
（６）

は
、
こ
の
と
き
に
始
ま
っ
た
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
の
宗
門
で
、
音
楽
法
要

と
し
て
初
め
て
制
定
さ
れ
た
作
法

「
宗
祖
降ご

う

誕た
ん

奉
讃
法
要（
第
一
種
）」

（
昭
和
３８
年
）
に
お
い
て
は
、
す

で
に
オ
ル
ガ
ン
の
奏
で
る
響
き
の

な
か
で
「
一い

ち

一い
ち

ノ
ハ
ナ
ノ
ナ
カ
ヨ

リ
ハ
」
と
「
弥
陀
成
佛
ノ
コ
ノ
カ

タ
ハ
」
の
２
首
が
唱
え
ら
れ
る
よ

う
、
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

浄
土
真
宗
の
お
つ
と
め
の
特
徴
と

し
て
、
一
つ
に
ご
和
讃
を
唱
え
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

本
山
本
願
寺
の
お
晨じ

ん

朝じ
ょ
う

で
お
つ
と

め
す
る
「
正
信
偈
和
讃
」
を
は
じ
め
、

親
鸞
聖
人
が
遺
さ
れ
た
ご
和
讃
は
、

こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
法
要
で

用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
中
で
も
、

７
５
０
回
大
遠
忌
法
要
に
際
し
て
制

定
さ
れ
た
「
宗し

ゅ
う

祖そ

讃さ
ん

仰ご
う

作さ

法ほ
う

」
は
、

ま
さ
に
ご
和
讃
を
中
心
に
構
成
さ
れ

た
作
法
で
す
。

　

ま
た
明
治
以
来
の
近
代
西
洋
化
の

な
か
で
、
ご
和
讃
は
、《
恩
徳
讃
》

　

こ
の
作
法
は
、
今
日
で
も
本
願

寺
御
影
堂
の
宗
祖
降
誕
会え

に
お
い

て
、
宗
門
校
の
生
徒
を
中
心
に
つ
と

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
「
一
一
ノ

～
」
の
ご
和
讃
が
各
学
校
の
生
徒
が

行
う
献け

ん

供ぐ

の
場
面
で
奏
で
ら
れ
、
生

徒
た
ち
で
結
成
さ
れ
た
讃さ

ん

歌か

衆し
ゅ
う

に
よ

る
、そ
の
混
声
四
部
合
唱
の
響
き
は
、

独
特
の
趣

お
も
む
き

が
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
魅
力
も
あ
っ
て
、
こ
の

楽
曲
は
、
同
作
法
の
制
定
以
来
、
各

地
で
の
法
要
の
献
供
は
も
ち
ろ
ん
、

仏
教
讃
歌
《
い
ち
い
ち
の
は
な
》
と

し
て
も
、
演
奏
さ
れ
る
機
会
の
多
い

作
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

（
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
　
仏
教

音
楽
・
儀
礼
研
究
室
長
）

な
ど
、
西
洋
音
楽
の
ス
タ
イ
ル
で

書
か
れ
た
仏
教
讃
歌
と
し
て
も
親

し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
流
れ
は
、
や
が
て
宗
門
に
お

け
る
音
楽
礼
拝
や
音
楽
法
要
へ
と

結
実
し
て
い
き
ま
す
。

　

同
じ
く
大
遠
忌
法
要
に
際
し
て

制
定
さ
れ
た「
宗
祖
讃
仰
作
法（
音

楽
法
要
）
」
で
も
、
お
念
仏
と
と

も
に
ご
和
讃
が
、
西
洋
音
楽
風
の

響
き
の
な
か
で
唱
え
ら
れ
た
こ
と

は
、
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
法
要
に
お
け
る

ご
和
讃
と
西
洋
音
楽
の
結
び
つ
き

法
要
を
彩
る
、ご
和
讃
に
よ
る
仏
教
讃
歌

《 いちいちのはな》

福本 康之

※スマートフォン、タブレットなどで上記Ｑ

Ｒコードを読み込むと掲載曲を聴くことがで

きます。ご加入のプランなどに注意してご利

用ください

収録ＣＤ：『宗祖降誕奉讃法要　
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詞・親鸞聖人御和讃
曲・大橋　博

本山の宗祖降誕会では、宗門関係学
校（龍谷総合学園）の生徒らが、献供
や讃歌衆を担当する


