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コ
ロ
ナ
禍
で
迎
え
る
年
末
年
始

妙
法
寺
の
除
夜
の
鐘
や
初
詣
、
新
年
の

大
祈
祷
会
な
ど
、
年
末
年
始
の
行
事
に
は
、

多
く
の
方
が
参
拝
に
訪
れ
ま
す
。
今
回
は

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
の
対
策
を
し

っ
か
り
と
行
い
、
お
盆
の
時
と
同
様
に
行

事
を
縮
小
化
し
、
密
に
な
ら
な
い
よ
う
に

分
散
化
致
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
安
心
し
て
ご

参
拝
く
だ
さ
い
。

こ
の
よ
う
な
混
沌
と
し
た
不
安
な
日
々

が
続
く
か
ら
こ
そ
、
年
末
年
始
に
は
神
仏

や
ご
先
祖
様
に
令
和
３
年
の
健
康
と
安
泰

を
祈
り
に
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。
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午後11時～ 歳末報恩会【開催】
さい まつ ほう おん え

午後11時からの「歳末報恩会」は、本堂にて一年間無事で過ごせ

たことに感謝の意を捧げる法要です。マスク着用のうえご参列頂

けます。

午後11時30分～ 除夜の鐘【中止】
毎年長い行列ができ人が密集してしまうと共に、橦木（鐘を打つ木）

しゆもく

に多くの人が触れることから、本年は住職が一人で鐘を打たせて

頂きます。耳を傾けお楽しみください。

※見学はご遠慮ください。

新年祝祷会【中止】

俺の一文字 私の一文字【中止】
「新年祝祷会（御祈祷会）」と「俺の一文字 私の一文字」は、中

止致します。

御守・おみくじ【開催】
御守やおみくじは、受付で販売致します。

大晦日の午後11時より午前0時30分まで本堂を開放し、ご参拝を

受付ております。

豚汁・甘酒の配布【中止】
恒例の豚汁・甘酒の配布は中止致します。
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初

詣

初
詣
は
、
元
旦
よ
り

日
ま
で
午
前
９
時
よ
り
午

11

後
４
時
ま
で
本
堂
を
開
放
し
、
開
運
の
神
様
「
毘
沙

門
天
」
様
を
お
祀
り
し
初
詣
を
受
付
て
お
り
ま
す
。

初
題
目
会
・
御
祈
祷
会

毎
年
恒
例
、
１
月
第
２
土
曜
日
の
午
後
１
時
か
ら

の
「
初
題
目
会
」
、
午
後
２
時
か
ら
の
「
大
祈
祷
会
」
、

そ
の
後
の
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
は
、
感
染
拡
大
を
鑑
み
、

令
和
３
年
の
お
正
月
は
「
祈
祷
会
」
の
み
、
分
散
化

し
て
開
催
致
し
ま
す
。
祈
祷
会
は
皆
様
の
一
年
の
健

康
と
安
泰
を
祈
る
行
事
で
あ
り
、
今
回
は
コ
ロ
ナ
の

早
期
収
束
を
祈
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
感
染
対
策
を

し
っ
か
り
講
じ
、
密
を
避
け
６
日
間
に
分
け
て
行
い

ま
す
。
ご
都
合
の
良
き
日
に
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

一昨年 なまはげ

昨年 猿まわし
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～当日の流れ～
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祈願のお申込は12月26日迄に
同封の申込用紙にて12月26日迄にお願いします。また御札や御

守の郵送対応も行います。詳細は申込用紙をご確認ください。

【FAX番号：045-812-7676】

祈祷会は6日間に分散化
1月 2日（土） 3日（日） 4日（月）

9日（土） 10日（日） 11日（祝）

1日1回 午前11時に行います
ご都合の良き日にご参拝ください。

まずは受付にお寄りください
まずは受付にお寄りください。志納袋をお渡し頂き返礼品をお受

け取りください。

※10時45分までに受付をお済ませください。

※車両祈祷のご希望の方は車を裏山墓地駐車場にお駐めください。

本堂の御札を僧侶にお渡しください
本堂にはお申込頂きました御札が置いてありますので、お取り頂

き僧侶にお渡しください。御守を購入された方も一緒にお渡しく

ださい。

御祈祷会を行います
日蓮宗古来より伝わる加持祈祷により一年間の健康と安泰、コロ

ナウィルス疫病退散をご祈願致します。

※終了後に車両祈祷を裏山墓地駐車場にて執り行います。
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～

祈

祷

内

容

一

覧

～

Ａ
、
家
内
安
全
家
族
が
円
満
に
過
ご
せ
ま
す
よ
う
に

Ｂ
、
身
体
健
全
健
康
で
過
ご
せ
ま
す
よ
う
に

Ｃ
、
交
通
安
全
交
通
の
災
難
に
遭
い
ま
せ
ん
よ
う
に

Ｄ
、
當
病
平
癒
病
が
治
り
ま
す
よ
う
に

Ｅ
、
商
売
繁
盛
商
売
が
繁
盛
し
ま
す
よ
う
に

Ｆ
、
事
業
繁
栄
事
業
が
栄
え
成
功
し
ま
す
よ
う
に

Ｇ
、
社
運
隆
昌
会
社
が
栄
え
ま
す
よ
う
に

Ｈ
、
学
徳
増
進
勉
強
が
で
き
ま
す
よ
う
に

Ｉ
、
合
格
成
就
志
望
校
に
合
格
で
き
ま
す
よ
う
に

Ｊ
、
発
育
増
進
お
子
様
が
元
気
に
育
ち
ま
す
よ
う
に

Ｋ
、
心
願
成
就
心
に
秘
め
た
願
い
が
叶
い
ま
す
よ
う
に

Ｌ
、
除
厄
開
運
厄
を
除
き
幸
運
に
恵
ま
れ
ま
す
よ
う
に

（
厄
年
に
当
た
ら
れ
て
い
る
方
の
厄
除
け
祈
願
）

Ｍ
、
夫
婦
円
満
夫
婦
が
仲
良
く
過
ご
せ
ま
す
よ
う
に

Ｎ
、
安
楽
産
福
子

元
気
な
子
供
が
産
ま
れ
ま
す
よ
う
に

Ｏ
、
寿
命
長
遠
元
気
に
長
生
き
で
き
ま
す
よ
う
に

※
申
込
書
に
は
、
記
号
で
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

※
具
体
的
な
ご
祈
願
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、
「
祈
願
内
容
」
の
欄
に
お

書
き
く
だ
さ
い
。
内
容
を
考
慮
し
ご
祈
願
致
し
ま
す
。

男 性

数え25歳
前厄 平成10年生
本厄 平成9年生
後厄 平成8年生

数え42歳
前厄 昭和56年生
本厄 昭和55年生
後厄 昭和54年生

数え61歳
前厄 昭和37年生
本厄 昭和36年生
後厄 昭和35年生

女 性

数え19歳
前厄 平成16年生
本厄 平成15年生
後厄 平成14年生

数え33歳
前厄 平成 2年生
本厄 平成元年生
後厄 昭和63年生

数え37歳
前厄 昭和61年生
本厄 昭和60年生
後厄 昭和59年生

数え61歳
前厄 昭和37年生
本厄 昭和36年生
後厄 昭和35年生

◆
御
祈
祷
料
◆

特
別
祈
祷

１
５
，
０
０
０
円
（
大
き
な
御
札
）

一
般
祈
祷

３
，
０
０
０
円

車
両
守
札

３
，
０
０
０
円

（
同
申
込
者
は
２
台
目
以
降
、
一
台
に
つ
き
２
０
０
０
円
）
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御
札
と
御
守
の

発
送
を
は
じ
め
ま
し
た

コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
で
外
出
を
控

え
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
今

回
よ
り
ご
祈
願
し
ま
し
た
御
札
や

御
守
の
発
送
対
応
を
始
め
ま
し
た
。

同
封
の
申
込
用
紙
に
ご
記
入
の
上

ご
返
信
く
だ
さ
い
。

※

郵
便
振
込
用
紙
を
同
封
致
し
ま
す
。

※

発
送
費
は
一
律
５
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

お
知
ら
せ

壱

古
い
御
札
お
焚
き
上
げ

正
月
飾
り

昨
年
の
古
い
御
札
、
お
正
月
飾
り
の
お
焚

き
上
げ
供
養
の
品
は
受
付
に
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
燃
え
な
い
も
の
は
、
お
焚
き
上
げ

で
き
な
い
た
め
ご
遠
慮
頂
く
だ
さ
い
。

護
持
費
（
年
会
費
）

の
振
込
が
可
能
に
な
り
ま
す

外
出
自
粛
に
よ
り
護
持
費
（
年
会
費
）

を
払
い
に
行
け
な
い
と
い
う
お
声
を

多
く
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、

来
年
度
よ
り
郵
便
振
替
で
も
護
持
費

（
年
会
費
）
を
納
め
ら
れ
る
よ
う
に

準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
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第３章 コロナの時代を生きる

～仏教の視座から～

松本紹圭 × 久住謙昭
青森県 恐山 早朝風景

は

じ

め

に

今
回
、
「
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
生
き
る
」
の
３
回
の
連
載
を
始
め
た
時
に

は
、
連
載
が
終
わ
る
頃
に
は
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
も
落
ち
着
い
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
期
待
を
込
め
て
予
想
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
「
全
国
の

重
症
者
数
が

月

日
時
点
で
３
３
１
人
と
な
り
、
緊
急
事
態
宣
言
が
出

11

22

て
い
た
第
１
波
ピ
ー
ク
の
３
２
８
人
を
超
え
、
過
去
最
多
と
な
る
」
と
い

う
ニ
ュ
ー
ス
に
触
れ
な
が
ら
、
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
に
向
か
い
こ
の
記
事
を

書
い
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
我
慢
の
時
期
が
続
き
そ
う
な
な
か
で
、
私

自
身
も
住
職
と
し
て
、
今
ま
で
長
き
に
わ
た
り
続
け
て
来
た
行
事
や
伝
統

を
ど
の
よ
う
に
未
来
へ
と
繋
げ
て
い
く
の
か
、
暗
中
模
索
の
日
々
が
続
い

て
お
り
ま
す
。

今
回
は
複
雑
な
思
い
で
、
連
載
の
最
後
で
あ
る
第
３
章
「
中
道
～
バ
ラ

ン
ス
を
持
っ
て
生
き
る
～
」
を
テ
ー
マ
に
お
話
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

中
道
と
い
う
教
え

仏
教
に
は
「

中

道
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
わ
か
り
や
す
い
言

ち
ゆ
う
ど
う

葉
に
変
換
す
る
な
ら
ば
「
い
い
加
減
・
偏
ら
な
い
・
バ
ラ
ン
ス
」
と
い
う

言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
お
釈

迦
様
が
ま
だ
悟
り
を
開
か
れ
る
前
の
修
行
時
代
の
話
で
あ
り
ま
す
。
お
釈

迦
様
は
悟
り
を
開
く
こ
と
を
求
め
６
年
間
に
わ
た
り
断
食
や
断
眠
・
瞑
想

な
ど
様
々
な
苦
行
を
重
ね
、
鍛
錬
に
励
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
身

体
は
痩
せ
衰
え
骨
と
皮
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
、
悟
り
と
は
ほ
ど
遠
い
状

態
で
あ
り
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
は
沐
浴
で
身
を
清
め
よ
う
と
川
に
入
り
ま
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し
た
が
、
弱
り
切
っ
た
お
釈
迦
様
は
川
で
流
さ
れ
て
し
ま
い
川
岸
に
流
れ

着
き
、
息
も
絶
え
絶
え
に
倒
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
ひ
と
り
の
村
娘
ス
ジ
ャ

た

だ

ー
タ
に
「
乳
粥
」
を
施
さ
れ
、
お
釈
迦
様
は
そ
の
乳
粥
に
よ
っ
て
体
力
を

ち
ち
が
ゆ

回
復
し
心
も
満
た
さ
れ
、
心
身
と
も
に
回
復
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
お
釈
迦
様
は
近
く
の
大
き
な
菩
提
樹
と
い
う
大
樹
の
も
と
で
瞑

ぼ

だ
い
じ
ゆ

想
を
行
い
、
つ
い
に
は
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
お

釈
迦
様
は
、
苦
行
だ
け
で
は
悟
り
を
開
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
心
身
共
に

健
や
か
で
あ
り
、
偏
り
の
無
い
こ
と
が
悟
り
を
開
く
う
え
で
重
要
で
あ
る

と
、
ご
自
身
の
経
験
を
も
と
に
「
中
道
」
と
い
う
教
え
を
説
か
れ
ま
し
た
。

お
釈
迦
様
は
、
こ
の
「
中
道
」
の
教
え
を
ギ
タ
ー
の
弦
に
た
と
え
教
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
「
ギ
タ
ー
の
弦
は
、
張
り
過
ぎ
る
と
切
れ
て
し
ま
う
、
緩

み
過
ぎ
る
と
音
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
張
り
過
ぎ
ず
、
緩
み
過
ぎ
ず
、

良
い
加
減
の
と
こ
ろ
で
ギ
タ
ー
は
素
晴
ら
し
い
音
色
を
出
す
こ
と
が
で
き

る
」
と
、
仏
道
修
行
し
て
い
く
う
え
で
、
中
道
の
精
神
を
大
事
に
し
、
偏

り
過
ぎ
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

釈尊の苦行像

偏
っ
て
考
え
る
私
達

私
達
は
、
す
ぐ
に
偏
っ
た
考
え
方
を
し
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
物
事
に

対
し
て
は
悲
観
的
に
な
り
過
ぎ
て
心
を
病
ん
だ
り
、
楽
観
的
に
な
り
過
ぎ

て
慎
重
さ
を
失
っ
た
り
、
自
分
を
責
め
す
ぎ
て
心
を
閉
ざ
し
た
り
、
他
人

の
一
面
だ
け
を
切
り
取
っ
て
責
め
過
ぎ
て
み
た
り
。
偏
り
す
ぎ
て
自
身
や

他
者
を
傷
つ
け
た
り
し
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
自
分
自
身
の
考
え
方
や
行

動
が
「
中
道
」
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
か
を
常
に
確
認
す
る
こ

と
が
、
現
代
を
健
や
か
に
生
き
る
ヒ
ン
ト
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
「
過
ぎ

た
る
は
及
ば
ざ
る
が
ご
と
し
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

何
を
す
る
に
も
、
行
き
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
良
い
こ
と

で
も
、
そ
の
本
質
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
偏
ら
な
い
バ
ラ
ン
ス
感
覚
は

生
き
る
上
で
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
自
身
も
バ
ラ
ン
ス
と

い
う
も
の
を
い
つ
も
意
識
し
て
生
き
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
バ
ラ
ン
ス

が
取
れ
た
食
事
は
代
表
的
な
も
の
で
す
が
、
例
え
ば
、
読
む
本
で
あ
っ
て

も
仏
教
書
ば
か
り
を
読
む
の
で
は
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
や
環
境
、
流
行
の
本

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
を
読
む
こ
と
で
、
仏
教
の
理
解
が
深

ま
っ
た
り
、
今
の
現
象
と
仏
教
の
思
想
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
お
寺
を
運
営
す
る
お
金
に
関
し
て
も
そ
う

で
す
。
お
布
施
を
頂
く
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
頂

い
た
お
布
施
は
、
寺
院
の
運
営
や
修
繕
だ
け
で
は

な
く
、
仏
教
の
興
隆
や
社
会
貢
献
に
バ
ラ
ン
ス
良

く
費
や
し
て
い
く
こ
と
を
常
に
意
識
を
し
て
お
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
中
道
」
と
い
う
バ
ラ
ン
ス

力
は
、
今
を
生
き
る
現
代
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与

え
て
く
れ
ま
す
。
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松
本
紹
圭
さ
ん
と
の
対
談

今
回
の
松
本
紹
圭
さ
ん
と
の
対
談
の
な
か
で
も
「
中
道
」
と
い
う
心
身

の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
話
が
及
び
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

今
後
、
お
寺
が
「
心
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
る
場
所
」
「
チ
ュ
ー
ニ

ン
グ
で
き
る
場
所
」
「
今
の
私
に
と
っ
て
丁
度
い
い
場
所
」
で
あ
っ
て

欲
し
い
で
す
ね
。
人
は
精
神
的
な
状
態
と
身
体
的
な
状
態
は
イ
コ
ー

ル
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
身
体
が
不
健
康
で
あ
っ
た
り
、
生
活
習
慣

が
乱
れ
て
い
る
と
、
考
え
方
や
言
動
ま
で
乱
れ
た
り
す
る
こ
と
も
多

い
で
す
。
逆
に
精
神
の
状
態
が
悪
い
と
同
じ
よ
う
に
身
体
も
壊
れ
て

き
ま
す
。
今
後
、
お
寺
は
法
話
や
読
経
と
い
う
精
神
的
な
も
の
だ
け

を
提
供
す
る
の
で
は
無
く
、
身
体
も
豊
か
に
す
る
食
や
習
慣
な
ど
を

提
供
す
る
場
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
お
釈
迦
様
の
別
名
で
「
医
王
」

い
お
う

と
い
う
呼
び
方
が
あ
り
、
人
々
の
心
の
病
を
癒
や
す
す
ぐ
れ
た
医
者

で
あ
る
と
い
う
た
と
え
が
あ
り
ま
す
が
、
人
の
心
身
は
常
に
揺
れ
動

き
、
変
化
し
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
続
け
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
人
が
そ

の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
時
、
「
自
分
に
と
っ
て
何
か
が
足
り
な
い
な
」

と
ア
ラ
ー
ト
を
感
じ
た
時
、
「
お
寺
に
行
っ
て
み
よ
う
！
」
と
、
そ
の

バ
ラ
ン
ス
を
整
え
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
が
で
き
る
場
所
が
お
寺
に
な
っ
て

欲
し
い
で
す
ね
。

妙
法
寺
さ
ん
に
は
、
浄
心
道
場
を
代
表
と
す
る
、
読
経
・
法
話
・

瞑
想
・
掃
除
・
夜
桜
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
コ
ン
テ
ン
ツ
や
イ
ベ

ン
ト
の
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
り
、
そ
の
多
様
な
活
動
を
通
じ
て
、
人
々
の

心
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
る
。
そ
ん
な
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
檀
信
徒
に
と
っ
て
、
地
域

の
人
に
と
っ
て
、
妙
法
寺
は
か
け
が
え
の
な
い
場
所
に
な
っ
て
く
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
【
以
上
、
内
容
を
要
約
】

と
、
お
話
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
今
ま
で
行
っ
て
き
た
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
、

取
り
組
み
が
人
々
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
こ
と
に
多
く
の
気

づ
き
と
学
び
を
頂
き
ま
し
た
。
振
り
返
る
と
、
妙
法
寺
の
行
事
や
イ
ベ
ン

ト
に
は
、
檀
信
徒
を
は
じ
め
地
域
の
方
々
が
、
ご
自
分
の
意
志
で
好
き
な

よ
う
に
参
加
さ
れ
ま
す
。
お
経
を
読
み
に
来
る
人
、
お
掃
除
の
お
手
伝
い

に
来
る
人
、
桜
を
楽
し
み
に
来
る
人
、
仕
事
帰
り
に
手
を
合
わ
せ
に
来
る

人
。
各
々
が
妙
法
寺
と
好
き
な
よ
う
に
関
わ
り
、
心
を
整
え
、
バ
ラ
ン
ス

を
整
え
る
場
所
に
な
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
と
て
も
嬉
し
い
こ
と

で
あ
り
、
意
義
有
る
こ
と
だ
と
感
じ
る
と
共
に
、
今
後
も
そ
の
よ
う
な
場

に
な
れ
る
よ
う
勤
め
て
い
き
た
い
と
感
じ
ま
し
た
。

お
わ
り
に

妙
法
寺
へ
の
お
参
り
や
お
墓
参
り
は
、

密
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ナ

禍
で
心
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
そ
う
な
時

に
は
、
ど
う
ぞ
妙
法
寺
や
お
墓
参
り
に
足

を
運
ん
で
く
だ
さ
い
。

今
回
３
回
に
わ
た
り
、
連
載
し
て
き
ま

し
た
が
、
最
後
ま
で
お
付
き
合
い
頂
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
対
談

を
通
じ
て
、
た
く
さ
ん
の
学
び
を
頂
き
ま

し
た
松
本
紹
圭
さ
ん
に
こ
の
場
を
お
借
り

し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

令和2年12月 妙法寺だより 242号
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お
知
ら
せ

弐

◆
来
年
の
暦
を
同
封
致
し
ま
し
た
。

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

◆

月

日
～
１
月

日
ま
で
墓
参
用
の
お
花
を
販

12

30

11

売
し
て
お
り
ま
す
。
年
末
の
お
墓
参
り
で
は
、
ご

先
祖
様
に
無
事
に
過
ご
せ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
気

持
ち
を
伝
え
、
年
始
に
は
今
年
一
年
の
安
泰
を
祈

り
ま
し
ょ
う
。

１
対

１
，
５
０
０
円
（
お
線
香
付
）

１
束

７
５
０
円

※
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、

在
庫
状
況
な
ど
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
お
台
所
に
お
祀
り
致
し
ま
す
「
普
賢
三
宝
荒
神
」
様
の
御
札
は
、

ふ

げ
ん
さ
ん
ぼ
う
こ
う
じ
ん

月
１
日
よ
り

日
迄
、
寺
務
所
で
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

12

30

一 体

1000円

御

奉

納

奉
納

金
一
封

真
慈
院
司
隆
日
郎
居
士

追
善
菩
提
之
為

奉
納
主

髙
木
志
津
子

様

奉
納

金
一
封

光
照
院
恵
徳
日
義
居
士

追
善
菩
提
之
為

奉
納
主

橋
本
孝
枝

様

ご
奉
納
に
謹
ん
で
感
謝
申
し
上
げ
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

令和2年12月 妙法寺だより 242号
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令
和
三
年

年
回
忌
表

年
回
忌
の
お
知
ら
せ
を
同
封
致
し
ま
す

来
年
、
年
回
忌
に
該
当
さ
れ
る
方
に｢

年
回

忌
の
お
知
ら
せ｣

を
同
封
致
し
て
お
り
ま
す
。

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
希
に
古
い
字
な
ど
で
誤
植

が
あ
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、

何
卒
ご
容
赦
頂
き
、
お
手
数
な
が
ら
お
知
ら
せ

頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

※
ご
法
要
の
申
込
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
で
も
行
え
ま
す
。

※
ご
法
要
は
御
命
日
よ
り
前
に
行
う
の
が
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
お
申
込
は
お
早
め
に
お
願
い
致
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン

の
年
回
忌
法
要
は
現
在
は
原
則
と
し
て
行
っ

て
お
り
ま
せ
ん
が
、
再
び
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

感
染
が
広
が
る
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
事

情
（
施
設
に
入
所
し
て
来
ら
れ
な
い
・
遠
方

で
来
ら
れ
な
い
等
）
の
場
合
に
は
、
ご
法
要

の
様
子
を
書
面
で
報
告
・
法
要
の
動
画
をY

o
u

T
u
b
e

な
ど
で
お
届
け
・
法
要
の
様
子
をZ

o
o
m

で
ラ
イ
ブ
中
継
」
な
ど
臨
機
応
変
に
対
応
を

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

令和2年12月 妙法寺だより 242号
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