
l 安穏な1年を祈願します！新春大祈祷会

l 1年の締めくくり 大晦日 除夜の鐘

l おてら おやつ クラブ 発送ボランティア大募集

l 令和4年 年回忌のご案内

l 住職コラム 「コロナ禍で苦しむ 曖昧な喪失」

l コロナ禍に求められる「弔い直し」
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感染への細心の注意を払いながら

安穏なる一年となるよう 共に祈りを捧げましょう

本年の御祈祷会は、正月9日（日） 午前11時～ 午後１時～ 午後3時～の3回に

分け分散化して開催致します。感染への対策を行いながら、少しずつコロナ前

のような賑やかな御祈祷会に戻して行きたいと考えております。まだまだ予断

を許させない日々が続きますが、年末年始には神仏やご先祖様に令和４年の健

康と安泰を祈りにご家族揃ってご参拝ください。

令和3年12月 妙法寺だより 246号
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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

※
御
札
の
申
込
は
年
内
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す

※
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11年生
本厄 平成10年生
後厄 平成9年生

数え42歳
前厄 昭和57年生
本厄 昭和56年生
後厄 昭和55年生

数え61歳
前厄 昭和38年生
本厄 昭和37年生
後厄 昭和36年生

女 性

数え19歳
前厄 平成17年生
本厄 平成16年生
後厄 平成15年生

数え33歳
前厄 平成 3年生
本厄 平成 2年生
後厄 平成元年生

数え37歳
前厄 昭和62年生
本厄 昭和61年生
後厄 昭和60年生

数え61歳
前厄 昭和38年生
本厄 昭和37年生
後厄 昭和36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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祈
る
こ
こ
ろ
を
贈
る

妙
法
寺
の
特
製
御
守

妙
法
寺
の
特
製
御
守
は
、
御
祈
祷
会
で
も

販
売
致
し
て
お
り
ま
す
。
ご
自
身
だ
け
の
祈

り
に
止
ま
ら
ず
、
ご
家
族
や
ご
友
人
な
ど
に

「
祈
る
こ
こ
ろ
」
を
形
に
し
て
た
御
守
を
贈

っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
受
け
取

っ
た
方
は
、
神
仏
の
功
徳
と
人
の
温
か
み
を

感
じ
、
喜
び
や
生
き
る
力
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

獅
子
舞
が
登
場

各
時
間
の
御
祈
祷
会
終
了
後
に
は
、
皆
さ
ん
の
厄

を
払
い
、
疫
病
退
散
を
祈
願
し
て
、
獅
子
舞
が
登
場

し
ま
す
！
日
本
の
伝
統
文
化
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

恒
例
の
「
お
し
る
こ
」
の
ふ
る
ま
い
は
、
現
在

は
行
う
予
定
で
す
が
、
感
染
状
況
に
よ
っ
て
中
止

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

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
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
く
だ
さ
い
。初

詣

妙
法
寺
で
は
大
晦
日
か
ら
正
月
の
三
箇

日
は
、
本
堂
を
開
放
し
初
詣
の
皆
さ
ま
の

参
拝
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

本
堂
正
面
に
は
南
北
朝
時
代
よ
り
祀
ら

れ
ま
す
〝
勝
負
の
神
様
・
開
運
の
神
様
〟

で
あ
る
「
毘
沙
門
天
王
」
を
特
別
奉
安
し
、

受
付
に
て
「
御
守
」
や
「
お
み
く
じ
」
な

ど
も
販
売
し
て
お
り
ま
す
。

年
頭
に
あ
た
り
一
年
の
安
泰
を
お
祈
り

く
だ
さ
い
。
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大 晦 日
午後11時 ～ 歳末報恩会 本堂

午後11時半～ 除夜の鐘 開始

午前０時 ～ 新年祝祷会 本堂
※ 受付は12時30分に終了致します。

※ 例年混雑致しますので、お早めにお越しください。

感
染
対
策
を
講
じ
て
お
迎
え
致
し
ま
す

除夜の鐘

俺の私の一文字

初 詣甘 酒
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お

知

ら

せ

◆

月

日
～
１
月
９
日
ま
で
墓
参
用
の
お
花
を
販

12

30

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
。
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
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

12

30

◆
妙
法
寺
で
は
、
寺
族
・
従
業
員
一
同
は
、
コ
ロ
ナ
ウ

ィ
ル
ス
の
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
を
終
え
ま
し
た
。
今
後

も
安
心
し
て
皆
様
を
お
迎
え
で
き
る
よ
う
、
感
染
対

策
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
参
り
ま
す
。

一 体

1000円

12月11日（土）午後2時より、100世帯のご家庭に向けて「おてら お

やつ クラブ」の発送作業を行います。そこで発送のお手伝いを担っ

てくれるボランティアの皆様を募集致します。これからの時期、冬

休み、クリスマス、お正月などの多くのイベントがあり、子どもた

ちは自宅で過ごすことが多くなります。そのため、希望されている

ご家庭に向けて、お米などを詰め合わせた発送作業を行います。

お手伝いを頂けます方はご一報を頂ければ幸いです。

お米やお菓子などの食品も大募集しております
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令
和
四
年

年
回
忌
表

一

周
忌

令
和

三
年

三

回
忌

令
和

二
年

七

回
忌

平
成
二
十
八
年

十
三
回
忌

平
成
二
十
二
年

十
七
回
忌

平
成

十
八
年

二
十
三
回
忌

平
成

十
二
年

二
十
七
回
忌

平
成

八
年

三
十
三
回
忌

平
成

二
年

三
十
七
回
忌

昭
和
六
十
一
年

四
十
三
回
忌

昭
和
五
十
五
年

四
十
七
回
忌

昭
和
五
十
一
年

五
十

回
忌

昭
和
四
十
八
年

百

回
忌

大
正

十
二
年

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
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
。

※
ご
法
要
の
申
込
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
で
も
行
え
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
り
を
み
せ
た
り
、
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
。
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【
コ
ラ
ム
】

コ
ロ
ナ
禍
で
苦
し
む

あ
い
ま
い

そ
う
し
つ

曖
昧
な
喪
失

は
じ
め
に

コ
ロ
ナ
禍
と
な
っ
て
も
う
す
ぐ
２
年
が
た
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

２
年
間
、
お
寺
の
中
で
も
様
々
な
も
の
が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の

中
で
も
大
き
く
変
わ
っ
た
も
の
の
一
つ
が
「
お
葬
式
」
で
す
。
妙
法
寺
で

は
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
に
よ
っ
て
ご
逝
去
さ
れ
た
方
の
お
葬
儀
を
勤

め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
多
く
の
葬
儀
を
務
め

さ
せ
て
頂
き
、
遺
族
・
親
族
・
友
人
方
の
声
に
つ
ぶ
さ
に
耳
を
傾
け
る
な

か
で
、
多
く
の
人
た
ち
が
「
曖
昧
な
喪
失
」
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
に
気

あ
い
ま
い

そ
う
し
つ

づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
を
看
取
れ
な
か
っ
た
苦
悩

コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
感
染
対
策
と
し
て
病
院
や
高
齢
者
施
設
で
は
た
と
え

家
族
で
あ
っ
て
も
立
ち
入
り
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生

し
た
病
院
で
は
、
立
ち
入
り
を
禁
止
さ
れ
る
施
設
も
多
く
、
そ
の
な
か
で

大
事
な
ご
家
族
を
亡
く
し
た
遺
族
は
、

〝
最
後
の
数
ヶ
月
間
、
ま
と
も
に
お
見
舞
い
に
も
行
け
ず
、
ベ
ッ
ト

の
近
く
で
看
病
も
し
て
あ
げ
ら
れ
ず
、
夫
に
寂
し
い
思
い
を
さ
せ
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
心
残
り
。
〟

〝
臨
終
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
亡
く
な
っ
た
後
、
や

っ
と
霊
安
室
で
対
面
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
き
っ
と
ひ
と
り
で
の
旅

立
ち
は
不
安
だ
っ
た
と
思
う
。
〟

と
い
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
と
後
悔
の
声
を
耳
に
し
て
き
ま
し
た
。
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コ
ロ
ナ
禍
で
簡
略
化
さ
れ
た
葬
儀

も
と
も
と
一
般
葬
（
家
族
・
親
戚
・
友
人
・
仕
事
仲
間
が
集
う
葬
儀
）
か
ら
家

族
の
み
で
行
う
「
家
族
葬
」
が
増
え
る
傾
向
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
コ
ロ

ナ
禍
と
な
っ
て
強
制
的
に
葬
儀
を
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込

ま
れ
ま
し
た
。

ご
遺
族
の
な
か
に
は
、

〝
外
出
自
粛
が
求
め
ら
れ
る
な
か
、
遠
方
か
ら
親
戚
に
来
て
も
ら
う

の
は
遠
慮
し
た
。
〟

〝
葬
儀
に
駆
け
つ
け
た
い
思
い
は
あ
る
が
、
首
都
圏
に
行
く
こ
と
を

家
族
か
ら
止
め
ら
れ
た
。
〟

〝
通
夜
振
る
舞
い
な
ど
の
会
食
も
行
え
ず
、
お
焼
香
だ
け
で
お
帰
り

頂
い
た
が
、
な
に
か
心
苦
し
さ
を
感
じ
た
。
〟

と
い
う
声
が
散
見
さ
れ
ま
し
た
。

首
都
圏
の
と
あ
る
大
手
の
葬
儀
会
社
の
集
計
で
は
コ
ロ
ナ
禍
で
は
半
分

以
上
の
遺
族
が
葬
儀
な
ど
を
行
わ
ず
火
葬
の
み
行
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

多
く
の
遺
族
は
そ
れ
は
本
意
で
は
な
か
っ
た
と
感
じ
て
い
る
と
い
う
。

〝
本
当
は
通
常
通
り
葬
儀
を
行
い
た
か
っ
た
。
〟

〝
し
ば
ら
く
会
っ
て
い
な
い
実
家
の
兄
弟
や
親
戚
達
も
最
後
に
会
わ

せ
て
あ
げ
た
か
っ
た
。
〟

〝
大
好
き
だ
っ
た
友
人
と
も
最
後
の
お
別
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
本
当
に
亡
く
な
っ
た
の
か
実
感
が
わ
か
な
い
。
〟

と
い
う
、
や
り
き
れ
な
い
声
が
多
く
聞
こ
え
ま
す
。

も
と
も
と
簡
略
化
の
方
向
に
あ
っ
た
葬
儀

「
葬
儀
＝
高
額
」
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
強
く
、
金
銭
的
な
と
こ
ろ

ば
か
り
が
注
目
さ
れ
、
あ
ま
り
そ

の
意
義
的
な
も
の
は
語
ら
れ
ず
置

き
去
り
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
感

じ
ま
す
。
そ
れ
は
丁
寧
に
説
明
し

な
い
僧
侶
側
に
も
大
き
な
問
題
が

あ
る
の
で
す
が
、
「
高
額
」
ゆ
え

に
派
生
す
る
〝
不
要
論
〟
は
、
コ

ロ
ナ
に
な
る
前
か
ら
声
高
に
叫
ば

れ
て
「
ゼ
ロ
葬
」
と
い
う
弔
い
そ

の
も
の
が
不
要
と
さ
れ
る
傾
向
も

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
回
の

コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
、
く
し
く
も
そ

の
弔
い
の
儀
式
の
簡
略
化
は
強
制
的
に
進
み
、
火
葬
の
み
が
行
わ
れ
、
し

っ
か
り
と
時
間
を
か
け
た
お
別
れ
を
し
た
く
て
も
で
き
な
い
遺
族
が
多

く
、
「
コ
ロ
ナ
禍
だ
か
ら
仕
方
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
身
の
気
持
ち
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
け
れ
ど
、
心
の
ど
こ

か
で
「
本
当
に
こ
れ
で
良
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
「
し
っ
か
り
と
し
た
葬

儀
を
や
っ
て
あ
げ
た
か
っ
た
」
と
、
虚
し
さ
や
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
気
持
ち
に

駆
ら
れ
、
多
く
の
遺
族
が
「
曖
昧
な
喪
失
感
」
で
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
よ

う
に
感
じ
ま
す
。
「
高
額
」
と
い
う
金
銭
の
面
ば
か
り
に
目
が
向
け
ら
れ

て
い
た
「
弔
い
の
儀
式
」
が
コ
ロ
ナ
禍
の
混
乱
で
生
ま
れ
た
「
曖
昧
な
喪

失
」
に
よ
っ
て
、
古
来
よ
り
営
ま
れ
て
き
た
葬
儀
の
本
来
の
意
義
や
役
割

を
見
つ
め
直
し
、
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

令和3年12月 妙法寺だより 246号
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葬
儀
の
意
義
を
見
つ
め
直
す

葬
儀
は
、
「
故
人
の
来
世
の
安
寧
を
祈
る
」
儀
式
で
あ
る
と
共
に
、
残

さ
れ
た
も
の
が
そ
の
死
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
儀
式
で
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。
縁
あ
る
人
々
と
故
人
の
人
柄
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
ら
い
、
〝
良
い
人

生
で
あ
っ
た
〟
と
讃
え
、
死
出
の
旅
立
ち
を
見
送
り
、
そ
の
旅
へ
の
畏
れ

を
取
り
除
き
、
来
世
の
安
寧
を
祈
る
こ
と
で
、
故
人
の
心
（
魂
）
だ
け
で

は
な
く
、
残
さ
れ
た
遺
族
の
心
も
癒
や
さ
れ
、
少
し
ず
つ
そ
の
死
を
受
け

入
れ
て
い
け
る
の
で
す
。
「
来
世
を
祈
る
」
と
い
う
宗
教
的
な
儀
式
で
あ

る
と
共
に
、
遺
族
の
心
の
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
悲
し
み
を
共
有
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
大
事
な
人
の
死
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス

と
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
葬
儀
が
で
き
な
い
こ
と
で
改
め
て
感
じ

ま
し
た
。
「
弔
い
の
儀
式
」
は
大
事
な
人
を
亡
く
し
た
時
、
遺
族
は
そ
の

悲
し
み
に
向
き
合
い
、
悲
し
み
と
共
に
生
き
る
た
め
に
、
故
人
亡
き
あ
と

に
生
き
て
い
く
う
え
で
と
て
も
大
事
な
儀
式
な
の
で
は
な
い
か
と
、
コ
ロ

ナ
禍
の
葬
儀
を
通
じ
て
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
葬
儀
の
経
験
を
通
じ
て
感
じ
る
こ
と
は
、
寺
院
（
僧
侶
）

に
お
い
て
も
、
葬
儀
社
に
お
い
て
も
、
従
来
の
よ
う
な
形
骸
化
さ
れ
て
い

た
葬
儀
を
も
う
一
度
根
本
か
ら
見
つ
め
直
し
、
遺
族
と
故
人
の
目
線
に
立

ち
、
そ
の
代
弁
者
と
な
る
よ
う
な
葬
儀
を
営
む
、
再
編
集
さ
れ
る
時
期
な

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。

「
弔
い
直
し
」
が
求
め
ら
れ
る

今
、
僧
侶
と
し
て
、
考
え
、
取
り
組
め
る
こ
と
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ

て
し
っ
か
り
と
し
た
「
お
別
れ
・
弔
い
・
葬
儀
・
供
養
」
が
で
き
な
か
っ

た
方
々
の
た
め
に
「
弔
い
直
し
」
と
い
う
時
間
と
場
所
を
設
け
る
こ
と
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
読
経
や
参
列
者
の
焼
香
に
よ
っ
て
故
人
を
供
養
し
て

来
世
の
安
寧
を
祈
り
、
生
前
に
縁
あ
っ
た
人
々
が
集
う
場
を
つ
く
り
、
故

人
を
語
っ
て
も
ら
い
、
旅
立
っ
た
故
人
の
声
に
耳
を
傾
け
、
志
を
引
き
継

ぎ
、
悲
し
み
を
共
有
し
、
そ
し
て
そ
の
悲
し
み
を
、
生
き
る
た
め
の
優
し

さ
や
力
に
変
え
る
こ
と
が
、
寺
院
や
僧
侶
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
次
ぎ
ペ
ー
ジ
で
ご
提

案
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

令和3年12月 妙法寺だより 246号
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葬儀に参列できなかった大切なお友達、共に仕事に励んだ仕事仲間

のご供養を、参列者お一人でも、ご友人やお仲間との複数人でも、

本堂でご供養を営むことができます。命日やお戒名（法号）がわか

らなくてもご生前の名前（俗名）がわかれば大丈夫です。

一周忌や三回忌の法要後に、ご縁ある人たちと共に「偲ぶ会」を営

むことができます。故人の好物やお酒を楽しめるよう感染対策を整

え、思い出の写真や動画を投影できるよう大型テレビやスクリーン

を、好きだった曲を一緒に聞いたり、思い出を語り合えるように音

響機器を整えました。是非ご活用ください。

コロナ禍で大事な人を亡くし

十分に弔えなかった方のための 弔い直し

令和3年12月 妙法寺だより 246号

「弔い直し」や「偲ぶ会」につきましては お気軽にお問い合わせください



- 11 -

月

日

浄
心
道
場

12

5
午
後
３
時

第
一
部

供
養
会

午
後
４
時

第
二
部

法
話
会

講

師

妙
法
寺
住
職

久
住
謙
昭

講

題

慈
悲

敬
い

感
謝
の
実
践

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
こ
こ
ろ

日
蓮
宗

妙
法
寺
で
は
、
法
華
経

を
読
み
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と

お
唱
え
し
ま
す
。
で
は
「
南
無
妙

法
蓮
華
経
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う

な
教
え
な
の
で
し
ょ
う
か
。
瀬
野

泰
光
著
『
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
こ

こ
ろ
』
を
テ
キ
ス
ト
に
、
そ
の
精

神
と
生
き
方
を
紐
解
き
ま
す
。

ど
な
た
で
も
ご
参
加
頂
け
ま
す
。

是
非
、
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
ご
参
加
は

下
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

行

事

報

告

▲

月
９
日
（
土
）
に
は
、「
お
焚
き

10
上
げ
法
要
」
を
営
み
ま
し
た
。
古
い

卒
塔
婆
や
お
位
牌
、
祈
祷
札
な
ど
に
、

読
経
し
修
法
祈
祷
を
行
い
、
浄
火
に

よ
っ
て
ご
供
養
致
し
ま
し
た
。

▼

月
７
日
（
日
）
の
「
浄
心
道
場
」

11
は
、
未
来
の
住
職
塾

塾
長

松
本
紹

圭
さ
ん
を
お
招
き
し
、「
受
け
取
っ
た

恵
み
に
目
を
向
け
る
」
と
題
し
ご
講

演
頂
き
ま
し
た
。
講
演
後
に
は
、
自

分
自
身
が
受
け
取
っ
て
い
る
「
恵
み
」

に
つ
い
て
話
は
合
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

▲

月
７
日
（
日
）
に
は
、
日
蓮
聖

11
人
・
日
昭
聖
人
の
報
恩
会
式
が
役
員

の
皆
様
の
ご
参
列
を
賜
り
営
ま
わ
れ

ま
し
た
。
法
要
後
に
は
、
筆
頭
総
代

の
交
代
式
が
行
わ
れ
４
年
間
お
勤
め

頂
い
た
細
谷
延
さ
ん
か
ら
近
藤
康
弘

さ
ん
へ
と
筆
頭
総
代
の
バ
ン
ド
ン
が

交
代
さ
れ
ま
し
た
。

令和3年12月 妙法寺だより 246号
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