
尊
光
寺
報
恩
講
法
要

月

･

日
勤
修

12

14

15

今
年
よ
り
報
恩
講
法
要
の
日
程
が

月
第
３
日
曜
と
そ
の

12

前
日
土
曜
日
と
変
更
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

お
一
人
で
も
多
く
の
皆
さ
ま
の
お
参
り
を
心
よ
り
お
待
ち
致
し

て
お
り
ま
す
。

正
信
偈
講
座
㉒

（
赤
い
経
本
一
〇
㌻
）

凡
聖
逆
謗
斉
回
入

如
衆
水
入
海
一
味

ぼ
ん
じ
よ
う

ぎ
や
く
ほ
う

さ
い

え

に
ゆ
う

に
よ

し
ゆ

し
い

に
ゆ
う

か
い

い
ち

み

【
訓
読
】
凡
聖
・
逆
謗
斉
し
く
回
入
す
れ
ば
、
衆
水
海
に
入
り

ぼ
ん
じ
よ
う

ぎ
や
く
ほ
う

ひ
と

え
に
ゆ
う

し
ゆ
す
い

て
一
味
な
る
が
ご
と
し
。

【
現
代
語
訳
】
凡
夫
も
聖
者
も
、
五
逆
の
も
の
も
謗
法
の
も
の
も
、み

ぼ
ん
ぷ

し
よ
う
じ
や

ご
ぎ
や
く

ほ
う

ぼ
う

な
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
に
出
遇
う
な
ら
ば
、
ど
の
川
の
水

も
海
へ
流
れ
て
一
味
と
な
る
よ
う
に
、ひ
と
し
く
と
も
に
救

わ
れ
る
。

今
回
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
「
必
ず
救
う
、
我
に
ま
か
せ
よ
」
と
の
願
い

は
、
凡
夫
で
あ
ろ
う
と
聖
者
で
あ
ろ
う
と
、
平
等
に
注
が
れ
、
同
じ
浄
土

へ
と
導
い
て
く
だ
さ
る
と
い
う
部
分
で
す
。
大
ま
か
な
意
味
は
右
の
現
代

語
訳
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
凡
聖
と
あ
る
の
は
、
凡
夫
と
聖
者
で
す
。
凡
夫
と
は
、
一
般
的

に
は
平
凡
な
人
と
い
う
意
味
で
も
使
わ
れ
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
、「
凡

夫
と
い
う
は
、
煩
悩
が
身
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
欲
も
多
く
、い
か
り
、
は
ら
だ

ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
心
が
途
切
れ
る
暇
が
な
く
、
命
が
終
わ
る
そ
の
時

ま
で
止
ま
る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
示
し
、
そ
れ
は
「
我
が
身
」
で

あ
る
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
前
号
の
寺
報
で
紹
介
を
し
た
よ
う
に
、
様
々

な
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
の
私
た
ち
の
姿
に
他
な
ら
な
い
よ
う
で
す
。

一
方
の
聖
者
と
は
、
仏
道
修
行
が
進
み
、
そ
の
煩
悩
を
多
少
な
り
と
も

抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
方
々
を
言
い
ま
す
。

次
に
逆
謗
と
は
、
五
逆
と
い
う
罪
を
犯
し
た
も
の
や
、
謗
法
と
い
い
仏

の
教
え
を
謗
る
人
び
と
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
五
逆
と
は
①
父
を
殺
す
、

②
母
を
殺
す
、
③
修
行
者
を
殺
す
、
④
仏
の
身
体
を
傷
つ
け
る
、
⑤
教

団
の
和
合
を
乱
す
と
い
う
罪
で
、
仏
教
で
は
謗
法
と
並
ん
で
救
わ
れ
が

た
い
大
罪
と
し
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。

世
間
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
成
績
の
良
い
者
と
成
績
の
悪
い
者
は
当

然
テ
ス
ト
の
結
果
も
違
っ
て
き
ま
す
。
仏
道
も
同
じ
よ
う
に
、
聖
者
と
凡

夫
や
五
逆
・
謗
法
の
者
と
で
は
結
果
は
異
な
る
と
考
え
る
の
が
当
然
の

よ
う
で
す
。
修
行
の
で
き
る
人
と
で
き
な
い
人
が
同
じ
浄
土
に
生
ま
れ
る

こ
と
が
あ
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
慈
悲

は
、
成
績
の
良
い
者
に
も
悪
い
者
に
も
平
等
に
注
が
れ
、と
も
に
「
我
に
ま

か
せ
よ
」
と
喚
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
は
よ
く
親
に
例
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
が
何
人

か
い
れ
ば
、で
き
の
良
い
子
も
悪
い
子
も
い
ま
す
。
は
た
し
て
で
き
の
良
い

子
だ
け
を
可
愛
が
る
で
し
ょ
う
か
。で
き
の
悪
い
子
に
は
よ
り
心
を
か

け
、
心
配
い
ら
な
い
よ
と
寄
り
添
お
う
と
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
心
配
い
ら
な
い
か
ら
ま
か
せ
て
お
く
れ
」
と
い
う
親
心
が
先
に
あ
り
、そ

の
心
が
子
ど
も
に
伝
わ
る
時
、
子
ど
も
の
心
に
「
ま
か
せ
る
心
」
が
わ
き

上
が
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
「
お
ま
か
せ
し
ま
す
」
と
い
う
心
、
す
な
わ
ち
信
心
が
種
と
な
っ
て

浄
土
往
生
と
い
う
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
人
生
を

歩
み
命
を
終
え
て
い
き
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
別
の
種
を
育
て
、
様
々
に
花
を

咲
か
せ
て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
浄
土
往
生
に
つ
い
て
は
種
は
同

じ
な
の
で
す
。
修
行
の
で
き
る
も
の
も
、で
き
な
い
も
の
も
、み
な
同
じ
よ

う
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
「
我
に
ま
か
せ
よ
」の
お
心
が
元
に
あ
る
の
で
す
。
同

じ
種
を
い
た
だ
き
、
同
じ
浄
土
へ
生
ま
れ
往
く
。こ
れ
が
「
如
衆
水
入
海

一
味
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
先
立
っ
た
方
々
、
後
か
ら
生
ま

法
要
・
行
事
の
ご
案
内

◎

宗
祖
親
鸞
聖
人

報
恩
講
法
要

【

月

日

土
曜
日
】

12

14

午
後
１
時

日
中
法
要
・
法
話

午
後
５
時

お
斎
（
食
事
）

と
き

午
後
６
時

大
逮
夜
法
要
・
御
伝
鈔
拝
読
・
法
話

【

月

日

日
曜
日
】

12

15

午
前

時

総
永
代
経
法
要
・
法
話

10
お
昼

お
斎(

食
事)

と
き

午
後
１
時

報
恩
講
御
満
座
・
稚
児
参
詣
・
御
伝
鈔
拝
読
・
法
話

午
後
３
時

奉
賛
コ
ン
サ
ー
ト
［J

im
i's

G
uitars

］

〈
法
話
講
師

本
願
寺
派
布
教
使

龍
田
智

師

〉

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
遺
徳
を
偲
び
、
念
仏
に
出
逢
え
た
こ
と
を
悦
ば

せ
て
頂
く
、
一
年
で
一
番
大
切
な
法
要
で
す
。
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

参
拝
下
さ
い
。
な
お

日
は
参
拝
の
皆
様
に
お
斎
（
昼
食
）
を
準
備
し

と
き

15

て
お
り
ま
す
。

※
本
年
度
の
執
行
当
番
は
知
恵
島
組(

知
恵
島
・
三
軒
屋)

で
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

◎

除
夜
の
鐘

【

月

日
】

午
後

時

分
頃
よ
り

12

31

11

40

鐘
の
音
と
お
念
仏
で
、
心
新
た
に
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

ど
な
た
様
も
鐘
を
つ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎

春
の
彼
岸
会
永
代
経
法
要

【
３
月

・

日
】

両
日
と
も
午
後
１
時
よ
り
法
要

20

21

日
は
仏
教
婦
人
会
総
会
を
兼
ね
ま
す
。
会
食
は

時
前
よ
り
。

21

12

お
手
伝
い
で
き
ま
す
方
は

時
頃
よ
り
お
願
い
致
し
ま
す
。

9
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◎

令
和
２(

2
0
2
0
)

年

本
山
参
拝
旅
行
の
ご
案
内

次
回
の
本
山
・
大
谷
本
廟
へ
の
団
体
参
拝
は
左
の
予
定
で
す
。

【
日
帰
組
】

月

日
、大
谷
本
廟
・
西
本
願
寺
・
二
条
城

7

6

【
一
泊
組
】
７
月
６~

７
日
、大
谷
本
廟
・
西
本
願
寺
・
長
良
川
温
泉

本
山
へ
の
分
骨
納
骨
、法
名
授
与
な
ど
も
お
受
け
致
し
ま
す
。

詳
し
く
は
次
号
の
寺
報（
３
月
）に
て
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
予
定
く
だ
さ
い
。



れ
る
方
々
も
、と
も
に
同
じ
浄
土
へ
生
ま
れ
往
く
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
同
じ
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
の
導
き
に
よ
る
か
ら
な
の
で
あ
り

ま
す
。仏

教
遺
跡
の
旅

［
イ
ン
ド
ネ
シ
ア/

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
を
訪
ね
て
］

関
西
空
港
を
朝
出
発
し
、バ
リ
島
経
由
で
ジ
ャ
ワ
島
の
ジ
ョ
グ
ジ

ャ
カ
ル
タ
空
港
に
着
い
た
の
は
日
付
が
変
わ
る
頃
で
あ
っ
た
。
ホ
テ

ル
に
チ
ェ
ク
イ
ン
を
済
ま
せ
る
も
の
の
、
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
遺
跡
へ
の

出
発
は
早
朝
四
時
。
綺

麗
な
ホ
テ
ル
を
予
約
し

た
の
で
あ
っ
た
が
、
せ
っ
か

く
の
部
屋
を
楽
し
む
時

間
は
無
か
っ
た
。

ホ
テ
ル
か
ら
ボ
ロ
ブ

ド
ゥ
ー
ル
遺
跡
へ
は
車

で
三
十
分
程
度
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
か
。
外
は
ま
だ

真
っ
暗
だ
。こ
の
よ
う
な

早
い
時
間
に
出
発
し
た

の
は
日
の
出
の
時
間
に

間
に
合
う
よ
う
に
で
あ

る
。
朝
日
に
赤
く
染
ま

る
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
遺

跡
が
絶
景
な
の
だ
と
、

多
く
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に

は
謳
っ
て
あ
っ
た
。
懐
中

電
灯
を
片
手
に
、
ボ
ロ
ブ

ド
ゥ
ー
ル
遺
跡
の
公
園

を
歩
い
て
行
く
。
夜
明
け

が
近
づ
く
暗
闇
に
う
っ

す
ら
と
大
き
な
影
が
見

え
て
き
た
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ

ー
ル
遺
跡
と
の
対
面
だ
。
大
き
さ
に
息
を
呑

む
。
遺
跡
は
高
さ3

4

．5

メ
ー
ト
ル
、
最
下

部
の
基
壇
は
一
辺1

2
3

メ
ー
ト
ル
の
正
方

形
で
、
そ
の
上
に
何
層
も
の
正
方
形
と
円

が
重
な
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
の
つ
く
り
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
仏
塔
や
彫
刻
が
備
え
ら
れ
て
い

る
。遺

跡
に
は
既
に
多
く
の
観
光
客
が
腰
を
着
け
、

日
の
出
の
時
間
を
待
っ
て
い
た
。
だ
ん
だ
ん
と
明
る
く
な
る
に
つ
れ
遺

跡
の
細
か
な
部
分
や
周
囲
の
状
況
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
。

遺
跡
の
入
り
口
部
分
に
は
、
日
本
で
言
う
所
の
狛
犬
の
よ
う
な
、

獅
子
像
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、

ず
ん
ぐ
り
と
し
た
フ
ォ
ル
ム
で
愛

ら
し
い
表
情
を
し
て
い
る
。
他
に

も
カ
バ
と
ゾ
ウ
を
合
せ
た
よ
う
な

不
思
議
な
動
物
の
像
も
遺
跡
を

守
っ
て
い
る
。

遺
跡
を
上
段
へ
と
登
っ
て
い
く

と
、
景
色
が
開
け
視
界
は
一
変
す

る
。ハ
ン
ド
ベ
ル
を
伏
せ
た
よ
う
な

形
の
仏
塔
（
ス
ト
ゥ
ー
パ
）
が
円
を

描
く
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
一
つ
の
仏
塔
の
中
に
は
仏
像

が
安
置
さ
れ
、
仏
が
堂
の
中
で
瞑

想
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ

る
。ボ

ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
遺
跡
は
火
山

の
噴
火
な
ど
に
よ
っ
て
火
山
灰
に

埋
も
れ
、
発
見
さ
れ
た
時
に
は
多

く
の
仏
塔
は
崩
れ
た
り
傾
い
て
い

た
よ
う
だ
。
現
在

は
復
元
が
ほ
ぼ
完

了
し
て
い
る
が
、
一

つ
の
仏
塔
は
あ
え

て
完
全
な
修
復
を

加
え
ず
に
、
中
の

仏
像
が
見
え
る
よ

う
に
な
さ
れ
て
い

る
。
凜
と
し
た
そ
の

表
情
に
私
は
合
掌

礼
拝
を
繰
り
返
し

た
。阿

弥

陀

如

来

が

私

を

救

お
う

と
、「
必
ず
救
う
ま

か
せ
よ
」
と
喚

び

続
け
て
く
だ
さ
る

よ
う
に
、
永
き
永

き

時

代

を

超

え

て
、
こ
の
私
を
「
よ

う
こ
そ
よ
う
こ
そ

よ
く
来
た
ね
」
と

迎
え
て
く
れ
て
い

る
よ
う
な
、
そ
ん
な

温
か
な
表
情
で
も

あ
っ
た
。

【
短
信
】
副
住
職
は
こ
の
度
、
日
展
（
改
組
新
第
６
回
）
第
五
科
書
に
て

初
入
選
を
果
た
し
ま
し
た
。

副
住
職
担
当
、徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
の
ご
案
内

各
講
座
、受
講
生
募
集
中

■

仏
教
講
座『
御
文
章(

ご
ぶ
ん
し
よ
う)

』
■

「
聖
人
一
流
の
～
」
。
浄
土
真
宗
中
興
の
祖
、
蓮
如
上
人
が
門
信
徒
へ

宛
て
た
手
紙
が『
御
文
章
』で
す
。宗
祖
、親
鸞
聖
人
の
念
仏
の
教
え
を
や

さ
し
く
説
か
れ
た『
御
文
章
』を
、
原
文
に
沿
っ
て
読
み
解
き
、
仏
教
と
は

何
か
、念
仏
と
は
何
か
、一
緒
に
学
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

●
毎
月
第
３
金
曜
日

時
～

時
半

月
額

2
5
0
0

円（
税
別
）

10

11

【
教
室
・
申
込
先
】
徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
徳
島
本
校

徳
島
市
川
内
町
平
石
若
宮

-

４

92

T
E
L
0
8
8
-6
6
5
-8
5
0
0

■

親
鸞
聖
人
と『
歎
異
抄(

た
ん
に
し
よ
う)

』
■

「
悪
人
こ
そ
が
救
わ
れ
る

」『
歎
異
抄
』に
は
昔
か
ら
多
く
の
人
々
の

!?

心
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
言
葉
が
つ
ま
っ
て
い
ま
す
。
人
間
ら
し
い
矛
盾

を
抱
え
な
が
ら
生
き
抜
か
れ
た
親
鸞
聖
人
の
言
葉
を
丁
寧
に
読
み
解
き

あ
じ
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

●
毎
月
第
２
月
曜
日

時
半
～

時

月
額

2
5
00

円（
税
別
）

13

15

【
教
室
・
申
込
先
】
教
室
は
、阿
波
お
ど
り
会
館
内

申
込
は
、
徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
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令和２年 年忌表
令和２年の法事と亡くなった年

1周忌 平成３１・令和元（２０１９）年

3回忌 平成３０（２０１８）年

7回忌 平成２６（２０１４）年

13回忌 平成２０（２００８）年

17回忌 平成１６（２００４）年

25回忌 平成 ８（１９９６）年

33回忌 昭和６３（１９８８）年

50回忌 昭和４６（１９７１）年

61回忌 昭和３５（１９６０）年

100回忌 大正１０（１９２１）年

150回忌 明治 ４（１８７１）年

200回忌 文政 ４（１８２１）年

250回忌 明和 ８（１７７１）年

300回忌 享保 ６（１７２１）年

過去帳やお位牌をご覧ください。


