
12 月12 月 のの ご 案 内ご 案 内
月 例 布 教 	 	1	日〜		3	日　13時30分〈講堂〉
常 例 布 教 	 13日〜16日　13時〈講堂・本堂〉
宗祖月忌法要	 15日・16日　13時〈本堂〉
お す す 払 い	 22日　7時〈本堂〉
除 　 夜 　 会	 31日　23時30分〈本堂でお勤めののち、鐘楼堂で除夜の鐘〉

1 月1 月 のの ご 案 内ご 案 内
元 　 旦 　 会	 	1	日　9時〈本堂〉
常 例 布 教 	 13日〜16日　13時〈講堂・本堂〉
宗祖月忌法要	 15日・16日　13時〈本堂〉

令
和
6
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
り

被
災
さ
れ
た
皆
さ
ま
に

衷
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
あ
げ
ま
す

1月 1日（水）～14日（火）はお正月参りのため、月忌参りはお休みさせていただきます。祥月・中陰参りはうかがいます。

11月１６日　満日中11月１６日　満日中

今
年
の
報
恩
講
は
11
月
13
日
（
水
）
午
前
10
時
の
竜

谷
保
育
報
恩
講
に
始
ま
り
、16
日（
土
）の
満
日
中
ま
で
、

4
日
間
合
わ
せ
て
12
座
が
お
勤
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。

竜
谷
保
育
報
恩
講
で
は
子
ど
も
た
ち
が
讃
歌
、
献
灯
、

献
花
、
献
供
、
奉
讃
文
、
お
つ
と
め
、
お
や
く
そ
く
を

唱
和
し
、
石
川
輪
番
の
法
話
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、

バ
ル
ー
ン
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
ミ
リ
ィ
ー
さ
ん
の
シ
ョ
ー

を
観
覧
。
次
々
に
作
ら
れ
る
風
船
に
子
ど
も
た
ち
は
歓

声
を
あ
げ
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

ご
講
師
に
は
、
13
日
は
十
勝
組
妙
覚
寺
住
職
の
脇

谷
暁
融
師
、
14
日
～
16
日
は
奈
良
教
区
葛
城
中
組
教
善

寺
住
職
で
本
願
寺
派
勧
学
の
森
田
眞
円
師
に
ご
出
向
賜

り
ま
し
た
。
連
日
ご
参
拝
の
皆
さ
ん
は
聞
き
入
っ
て
は

う
な
ず
き
、
お
念
仏
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

報　

恩　

講

報　

恩　

講

矢
野
　
進
様	

細
川
リ
ウ
様

中
山
国
雄
様	

髙
久
義
隆
様

岡
田
恒
子
様	

西
田
金
雄
様

谷
口
芳
佐
様	

野
原
忠
広
様

伊
藤
篤
二
様	
春
日
利
信
様

堀
　
　
武
様	
西
田
利
文
様

野
村
美
恵
子
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

お
野
菜
を
ご
進
納
さ
れ
た
方
々

本願寺本願寺帯広別院帯広別院だよりだより
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２
０
２
４
年

２
０
２
４
年
1111
月　月　

報
恩
講

報
恩
講
のの
記
録
記
録

13日　御伝鈔拝読　上巻13日　御伝鈔拝読　上巻14日　御伝鈔拝読　下巻14日　御伝鈔拝読　下巻15日　御俗姓拝読15日　御俗姓拝読

13日　竜谷保育報恩講13日　竜谷保育報恩講
子どもたちによる献灯・献花・献供で、今年の報恩講がはじまった子どもたちによる献灯・献花・献供で、今年の報恩講がはじまった

連日講師をお勤めいただいた森田師連日講師をお勤めいただいた森田師
1111
日
に
お
こ
な
っ
た

日
に
お
こ
な
っ
た

上
）
お
み
が
き
　
右
）
大
掃
除
。

上
）
お
み
が
き
　
右
）
大
掃
除
。

仏
具
や
本
堂
、
境
内
も
皆
さ
ん
と
美
し
く
し
て

仏
具
や
本
堂
、
境
内
も
皆
さ
ん
と
美
し
く
し
て

報
恩
講
を
お
迎
え
し
た

報
恩
講
を
お
迎
え
し
た

（ 2 ）2024（令和 6 ）年 12月号



永代経懇志ご進納
（ご進納日　10月15日～11月14日）

鳥
取
県
青
谷
町
・
願
正
寺
の
ご
門
徒
で
妙
好
人
と
い
わ
れ
た
因い

な
幡ば

の
源げ

ん
左ざ

さ
ん
（
１
８

４
２
～
１
９
３
０
）
は
い
つ
で
も
「
よ
う
こ
そ
、
よ
う
こ
そ
」
と
感
謝
す
る
人
で
し
た
。

あ
る
時
、源
左
さ
ん
は
夕
立
で
び
し
ょ
ぬ
れ
に
な
り
ま
し
た
。
住
職
さ
ん
が｢

源
左
さ
ん
、

よ
う
ぬ
れ
た
の
う
」
と
言
う
と
、
源
左
さ
ん
は｢

あ
り
が
と
う
御ご

座ざ

ん
す
。
御ご

院い
ん

家げ

さ
ん
、

鼻
が
下
に
向
い
と
る
で
有
難
い
ぞ
な
あ
」と
。
鼻
が
上
向
き
だ
っ
た
ら
雨
は
鼻
の
穴
へ
入
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
、
下
向
き
に
つ
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
大
丈
夫
だ
っ
た
。
上

向
き
で
は
〝
な
い
こ
と
の
お
か
げ
〟
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
な
い
こ
と
の
お
か
げ
に

気
づ
く
の
は
実
に
困
難
で
す
。
こ
の
よ
う
に
一
切
の
こ
と
を｢
有
難
い
ぞ
な
あ
」
に
変
え

ら
れ
た
源
左
さ
ん
で
し
た
。

親
鸞
聖
人
の
『
正
像
末
和
讃
』
悲
嘆
述
懐
讃
（『
浄
土
真
宗
聖
典
註
釈
版
』
６
１
７
頁
）

　
無む

慚ざ
ん

無む

愧ぎ

の
こ
の
身み

に
て　
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も

　
弥み

陀だ

の
回え

向こ
う
の
御み

名な

な
れ
ば　
功く

徳ど
く
は
十じ

っ
方ぽ

う
に
み
ち
た
ま
ふ

（
自
分
は
浅
ま
し
い
凡
夫
で
慚ざ

ん
愧ぎ

の
思
い
ば
か
り
だ
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
名
号
は

「
よ
う
こ
そ
、
よ
う
こ
そ
」
と
す
べ
て
を
引
き
受
け
て
、
救
い
と
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。）

な
い
こ
と
の
お
か
げ
、
当
た
り
前
の
有
難
さ
に
気
づ
け
ず
、
煩
悩
が
あ
と
か
ら
あ
と
か

ら
湧
い
て
く
る
私
で
す
。
他
人
に
は
見
ら
れ
た
く
な
い
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
心
ま
で
す
べ
て

わ
か
っ
た
上
で
、「
決
し
て
見
捨
て
な
い
」「
ど
う
か
ま
か
せ
て
お
く
れ
」
と
阿
弥
陀
さ
ま

の
ほ
う
か
ら
私
に
、
い
つ
で
も
よ
び
か
け
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
し
た
。

な
い
こ
と
の
お
か
げ

文
：
桐
林
一
紀

ご
法
話

ご
法
話

1212 月月  オススメオススメのの一冊一冊

お
寺
に
行
く
と
門
前
に
掲
示
板
が
あ
り
ま
す
。
法
要
・
法
座
の
ご
案

内
が
書
か
れ
て
い
た
り
、
仏
教
伝
道
の
大
切
な
場
で
も
あ
る
の
で
、
住
職

さ
ん
が
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
標
語
や
仏
教
の
一
説
が
掲
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
書
は
日
本
中
の
お
寺
の
掲
示
板
か
ら
厳
選
し
て
解
説
。
心
に
残
る
言
葉

や
、
な
る
ほ
ど
と
思
う
こ
と
な
ど
、

掲
示
板
と
い
う
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー

ス
に
記
さ
れ
た
短
い
言
葉
が
、も
っ

と
読
み
た
い
、
も
っ
と
知
り
た
い

と
思
え
る
一
冊
で
す
。					（
池
上
）

﹃
江
田
智
昭
が
語
る

お
寺
の
掲
示
板
入
門
』 江

田
智
昭
著

本
願
寺
出
版
社

A 

５
判
／
６
４
頁

税
込
１
１
０
０
円

（ 3 ）2024（令和 6 ）年 12月号



自
他
と
も
に
た
い

せ
つ
な
言
葉
紹
介

人
我
兼
利
じ
ん
が
け
ん
り

一
切
皆
苦
　
い
っ
さ
い
か
い
く

｢

あ
～
あ
、
人
生
っ
て
思
い
通
り
に
な
ら

な
い
な
ぁ｣

と
思
っ
て
い
る
方
は
お
ら
れ

ま
せ
ん
か
？　

仏
教
に
は
「
一
切
皆
苦
」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
こ
の
世
に
は
何

一
つ
思
い
通
り
に
な
る
こ
と
は
な
い
」
と

い
う
意
味
で
す
。
当
た
り
前
の
よ
う
に
も

見
え
ま
す
が
、
こ
の
世
の
中
の
す
べ
て
が

自
分
の
思
い
通
り
に
は
で
き
な
い
、と
言
っ

て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
自
分
と
気
の
合

わ
な
い
人
が
い
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の

相
手
に
対
し
て
は
、
無
理
に
合
わ
せ
る
必

要
も
な
い
し
、
変
な
期
待
な
ど
し
な
く
て

い
い
の
で
す
。
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
相

手
か
ら
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
不
条
理

が
降
り
か
か
っ
て
く
る
の
も
、
一
切
皆
苦

と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
ば
仕
方
の
な
い
こ

と
だ
と
思
え
て
肩
の
荷
も
下
り
て
、
楽
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。	（
渡
邉
）

常
例
布
教
ご
講
師
紹
介

◆
12
月
13
日
（
金
）
～
16
日
（
月
）
13
時

　
福
原
光
順　
師

　
　
（
大
阪
教
区
大
鳥
南
組
生
蓮
寺
）

２
０
２
５
（
令
和
７
）
年

◆
１
月
13
日
（
月
）
～
16
日
（
木
）
13
時

　
淨
住
ゆ
き　
師

　
　
（
熊
本
教
区
益
北
組
淨
福
寺
）

◆
２
月
13
日
（
木
）
～
16
日
（
日
）
13
時

　
森
岡
惠
隆　
師

　
　
（
安
芸
教
区
沼
田
組
法
隆
寺
）

※
15
日
と
16
日
の
布
教
は
宗
祖
月
忌
法
要

に
引
き
続
い
て
本
堂
に
て
、
そ
れ
以
外
は

講
堂
に
て
お
こ
な
い
ま
す
。

み
教
え
を
聞
く
こ
と
を
「
聴
聞
」
と
い

い
、
浄
土
真
宗
で
は
お
聴
聞
を
と
り
わ
け

大
切
に
し
て
い
ま
す
。
帯
広
の
冬
は
雪
や

凍
れ
る
こ
と
か
ら
、
お
参
り
の
方
が
少
な

く
な
り
が
ち
で
す
。
お
誘
い
あ
わ
せ
の
う

え
、
お
足
元
を
お
気
を
つ
け
に
な
り
、
と

も
に
聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

元が
ん

旦た
ん

会え

１
月
１
日（
水
）
９
時

元
旦
に
本
堂
に
お
参
り
し
て

新
年
を
お
迎
え
し
ま
し
ょ
う
。

ど
う
ぞ
、
ご
家
族
お
そ
ろ
い
で

ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

お
煤す

す

払は
ら

い

12
月
22
日（
日
）

6
時
半
か
ら
の
お
晨じ
ん

朝じ
ょ
うに
引
き
続
い
て

新
年
を
迎
え
る
た
め

本
堂
の
お
掃
除
を
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

除じ
ょ

夜や

会え

・
除
夜
の
鐘か

ね

12
月
31
日（
火
）	

23
時
30
分
〜

本
堂
で
お
勤
め
を
し
、

お
参
り
い
た
だ
い
た
方
か
ら

鐘
楼
堂
に
移
動
し
て
順
番
に
撞つ

い
て

い
た
だ
き
ま
す
。

厳
し
い
冷
え
込
み
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

あ
た
た
か
く
し
て
、
お
参
り
く
だ
さ
い
。

年
末
年
始
の

ご
案
内

（ 4 ）2024（令和 6 ）年 12月号


