
      

年

回

忌

法

要

に

つ

い

て

、

鏡

徳

寺

の

作

法

を

ご

案

内

い

た

し

ま

す

。 

  

法

事

法

事

法

事

法

事

と

は

と

は

と

は

と

は    

 

そ

も

そ

も

何

故

、

法

事

を

す

る

の

で

し

ょ

う

か

。 

 

法

事

と

は

、

ご

供

養

の

実

践

で

す

。 

 

ご

供

養

の

実

践

に

は

様

々

な

形

が

あ

り

ま

す

が

、

お

お

ま

か

に

「

三

種

の

供

養

」

を

ご

紹

介

し

ま

す

。 

 

一

つ

目

は

「

利

供

養

（

り

く

よ

う

）

」

。

故

人

へ

何

か

し

て

あ

げ

た

い

、

と

い

う

心

を

「

か

た

ち

」

に

し

て

供

え

る

こ

と

で

す

。

お

供

物

や

お

香

、

お

花

や

燈

明

、

お

坊

さ

ん

（

＝

仏

法

を

修

行

し

た

人

）

が

あ

げ

る

お

経

な

ど

、

五

感

で

感

じ

ら

れ

る

か

た

ち

で

の

お

供

え

を

ご

用

意

し

ま

す

。 

 

二

つ

目

は

「

敬

供

養

（

き

ょ

う

く

よ

う

）

」

。

こ

れ

は

、

ご

先

祖

さ

ま

を

敬

い

、

大

切

に

す

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

今

い

る

あ

な

た

は

先

祖

の

誰

が

欠

け

て

も

生

ま

れ

ま

せ

ん

。

全

て

の

も

の

は

関

わ

り

あ

っ

て

い

る

、

と

い

う

諸

法

無

我

の

教

え

に

も

通

じ

ま

す

。

故

人

の

生

前

を

忘

れ

ず

、

自

分

の

生

き

方

に

も

繋

げ

て

い

く

と

い

う

ご

供

養

で

す

。 

 

三

つ

目

は

「

行

供

養

（

ぎ

ょ

う

く

よ

う

）

」

。

行

と

は

修

行

の

行

で

す

。

あ

な

た

自

身

が

、

故

人

が

喜

ぶ

生

き

方

を

実

践

す

る

、

毎

日

の

営

み

や

行

い

そ

の

も

の

を

供

え

る

、

と

い

う

こ

と

で

す

。

で

は

、

故

人

が

一

番

喜

ぶ

こ

と

、

願

っ

て

い

る

こ

と

は

何

で

し

ょ

う

か

。

そ

れ

は

「

あ

な

た

が

幸

せ

に

生

き

る

」

こ

と

で

す

。

ま

た

、

あ

な

た

を

支

え

て

い

る

人

・

あ

な

た

に

支

え

ら

れ

て

い

る

人

に

も

幸

せ

に

生

き

て

ほ

し

い

と

願

っ

て

い

ま

す

。

そ

れ

は

そ

の

ま

ま

、

ご

本

尊

さ

ま

の

願

い

な

の

で

す

。 

 

法

事

と

い

え

ば

、

一

つ

目

の

利

供

養

に

ば

か

り

気

持

ち

が

い

き

が

ち

で

は

あ

り

ま

す

が

、

敬

の

供

養

・

行

の

供

養

も

是

非

、

大

事

に

し

て

く

だ

さ

い

。 

 

法

事

法

事

法

事

法

事

のののの

おおおお

申申申申

しししし

込込込込

みみみみ

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て    

◇

法

事

の

事

前

の

ご

依

頼

は

、

電

話

で

結

構

で

す

。 

電

話

の

際

「「「「

施

主

名

施

主

名

施

主

名

施

主

名

・

ど

な

た

の

・

ど

な

た

の

・

ど

な

た

の

・

ど

な

た

の

何

回

忌

何

回

忌

何

回

忌

何

回

忌

か

・

か

・

か

・

か

・

希

望

月

日

希

望

月

日

希

望

月

日

希

望

月

日

・・・・

時時時時

間間間間

・・・・

連

絡

先

連

絡

先

連

絡

先

連

絡

先

（（（（

電

話

番

号

電

話

番

号

電

話

番

号

電

話

番

号

））））

・

お

お

よ

そ

の

・

お

お

よ

そ

の

・

お

お

よ

そ

の

・

お

お

よ

そ

の

人

数

人

数

人

数

人

数

」」」」

を

お

伝

え

く

だ

さ

い

。 

◇

申

し

込

み

は

先

着

順

で

す

。

年

初

に

配

布

す

る

宝

暦

の

年

回

早

見

表

な

ど

を

参

考

に

、

半

年

半

年

半

年

半

年

か

ら

か

ら

か

ら

か

ら

三三三三

ヶヶヶヶ

月

前

月

前

月

前

月

前

を

目

安

に

お

申

し

込

み

く

だ

さ

い

。

尚

、

一

年

以

上

先

の

ご

依

頼

は

お

受

け

す

る

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。 

◇

八

月

一

日

か

ら

十

五

日

ま

で

は

、

施

食

会

の

準

備

や

地

域

の

他

寺

院

の

法

要

に

随

喜

す

る

た

め

、

年

回

忌

法

要

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。

ご

承

知

お

き

く

だ

さ

い

。 

 

当

日

当

日

当

日

当

日

、、、、

ごごごご

用

意

用

意

用

意

用

意

い

た

だ

く

も

の

い

た

だ

く

も

の

い

た

だ

く

も

の

い

た

だ

く

も

の    

◇

お

位

牌

 
 

風

呂

敷

等

き

れ

い

な

布

に

包

ん

で

、

大

事

に

お

持

ち

く

だ

さ

い

。 

◇

お

供

物

 
 

ご

本

尊

さ

ま

と

故

人

に

お

供

え

い

た

し

ま

す

。

お

供

物

代

（

お

金

）

で

も

構

い

ま

せ

ん

が

、

で

き

れ

ば

故

人

に

想

い

を

巡

ら

せ

て

生

前

の

好

物

（

た

だ

し

生

も

の

は

出

来

る

だ

け

お

避

け

く

だ

さ

い

）

な

ど

を

ご

用

意

さ

れ

る

と

、

よ

り

良

い

ご

供

養

に

な

る

で

し

ょ

う

。 

◇

お

花

 
 

 

あ

る

と

よ

り

丁

寧

で

す

。

お

供

え

の

場

所

に

限

り

が

あ

り

ま

す

の

で

、

一

束

（

一

対

で

は

な

く

）

で

結

構

で

す

。 

◇

お

布

施

 
 

施

主

の

お

名

前

は

姓

名

を

お

書

き

く

だ

さ

い

。

 

◇

お

塔

婆

回

向

料

 

お

布

施

と

は

別

に

お

塔

婆

回

向

料

と

し

て

一

本

四

千

円

四

千

円

四

千

円

四

千

円

を

包

ん

で

お

納

め

く

だ

さ

い

。 

  

お

供

物

に

つ

い

て 

 

法

事

の

前

後

に

、

故

人

の

供

養

の

た

め

に

お

集

ま

り

い

た

だ

い

た

ご

親

族

・

お

客

様

に

、

お

茶

や

お

菓

子

の

お

接

待

を

す

る

こ

と

も

ま

た

、

施

主

の

大

切

な

役

割

で

す

。

た

だ

、

ご

自

宅

か

ら

全

て

の

ご

準

備

を

す

る

の

は

な

か

な

か

難

し

い

と

思

い

ま

す

の

で

、

法

要

前

の

お

接

待

に

つ

い

て

は

、

お

寺

で

最

低

限

の

ご

用

意

を

し

て

い

ま

す

。

そ

の

際

に

、

他

の

法

事

で

供

養

さ

れ

た

お

供

物

の

お

下

が

り

の

一

部

を

供

し

て

い

ま

す

。 ま

た

、

一

部

は

日

立

市

役

所

社

会

福

祉

課

を

通

し

て

、

児

童

養

護

施

設

や

子

ど

も

食

堂

等

へ

提

供

し

、

福

祉

活

動

の

一

助

に

し

て

い

ま

す

。 

ど

ち

ら

も

、

仏

行

の

布

施

（

む

さ

ぼ

ら

な

い

心

）

、

回

向

（

え

こ

う

・

自

分

だ

け

の

も

の

に

せ

ず

、

他

に

回

し

向

け

る

）

の

実

践

で

、

こ

れ

も

大

切

な

供

養

で

す

。 

お

供

え

す

る

方

は

勿

論

、

お

下

が

り

を

い

た

だ

く

方

も

、

ぜ

ひ

供

養

の

真

心

を

も

ち

た

い

も

の

で

す

。 

  

作

法

作

法

作

法

作

法

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て    

◇

お

焼

香

 

献

じ

る

回

数

は

二

回

二

回

二

回

二

回

が

一

般

的

で

す

。

は

じ

め

鏡

徳

寺

報

 

号

外

（

平

成

三

〇

年

六

月

）

 

 

年年年年

回

忌

法

要

回

忌

法

要

回

忌

法

要

回

忌

法

要

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て    

寿楽田山 

鏡 徳 寺 

 

電話 

0294(21)2049 



に

仏

前

で

合

掌

礼

拝

合

掌

礼

拝

合

掌

礼

拝

合

掌

礼

拝

し

、

そ

れ

か

ら

お

香

を

頂

き

ま

す

。 
一

回

目

を

主

香

と

い

い

、

右

手

の

親

指

・

人

差

し

指

・

中

指

（

こ

の

三

本

を

浄

指

と

い

い

ま

す

）

で

香

を

つ

ま

み

、

左

手

を

添

え

て

額

の

近

く

に

か

る

く

頂

き

、

念

じ

、

香

炉

に

焚

き

ま

す

。

二

回

目

は

従

香

と

い

い

、

添

え

と

し

て

加

え

る

も

の

で

す

か

ら

念

じ

た

り

せ

ず

、

そ

の

ま

ま

焚

き

ま

す

。

最

後

に

も

う

も

う

も

う

も

う

一

度

合

掌

礼

拝

一

度

合

掌

礼

拝

一

度

合

掌

礼

拝

一

度

合

掌

礼

拝

し

て

焼

香

は

終

わ

り

で

す

。 

 

列

席

者

の

多

い

時

な

ど

は

、

従

香

は

せ

ず

一

回

の

み

で

済

ま

せ

て

も

よ

い

で

し

ょ

う

。 

 

◇

お

塔

婆 

 

卒

塔

婆

（

そ

と

う

ば

）

と

も

い

い

ま

す

。

原

語

で

あ

る

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

語

で

は

「

ス

ト

ゥ

ー

パ

」

と

い

い

、

仏

塔

と

い

う

意

味

で

す

。

イ

ン

ド

で

は

古

く

か

ら

空

・

風

・

火

・

水

・

地

の

五

要

素

が

万

物

を

構

成

す

る

と

さ

れ

、

こ

の

五

つ

を

象

っ

た

形

の

塔

を

、

修

行

の

場

、

ま

た

は

仏

舎

利

（

仏

さ

ま

の

お

骨

）

を

納

め

る

場

と

し

て

き

ま

し

た

。

有

名

な

京

都

の

東

寺

の

五

重

塔

も

卒

塔

婆

で

、

弘

法

大

師

空

海

の

持

ち

帰

っ

た

仏

舎

利

を

納

め

て

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

に

、

供

養

・

発

願

の

た

め

に

起

塔

す

る

こ

と

は

と

て

も

古

く

か

ら

の

作

法

の

一

つ

で

す

。 

 

前

置

き

が

長

く

な

り

ま

し

た

が

、

皆

さ

ま

が

受

け

取

ら

れ

る

お

塔

婆

も

ま

た

、

塔

そ

の

も

の

を

建

立

す

る

こ

と

は

難

し

く

あ

れ

ど

、

ご

供

養

の

証

と

い

う

意

味

で

は

同

じ

で

す

。 

 

い

つ

ま

で

で

も

建

て

て

大

事

に

し

て

い

た

だ

き

た

い

も

の

で

す

が

、

雨

風

に

さ

ら

さ

れ

て

み

す

ぼ

ら

し

く

見

え

る

と

粗

末

に

扱

い

が

ち

で

す

か

ら

、

鏡

徳

寺

で

は

、

お

地

蔵

様

の

裏

側

に

古

い

お

塔

婆

を

お

納

め

す

る

場

を

設

け

、

折

を

見

て

お

焚

き

上

げ

供

養

を

し

て

い

ま

す

。 

代

わ

れ

な

い 

山

口

県

善

福

寺

ぜ

ん

ぷ

く

じ

住

職

・

茨

城

県

鏡

徳

寺

副

住

職

 
 

 
 

 
 

 
 

大

野

 

徹

史 

私

が

子

供

の

頃

、

私

の

父

は

仕

事

が

多

忙

な

時

に

「

忙

し

く

て

ト

イ

レ

に

行

く

暇

が

な

い

よ

。

オ

イ

徹

史

、

私

の

代

わ

り

に

ト

イ

レ

に

行

っ

て

き

て

く

れ

な

い

か

。

そ

れ

か

ら

お

腹

が

減

っ

た

か

ら

ト

イ

レ

に

行

っ

た

後

、

私

の

代

わ

り

に

ご

飯

を

食

べ

て

来

て

く

れ

」

と

よ

く

言

っ

て

い

ま

し

た

。

私

は

父

の

言

葉

を

冗

談

の

み

に

受

け

取

り

、

「

代

わ

っ

て

や

っ

て

も

ら

っ

て

も

自

分

で

や

っ

た

こ

と

に

は

な

ら

な

い

よ

」

と

笑

い

な

が

ら

答

え

て

い

ま

し

た

。 

小

学

校

の

夏

休

み

の

終

わ

る

二

日

前

、

宿

題

に

ま

っ

た

く

手

を

つ

け

て

な

か

っ

た

私

は

、

泣

き

べ

そ

を

か

き

な

が

ら

父

や

家

族

に

代

わ

り

に

や

っ

て

も

ら

お

う

と

助

力

を

求

め

た

こ

と

が

あ

り

ま

し

た

。

父

は

「

代

わ

っ

て

や

っ

て

も

ら

っ

て

も

自

分

で

や

っ

た

こ

と

に

は

な

ら

な

い

よ

」

と

、

考

え

る

そ

ぶ

り

も

な

く

ピ

シ

ャ

リ

と

断

り

ま

し

た

。

私

は

、

心

の

中

で

「

少

し

く

ら

い

手

伝

っ

て

く

れ

た

っ

て

い

い

じ

ゃ

な

い

か

」

と

不

満

に

思

い

ま

し

た

が

、

仕

方

が

な

い

の

で

二

日

間

ほ

ぼ

徹

夜

で

眠

い

目

を

こ

す

り

な

が

ら

、

な

ん

と

か

宿

題

を

や

り

終

え

た

の

で

し

た

。 

 

私

は

そ

の

後

長

い

間

、

父

が

単

に

ト

イ

レ

の

冗

談

を

言

い

、

宿

題

の

助

力

を

断

っ

て

い

る

だ

け

だ

と

思

っ

て

い

ま

し

た

。

し

か

し

、

そ

れ

は

大

き

な

間

違

い

で

し

た

。 

大

人

に

な

っ

て

親

族

の

法

事

を

欠

席

す

る

旨

を

電

話

で

父

に

伝

え

た

と

き

の

こ

と

で

す

。

「

法

事

に

行

け

な

い

か

ら

僕

の

代

わ

り

に

拝

ん

で

お

い

て

く

れ

な

い

？

」

と

言

っ

た

私

に

、

父

は

「

来

ら

れ

な

い

の

な

ら

、

そ

の

時

い

る

場

所

で

良

い

か

ら

自

分

で

拝

み

な

さ

い

。

食

事

や

勉

強

と

同

じ

よ

う

に

他

の

人

が

拝

ん

で

も

自

分

が

拝

ん

だ

こ

と

に

は

な

ら

な

い

よ

。

自

分

が

生

き

て

行

く

上

で

大

事

な

こ

と

は

自

分

で

や

る

し

か

な

い

ん

だ

よ

。

」

と

言

い

ま

し

た

。

 

私

は

子

供

の

時

の

こ

と

を

思

い

出

し

な

が

ら

、

父

の

言

葉

の

深

さ

と

重

さ

に

初

め

て

気

が

付

い

た

の

で

し

た

。 

（

曹

洞

宗

テ

レ

フ

ォ

ン

法

話 

 

平

成

三

〇

年

 

五

月

二

十

二

日

～

二

十

八

日

よ

り

） 

 

☆

曹

洞

宗

で

は

週

替

わ

り

で

電

話

に

て

法

話

を

お

届

け

し

て

い

ま

す

。

ぜ

ひ

お

聞

き

く

だ

さ

い

。 

鏡

徳

寺

副

住

職

も

年

二

回

ほ

ど

寄

稿

し

て

い

ま

す

。 

フ

リ

ー

ダ

イ

ヤ

ル
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