
              

お十夜法要のご案内 
靈閑だより 
気になる・・・ 

「枕飾り」のギモン 

門前掲示板より 

手は合わせるものではない 手は合わさるもの 
お知らせ 
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お十夜法要にお参りの皆様へ 

 この度のお十夜法要は時間を短縮し、実施致します。社会を見渡しても、完全な自粛

の段階から、withコロナの段階に既に入っております。もちろんコロナへの不安は依然

としてありますが、3密を避けるなど基本的なコロナ対策に十分留意しながら法要を勤め

て参ります。 

 お参りにお越し下さる皆様には、マスクの着用、本堂出入口での消毒のご協力をお願

い致します。寒い時期になって参りますが、適宜換気をしますので、防寒対策もお願い

します。またお十夜名物の豆ご飯は、世情を鑑みて提供は控えさせて頂きます。予めご

了承下さい。 

 皆様と一緒に御詠歌をあげご先祖の供養をしております塔婆廻向につきましては、受

付時の接触機会を回避し、皆様の本堂での滞在時間を減らすことを最優先とし、この度

は中止させて頂きます。何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。 

 この度の説教師にはお説教の大家であります京都 恵光寺の岸野亮淳師をお招きしてお

ります。いつも笑いあり、涙ありの素晴らしいお説教をお聞かせ頂いております。閉塞

感漂う世の中に、きっと明るい光を灯して頂けるものと思います。 

 何かとご不便をおかけ致しますが、お誘い合わせてお参り下されば幸いに存じます。 

合掌 

11月21日（土）13:30～15:00 

■ 13:30～お勤め 

■ 14:00～お説教【京都 恵光寺住職 岸野 亮淳師】 

※開始・終了時間が例年と違いますのでご注意下さい。 

 塔婆廻向は致しません。予めご了承下さい。 



 

 

書
類
の
整
理
を
し
て
い
た
ら
、
お
も
し
ろ
い
詩
の

切
り
抜
き
を
見
つ
け
ま
し
た
。 

 

四
十
や 

 
 

 
 

深
井
ゆ
う
じ
ん 

 

知
ら
ん
あ
い
だ
に 

四
十
や 

び
っ
く
り
す
る
で 

四
十
や 

人
生
半
分
過
ぎ
て
も
た 

二
十
歳
を
二
回 

や
っ
て
も
た 

な
ん
や
か
ん
や
で 

四
十
や 

な
ん
に
も
せ
ん
で
も 

四
十
や 

生
き
て
る
だ
け
で 

四
十
や 

生
き
つ
づ
け
て
た
ら 

四
十
や 

  

こ
の
四
十
の
と
こ
ろ
に
ご
自
分
の
年
齢
を
当
て
は

め
て
み
て
く
だ
さ
い
。
私
も
三
十
七
歳
で
す
の
で
、

こ
の
詩
の
作
者
と
同
じ
状
況
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
「
四
十
か
～
え
え
歳
な
っ
て
も
た
な
」
と
い

う
感
覚
で
す
が
、
「
四
十
？
何
を
ま
だ
ま
だ
、
若
い

若
い
！
」
と
怒
ら
れ
そ
う
で
す
。 

 
 

 

歳
を
と
る
と
一
年
が
早
い
と
聞
き
ま
す
。
い
や
一

日
も
早
い
と
言
い
ま
す
。
私
も
早
い
な
と
思
っ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
以
上
に
早
く
お
感
じ
に
な
っ
て
お
ら

れ
る
の
で
し
ょ
う
。
先
の
詩
で
は
な
い
で
す
が
、
こ

の
時
期
に
な
っ
て
振
り
返
れ
ば
、
「
早
い
な
～
も
う

一
年
た
っ
て
も
た
、
知
ら
ん
あ
い
だ
に
た
っ
て
も

た
、
何
も
せ
ん
で
も
一
年
や
、
な
ん
や
か
ん
や
一
年

早
い
な
～
」
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。 

  

「
日
没
無
常
偈
」
と
い
う
お
経
が
あ
り
ま
す
。
夕

刻
の
時
に
命
の
無
常
を
説
く
詩
を
聴
い
て
欲
し
い
と

始
ま
り
ま
す
。
こ
の
お
経
の
中
で
は
、
人
間
の
寿
命

を
ロ
ウ
ソ
ク
の
灯
に
例
え
て
い
ま
す
。
風
の
吹
く
中

に
置
い
た
ロ
ウ
ソ
ク
の
火
は
常
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し

て
、
い
つ
消
え
て
も
お
か
し
く
な
い
状
態
で
す
。
こ

の
よ
う
な
見
て
い
て
ハ
ラ
ハ
ラ
す
る
気
の
休
ま
ら
な

い
世
界
か
ら
抜
け
出
よ
う
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い

ま
す
。
時
だ
け
が
過
ぎ
、
寿
命
と
い
う
ロ
ウ
ソ
ク
は

刻
一
刻
と
短
く
な
っ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か

ぬ
の
だ
と
。
無
常
と
い
う
の
は
、
常
が
無
い
と
書
き

ま
す
。
永
遠
な
る
も
の
な
ど
な
く
、
全
て
の
も
の
は

移
ろ
う
、
変
化
し
て
ゆ
く
。
ロ
ウ
ソ
ク
も
一
時
た
り

と
も
同
じ
形
、
同
じ
長
さ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
夏
場

の
お
参
り
の
際
、
扇
風
機
の
風
を
常
に
受
け
な
が
ら

も
、
そ
れ
に
耐
え
、
芸
術
作
品
の
如
く
、
す
ご
い
形

に
な
り
な
が
ら
も
、
お
経
を
詠
ん
で
い
る
間
一
度
も

消
え
る
こ
と
な
く
持
ち
こ
た
え
る
の
に
成
功
し
た
ロ

ウ
ソ
ク
の
火
を
見
て
い
る
と
、
拍
手
喝
采
を
送
り
た

く
な
り
ま
す
。
話
が
逸
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
ロ
ウ
ソ

ク
の
火
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
人
生
と
い
う
の
は
死

と
隣
り
合
わ
せ
と
い
う
こ
と
が
い
え
ま
す
。
で
す
の

で
、
こ
の
「
日
没
無
常
偈
」
に
「
強
健
有
力
時
自
策

自
励
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
だ
身
体
が
動
き
、
気
概

も
あ
る
内
に
、
自
ら
む
ち
う
ち
、
自
ら
を
励
ま
し
、

毎
日
精
一
杯
生
き
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
京
こ
と
ば
で

い
う
と
こ
ろ
の
「
ど
う
ぞ
お
き
ば
り
や
す
」
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

  

歌
人
の
斎
藤
史
さ
ん
の
歌
に
こ
う
あ
り
ま
す
。 

  
 

お
い
と
ま
を 

い
た
だ
き
ま
す
と 

戸
を
し
め
て 

 
 

出
て
ゆ
く
や
う
に 

ゆ
か
ぬ
な
り
生
は 

 
 

 

仏
さ
ま
は
い
つ
お
迎
え
に
来
ら
れ
る
か
分
か
り
ま

せ
ん
。
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
「
死
に
方
」
を
考
え
る
の

で
は
な
く
、
死
ぬ
ま
で
の
「
生
き
方
」
を
考
え
た
い

も
の
で
す
。 

靈
閑
だ
よ
り 
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に
ち
も
つ
む
じ
ょ
う
げ 

ふ
み 



 

 

気
に
な
る︙

シ
リ
ー
ズ
、
今
回
も

枕
経
で
す
。
そ
の
中
で
も
枕
飾
り
に

つ
い
て
で
す
。
亡
く
な
っ
て
か
ら
通

夜
ま
で
安
置
さ
れ
た
故
人
の
枕
元
に

机
を
用
意
し
、
様
々
な
お
供
え
を
し

ま
す
。
こ
れ
を
総
称
し
て
枕
飾
り
と

い
い
ま
す
。
今
で
は
葬
儀
社
が
全
て

用
意
し
ま
す
の
で
、
自
分
た
ち
が
用

意
す
る
も
の
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
一
つ
一
つ
の
お
供
え
に
故

人
へ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
、
「
へ
ぇ
～
」
と
思
っ
て
頂
け

れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

花
は
花
で
も
咲
い
た
花
で
は
な
く 

 

ま
ず
は
仏
壇
で
も
そ
う
で
す
が
、

香
炉
・
ロ
ウ
ソ
ク
・
花
の
三
点
セ
ッ

ト
（
三
具
足
）
が
な
い
と
始
ま
り
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
普
段
と
違
う
の
は

花
と
い
っ
て
も
色
と
り
ど
り
の
綺
麗

な
花
で
は
な
く
、
樒
（
シ
キ
ビ
）
な

ど
の
花
の
咲
い
て
い
な
い
一
本
花
と

い
う
点
で
す
。
そ
し
て
花
立
て
の
中

に
水
は
入
れ
ま
せ
ん
。
二
度
と
不
幸

の
な
い
よ
う
に
と
い
う
願
い
も
込
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
毒

性
と
強
い
香
り
で
も
っ
て
、
死
臭
を

隠
し
、
獣
や
悪
霊
か
ら
故
人
を
守
る

と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
か
つ
て

土
葬
の
時
代
に
は
動
物
に
遺
体
を
荒

ら
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
墓
に

樒
を
置
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
名

残
で
今
で
も
お
墓
参
り
に
よ
く
使
わ

れ
ま
す
。 

 

香
を
焚
く
こ
と
に
意
義
あ
り 

 

線
香
に
関
し
て
、
普
段
で
も
そ
う

で
す
が
、
特
に
本
数
は
重
要
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
香
を
焚
く
こ
と
に
意
義

が
あ
り
ま
す
。
と
は
い
っ
て
も
そ
れ

で
は
困
っ
て
し
ま
う
の
で
、
強
い
て

言
え
ば
四
十
九
日
の
間
は
一
本
で

す
。
そ
れ
は
極
楽
浄
土
へ
の
道
が
い

く
つ
も
で
き
て
は
故
人
が
迷
う
か
ら

と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
へ
ぇ
～

と
い
う
く
ら
い
で
い
い
と
思
い
ま

す
。
今
は
渦
巻
き
線
香
や
キ
ャ
ン
ド

ル
タ
イ
プ
の
ロ
ウ
ソ
ク
な
ど
、
度
々

ゆ
か
ん 
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み
つ
ぐ
そ
く 

ま
く
ら
か
ざ 

ま
く
ら
き
ょ
う 

気
に
な
る
・
・
・ 

「
枕
飾
り
」
の
ギ
モ
ン 

し
き
み 

こ
う
ろ 
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替
え
な
く
て
も
長
時
間
も
つ
便
利
な
も
の
が
あ
り
ま

す
の
で
、
そ
れ
で
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
仏
壇
で
も
香

炉
が
お
祀
り
の
中
心
に
く
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
、
香
を
焚
き
香
り
を
捧
げ
る
こ
と
が
一
番
の
供

養
に
な
り
ま
す
。
今
は
難
し
い
で
す
が
、
か
つ
て
は

四
十
九
日
の
間
は
ロ
ウ
ソ
ク
や
線
香
を
絶
や
さ
な
い

よ
う
に
と
、
誰
か
が
そ
の
番
を
し
て
い
た
の
は
そ
の

た
め
で
す
。 

 

代
用
は
で
き
ま
す 

 

右
記
の
三
具
足
が
揃
っ
て
い
れ
ば
最
低
限
の
準
備

は
よ
い
の
で
す
が
、
お
供
え
も
の
も
用
意
し
た
い
も

の
で
す
。
ま
ず
は
お
水
。
四
十
九
日
が
明
け
る
ま
で

は
何
で
も
仮
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
、
葬
儀
社
が
用

意
さ
れ
る
も
の
は
全
て
白
木
の
も
の
や
陶
器
も
白
い

も
の
を
使
い
ま
す
が
、
生
前
故
人
が
使
っ
て
い
た
湯

呑
み
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
枕
飾
り
を
す
る
机
も
、
白

木
の
机
で
な
く
て
も
家
に
あ
る
小
机
や
台
に
白
い
布

を
か
け
て
使
っ
て
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
香
炉
、
ロ

ウ
ソ
ク
立
て
、
花
立
て
も
同
様
に
仏
壇
で
普
段
使
っ

て
い
る
も
の
で
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

山
盛
り
の
白
米
は
贅
沢
の
極
み 

 

次
は
枕
飯
（
一
膳
飯
）
で
す
。
一
合
お
米
を
炊
い

て
、
そ
の
全
部
を
生
前
故
人
が
普
段
使
っ
て
い
た
茶

碗
に
山
盛
り
に
し
て
、
箸
を
立
て
ま
す
。
一
合
炊
い

て
全
部
盛
る
の
は
「
同
じ
釜
の
飯
は
食
わ
ぬ
」
と
の

こ
と
。
か
つ
て
は
白
米
を
炊
い
て
山
盛
り
食
べ
る
な

ん
て
こ
と
は
贅
沢
の
極
み
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

故
人
の
た
め
に
最
後
は
贅
沢
に
お
供
え
し
て
あ
げ
た

い
と
思
う
気
持
ち
の
表
れ
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ

し
て
ご
飯
に
立
て
る
箸
は
高
さ
を
違
え
て
高
低
差
を

作
り
立
て
ま
す
。
こ
れ
は
仏
の
慈
悲
と
智
慧
を
表
す

と
さ
れ
ま
す
。
子
供
の
時
な
ど
、
ご
飯
の
最
中
に
ご

飯
に
箸
を
突
き
さ
し
て
い
た
ら
、
「
そ
ん
な
こ
と
し

た
ら
ア
カ
ン
」
と
怒
ら
れ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
亡
く
な
っ
た
人
へ
の
ご
飯
の

お
供
え
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
死
を
連
想
さ
せ
る

か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

六
と
い
う
数
字
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
？ 

 

次
に
枕
団
子
で
す
。
浄
土
の
教
え
で
は
四
十
九
日

の
間
、
霊
が
彷
徨
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の

で
す
が
、
昔
か
ら
お
浄
土
へ
の
長
旅
の
食
糧
と
し
て

団
子
を
お
供
え
し
ま
す
。
数
は
六
個
が
多
い
よ
う
で

す
。
こ
の
六
は
六
道
輪
廻
の
六
で
、
地
獄
・
餓
鬼
・

畜
生
・(

阿)

修
羅
・
人
間
・
天
と
い
う
六
つ
の
世
界

を
、
輪
廻
、
つ
ま
り
ぐ
る
ぐ
る
さ
ま
よ
い
ま
わ
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修

羅
ま
で
は
何
と
な
く
キ
ビ
シ
イ
世
界
な
の
は
分
か
り

ま
す
。
し
か
し
六
道
の
中
で
最
も
良
い
、
神
々
が
住

む
天
の
世
界
も
や
は
り
寿
命
や
苦
し
み
が
あ
る
世
界

な
の
で
す
。
で
す
の
で
仏
教
の
立
場
は
こ
の
苦
し
み

続
け
る
六
道
輪
廻
の
世
界
か
ら
脱
し
て
、
苦
し
み
の

な
い
悟
り
の
世
界
、
つ
ま
り
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
よ

う
と
説
き
ま
す
。
極
楽
の
反
対
が
地
獄
と
思
わ
れ
が

ち
で
す
が
、
正
確
に
は
極
楽
の
反
対
は
六
道
な
の
で

し
ょ
う
。
枕
経
の
段
階
で
は
、
ま
だ
葬
儀
の
前
で
、

こ
の
六
道
を
脱
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
六
個
の

お
団
子
を
お
供
え
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。 

  

以
上
、
枕
飾
り
に
つ
い
て
み
て
き
ま
し
た
。
お
供

え
も
の
一
つ
一
つ
が
故
人
を
思
っ
て
の
こ
と
で
、
極

楽
往
生
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
葬
儀
全
体

が
簡
素
化
さ
れ
て
き
て
い
る
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、

昔
か
ら
綿
々
と
続
い
て
き
た
先
人
た
ち
の
知
恵
の
結

晶
を
大
事
に
し
つ
つ
、
故
人
を
送
り
届
け
た
い
も
の

で
す
。 

ま
く
ら
め
し 

い
ち
ぜ
ん
め
し 

ま
く
ら
だ
ん
ご 

ろ
く
ど
う
り
ん
ね 

(

あ)

し
ゅ
ら 



 

 
 

 

 

も
う
何
年
も
前
の
こ
と
で
す
。
葬
儀
を
終

え
、
斎
場
（
火
葬
場
）
に
行
く
た
め
霊
柩
車
の

後
を
車
で
走
っ
て
い
た
時
の
こ
と
で
す
。
こ
ち

ら
に
向
か
っ
て
歩
い
て
来
て
い
た
ご
婦
人
が
、

ふ
と
足
を
止
め
て
霊
柩
車
が
前
を
通
り
過
ぎ
る

際
、
手
を
合
わ
せ
、
頭
を
下
げ
て
霊
柩
車
を
見

送
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
た
ま
た
ま
す
れ
違
っ

た
だ
け
で
す
の
で
、
自
分
に
縁
の
あ
る
人
で
も

な
い
で
し
ょ
う
。
私
は
そ
の
な
ん
と
も
自
然
な

所
作
が
大
変
印
象
深
く
記
憶
に
残
っ
て
い
ま

す
。
手
は
合
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
手
は
合

わ
さ
る
も
の
な
の
だ
と
。 

 
大
塩
に
は
平
成
六
年
に
廃
止
と
な
る
ま
で
姫

路
市
内
で
も
最
後
ま
で
斎
場
が
残
っ
て
い
ま
し

た
。
自
宅
か
ら
出
棺
し
、
斎
場
ま
で
野
辺
送
り

を
す
る
と
い
う
風
景
が
、
ほ
ん
の
二
十
年
前
く

ら
い
ま
で
は
、
日
常
的
に
見
ら
れ
ま
し
た
。
あ

る
意
味
死
が
身
近
に
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
先

の
ご
婦
人
も
霊
柩
車
を
見
る
と
、
昔
そ
う
し
て

い
た
よ
う
に
自
然
と
手
を
合
わ
せ
頭
を
下
げ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

本
堂
の
南
側
に
合
祀
墓
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

に
納
骨
さ
れ
た
方
の
戒
名
、
俗
名
、
没
年
月
日

が
刻
ま
れ
た
石
の
プ
レ
ー
ト
が
並
ん
で
い
ま

す
。
も
う
百
名
以
上
の
方
が
お
入
り
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
プ
レ
ー
ト
を
ひ
と
し
き
り
眺

め
、
「
〇
〇
さ
ん
も
こ
こ
に
お
入
り
に
な
っ
て

ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
、
昔
よ
く
遊
び
ま
し

た
」
と
手
を
合
わ
せ
て
帰
ら
れ
た
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
自
分
の
家
の
墓
参

り
を
終
え
た
後
に
合
祀
墓
へ
も
手
を
合
わ
せ
て

か
ら
お
帰
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
墓
の
最
大

の
意
義
が
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
人

知
れ
ず
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
へ

お
邪
魔
し
て
仏
壇
に
線
香
を
あ
げ
さ
せ
て
も
ら

う
、
手
を
合
わ
せ
に
行
く
と
い
う
の
は
な
か
な

か
出
来
ま
せ
ん
が
、
墓
へ
は
い
く
ら
で
も
で
き

ま
す
。
故
人
は
決
し
て
家
族
だ
け
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

  
 

手
は
合
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い 

 

手
は
合
わ
さ
る
も
の 
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来
年
は
左
記
の
年
に
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方

の
年
忌
法
要
（
法
事
）
が
あ
た
っ
て
き
ま
す
。
特

に
土
・
日
曜
日
の
午
前
中
を
ご
希
望
の
方
は
、
早

め
に
日
時
を
ご
予
約
下
さ
い
。
年
忌
が
あ
た
っ
て

お
ら
れ
る
方
に
は
別
紙
に
て
ご
案
内
い
た
し
ま
す

が
、
念
の
た
め
、
左
記
の
年
忌
表
を
ご
覧
に
な
っ

て
ご
確
認
下
さ
い
。 

令
和
三
年
度
年
忌
表 
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一

周

忌 

  

七

回

忌 

十

三

回

忌 

十

七

回

忌 

二
十
五
回
忌 

  

五

十

回

忌 

三

回

忌 

三
十
三
回
忌 

 

大
歳
神
社
に
隣
接
す
る
お
寺

の
北
側
の
墓
地
の
塀
を
、
従
来

の
無
機
質
で
圧
迫
感
の
あ
る
ブ

ロ
ッ
ク
塀
か
ら
、
明
る
く
解
放

感
の
あ
る
フ
ェ
ン
ス
式
に
し
ま

し
た
。 

修
繕
の
ご
報
告 

【
退
任
】
中
ノ
丁
世
話
人 

 

         
 

 

熊
野
和
代
さ
ん 

 

熊
野
和
代
さ
ん
は
、
平
成
十
年
の

秋
の
お
彼
岸
よ
り
中
ノ
丁
の
世
話
人

と
し
て
、
当
山
の
護
持
運
営
に
ご
尽

力
頂
き
ま
し
た
。
な
ん
で
も
お
任
せ

で
き
る
頼
も
し
い
存
在
で
あ
り
ま
し

た
の
で
、
残
念
な
こ
と
で
は
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
度
ご
退
任
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
長
年
に
渡
り
お
世

話
を
頂
き
、
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

【
就
任
】
中
ノ
丁
世
話
人 

 

 
 

 
 

 

高
瀬
か
よ
子
さ
ん 

 

熊
野
和
代
さ
ん
の
後
任
と
し
て
、

中
ノ
丁
の
世
話
人
に
高
瀬
か
よ
子
さ

ん
に
ご
就
任
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。 

西
光
寺
役
員
の
去
就 

【ご逝去の報】 

藤本里子さん(87歳) 

熊野静代さん(96歳) 

梶原淳さん(88歳) 

梶原武信さん(88歳) 

生嶋松郎さん(81歳) 

藤井清光さん(88歳) 

福田茂子さん(89歳) 

柏原健さん(88歳) 

山本龍男さん(84歳) 

野口勝之さん(85歳) 

久保みつ子さん(98歳) 

梶原絹代さん(94歳) 

寺田正義さん(88歳) 

地神末廣さん(83歳) 

濵田玲造さん(89歳) 

7月20日没 

8月2日没 

8月5日没 

8月11日没 

8月20日没 

8月23日没 

8月29日没 

8月30日没 

9月2日没 

9月7日没 

9月12日没 

9月28日没 

10月11日没 

10月15日没 

10月26日没 

大阪 

北脇 

中ノ丁 

西ノ丁 

西ノ丁 

加古川 

姫路 

東ノ丁 

東ノ丁 

姫路 

東ノ丁 

稲美町 

中ノ丁 

宮本丁 

東ノ丁 

生前の温顔を偲びつつ、お十念を捧げます。 

令

和

二

年

没 

平
成
三
十
一
年
没 

令

和

元

年

没  

平
成
二
十
七
年
没 

平
成
二
十
一
年
没 

平
成
十
七
年
没 

平

成

九

年

没 

昭
和
六
十
四
年
没 

平

成

元

年

没 

昭
和
四
十
七
年
没 



 

 本山の永観堂は今年も「秋の寺宝展」ならびに夜間の「もみじのライト

アップ」を開催致します。今年はコロナ対策で混雑と密を少しでも緩和す

るため、昼夜間の境内への観光バスの乗り入れが停止されます。「もみじ

の永観堂」として毎年多くのメディアで連日取り上げられることもあっ

て、11月の勤労感謝の日の3連休をピークに国内外から大勢の方がお越し

になります。しかし、今年に関しては外国人観光客と団体旅行の方のお参

りが減る分、例年よりは鑑賞しやすくなるかもしれません。尚、期間中、

例年青年僧が御影堂でリレー法話を行っており、私も毎年出仕しておりま

したが、今年は中止となりました。 

令和6年に法然上人によって浄土宗が開

かれて850年の節目を迎えます。本山の

永観堂ではただ今、その記念事業の一環

として、俳句コンテストを実施しており

ます。審査員はテレビでもご活躍中の夏

井いつきさんです。皆様もどうぞ奮って

応募下さい。 

 

■募集期間 令和2年12月31日必着 

■応募方法 永観堂ホームページまたはチラシのハガキにて 

       ※左記のチラシはお寺にも置いています 

■審査員  俳人・夏井いつき氏 永観堂関係者 

■入賞発表 令和3年3月中旬 

      永観堂内に掲示及び永観堂ホームページに掲載 

■入賞賞品 

最優秀賞 1句 旅行券3万円+永観堂拝観ペア招待券 

優秀賞  5句 旅行券1万円+永観堂拝観ペア招待券 

特別賞  3句 管長貌下ご染筆色紙+永観堂拝観ペア招待券 

佳 作 100句 永観堂拝観ペア招待券 
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除夜の鐘（除夜会）は懺悔の会です。懺悔とは仏の前で自らの罪を露わにし、悔い改め、

許しを請うことです。新たなスタートをきるためには懺悔が欠かせません。今年はコロナ

に振り回された一年でした。まだまだコロナへの不安は続くと思われますが、徐々に良い

方向へ向かうことを願ってやみません。本堂では一年の安泰を祈願する修正会のお勤めを

しておりますので、合わせてお参り下さい。 

除夜の鐘 

12月31日（大晦日）午後11時40分頃～ 

さ ん げ 


