
 
 

 

 

永
代
経
法
要 

 

五
月
六
日
㈪
㉁ 

 
 

 

朝
十
時
～
十
二
時 

 
 
 

昼
一
時
半
～
三
時
半 

 
 講

師 

山
本 

泉
茂 

先
生 

 

「
み
教
え
に
導
か
れ
て
」 


 

お
経
本
と
お
念
珠
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 


 

昼
食
に
お
斎
と
し
て
炊
き
込
み
ご
飯
を

用
意
し
て
お
り
ま
す
。 

大
掃
除 

四
月
二
十
一
日
（
日
）
九
時
半
～ 

年
に
一
度
の
本
堂
の
大
掃
除
を
い
た
し
ま
す
。 

昼
食
に
カ
レ
ー
を
頂
い
て
終
了
の
予
定
で
す
。

ど
う
ぞ
お
手
伝
い
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

ご
講
師
の
山
本
先
生
は
今
回
初
め
て
ご

出
講
い
た
だ
き
ま
す
。 

昨
年
に
坊
守
が
、
大
阪
の
都
呂
須
先
生

の
お
寺
の
報
恩
講
へ
お
参
り
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
折
に
ご
講
師
で
い
ら
し
た
こ
と
が

ご
縁
で
、
聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を

得
ま
し
た
。 

先
生
は
在
家
の
ご
出
身
で
す
が
、
お
母

様
の
影
響
で
兄
弟
四
人
と
も
僧
侶
と
な
ら

れ
た
そ
う
で
す
。
ご
自
身
も
十
六
歳
で
得

度
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
に
発
足
さ
れ
た
世

界
の
門
信
徒
と
の
交
流
を
支
援
す
る
国
際

交
流
講
社
『
響
流
』
の
講
長
を
さ
れ
て
お

り
ま
す
。 

二
〇
一
五
年
に
は
京
都
府
八
幡
に
現
在

住
職
を
さ
れ
て
い
る
願
生
寺
を
新
寺
建
立

さ
れ
ま
し
た
。 

ど
う
ぞ
、
皆
さ
ま
も
こ
の
度
の
ご
縁
を

大
切
に
さ
れ
て
お
参
り
、
ご
聴
聞
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ご
報
告 

 


 

能
登
半
島
地
震
へ
の
義
援
金
募
集
を
、

お
賽
銭
箱
を
募
金
箱
と
し
て
行
い
ま

し
た
が
、
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り 

十
七
万
六
千
六
百
四
十
二
円
が
集
ま

り
ま
し
た
。
全
額
本
願
寺
を
通
し
て

送
金
致
し
ま
し
た
。 

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 


 

庫
裡
の
リ
フ
ォ
ー
ム
は
前
回
、「
現
在

最
終
段
階
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、

「
業
者
選
定
の
」
が
抜
け
て
お
り
ま

し
た
。
ま
だ
ま
だ
紆
余
曲
折
し
て
お

り
ま
す
。 

     

２０２４．４ 

ねん    

 

 

en 

 

 

年 

 

京
都 

願
生
寺 

住
職 

玄関の水槽に「楊貴妃」とい

う種類のメダカをいただきま

した。かわいらしく泳ぐ姿を

見せてくれています。 



葬
儀
の
Ｑ
＆
Ａ 

 

 
お
通
夜
の
意
義 

葬
儀
の
前
夜
に
は
、
通
夜
の
お
勤
め
が

行
わ
れ
ま
す
。
通
夜
と
は
文
字
通
り
、
近

親
者
や
親
し
い
知
人
が"

夜
を
通
し
て"

ご

本
尊
前
の
遺
体
の
そ
ば
に
集
い
、
亡
き
人

を
偲
び
つ
つ
仏
さ
ま
の
救
い
を
味
わ
う
法

事
で
す
。
で
す
か
ら
、
お
勤
め
が
行
わ
れ

る
時
に
は
参
列
者
も
僧
侶(

調
声
人)
と
一

緒
に
お
勤
め
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で

す
。 通

夜
の
こ
と
を
、
昔
は
夜
伽
と
も
言
い

ま
し
た
。
一
つ
の
布
団
に
入
っ
て
、
本
心

で
語
り
合
う
の
が
夜
伽
で
す
。
亡
き
人
が

声
な
き
声
で
語
り
か
け
る
人
生
最
後
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
心
し
て
聞
き
、
送
る
方
も
一

番
伝
え
た
い
こ
と
を
亡
き
人
に
語
る
た
め

に
あ
る
の
が
夜
伽
で
あ
り
、お
通
夜
で
す
。 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
Ｈ
Ｐ
よ
り 

コ
ロ
ナ
体
制
が
始
ま
っ
て
以
降
、『
直

葬
』
や
『
一
日
葬
』
と
い
っ
た
様
式
で
の

葬
儀
が
増
え
て
い
る
と
い
う
話
を
耳
に
し

ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
病
気
の
蔓
延

を
防
ぐ
と
い
う
意
味
で
、
通
夜
・
葬
儀
を

経
ず
し
て
火
葬
に
す
る
葬
儀
形
態
を
執
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
実
が
あ
り
報
道
も

さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
良
い
の
だ
と

思
わ
れ
る
の
は
残
念
な
こ
と
で
す
。 

多
様
性
の
時
代
と
い
う
こ
と
で
小
さ
く

簡
易
な
お
葬
式
や
一
日
葬
な
ど
、
葬
儀
屋

さ
ん
の
手
間
を
省
い
た
よ
う
な
安
価
な
様

式
の
葬
儀
の
Ｃ
Ｍ
な
ど
が
流
れ
て
い
る
の

も
そ
の
一
因
な
の
で
し
ょ
う
。 

か
つ
て
は
「
自
分
が
死
ん
で
も
葬
儀
は

大
き
く
し
な
い
で
い
い
」
と
言
い
残
し
た

親
の
言
葉
を
遠
慮
と
し
て
受
け
止
め
、
き

ち
ん
と
皆
さ
ん
に
お
別
れ
を
し
て
い
た
だ

こ
う
と
精
一
杯
に
勤
め
て
い
た
も
の
で
す

が
、
今
は
「
親
の
遺
言
で
す
か
ら
」
と
、

そ
れ
を
尊
重
さ
れ
る
ご
家
族
も
増
え
て
き

ま
し
た
。
ま
た
、
葬
儀
で
涙
を
流
す
方
も

少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
寂
し
い
こ
と

で
す
が
、ど
ち
ら
も
時
代
の
流
れ
で
あ
り
、

仕
方
が
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

現
代
は
多
様
性
の
時
代
と
言
わ
れ
様
々

な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
浄
土
真
宗
の

通
夜
・
葬
儀
と
は
、
亡
き
人
を
通
し
て
自

分
も
や
が
て
往
く
世
界
、
お
浄
土
を
感
じ

さ
せ
て
い
た
だ
く
法
縁
で
す
。 

お
浄
土
と
は
阿
弥
陀
さ
ま
が
す
べ
て
の

人
び
と
を
救
い
と
る
た
め
に
用
意
し
て
く

だ
さ
っ
た
究
極
の
安
住
場
所
で
あ
り
、
お

浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
こ
そ
が
浄
土
真
宗

の
教
え
の
根
幹
で
す
。 

そ
の
悲
し
み
を
機
縁
と
し
て
、
亡
き
人

を
偲
び
つ
つ
仏
さ
ま
の
救
い
を
味
わ
う
、

『
夜
伽
で
あ
り
、
お
通
夜
』
を
精
一
杯
に

お
勤
め
し
て
ま
い
り
た
い
も
の
で
す
。 


