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御遠忌を迎えるにあたって
御遠忌テーマ

「よろこびは いつもここに　― 今、親鸞さまに出あう時 ―」

御遠忌テーマの願い

かつてこの地は「真宗王国」と呼ばれるほど各地で御講がひらか

れ、生活の中に念仏の声があふれていました。ところが今、親鸞聖

人が命がけであきらかにされた念仏のいわれを聞く場が少なくなっ

てきています。

親鸞聖人が生きた時代は貴族と武家の権力争いによる動乱期で

あり、さらに飢饉や疫病によって都は死人であふれ、それはまさに恐

れと不安に満ちた世でありました。そして現代も、新型コロナウイルス
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代にも、恐れと不安を抱えた孤独な人間の相があるのです。
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と生きるよろこびを本願念仏に見い出され、真宗の仏道として広く

あきらかにされました。そして生きづらいこの世界にあっても、すべて

のいのちが等しく生きていけることを教えてくださっているのです。
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御遠忌テーマ「よろこびはいつもここに― 今、親鸞さまに出あう

時 ―」を掲げ、いま一度親鸞聖人より伝えられた本願念仏の一

道を、私たち一人ひとりがたずね歩んでまいりたいと思います。
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門首挨拶門首挨拶

ご
挨
拶

真
宗
大
谷
派
門
首
　
大
谷  

暢
裕

　

本
日
、こ
こ
に
、金
沢
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
が
お
勤
ま
り
に
な
り
、そ
の

ご
縁
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、誠
に
有
難
く
存
じ
ま
す
。

　

先
の
真
宗
本
廟
に
お
け
る
宗
祖
御
遠
忌
法
要
は
、全
国
か
ら
御
参
集
頂
い
た
数
多
の
御
同
朋
と
と

も
に
、今
現
在
説
法
し
た
ま
う
宗
祖
の
御
真
影
の
御
前
に
お
い
て
正
信
偈
を
唱
和
し
、宗
祖
と
し
て
の

親
鸞
聖
人
に
遇
う
大
切
な
仏
縁
と
な
り
ま
し
た
。

　

殊
に
、御
遠
忌
テ
ー
マ「
今
、い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」を
標
榜
し
展
開
す
る
中
で
、東
日

本
大
震
災
に
遭
遇
し
、尊
い
い
の
ち
が
失
わ
れ
た
現
実
に
、あ
ら
た
め
て『
大
無
量
寿
経
』の「
無
有
代

者
」の
み
教
え
を
思
い
返
さ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

宗
祖
親
鸞
聖
人
が
歩
ま
れ
た
道
は
、一
切
衆
生
が
救
わ
れ
る
本
願
念
仏
の
大
道
で
あ
り
、煩
悩
成

就
の
身
で
あ
る
わ
れ
ら
が
そ
の
ま
ま
で
救
わ
れ
る「
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
」で
あ
り
ま
す
。そ
し
て
宗
祖

は
三
国
七
祖
の
お
導
き
に
よ
っ
て『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』を
ご
製
作
に
な
ら
れ
、永
く
私
た
ち

の
真
に
生
き
抜
く
道
を
顕
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
大
乗
仏
教
の
至
極
た
る
浄
土
の
真
宗
が
開
か
れ
、時
代
と
国
を
超
え
て
全
て
の
人
々
の
苦

悩
と
悲
し
み
に
こ
た
え
る
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
、現
代
に
は
た
ら
き
続
け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
上
に
は
、本
日
の
御
遠
忌
法
要
を
勝
縁
と
し
て
、い
よ
い
よ
自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
く
し
、

あ
ら
ゆ
る
人
々
と
と
も
に
同
朋
社
会
の
顕
現
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
念
じ
、ご
挨
拶
と
い
た

し
ま
す
。

こ
ん 

げ
ん
ざ
い
せ
っ
ぽ
う

だ
い 

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

む  

う  

だ
い

こ
と

し
ゃ

い
っ
さ
い
し
ゅ
じ
ょ
う

じ

し
ん
き
ょ
う
に
ん
し
ん

け
ん 

げ
ん

じ
ゅ

し
ょ
う
じ

い

け
ん
じ
ょ
う
ど

し
ん
じ
つ
き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ょ
う
も
ん
る
い

し
ょ
う
え
ん

あ
き
ら

ぼ
ん
の
う
じ
ょ
う

ひ
ょ
う
ぼ
う

し
ょ
う
し
ん

げ

お
お  

た
に     

ち
ょ
う
ゆ
う

あ
ま 

た

お
ん 

ど
う 

ほ
う
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宗務総長祝詞宗務総長祝詞

ご
祝
詞

真
宗
大
谷
派
宗
務
総
長
　
木
越
　
渉

　

本
日
茲
に
金
沢
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
が
執
り
行
な
わ
れ
ま
す
こ
と
は

洵
に
慶
び
に
堪
え
ま
せ
ん
。

　

憶
え
ば
、親
鸞
聖
人
は
永
い
求
道
生
活
の
中
で
法
然
上
人
と
値
遇
さ
れ
、師
友
の
学
び
を
通
し
て

三
国
七
祖
の
教
説
に
導
か
れ
て
、真
実
の
教
、『
大
無
量
寿
経
』に
出
遇
わ
れ
ま
し
た
。そ
し
て
煩
悩
具

足
の
身
の
ま
ま
に
救
わ
れ
る
念
仏
易
行
の
一
門
に
通
入
さ
れ
た
感
動
を
以
っ
て『
顕
浄
土
真
実
教
行

証
文
類
』を
著
さ
れ
ま
し
た
。宗
祖
聖
人
が
出
遇
わ
れ
た
そ
の『
大
無
量
寿
経
』に
は「
如
来
無
蓋
の

大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
う
。世
に
出
興
し
た
ま
う
所
以
は
、道
教
を
光
闡
し
て
、群
萌
を

拯
い
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
」と
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。ま
こ
と
に
真
実
の

教
え
に
値
い
真
実
の
救
済
に
遇
う
こ
と
は
無
量
億
劫
に
も
得
難
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。本
願
他
力
の

大
道
が
、も
し
聖
人
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、私
共
の
人
生
は
ど
う
な
っ

て
い
た
で
し
ょ
う
か
。ま
さ
に
宗
祖
の
遺
さ
れ
た
言
葉
の
一
言
一
句
が「
無
明
長
夜
の
灯
炬
」と
し
て

私
達
を
導
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

爾
来
、身
命
を
省
み
ず
し
て
今
現
在
説
法
し
た
ま
う
親
鸞
聖
人
と
対
面
し
、聞
法
求
道
に
励
み
続

け
た
歩
み
こ
そ
、真
宗
門
徒
の
伝
統
で
あ
り「
帰
命
無
量
寿
如
来
」か
ら
始
ま
る
歓
喜
の
歌
、「
正
信

念
仏
偈
」を
朝
夕
勤
め
て
き
た
姿
こ
そ
真
宗
門
徒
の
証
し
で
あ
り
ま
す
。

　
二
〇
一
一
年
に
真
宗
本
廟
に
お
け
る
宗
祖
御
遠
忌
法
要
が
真
宗
同
朋
会
運
動
を
表
現
す
る
御
仏

事
と
し
て
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
千
載
一
遇
の
法
縁
に
遇
い
得
た
私
達
一
人
ひ
と
り
の
責
任
と
使

命
と
し
て
、新
し
い
交
わ
り
を
成
就
す
る
仏
法
を
基
と
す
る
社
会
の
実
現
に
向
け
、今
後
と
も
帰
依

三
宝
の
内
実
を
い
よ
い
よ
確
か
め
て
ま
い
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

願
わ
く
は
こ
の
た
び
の
金
沢
教
区
御
遠
忌
法
要
が「
宗
祖
と
し
て
の
親
鸞
聖
人
に
遇
う
」機
縁
と

な
り
、ま
た
聖
人
の
み
教
え
を
あ
ら
た
め
て
こ
の
身
に
聞
き
開
き
、願
生
浄
土
に
生
き
ん
と
す
る
御
同

朋
の
交
わ
り
の
場
と
な
り
ま
す
よ
う
切
に
念
願
し
、お
祝
い
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

き   

ご
し

わ
た
る

こ
こ

さ
ん
が
い

あ
ら
わ

こ
う
あ
い

お
ぼ

す
く

お
つ
こ
う

あ

せ
ん
ざ
い
い
ち
ぐ
う

が
ん
し
ょ
う

き   

え

さ
ん
ぼ
う じ 

ら
い

む 

み
ょ
う
じ
ょ
う
や

と
う 

こ

ゆ   

え

こ
う
せ
ん

む

が
い

も

ぐ
ん
も
う

ち

ぐ
う

ま
こ
と
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教区会議長挨拶教区会議長挨拶

坂
本
　
学

　
い
よ
い
よ「
金
沢
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
」が
、鶴
来
・
金
沢
両
別
院
で

厳
修
さ
れ
ま
す
。教
区
御
遠
忌
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
延
期
と
な
り
、私
た
ち

は
待
ち
遠
し
い
三
年
間
を
過
ご
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、そ
の
間
、金
沢
教
区
の
僧
侶
・
門
徒
は
、そ
れ
ぞ
れ
に
御
遠
忌
テ
ー
マ「
よ
ろ
こ
び
は 

い
つ

も
こ
こ
に ―

今
、親
鸞
さ
ま
に
出
あ
う
時―

 
」を
胸
に
、御
遠
忌
の
意
味
を
考
え
る
大
切
な
時
間
を

い
た
だ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、そ
の
思
い
が
、儀
式
作
法
の
研
鑽
や
法
要
の
習
礼
と
な
り
、ま
た
講
演
会
・
聞
法
会
の
開

催
、様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
・
実
施
す
る
と
い
う
動
き
に
な
り
ま
し
た
。今
、教
区
人
一
人
ひ
と
り

が
、そ
れ
ぞ
れ
の「
場
」で
御
遠
忌
に
参
画
し
、各
々
の
表
現
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
を
発
信
し
て
い
ま

す
。ま
さ
に
私
た
ち
自
身
が
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
ど
う
受
け
と
め
、い
た
だ
い
て
い
る
の
か
を
確
認

し
、そ
の
こ
と
が
同
時
に
周
り
の
有
縁
の
人
々
に
念
仏
に
生
き
た
親
鸞
聖
人
を
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
と
改
め
て
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
仏
教
は
、本
当
の
自
分
に
出
あ
い
、頷
く
こ
と
を
、そ
の
よ
ろ
こ
び
と
し
て
い
ま
す
。「
仏

道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、自
己
を
な
ら
ふ
な
り
」。こ
れ
は
鎌
倉
時
代
の
禅
僧
道
元
の
言
葉
で
す
。教
え

に
よ
っ
て
、自
分
自
身
が
あ
き
ら
か
に
な
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。そ
し
て
大
谷
大
学
初
代
学
長
の
清
澤

満
之
は「
自
己
と
は
何
ぞ
や
。是
れ
人
世
の
根
本
的
問
題
な
り
」と
自
分
に
出
あ
う
こ
と
、自
身
を
知

る
こ
と
の
大
切
さ
を
語
り
か
け
て
い
ま
す
。教
え
を
伝
え
て
い
く
こ
と
だ
け
に
か
か
わ
ら
ず
、各
自
が

色
々
な
こ
と
に
関
わ
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
が
あ
き
ら
か
に
な
り
、本
当
の
自
己
に
出
あ
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
、と
も
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
こ
の
御
遠
忌
の
円
成
が
、こ
れ
か
ら
の
金
沢
教
区
や
宗
門
の
あ
り
方
を
考
え
る
、ま
さ
に
真

宗
の「
再
興
」、そ
の
は
じ
ま
り
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

さ
か  

も
と

ま
な
ぶ

ご
挨
拶

し
ゅ
ら
い

え
ん
じ
ょ
う こ

ま
ん

し

じ
ん
せ
い

き
よ
ざ
わ

御
遠
忌
委
員
会
委
員
長

金
沢
教
区
会
議
長
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教務所長挨拶教務所長挨拶

ご
挨
拶

金
沢
教
務
所
長
　
髙
桒  

敬
和

　
こ
こ
金
沢
教
区
に
お
い
て
、門
徒
、僧
侶
、有
縁
の
方
々
の
尊
い
ご
懇
念
を
賜
り
、い
よ
い
よ「
宗
祖

親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
」が
厳
修
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。二
〇
二
〇
年
五
月
に

厳
修
さ
れ
る
予
定
で
し
た
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
や
、教
区
の
本
山
経
常
費
未
納

問
題
な
ど
の
事
柄
を
経
て
の
厳
修
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
教
区
御
遠
忌
が
初
め
て
発
案
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
八
年
の
こ
と
で
す
。そ
の
後
の
二
〇
一
一

年
に
は
東
日
本
大
震
災
、そ
し
て「
被
災
者
支
援
の
つ
ど
い
」と
し
て
勤
め
ら
れ
た
真
宗
本
廟（
東
本

願
寺
）で
の「
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
」を
、私
た
ち
は
体
験
い
た
し
ま
し
た
。

　
二
〇
一
三
年
に
提
出
さ
れ
た
教
区
御
遠
忌
計
画
概
要
に
は
、宗
門
の
御
遠
忌
円
成
を
受
け
て
、金

沢
教
区
の
御
遠
忌
を
お
迎
え
す
る
に
あ
た
り
、

　

①
宗
門
御
遠
忌
の
基
本
理
念「
宗
祖
と
し
て
の
親
鸞
聖
人
に
遇
う
」と
、同
テ
ー
マ
で
あ
る「
今
、い

　
　
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」を
確
認
す
る
。

　

②
教
区
内
全
ヵ
寺
が
聞
法
の
道
場
と
し
て
の
機
能
を
回
復
す
る
。

　

③
門
徒
・
僧
侶
共
に
真
宗
同
朋
会
運
動
の
願
い
に
生
き
る
機
縁
と
な
る
御
遠
忌
を
計
画
す
る
。

　

④
そ
の
初
め
と
し
て
教
区
・
別
院
が
一
体
と
な
っ
て
、御
遠
忌
を
厳
修
す
る
体
制
を
整
え
る
。

と
い
う
内
容
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
教
区
御
遠
忌
に
向
け
て
提
示
さ
れ
た
四
つ
の
行
動
目
標
は
、教
区
御
遠
忌
法
要
後
に
お
い
て

も
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
、強
く
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

　
い
ま
私
た
ち
の
生
活
は
、「
戦
争
」と
い
う
現
実
の
た
だ
中
に
在
り
ま
す
。弥
陀
の
本
願
は「
南
無
阿

弥
陀
仏
」と
な
っ
て
、「
十
方
衆
生
よ
」、「
世
界
の
人
び
と
よ
」と
私
た
ち
に
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。そ

し
て
、大
き
く
動
揺
す
る
こ
の
世
か
ら
は
、人
間
と
し
て
の
生
き
か
た
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
の
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
を
営
む
理
由
は
、私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
人
生

に
対
す
る
態
度
を
、親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
に
た
ず
ね
て
い
く
こ
と
だ
と
、い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
教
区
御
遠
忌
が
機
縁
と
な
り
、親
鸞
聖
人
に
た
ず
ね
て
い
く
仏
法
領
が
広
開
さ
れ
、承
継
さ

れ
て
い
く
こ
と
を
請
い
願
い
ま
す
。

た
か  

く
わ

た
か   

か
ずし

ょ
う
け
い

89



金沢教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌金沢教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌

門首表白門首表白

真
宗
大
谷
派
門
首
　
表
白

謹
ん
で
、弥
陀
・
釈
迦
二
尊
、並
び
に
三
世
十
方
の
諸
仏
に
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
日
こ
こ
に
、有
縁
の
同
朋
あ
い
集
い
て
、恭
し
く
尊
前
を
荘
厳
し
、懇
ろ
に
聖
教
を
拝
読
し
、仏

徳
を
讃
嘆
し
て
、金
沢
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
を
厳
修
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
、宗
祖
親
鸞
聖
人
の
撰
述
さ
れ
た『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』を
も
っ
て
三
宝
帰
依
の
相
を

案
ず
る
に
、ま
ず
、そ
の
序
に
言
く
、

「
竊
か
に
以
み
れ
ば
、難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船
、無
碍
の
光
明
は
無
明
の
闇
を
破
す
る

恵
日
な
り
」と
。

　

宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、三
国
七
祖
の
お
導
き
に
よ
っ
て『
大
無
量
寿
経
』の
教
説
に
遇
わ
れ
、私
た
ち

迷
い
多
き
凡
愚
の
身
が
不
思
議
に
拯
済
わ
れ
る
念
仏
易
行
の
大
道
に
立
ち
、そ
の
感
動
を
も
っ
て『
顕

浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』を
あ
ら
わ
さ
れ
ま
し
た
。聖
人
は
、如
来
の
本
願
に
相
応
さ
れ
た
そ
の
歩
み

に
お
い
て
、南
無
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
現
実
生
活
の
た
だ
中
に
興
さ
れ
、今
日
も
な
お「
共
に
願
生
浄

土
の
道
を
歩
ま
ん
」と
励
ま
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。私
た
ち
は
共
に
、聖
人
の
み
声
を
聞
信
し
つ

つ
、こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
法
要
厳
修
の
意
義
を
確
か
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
、顕
浄
土
真
実
信
文
類
序
に
言
く
、

「
末
代
の
道
俗
・
近
世
の
宗
師
、自
性
唯
心
に
沈
み
て
浄
土
の
真
証
を
貶
す
、定
散
の
自
心
に
迷
い
て

金
剛
の
真
信
に
昏
し
」と
。

　
こ
と
に
、我
が
思
い
を
頼
み
と
し
、我
が
心
を
よ
し
と
し
て
、長
く
迷
い
の
海
に
沈
ん
で
い
る
群
萌
の

苦
悩
を
我
が
苦
悩
と
し
、そ
れ
を
哀
れ
み
同
感
し
て
、す
べ
て
の
衆
生
を
助
け
ん
と
す
る
阿
弥
陀
如
来

の
誓
願
を
、聖
人
は
深
く
信
じ
て
念
仏
申
す
身
と
な
ら
れ
ま
し
た
。私
た
ち
が
、日
々
お
勤
め
し
て
い

る『
正
信
念
仏
偈
』は
、ま
こ
と
に「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」に
生
き
る
聖
人
の
歓
喜
の
偈
で

あ
り
、そ
の
響
き
を
と
お
し
て
、私
た
ち
は
仏
道
を
歩
む
確
か
さ
を
生
活
の
中
に
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

釈
尊
及
び
諸
仏
の
お
導
き
に
よ
っ
て
、か
た
じ
け
な
く
も
救
済
の
歴
史
に
加
え
ら
れ
る
事
実
は
、生
死

無
常
の
世
界
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、何
も
の
に
も
替
え
難
い
、尊
き
こ
と
と
受
け
と
め
る
も
の
で

さ
ん 

ぜ  

じ
っ
ぽ
う

ご
ん
し
ゅ
う

う
や
う
や

ね
ん
ご

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

さ
ん
だ
ん

せ
ん
じ
ゅ
つ

お
も
ん

ひ
そ

ぐ 

ぜ
い

え
　
に
ち

ぼ
ん 

ぐ

す   

く

お
こ

ど

ご
ん
せ

こ
ん
ご
う

し
ん
し
ん

く
ら

じ
し
ょ
う
ゆ
い
し
ん

し
ず

へ
ん

じ
ょ
う
さ
ん

ま
ど

ぐ
ん
も
う

し
ゅ
じ
ょ
う

う
た

し
ょ
う
じ

が
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う

ど

あ
ん

の
た
ま
わ

さ
ん
ぼ
う

き
　
え

す
が
た

け
ん
じ
ょ
う
ど

し
ん
じ
つ
き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ょ
う
も
ん
る
い

む
じ
ょ
う
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門首表白門首表白

金
沢
教
区
を
挙
げ
て
、常
に
自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
く
し
、あ
ら
た
め
て
同
朋
社
会
の
顕
現
に
努
め

る
こ
と
を
誓
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

伏
し
て
申
し
上
げ
ま
す
。仏
祖
の
御
照
護
を
請
い
、如
来
広
大
の
威
徳
を
讃
え
奉
り
、二
〇
二
三
年

五
月
二
十
一
日
、真
宗
大
谷
派
門
首　

釋
修
如　

敬
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
り
ま
す
。

　

次
に
、顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
に
言
く
、

「
竊
か
に
以
み
れ
ば
、聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り
」と
。

　

聖
人
の
御
一
流
に
あ
ず
か
る
私
た
ち
は
、こ
こ
に
御
遠
忌
の
御
仏
事
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
、

ま
た
と
な
い
機
会
を
得
ま
し
た
。

　

仏
教
が
人
類
に
ひ
ら
か
れ
た
教
え
と
し
て
現
代
に
存
在
し
続
け
る
意
義
は
、こ
の
私
一
人
の
生
涯

に
お
い
て
証
し
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。人
間
の
理
知
分
別
の
限
界
が
露
わ
と
な
り
な
が
ら
も
、引

き
返
せ
な
い
混
迷
の
時
代
に
あ
っ
て
、念
仏
の
教
え
は
、生
活
に
確
か
な
方
向
を
与
え
、懈
慢
界
に
留

ま
ろ
う
と
す
る
自
ら
の
有
り
方
を
常
に
厳
し
く
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　
い
よ
い
よ
、聖
人
の「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た

め
な
り
け
り
」と
の
ご
述
懐
を
深
く
受
け
と
め
、帰
依
三
宝
の
精
神
に
お
い
て
示
さ
れ
る
真
の
共
同

体
、す
な
わ
ち「
僧
伽
」の
意
義
を
、人
間
の
現
実
の
う
え
に
聞
き
開
か
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。こ
こ
に
、

し
ょ
う
ど
う

す
た

あ
か

じ
ゅっ
か
い

さ
ん
が

じ 

し
ん
き
ょ
う
に
ん
し
ん

ご

こ
う

し

ゆ
い

ご 

し
ょ
う
ご

し
ゅ
う
に
ょ

こ

た
た

た
て
ま
つ

け
ん
げ
ん

あ
ら

け

ま
ん 

が
い

い
ち
に
ん

さ
か
り
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鶴来別院日程鶴来別院日程

鶴来
別院

5
月
13
日
土
法
要
日
程

帰
敬
式
法
話
　
松
扉  

等
氏（
金
沢
市
二
俣
町 

本
泉
寺
）

帰
敬
式  

鍵
役
執
行

法
話
　
大
窪  

康
充
氏（
白
山
市
安
吉
町 

浄
土
寺
）

御
遠
忌
委
員
会
委
員
長 

挨
拶

逮 

夜  

御
参
修

　
先
　
乱
　   

声

　
　
　
出
　
　
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

下
臈
出
仕

　
次
　
着
座
楽

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
文
類
偈
　   

真
四
句
目
下
　

　
　
　
念
仏
讃
　   

淘
八
　
　
　
三
重
念
仏
　
附
　
　
物

　
　
　
　 

和 

讃
　    

弥
陀
成
仏
ノ
コ
ノ
カ
タ
ハ
　次
第
六
首

　
　
　
五
遍
反

　
次
　
回
　
　
向
　    

世
尊
我
一
心
　
　
　
　
　 

附
　
　
物

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
退
出
楽

　
　
　
　
退
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
臈
退
出

　
　
　
御
俗
姓

終
了
予
定

10
時
30
分

13
時
30
分

14
時
30
分

13
時

11
時

帰
敬
式

　
古
く
か
ら「
お
か
み
そ
り
」と
い
わ
れ
、

人
と
し
て
生
ま
れ
た
意
義
と
生
き
る
喜

び
を
見
出
し
た
い
と
願
う
私
た
ち
に
と
っ

し
ょ
う
ひ

か
ぎ
や
く

き
き
ょ
う
し
き

お
お
く
ぼ

た
い  

や

ご
さ
ん
し
ゅ
う

ら
ん         

じ
ょ
う

し
ゅっ          

し

げ 

ろ
う
し
ゅっ
し

ち
ゃ
く  

ざ   

が
く

そ
う         

ら
い

も
ん
る
い

げ

ね
ん 

ぶ
つ 

さ
ん

つ
け         
も
の

せ
そ
ん
が
い
っ
し
ん

み
だ
じ
ょ
う
ぶ
つ

ご   

へ
ん  

が
え
し

え          

こ
う

ご   

ぞ
く
し
ょ
う

た
い
し
ゅ
つ
が
く

し 

だ
い
ろ
く
し
ゅ

わ   

さ
ん

し
ん
し  

く  

め 

さ
げ

こ
う
じ
ゅ
う

ひ
と
し

約
25
分

約
25
分

約
60
分

約
45
分

浄
土
真
宗

　
宗
祖
親
鸞
聖
人
は「
よ
き
ひ
と
」法
然

上
人
と
の
出
遇
い
を
通
し
て
、阿
弥
陀
仏

の
本
願
念
仏
の
教
え
に
立
つ
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。そ
の
出
遇
い
の
意
味
を
生
涯
に

わ
た
る
聞
思
の
中
で
、『
顕
浄
土
真
実
教

行
証
文
類（
教
行
信
証
）』を
撰
述
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
、そ
の
教
え
を「
浄

土
真
宗
」と
顕
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

真
宗
大
谷
派

　

本
山
を
真
宗
本
廟
と
称
し
、東
本
願

寺
の
名
称
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。御
真

影
を
安
置
す
る
御
影
堂
と
御
本
尊
を
安

置
す
る
阿
弥
陀
堂
の
両
堂
が
あ
り
ま
す
。

灯
明
リ
レ
ー

主
催
：
金
沢
教
区
大
谷
ス
カ
ウ
ト
協
議
会

5
月
2
日（
火
） 

金
沢
別
院
出
発
　
翌
3
日
真
宗
本
廟
に
て
灯
明
受
渡
式

5
月
5
日（
金
） 

8
時
か
ら
鶴
来
別
院
本
堂
に
て
灯
明
到
着
式

　
　
〃
　 

　 

　 

15
時
30
分
か
ら
金
沢
別
院
本
堂
に
て
灯
明
到
着
式
を
予
定

京
都
・
真
宗
本
廟
か
ら
金
沢
・
東
別
院
へ
と
灯
明
を
お
運
び
し
ま
す
。そ
の
リ

レ
ー
さ
れ
た
灯
明
を
用
い
、御
遠
忌
法
要
が
営
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
通
し

て
、浄
土
真
宗
の
教
え
が「
私
」に
ま
で
届
い
た
歴
史
や
伝
え
繋
い
で
き
た
人

の
縁
を
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
い
、開
催
さ
れ
ま
す
。

て
、如
来
の
教
え
を
拠
り
所
と
し
て
生
き

る
、歩
み
の
出
発
を
期
す
大
切
な
儀
式
で

す
。こ
の
帰
敬
式
で
は
、「
お
か
み
そ
り

（
剃
髪
）」を
受
け
、仏・法・僧
の
三
宝
に

帰
依
す
る
こ
と
を
誓
い
、法
名
を
い
た
だ

き
ま
す
。

　

念
仏
申
す
生
活
の
中
に
如
来
の
本
願

を
聞
き
ひ
ら
き
、あ
ら
ゆ
る
人
々
を
御
同

朋
御
同
行
と
し
て
敬
わ
れ
た
親
鸞
聖
人

を
宗
祖
と
仰
ぎ
、共
に
仏
道
を
歩
む
真
宗

門
徒
に
な
ろ
う
と
す
る
出
発
の
儀
式
が

帰
敬
式
な
の
で
す
。

ぶ
っ
　ぽ
う

て
い
は
つ

よ

さ
ん
ぼ
う

そ
う

お
ん
ど
う

し
ん
し
ゅ
う
ほ
ん
び
ょ
う

ね
い

ご
え
い
ど
う

ご 

し
ん金沢別院報恩講-帰敬式の様子-（2019年）

ぼ
う
お
ん
ど
う
ぎ
ょ
う
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楽
と
舞
楽
の
二
つ
の
演
奏
形
態
が
あ
り
ま

す
。当
派
の
雅
楽
で
は
、法
要
儀
式
の
進

行
に
ふ
さ
わ
し
い
形
態
と
な
って
お
り
、用

い
ら
れ
る
楽
器
は
、笙
、篳
篥
、龍
笛
、鞨

鼓
、太
鼓
、鉦
鼓
で
す
。雅
楽
に
舞
が
伴
う

と
舞
楽
と
呼
ば
れ
、浄
土
の
荘
厳
の
一
つ

と
し
て
法
要
舞
楽
が
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。こ
の
た
び
の
御
遠
忌
法
要
に
は
、金
沢

「
澄
音
会
」の
皆
様
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

鶴来
別院

5
月
14
日
日
法
要
日
程

晨 

朝
　
先
　
出
　
　
仕

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
正
信
偈
　
　
真
読

　
　
　
念
仏
讃
　
　
淘
八

　
　
　
　 
和 
讃
　
　 

本
師
龍
樹
菩
薩
ハ
　
　    

次
第
六
首

　
　
　
五
遍
反

　
次
　
回
　
　
向
　
　 
我
説
彼
尊
功
徳
事
　
　
　
　
　
　

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
退
　
　
出

　
　
　
御
　
　
文
　
　 

鸞
聖
人（
三
ー
九
）

法 

話
　
熊
谷 

宗
惠
氏（
金
沢
市
石
引 

仰
西
寺
）

庭 

儀
舞 

楽
宗
務
総
長 

挨
拶

日 

中  

御
参
修

　
先
　
着 

座 

楽

　
　
　
出
　
　
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

下
臈
出
仕

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
伽
　
　
陀
　
　 

稽
首
天
人
　
　
　
　
　
　
附
　
　
物

　
次
　
登
高
座
楽

　
　
　
登 

高 

座

　
次
　
表
　
　
白 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

〔
10
頁
参
照
〕

　
次
　
伽
　
　
陀
　    

先
請
弥
陀
　
　
　
　
　
　
附
　
　
物

　
次
　
御
　
　
経
　    

仏
説
無
量
寿
経（
抄
）　  

音
木
有
之

　
次
　
伽
　
　
陀
　    

万
行
倶
廻
　
　
　
　
　
　
附
　
　
物

　
次
　
賦
華
籠
楽

　
次
　
漢
音
阿
弥
陀
経

　
　
　
行
道
散
華

　
次
　
撤
華
籠
楽 

兼 

下
高
座
楽

　
　
　
下 

高 

座
　
　

　
次
　
伽
　
　
陀
　    

若
聞
此
法
　
　
　
　
　
　
附
　
　
物

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
願 

生 

偈
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
念 

仏 

讃
　    

淘
八
　
　
　
三
重
念
仏
　
附
　
　
物

　
　
　
　
和 

讃
　    

三
朝
浄
土
ノ
大
師
等
　
　
次
第
三
首

　
次
　
回
　
　
向
　    

願
以
此
功
徳
　
　
　
　
　
附
　
　
物

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
退 

出 

楽

　
　
　
退
　
　
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

下
臈
退
出

終
了
予
定

7
時

9
時
30
分

10
時

11
時

15
時

13
時

じ
ん
じ
ょ
う

し
ん
ど
く

が   

が
く

と
う  

こ
う   

ざ
ぶ   

が
く

ほ
ん
じ
り
ゅ
う
じ
ゅ
ぼ
さ
つ

が  

せ  

ぴ 

そ
ん 

く 

ど
く
じ

ら
ん
し
ょ
う
に
ん

く
ま
が
い

て
い    

ぎ

ぶ    

が
く

か           

だ

と
う
こ
う
ざ
が
く

ひ
ょ
う      

び
ゃ
く

ぜ
ん
し
ょ
う
み
だ

ぶ
っ
せ
つ
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う
し
ょ
う

お
ん
ぎ
こ
れ
あ
り

ま
ん
ぎ
ょ
う
く
え

ふ  

け 

こ
う
が
く

か
ん
の
ん
あ  

み 

だ
き
ょ
う

ぎ
ょ
う
ど
う
さ
ん
げ

げ   

こ
う   

ざ

て
っ 

け
こ
う
が
く

に
ゃ
く
も
ん
し
ほ
う

が
ん  

し
ょ
う 

げ

さ
ん
ち
ょ
う
じ
ょ
う
ど  

だ
い
し
と
う

け
し
ゅ
て
ん
に
ん

そ
う 

え

約
25
分

約
60
分

約
30
分

約
120
分

約
40
分

雅
楽・舞
楽

　
落
慶
法
要
、御
遠
忌
法
要
、報
恩
講
な

ど
の
大
き
な
法
要
時
に
は
、荘
厳
に
雅
楽

が
用
い
ら
れ
ま
す
。元
来
雅
楽
に
は
、管
弦

登
高
座

　
御
本
尊
の
正
面
に
あ
り
ま
す
礼
盤
に

登
壇
し
て
、儀
式
の
導
師
を
勤
め
る
作

法
を
登
高
座
と
い
い
ま
す
。表
白（
法
要

の
趣
旨
や
願
い
を
申
し
述
べ
る
こ
と
）や

経
典
読
誦
の
導
師
を
勤
め
ま
す
。

金沢別院報恩講-登高座の様子-（2022年）金沢教区蓮如上人五百回御遠忌法要
-金沢別院での舞楽-（20０１年）

ら
っ
け
い
ほ
う
よ
う

ら
い
は
ん

し
ょ
う

し
ょ
う
こ

こ

し
ょ
う
ご
ん

ち
ょ
う
い
ん
か
い

ひ
ち
り
き

か
っ

り
ゅ
う
て
き
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金沢教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌金沢教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌

金沢別院日程金沢別院日程

逮
夜・晨
朝・日
中

　
真
宗
大
谷
派
の
法
要
は
、午
後
の
お
勤

め
の「
逮
夜
」に
始
ま
り
、翌
朝
の「
晨

朝
」、そ
し
て「
日
中
」と
勤
ま
り
、そ
れ

ら
を
一
括
り
で「
一
昼
夜
」と
言
い
ま
す
。

こ
の
た
び
の
御
遠
忌
法
要
は
、鶴
来
別
院

で
は
一
昼
夜
、金
沢
別
院
で
は
二
昼
夜
と

し
て
厳
修
さ
れ
ま
す
。

金沢
別院

5
月
19
日
金
法
要
日
程

御
遠
忌
委
員
会
委
員
長
挨
拶
　
合
唱
団「
蓮
」代
表
挨
拶

音
楽
法
要

　
一　
　 

入
　
　
　
堂

　
二
　
　
出
　
仕
　
曲
　

　
三
　
　
着
　
座
　
曲
　

　
四
　
　
総
　
　
　
礼
　

　
五
　
　
登
高
座
曲
　

　
六
　
　
三
　
帰
　
依
　

　
七
　
　
表
　
　
　
白
　

　
八
　
　
散
　
華
　
曲
　

　
九
　
　
下
高
座
曲
　

　
十
　
　
総
　
　
　
礼
　

　
十
一　 

正
　
信
　
偈
　
真
読

　
十
二
　
念
仏
・
和
讃
　「
一
一
の
は
な
の
な
か
よ
り
は
」

　
十
三
　
回
　
　
　
向

　
十
四
　
総
　
　
　
礼

　
十
五
　
退
　
出
　
曲

　
十
六
　
退
　
　
　
堂

舞 

楽
法 

話
　
藤
原 

千
佳
子
氏（
川
北
町
字
壱
ツ
屋 

浄
秀
寺
）

御
遠
忌
委
員
会
委
員
長
挨
拶

初
逮
夜

　
先
　
乱
　
　
声

　
　
　
出
　
　
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

下
臈
出
仕

　
次
　
着
座
楽

　
次
　
総
　
　
礼
　
　

　
次
　
正
信
偈
　   

真
四
句
目
下
　
　
　

　
　
　
念
仏
讃
　   

淘
八
　
　
　
三
重
念
仏
　
附
　
　
物

　
　
　
　
和
讃
　    

弥
陀
成
仏
ノ
コ
ノ
カ
タ
ハ
　
次
第
六
首

　
　
　
五
遍
反

　
次
　
回
　
　
向
　    

世
尊
我
一
心
　
　　
　
　 

附
　
　
物

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
退
出
楽
　
　

　
　
　
　
退
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
臈
退
出

　
　
　
御
　
　
文
　    

大
坂
建
立（
四
ー
十
五
）

終
了
予
定

10
時

14
時
30
分

11
時

13
時

13
時
30
分

約
30
分

約
25
分

約
60
分

約
45
分

音
楽
法
要

　

音
楽
法
要
と
は
、西
洋
音
楽
の
表
現

に
よ
る
法
要
で
す
。東
本
願
寺
で
は
１
９

６
１（
昭
和
３６
）年
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
七

百
回
御
遠
忌
法
要
に
お
い
て
、松
下
眞

一
氏（
作
曲
家
）制
作
の
音
楽
法
要
曲
を

用
い
て
初
め
て
法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。

以
来
、４
月
１
日
の
親
鸞
聖
人
御
誕
生

会
は
音
楽
法
要
に
よ
っ
て
勤
ま
っ
て
い
ま

す
。今
回
勤
め
ま
す
音
楽
法
要
は
、東
本

願
寺
に
お
け
る
２
０
１
１
年
の
宗
祖
親

鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
を
機
に
新

れ
ん

さ
ん     

き      

え

さ
ん     

げ     

き
ょ
く

た
い   

や

じ
ん
じ
ょ
う

に
っ 

ち
ゅ
う

ち
い
ち

ふ
じ
わ
ら
　
ち   

か   

こ
お
お
ざ
か
こ
ん
り
ゅ
う

い
っ
ち
ゅ
う
や

ご
ん
し
ゅ
う

宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要
-真宗本廟、御影堂での音楽法要の様子-（2023年4月1日）

実
徳
英
氏（
作
曲
家
）に
よ
る
新
た
な
音

楽
法
要
曲
を
用
い
ま
す
。僧
侶
と
門
徒

が
共
に
お
勤
め
で
き
る
よ
う
次
第
が
編

集
さ
れ
て
い
ま
す
。

1819



金沢教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌金沢教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌

金沢別院日程金沢別院日程

金沢
別院

5
月
20
日
土
法
要
日
程

初
晨
朝  

御
参
修

　
先
　
出
　
　
仕

　
次
　
総
　
　
礼
　
　

　
次
　
正
信
偈
　 

中
読
　
　
　

　
　
　
念
仏
讃
　 

淘
八
　
　
　
　

　
　
　
　 
和
讃
　
　
本
師
龍
樹
菩
薩
ハ
　      

次
第
六
首

　
　
　
五
遍
反

　
次
　
回
　
　
向
　
　
我
説
彼
尊
功
徳
事
　
　
　
　
　
　

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
退
　
　
出

　
　
　
御
　
　
文
　  

毎
年
不
闕（
三
ー
十
一
）

縁 

儀
御
遠
忌
委
員
長
挨
拶

高
額
進
納
者
代
表
者
表
彰

初
日
中  

御
参
修

　
先
　
着 

座 

楽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
出 

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
臈
出
仕

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
伽
　
　
陀
　  

稽
首
天
人
　
　
　
　
　
　
附
　
　
物

帰
敬
式
法
話
　
相
馬 

豊
氏（
白
山
市
相
川
町 

道
因
寺
）

結
願
逮
夜  

御
参
修

　
先
　
乱
　
　
声

　
　
　
　 

出
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
臈
出
仕

　
次
　
着
座
楽

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
文
類
偈
　 

句
切

　
　
　
念
仏
讃
　 

淘
十
　
　
　
三
重
念
仏
　
附
　
　
物

　
　
　
　
和
　
讃
　  

五
十
六
億
七
千
萬
　
　
　
次
第
六
首

　
　
　
七
遍
反

　
次
　
回
　
　
向
　  

世
尊
我
一
心
　
　
　  

　
附
　
　
物

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
退
出
楽

　
　
　
　 

退
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
臈
退
出

　
　
　
御
俗
姓

帰
敬
式  

門
首
執
行

舞 

楽
終
了
予
定

　
次
　
登
高
座
楽

　
　
　
登 

高 

座
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
次
　
式 

初 

段

　
次
　
伽
　
　
陀
　  

若
非
釈
迦
　
　
　
　
　
　
附
　
　
物

　
次
　
念
　
　
仏

　
次
　
式 

二 

段

　
次
　
伽
　
　
陀
　  

世
尊
説
法
　
　
　
　
　
　
附
　
　
物

　
次
　
念
　
　
仏

　
次
　
式 

三 

段

　
次
　
伽
　
　
陀
　  

身
心
毛
孔
　
　
　
　
　
　
附
　
　
物

　
次
　
念
　
　
仏

　
次
　
嘆 

徳 

文

　
次
　
下
高
座
楽

　
　
　
下 

高 

座

　
次
　
伽
　
　
陀
　  

直
入
弥
陀
　
　
　
　
　
　
附
　
　
物

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
文 

類 

偈
　  

草
四
句
目
下
　

　
　
　
念 

仏 

讃
　  

淘
八
　
　
　
三
重
念
仏
　
附
　
　
物

　
　  

　 

和 

讃
　  

生
死
ノ
苦
海
ホ
ト
リ
ナ
シ
　次
第
四
首

　
次
　
回
　
　
向
　  

願
以
此
功
徳
　
　
　
　
　
附
　
　
物

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
退 

出 

楽

　
　
　
　
退
　
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
臈
退
出

6
時

9
時

15
時
30
分

16
時
30
分

17
時

13
時

13
時
30
分

約
45
分

約
60
分

約
80
分

10
時

約
25
分

約
90
分

約
60
分

約
30
分

行
道（
庭
儀・縁
儀
）

　
重
要
な
法
要
に
お
い
て
行
わ
れ
る
儀
式

で
、行
列
を
作
っ
て
道
を
歩
き
ま
す
。行

道
散
華
は
ご
本
尊
を
中
心
と
し
て
列
を

な
し
練
り
歩
き
な
が
ら
仏
前
に
華（
は
な

び
ら
）を
散
布
し
、仏
を
讃
嘆
す
る
も
の

で
、縁
側
を
め
ぐ
る
縁
儀
や
庭
ま
で
め
ぐ

る
庭
儀
が
あ
り
ま
す
。１４
日
の
鶴
来
別
院

で
は
庭
儀
、金
沢
別
院
で
は
20
日
に
縁

儀
、21
日
に
は
庭
儀
が
行
わ
れ
ま
す
。

し
ん
じ
ん
も
う
く

に
ゃ
く
ひ
し
ゃ
か

せ
そ
ん
せ
っ
ぽ
う

じ
き
に
ゅ
う
み
だ

し
ょ
う
じ

く
か
い

ぎ
ょ
う
ど
う

て
い   

ぎ

え
ん   

ぎ

そ
う  

ま   

ゆ
た
か

け
ち
が
ん
た
い  

や

く
ぎ
り

も
ん
し
ゅ

ま
い
ね
ん
ふ 

け
つ

ち
ゅ
う
ど
く

金沢教区蓮如上人五百回御遠忌法要
-金沢別院での庭儀の様子-（20０１年）
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金沢教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌金沢教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌

金沢別院日程金沢別院日程

金沢教区蓮如上人五百回御遠忌法要
-金沢別院-（20０１年）

10
時

金沢
別院

5
月
21
日
日
法
要
日
程

結
願
晨
朝  

御
参
修

　
先
　
出
　
　
仕

　
次
　
総
　
　
礼
　
　

　
次
　
正
信
偈
　   

真
読
　
　
　

　
　
　
念
仏
讃
　   

淘
十
　
　
　

　
　
　
　 
和
讃
　    

南
無
阿
弥
陀
仏
ノ
回
向
ノ
　
次
第
六
首

　
　
　
七
遍
反

　
次
　
回
　
　
向
　    
我
説
彼
尊
功
徳
事
　
　
　
　
　
　

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
退
　
　
出

　
　
　
御
　
　
文
　    

御
正
忌（
五
ー
十
一
）

法 

話
　
木
越 

樹
氏（
か
ほ
く
市
高
松 

光
專
寺
）

庭 

儀
舞 

楽
宗
務
総
長 

挨
拶

高
額
進
納
者
代
表
者
表
彰

結
願
日
中  

御
親
修  

御
参
修

　
先
　
着 

座 

楽

　
　
　
　
出
　
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

下
臈
出
仕

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
伽
　
　
陀
　 

　
稽
首
天
人
　
　
　
　
　
　  

附
　
　
物

　
次
　
登
高
座
楽

　
　
　
登 

高 

座

　
次
　
表
　
　
白
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

〔
10
頁
参
照
〕

　
次
　
伽
　
　
陀
　 

　
先
請
弥
陀
　
　
　
　
　
　  

附
　
　
物

　
次
　
御
　
　
経
　 

　
仏
説
無
量
寿
経
巻
上
　
　  

音
木
有
之

　
次
　
伽
　
　
陀
　 

　
万
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此
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三
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念
仏
　  

附
　
　
物

　
　
　
　 

和
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三
朝
浄
土
ノ
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等
　  

　
次
第
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首

　
次
　
回
　
　
向
　
　 

願
以
此
功
徳
　
　
　
　
　  

附
　
　
物 

　
次
　
総
　
　
礼

　
次
　
退 

出 

楽

　
　
　
　 

退
出

門
首
御
挨
拶

終
了
予
定

6
時

9
時
30
分

14
時
30
分

14
時
40
分

12
時
30
分

11
時
30
分

約
50
分

約
60
分

約
30
分

約
120
分

約
25
分

御
遠
忌

　
御
遠
忌
と
は
、宗
祖
親
鸞
聖
人
、真
宗

再
興
の
祖
で
あ
る
本
願
寺
八
代
蓮
如
上

人
の
、五
十
年
に
一
度
厳
修
さ
れ
る
年
忌

門
首・鍵
役

　

門
首
は
、真
宗
大
谷
派
の
す
べ
て
の
僧

侶
及
び
門
徒
を
代
表
し
て
、真
宗
本
廟
の

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
真
影
の
お
給
仕
と
仏

祖
崇
敬
の
任
に
あ
た
り
ま
す
。そ
し
て
、

僧
侶
及
び
門
徒
の
首
位
に
あ
っ
て
、同
朋

と
と
も
に
真
宗
の
教
法
を
聞
信
す
る
地

位
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
鍵
役
は
、儀
式
に
つ
い
て
門
首
を
補
佐

す
る
職
務
で
、宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御
真

影
の
安
置
さ
れ
て
い
る
御
厨
子
の
扉
を
、

毎
日
開
け
閉
め
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
門
首
が
出
仕
す
る
こ
と
を「
御
親
修
」

と
い
い
、鍵
役
が
出
仕
す
る
こ
と
を「
御

参
修
」と
い
い
ま
す
。

け
ち
が
ん
じ
ん
じ
ょ
う

え 

こ
う

な  

む  

あ  

み  

だ 

ぶ
つ

ご
し
ょ
う
き

ご
し
ん
し
ゅ
う

き  

ご
し  

た
つ
る

ご
し
ん
ね
いお

ず

しご
し
ん
し
ゅ
うご

そ
う
き
ょ
う

か
ぎ
や
く

も
ん
し
ゅ

さ
ん
し
ゅ
う

法
要
を
指
し
ま
す
。

　

御
遠
忌
は
、親
鸞
聖
人
が
顕
か
に
し
、

蓮
如
上
人
が
分
か
り
易
く
広
め
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
真
宗・念
仏
の
教
え
を
私
た

ち
自
身
が
確
か
め
、そ
し
て
未
来
の
多
く

の
人
た
ち
に
伝
え
て
い
く
た
め
の
大
切
な

仏
事・法
要
で
す
。
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鶴来別院案内図／鶴来別院周辺地図金沢別院案内図／金沢別院周辺地図

休憩スペース（大型テント）食事スペース

20日・21日：稚児集合場所
授乳室・おむつ替え室
（20日・21日のみ）

旧
園
舎

本
堂

東
別
院
会
館

金
沢
真
宗
会
館

金
沢
大
谷
会
館 大

門

金
沢
幼
稚
園

舞台

受付
自然階

上堤町

浅
野
川

金澤表参道
（横安江町商店街）

案内図

金沢別院周辺図
金沢駅前中央

別院通り口

西門口前

安江町北

むさし西

むさし

白銀

ポルテ
金沢

JR金沢駅
東口

金沢
エムザ

リファーレ
金沢

近江町
市場

かなざわ
はこまち 明成小学校

金沢別院

駐車及び乗降場所はありません

［境 内］
●キッチンカー

●法蔵館書店
●谷内正遠（木版画）販売コーナー
●金澤表参道（横安江町商店街）

つるぎ
ショッピング
スクエア
レッツ

公立つるぎ病院

つるぎ病院 職員駐車場

鶴来本町

小堀
酒造

じんずし

かき屋

ばん処
まる濱屋

うどん
みよしの 蒲焼

金間屋

山田葬儀店

松むら
鮮魚店

洋菓子
Haku

クルマ
スポーツ

北陸電力送配電
鶴来変電所

よねだ
旅館

コメヤ
薬局

萬寿荘
さわだ旅館

花月荘

鶴来別院

帰敬式・稚児駐車場

キ
ッ
チ
ン
カ
ー

一般駐車場

鶴来別院周辺図

14日：稚児集合場所

法蔵館書店
谷内正遠（木版画）販売コーナー

総合案内

救護室本堂地下

金澤表参道（横安江町商店街）

﹇
金
沢
教
務
所
事
務
所
﹈

﹇
金
沢
別
院
事
務
所
﹈

受付 救護
自然階

本
堂

会
館

案内図

総合案内
﹇
鶴
来
別
院
事
務
所
﹈

キッチンカー

※別院まで徒歩10分（約700m）
※当日、駐車場係がいます

※レッツには駐車
　しないでください。

5/19（金）3台　5/20（土）6台　5/21（日）10台

キッチンカー

●キッチンカー
5/13（土）6台　5/14（日）8台
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御遠忌紹介御遠忌紹介

子どもごえんき
5月28日（日）

10時～15時時間

9時～16時時間
真宗大谷派 金沢別院
（石川県金沢市安江町15-52）

会場

日程

「なむあみだぶつ」を広めたしんらんさまが
亡くなって７５０年がたちます。
長い年月がたつと「なむあみだぶつ」が忘
れ去られ、人と人とのつながりがバラバラ
になってしまいます。
「なむあみだぶつ」のこころ、そして、人と
人とのつながりを取り戻すために、５０年に
 １度みなが集うことを「ごえんき」といいま
す。今回のごえんきは、新しくなった別院で
のでの開さいです。
「なむあみだぶつ」を一人ひとりのもとへ
取り戻すミッションへ出発しよう！
みんなの力を貸してくれ！

10：00　オープニング
10：20　法要 （おつとめ「正信偈」）
10：50　休憩
11：10　音楽劇「セロ弾きのゴーシュ」
　　　　〈上演〉わらべうたとえんげきの広場 はちみつ
12：10　劇終了
13：00　イベント開始 （謎解きゲーム、しんらんさま〇×クイズ、法話マジック教室、念珠作り）
15：00　エンディング

別院のあゆみ展

花展

4月1日（土）～5月31日（水）

※12日は13時～
5月12日（金）～18日（木）

5月19日（金）
 ～21日（日）

真宗会館1階ホール・
会議室（特別展）

特別展 真宗王国北陸の宝物展

主催：別院のあゆみ展実行委員会

主催：金沢教区大谷婦人会連絡協議会

主催：子どもごえんき実行委員会

会場

金沢別院の歴史を振り返る。
ゆかりの品や期間限定で宝物も展示します。

※当日は各自で、念珠と水筒をご持参くだ
　さい。未就学児の方は、必ず保護者の同
　伴をお願いします。
※駐車場はありません。また、安全のため
　入口周辺での乗り降りはできませんの
　で、ご注意ください。

法要（おつとめ）に参加され
たお子さんには記念品と食
事券※がつきます。
※当日キッチンカーで利用できる食事
　券をお渡しします。

＝あゆみ展
＝花展

納骨堂

会
議
室

ホール

囲
炉
裏

金沢真宗会館1階

控室

あ
ゆ
み
展
特
別
展

金沢別院ゆかりの品展示 金沢別院の歴史をたどるパネル
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御遠忌紹介御遠忌紹介

おてらくご

ほのぼのバザール

4月22日（土）
10時～12時時間

立川 志らら氏

笑福亭 瓶二氏

出演

鶴来別院輪番法話

金沢別院輪番法話

真宗大谷派 鶴来別院
（石川県白山市鶴来清沢町ヨ12）

会場

5月12日（金）
18時～20時時間

立川 吉幸氏

立川 小談志氏

出演

真宗大谷派 金沢別院
（石川県金沢市安江町15-52）

会場

「お寺」＋「落語」で「おてらくご」！
金沢・鶴来両別院で開催します！

5月7日（日）
11時～15時時間

佐賀枝 夏文氏（大谷大学名誉教授・青少幼年センター研究員）

森田 綾 氏（作業療法士・にじのわママとこどもの育ちラボ代表）

講師

真宗会館1階ホール会場

不用品バザーや育児相談会、
講師によるお話し会を実施！

み  はる   とし あき
たて かわ

たて かわ

さ   が    え    なつ ふみ

もり  た     あや

たて かわ こ  だん  し

きっ こう

しょうふく てい へい  じ

し

たいら     まさ ゆき

日程

金沢教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌
記念講演
4月28日（金）

13時30分～15時40分時間

講師

真宗大谷派 鶴来別院 本堂
（石川県白山市鶴来清沢町ヨ12）

会場

13：30　開会（真宗宗歌・勤行・挨拶）
14：00　講演 ［90分］ 途中10分の休憩有
15：40　閉会（挨拶・恩徳讃）

三明 智彰氏 略歴
1954年青森県弘前市生まれ。早稲田
大学卒、東京大谷専修学院卒、大谷
大学博士後期課程真宗学専攻単位
取得。現在九州大谷短期大学学長。
量深学場主宰。明教寺前住職。

主な著書
『歎異抄講義』上・下、『願心の目覚め』、『親鸞の阿闍世観
－苦悩と救いー』、『阿弥陀経講話』（以上法蔵館）、『心を
満たす智慧』（産経新聞社）、『信心の書歎異抄講座』（大
法輪郭）、『ほんとうの幸せー出遇い－』（量深学場叢書４）。

講師について
三明氏には2018年5月に開催した教区同朋大会でご講演
をいただきました。このたびの教区御遠忌では、氏が学長を
務める九州大谷短期大学が制作した「親鸞聖人の切り絵」
を使用するというご縁をいただきました。

三明 智彰氏
（九州大谷短期大学学長）

講題 現生不退のあゆみ
～親鸞聖人と出遇う所～

日程

6月5日（月）
13時30分～15時40分時間

講師

真宗大谷派 金沢別院 本堂
（石川県金沢市安江町15-52）

会場

13：30　開会（真宗宗歌・勤行・挨拶）
14：00　講演 ［90分］ 途中10分の休憩有
15：40　閉会（挨拶・恩徳讃）

平　雅行氏 略歴
1951年大阪市生まれ。1975年京都
大学文学部史学科卒業。1981年京都
大学大学院博士後期課程研究指導認
定退学。1984年京都橘女子大学文学
部助教授。1986年関西大学文学部助
教授。1989年大阪大学文学部助教授、1996年同教授、
2015年同名誉教授。京都学園大学人文学部教授。現在は
大阪大学名誉教授。京都先端科学大学名誉教授。

主な著書
『日本中世の社会と仏教』（塙書房、1992年）、『鎌倉仏教と
専修念仏』（法藏館、2017年）、『親鸞とその時代』（法蔵館、
2001年）、『歴史のなかに見る親鸞』（法蔵館、2011年）、
『改訂 歴史のなかに見る親鸞』（法藏館文庫、2021年）。

講師について
平氏には教区御遠忌を迎えるにあたり、教区教化委員会に
おいて2015年から2019年の5年間、全5回にわたりご講
演をいただきました。延期された教区御遠忌の結びにお越
しいただきます。

平　雅行氏
（大阪大学名誉教授）

講題 親鸞のあゆみとこころ

主催：御遠忌委員会教化部会

主催：金沢教区仏教青年連盟

主催：ほのぼのバザール実行委員会
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こ ばやし  のり あき

き  ごし   ゆう けい

きし がみ  ひとし

ダキシメルオモイ展＆
音楽のつどい
［ダキシメルオモイ展］5月9日（火）～10日（水）

10時～16時時間

［音楽のつどい］5月10日（水）

［トークショー］5月9日（火）

10時～16時時間

講師

真宗会館1階ホール会場

真宗会館1階ホール 廊下・ロビー会場

本山の御遠忌の年に発生した東日本大震災を機に現地
で頑張る皆さんたちのオモイを知り、何とか力添えしたい
とのオモイからはじまったダキシメルオモイ展。オモイに
囲まれながら様々な音楽を通し、色々な方とふれ合って
みませんか。音楽一つ一つが何かの形で真宗の教えに
つながってもらえたら嬉しいです。

小林 憲明氏（ダキシメルオモイ展作者）

第51回石川地区同朋大会
金沢教区御遠忌讃仰音楽法要

6月2日（金）
13時30分～16時15分時間

木越 祐馨氏（能登教区第5組光琳寺住職）講師

親鸞聖人に聞く善き人にも悪しきにも講題

真宗大谷派 鶴来別院
（石川県白山市鶴来清沢町ヨ12）

会場

音楽法要を厳修するとともに、金沢以南における750年の真宗のあゆみを確かめ、
真宗の土德としての今後の御講のあり方を検証してゆく。

御遠忌讃仰講演会
「医療の現場で“生きること”を学ぶ」
～Learning "to Live" at the Frontline of
  Medical Practice ～

5月27日（土）
14時～16時時間

岸上 仁 氏（脳神経内科専門医、真宗大谷派僧侶）講師

真宗会館1階ホール会場

あの人（患者さん）の言ったことは、あの振る舞いはどういうことなのか？
医師であり僧侶でもある岸上先生との出会いで心にそっと絡まっている糸がほどけるかもしれません。

事業報告

主催：金沢教区合唱団「蓮」

主催：真宗大谷派金沢教区石川地区

主催：ビハーラかなざわ

□ 夏の集い～お寺で夜まで遊ぼう！～ 主催：金沢教区児童教化連盟
　  開催日：2022年8月26日（金）

□ 内陣での所作法に親しむ 主催：金沢教区掛役の会
　  開催日：【第1回】2022年9月10日（土） 【第2回】2022年12月17日（土）

□ 御遠忌の儀式作法の伝授と心得を学ぶ 主催：金沢教区掛役の会
　  開催日：【第1回】2023年1月17日（火）　【第2回】2023年2月10日（金）

□ 新作表白コンテスト 主催：金沢教区教学研究会修了生の会

□ 御遠忌讃仰講演会 主催：東別院聞法会・金沢真宗学院同窓会
　  開催日：2022年12月6日（火）、2023年3月12日（日）

□ 金沢教区御遠忌讃仰 浄土三部経輪読会 主催：金沢教区推進員連絡協議会
　  開催日：毎月1回

□ シンポジウム「金沢と親鸞」 主催：「金沢と親鸞」実行委員会
　  開催日：2023年4月11日（火）
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親鸞聖人の生涯親鸞聖人の生涯

得度　９歳流罪　３５歳顕浄土真実教行証文類（坂東本）入滅　９０歳

１
２
１
４
年（
建
保
2
）親
鸞
４２
歳 

越
後
か
ら
関
東
へ
。上
野
国
佐
貫
で「
三
部
経
千
部
読
誦
」を

 

発
願
す
る
が
の
ち
に
中
止
す
る
。や
が
て
常
陸
国
へ
向
か
う
。

１
２
２
１
年（
承
久
3
）親
鸞
４９
歳 

承
久
の
乱
。幕
府
、後
鳥
羽
上
皇
を
隠
岐
へ
配
流
。

１
２
２
４
年（
元
仁
1
）親
鸞
５２
歳 

こ
の
こ
ろ『
教
行
信
証
』を
書
き
す
す
め
る
。覚
信
尼
、誕
生
。

１
２
２
７
年（
嘉
禄
3
）親
鸞
５５
歳 

比
叡
山
の
僧
た
ち
が
法
然
上
人
の
墳
墓
を
あ
ば
き
、

 

『
選
択
本
願
念
仏
集
』の
版
木
を
焼
こ
う
と
す
る（
嘉
禄
の
法
難
）。

１
２
３
２
年（
貞
永
1
）親
鸞
６０
歳 

こ
の
こ
ろ
帰
京
か
。『
教
行
信
証
』を
晩
年
ま
で
改
訂
し
続
け
、

 

様
々
な
著
書
も
生
涯
か
け
て
著
述
し
続
け
る
。

１
２
４
８
年（
宝
治
2
）親
鸞
７６
歳 

『
浄
土
和
讃
』・『
高
僧
和
讃
』を
作
る
。

１
２
５
０
年（
建
長
2
）親
鸞
７８
歳 

『
唯
信
鈔
文
意
』を
著
す
。

１
２
５
２
年（
建
長
4
）親
鸞
８０
歳 

『
浄
土
文
類
聚
鈔
』を
著
す
。

１
２
５
５
年（
建
長
7
）親
鸞
８３
歳 

『
尊
号
真
像
銘
文
』・『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』・『
愚
禿
鈔
』を
著
す
。

１
２
５
６
年（
建
長
8
）親
鸞
８４
歳 

息
子
で
あ
る
慈
信
房
善
鸞
を
義
絶
す
る
。

１
２
５
７
年（
康
元
2
）親
鸞
８５
歳 

『
一
念
多
念
文
意
』を
著
す
。

１
２
５
８
年（
正
嘉
2
）親
鸞
８６
歳 

『
正
像
末
和
讃
』を
補
訂
す
る
。

１
２
６
２
年（
弘
長
2
）親
鸞
９０
歳 

１１
月
下
旬
、老
衰
と
病
の
た
め
伏
す
。１１
月
２８
日
、弟
尋
有
の
京
都
善
法
院
で

 

入
滅
。１１
月
２９
日
、東
山
鳥
辺
野
に
火
葬
。　

１１
月
３０
日
、拾
骨
。

１
１
７
３
年（
承
安
3
）親
鸞
１
歳 

京
都
に
て
誕
生
。

１
１
７
５
年（
安
元
1
）親
鸞
３
歳 

法
然
上
人
、専
修
念
仏
を
唱
え
る
。

１
１
８
１
年（
養
和
1
）親
鸞
９
歳 

養
和
の
飢
饉
。平
清
盛
没
。後
の
天
台
座
主
慈
円
の
僧
坊
に
て
、

 

出
家
得
度
し
、比
叡
山
に
入
る
。「
範
宴
」と
称
す
る
。

１
１
８
２
年（
寿
永
1
）親
鸞
１０
歳 

恵
信
尼
、誕
生
。

１
１
８
５
年（
元
暦
2・文
治
1
）親
鸞
１３
歳 

壇
ノ
浦
の
戦
い
で
平
家
滅
亡
。文
治
の
大
地
震
。

１
１
９
２
年（
建
久
3
）親
鸞
２０
歳 

源
頼
朝
、征
夷
大
将
軍
と
な
る
。

１
１
９
８
年（
建
久
9
）親
鸞
２６
歳 

法
然
上
人
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』撰
述
。

１
２
０
１
年（
建
仁
1
）親
鸞
２９
歳 

比
叡
山
を
下
り
、六
角
堂
に
参
籠
。夢
告
に
よ
り
法
然
上
人
の
門
に
入
る
。

１
２
０
４
年（
元
久
1
）親
鸞
３２
歳 

法
然
上
人
が
門
弟
を
戒
め
た「
七
箇
条
制
誡
」に「
僧
綽
空
」と
署
名
す
る
。

１
２
０
５
年（
元
久
2
）親
鸞
３３
歳 

『
選
択
本
願
念
仏
集
』の
書
写
と
法
然
上
人
の
真
影
を
図
画
す
る
。

 

興
福
寺
が
専
修
念
仏
の
停
止
を
求
め
る（
興
福
寺
奏
状
）。

１
２
０
７
年（
承
元
1
）親
鸞
３５
歳 

専
修
念
仏
へ
の
弾
圧
に
よ
っ
て
、法
然
上
人
と
と
も
に
処
罰
さ
れ
、法
然
上
人
は

 

土
佐（
実
際
に
は
讃
岐
）、親
鸞
聖
人
は
越
後
へ
流
罪
と
な
る（
承
元
の
法
難
）。

１
２
１
１
年（
建
暦
1
）親
鸞
３９
歳 

法
然
上
人
と
と
も
に
流
罪
を
赦
免
さ
れ
る
。

１
２
１
２
年（
建
暦
2
）親
鸞
４０
歳 

法
然
上
人
没
。（
８０
歳
）
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地域の笑顔のため
～みんなが喜ぶ街つくり～

株式会社竹 松 組
石川県金沢市大浦町ト６９番地
TEL(０７６)２５８-５５１１ ・FAX(076)257-6219 
URL : http :www//takematugumi.co.jp/
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(      )
(      )

1800

1000
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金沢市安江町〒920-0854 13-31

電話 番231- 6847076

(有)
番231- 7664FAX 076
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御遠忌ギャラリー（3年代ポスター）

あの頃は おばあちゃんに手を引かれ  初参りには 我が子を抱いて

そして いまは 孫の手を引いて お参りに

昭和 平成 令和と 移ろう時代のなかでも ずっとお寺は

人に 地域に 寄り添ってきました

そして これからも ずっとそうでありますように

あの頃は おばあちゃんに手を引かれ  初参りには 我が子を抱いて

そして いまは 孫の手を引いて お参りに
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全体日程
時 間

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

5月13日（土）

帰敬式法話［25分］
（松扉  等氏）

晨朝
［7時から40分］

初晨朝
［6時から45分］

結願晨朝
［6時から50分］

縁儀
［60分］

初日中
［10時から80分］

法話［25分］
（熊谷 宗惠氏）

法話［25分］
（木越 樹氏）

法話［25分］
（藤原 千佳子氏）

帰敬式法話［25分］
（相馬 豊氏）

結願逮夜
［13時30分から

90分］

帰敬式
［60分］

舞楽［30分］

※時間は目安です。また、時間・内容を変更する場合があります。

庭儀
［10時から60分］

舞楽［30分］

庭儀
［10時から60分］

舞楽［30分］

結願日中
［12時30分から

120分］

門首御挨拶

舞楽［30分］

法話［25分］
（大窪  康充氏）

逮夜
［13時30分から

60分］

日中
［13時から
120分］

帰敬式［45分］

5月14日（日） 5月19日（金） 5月20日（土） 5月21日（日）
鶴来別院 金沢別院

音楽法要
［10時から45分］

初逮夜
［13時30分から

60分］

40


