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本
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

住

職

飯
原

啓
誠

合
掌

副
住
職

拓
郎

合
掌

絹
子

美
貴

柊
花

令
和
四
年

盂
蘭
盆
供
養
会

令
和
四
年
八
月
十
五
日

令
和
四
年

秋
彼
岸
供
養
会

令
和
四
年
九
月
二
十
三
日

供養開始の進前焼香

各家先祖代々
読み上げ

供養開始の進前焼香

尚
、
ご
祈
祷
札
は
、
一
月
二
日
以
降
に
取
り
に
来
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

今
年
も
檀
家
さ
ん
が
一
堂
に
会
し
て
の
「
新
年
ご
祈
祷
会
」

は
中
止
と
さ
せ
て
頂
き
、

読
み
上
げ
の
申
し
込
み
は
受
け

付
け
ま
す
が
、
住
職
・
副
住
職
だ
け
で
執
り
行
い
ま
す
。
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各家先祖代々読み上げ

令和五年 新春祈祷会
令和五年元旦

六曜と迷信について
「六曜」は古代中国の思想が日本に伝わり江戸時代に定着したもので、元来は
時間を区切る世俗的指標として、六日ごとのサイクルを定めたものです。それ
が逆に日にちの吉凶として、人々の行動や生活を左右し、縛る方向へと定着し
ていった側面もあります。
たとえば、「仏滅」の「仏」はもともと「物」という字だったのですが、明

治時代、暦業者が「仏」の字を当てて広めたことにより、仏教と関係のあるよ
うに思われるようになりました。また、結婚式等で吉日とされる「大安」は江
戸時代には「泰安」、「友引」は「午前」と「午後」の間で「ひきわけ」（共
引）と言われたようですが、全く仏教の教えとは関係がありません。
本来、禅の教えとは「日に吉凶無し」「日日是好日」であり、尊くない日は

一日もありません。
私たちは、正しい教えにもとづいた見方や考え方を持って迷信や俗信、悪し

き「習わし」や「しきたり」を断じる意識を持つことが肝要です。そして、偏
見や迷信もたらすあらゆる差別の解消と人権確立のために取り組んでいきたい
ものです

理趣分転読各家先祖代々読み上げ

須弥壇荘厳
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お正月のしおり

新年の夢
新
年
を
迎
え
る
楽
し
み

除
夜
の
鐘
を
境
い
に
新
年
が
始
ま
り
ま
す
。

新
し
い
年
を
、
ど
の
よ
う
な

気
持
ち
で
お
迎
え
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

幼
い
頃
は
、
お
正
月
を
迎
え
る
の
が
、
今
よ

り
ず
っ
と
待
ち
遠
し
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。

師
走
に
な
る
と
大
掃
除
を
始
め
、
お
餅
用
の

材
料
を
調
達
し
ま
す
。
門
松
を
た
て
て
し
め
縄

を
は
り
、
鏡
餅
を
お
供
え
し
て
、
大
晦
日
を
待

ち
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
新
年
を
迎
え
る
と
、
初
日
の
出
を

拝
み
、
初
詣
を
し
ま
す
。

家
族
一
同
が
顔
を

え
る

と
、
新
年
の
挨
拶
を
済
ま
せ
、

杯
を
回
し
て
お
屠
蘇
を
飲
み
、

お
節
料
理
を
頂
き
ま
す
。
お

年
玉
を
頂
戴
す
る
楽
し
み
は
勿
論
で
し
た
が
、

皆
が
お
め
か
し
を
し
て
、
華
や
い
で
元
旦
を
迎

え
る
の
が
嬉
し
く
、
ま
た
子
供
な
が
ら
に
厳
粛

な
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

年
を
経
る
に
つ
れ
て
お
正
月
の
感
激
は
薄
れ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
社
会
状
況
の
変
化
に
よ
っ

て
、
行
事
や
し
き
た
り
が
簡
素
化
さ
れ
た
せ
い

も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
新
年
を
迎
え
る
初
々
し
さ

を
取
り
戻
し
て
、
爽
や
か
な

一
年
の
ス
タ
ー

ト
を
今
年
は

切
り
た
い
も

の
で
す
。

初
夢
の
語
ら
い

一
月
の
和
風
月
名
は
「
睦
月
」
で

す
。
「
正
月
は
身
分
の
上
下
な
く
、

ま
た
老
い
も
若
き
も
お
互
い
に
往
来

し
て
拝
賀
し
、
親
族
一
同
集
ま
っ
て

娯
楽
遊
宴
す
る
と
い
う
睦
び
月
」
の

意
で
あ
り
、
こ
の
ム
ツ
ビ
ツ
キ
と
い

う
言
葉
が
訛
っ
て
ム
ツ
キ
と
い
う
説

が
有
力
だ
そ
う
で
す
。

普
段
中
々
一
緒

に
過
ご
す
こ
と
の

で
き
な
い
家
族
親

族
、
ゆ
っ
た
り
と

し
た
時
間
に
寛
ぎ
、

お
互
い
の
抱
負
や

希
望
を
語
り
合
う

こ
と
が
で
き
た
ら
素
敵
で
す
ね
。

子
供
達
が
幼
い
頃
の
我
が
家
の
さ

さ
や
か
な
楽
し
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

初
夢
を
披
露
し
あ
う
こ
と
で
し
た
。

夢
の
中
は
幻
想
の
世
界
で
す
。
「
ど

ん
な
突
飛
な
世
界
を
夢
見
て
い
る
の

か
」
子
供
達
の
頭

の
中
を
覗
く
の
は
、

そ
の
成
長
ぶ
り
を

窺
う
こ
と
も
で
き

て
親
に
と
っ
て
も

格
別
で
し
た

初
売
り

古
来
日
本
で
は
、
こ
の
初
夢
の
内
容
で
、

一
年
の
吉
凶
を
占
う
風
習
が
あ
り
ま
し

た
。江

戸
時
代
に
は
七
福
神
の
乗
っ
た
宝

船
の
絵
を
枕
の
下
に
敷
い
て
寝
る
と
、

よ
い
夢
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
、
「
お
宝
！

お
宝
！
」
と
売
り
歩
く
宝
船
売
り
が
大

変
繁
盛
し
ま
し
た
。

反
対
に
悪
い
夢
を
見
る
と
、
夢
を
食

う
と
い
う
想
像
上
の
動
物
「
獏
」
の
絵

を
描
い
た
り
し
た
の
で

す
。そ

う
し
た
「
ま
じ
な

い
」
を
信
じ
、
神
仏
の

力
を
借
り
て
、
庶
民
は

夢
に
す
が
っ
た
の
で
し

た
。
災
い
を
避
け
て
、
幸
運
を
得
よ
う

と
す
る
人
間
の
切
な
い
気
持
ち
が
、
こ

こ
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

さ
て
、
「
夢
売
り
」
の
習
慣
は
長
く

は
続
き
ま
し
た
が
、
市
井
（
人
が
多
く

集
ま
り
住
む
所
）
の
貧
し
い
子
供
達
は
、

そ
ん
な
夢
さ
え
買
う
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

明
治
三
十
六
年
生
ま
れ
の
詩
人
金

子
み
す
ゞ
さ
ん
は
、
そ
ん
な
子
等

の
た
め
に
、
優
し
い
詩
を
残
し
て

く
れ
ま
し
た
。

夢
売
り

年
の
は
じ
め
に

夢
売
り
は

よ
い
初
夢
を

売
り
に
く
る

た
か
ら
の
船
に

山
の
よ
う
、

よ
い
初
夢
を

積
ん
で
く
る

そ
し
て
や
さ
し
い

夢
売
り
は
、

夢
の
買
え
な
い

う
ら
町
の
、

さ
び
し
い
子
等
の

と
こ
ろ
へ
も
、

だ
ま
っ
て
夢
を

お
い
て
ゆ
く

「
だ
ま
っ
て
夢
を

お
い
て
ゆ
く
」

と
い
う
箇
所
に
、
み
す
ゞ
さ
ん
の

温
か
さ
と
、
慈
愛
が
満
ち
溢
れ
て

い
ま
す
ね
。

新
年
の
夢

さ
て
、
私
た
ち
は
「
夢
」
と
い
う
一
語

に
、
様
々
な
意
味
を
持
た
せ
て
、
日
常
使
っ

て
い
ま
す
。

「
夢
中
に
な
る
＝
我
を
忘
れ
て
一
生
懸

命
に
な
る
」

「
夢
に
も
見
な
い
＝
少
し
も
み
た
こ
と

が
な
い
」

「
夢
心
地
で
あ
る
＝
何
か
恍
惚
と
し
て

い
る
状
態
」
等
々
で
す
。

「
新
年
に
夢
を
持
て
」
と
言
え
ば
、

「

将
来
の
理
想
や
希
望
を
抱
き
、
そ
れ

に
向
か
っ
て
確
か
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
と
う
」

と
、
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

時
代
の
閉
塞
感
と
共
に
、
現
代
は
夢
を

描
き
に
く
い
時
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

若
者
も
大
人
も
、
何
と
な
く
未
来
に
不

安
を
抱
え
、
今
を
生
き
る
こ
と
に
精
一
杯

と
感
じ
て
い
る
風
潮
で
す
。

で
も
、
そ
ん
な
時
代
に
流
さ
れ
ず
、
し
っ

か
り
と
し
た
人
生
設
計
を
し
な
が
ら
「
夢

＝
大
志
」
に

向
か
っ
て
着

実
に
一
年
を

歩
ん
で
い
る

方
も
、
沢
山

い
ら
っ
し
ゃ

る
で
し
ょ
う
。

で
は
、
仏
教
で
は
、
こ
の
「
夢
」
と
い
う
一
字
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え

て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

『
金
剛
経
』

の
一
節
に
は
、

「
一
切
の
有
為
の
法
は

夢
幻
泡
影
の
如
し

露
の
如
く
亦
た
電
の
如
し

応
に
是
の
如
き
の
観
を
作
す
べ
し
」

と
、
あ
り
ま
す
。

「
こ
の
世
界
の
一
切
の
存
在
は
（
夢
や
幻
の
如
く
）
水
の
泡
、
影
の
よ

う
に
消
え
去
る
、
実
体
の
な
い
も
の
で
す
。
草
葉
に
濡
れ
る
朝
露
が
太
陽

に
照
ら
さ
れ
て
す
ぐ
に
な
く
な
る
よ
う
に
、
又
、
雷
が
一
瞬
光
り
、
鳴
っ

て
後
か
た
を
残
さ
な
い
よ
う
に
、
全
て
は
、
は
か
な
い
も
の
で
す
。
常
に

こ
の
よ
う
な
正
し
い
観
を
持
ち
な
さ
い
」

人
は
必
ず
死
ぬ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
さ
だ
め
は
一
切
の
存
在
が
免
れ
得

な
い
の
で
す
。
「
人
生
は
短
く
、
か
つ
一
度
限
り
の
も
の
で
す
。
こ
の
事

実
を
厳
粛
に
受
け
止
め
、
「
全
て
の
い
の
ち
を
大
切
に
し
て
生
き
ま
し
ょ

う
」
と
い
う
の
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
み
教
え
で
す
。

「
（
人
は
つ
い
に
死
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
）
生
き
い
る
こ
と
の
有
難

さ
を
噛
み
し
め
、
（
人
生
は
短
い
が
故
に
）
今
日
一
日
、
今
一
時
を
何
も

の
に
も
ま
し
て
大
切
に
致
し
ま
す
」
。

こ
の
よ
う
な
決
意
を
新
た
に
し
、
そ
の
上
で
、
自
分
自
身
に
し
か
描
く

こ
と
の
で
き
な
い
「
夢
」
を
、
現
実
の
も
の
に
す

る
努
力
を
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

「
夢
」
と
い
う
一
字
に
、
願
い
を
こ
め
て
、
新

年
を
お
迎
え
し
た
い
も
の
で
す
。


