
■ 

秋
季
彼
岸
・
永
代
経
の
ご
案
内 

コ
ロ
ナ
禍
で
す
が
、
感
染
対
策
を
し
て
勤
め
ま
す
。 

・
出
入
口
と
窓
を
開
け
て
換
気
し
ま
す 

・
お
参
り
の
際
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
願
い
ま
す 

・
堂
内
三
〇
名
の
人
数
制
限
を
し
ま
す 

事
前
に
ご
連
絡
下
さ
れ
ば
席
を
用
意
し
ま
す 

・
お
斎
（
昼
食
）
は
残
念
で
す
が
中
止
し
ま
す 

 

午
前
・
午
後
共
の
お
参
り
で 

昼
食
に
お
困
り
の
方
は
ご
相
談
下
さ
い 

春
季
と
同
様
に
、
し
っ
か
り
勤
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

「

光

明

」
と

は

何

か

 

遺
影
は
自
分
の
心
を
映
す
鏡
だ
と
思
う
。 

た
だ
カ
シ
コ
ま
っ
て
い
る
だ
け
の
写
真
な
の
に
、
こ
ち
ら
に
疚
し
い
こ
と
が
あ
る
と
叱
ら
れ
る
。 

そ
の
動
か
ぬ
姿
が
、
私
の
悲
し
み
を
共
に
悲
し
ん
で
く
れ
て
、
微
笑
み
で
励
ま
し
て
く
れ
る
。 

だ
か
ら
、
絶
望
や
迷
い
の
時
は
、
そ
の
顔
が
笑
顔
や
微
笑
み
に
な
る
ま
で
対
話
を
続
け
よ
う
。 

た
と
え
意
見
や
生
き
方
の
違
い
が
あ
っ
た
故
人
で
も
、
い
ず
れ
迷
い
人
で
あ
る
。 

「
迷
い
」
を
前
提
と
し
た
対
話
な
ら
、
仲
間
だ
し
、
共
感
し
合
え
る
地
平
が
開
か
れ
る
は
ず
だ
。 

そ
の
人
に
、
「ガ
ン
バ
レ
」の
微
笑
み
を
見
つ
け
た
ら
、
き
っ
と
私
も
笑
顔
に
な
っ
て
い
て
、 

次
の
一
歩
を
踏
み
出
せ
る
。 

こ
の
苦
難
を
介
し
て
伝
わ
る
笑
顔
こ
そ
、
仏
の
光
明
だ
し
功
徳
の
全
て
な
の
だ
と
思
う
。 

こ
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
を
生
き
る
こ
と
の
第
一
義
と
す
れ
ば
、 

苦
難
の
縁
も
福
と
転
じ
ら
れ
て
く
る
。 

全
て
の
い
の
ち
が
輝
く
こ
と
を
願
わ
れ
て
い
る
。 

そ
の
願
い
に
頷
い
た
な
ら
、
自
身
が
輝
く
こ
と
よ
り
も
、
他
の
輝
き
を
探
す
よ
う
に
し
た
い
。 

見
つ
か
れ
ば
自
身
も
輝
く
。 

そ
れ
が
化
仏
の
姿
な
の
だ
ろ
う
。 

今
、
此
処
、
私
が
化
仏
の
輝
き
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
。 

そ
う
い
う
感
覚
が
真
実
信
心
な
の
だ
と
思
う
。 

そ
の
感
覚
の
時
、
私
も
化
仏
に
褒
め
ら
れ
て
、
化
仏
の
仲
間
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

遺
影
で
な
く
て
も
、
有
縁
で
な
く
て
も
、
特
に
真
っ
暗
闇
だ
と
感
じ
た
時
、 

そ
ん
な
対
話
を
す
る
必
要
が
あ
る
。 

無
碍
光
佛
ノ
ヒ
カ
リ
ニ
ハ 

無
数
の
阿
弥
陀
マ
シ
マ
シ
テ 

化
佛
オ
ノ
オ
ノ
コ
ト
ゴ
ト
ク 

真
実
信
心
ヲ
マ
モ
ル
ナ
リ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

《

現
世
利
益
和
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・
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鸞
聖
人

》

 

   

九
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二
十
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二
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二
十
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(

土) 

(

木) 

午
後
一
時 

正
午 

 
 

午
前
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後
一
時
半 

午
前
十
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法
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・
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法
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浄
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崎
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住
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戸
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恵
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師 

お
斎
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食
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法
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餅
つ
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草
取
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中
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令
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●

阿
弥
陀
経
ノ
ー
ト 

⑥
・
正
宗
分
・
讃
極
楽
・
正
報
荘
厳 

書
き
直
し
を
恐
れ
ず
、
今
、
思
い
浮
か
ぶ
と
こ
ろ
を
書
き
留
め
る 

舎
利
弗

し

ゃ

り

ほ

つ

、
汝
が
意

こ
こ
ろ

に
於
て
云
何

い

か

ん

。
彼
の
仏
を
何
が
故ゆ

え

ぞ
阿
弥
陀

あ

み

だ

と
号
す
る
。 

 

舎
利
弗
、
彼
の
仏
の
光
明
は
無
量
に
し
て
、
十
方
の
国
を
照
ら
す
に
障
礙

し
ょ
う
げ

す
る

所
な
し
、
こ
の
故
に
号
し
て
阿
弥
陀
と
為
す
。 

 

ま
た
舎
利
弗
、
彼
の
仏
の
寿
命
、
及
び
そ
の
人
民
も
、
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫

む

り

ょ

う

む

へ

ん

あ

そ

う

ぎ

こ

う

な

り
、
故
に
阿
弥
陀
と
名
づ
く
。
舎
利
弗
、
阿
弥
陀
仏
、
成
仏
已
来

い

ら

い

、
今
に
十
劫

じ
っ
ご
う

な

り
。 

 

ま
た
舎
利
弗
、
彼
の
仏
に
無
量
無
辺
の
声
聞

し
ょ
う
も
ん

の
弟
子
あ
り
、
皆
阿
羅
漢

あ

ら

か

ん

な
り
。

こ
れ
算
数

さ
ん
じ
ゅ

の
能
く
知
る
所
に
非あ

ら

ず
。

諸
も
ろ
も
ろ

の
菩
薩
衆
も
、
ま
た
ま
た
是か

く

の
如
し
。 

 

舎
利
弗
、
彼か

の
仏
の
国
土
に
は
、
是か

く

の
如
き
の
功
徳
荘
厳
を
成
就
せ
り
。 

〈
仏
説
阿
弥
陀
経
・
書
き
下
し
〉 

・
阿
弥
陀 

無
量
の
意 

＝
衆
生
の
認
識
を
超
え
る
程
の
数
ま
た
は
大
き
さ 

衆
生
な
ど
を
仏
と
育
て 

仏
を
仏
た
ら
し
め
る
根
本
の
は
た
ら
き 

・
光
明 

は
た
ら
き
に
頷
い
た
衆
生
等
を
化
仏
と
輝
か
せ
る
光 

衆
生
等
に
伝
播
し
て
い
く
阿
弥
陀
仏
の
知
恵 

・
障
礙 

さ
え
ぎ
る
も
の 

＝
障
害
物
や
障
害
と
な
る
条
件 

・
寿
命 

衆
生
等
を
仏
に
育
て
よ
う
と
は
た
ら
い
て
き
た
歴
史 

衆
生
等
に
寄
り
添
い
続
け
る
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲 

・
人
民 

阿
弥
陀
仏
の
慈
悲(

名)

と
智
慧(

号)

に
よ
り
救
わ
れ
て
い
く
仲
間
達 

・
無
料
無
辺…

 

暗
い
宇
宙
に
数
限
り
な
く
満
ち
溢
れ
て
い
る
様 

・
十
劫 

そ
の
は
た
ら
き
を
疑
う
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
程
の
長
い
時
間 

・
声
聞
の
弟
子 

阿
弥
陀
の
は
た
ら
き
に
遇
っ
て 

そ
の
完
全
性
を
讃
え
る
仲
間
達 

・
阿
羅
漢 

他
の
仲
間
か
ら
尊
敬
を
集
め
て
供
養
を
受
け
る
に
相
応
し
い
仲
間 

・
菩
薩 

阿
弥
陀
の
は
た
ら
き
に
遇
っ
て 

そ
の
実
効
性
を
讃
え
る
仲
間
達 

・
世
界
の
姿
と
私 

希
に
私
と
私
を
取
り
巻
く
世
界
が
輝
い
て
い
る
と
見
え
る
こ
と
が
あ
る
。
天
然
色
の
中

で
生
ま
れ
た
意
味
を
謳
歌
す
る
。
け
れ
ど
そ
ん
な
時
も
、
そ
の
外
側
の
世
界
は
迷
い
と
悲

劇
に
溢
れ
て
い
る
。
そ
の
暗
黒
に
飲
み
込
ま
れ
る
不
安
や
、
対
処
の
し
よ
う
が
な
い
絶
望

感
が
常
に
あ
る
。
神
と
か
仏
が
在
る
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
何
処
に
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。 

・
夜
空
に
輝
く
星
々 

星
の
輝
き
は
仄
か
過
ぎ
て
日
中
に
は
見
え
な
い
。
夜
空
で
も
雲
に
隠
れ
て
見
え
な
い
こ

と
も
あ
る
。
視
力
な
ど
感
受
性
の
問
題
も
あ
る
が
、
見
え
て
も
見
え
な
く
て
も
無
量
の

星
々
が
私
を
囲
み
輝
い
て
い
る
。
そ
の
事
実
を
手
懸
か
り
に
歩
む
道
を
定
め
れ
ば
よ
い
。 

 

暗
黒
の
不
安
や
絶
望
の
中
だ
か
ら
こ
そ
、
希
望
の
星
が
必
ず
見
つ
か
る
。
私
を
囲
む

星
々
の
数
は
無
量
な
の
だ
か
ら
。
見
つ
か
っ
た
ら
、
そ
の
星
の
よ
う
に
輝
け
ば
よ
い
。
輝

き
は
他
者
を
照
ら
す
光
で
あ
っ
て
、
そ
の
輝
き
を
自
覚
す
る
必
要
は
な
い
し
、
そ
の
光
が

誰
か
に
届
く
か
ど
う
か
も
心
配
し
な
く
て
よ
い
。
そ
の
受
照
者
も
無
量
な
の
で
あ
る
。 

・「
私
」
を
開
く 

私
の
願
い
を
基
準
に
す
る
と
、
叶
う
こ
と
が
少
な
く
絶
望
の
宇
宙
と
感
じ
る
。
良
く
生

き
よ
う
と
す
る
ほ
ど
闇
は
深
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
宇
宙
は
仏
の
願
い
で
満
た
さ
れ
て

い
る
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
「
無
碍
光
」
に
よ
っ
て
、
自
他
の
境
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
る
。「
無
量
寿
」
で
生
死
の
境
を
超
え
る
。「
私
」
の
殻
が
破
れ
て
宇
宙
が
私
に
な

っ
て
い
く
。
迷
い
の
中
で
、
だ
か
ら
こ
そ
出
遇
え
る
仲
間
達
。
そ
の
励
ま
し
の
声
が
聞
こ

え
て
「
あ
り
が
と
う
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）」
と
発
す
れ
ば
、
其
処
は
も
う
目
的
地
な
の
か

も
知
れ
な
い
。
励
ま
し
の
声
は
仏
の
願
い
だ
。
そ
の
願
い
を
基
準
に
私
の
願
い
を
生
き
て

い
く
の
な
ら
、
絶
望
の
宇
宙
と
感
じ
る
こ
と
は
も
う
な
く
な
っ
て
い
る
筈
だ
。 

 

声
聞
の
弟
子
で
あ
り
大
阿
羅
漢
で
も
あ
る
舎
利
弗
は
、
念
仏
の
十
劫
の
歴
史
に
思
い
を

馳
せ
な
が
ら
、
絶
望
の
中
に
希
望
を
見
出
す
道
を
、
他
を
導
く
菩
薩
道
と
し
て
歩
も
う
と

決
心
し
た
の
に
違
い
な
い
。 



創

作

・

生

身

の

釈

尊

 
タ
イ
ム
マ
シ
ン
で
過
去
に
戻
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
過
去
を
変
え
て
は
な
ら
な
い
。 

最
良
の
未
来
を
予
見
し
た
と
し
て
、
そ
の
実
現
に
は
身
を
削
る
犠
牲
を
伴
う
か
も
知
れ
な
い
。 

「
覚
り
を
得
れ
ば
苦
は
な
く
な
る
」
は
幻
想
で
、
そ
れ
を
得
る
ほ
ど
苦
が
深
ま
る
こ
と
も
あ
る
。 

「
涅
槃
」と
は
、
そ
の
苦
を
耐
え
る
た
め
の
力
、
苦
中
の
私
を
支
え
る
世
界
な
の
か
と
思
う
。 

そ
れ
が
避
け
ら
れ
な
い
現
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
悲
劇
で
も
、
立
ち
向
か
っ
て
受
容
す

る
力
は
何
処
か
ら
来
る
の
か
、
ど
の
様
に
そ
の
力
を
伝
え
た
ら
良
い
の
だ
ろ
う
。 

釈
尊
は
深
い
葛
藤
と
逡
巡
、
悲
し
み
を
越
え
て
、
微
笑
む
姿
に
そ
の
力
を
託
す
こ
と
に
し
た
。 

 

大
国
コ
ー
サ
ラ
に
、
精
舎
を
寄
進
し
た
祇
陀

ぎ

だ

太
子
の
異
母
弟
で
毘
瑠
璃

び

る

り

と
い
う
若
者
が
い
た
。 

彼
は
幼
い
頃
に
出
自
の
因
縁
を
罵
ら
れ
て
以
来
、
釈
迦
族
を
恨
み
、
殲
滅
を
企
て
て
い
た
。 

ク
ー
デ
タ
ー
で
父
か
ら
王
位
を
奪
っ
た
後
、
い
よ
い
よ
、
カ
ピ
ラ
城
を
目
指
し
て
軍
を
率
い
た
。 

釈
尊
は
、
進
軍
の
街
道
沿
い
の
荒
地
に
立
つ
一
本
の
枯
木
の
下
に
座
り
、
禅
定
に
入
っ
て
い
た
。 

毘
瑠
璃
王
は
、
わ
ざ
わ
ざ
熱
い
日
差
し
の
中
に
あ
る
老
体
の
釈
尊
を
訝
っ
て
理
由
を
訊
ね
た
。 

「
王
よ
、
親
族
の
陰
は
涼
し
い
も
の
で
あ
る
」
釈
尊
は
仄
か
な
微
笑
み
の
中
で
静
か
に
応
え
た
。 

毘
瑠
璃
王
は
、
そ
れ
を
不
気
味
と
感
じ
、
不
吉
の
念
に
慄
い
て
、
一
旦
、
兵
を
引
い
た
。 

け
れ
ど
怨
念
の
火
は
消
え
ず
、
飽
く
事
な
く
三
度
ま
で
挙
兵
と
撤
退
を
繰
り
返
し
た
。 

四
度
目
の
進
軍
に
釈
尊
の
姿
は
な
く
、
軍
は
揚
々
と
カ
ピ
ラ
城
に
達
し
た
。 

不
殺
生
が
誇
り
の
釈
迦
族
の
防
戦
は
虚
し
く
、
王
は
残
忍
な
や
り
方
で
目
的
を
完
遂
し
た
。 

 

釈
尊
が
血
に
染
ま
っ
た
カ
ピ
ラ
城
跡
を
訪
ね
た
か
ど
う
か
、
経
典
は
語
ら
な
い
。 

け
れ
ど
三
度
の
禅
定
で
、
身
体
に
も
心
に
も
精
魂
が
尽
き
果
て
て
い
た
と
想
像
で
き
る
。 

三
度
の
禅
定
で
、
王
に
恨
み
を
解
く
こ
と
を
促
し
、
釈
迦
族
に
避
難
や
交
渉
の
時
間
を
与
え
、 

自
身
に
も
悲
劇
を
受
け
止
め
る
覚
悟
を
成
し
た
。 

何
よ
り
、
全
て
の
人
々
に
、
微
笑
む
姿
で
涅
槃
の
徳
を
届
け
、
常
に
共
に
在
る
と
伝
え
た
。 

為
す
べ
き
こ
と
を
為
し
、
為
さ
ぬ
べ
き
こ
と
は
為
さ
な
か
っ
た
の
だ
。 

そ
の
在
り
方
に
共
感
し
学
べ
ば
よ
い
。
結
果
の
善
悪
か
ら
批
評
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。  

〈
「
釈
迦
族
の
滅
亡
」
のI

n
t
e
rNe

t

検
索
結
果
よ
り
創
作
〉 

特

別

法

要
（

本

山

）
ご

案

内

 

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年 

立
教
開
宗
八
百
年 

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌 

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌 

法
要
テ
ー
マ 

弥
陀
の
よ
び
声
『

な
も
あ
み
だ
ぶ
つ

』
を 

聞
い
て
ゆ
こ
う 

特
別
法
要 

令
和
五
年
五
月
二
十
一
日
（

日

）
～
二
十
八
日
（

日

） 

勤
行
は
午
前
十
一
時
～ 

特
別
読
経
・
稚
児
練
り
な
ど
各
種
イ
ベ
ン
ト
あ
り 

本
山
が
長
く
準
備
を
し
て
き
た
、
五
十
年
に
一
度
の
勝
縁
で
す
、
是
非
お
参
り
下
さ
い
。 

コ
ロ
ナ
の
状
況
が
良
け
れ
ば
、
団
体
参
拝
も
企
画
し
ま
す
。
ご
期
待
下
さ
い
。 

新
宝
物
館
（

法
会
記
念
事
業

）
ご
案
内 

本
山
趣
意 

本
派
伝
来
の
親
鸞
聖
人
の
御
真
筆
等
多
数
の
法
宝
物
を
、 

未
来
に
向
け
丁
重
に
管
理
し
次
の
世
代
へ
伝
え
て
い
く
。 

こ
の
た
め
に
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生

8
5
0

年
奉
讃
法
会

に
合
わ
せ
て
建
て
替
え
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。 

「
伝
え
る
展
示
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に

V
R

（
仮
想
現
実
）

も
使
い
、
高
田
派
の
教
え
と
歴
史
を
解
り
や
す
く
ご
案
内

致
し
ま
す
。 

令
和
五
年
五
月
オ
ー
プ
ン
予
定 

特
別
法
要
に
間
に
合
わ
せ
る
べ
く 

鋭
意
建
設
中
で
す
。 

法
会
懇
志
に
つ
い
て 

皆
様
か
ら
お
預
か
り
し
て
い
る
ご
懇
志
の
中
か
ら
、
応
分
を
本
山
に
納
め
ま
す
。 

新
宝
物
館
の
廊
下
に
お
名
前
を
刻
み
た
い
方
は
ご
連
絡
下
さ
い
（
十
二
月
中
旬
ま
で
）。 

イメージイラスト 

2万円以上懇志者

の銘板例 
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○ 

事
件
は
突
然
や
っ
て
く
る 

お
盆
の
お
参
り
で
忙
し
い
八
月
十
四
日
の
午
前
、
柳
生
橋
の
踏
切
に
さ
し
か
か
っ
た
。 

前
の
車
が
通
過
し
、
ア
ク
セ
ル
を
踏
も
う
と
し
た
瞬
間
、「
カ
ン
カ
ン
」
と
警
報
が
二

回
鳴
っ
た
。
少
し
躊
躇
し
た
が
、
何
本
も
列
車
が
通
る
可
能
性
が
あ
り
、
行
く
こ
と

に
し
た
。
無
事
に
通
過
し
て
少
し
走
っ
た
と
こ
ろ
で
「
ウ
ー
」
と
サ
イ
レ
ン
が
鳴
っ

た
。「
私
で
は
な
い
」
と
思
い
た
か
っ
た
。
後
方
は
カ
ー
ブ
し
て
お
り
パ
ト
カ
ー
の
姿

は
な
い
。「
逃
げ
ら
れ
る
」
と
も
思
っ
た
が
、
善
市
民
で
あ
る
。
一
応
ハ
ザ
ー
ド
を
出

し
て
道
脇
に
停
ま
っ
た
。
案
の
定
、
パ
ト
カ
ー
は
私
の
後
ろ
で
停
ま
り
、
警
察
官
が

来
る
。
忙
し
い
の
に
メ
ン
ド
ク
サ
イ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

「
遮
断
踏
切
立
ち
入
り
違
反
で
す
、
気
を
付
け
て
下
さ
い
」
優
し
い
口
ぶ
り
に
逆
に

憤
り
を
感
じ
た
。
ま
だ
遮
断
さ
れ
て
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
！ 

一
万
二
千
円
の
切
符
が
作
成
さ
れ
る
長
い
待
ち
時
間
の
間
、
父
の
こ
と
を
思
い
出
し

て
い
た
。
私
が
、
や
は
り
お
盆
に
、
駐
車
違
反
で
捕
ま
っ
た
報
告
を
し
た
時
、
父
は

捕
ま
ら
な
か
っ
た
話
を
し
た
。 

「
儂
は
許
し
て
も
ら
っ
た
ぞ
」
と
自
慢
げ
に
話
し
た
。
カ
ブ
で
走
っ
て
い
る
時
、
何

か
の
違
反
を
し
た
よ
う
だ
。
パ
ト
カ
ー
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
、
中
年
と
若
い
警
察
官

の
口
論
を
聞
い
て
い
た
と
云
う
。
若
い
警
察
官
は
「
坊
さ
ん
は
手
本
に
な
る
べ
き
職

業
だ
、
違
反
は
許
さ
れ
な
い
」「
だ
が
お
盆
だ
ぞ
、
坊
さ
ん
を
捕
ま
え
る
と
縁
起
が
悪

い
」
等
と
。
結
局
、
き
つ
い
お
叱
り
を
受
け
た
の
み
で
放
免
さ
れ
た
そ
う
だ
。 

○ 

懐
か
し
さ
が
笑
顔
を
つ
く
る 

懐
か
し
い
昭
和
の
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
私
は
、
そ
の
切
符
を
持
っ
て
く
る

警
察
官
が
父
親
に
見
え
た…

 

は
、
云
い
過
ぎ
だ
が
、「
安
全
第
一
」
と
「
法
令
順
守
」

を
肝
に
銘
じ
て
、
笑
顔
で
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
。
警
察
官
に
は
不
気
味
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
申
し
訳
な
い
。 

○ 

伝
承
が
大
事 

避
け
ら
れ
な
い
災
難
（
こ
の
場
合
は
違
う
か
も
）
は
、
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
に
笑
顔
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
を
伝
承
し
合
っ
て
お
く

こ
と
は
大
切
だ
と
思
う
。
恥
ず
か
し
い
け
れ
ど
記
し
て
お
く
。 

毎
月
一
日 

 

十
二
月 

十
一
月 

十 

月 

九 
月 

 

 
 

三

日 

 
 

四

日 

  

三 

日 

  

八 
日 

二
十
五
日 

 

(

土

) 

(

日

) 

(

木
・
祝) 

(

土

) 

(

日

) 

  

月
例
会 

午
後
二
時 

～ 

時
間
変
更
の
場
合
等
あ
り
ま
す
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

寺
ま
で
ご
確
認
下
さ
い 

報
恩
講 

御
開
山
聖
人
御
恩
に
報
い
る
法
会
で
す 

お
非
時
（
昼
食
）
中
止
の
場
合
あ
り 

土
曜
日 

午
後
一
時
半
か
ら 

日
曜
日 

午
前
十
時
か
ら 

本
山
納
骨
堂
法
会
・団
体
参
拝 

 先
代
住
職
二
十
三
忌
・先
代
坊
守
七
忌
法
要 

近
隣
の
ご
寺
院
様
と
さ
さ
や
か
に
勤
め
ま
す

午
後
四
時
～ 

秋
季
彼
岸
・永
代
経
法
会
（戸
田
恵
信 

師
） 

お
馴
染
み
の
先
生
の
情
熱
的
な
法
話
で
す 

お
非
時
（
昼
食
）
な
し 

午
前
十
時
～ 

 
本
山
納
骨
堂
・納
骨
受
付
／
お
参
り
／
仏
間
読
経
は
予
約
制 

本
山
も
コ
ロ
ナ
対
策
中
で
す 

参
拝
ご
予
定
の
方
は
本
山
ま
た
は
願
成
寺
ま
で
ご
相
談
下
さ
い 

コ
ロ
ナ
禍
の
見
通
し
が
立
た
ず
中
止
し
ま
し
た 

先
代
住
職
・先
代
坊
守 

年
忌
法
要 

 

十
月
八
日
（土
） 

午
後
四
時
～ 

先
代
住
職
は
六
十
九
歳
で
亡
く
な
り 

二
十
三
回
忌
で
す 

先
代
坊
守
は
八
十
二
歳
で
亡
く
な
り 

七
回
忌
（一
年
遅
れ
）で
す 

お
世
話
に
な
っ
た
方
々
に
お
参
り
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
す 

ご
仏
前
等
の
ご
心
配
は
無
用
と
し 

平
服
に
て
お
参
り
下
さ
い 

遅
い
時
間
で
恐
縮
で
す
が 

一
時
間
程
勤
め
ま
す 


