
年忌法要表

１周忌 2019(令和 1)年 23回忌 1998(平成10)年

３回忌 2018(平成30)年 25回忌 1996(平成 8)年

７回忌 2014(平成26)年 27回忌 1994(平成 6)年

13回忌 2008(平成20)年 33回忌 1988(昭和63)年

17回忌 2004(平成16)年 50回忌 1971(昭和46)年
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万行寺のある平根地区は桃源郷
ひ ら ね とうげんきよう

です。青空に映えるピンク色の花

は、ウイルス感染症に伴う私たちの

荒んだ心を癒やしてくれています。
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人
類
に
と
っ
て
未
知
の
ウ
イ
ル

え
ら
れ
た
訃
報
は
衝
撃
的
で
し

の
一
大
事
と
し
て
説
か
れ
て
い
ま

で
、
身
近
な
言
葉
で
は
「
ご
縁
」

ス
が
強
い
感
染
力
を
も
っ
て
世
界

た
。
長
年
、
お
笑
い
の
世
界
で
活

す
。
私
も
、
身
近
な
方
の
死
を
一

と
言
わ
れ
ま
す
。
簡
単
に
言
う
と

中
を
不
安
に
さ
せ
て
い
ま
す
。
新

躍
さ
れ
、
テ
レ
ビ
で
は
全
国
民
と

人
ひ
と
り
自
分
の
問
題
と
し
て
お

「
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
相
ま
っ
て
つ

あ
い

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
広
が

言
っ
て
い
い
ほ
ど
知
ら
な
い
人
は

話
し
す
る
ご
法
話
を
さ
せ
て
頂
き

な
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で

り
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。
外
出
自
粛

い
な
い
ほ
ど
親
し
ま
れ
た
方
で
し

ま
す
が
、
心
の
中
で
は
「
私
は
ま

す
。
人
間
で
あ
れ
ば
誰
も
が
感
染

や
休
業
要
請
の
中
で
、
各
々
が
体

た
。
ま
た
、
葬
送
に
お
い
て
も
、

だ
大
丈
夫
」
と
死
を
他
人
事
と
し

し
、
放
っ
て
お
く
と
大
変
な
事
態

験
し
た
こ
と
の
な
い
対
応
に
追
わ

感
染
を
防
ぐ
た
め
に
ご
遺
族
は
ご

か
捉
え
ら
れ
て
な
い
自
分
が
ま
だ

に
な
る
と
い
う
世
の
中
に
な
っ

と
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
地
方

遺
体
に
も
会
う
こ
と
が
出
来
ず
、

あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

て
、
静
か
に
み
ん
な
で
つ
な
が
っ

へ
の
広
が
り
も
進
み
始
め
、
ど
こ

お
骨
に
な
っ
て
や
っ
と
ご
遺
族
に

し
か
し
、
こ
の
度
の
志
村
け
ん

て
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
い
う
意

で
感
染
し
て
も
お
か
し
く
な
い
身

お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

さ
ん
の
死
や
、
感
染
症
で
亡
く
な

識
が
芽
生
え
て
い
る
の
で
は
な
い

近
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

う
現
実
を
初
め
て
知
ら
さ
れ
る
こ

っ
て
い
く
現
実
を
目
の
当
た
り
に

で
し
ょ
う
か
。

が
恐
怖
で
す
。

と
に
も
な
り
ま
し
た
。
志
村
け
ん

す
る
と
、
他
人
事
で
は
な
く
人
類

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
進
め
て

じ
よ
う
ど
し
ん
し
ゆ
う
ほ
ん
が
ん
じ
は

な
か
で
も
衝
撃
的
だ
っ
た
の

さ
ん
の
死
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い

と
し
て
の
危
機
感
を
誰
も
が
共
有

い
る
実
践
運
動
の
テ
ー
マ
が
、「
そ

じ
つ
せ
ん
う
ん
ど
う

が
、
志
村
け
ん
さ
ん
の
訃
報
で
し

る
身
近
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら

す
る
事
態
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

っ
と
つ
な
が
る

ホ
ッ
が
つ
た
わ

た
。
感
染
が
報
道
さ
れ
た
の
も
驚

れ
、
こ
の
感
染
症
の
厳
し
さ
を
知

に
よ
っ
て
、
人
と
人
と
が
「
つ
な

る
～
結
ぶ
絆
か
ら
、
広
が
る
ご
縁

か
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
完
治

ら
さ
れ
、
悲
し
み
と
共
に
悔
し
さ

が
る
」
と
い
う
現
象
が
静
か
な
中

へ
～
」
で
す
。
こ
の
テ
ー
マ
そ
の

し
て
元
気
な
お
姿
で
復
帰
さ
れ
る

を
共
感
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

に
生
ま
れ
て
き
て
い
る
よ
う
な
気

も
の
が
、
い
ま
静
か
に
実
践
さ
れ

の
か
と
誰
も
が
思
っ
て
い
た
の
で

仏
教
で
は
、
生
死
の
苦
し
み
の

が
し
ま
す
。
「
つ
な
が
る
」
は
、

て
い
く
こ
と
を
願
い
た
い
も
の
で

し
よ
う
じ

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
突
然
、
伝

問
題
は
、
他
人
事
で
は
な
く
自
ら

お
釈
迦
さ
ま
の
説
か
れ
た
「
縁
起
」

す
。

し

や

か

え

ん

ぎ

(2) 万 行 寺 寺 報

つ
な
が
っ
て
広
が
る
〝
ご
縁
〟

住
職

法
話

実践運動 総合テーマ『そっとつながる ホッがつたわる～結ぶ絆から、広がるご縁へ～』



へ
だ
て
な
く
注
い
で
く
だ
さ
る
慈

ま
す
。
こ
の
際
、
線
香
は
立
て
ず

香
を
寝
か
せ
る
に
は
適
し
ま
せ

じ

悲
の
お
心
に
触
れ
る
と
い
う
意
味

に
、
短
く
数
本
に
折
っ
て
寝
か
せ

ん
。
ど
う
ぞ
土
香
炉
を
用
い
て
く

ひ

ど

ご

う

ろ

も
あ
り
ま
す
。

ま
す
。

だ
さ
い
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
お
香
の
種
類

次
に
、
法
事
な
ど
の
改
ま
っ
た

た
だ
、
大
勢
の
方
が
た
が
次
々

は
、
一
般
家
庭
で
は
焼
香
と
焼
香

時
に
行
う
焼
香
は
、
フ
タ
の
つ
い

に
焼
香
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る

用
の
お
香
ぐ
ら
い
で
は
な
い
か
と

た
金
属
製
の
金
香
炉
を
用
い
ま

〝
回
し
焼
香
〟
の
場
合
な
ど
は
、

か

な

ご

う

ろ

思
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
香
炉
に
く

す
。
つ
ま
り
、
火
種
を
入
れ
て
使

お
仏
壇
の
金
香
炉
で
は
小
さ
す
ぎ

こ

う

ろ

か
な
ご
う
ろ

べ
る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

用
す
る
の
が
金
香
炉
な
の
で
す
。

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
時

か
な
ご
う
ろ

ん
が
、
香
炉
に
も
種
類
が
あ
り
、

と
き
ど
き
、
金
香
炉
で
線
香
を
燃

は
土
香
炉
を
代
用
し
て
も
よ
い
で

こ

う

ろ

か
な
ご
う
ろ

ど

ご

う

ろ

使
い
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

や
す
方
が
い
ま
す
が
、
金
香
炉
で

し
ょ
う
。
な
お
、
回
し
焼
香
さ
れ

か
な
ご
う
ろ

お
香
は
体
臭
な
ど
の
悪
臭
を
除

ま
ず
、
日
常
的
に
使
わ
れ
る
線

は
口
が
狭
く
、
形
の
上
か
ら
も
線

る
場
合
、
お
盆
を
用
意
し
、
左
側

き
、
心
身
と
も
に
落
ち
つ
か
せ
て

香
は
、
土
香
炉
と
呼
ば
れ
る
口
の

に
香
炉
を
、
右
側
に
は
刻
ん
だ
お

ど

ご

う

ろ

こ

う

ろ

く
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
仏

広
い
陶
磁
器
製
の
香
炉
で
燃
や
し

こ

う

ろ

前
に
お
供
え
す
る
こ
と
が
早
く
か

ら
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
お
香
の

芳
し
い
薫
り
で
身
を
包
み
、
す
が

す
が
し
い
気
持
ち
で
尊
敬
す
る
仏

さ
ま
に
接
し
て
き
た
の
で
す
。

ま
た
、
そ
う
し
た
お
香
を
か
ぐ

こ
と
に
よ
っ
て
清
ら
か
な
浄
土
を

想
い
、
さ
ら
に
は
、
誰
か
れ
と
差

別
す
る
こ
と
な
く
ゆ
き
わ
た
る
お

香
の
薫
り
か
ら
、
仏
さ
ま
の
わ
け

(3) 万 行 寺 寺 報

浄
土
真
宗

○新

仏
事
の
イ
ロ
ハ

一
、
お
仏
壇
の
お
飾
り

―
仏
さ
ま
を
仰
ぐ
―

あ
お

［
線
香
と
焼
香
］

お

香

を

た
く
理

由

は
な

に
？

第25代専如門主 伝灯奉告法要スローガン『うけつぐ伝灯 伝えるよろこび』



香
を
入
れ
た
香
盒
と
い
わ
れ
る
容

こ
う
ご
う

器
を
置
き
ま
す
。〈
写
真
参
照
〉。

焼
香
に
使
う
お
香
に
は
沈
香
、

じ
ん
こ
う

十
種
香
、
五
種
香
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
な
る
べ
く
薫
り
よ
い
お
香
を

お
使
い
く
だ
さ
い
。

香
炉
の
配
置
に
つ
い
て
は
先
に

こ

う

ろ

も
触
れ
ま
し
た
が
、
三
具
足
と
し

み
つ
ぐ
そ
く

て
ロ
ー
ソ
ク
立
て
、
花
瓶
と
と
も

に
、
金
・
土
両
香
炉
を
前
後
に
並

か
ね

ど

り
よ
う
こ
う
ろ

べ
て
置
く
の
が
か
た
ち
で
す
が
、

並
べ
て
置
く
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
場

合
は
、
焼
香
す
る
場
合
の
み
金
香

か
な
ご
う

炉
を
前

卓
に
置
き
、
そ
れ
以
外

ろ

ま
え
じ
よ
く

は
土
香
炉
を
置
き
ま
す
。

ど

ご

う

ろ

ポ
イ
ン
ト

▼
お
香
で
浄
土
と
仏
さ
ま
の

慈
悲
の
お
心
に
触
れ
る

じ

ひ

▼
線
香
は
土
香
炉

焼
香
は

ど

ご

う

ろ

金
香
炉

か
な
ご
う
ろ

▼
線
香
は
立
て
ず
に
折
っ
て

寝
か
せ
る

「羽の水 仏典童話集」
は ね み ず ぶ つ て ん ど う わ し ゆ う

野呂昶（文）/畠中光 享（絵）
さかん こうきよう

本願寺出版社 発行 2,800円＋税

約2500年前、お釈迦さまが弟子や町や村の人々

に語られたお話（経典）をもとにした童話集。

経典を現代の人々に正しく伝えるため、童話文学

として美と真を追究し、その深い感動を現代の言

葉と美しい絵で紡いだ渾身の傑作。児童文学作家

野呂昶氏による、子どもから大人まで楽しめる
さかん

こころ温まる物語を、インド美術にも精通する日本

画家 畠中光 享氏のすばらしい絵が彩る、珠玉の
こうきよう

一冊。

浄土真宗本願寺派保育連盟発行資料「まことの保育」に連載中の仏典童話シリーズ

から、二十篇を選び単行本化。（本願寺出版社ホームページより）

～本願寺の本～

(4) 万 行 寺 寺 報

万行寺ホームページ http://www.mangyoji.jp/ メールアドレス nagano.mangyoji@gmail.com

編
集
後
記

前
号
で
、
個
人
情
報
の
面
か
ら

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
寺
報
の
掲
載

を
休
む
と
お
伝
え
し
ま
し
た

が
、
送
付
に
は
別
紙
を
添
付
す

る
こ
と
で
解
決
し
ま
す
の
で
寺

報
の
掲
載
は
続
け
た
い
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
住
職
法

話
」
を
ブ
ロ
グ
で
整
理
し
て
あ

り
ま
す
。
ご
覧
下
さ
い
。
◆
マ

ス
ク
、
手
洗
い
、
う
が
い
と
、

ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
習
慣
が

日
常
を
変
え
て
い
き
ま
す
。
人

と
の
つ
き
合
い
方
も
変
わ
り
、

仏
事
も
簡
略
化
の
波
に
従
わ
ざ

る
を
え
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

三
密
に
な
ら
な
い
葬
儀
に
な

り
、
お
経
も
少
し
ペ
ー
ス
を
あ

げ
て
、
早
め
に
終
わ
ら
せ
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
お
互
い
に

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。


