
慶
讃
法
要
に
ぎ
や
か
に

宗
祖
親
鸞
聖
人
報
恩
講
法
要
な
ら
び
に

御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年
、

尊
光
寺
諸
堂
修
復
完
了
慶
讃
法
要

十
二
月
十
六
日
、
十
七
日
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
宗

祖
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
を
縁
と
す
る
報
恩
講
法
要
と
、
親
鸞
聖
人
の

ほ
う
お
ん
こ
う

御
誕
生
８
５
０
年
、
浄
土
真
宗
の
教
え
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
か
ら
８

０
０
年
の
法
要
、
尊
光
寺
諸
堂
修
復
完
了
の
慶
讃
法
要
が
勤
め
ら
れ
、

尊
光
寺
に
は
多
く
の
参
拝
者
が
集
い
、
一
同
お
念
仏
を
申
し
、み
教
え

を
と
も
に
喜
び
ま
し
た
。

法
要
は
十
六
日
の
午
後
一
時
の
報
恩
講
法
要
昼
座
の
お
勤
め
か
ら

始
ま
り
ま
し
た
。
主
に
今
回
の
報
恩
講
執
行
当
番
で
あ
る
市
場
西
組

（
中
町
・
北
町
・
通
町
東
・
通
町
西
・
南
町
・
流
・
香
美
）の
ご
門
徒
の
皆
さ

ま
、
お
集
ま
り
の
多
く
の
方
々
と
と
も
に
、「
正
信
念
仏
偈
」（
行
譜
）
を

お
勤
め
。
ご
法
話
は
、
ご
講
師
の
片
山
英
道
師
（
善
通
寺
市
源
正
寺
）
か

ら
お
聞
か
せ
頂
き
ま
し
た
。

片
山
英
道
師
は
、
源
正
寺
住
職
を
さ
れ
な
が
ら
、
本
願
寺
派
布
教

使
と
し
て
全
国
各
地
に
布
教
に
出
ら
れ
て
い
ま
す
。
家
庭
に
あ
っ
て
は
小

さ
な
お
子
様
の
育
児
に
も
奮
闘
中
で
す
。
ま
た
青
年
僧
侶
の
会
で
は
、

一
緒
に
活
動
を
し
て
お
り
ま
す
。
日
常
の
話
を
例
に
、
仏
さ
ま
の
お
慈

悲
を
分
か
り
や
す
く
丁
寧
に
、
時
に
笑
い
を
交
え
な
が
ら
お
伝
え
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

十
六
日
の
夜

座
の
前
に
は
、
お

斎
（
食
事
）
を
お

と
き当

番
の
皆
さ
ん

や
お
参
り
の
方

と
一

緒
に
頂
き

ま
し
た
。メ
ニ
ュ
ー

は
バ
ラ
寿

司
と

酢
の

物

、
味

噌

汁
。
ど
れ
も
お
い

し
く
、
ご
講
師
も

お
か
わ
り
を
す
る

ほ
ど
。
大
変
好
評

で
あ
り
ま
し
た
。

ご講師の片山英道師

お
当
番
で
大
変
な
の
が
翌
日
十
七
日
お
昼
の
お
斎
（
食
事
）の
準
備

で
す
。
精
進
料
理
が
参
拝
の
皆
さ
ま
に
行
き
渡
る
数
を
用
意
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
前
日

の
こ
の
日
か
ら
食
材
の
調

理
な
ど
に
ご
奉
仕
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
忙
し
そ
う

な
調
理
場
で
し
た
が
、
ご

近
所
の
皆
さ
ま
同
士
、
ま

た
初
め
て
顔
を
合
わ
す
者

同
士
で
も
、
楽
し
み
な
が

ら
和
気
藹
々
と
調
理
し
て

く
だ
さ
る
姿
が
印
象
的
で

し
た
。

六
時
か
ら
の
夜
座
大お
お

逮
夜
法
要
で
は
、
親
類
寺

た
い

や

で
あ
る
上
板
町
の
明
照
寺

さ
ま
を
導

師
に
迎
え
て

「
日
没
礼
讃
偈
」
を
お
勤

め
い
た
し
ま
し
た
。そ
の
後
、

副
住
職
が
親
鸞
聖
人
の
ご

一
生
涯
を
絵
と
言
葉
で
記

さ
れ
た
「
ご
絵
伝
」
、「
御
伝

鈔
」
を
ス
ク
リ
ー
ン
を
使
い

な
が
ら
解
説
。
こ
の
た
び

は
、
親
鸞
聖
人
が
念
仏
禁

止
に
よ
っ
て
ご
流
罪
に
な
る

場

面
か
ら
関

東
の
地
で

「
正
信
偈
」
を
ご
執
筆
に
な

る
頃
ま
で
の
話
を
い
た
し

ま
し
た
。つ
づ
い
て
、
ご
講
師

よ
り
大
逮
夜
布
教
を
頂
き
、
最
後
に
「
正
信
偈
」
速
読
の
お
勤
め
を
し

て
夜
座
を
閉
じ
ま
し
た
。

十
七
日
は
午
前
十
時
よ
り
、
報
恩
講
な
ら
び
に
門
徒
総
永
代
経
法

要
を
お
勤
め
い
た
し
ま
し

た
。
総
永
代
経
は
過
去
帳

に
載
る
有
縁
の
方
す
べ
て

を
追
悼
す
る
法
要
で
、
特

に
戦
没
者
数
と
こ
の
一
年

で
ご
往
生
さ
れ
た
方
々
の

法
名
・
俗
名
を
読
み
上
げ

て
そ
の
ご
遺
徳
を
偲
び
ま

し
た
。
お
勤
め
は
「
仏
説
阿

16日夜座前のお斎（食事）16日夜座（大逮夜法要布教）燈樹(１ 才3ヶ月)も一緒に

弥
陀
経
」
。
法
要
の
後
は
、
副
住
職
が
「
ご
絵
伝
」「
御
伝
鈔
」
の
解
説
。

こ
の
席
で
は
、
親
鸞
聖
人
と
そ
の
命
を
狙
い
に
き
た
山
伏
弁
円
と
の
出

べ
ん

ね
ん

会
い
、
弁
円
が
改
心
し
浄
土
真
宗
に
帰
す
る
姿
の
解
説
を
い
た
し
ま
し

た
。つ
づ
い
て
ご
講
師
か
ら
法
話
を
頂
き
ま
し
た
。

お
昼
に
は
お
当
番
の
方
々
が
丁
寧
に
準
備
く
だ
さ
っ
た
お
精
進
の
お

斎
（
昼
食
）
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
近
は
食
べ
る
機
会
が
少
な
く
な
っ

た
本
格
的
な
精
進
料
理
を
お
い
し
く
頂
き
ま
し
た
。

午
後
一
時
か
ら
の
法
要
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
近
隣
寺
院
の
方

々
に
も
出
仕
を
頂
き
、い
よ
い
よ
報
恩
講
ご
満
座
法
要
な
ら
び
に
親
鸞

聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・

立
教
開
宗
８
０
０
年
、
尊

光
寺
諸
堂
修
復
完
了
慶

讃
法
要
を
お
勤
め
い
た
し

ま
し
た
。
行
事
鐘
が
な
る

中
、
諸
僧
入
堂
し
、
住
職

が
導
師
を
勤
め
、「
正
信

念
仏
偈
」（
十
二
礼
の
節
）

を
太
鼓
で
調
子
を
取
り
な

が
ら
一
同
で
唱
和
し
、
賑

や
か
な
お
勤
め
に
な
り
ま

し
た
。

法
要
の
趣
旨
を
仏
さ
ま

に
告
げ
る
表
白
（
ひ
ょ
う
び

ゃ
く
）で
は
、
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
浄
土
真
宗
の
み

教
え
が
、
た
し
か
に
こ
の
私
ま
で
届
い
て
い
る
こ
と
を
喜
び
、
尊
光
寺
諸

堂
が
新
し
く
整
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
歴
代
住
職
な
ら
び
に
有
縁
の
門
信

徒
の
皆
さ
ま
の
一
方
な
ら
ぬ
ご
懇
念
の
た
ま
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
謝

し
、
お
念
仏
に
出
遇
え
た
喜
び
が
一
人
で
も
多
く
の
方
に
伝
わ
る
よ
う

僧
侶
門
信
徒
一
同
、
よ
り

一
層
励
ん
で
ま
い
る
こ
と

を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

締
め
く
く
り
の
法
話
は

ご
講
師
よ
り
、
阿
弥
陀
如

来
の
願
が
、
有
縁
の
方
を

通
し
て
、こ
の
私
に
届
け
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
丁

寧
に
分
か
り
や
す
く
お
伝

え
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

お
か
げ
さ
ま
で
満
堂
の

本
堂
で
と
も
に
お
念
仏
を

申
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

法要で表白を読み上げる住職締めく く り のご法話
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お
か
み
そ
り
の
儀
（
帰
敬
式
）

法
要
後
、
本
堂
に
て
帰
敬
式
（
き
き
ょ
う
し
き
）
が
執
行
さ
れ
ま
し

た
。
帰
敬
式
と
は
、
ご
本
山
の
御
門
主
さ
ま
よ
り
、
頭
に
お
か
み
そ
り
を

あ
て
て
頂
き
、
浄
土
真
宗
門
徒
と
し
て
の
自
覚
を
新
た
に
し
、
法
名
を

拝
受
す
る
儀
式
で
す
。
お
か
み
そ
り
を
あ
て
る
の
で
お
か
み
そ
り
の
儀
と

も
言
い
ま
す
。
本
来
は
本
山
で
の
み
儀
式
が
行
わ
れ
ま
す
が
、こ
の
た
び

は
ご
本
山
よ
り
御
門
主
さ
ま
の
お
手
代
わ
り
に
出
向
い
た
だ
き
、
尊
光

寺
本
堂
で
儀
式
を
行
い
ま
し
た
。

法
要
後
の
本
堂
に
式
を
受
け
る
方
々
が
整
列
し
、
ご
本
山
の
僧
侶

よ
り
式
の
説
明
を
受
け
ま
す
。
式
に
臨
む
の
は
三
十
三
名
。
尊
光
寺
の

他
に
も
、
県
内
の
本
願
寺
派
寺
院
の
ご
門
徒
も
数
名
、
式
に
臨
み
ま
し

た
。
式
は
堂
内
の
照
明
を
落
と
し
、
灯
明
の
明
か
り
の
み
で
行
い
ま
す
。こ

れ
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
が
出
家
の
際
、
夜
に
お
か
み
そ
り
を
受
け
ら
れ
た

の
に
由
来
す
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

御
門
主
さ
ま
の
お
手
代
わ
り
の
導
師
が
ご
本
尊
の
前
で
焼
香
・
合
掌

礼
拝
の
後
、
三
帰
依
文
を
称
え
ま
す
。
三
帰
依
文
と
は
、「
南
無
帰
依

さ
ん

き

え

も
ん

な

も

き

え

仏
」
さ
と
り
を
ひ
ら
い
た
仏
と
、「
南
無
帰
依
法
」
そ
の
教
え
で
あ
る
仏

ぶ
つ

な

も

き

え

ほ
う

法
と
、「
南
無
帰
依
僧
」
と
も
に
仏
道
を
歩
む
仲
間
た
ち
の
僧
伽
の
三
つ

な

も

き

え

そ
う

そ
う
ぎ
や

に
帰
依
を
表
明
す
る
も
の
で
、
全
世
界
の
仏
教
共
通
の
入
門
の
言
葉
で

き

え

す
。
導
師
に
あ
わ
せ
て
受
式
者
も
三
帰
依
文
を
称
え
ま
す
。

次
に
お
か
み
そ
り
が
頭
に
あ
て
ら
れ
ま
す
。
合
掌
の
姿
勢
を
と
っ
た
受

式
者
の
後
ろ
か
ら
お
導
師
が
か
み
そ
り
を
頭
に
あ
て
て
い
き
ま
す
。
僧

侶
が
出
家
の
際
に
剃
髪

を
し
た
こ
と
に
倣
っ
て
行

い
ま
す
が
、
帰
敬
式
で
は

髪
の
毛
が
剃
ら
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
か
み
そ
り
が
終
わ
る

と
、
法
名
を
頂
き
ま
す
。

今
回
は
代
表
し
て
樫
原

益
男
さ
ん
が
法
名
を
拝

受
し
ま
し
た
。

つ
づ
い
て
、
決
意
を
述
べ

る
帰
敬
文
（
き
き
ょ
う
も

ん
）
を
門
徒
総
代
長
の
中

村
憲
明
さ
ん
が
述
べ
ま
し

た
。つ

い
で
、
お
導
師
よ
り

ご
教

諭
を
頂
き
、
法
名
を
頂
く
こ
と
の
意
義
、
今
後
ま
す
ま
す
仏
法
聴

き
よ
う

ゆ

聞
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
お
言
葉
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
最
後
は
一

同
合
掌
礼
拝
を
し
て
式
は
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。

おかみそりをあてるお手代

式
の
後
、
ご
本
山
の
僧
侶
よ
り
法
名
の
説
明
な
ど
が
あ
り
、
お
一
人

お
一
人
に
住
職
か
ら
法
名

を
お
渡
し
し
ま
し
た
。

法
名
は
、
浄
土
真
宗
門

徒
と
し
て
の
自
覚
を
新
た

に
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
お

救
い
を
拠
り
所
と
し
て
人

生
を
歩
ん
で
い
く
者
の
お

名
前
で
す
。
ご
自
身
の
第

二
の
名
前
と
し
て
大
切
に

し
て
く
だ
さ
い
。
今
回
、
法

名
を
お
受
け
す
る
機
会
に

恵
ま
れ
、
有
り
難
い
経
験
に

な
っ
た
と
感
想
を
寄
せ
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

今
回
受
式
に
な
れ
な
か

っ
た
方
も
、
ご
本
山
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。法

要
・
行
事
の
ご
案
内

◎

除
夜
の
鐘

【

月

日
】
午
後

時
半
頃
よ
り

12

31

11

ど
な
た
さ
ま
で
も
一
緒
に
鐘
を
つ
き
ま
し
ょ
う
。

◎

春
の
彼
岸
会
永
代
経
法
要

ひ

が
ん

え

え
い

た
い

き
よ
う
ほ
う

よ
う

【
３
月

日
（
水
・
祝
）
】
午
後
１
時
よ
り
法
要
・
法
話

20

【
３
月

日
（
木
）
】

午
後
１
時
よ
り
法
要
・
法
話

2１

※

日
は
仏
教
婦
人
会
総
会
予
定
し
て
い
ま
す
。
会
食
を

時
半
よ

21

11

り
、
準
備
お
手
伝
い
は
９
時
頃
よ
り
お
願
い
致
し
ま
す
。

◎

ご
本
山
参
拝
旅
行
（
予
定
）

【
日
帰
組
】
５
月

日
（
日
）
費
用
１
万
５
千
円

26

【
一
泊
組
】
５
月

～

日
（
日
・
月
）
費
用
４
万
円

26

27

ご
本
山
の
参
拝
と
大
谷
本
廟
へ
の
分
骨
納
骨
を
い
た
し
ま
す
。

日
帰
組
は
、
本
山
参
拝
の
後
に
京
都
観
光
予
定
。

一
泊
組
は
、
本
山
参
拝
の
後
、
岐
阜
県
長
良
川
で
鵜
飼
い
鑑
賞
と
観

光
の
予
定
。

ど
う
ぞ
ご
予
定
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
次
の
寺
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

お
申
し
込
み
は
尊
光
寺
ま
で
。

帰敬文を読み上げる中村総代長

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『
正
信
偈(

し
ょ
う
し
ん
げ)

』
■

「
き
み
ょ
う
む
り
ょ
う
じ
ゅ
に
ょ
ら
い
」
。
浄
土
真
宗
で
一
番
よ
く
親
し
ま

れ
て
き
た「
正
信
念
仏
偈
」
を
テ
キ
ス
ト
に
、イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
日
本
へ
と

伝
わ
っ
た
仏
教
の
教
え
、
念
仏
と
は
何
か
を
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
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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６年 年忌表
令和６年の法事と亡くなった年

1周忌 令和 ５（２０２３）年

3回忌 令和 ４（２０２２）年

7回忌 平成３０（２０１８）年

13回忌 平成２４（２０１２）年

17回忌 平成２０（２００８）年

25回忌 平成１２（２０００）年

33回忌 平成 ４（１９９２）年

50回忌 昭和５０（１９７５）年

61回忌 昭和３９（１９６４）年

100回忌 大正１４（１９２５）年

150回忌 明治 ８（１８７５）年

200回忌 文政 ８（１８２５）年

250回忌 安永 ４（１７７５）年

300回忌 享保１０（１７２５）年

過去帳やお位牌をご覧ください。



２０２４（令和６）年

尊光寺 行事案内

３月２０日 午後 １時 春の彼岸会永代 経 法要
ひ がん え えいたいきよう

３月２１日 午後 １時 春の彼岸会永代 経 法要
ひ がん え えいたいきよう

（仏教婦人会総会を兼ねます。会食準備9時～、会食11時半～、法要1時～）

５月 １日 午前１０時 宗祖親鸞 聖 人降誕会法要
しゆうそしんらんしようにんごうたん え

続いて午前中 門信徒総会、会食
もんしん と そうかい

（会食準備お手伝い下さる方は９時頃よりお願いします。）

５月２６日（日帰りは５/２６）ご本山参拝と大谷本廟納骨法要

（１泊は５/２６-２７ ご本山の後は岐阜県長良川方面へ）

８月１５日 午後６時頃 盂蘭盆会法要
う ら ぼん え

９月２２日 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２３日 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

（仏教婦人会老人ホームお接待 準備9時～）

１２月１４日 午後 １時 報恩講法要
ほうおんこう

午後 ６時 報恩講大逮夜・御伝 鈔 拝読
ほうおんこうおおたい や ご でんしよう

１２月１５日 午前１０時 総永代 経 法要
そうえいたいきよう

午後 １時 報恩講御満座・御伝 鈔 拝読
ほうおんこう ご まん ざ ご でんしよう

１２月３１日 午後１１時４０分 除夜会（除夜の鐘）
じよ や え

１月 １日 午前 ０時 修 正 会
しゆしよう え

毎月１５日 午後 夕刻 宗祖月忌逮夜法要
しゆうそがつきたいや

１月 ９日～１６日 ご本山御正忌報恩講法要

※ その他の行事は随時お知らせ致します。

皆様のご参拝をお待ちしております。

（土）

（日）


