
お
念
珠
を
持
ち
ま
し
ょ
う

お
彼
岸
を
前
に
し
て
、
今
回
は
正
し
い
合
掌
（
が
っ
し
ょ
う
）
礼
拝
（
ら

い
は
い
）
、
お
念
珠
の
お
作
法
を
今
一
度
点
検
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
礼
拝
」
と
は
、つ
つ
し
み
敬
い
お
慕
い
す
る
心
を
表
す
行
為
で
、
仏
さ

ま
の
前
に
座
る
際
や
、
お
勤
め
の
際
、
お
焼
香
の
際
に
行
い
ま
す
。「
礼

拝
」
を
、
仏
教
で
は
「
ら
い
は
い
」
と
読
み
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
れ
い
は
い
」

と
読
み
ま
す
の
で
、
お
間
違
え
の
無
い
よ
う
に
。

正
し
い
礼
拝
は
、
お
念
珠
を
持
っ
て
行
い
ま
す
。
お
念
珠
は
も
と
も
と
、

数
を
数
え
る
道
具
が
起
源
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
り
、
仏
さ
ま
を
礼
拝

す
る
と
き
に
、
仏
さ
ま
の
お
名
前
（
お
念
仏
）の
回
数
を
数
え
る
道
具
と

し
て
使
用
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
浄
土
真
宗
で
は
お
念
仏
の
数
に
こ
だ

わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
礼
拝
の
道
具
と
し
て
用
い
ま
す
。よ
っ
て
、

お
念
珠
の
珠
を
繰
っ
た
り
、
摺
り
合
わ
せ
た
り
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

①

②

合
掌
す
る
と
き
以
外
は
、

お
念
珠
を
左
手
に
持
ち
、
親

指
と
人
差
し
指
の
間
に
か
け

た
り
、
手
首
に
か
け
て
持
つ
と

良
い
で
し
ょ
う
。

合
掌
す
る
と
き
は
、
合
掌
し
た
手
に
お
念
珠
を
通
し
、
親
指
で
軽
く

押
さ
え
ま
す
。ひ
じ
を
軽
く
脇
に
そ
え
、
合
わ
せ
た
手
を
胸
に
つ
け
、
手
の

角
度
を

度
に
し
ま
す
。そ
し
て
仏
さ
ま
の
姿
を
見
な
が
ら
「
ナ
モ
ア
ミ

45

ダ
ブ
ツ
」
と
お
念
仏
を
称
え
ま
す
。

礼
拝
は
、
合
掌
し
た
ま
ま
体
を
ゆ
っ
く
り
と

度
前
に
傾
け
て
礼
を

45

し
、
ゆ
っ
く
り
と
元
の
姿
勢
に
戻
し
、
手
を
ほ
ど
き
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
は
、
動
作

を
一
呼
吸
置
き
な
が

ら
ゆ
っ
く
り
行
う
と
美

し
い
所
作
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
幾
人
か
で
行
う

時
は
動
作
を
そ
ろ
え
て

行
う
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
た
び
の
お
彼
岸
は
、
美
し
い
合
掌
礼
拝
の
作
法
で
、
お
敬
い
の
心

を
丁
寧
に
表
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

お
念
珠
の
素
材
と
形

お
念
珠
の
珠
の
素
材
は
、
木
材
、
石
材
、
ガ
ラ
ス
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど

様
々
、
色
も
透
明
か
ら
赤
や
黄
、
青
な
ど
様
々
で
す
。
珠
を
通
し
て
い
る

紐
も
色
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
房
の
形
も
様
々
で
す
が
、
主
に
は
紐

房
と
呼
ば
れ
る
シ
ン
プ
ル
な
も
の
（
上
の
イ
ラ
ス
ト
①
）と
、
房
の
付
い
た

可
愛
ら
し
い
も
の
（
上
の
イ
ラ
ス
ト
②
）
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
珠
数
が
多

く
二
輪
に
し
て
使
う
二
連
念
珠
と
、
一
連
の
単
念
珠
が
あ
り
ま
す
が
、

一
般
的
に
は
単
念
珠
が
扱
い
や
す
い
で
す
。

新
し
く
念
珠
を
求
め
た
い
方
は
、
仏
具
店
で
自
分
の
好
み
に
合
っ
た

も
の
を
探
し
て
み
る
の
も
楽
し
い
で
し
ょ
う
。
お
店
の
方
に
「
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
で
す
」
と
伝
え
る
と
、
お
念
珠
の
形
式
を
教
え
て
く
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

糸
は
切
れ
る
も
の
で
す

「
お
念
珠
が
切
れ
る
と
縁
起
が
悪
い
」
な
ど
と
心
配
さ
れ
る
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
全
く
以
て
迷
信
で
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

念
珠
の
珠
と
糸
と
の
摩
擦
に
よ
っ
て
糸
が
切
れ
る
の
で
す
か
ら
、
切
れ

る
の
が
当
た
り
前
で
す
。
む
し
ろ
よ
く
使
っ
て
い
る
有
り
難
い
証
拠
で
す

ね
。
た
だ
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
ま
ま
座
っ
た
り
、
強
く
握
っ
た
り
す
る
と
、

糸
に
余
計
な
力
が
加
わ
り
切
れ
や
す
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

な
る
べ
く
丁
寧
に
扱
う
こ
と
も
長
持
ち
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

念
珠
の
糸
が
切
れ
ま
し
た
ら
、
散
ら
ば
っ
た
珠
を
集
め
て
仏
具
店
か

念
珠
店
へ
持
っ
て
行
き
、
お
修
理
を
お
願
い
し
ま
し
ょ
う
。
良
い
お
店
で

あ
れ
ば
、
切
れ
に
く
い
糸
を
紹
介
し
て
く
れ
た
り
、
糸
の
色
を
選
べ
た
り

し
ま
す
。
手
先
の
器
用
な
人
で
あ
れ
ば
、
自
分
で
念
珠
を
直
す
の
も
良
い

で
し
ょ
う
。せ
っ
か
く
で
す
か
ら
、マ
イ
念
珠
を
長
く
使
い
た
い
も
の
で
す
。

正
信
偈
講
座
㉛

（
赤
い
経
本
一
六
㌻
）

釈
迦
如
来
楞
伽
山

為
衆
告
命
南
天
竺

し
や

か

に
よ

ら
い

り
よ
う

が

せ
ん

い

し
ゆ

ご
う

み
よ
う

な
ん

て
ん

じ
く

龍
樹
大
士
出
於
世

悉
能
摧
破
有
無
見

り
ゆ
う
じ
ゆ

だ
い

じ

し
ゆ
つ

と

せ

し
つ

の
う

ざ
い

は

う

む

け
ん

宣
説
大
乗
無
上
法

証
歓
喜
地
生
安
楽

せ
ん

ぜ
つ

だ
い

じ
よ
う

む

じ
よ
う

ほ
う

し
よ
う

か
ん

ぎ

ぢ

し
よ
う

あ
ん

ら
く

【
訓
読
】
釈
迦
如
来
、
楞
伽
山
に
し
て
、
衆
の
た
め
に
告
命
し
た
ま
は

し
や

か

に
よ

ら
い

り
よ
う
が
せ
ん

し
ゆ
う

ご
う
み
よ
う

く
、
南
天
竺
に
龍
樹
大
士
世
に
出
で
て
、こ
と
ご
と
く
よ
く
有

な
ん

て
ん

じ
く

り
ゆ
う
じ
ゆ

だ
い

じ

よ

い

う

無
の
見
を
摧
破
せ
ん
。
大
乗
無
上
の
法
を
宣
説
し
、
歓
喜
地

む

け
ん

さ
い

は

だ
い
じ
よ
う

む
じ
よ
う

ほ
う

せ
ん

ぜ
つ

か
ん

ぎ

じ

を
証
し
て
安
楽
に
生
ぜ
ん
と
。

し
よ
う

あ
ん

ら
く

し
よ
う

【
現
代
語
訳
】
お
釈
迦
さ
ま
は
『
楞
伽
経
（
り
ょ
う
が
き
ょ
う
）
』と
い
う

お
経
を
説
か
れ
る
中
で
、「
将
来
、
南
イ
ン
ド
に
龍
樹
（
り
ゅ
う

じ
ゅ
）と
い
う
者
が
現
れ
、
物
事
を
有
や
無
と
こ
だ
わ
っ
て
見
る

う

む

誤
っ
た
見
解
を
打
ち
破
り
、こ
の
上
な
く
尊
い
大
乗
（
だ
い
じ
ょ

う
）の
教
え
を
説
き
、
歓
喜
地
（
か
ん
ぎ
じ
）と
い
う
菩
薩
の
位

に
い
た
り
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
往
生
す
る
だ
ろ
う
」
と
仰
せ

に
な
っ
た
。

今
回
か
ら
、
イ
ン
ド
よ
り
日
本
へ
、
お
釈
迦
様
か
ら
私
た
ち
ま
で
、
お

念
仏
の
教
え
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
七
人
の
高
僧
方
が
登
場
し
ま
す
。

ま
ず
は
南
イ
ン
ド
で
活
躍
さ
れ
た
龍
樹
さ
ま
で
す
。
龍
樹
と
い
う
名

り
ゆ
う
じ
ゆ

前
は
中
国
で
の
翻
訳
語
で
、
イ
ン
ド
で
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
と
呼
ば
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。
大
変
お
徳
の
高
い
方
で
す
の
で
、
龍
樹
菩
薩
さ
ま
と

と
く

尊
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

龍
樹
菩
薩
が
活
躍
さ
れ
た
の
は
、
お
釈
迦
様
の
時
代
か
ら
六
～
七

百
年
ほ
ど
後
の
時
代
、
紀
元
後
一
五
〇
～
二
五
〇
年
頃
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
当
時
の
イ
ン
ド
は
イ
ン
ド
内
の
交
易
は
も
ち
ろ
ん
、シ
ル
ク
ロ

ー
ド
を
介
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
と
の
交
易
も
盛
ん
に
行
わ
れ
、
様
々

な
文
化
の
交
流
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
仏
教
に
お
い
て
も
、
仏
像
が
作
ら
れ

始
め
た
り
、
新
た
に
大
乗
仏
教
と
よ
ば
れ
る
思
想
が
興
っ
て
き
た
直
後

だ
い
じ
よ
う
ぶ
つ
き
よ
う

お
こ

の
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
が
開
か
れ
た
仏
教
で
す
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
だ
ん

だ
ん
と
学
問
的
か
つ
専
門
的
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
専
門
的
に

な
っ
た
仏
教
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
に
立
ち
返
ろ
う
と
す
る
運
動

が
大
乗
仏
教
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
大
乗
仏
教
で
は
、
自
利
利
他
と
い

じ

り

り

た

う
教
え
、
自
ら
の
さ
と
り
は
他
の
人
の
救
済
（
さ
と
り
）と
離
れ
た
も
の

み
ず
か

で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。
そ
し
て
、
一
人
だ
け
が
救
わ
れ
れ
ば
よ

い
と
す
る
小
さ
な
教
え
（

小
乗

）で
は
な
く
、
多
く
の
方
が
救
わ
れ
て
い

し
よ
う
じ
よ
う

く
教
え
を
大
き
な
乗
物
に
た
と
え
て
大
乗
と
よ
ん
だ
の
で
す
。
現
在
日

だ
い
じ
よ
う

本
の
仏
教
は
ほ
ぼ
ほ
ぼ
こ
の
大
乗
仏
教
の
流
れ
を
く
ん
だ
宗
派
で
す
。

浄
土
真
宗
を
開
い
た
親
鸞
聖
人
も
「
浄
土
真
宗
は

大
乗
の
至
極
な

だ
い
じ
よ
う

し

ご
く

り
」
と
言
わ
れ
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
教
え
こ
そ
、
多
く
の
方
が
救
わ
れ
る

最
高
の
大
乗
仏
教
で
あ
る
と
説
い
て
い
か
れ
ま
す
。

さ
て
、
伝
記
に
依
り
ま
す
と
、
龍
樹
菩
薩
は
、
イ
ン
ド
宗
教
の
一
つ
で

よ

あ
る
バ
ラ
モ
ン
教
の
司
祭
の
家
系
に
生
ま
れ
ま
す
。
幼
い
頃
よ
り
頭
脳
明

晰
で
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
精
通
し
ま
す
が
、
調
子
に
の
り
、
友
人
達
と
悪

事
を
は
た
ら
き
ま
す
。
身
に
つ
け
た
隠
遁
の
術
を
使
い
、
仲
間
と
夜
な
夜

い
ん

と
ん

な
城
に
忍
び
込
み
ま
す
。
隠
遁
の
術
と
は
透
明
人
間
に
な
る
術
。
お
城
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の
女
性
達
に
い
た
ず
ら
を
は
た
ら
く
の
で
す
。
城
内
で
は
次
々
と
被
害

が
起
こ
る
の
に
犯
人
の
姿
が
見
え
ま
せ
ん
。
し
ば
ら
く
経
っ
た
あ
る
夜
、

王
は
一
計
を
案
じ
、
宮
殿
の
床
に
細
か
な
砂
を
ま
か
せ
ま
す
。
隠
遁
の

術
で
身
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
歩
い
た
と
こ
ろ
に
は
足
跡
が
残
り
、
細
か
な

砂
が
動
き
ま
す
。
臣
下
は
砂
の
跡
、
動
く
と
こ
ろ
を
目
が
け
て
剣
を
振

り
、
仲
間
達
は
次
々
と
殺
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。
龍
樹
は
機
転
を
利
か

し
、
王
の
側
に
身
を
隠
し
じ
っ
と
し
ま
す
。
王
の
側
に
は
剣
は
届
き
ま
せ

そ
ば

ん
。
龍
樹
一
人
だ
け
な
ん
と
か
命
が
助
か
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
龍
樹
は
、
学
問
に
す
ぐ
れ
快
楽
を
求
め

て
も
か
え
っ
て
苦
し
み
を
招
く
こ
と
を
さ
と
り
、
仏
教
に
帰
依
し
出
家
を

決
意
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
衝
撃
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
が
、
自

ら
の
身
の
上
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
自
ら
の
命
を
見
つ
め
、
そ
の

は
か
な
さ
と
苦
悩
の
中
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
ま
さ
に
仏
教
が
苦
か
ら
の
解
脱
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ

げ

だ
つ

と
を
示
し
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
の
で
す
。

次
回
は
出
家
し
た
龍
樹
菩
薩
に
つ
い
て
お
話
を
続
け
ま
す
。

庫
裏
改
築
の
経
過
報
告

庫
裏
の
改
築
工
事
は
、
外
壁
工
事
が
終
わ
り
、
現
在
は
主
に
内
装
設

く

り

備
、
外
構
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
庫
裏
本
体
は
十
月
末
完
成
を
目

指
し
順
調
に
進
ん
で
い
る
。
完
成
ま

で
あ
と
少
し
、
今
し
ば
ら
く
お
待
ち

く
だ
さ
い
。

法
要
・
行
事
の
ご
案
内

コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
、
法
要
・
行
事
の
際
は
マ
ス
ク
す
る
な
ど
咳
エ
チ
ケ

ッ
ト
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
ま
た
消
毒
液
を
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利

用
い
た
だ
き
、
手
洗
い
を
こ
ま
め
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

◎

秋
の
彼
岸
会
永
代
経

法
要

ひ

が
ん

え

え
い

た
い
き
よ
う

西
に
沈
む
夕
陽
の
先
に
、
先
立
っ
た
方
が
往
か
れ
た
極
楽
浄
土
を
思

い
、
残
さ
れ
た
我
々
も
同
じ
お
念
仏
に
出
会
い
同
じ
浄
土
へ
と
参
る
人

生
を
た
だ
い
ま
歩
ん
で
い
る
こ
と
を
味
わ
わ
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。
ど
な

た
様
も
お
参
り
く
だ
さ
い
。

【
９
月

日
（
金
）
】
午
後
１
時

法
要
・
法
話

23

【
９
月

日
（
土
）
】
午
後
１
時

法
要
・
法
話

24

※

日
は
仏
教
婦
人
会
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
お
接
待
を
予
定
し

24
て
お
り
ま
し
た
が
、
感
染
症
対
策
の
た
め
食
事
接
待
を
取
り
止

め
、
法
話
後
の
お
茶
と
し
ま
す
。
午
後
１
時
よ
り
、
ど
な
た
様
も
お

気
軽
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

【
法
話
講
師
】
高
尾
隆
徳

師
（
香
川
県
）

◎

御
正
忌
報
恩
講
法
要

ご

し
よ
う

き

ほ
う

お
ん

こ
う

ほ
う

よ
う

宗
祖
親
鸞
聖
人
を
偲
び
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
に
出
会
わ
せ
て
い

た
だ
く
、
浄
土
真
宗
門
徒
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
お
勤
め
で
す
。

【

月

日
（
土
）
】

12

17

午
後
１
時
よ
り
法
要
・
法
話

午
後
６
時
よ
り
逮
夜
法
要
・
法
話
・
御
伝
鈔
拝
読
解
説

【

月

日
（
日
）
】

12

18

午
前

時
よ
り
門
徒
総
永
代
経
法
要
・
法
話

10

お
昼
頃

お
斎
（
食
事
）
接
待

午
後
１
時
よ
り
御
満
座
法
要
・
法
話
・
御
伝
鈔
拝
読
解
説

【
法
話
講
師
】

季
平
博
昭

師
（
広
島
県
尾
道
市
）

【
お
当
番
】
市
場
東
組
（
興
崎
・
箸
供
養
・
西
ノ
岡
・
上
ノ
段
・
奈
良
坂

尾
開
）で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

◎

除
夜
の
鐘

【

月

日(

土)

】
夜

時

分
頃
よ
り

12

31

11

40

ど
な
た
で
も
鐘
を
つ
け
ま
す
。

新
た
な
年
の
始
ま
り
を
お
念
仏
と
と
も
に
迎
え
ま
し
ょ
う
。

◎

来
年
の
京
都
参
り
（
予
告
）

来
年
の
京
都
参
り
は
５
月

日
に
本
山
の
法
要
に
お
参
り
し
ま
す
。

17

泊
コ
ー
ス
は
前
泊
で
東
京
築
地
本
願
寺
参
拝
を
計
画
中
で
す
。

1日
帰
り
・

泊
と
も
に
次
回
の
寺
報
で
ご
案
内
し
ま
す
。

1

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
で
す
。

■

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
半
～

時

月
額

3
3
0
0

円

10

12

■

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

3
3
0
0

円

13

15

【
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
寺
島
本
町
西

-

ア
ミ
コ
東
館

階

1

5

7

T
E
L
0
8
8
-6
1
1
-3
3
5
5

徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
は
、
徳
島
本

校
（
川
内
）と
徳
島
駅
前
校
（
ア
ミ
コ
九
階
）が
ひ
と

つ
に
な
り
、
徳
島
駅
前
ア
ミ
コ
ビ
ル
七
階
に
移
動
し
、

新
し
く
徳
島
本
校
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

令和４年 年忌表
令和４年の法事と亡くなった年

1周忌 令和 ３（２０２１）年

3回忌 令和 ２（２０２０）年

7回忌 平成２８（２０１６）年

13回忌 平成２２（２０１０）年

17回忌 平成１８（２００６）年

25回忌 平成１０（１９９８）年

33回忌 平成 ２（１９９０）年

50回忌 昭和４８（１９７３）年

61回忌 昭和３７（１９６２）年

100回忌 大正１２（１９２３）年

150回忌 明治 ６（１８７３）年

200回忌 文政 ６（１８２３）年

250回忌 安永 ２（１７７３）年

300回忌 享保 ８（１７２３）年

過去帳やお位牌をご覧ください。



秋
の
彼
岸
会
永
代
経
法
要

ひ

が
ん

え

え
い

た
い

き
よ
う

ほ
う

よ
う

九
月
二
十
三
日
（
金
曜
・
秋
分
の
日
）

二
十
四
日
（
土
曜
）

両
日
と
も
午
後
一
時
よ
り

お
勤
め
と
法
話

※

二
十
四
日
は
、仏
教
婦
人
会
に
よ
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
お
接
待
を
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
対
策
の
た
め
に
お
接
待
は
行
わ
な
い
こ
と
に
致
し
ま
す
。恒
例
の
会
食
を
行
わ
ず
、法
要
後
に
お
茶
と
お
茶
菓
子
を
振

る
舞
う
こ
と
と
致
し
ま
す
。ど
な
た
さ
ま
も
体
調
に
配
慮
さ
れ
つ
つ
、お
参
り
く
だ
さ
い
。

法
話
講
師

本
願
寺
派
布
教
使
・
香
川
県
妙
覚
寺
ご
住
職

先
生
は
、二
〇
一
七
年
秋
の
お
彼
岸
以
来
の
お
越
し
で
す
。

や
さ
し
く
丁
寧
に
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
を
伝
え
て
下
さ
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
に
マ
ス
ク
を
し
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。本
堂
に
は
消
毒
液
を
置
い
て
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。本
堂
は
ほ
ど
よ
く
換
気
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

尊
光
寺

阿
波
市
市
場
町
大
野
島
字
天
神
四
一

高
尾
隆
徳

師



20２2（令和4）年 尊光寺行事予定（下半期）

9月23日（金） 午後 1時 秋の彼岸会永代経法要
ひ がん え えいたいきよう

9月24日（土） 午後 1時 秋の彼岸会永代経法要

11月20日（日） 午前 9時 おみがき（仏具磨き）
12月 1日（木） 午前 9時 お内仏報恩講法要

ないぶつ

12月11日（日） 午前 8時半 お餅つき

12月12日（月） 午前 9時 お荘厳（おかざり）
しようごん

報恩講法要に向けた準備日程です。お昼過ぎ終了の目標です。

皆さまのお力添えを宜しくお願い致します。

お手伝い衆・仏教婦人会会員を募集しております。

12月17日（土） 午後 1時 報恩講法要・法話
ほう おん こう

午後 ５時 お斎（食事）
とき

午後 6時 報恩講大逮夜・御伝鈔拝読・法話
おお たい や ごでんしよう

12月18日（日） 午前10時 総永代経法要・法話
午前１１時半 お斎（食事）接待

午後 1時 報恩講御満座・御伝鈔拝読・法話

※本年のお当番は市場東組です。宜しくお願い致します。

市場東組は、興崎北中南、箸供養、西ノ岡、上ノ段南北、奈良坂尾開です。

12月31日 午後11時40分 除夜会（除夜の鐘）

1月 1日 午前 0時 修正会

どの行事も自由にご参加いただけます。

みなさまのお参りをお待ちしております。


