
日
本
の
季
節
的
慣
習
か

ら
す
れ
ば
、
と
り
わ
け
三

月
は
別
れ
の
季
節
、
四
月

は
出
会
い
の
季
節
で
あ
ろ

う
。
定
年
や
転
勤
な
ど
で

職
場
を
去
る
人
が
い
れ
ば
、

新
た
な
希
望
を
胸
に
新
し

い
世
界
に
進
む
人
も
い
る
。

こ
の
時
期
、
春
の
風
が
そ

の
訪
れ
を
心
地
よ
さ
そ
う

に
、
数
多
の
花
び
ら
を
舞

い
上
が
ら
せ
る
よ
う
に
、

無
数
の
悲
喜
の
宴
と
と
も

に
、
日
本
全
国
が
春
の
風

物
詩
に
心
躍
ら
せ
る
季
節

で
あ
る
。

し
か
し
、
今
年
は
そ
の

春
の
訪
れ
を
、
日
本
全
国

が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

感
染
症
の
蔓
延
と
い
う
非

常
な
苦
境
の
中
、
消
え
入

る
よ
う
に
、
ま
た
静
か
に

迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

新
緑
の
季
節
に
な
れ
ば
、

寺
の
あ
る
町
の
山
々
は
、

新
芽
が
芽
吹
い
て
山
全
体

が
明
る
い
黄
緑
色
に
包
ま

れ
る
。
自
身
は
毎
年
、
新

た
な
生
命
を
つ
む
ぐ
そ
の

光
景
を
前
に
、
凡
庸
に
不

確
か
で
は
あ
る
が
何
ら
か

の
希
望
を
抱
き
、
気
分
が

清
々
し
く
な
る
の
だ
が
。

あ
る
ド
ラ
マ
で
、
倒
木

と
う
ぼ
く

更
新
と
い
う
言
葉
に
出
遇
っ

こ
う
し
ん

た

。

そ

の

ド

ラ

マ

は

、

幸
田
文
の
「
木
」
と
い
う

こ

う

だ

あ

や

本
か
ら
、
「
え
ぞ
松
の
更

新
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を

紹
介
し
て
い
た
。
倒
木
更

新
と
は
、
寿
命
や
天
災
、

伐
採
な
ど
に
よ
っ
て
倒
れ

た
古
木
の
上
に
着
床
、
発

芽
し
て
、
新
た
な
世
代
の

木
が
一
直
線
に
並
ん
で
育

つ
こ
と
で
あ
る
。

幸
田
氏
は
、
実
際
に
北

海
道
で
、
世
代
交
代
を
抗

う
こ
と
な
く
、
亡
骸
の
よ

う
な
腐
朽
古
木
と
、
そ
の

上
に
ふ
み
い
だ
し
て
生
き

る
若
木
の
倒
木
更
新
と
い

う
現
象
を
目
の
当
た
り
に

し
て
、
自
然
の
苛
酷
さ
、

無
惨
さ
を
痛
感
す
る
。

し
か
し
、
斜
面
に
立
つ

倒
木
更
新
で
育
っ
た
え
ぞ

松
の
描
写
に
お
い
て
こ
う

述
べ
て
い
る
。

「
そ
れ
は
斜
面
の
、
た
ぶ
ん

風
倒
の
木
の
株
だ
ろ
う
と
い

う
、
そ
の
上
に
す
く
っ
と
一

本
、
高
く
太
く
、
た
く
ま
し

く
立
っ
て
い
た
。
太
根
を
何

本
も
地
に
お
ろ
し
て
、
み
る

か
ら
に
万
全
堅
固
に
立
ち
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上
っ
て
お
り
、
そ
の
脚
の
下
に

は
っ
き
り
と
腐
朽
古
木
の
姿
が

残
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
こ
こ
に
い

る
こ
の
現
在
の
樹
は
、
今
は
こ

の
古
株
を
大
切
に
し
、
い
と
お

し
ん
で
、
我
が
腹
の
も
と
に
守
っ

て
い
る
よ
う
な
形
で
あ
る
。
」

ま
た
、

「
古
木
の
芯
と
お
ぼ
し
い
、
新

し
い
木
の
根
の
下
で
、
乾
い
て

温
味
を
も
っ
て
い
た
。
（
中
略
）

古
木
が
温
度
を
も
つ
の
か
、
新

樹
が
寒
気
を
さ
え
ぎ
る
の
か
。

こ
の
古
い
木
、
こ
れ
は
た
だ
死

ん
じ
ゃ
い
な
い
ん
だ
。
こ
の
新
し

い
木
、
こ
れ
も
た
だ
生
き
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
生
死
の

継
目
、
輪
廻
の
無
惨
を
み
た
っ

て
、
な
に
も
そ
う
こ
だ
わ
る
こ

と
は
な
い
。
あ
れ
も
ほ
ん
の
い
っ

時
の
こ
と
、
そ
の
あ
と
こ
の
ぬ

く
み
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
な

ら
、
あ
あ
そ
こ
を
う
っ
か
り
見

落
と
さ
な
く
て
、
な
ん
と
仕
合

わ
せ
だ
っ
た
こ
と
か
。
」

え
ぞ
松
の
倒
木
更
新
と
い

う
古
木
と
若
木
の
関
係
は
、

様
々
な
状
況
に
翻
弄
さ
れ
な

が
ら
も
、
種
を
こ
の
地
球
上

に
残
す
た
め
に
、
支
え
合
っ

て
主
体
的
に
生
き
抜
こ
う
と

す
る
生
命
の
物
語
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
古
木
と
若
木
が
互

い
に
思
う
恵
み
の
心
が
備
わ
っ

て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
。

浄
土
真
宗
の
七
高
僧
の
第

し
ち
こ
う
そ
う

四
祖
の
道
綽
禅
師
は
、
そ
の

ど
う
し
ゃ
く
ぜ
ん
じ

著
書
「
安
楽
集
」
に
、

あ
ん
ら
く
し
ゅ
う

「
前
に
生
ず
る
も
の
は
後
を
導

さ
き

し
ょ
う

の
ち

き
後
に
去
か
ん
も
の
は
前
を

ゆ

訪
ひ
、
連
続
無
窮
に
し
て
願

と
ぶ
ら

れ
ん
ぞ
く
む
ぐ
う

は
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん

く

し

と
欲
す
。
無
辺
の
生
死
海
を

ほ
っ

む

へ
ん

し
ょ
う
じ
か
い

尽
く
さ
ん
が
た
め
の
ゆ
ゑ
な

り
。
」

と
説
か
れ
る
。
こ
の
意
味
は
、

前
に
生
ま
れ
る
人
は
後
の
も

の
を
導
き
、
後
に
生
ま
れ
る

も
の
は
前
の
人
を
た
ず
ね
、

こ
の
よ
う
に
前
後
続
い
て
止

ま
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し

よ
う
、
こ
れ
は
数
か
ぎ
り
な

い
迷
い
の
人
々
を
こ
と
ご
と

く
救
う
た
め
で
あ
る
。
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
古
木
の
お

か
げ
で
若
木
が
育
つ
よ
う
に
、

私
た
ち
も
浄
土
真
宗
の
み
教

え
を
今
日
ま
で
、
伝
え
る
た

め
に
ご
尽
力
さ
れ
た
仏
さ
ま
、

先
達
、
先
祖
の
存
在
が
あ
れ

ば
こ
そ
、
今
、
そ
の
お
か
げ

で
救
い
の
全
て
を
顕
す
お
念

仏
を
い
た
だ
く
人
生
を
歩
ま

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
お
念
仏
を
い
た
だ

く
こ
と
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀

さ
ま
か
ら
い
た
だ
く
信
心
こ

そ
が
、
幸
田
氏
の
い
う
温
味

な
の
か
も
知
れ
な
い
。

冒
頭
で
三
月
は
別
れ
の
季

節
、
四
月
は
出
会
い
の
季
節

と
述
べ
た
。
い
や
、
実
は
去

る
者
は
新
た
に
来
る
者
に
、

何
ら
か
の
形
で
温
味
を
残
し
、

来
る
者
も
、
去
る
者
か
ら
残

さ
れ
た
温
味
を
知
ら
ず
知
ら

ず
に
受
け
取
っ
て
い
る
の
か

も
知
れ
な
い
。
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永
代
経
法
要
や
報
恩
講
法

要
、
本
山
や
備
後
教
区
の

研
修
な
ど
の
ご
法
話
で
、

よ
く
「
阿
弥
陀
さ
ま
は
、

い
つ
も
そ
ば
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ

て
、
な
ん
と
し
て
も
私
た

ち
を
救
お
う
と
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま

す
。
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
さ

ま
が
一
緒
に
い
て
く
だ
さ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

先
日
、
本
願
寺
新
報
で

『
「
お
母
さ
ん
と
一
緒
」

と
「
お
母
さ
ん
が
一
緒
」

の
違
い
』
と
い
う
タ
イ
ト

ル
の
記
事
を
目
に
し
ま
し

た
。
「
ん
？
ど
う
い
う
こ

と
か
な
。
（
と
）
と
（
が
）

の
違
い
な
ん
て
考
え
た
こ

と
も
な
か
っ
た
し
、
そ
も

そ
も
そ
ん
な
に
大
き
な
違

い
は
あ
る
の
か
な
」
と
思

い
、
読
み
進
め
て
み
ま
し

た
。

「
お
母
さ
ん
と
一
緒
」
の

ほ
う
は
、
「
私
が
お
母
さ

ん
と
一
緒
に
い
る
」
つ
ま

り
、
私
が
主
人
公
と
考
え

て
、
“
私
が
お
母
さ
ん
と

居
た
く
て
一
緒
に
居
る
”

と
い
う
意
味
に
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
お

母
さ
ん
が
一
緒
」
の
ほ
う

は
、
私
は
居
た
く
な
く
て

も
居
る
。
つ
ま
り
、
お
母

さ
ん
が
主
人
公
と
な
り
、

“
私
が
お
母
さ
ん
を
忘
れ

て
い
て
も
お
母
さ
ん
が
私

を
忘
れ
る
こ
と
な
く
一
緒

に
い
る
”
と
い
う
意
味
に

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。記

事
を
書
い
て
お
ら
れ

る
先
生
は
、
こ
の
例
え
を

使
っ
て
、
「
阿
弥
陀
さ
ま

が
一
緒
」
と
い
う
こ
と
を

説
明
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
「
阿

弥
陀
さ
ま
が
一
緒
」
に
い

て
く
だ
さ
る
理
由
を
次
の

よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
「
私
た
ち
は
阿
弥
陀

さ
ま
か
ら
逃
げ
て
い
る
の

で
す
。
逃
げ
る
私
を
阿
弥

陀
さ
ま
の
方
が
追
い
か
け

て
つ
か
ま
え
て
く
だ
さ
る

の
で
す
」
ま
た
、
「
人
は

み
な
、
死
ぬ
時
は
た
っ
た

一
人
で
す
。
今
ま
で
支
え

に
し
て
い
た
も
の
の
全
て

が
、
私
を
見
放
し
ま
す
。

ま
た
生
き
て
い
る
今
、
た
っ

た
一
人
に
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
支
え

を
失
っ
て
自
分
で
自
分
を

見
捨
て
て
し
ま
う
よ
う
な

気
持
ち
に
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
た
と

え
世
の
中
の
全
て
に
見
放

さ
れ
た
と
し
て
も
、
自
分

で
自
分
を
見
捨
て
る
よ
う

に
な
っ
た
と
し
て
も
、
阿

弥
陀
さ
ま
だ
け
は
私
を
見

捨
て
る
こ
と
な
く
ご
一
緒

く
だ
さ
る
の
で
す
。
」
と
。

私
な
り
に
考
え
て
み
ま

し
た
。
私
た
ち
が
逃
げ
て

い
る
、
ま
た
は
、
無
視
し

て
い
る
と
い
う
表
現
を
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

お
は
た
ら
き
に
気
づ
い
て

い
な
い
、
知
っ
て
い
て
も

多
忙
な
日
常
生
活
の
中
で

忘
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ

3
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と
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か

に
、
大
き
な
は
た
ら
き
に

包
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
は

目
を
向
け
ず
、
目
の
前
で

起
こ
る
出
来
事
や
自
分
勝

手
な
考
え
に
振
り
回
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
多
々
あ
り

ま
す
。

私
が
こ
の
よ
う
な
お
話

に
出
遇
え
た
こ
と
も
、
阿

弥
陀
さ
ま
が
一
緒
に
い
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
で

し
ょ
う
。
あ
り
が
た
い
こ

と
だ
な
と
あ
ら
た
め
て
思

う
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
店
員
の

方
が
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
次

の
よ
う
な
投
稿
を
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

「
十
二
年
勤
め
て
き
て
、

良
い
時
も
悪
い
時
も
あ
り

ま
し
た
が
、
楽
し
く
勤
め

て
き
た
仕
事
だ
っ
た
の
に
。

二
ヶ
月
前
。
ま
さ
に
コ
ロ

ナ
に
よ
り
、
マ
ス
ク
の
供

給
不
足
と
な
っ
た
頃
か
ら

毎
日
毎
日
同
じ
こ
と
を
聞

か
さ
れ
て
、
あ
げ
く
キ
レ

ら
れ
た
り
と
増
え
て
き
ま

し
た
。
『
マ
ス
ク
の
入
荷

は
い
つ
？
』
『
い
つ
も
な

い
じ
ゃ
な
い
！
』･

･

今
ま

で
笑
顔
だ
っ
た
お
客
様
が
、

全
員
鬼
に
見
え
ま
す
。
購

入
数
量
の
規
制
も
か
か
り
、

多
く
持
っ
て
き
た
方
に
説

4
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よ
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明
す
れ
ば
、
不
服
そ
う
に
文

句
を
言
わ
れ
ま
す
。･

･

ド
ラ
ッ

グ
ス
ト
ア
店
員
と
し
て
は
、

コ
ロ
ナ
よ
り
も
怖
い
の
は
人

間
だ
と
思
い
ま
す
。
目
に
見

え
な
い
も
の
よ
り
、
目
に
見

え
る
人
間
が
怖
い
で
す
。
優

し
か
っ
た
人
々
が
、
殺
気
立
っ

て
、
と
に
か
く
イ
ラ
イ
ラ
を

ぶ
つ
け
て
き
ま
す
。
よ
く
考

え
て
く
だ
さ
い
。
医
者
も
研

究
者
も
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

マ
ス
ク
業
者
も
頑
張
っ
て
い

ま
す
。
店
員
だ
っ
て
、
今
ま

で
の
人
数
で
ひ
た
す
ら
頑
張
っ

て
い
る
ん
で
す
。･

･

謝
る
こ

と
に
疲
れ
ま
し
た
。
私
は
ウ
ィ

ル
ス
よ
り
も
、
人
間
が
怖
い

で
す
。
ス
ト
レ
ス
で
、
声
を

か
け
ら
れ
る
と
ビ
ク
ッ
と
し
、

ま
た
マ
ス
ク
だ
、
消
毒
だ
、

と
恐
怖
で
す
。･

･

ど
う
か
落

ち
着
い
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ

を
願
う
ば
か
り
で
す
」
と
い

う
も
の
で
す
。

投
稿
全
文
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
こ
の
文
章
を
読
ま
れ

て
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し

た
か
？

『
歎
異
抄
』
の
中
に
、

た
ん
に
し
ょ
う

「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ

ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ

し
」

と
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、

縁
に
触
れ
た
ら
何
を
し
で
か

す
か
わ
か
ら
な
い
も
の
を
持
っ

て
い
ま
す
。

私
の
気
持
ち
と
行
動
は
、

環
境
や
状
況
次
第
で
変
わ
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
自
分
の
心

に
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
相

手
の
こ
と
ま
で
気
を
配
れ
ま

す
が
、
余
裕
が
な
い
と
き
は
、

相
手
の
こ
と
ま
で
考
え
が
及

ば
ず
、
自
ら
の
思
い
に
と
ら

わ
れ
て
、
自
己
中
心
的
な
行

動
を
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

こ
の
行
動
が
相
手
を
傷
つ
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
気

づ
か
な
い
こ
と
が
多
い
よ
う

で
す
。

こ
の
よ
う
な
私
で
あ
る
こ

と
を
、
気
づ
き
省
み
る
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。し

か
し
、
私
一
人
を
た
よ

り
と
し
て
い
て
は
、
な
か
な

か
気
づ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
な
ぜ
な
ら
、
「
自
分
の

都
合
と
い
う
も
の
さ
し
」
を

判
断
基
準
と
し
て
生
き
て
い

る
か
ら
で
す
。

浄
土
真
宗
は
、
分
け
隔
て

な
く
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
の
幸

せ
を
願
っ
て
お
ら
れ
る
阿
弥

陀
さ
ま
に
お
ま
か
せ
す
る
教

え
で
す
。
そ
の
よ
う
な
仏
さ

ま
の
見
方
や
お
心
を
理
想
の

姿
と
し
て
、
た
よ
り
と
し
、

仏
さ
ま
と
同
じ
よ
う
に
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
わ
が
身
に
気

づ
い
て
省
み
た
と
き
に
は
、

仏
さ
ま
の
真
似
事
で
も
さ
せ

て
い
た
だ
く
、
こ
れ
が
念
仏

者
の
生
き
方
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
と
き
こ
そ
、

ご

門

主

さ

ま

が

示

さ

れ

た

『
私
た
ち
の
ち
か
い
』
を
共
々

に
大
事
に
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
症
が
収
束
す
る
目

途
が
た
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

皆
さ
ま
ど
う
か
く
れ
ぐ
れ
も

お
身
体
に
お
気
を
つ
け
く
だ

さ
い
。
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除夜会
令和元年１２月３１日（火）

元旦会
令和２年１月１日（水）

仏婦新春のつどい
令和２年１月１２日（日）
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永代経法要ならびに行事・法要に関する重要なお知らせ

慈光のもと、門信徒の皆様にはお念仏ご相続のこととお慶び申し

上げます。

さて、新型コロナウィルスの感染拡大が、日々深刻な状態となっ

ています。多くの人が集まることや、近距離で会話や発声すること

が感染拡大につながると言われています。そのような状況を考えた

時、専教寺でも４月より予定しておりました行事について、以下の

ような決断をせざるを得なくなりました。

今年度の永代経法要は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、

門信徒の参拝を中止します。

当面の行事、法要は、新型コロナウイルス感染症の拡大により中

止します。

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、ご理解いただきます

ようよろしくお願いいたします。

なお、永代経法要につきましては、仏さまになられた先達のご縁

に遇わせていただくと同時に、お念仏のみ教えをいただく私達が、

社会を共に生きる上で本当に大事なことは何なのか、考える機縁と

して仏縁に遇わせていただく大切な法要と考えておりますので、４

月２６日（日）に寺族のみでお勤めをさせていただきます。

どうぞ皆様、お体に気をつけてお過ごしください。


