
　

お
盆
の
時
期
と
な
り
ま
し
た
。
三
年
間
、
続
い
た
コ
ロ
ナ
禍
で

の
生
活
も
よ
う
や
く
緩
和
さ
れ
、
以
前
の
生
活
に
戻
り
つ
つ
あ
り

ま
す
。
今
ま
で
当
た
り
前
だ
っ
た
こ
と
が
制
限
さ
れ
、
目
に
見
え

な
い
未
知
の
ウ
ィ
ル
ス
に
怯
え
る
日
々
で
し
た
。
そ
し
て
こ
の
長

い
自
粛
生
活
が
、
私
た
ち
の
価
値
観
や
行
動
様
式
ま
で
も
変
え
て

し
ま
い
ま
し
た
。
全
て
が
簡
略
化
さ
れ
る
中
で
、
繋
が
り
ま
で
も

薄
ら
い
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

更
に
コ
ロ
ナ
以
後
の
急
激
な
社
会
変
化
が
、
偏
見
と
分
断
を
生

み
、
孤
立
を
深
め
悩
ま
れ
る
方
が
増
え
て
い
る
の
も
問
題
と
な
り

ま
し
た
。
社
会
の
流
れ
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心
身
の
負

担
が
、
昨
今
の
事
件
に
繋
が
っ
て
い
る
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

お
釈
迦
様
の
教
え
の
大
前
提
は
「
共
に
」
の
精
神
で
す
。
生
き

て
い
く
た
め
の
悩
み
、
苦
し
み
は
誰
か
に
代
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
分
か
ち
合
う
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
す
。

誰
か
に
話
す
こ
と
で
少
し
で

も
和
ら
ぎ
、
自
分
の
気
持
ち

を
聞
い
て
く
れ
る
存
在
が
い

る
だ
け
で
も
心
の
支
え
に
な

る
と
思
い
ま
す
。「
喜
び
は

人
に
伝
え
て
倍
と
な
り
、
悲

し
み
は
人
に
伝
え
て
半
減
す

る
」
私
た
ち
は
誰
も
が
孤
独

の
辛
さ
を
知
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
思
い
悩
む
人
の

傍
に
居
続
け
、
喜
び
も
悲
し

み
も
分
か
ち
合
う
、
そ
の
よ

う
な
社
会
で
あ
り
た
い
で
す
。

合　

掌　

〈１〉

８月16日
■  盂蘭盆施食会
　　新亡施食会 午前11時より
　　一般施食会

９月23日（秋分の日）
■  秋 彼 岸 会 午後１時より

10月17日
■  二世寺族三回忌 午前11時より
■  成 道 会

１月17日
■  大般若祈祷会 午前11時より

３月21日（春分の日）
■  春 彼 岸 会 午後１時より

―――――――――――――

―――――――

―――――――――――――

―――――――――――――

―――――――

大雄寺行事予定
令和５年度

　

北
見
工
業
大
学
の
門
田
助
教
を
中
心
に
三
上
名
誉
教
授
な
ど
の

助
言
を
頂
き
、
五
月
十
九
日
、
六
月
七
日
の
二
回
に
渡
り
、
大
雄

寺
橋
の
強
度
点
検
を
行
い
ま
し
た
。
偶
然
、
近
く
の
橋
を
点
検
さ

れ
て
い
た
時
、
声
を
掛
け
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
快
く
ご
協
力
頂

き
ま
し
た
。
架
け
ら
れ
て
六
十
年
近
く
経
っ
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、

老
朽
化
が
目
に
見
え
て
進
み
、
安
全
性
を
懸
念
し
て
お
り
ま
し
た
。

検
査
は
続
い
て
お
り
ま
す
が
、
調
査
結
果
は
ま
だ
先
に
な
り
ま
す
。

皆
様
が
安
心
し
て
快
適
に
お
参
り
で
き
る
よ
う
考
え
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

昨
年
、
十
月
十
七
日
、

二
世
寺
族　

諦
観
院
玉

室
妙
幸
禅
尼
上
座
（
米

田
幸
子
）
の
一
周
忌
法

要
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

　

ま
だ
コ
ロ
ナ
禍
の
状

況
下
で
、
役
員
・
世
話

人
の
み
の
ご
案
内
と
な

り
ま
し
た
が
、
改
め
て

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
の
三
回
忌
法
要
は
、

皆
様
に
ご
案
内
さ
せ
て

頂
く
予
定
な
の
で
宜
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

平成29年晋山結制　稚児行列の様子

調査の様子

橋の現状② 橋の現状①

か
ど

た

住

職

挨

拶

お
寺
の
動
き

大
雄
寺
橋
点
検
・
調
査

二
世
寺
族
　諦
観
院
玉
室
妙
幸
禅
尼
上
座

　
　
　
　
　
（
米
田
幸
子
）一
周
忌
法
要
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以
前
の
生
活
に
戻
り
つ
つ
も
葬
儀
・

法
事
等
の
縮
小
の
流
れ
は
避
け
ら
れ

そ
う
に
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た

と
え
規
模
が
小
さ
く
と
も
故
人
を
思
う
気
持
ち
が
変
わ
ら
な
け

れ
ば
、
時
代
に
則
し
た
法
要
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
故

人
へ
の
思
い
だ
け
は
小
さ
く
な
ら
な
い
よ
う
に
働
き
が
け
て
い

き
た
い
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住　

職

令
和
五
年
度
役
員
・
世
話
人

住　

職　

米
田
憲
人

総　

代　

戸
田
健
司
（
大
冨
）

世
話
人　

佐
々
木
勝
太
郎（
豊
金
）

仝　
　
　

木
幡
和
清
（
旭
中
央
）

仝　
　
　

吉
村
義
正
（
北
見
市
）

仝　
　
　

井
上
勝
昭
（
旭
三
区
）

世
話
人　

佐
川
和
則
（
旭
南
）

仝　
　
　

渋
谷
恒
壱
（
秋
田
）

仝　
　
　

工
藤
良
二
（
宮
下
）

仝（
監
査
）荒
木
正
憲
（
旭
一
区
）

仝（
監
査
）尾
関
昭
夫
（
北
見
市
）

編
集
後
記

Ｑ　

私
達
、
禅
宗
の
正
し
い
焼
香
の
作
法
は
あ
る
ん
で
し
ょ
う

か
？

Ａ　

法
事
や
葬
儀
の
席
で
の
焼
香
の
仕
方
に
戸
惑
う
方
も
多
い
よ

う
で
す
。宗
派
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、私
達
の
宗
派
で
は
、

①
合
掌
②
主
香
③
従
香
④
合
掌
の
流
れ
に
な
り
ま
す
。
主
香

は
故
人
の
冥
福
を
祈
っ
て
の
お
香
、
従
香
は
最
初
の
主
香
が

消
え
な
い
よ
う
に
抹
香
を
加
え
る
事
で
す
。
た
だ
作
法
も
大

事
で
す
が
、
や
は
り
心
あ
る
合
掌
が
何
よ
り
大
切
な
事
だ
と

思
い
ま
す
。

Ｑ　

最
近
「
永
代
供
養
」
と
い
う
言
葉
を
聞
き
ま
す
が
、
ど
の
よ

う
な
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ　

「
永
代
供
養
」
と
は
、
私
達
（
お
寺
）
が
守
り
手
の
な
い
お

骨
を
預
か
り
、
ご
供
養
と
お
骨
の
管
理
を
代
わ
り
に
行
う
事

で
す
。
自
分
の
亡
き
後
、
ご
先
祖
の
供
養
を
ど
う
し
た
ら
よ

い
か
、
と
悩
ま
れ
る
方
も
増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
色
ん
な

供
養
方
法
も
増
え
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
事
情

も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
寺
の
方
に
ご
相
談
下
さ
い
。

ＱＡＱＡ

～ 

心
の
た
す
き 

～

　

私
た
ち
一
人
一
人
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
が
あ
る
よ
う
に
、
同

じ
数
の
別
れ
の
カ
タ
チ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
与
え
ら

れ
た
命
を
真
っ
当
し
た
姿
と
、
亡
き
人
と
の
か
け
が
え
の
な
い
思

い
出
だ
け
で
す
。
こ
こ
で
は
毎
回
、
色
ん
な
方
に
亡
き
人
と
の
思

い
出
を
語
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
思
い
を
次
の
方
に
渡
し
て
も
ら
い

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

十
勝
よ
り
北
見
に
住
ん
で
い
る
主
人
の
所
に
嫁
い
で
五
十
五
年

に
な
り
ま
し
た
。
子
供
に
は
恵
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
お
互
い

共
働
き
を
し
て
充
実
し
た
有
意
義
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
平
成
二
十
七
年
、
最
愛
な
る
主
人
が
突
然
、
脳
出
血
の
た

め
、
黄
泉
の
世
界
に
旅
立
ち
ま
し
た
。

　

当
時
は
悲
し
く
寂
し
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
が
、
長
く

続
け
て
い
た
趣
味
の
仲
間
に
励
ま
さ
れ
、
元
気
を
頂
き
ま
し
た
。

今
は
詩
吟
の
指
導
を
し
た
り
前
向
き
に
過
ご
せ
て
い
ま
す
。
お
友

達
や
近
所
の
皆
様
方
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
感
謝
の

気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
、
一
日
一
生
を
一
日
一
笑
と
し
て
過
ご
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

「
一
日
一
生
を
一
日
一
笑
と
し
て
」

木
　
幡
　
繁
　
子

（
北
見
市
）

え
い
た
い

本堂で
お参りしませんか？

事

仏

ＱＡ
＆

知
っ
て
る
つ
も
り
で
も
、
わ
か
ら
な

い
こ
と
が
多
い
仏
教
用
語
・
作
法
も

あ
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
Ｑ
＆
Ａ
の

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
し
た
。

令和５年７月１日〈２〉 第14号

①数珠を左手に持って祭壇の前に 

　進み、仏前に合掌　礼拝する。

　

②左手をそえて、抹香を額の前に
　軽くささげ、香炉に入れる。

③２回目は従香なので、抹香をつ
　まみ、そのまま香炉に入れる。

④もう一度、数珠をかけて仏前に
　合掌礼拝する。

①

掌
合

②

香
主

③

香
従

④

掌
合


