教区・富山教区・新潟教区においてもそれぞれ100カ寺以上の甚大な
被害が報告されております。宗派では能登教務所に「現地災害救援本部」及び
「ボランティア支援センター」を設置し支援活動にあたっております。
現地では、被災寺院や避難所のお見舞い訪問・救援物資のお届け、被災建物の
片づけ・清掃作業などを行っております。

被災地におけるボランティア活動に関する情報の収集と提供、
ボランティア活動参加者への支援活動を行います。

◇宗派の支援活動や現地の被災状況等の最新情報はこちらから

〒926-0816　石川県七尾市藤橋町テ9-1 [能登教務所内]

TEL：070-1860-6010（専用電話）    FAX ：0767-53-0057[能登教務所]
E-mail：nvsc@higashihonganji.or.jp

宗派ホームページ 「真宗大谷派　災害情報」公式X


