
法
要
・
行
事
の
ご
案
内

◎

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

【
９
月

日
（
日
・
祝
）
】

午
後
１
時
よ
り
法
要
・
法
話

22

【
９
月

日
（
月
・
振
休
）
】
午
後
１
時
よ
り
法
要
・
法
話

23

※

日
は
仏
教
婦
人
会
に
よ
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
お
接
待
で
す
。
お

23
接
待
が
で
き
な
い
場
合
は
会
員
に
よ
る
会
食
と
致
し
ま
す
。
会
食
は
11

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

両
日
と
も
、
ど
な
た
様
も
お
気
軽
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

法
話
講
師
：
長
谷
川
憲
章
師
（
広
島
県
三
次
市
善
徳
寺
住
職
）

ご
講
師
の
長
谷
川
師
は
、
お
寺
で
サ

マ
ー
キ
ャ
ン
プ
や
遺
影
撮
影
会
な
ど
の

様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
た
り
、
ギ
タ
ー

を
演
奏
し
な
が
ら
ご
法
話
を
し
た
り

と
、
親
し
み
や
す
い
お
寺
を
運
営
さ
れ

て
い
ま
す
。

お
彼
岸
と
は
、
さ
と
り
の
岸
、
阿
弥

陀
さ
ま
の
極
楽
浄
土
の
こ
と
で
す
。
お
念
仏
を
申
し
つ
つ
先
立
っ
た
方
々

を
偲
び
、こ
の
私
も
同
じ
浄
土
へ
参
る
こ
と
に
思
い
を
寄
せ
ま
し
ょ
う
。
ど

な
た
さ
ま
も
お
参
り
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

◎

宗
祖
親
鸞
聖
人
報
恩
講
法
要

し
ゆ
う

そ

し
ん

ら
ん

し
よ
う
に
ん

ほ
う

お
ん

こ
う

【

月

日(

土)

】

12

14

午
後
１
時
よ
り

法
要
・
法
話

午
後
５
時
よ
り

お
斎
（
夕
食
）

午
後
６
時
よ
り

大
逮
夜
法
要
・
御
伝
鈔
拝
読
・
法
話

【

月

日(

日
）
】

12

15

午
前

時
よ
り

門
徒
総
永
代
経
法
要
・
法
話

10

お
昼

お
斎
（
食
事
）

午
後
１
時
よ
り

報
恩
講
ご
満
座
法
要
・
御
伝
鈔
拝
読
・
法
話

報
恩
講
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
遺
徳
を
偲
び
、
お
念
仏
の
お
救
い
が
こ

の
私
ま
で
届
い
て
い
る
こ
と
を
喜
ば
せ
て
い
た
だ
く
法
要
で
、
浄
土
真
宗

門
徒
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
法
要
で
す
。
ま
た
、

日
の
門
徒
総
永
代

15

経
で
は
一
年
間
に
ご
往
生
さ
れ
た
ご
門
徒
の
皆
さ
ま
の
お
名
前
・
法
名

を
読
み
上
げ
ま
す
。
ど
う
ぞ
有
縁
の
皆
さ
ま
お
揃
い
で
お
参
り
く
だ
さ

い
。

日
の
お
斎
（
食
事
）
は
お
当
番
の
皆
さ
ま
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
ま

15

す
の
で
、
ど
な
た
様
も
お
食
事
に
お
つ
き
く
だ
さ
い
。
予
約
な
ど
は
不
要

で
す
。
皆
さ
ま
の
お
参
り
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

※
本
年
の
報
恩
講
お
当
番
は
、
日
開
谷
・
阿
波
町
組
（
大
俣
・
下
喜
来

大
門
・
日
開
谷
東
谷
西
谷
・
阿
波
町
）で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。法

話
講
師
…
龍
田
智
師
（
愛
媛
県
今
治
市
称
名
寺
）

ご
講
師
の
龍
田
師
は
、20

1
9

年
以
来
の
お
越
し
で
す
。こ
の
五
年
の

間
に
ご
結
婚
さ
れ
、
育
児
に
も
奮
闘
中
の
若
き
お
坊
様
で
す
。
副
住
職

と
も
京
都
ご
本
山
で
共
に
学
ん
だ
中
で
も
あ
り
ま
す
。
聞
き
や
す
い
仏

さ
ま
の
お
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

◎

除
夜
の
鐘

修
正
会

し
ゆ
し
よ
う
え

【

月

日
】
午
後

時

分
頃
よ
り

12

31

11

35

行
く
年
来
る
年
を
お
念
仏
と
と
も
に
。
ど
な
た
様
も
除
夜
の
鐘
を
つ

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
本
堂
で
は
年
明
け
と
と
も
に
お
勤
め
が
あ
り

ま
す
。
ど
う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

正
信
偈
講
座
㊱

（
赤
い
経
本
一
八
㌻
）

し
よ
う

し
ん

げ

憶
念
弥
陀
仏
本
願

自
然
即
時
入
必
定

お
く

ね
ん

み

だ

ぶ
つ

ほ
ん

が
ん

じ

ね
ん

そ
く

じ

に
ゆ
う

ひ
つ

じ
よ
う

唯
能
常
称
如
来
号

応
報
大
悲
弘
誓
恩

ゆ
い

の
う

じ
よ
う
し
よ
う

に
よ

ら
い

ご
う

お
う

ほ
う

だ
い

ひ

ぐ

ぜ
い

お
ん

【
訓
読
】
弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
す
れ
ば
、
自
然
に
即
の
時
必
定
に
入

み

だ

ぶ
つ

ほ
ん

が
ん

お
く

ね
ん

じ

ね
ん

そ
く

と
き

ひ
つ
じ
よ
う

い

る
。
た
だ
よ
く
つ
ね
に
如
来
の
号
を
称
し
て
、
大
悲
弘
誓
の
恩

に
よ

ら
い

み
な

し
よ
う

だ
い

ひ

ぐ

ぜ
い

お
ん

を
報
ず
べ
し
と
い
へ
り
。

ほ
う

【
現
代
語
訳
】
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
た
だ
ち

ほ
ん

が
ん

に
必
ず
仏
に
成
る
べ
き
身
で
あ
る
正
定
聚
に
入
る
。
た
だ
常

な

し
よ
う
じ
よ
う
じ
ゆ

に
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
え
、
本
願
の
大
い
な
る
慈
悲
の
恩

み
よ
う
ご
う

と
な

じ

ひ

に
報
い
る
の
が
よ
い
と
述
べ
ら
れ
た
。

今
回
は
前
号
に
続
い
て
、「
憶
念
弥
陀
仏
本
願

自
然
即
時

入

必

お
く
ね
ん

み

だ

ぶ
つ
ほ
ん
が
ん

じ

ね
ん
そ
く

じ

に
ゆ
う
ひ
つ

定

」
の
と
こ
ろ
で
す
。
必
ず
救
う
と
誓
わ
れ
た
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
、そ

じ
よ
う

ほ
ん
が
ん

の
身
を
ゆ
だ
ね
た
（
憶
念
）
そ
の
時
に
、
お
の
ず
と
「
必
定
」（
仏
に
成
る

お
く
ね
ん

ひ
つ
じ
よ
う

な

こ
と
が
定
ま
っ
た
位
）に
入
る
と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
は
「
自
然
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
し
ぜ
ん
」
で
は
な
く
「
じ
ね
ん
」

と
読
み
ま
す
。こ
れ
は
漢
字
の
読
み
に
い
く
つ
か
種
類
が
あ
る
た
め
で
す
。

漢
字
辞
書
を
見
ま
す
と
「
自
」
に
は
「
シ
（
漢
音
）
」「
ジ（
呉
音
）
」
と
二
つ

の
音
読
み
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
然
」
に
も
「
ゼ
ン
（
漢
音
）
」「
ネ
ン
（
呉

音
）
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、「
自
然
」
は
漢
音
で
は
「
シ
ゼ
ン
」
、

か
ん
お
ん

呉
音
で
は
「
ジ
ネ
ン
」
と
読
み
ま
す
。
中
国
か
ら
日
本
に
漢
字
が
入
っ
て

ご

お
ん

く
る
時
、い
く
つ
か
の
時
代
に
分
か
れ
て
そ
の
発
音
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
ず
仏
教
と
と
も
に
古
い
時
代
に
入
っ
て
き
た
音
が
呉
音
と
言
わ
れ
て

ご

お
ん

い
ま
す
。そ
の
後
、
遣
隋
使
や
遣
唐
使
の
時
代
に
入
っ
て
き
た
音
が
漢
音

か
ん
お
ん

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
僧
侶
は
も
と
も
と
呉
音
で
経
典

を
学
び
読
誦
し

ご

お
ん

き
よ
う
て
ん

ど
く
じ
ゆ

て
い
た
よ
う
で
す
。
漢
音
の
発
音
が
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
朝
廷

か
ら
漢
音
の
使
用
が
命
じ
ら
れ
ま
す
が
、
結
局
、
漢
音
の
発
音
は
僧
侶

に
は
馴
染
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
、
今
も
多
く
の
仏
教
用
語
は
呉
音
で
発

音
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
用
語
で
は
な
く
て
も
、
例
え
ば
私
の
好
き
な
も

の
の
一
つ
「
自
然
薯
」
は
「
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
」
と
読
む
よ
う
に
呉
音
の
発
音
は

日
常
用
語
と
し
て
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、こ
の
「
自
然
」
と
は
、「
人
の
手
を
介
さ
な
い
、
お
の
ず
か
ら
そ
う

で
あ
る
こ
と
」
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
、

「
お
の
ず
か
ら
し
か
ら
し
む
」
と
読
み
、
人
間
の
は
か
ら
い
を
超
え
た
阿

弥
陀
仏
の
願
い
の
力
に
よ
っ
て
、
念
仏
に
出
会
っ
た
者
が
お
の
ず
か
ら
救

わ
れ
て
い
く
こ
と
を
表
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
は
か

ら
い
で
仏
道
を
歩
む
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
、
念

仏
申
す
者
に
育
て
ら
れ
、こ
の
命
を
丸
抱
え
で
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
て

い
の
ち

仏
に
成
ら
せ
よ
う
と
す
る
仏
の
は
た
ら
き
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。

つ
づ
い
て
「

入
必
定

」
で
す
。「
必
定

」
と
は
、
必
ず
仏
に
成
る
身
に

に
ゆ
う
ひ
つ
じ
よ
う

ひ
つ
じ
よ
う

定
ま
っ
た
位
の
こ
と
で
、「

正
定
聚

」
と
も
呼
ば
れ
る
仏
道
の
位
を
言
い

し
よ
う
じ
よ
う
じ
ゆ

ま
す
。

阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
さ
ま
は
、い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
私
た
ち
が
ど
の
よ

う
な
姿
に
な
ろ
う
と
も
、
ご
一
緒
し
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
で
す
。
そ
の
仏

さ
ま
が
「
あ
な
た
は
間
違
い
な
く
仏
さ
ま
に
な
る
身
の
上
で
す
よ
、
そ
の

命
を
ま
か
せ
な
さ
い
」
と
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
必
定
」
と
は
、「
か
な
ら
ず
」
仏
に
成
る
身
で
す
。こ
の
世
は
様
々
な

縁
に
振
り
回
さ
れ
て
、
様
々
な
こ
と
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。こ
う
し
た
い
と
思
っ
て
準
備
努
力
を
し
て
も
、
か
な
ら
ず
成
し
遂
げ

ら
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
志
望
校
に
合
格
し
よ
う
と
一
生
懸
命
に
受

験
勉
強
を
し
て
も
、
受
験
当
日
に
体
調
不
良
に
見
舞
わ
れ
た
り
、
事
故

に
巻
き
込
ま
れ
た
り
、
何
が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
「
不
定
」
な
世
の
中

ふ
じ
よ
う

に
私
た
ち
は
生
き
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
一
寸
先
は
闇
と
言
わ
れ
る
よ
う
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に
、
人
生
の
先
は
見
通
し
が
利
き
ま
せ
ん
。
不
定
な
世
の
中
で
す
か
ら
、

こ
の
命
が
終
わ
っ
た
後
も
一
体
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
と
不
安
に
な
る
の
が

私
た
ち
で
す
。
そ
の
よ
う
な
不
定
な
私
た
ち
に
「
か
な
ら
ず
」
と
呼
び
か

け
て
く
だ
さ
る
の
が
阿
弥
陀
さ
ま
な
の
で
す
。
確
か
な
も
の
な
ど
何
一
つ

持
ち
得
な
い
こ
の
私
を
必
ず
仏
に
す
る
と
い
う
力
強
い
は
た
ら
き
な
の
で

す
。そ

し
て
、「
必
ず
仏
に
成
る
身
に
定
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う

に
こ
の
命
を
終
え
て
い
こ
う
と
も
、
ど
れ
ほ
ど
の
寿
命
で
こ
の
命
を
閉
じ

て
い
こ
う
と
も
、
仏
と
な
る
す
ば
ら
し
い
命
を
生
き
て
ゆ
か
れ
た
と
言
う

こ
と
で
す
。
思
っ
た
よ
う
な
死
に
様
を
選
べ
な
い
の
が
私
た
ち
で
す
し
、
定

ま
っ
た
寿
命
が
な
い
の
が
私
た
ち
で
す
。
世
間
で
は
長
寿
で
あ
れ
ば
大
往

生
な
ど
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
も
っ
と
生
き
て
い
た
い
と
思
っ
て
お
ら
れ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
も
う
少
し
生
き
て
い
て
ほ
し
か
っ
た
と
願
う
ご
遺
族

の
声
も
よ
く
聞
き
ま
す
。
仏
さ
ま
の
目
に
は
、
立
派
な
死
に
様
、
そ
う
で

は
な
い
死
に
様
、
生
き
過
ぎ
た
長
い
一
生
、
生
き
足
り
な
い
短
い
一
生
と

い
っ
た
価
値
判
断
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
命
も
「
必
ず
救
う
、
我
に
ま
か
せ

よ
」
と
仏
に
願
わ
れ
た
命
で
あ
り
、
そ
の
命
に
「
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏
に

成
る
い
の
ち
で
す
よ
」
と
満
点
評
価
を
し
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
で
あ
り
ま

す
。い
つ
人
生
が
終
わ
っ
て
も
、
そ
こ
で
仏
に
成
る
こ
と
が
完
成
す
る
人

生
、こ
れ
は
や
は
り
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

ま
た
、「
必
ず
仏
に
成
る
身
」
と
い
う
こ
と
は
、こ
の
人
生
に
新
た
な
意

味
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
生
ま
れ
て
き
て
死
ん
で

ゆ
く
人
生
。
生
き
て
い
る
こ
と
が
素
晴
ら
し
く
死
ぬ
こ
と
は
つ
ま
ら
な
い

こ
と
だ
、
命
あ
っ
て
の
物
種
だ
、
な
ど
と
言
わ
れ
る
世
間
で
す
が
、
阿
弥
陀

も
の
だ
ね

仏
は
、
命
を
終
え
る
こ
と
を
、
浄
土
に
生
ま
れ
て
限
り
の
な
い
命
が
開
け

る
機
縁
で
あ
る
よ
と
言
う
の
で
す
。
死
は
た
だ
命
の
終
わ
り
で
は
な
く
、

浄
土
に
生
ま
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
言
う
の
で
す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、こ
の
生
涯
は
、
仏
さ
ま
の
話
に
出
会
う
場
、
浄
土
に
向
か
っ
て
生
き
る

命
で
あ
る
と
、
生
き
て
い
る
意
味
も
新
た
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
な
ら
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
仏
さ
ま
の
名
前
を
お
称
え
し
て
、「
必
ず
救
う
我

に
ま
か
せ
よ
、
我
が
名
を
称
え
よ
」
と
願
っ
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
の
ご
恩

に
報
い
る
人
生
を
生
き
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
言
う
の
が
、つ
づ
く
「
唯
能
常

称
如
来
号

応
報
大
悲
弘
誓
恩
」
と
い
う
部
分
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。

親
の
心
子
知
ら
ず
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
親
の
思
い
に
応
え
る
こ
と
は

難
し
い
も
の
で
す
か
ら
、
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
に
、
凡
夫
の
私
が
百
パ
ー
セ

ン
ト
恩
返
し
を
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
我
が
名
を
称
え
て
く
れ
よ
」
と
願
っ
て
お
ら
れ
る
仏
さ
ま
で
す
か
ら
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
私
た
ち
が
称
え
る
姿
を
ど
れ
ほ
ど
か
喜
ん
で
く

だ
さ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

息
子
の
燈
樹
は
ま
も
な
く
二
歳
で
す
。
イ
ヤ
イ
ヤ
期
が
始
ま
っ
た
の

か
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
に
こ
だ
わ
り
を
持
ち
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と

泣
い
た
り
叫
ん
だ
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
堂
も
遊
び
場
の
一
つ

で
、
お
線
香
を
折
っ
て
は
投
げ
散
ら
か
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
。
ま
だ
ま
だ

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
話
は
分
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
息

子
も
仏
さ
ま
の
「
必
ず
救
う
我
に
ま
か
せ
よ
」
の
お
慈
悲
の
中
。
必
ず
仏

に
成
る
仲
間
で
あ
り
ま
す
。あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

時
間
は
か
か
り
ま
し
た
が
、
私
を
指
さ
し
「
パ
パ
」
と
呼
び
始
め
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
嬉
し
い
思
い
が
こ
み
上
げ
て
き
ま
し
た
。
仏
さ
ま
も
私
の

口
か
ら
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
出
る
こ
と
を
待
ち
続
け
て
く
だ
さ
り
、
喜

ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
ま
で
が
「
正
信
偈
」
の
中
の

龍
樹

菩
薩
に
関
す
る
部
分
で
し

り
ゆ
う
じ
ゆ

ぼ
さ
つ

た
。
次
回
か
ら
は
、
天
親
菩
薩
の
部
分
に
入
り
ま
す
。

て
ん
じ
ん

ぼ
さ
つ

ま
も
な
く
秋
の
お
彼
岸
を
迎
え
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
一
緒
に
仏
さ
ま
の

お
慈
悲
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
お
参
り
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

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

3
3
00

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

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。

令和７年 年忌表
令和７年の法事と亡くなった年

1周忌 令和 ６（２０２４）年

3回忌 令和 ５（２０２３）年

7回忌 平成３１令和元年（２０１９）年

13回忌 平成２５（２０１３）年

17回忌 平成２１（２００９）年

25回忌 平成１３（２００１）年

33回忌 平成 ５（１９９３）年

50回忌 昭和５１（１９７６）年

61回忌 昭和４０（１９６５）年

100回忌 大正１５昭和元年（１９２６）年

150回忌 明治 ９（１８７６）年

200回忌 文政 ９（１８２６）年

250回忌 安永 ５（１７７６）年

300回忌 享保１１（１７２６）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

９
月

日
（
日
曜
・
秋
分
の
日
）

日
（
月
曜
・
振
替
休
日
）

22

23

両
日
と
も
午
後
１
時
よ
り

お
勤
め
と
法
話

※

日
は
、仏
教
婦
人
会
に
よ
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
お
接
待
で
す
。感
染
症
予
防
の
た
め
に
お
接
待
が
行
え
な
い
場
合
は

23会
員
に
よ
る
会
食
と
致
し
ま
す
。会
食
は

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

11

お
彼
岸
と
は
、さ
と
り
の
岸
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
極
楽
浄
土
で
す
。お
念
仏
を
申

し
つ
つ
先
立
っ
た
方
々
を
偲
び
、こ
の
私
も
同
じ
彼
岸
へ
参
る
こ
と
に
思
い
を
寄
せ

ま
し
ょ
う
。ど
な
た
さ
ま
も
お
参
り
く
だ
さ
い
。お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

法
話
講
師

長
谷
川

憲
章

師

（
広
島
県
三
次
市
善
徳
寺
住
職
）

ご
講
師
の
長
谷
川
師
は
、お
寺
で
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
い
た
り
、
ご
自

身
も
ギ
タ
ー
を
持
っ
て
お
説
法
を
な
さ
っ
た
り
、愉
快
な
ご
住
職
様
で
す
。

尊
光
寺

阿
波
市
市
場
町
大
野
島
字
天
神
四
一



20２４（令和６）年 尊光寺行事予定（下半期）

9月22日（日・祝） 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（月・振休） 午後 1時 秋の彼岸会永代経法要
※23日は仏教婦人会による老人ホームお接待です。
11時半より会食、準備お手伝いくださる方は9時頃よりお願いいたします。

11月13日（水） 午前 9時 おみがき（仏具磨き）
12月 1日（日） 午前 9時 お内仏報恩講法要

ない ぶつ

12月 9日（月） 午前 8時半 お餅つき
12月10日（火） 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14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15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 報恩講ご満座法要

・御伝鈔拝読・法話

※本年のお当番は日開谷・阿波町組です。宜しくお願い致します。
日開谷阿波町組は、大俣・上喜来大門・日開谷東谷西谷・阿波町です。

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

どの行事もご参加をお待ちしております。


