
年忌法要表

１周忌 2021(令和 3)年 23回忌 2000(平成12)年

３回忌 2020(令和 2)年 25回忌 1998(平成10)年

７回忌 2016(平成28)年 27回忌 1996(平成 8)年

13回忌 2010(平成22)年 33回忌 1990(平成 2)年

17回忌 2006(平成18)年 50回忌 1973(昭和48)年
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門
徒
が
お
ら
れ
ま
す
。
奥
様
に
先

業
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
失
敗

て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

立
た
れ
て
か
ら
認
知
症
が
進
ん
だ

さ
れ
た
経
験
が
あ
っ
た
よ
う
で

踏
み
外
し
て
し
ま
い
ど
う
し
よ
う

た
め
、
嫁
い
だ
娘
の
世
話
に
な
る

す
。
そ
ん
な
大
変
な
こ
と
も
知
ら

も
な
い
時
も
あ
っ
て
、
神
も

仏
ほ
と
け

こ
と
に
な
り
引
っ
越
さ
れ
、
お
寺

ず
に
、
気
軽
に
お
役
を
お
願
い
し

も
無
い
よ
う
な
心
持
ち
で
し
ょ

の
お
役
は
退
い
て
い
た
だ
き
ま
し

た
こ
と
が
、
今
に
な
っ
て
は
申
し

う
。
し
か
し
、
少
し
で
も
乗
り
越

た
。
今
は
、
面
倒
を
見
切
れ
な
い

訳
な
く
感
謝
す
る
ば
か
り
で
す
。

え
ら
れ
た
時
に
、
様
々
な
事
に
気

と
い
う
こ
と
で
施
設
に
入
り
ま
し

し
か
し
、
大
変
な
中
に
あ
っ
て

づ
か
さ
れ
る
も
の
で
す
。

た
が
、
お
元
気
に
さ
れ
て
い
る
そ

も
、
こ
の
方
に
は
お
念
仏
が
支
え

仏

さ
ま
の
は
た
ら
き
も
同
じ

ほ
と
け

法
語
は
、
榎
本
栄
一
さ
ん
と
い

う
で
す
。

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
事
あ
れ
ば

で
す
。
あ
の
時
も
こ
の
時
も
、
そ

え
の
も
と
え
い
い
ち

う
方
の
念
仏
の
う
た
と
称
し
た

こ
の
方
は
、
代
々
、
お
念
仏
盛

「
な
ま
ん
だ
ぶ
、
な
ま
ん
だ
ぶ
」

し
て
今
も

仏

さ
ま
の
道
を
歩
ま

ほ
と
け

仏

さ
ま
の
詩
か
ら
で
す
。
「

仏

ん
な
家
に
生
ま
れ
ら
れ
、
正
信
偈

と
お
念
仏
を
称
え
る
方
で
し
た
。

せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
気

ほ
と
け

ほ
と
け

し
よ
う
し
ん
げ

の
道
」
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
中

の
お
勤
め
が
日
課
と

仰

る
ほ
ど

順
風
満
帆
で
事
業
を
さ
れ
て
い

づ
か
さ
れ
る
も
の
で
す
。

お
つ
し
や

じ
ゆ
ん
ぷ
う
ま
ん
ぱ
ん

に
出
て
き
ま
す
。
「
ふ
み
は
ず
し

で
し
た
。
そ
こ
で
、
お
寺
に
関
す

た
頃
も
、
多
忙
で
あ
っ
て
も
お
念

ま
し
た
が
」
と
あ
る
よ
う
に
、
失

る
こ
と
も
率
先
し
て
勤
め
て
下
さ

仏
が
支
え
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す

そ
つ
せ
ん

敗
し
た
過
去
の
出
来
事
と
い
っ
た

い
ま
し
た
。
更
な
る
ご
指
導
を
い

し
、
お
念
仏
と
い
う
変
わ
ら
ぬ
も

も
の
を
お
持
ち
の
方
は
多
い
と
思

た
だ
き
た
か
っ
た
の
に
、
残
念
で

の
に
常
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で

い
ま
す
。

な
り
ま
せ
ん
。

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

万
行
寺
の
お
役
を
何
年
も
勤
め

最
近
、
人
伝
え
で
お
聞
き
し
た

あ
あ
だ
こ
う
だ
と
様
々
な
事
に

て
く
だ
さ
っ
た
、
あ
る
男
性
の
ご

話
で
す
が
、
こ
の
方
は
以
前
、
事

悩
み
苦
し
み
な
が
ら
人
間
は
生
き

(2) 万 行 寺 寺 報

お
念
仏
と
と
も
に
歩
む
人
生

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～』



を
建

立
さ
れ
、
そ
こ
へ
「
必
ず

お
勤
め
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

れ
る
仏
さ
ま
で
す
。
平
生
は
も
ち

こ
ん
り
ゆ
う

救
い
と
る
」
と
誓
わ
れ
、
亡
き
人

浄
土
真
宗
の
教
え
で
は
、日
ご
ろ
、

ろ
ん
、一
連
の
葬
儀
に
つ
い
て
も
、

と
の
別
れ
に
嘆
き
悲
し
む
私
た
ち

念
仏
の
救
い
を
信
じ
喜
ん
で
お
れ

阿
弥
陀
さ
ま
に
対
し
て
礼
拝
し
お

な
げ

に
は
「
大
丈
夫
だ
よ
。
私
が
つ
い

ば
、
臨

終
の
時
の
様
子
が
ど
う

勤
め
す
る
の
で
あ
っ
て
、
遺
体
や

り
ん
じ
ゆ
う

て
い
る
か
ら
…
」
と
励
ま
し
て
く

で
あ
れ
、
必
ず
浄
土
に
生
ま
れ
さ

遺
影
に
対
し
て
行
う
の
で
は
あ
り

は
げ

だ
さ
る

仏

さ
ま
の
お
心
を
い
た

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
つ
ま
り
、

ま
せ
ん
。

ほ
と
け

だ
く
の
で
す
。
お
仏
壇
の
扉
を
閉

平
生
に
浄
土
往
生
が
決
定
し
て
い

も
し
、
会
館
な
ど
お
仏
壇
の
な

へ
い
ぜ
い

め
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
阿
弥
陀

る
わ
け
で
す
が
、
臨

終
に
当
た

い
場
所
な
ら
、
お
名
号
な
ど
の
ご

り
ん
じ
ゆ
う

さ
ま
の
救
い
を
無
視
す
る
よ
う
な

っ
て
も
、
平
生
の
ご
と
く
阿
弥
陀

本
尊
を
奉
懸
し
て
お
勤
め
し
ま

へ
い
ぜ
い

も
の
で
す
。

仏
の
間
違
い
の
な
い
救
い
を
確
認

す
。

亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
行
う
お

ま
た
、
亡
き
人
に
と
っ
て
は
、

し
味
わ
う
お
勤
め
を
行
う
と
い
う

な
お
、
お
釈
迦
さ
ま
が
入
滅
さ

勤
め
を
臨

終

勤

行
と
言
い
ま

人
生
最
期
の
お
勤
め
で
す
。
本
人

こ
と
で
す
。
そ
れ
こ
そ
、
臨

終

れ
た
時
の
方
角
に
合
わ
せ
、
遺
体

り
ん
じ
ゆ
う
ご
ん
ぎ
よ
う

り
ん
じ
ゆ
う

す
。
自
宅
に
お
仏
壇
が
あ
る
場
合

は
息
を
引
き
と
り
声
が
出
せ
な
い

時
の
お
勤
め
の
善
し
悪
し
で
往
生

は
頭
を
北
に
向
け
ま
す
が
、
お
仏

は
、
お
仏
壇
の
前
に
遺
体
を
安
置

の
で
、
代
わ
っ
て
僧
侶
や
家
族
が

が
左
右
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

壇
と
の
位
置
や
部
屋
の
都
合
で
他

し
、
お
仏
壇
の
扉
を
開
け
て
お
勤

せ
ん
。

方
向
に
な
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ

め
し
ま
す
。

亡
き
人
も
私
た
ち
も
、
行
く
末

ん
。
特
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
あ
り

と
き
ど
き
お
仏
壇
を
閉
め
て
お

の
足
取
り
は
覚
束
な
く
、
と
て
も

ま
せ
ん
。

お
ぼ
つ
か

ら
れ
る
お
宅
が
あ
り
ま
す
が
、
私

自
分
た
ち
の
力
で
真
実
の
浄
土
に

［
「
浄
土
真
宗

○新
仏
事
の
イ
ロ
ハ
」
末

た
ち
が
お
勤
め
す
る
の
は
、
遺
体

生
ま
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ

本
弘
然
著
／
本
願
寺
出
版
社
刊
よ
り
］

に
対
し
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お

ん
。
不
安
と
恐
怖
、
寂
し
さ
や
悲

仏
壇
の
阿
弥
陀
さ
ま
に
対
し
て
、

し
み
に
覆
わ
れ
戸
惑
う
私
た
ち

お
お

そ
の
お
心
を
仰
ぎ
聞
く
た
め
に
お

を
、
し
っ
か
り
と
抱
き
と
り
救
っ

勤
め
す
る
の
で
す
。
真
実
の
浄
土

て
く
だ
さ
る
の
が
阿
弥
陀
と
い
わ

(3) 万 行 寺 寺 報

浄
土
真
宗

○新

仏
事
の
イ
ロ
ハ

二
、
葬
儀
を
行
う

―
悲
し
み
を
超
え
て
―

［
臨
終
勤
行
］

最
後
の
お
勤
め
も
阿
弥
陀

仏
に
！

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要のスローガン『ご縁を慶び、お念仏とともに』



～本願寺の本～

「正しい絶望のすすめ 浄土の教えに生きる」
西原祐治 著／本願寺出版社 刊 1,320円(税込)

あなたのその悩み、解決しないと思ってませんか？

「絶望」とは希望を断念すること。しかしそれは、希

望への執着から自由になることでもあります。浄土

真宗の教えでは、自力を捨て阿弥陀さまの他力にお

まかせすることが、往生の起点となります。本書に

綴られた38の法語・文章を通して、「浄土の教えに生

きる」ということを考えてみましょう。

それぞれが抱える悩みの解決につながるヒントが

見つかるかもしれません。

[本願寺出版社ホームページより]

(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

ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
侵
攻

し
ん
こ
う

を
始
め
ま
し
た
。
理
由
は
ど
う

で
あ
れ
、
武
器
を
取
っ
て
の
戦

争
は
反
対
で
す
。
今
後
、
ど
う

な
っ
て
い
く
の
か
注
視
し
て
い

か
な
い
と
い
け
な
い
事
態
で

す
。
◆
『
住
職
法
話
』
で
は
「
ふ

み
は
ず
し
ま
し
た
が
」
、『
本
願

寺
の
本
』
で
は
「
絶
望
」
と
い

っ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
が
避
け

て
通
り
た
い
言
葉
を
あ
え
て
使

う
こ
と
が
浄
土
真
宗
の
教
え
の

根
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。
親
鸞

し
ん
ら
ん

さ
ま
も
、
愚
か
な
者
を
意
味
す

お
ろ

る
「
愚
禿
」
と
自
ら
を
名
乗
ら

ぐ

と

く

れ
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を
確
立

さ
れ
ま
し
た
。
苦
悩
を
乗
り
越

え
る
術
が
あ

す
べ

る
か
ら
で
し

ょ
う
。


