
今
回
大
光
寺
で
は
、
お
供
物

の
一
つ
で
あ
る
落
雁
を
新

し
く
し
ま
し
た
。

お
供
物
は
仏
さ
ま
を
御
敬
い
す

る
に
あ
た
っ
て
、
大
切
な
お
飾
り

の
一
つ
で
す
。

皆
様
は
ご
家
庭
の
お
仏
壇
に

ど
の
よ
う
な
も
の
を
お
供

え
し
て
い
ま
す
か
？
お
酒
や
タ
バ

コ
等
、
故
人
が
好
ん
で
い
た
も
の

を
お
供
え
し
て
い
る
お
仏
壇
を
見

か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
実

は
コ
レ
、
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。

仏
さ
ま
へ
の
お
供
え
物
の
基
本

は
、
餅
・
菓
子
・
果
物
と
な
り
ま

す
。ご

自
宅
で
お
正
月
を
迎
え
る
時

や
仏
事
・
法
事
を
勤
め
る
時
の
お

供
え
物
は
、
ま
ず
餅
・
菓
子
・
果

物
で
す
。
で
は
、
そ
れ
以
外
の
も

の
は
お
供
え
し
て
は
い
け
な
い
の

か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
自
宅
で
法
事
を
勤
め
る
と
、

親
せ
き
や
故
人
と
仲
の
良
か
っ
た

友
人
等
が
様
々
な
も
の
を
お
供
え

と
し
て
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
る
で

し
ょ
う
。
そ
う
い
っ
た
も
の
は
遠

慮
な
く
お
供
え
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
ょ
う
。

注
意
点
は
供
え
っ
ぱ
な
し
に
し
な

い
こ
と
。
コ
ト
が
済
ん
だ
ら
き
ち

ん
と
お
下
げ
し
て
、
綺
麗
に
平
常

時
の
お
飾
り
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。

法
要
以
外
で
も
、
い
た
だ
き
も

の
が
あ
っ
た
と
き
は
、
ま
ず
阿
弥

陀
如
来
様
に
お
供
え
し
て
、
お
下

が
り
と
し
て
頂
戴
す
る
な
ど
、
日

ご
ろ
か
ら
仏
さ
ま
を
中
心
と
す
る

生
活
を
こ
こ
ろ
が
け
た
い
も
の
で

す
。そ

れ
と
お
供
え
物
で
皆
様
か

ら
多
く
ご
質

問
を
い
た
だ
く
の

が
「
御
仏
飯
」
で

す
。

い
つ
お
供
え
し
て
、

い
つ
下
げ
れ
ば
い

い
の
か
？
と
い
う

ご
質
問
を
よ
く
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、

少
し
触
れ
て
お
き

ま
す
。
基
本
的
に

は
午
前
中
、
朝
一

番
に
炊
き
上
が
っ

た
ご
飯
を
お
供
え

し
、
お
昼
前
に
お

下
げ
す
る
と
い
う

の
が
基
本
で
す
が
、

今
、
朝
に
ご
飯
を

食
べ
る
と
い
う
習

慣
が
少
な
く
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
昼

で
も
夜
で
も
、
ご
飯
が
炊
き
あ
が
っ

た
ら
仏
さ
ま
に
お
供
え
し
、
合
掌
・

お
念
仏
を
申
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

ら
す
ぐ
に
お
下
げ
し
て
、
必
ず
自

分
達
で
召
し
上
が
る
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。
カ
ピ
カ
ピ
に
な
る
ま

で
供
え
っ
ぱ
な
し
に
し
て
後
は
捨

て
る
な
ん
て
い
う
の
は
論
外
で
す
。

ご
飯
を
い
た
だ
け
る
喜
び
を
仏

さ
ま
に
感
謝
し
て
あ
り
が
た
く
い

た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
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法
名
と
は

法
名
と
は
、
仏
法
に
帰

依
し
、
お
釈
迦
さ
ま

の
弟
子
と
な
っ
た
者
の
名
前

で
す
。
本
山
（
本
願
寺
）
で

帰
敬
式
（
お
か
み
そ
り
）
を

受
式
さ
れ
ま
す
と
、
ご
門
主

さ
ま
か
ら
「
釋
○
○
」
と
い

う
法
名
を
い
た
だ
き
ま
す
。

法
名
は
す
べ
て
2
字
と
し
、

お
釈
迦
さ
ま
（
釋
尊
）
の1

字
を
い
た
だ
い
た
「
釋
」
の

字
を
上
に
冠
し
ま
す
。
念
仏

者
と
し
て
信
に
生
き
る
者
の

名
前
で
す
か
ら
、
で
き
る
だ

け
生
き
て
い
る
時
に
い
た
だ

き
ま
し
ょ
う
。

帰
敬
式
を
受
式
し
て
い
な

い
方
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
、

ご
門
主
さ
ま
に
代
わ
っ
て
住

職
よ
り
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

浄
土
真
宗
で
は
法
名
と
い

い
、
戒
名
と
は
い
い
ま
せ
ん
。

戒
名
と
は
、
受
戒
し
て
厳
格

な
戒
律
を
守
っ
て
修
行
す
る

人
び
と
に
つ
け
ら
れ
る
名
で

す
。
戒
律
の
1
つ
も
守
る
こ

と
の
で
き
な
い
こ
の
私
た
ち

を
必
ず
救
い
、
浄
土
へ
迎
え

る
と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の
は

た
ら
き
を
「
法
」
と
呼
び
ま

す
。
あ
り
の
ま
ま
の
生
活
の

中
で
「
法
」
を
聞
き
開
き
、

そ
の
中
に
生
き
る
の
で
す
。

ま
た
、
法
名
に
は
「
信
士
・

信
女
・
居
士
・
大
姉
」
等
の

修
行
生
活
の
形
態
を
あ
ら
わ

す
位
号
は
つ
け
ま
せ
ん
。

親
鸞
聖
人
は
、
信
心
の

世
界
に
は｢

男
女
・

老
少
を
い
は
ず
」
と
示
さ
れ

て
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
女

性
に
だ
け
わ
ざ
わ
ざ｢

尼｣

を

付
け
て
、
女
性
で
あ
る
こ
と

を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。

ご
本
山
で
は
、
一
九
八
六

(

昭
和
六
十
一)

年
か
ら
、
法

名
は
男
性
も
女
性
も｢

釈
○

○｣

に
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
。

女
性
や
男
性
と
い
う
「
性
」

の
違
い
を
越
え
て
、
同
じ

｢

人
間｣

と
し
て
、
共
に
生
き

る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
法
名
も
同
じ
こ

と
で
す
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
本
願

寺
（
西
本
願
寺
）
で
の
帰
敬

式
受
式
冥
加
金
は
、
成
人
一

万
円
、
未
成
年
五
千
円
で
す
。

法
名
の
内
願
（
希
望
す
る
法

名
を
い
た
だ
く
）
を
ご
希
望

の
場
合
は
、
別
途
一
万
円
以

上
の
内
願
法
名
懇
志
を
ご
進

納
く
だ
さ
い
。

法
名
の
内
願
に
つ
き
ま
し
て
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法
名
っ
て
何
で
す
か
？
院
号
っ
て
何
で
す
か
？

法
名
と
戒
名
っ
て
同
じ
も
の
で
す
よ
ね
？

亡
く
な
っ
て
か
ら
付
け
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
か
？



は
、
住
職
か
ら
の
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

院
号
と
は

院
号
と
は
、
「
院
」
を

最
後
に
付
け
る
称
号

で
す
。
「
院
」
と
は
「
垣
根

を
め
ぐ
ら
せ
た
大
き
な
建
物
」

を
指
す
言
葉
で
、
も
と
も
と

は
天
皇
の
退
位
後
の
住
ま
い

の
呼
び
名
で
し
た
。
平
安
時

代
初
期
に
嵯
峨
天
皇
が
譲
位

し
上
皇
と
な
っ
て
出
家
し
た

後
、
嵯
峨
院
と
い
う
寺
院
を

造
営
し
移
り
住
み
、
自
ら

「
嵯
峨
院
」
と
称
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、

各
宗
派
で
戒
名
や
法
名
の
上

に
院
号
を
冠
し
て
用
い
る
こ

と
が
一
般
化
し
て
い
き
ま
し

た
。
本
願
寺
で
は
、
蓮
如
上

人
が
「
信
証
院
」
と
称
さ
れ

た
こ
と
に
始
ま
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

現
在
で
は
、
宗
門
の
護
持

発
展
に
貢
献
さ
れ
た
方
、
ま

た
は
、
宗
門
も
し
く
は
社
会

に
対
す
る
功
労
が
顕
著
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
た
方
に
「
○

○
院
」
と
い
う
院
号
が
宗
門

よ
り
授
与
さ
れ
ま
す
。

現
在
は
永
代
経
懇
志
（
お
金

に
よ
る
布
施
、
寄
付
）
な
ど

を
さ
れ
た
方
に
、
お
扱
い

（
お
礼
の
品
）
の
ひ
と
つ
と

し
て
、
希
望
者
に
院
号
が
下

付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

本
願
寺
で
は
、
二
〇
万
円
以

上
の
懇
志
を
さ
れ
た
方
に
対

し
、
金
額
に
応
じ
て
お
礼
の

記
念
品
を
数
種
用
意
し
て
い

ま
す
が
、
そ
の
ひ
と
つ
が

「
院
号
」
で
す
。

つ
ま
り
、
浄
土
真
宗
の
「
法

名
」
や
「
院
号
」
は
、
お
金

で
買
う
も
の
で
は
な
い
の
で

す
。永

代
経
懇
志
と
は
、
み
教

え
が
永
代
経
対
象
者
（
故
人

ま
た
は
懇
志
進
納
者
本
人
等
）

を
ご
縁
に
、
本
願
寺
、
大
谷

本
廟
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
て

い
く
こ
と
を
願
う
こ
と
か
ら
、

ご
進
納
い
た
だ
く
懇
志
で
あ

り
ま
す
。
末
永
い
門
宗
の
発

展
を
願
っ
て
納
め
る
も
の
で

あ
っ
て
、
故
人
へ
の
供
養
と

か
法
名
を
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ

さ
せ
る
為
の
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
法
名
の
上
に
載
せ

ら
れ
る
た
め
に
、
法
名
と
院

号
は
、
「
一
体
化
」
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
よ
う
に
法
名
と
院

号
は
ま
っ
た
く
「
別
物
」
で

す
。

一
般
寺
院
・
僧
侶
が
院
号
を

付
与
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
院
号
を
内
願
す
る
場
合

も
、
宗
門
へ
申
請
し
、
宗
門

よ
り
授
与
い
た
だ
き
ま
す
。

永
代
経
懇
志
に
つ
き
ま
し
て

は
、
所
定
の
申
請
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

当
寺
院
で
は
、
院
号
に
か
か

る
費
用
は
い
た
だ
い
て
お
り

ま
せ
ん
。
懇
志
は
全
て
宗
派

（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）
ま

た
は
本
山
（
本
願
寺
）
に
ご

進
納
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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浄
土
真
宗
の
教
章

と
は
「
家
訓
」
や

「
社
是
」
の
よ
う

に
念
仏
者
の
姿
勢
、

価
値
観
を
示
し
た

も
の
で
す
。

特
に
（
私
の
歩

む
道
）
と
但
し
書

き
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
組
織
と
し

て
の
理
想
像
で
は

な
く
、
私
た
ち
自

身
の
人
生
の
指
針

と
受
け
止
め
て
く

だ
さ
い
。

阿
弥
陀
さ
ま
の

ぬ
く
も
り
の
中
、

孤
独
や
不
安
を
乗

り
越
え
て
、
他
者
・

社
会
と
の
関
わ
り

合
い
の
中
で
心
豊

か
な
人
生
、
自
利
・

利
他
円
満
な
日
々

を
送
っ
て
ま
い
り

ま
し
ょ
う
。合

掌



今
月
も
私
の
友
人
で
あ
る
、
北

海
道
の
名
和
先
生
か
ら
仏
さ
ま

の
お
話
を
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し

た
。3

年
前
の
12
月
、
布
教
の
為

に
岩
手
県
に
行
っ
た
折
に
、
生

涯
忘
れ
得
ぬ
出
来
事
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。
そ
れ
は
北
上
市
に
お

住
ま
い
の
T
さ
ん
と
の
出
遇
い

で
あ
り
ま
す
。

T
さ
ん
は
当
時
88
歳
男
性
、
私

と
は
全
く
面
識
の
無
い
方
で
あ

り
ま
し
た
。
私
が
そ
の
方
の
こ

と
を
知
っ
た
の
は
、
北
上
を
訪

問
す
る
数
ヶ
月
前
、
私
宛
に
送

ら
れ
て
き
た
T
さ
ん
か
ら
の
便

箋
5
枚
も
の
手
紙
に
よ
っ
て
で

し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
驚
き
の

事
実
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
す
。

手
紙
に
は
、
70
数
年
前
に
太

平
洋
戦
争
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ

た
T
さ
ん
の
お
兄
様
の
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
九
つ
違

い
の
兄
弟
は
、
幼
き
頃
よ
り
仏

教
会
館
に
よ
く
お
参
り
さ
れ
て

い
た
そ
う
で
す
。
や
が
て
戦
争

が
始
ま
り
、
お
兄
様
の
元
に
召

集
令
状
が
届
き
ま
す
。
最
初
は

北
海
道
の
旭
川
歩
兵
第
二
十
七

連
隊
に
入
隊
、
直
ち
に
満
州
の

部
隊
に
配
属
さ
れ
ま
し
た
。4

年
間
、
ソ
連
（
現
ロ
シ
ア
）
と

の
国
境
警
備
に
当
た
ら
れ
た
後

に
、
南
洋
の
メ
レ
ヨ
ン
島
へ
。

地
図
で
確
認
す
る
の
も
難
し
い

く
ら
い
小
さ
な
島
で
防
衛
に
努

め
ら
れ
ま
し
た
が
、
食
料
、
医

薬
品
な
ど
の
補
給
も
な
く
、
極

度
の
栄
養
失
調
に
よ
り
、
お
兄

様
は
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
た
の

だ
そ
う
で
す
。

し
か
し
続
く
内
容
に
私
の
目

は
釘
付
け
に
な
り
ま
し
た
。
お

兄
様
の
満
州
当
時
の
戦
友
に

「
名
和
」
と
い
う
名
の
北
海
道

出
身
の
浄
土
真
宗
の
お
坊
さ
ん

が
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た

の
で
す
。
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

そ
の
人
物
が
私
の
大
叔
父
（
祖

父
の
弟
）
で
あ
る
こ
と
が
判
明
、

更
に
は
メ
レ
ヨ
ン
島
で
最
後
ま

で
同
じ
部
隊
に
所
属
し
、
亡
く

な
っ
た
時
期
も
二
ヶ
月
し
か
違

わ
な
か
っ
た
こ
と
ま
で
わ
か
っ

た
の
で
す
。

い
た
だ
い
た
お
手
紙
を
手
に

私
は
雪
降
る
北
上
市
に
向
か
い

ま
し
た
。
T
さ
ん
は
、
お
兄
様

の
戦
友
が
私
の
大
叔
父
で
あ
っ

た
こ
と
を
確
認
す
る
な
り
、
私

の
手
を
ぎ
ゅ
っ
と
握
り
し
め
、

涙
を
流
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
満
州
に
い
た
頃
、
兄
は
名
和

さ
ん
か
ら
親
し
く
親
鸞
聖
人
の

み
教
え
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、

お
互
い
ご
法
義
に
つ
い
て
語
り

合
え
る
よ
ろ
こ
び
を
便
り
に
知

ら
せ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
記
憶

が
未
だ
に
残
っ

て
い
ま
す
」
と
、

私
た
ち
家
族
で

さ
え
も
知
ら
な

か
っ
た
戦
地
で

の
大
叔
父
の
姿

を
知
ら
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
「
兄
か

ら
家
族
そ
れ
ぞ

れ
に
宛
て
ら
れ

た
軍
事
郵
便
に
は
、
い
ず
れ
に

も
『
よ
く
聴
聞
す
る
よ
う
に
』

と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
以
来
、

北
上
の
地
で
ご
法
座
に
足
を
運

び
続
け
る
こ
と
七
十
数
年
、
私

は
兄
の
言
葉
に
導
か
れ
、
兄
の

お
陰
で
阿
弥
陀
様
の
お
慈
悲
の

お
心
を
聞
か
せ
て
頂
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
有
難
い
人
生
で

し
た
。
」
と
の
お
言
葉
に
、
私

は
深
い
感
銘
を
覚
え
た
の
で
あ

り
ま
し
た
。

安
楽
浄
土
に
い
た
る
ひ
と

五
濁
悪
世
に
か
へ
り
て
は

釈
迦
牟
尼
仏
の
ご
と
く
に
て

利
益
衆
生
は
き
は
も
な
し

『
浄
土
和
讃
』

阿
弥
陀
様
の

は
た
ら
き
に
よ
っ

て
浄
土
で
仏
と

な
っ
た
方
は
、

大
い
な
る
慈
悲

の
心
を
お
こ
し

て
、
迷
い
の
な

か
で
苦
し
む
人
々

を
導
き
救
い
た

い
と
自
在
に
は

た
ら
き
続
け
る

の
で
あ
る
、
と

の
ご
和
讃
が
、
T
さ
ん
の
お
言

葉
と
重
な
り
ま
す
。
お
浄
土
に

生
ま
れ
て
い
っ
た
お
兄
様
。
そ

の
お
兄
様
の
お
導
き
を
、
T
さ

ん
の
数
十
年
に
渡
る
お
聴
聞
の

歩
み
の
上
に
深
く
味
わ
わ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
と
同
時
に
、

深
い
悲
し
み
を
背
負
い
な
が
ら

も
「
有
難
い
人
生
」
と
言
い
切

ら
れ
るT

さ
ん
の
お
姿
に
、
み

教
え
に
生
か
さ
れ
る
力
強
さ
を

教
え
て
い
た
だ
く
ご
縁
と
も
な
っ

た
の
で
す
。

お
兄
様
に
い
ざ
な
わ
れ
、
T

さ
ん
が
歩
ま
れ
た
道
、
そ
れ
は

私
た
ち
に
も
開
か
れ
て
い
る
浄

土
へ
の
道
で
す
。
先
人
達
の
導

き
や
、
多
く
の
ご
縁
に
よ
り
出

遇
う
こ
と
が
で
き
た
こ
の
道
は
、

私
た
ち
も
ま
た
、
浄
土
に
生
ま

れ
仏
と
な
り
、
迷
い
の
中
で
苦

し
む
も
の
を
救
い
た
い
と
は
た

ら
き
続
け
て
い
く
こ
と
と
な
る

尊
い
道
で
す
。
そ
の
こ
と
を
慶

び
つ
つ
、
来
た
る
年
も
お
念
仏

と
と
も
に
日
々
を
歩
ま
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
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戦
地
か
ら
の
便
り
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令和2年度(令和2年4月～令和3年3月) 法要予定表

月 大光寺 教楽寺

４月 仏婦例会

５月
２４日

午後２時～
２４日

午前１０時～

６月

７月 仏婦例会

８月
１４日

午後３時～

９月 ２０日
午前１０時～

２０日
午後２時～

１０月 ２５日
午前１０時～

２５日
午後２時～

１１月 仏婦例会

１２月
３１日

午後２時５５分

１月
１日

午前１１時～

２月 仏婦例会

３月
２０日

午前１０時～
２０日

午後２時～

予定は変更になることがあります。必ずお寺の掲示板でご確認ください。

どなたでもお参りできます。お誘いあわせの上ご参拝ください。
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回
忌

逝
去
年

一
周
忌
・
・
・
平
成
三
十
一
年
・
令
和
元
年

三
回
忌
・
・
・
平
成
三
十
年

七
回
忌
・
・
・
平
成
二
十
六
年

十
三
回
忌
・
・
・
平
成
二
十
年

十
七
回
忌
・
・
・
平
成
十
六
年

二
十
三
回
忌
・
・
・
平
成
十
年

二
十
七
回
忌
・
・
・
平
成
六
年

三
十
三
回
忌
・
・
・
昭
和
六
十
三
年

三
十
七
回
忌
・
・
・
昭
和
五
十
九
年

五
十
回
忌
・
・
・
昭
和
四
十
六
年

※
浄
土
真
宗
で
は
二
十
五
回
忌
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
が
、

地
域
に
よ
っ
て
は
二
十
三
回
忌
・
二
十
七
回
忌
を
お
勤
め
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
高
野
口
で
は
後
者
の
方
が
多
い
よ
う

で
す
の
で
、
二
十
三
・
二
十
七
回
忌
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

令
和
二
年

年
回
忌
表

↓↓故人の年回忌表、作成します

元
号
が
新
し
く
な
っ
て
、
先
に
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
の
年
回

忌
法
要
の
計
算
が
や
や
こ
し
く
な
っ
た
と
い
う
声
を
聞
く
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
お
寺
で
は
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
そ
れ
ぞ
れ
の
年

忌
表
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
方
に
は
作
成
し
て
お
渡
し
い

た
し
ま
す
の
で
、
過
去
帳
を
持
っ
て
お
寺
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。



み
な
さ
ん
は
食
事
を
い
た

だ
く
前
に
何
と
言
い
ま

す
か
？
両
手
を
併
せ
て
「
い
た

だ
き
ま
す
」
。
ま
ぁ
そ
う
で
す
。

私
も
両
親
や
先
生
か
ら
そ
う
教

わ
り
ま
し
た
。

本
願
寺
で
は
【
食
事
の
こ
と

ば
】
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
食
事
を
い
た
だ
く

と
き
、
何
を
思
い
、
ど
の
よ
う

な
思
い
を
い
だ
い
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か

「
食
」
は
多
く
の
い
の
ち
を
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

「
食
」
に
は
〈
み
な
さ
ま
の
お

か
げ
〉
が
あ
り

ま
す
。

「
食
」
は
仏
さ

ま
の
ご
恩
を
喜

ぶ
こ
と
が
で
き

ま
す
。

「
食
」
は
慚
愧

と
歓
喜
の
心
で

仏
恩
報
謝
に
つ

と
め
ま
し
ょ

う
。
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ご祥月法要のお参りについて

住職を継職してから、月忌参り（常逮夜）を休止しておりま

す。

祥月命日（故人の正当のご命日）はお参りさせていただきま

すので、ご希望の方はお寺までご連絡ください。

大光寺 0736-42-3055

護
持
費
の
納
入
を
お
願
い
い
た
し
ま
す

毎年すべてのご門徒様に護持費・衣料の納入をお願いして

います。お納めいただきました護持費は本堂をはじめとする

諸堂宇の維持管理や、仏さまへの御仏飯・お花・お線香等の

お供えに充てさせていただきます。何かと厳しい折大変恐縮

ですが、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

住職直通の携帯電話はコチラ⇒ ０９０－７４８８－５７６５

お
願
い

ご法事等、お参りのお電話をいただく際、日程に比較的余裕をもっ

てご連絡くださいますようお願いいたします。少なくとも希望日の1カ

月前を目途に、候補日を2つか3ついただけると大変助かります。職場

での勤務調整をしなければいけませんので、ご協力くださいますよう

お願い申し上げます。

本
堂

法事等で本堂を使用する場合、本堂使用冥加金とし
て金10,000円のご進納をお願いしています。


