
節
分

　
　
　
　

方
と
は
、
陰
陽
道
で
そ
の

　
　
　
　

年
の
干
支
に
基
づ
い
て

　
　
　
　

定
め
ら
れ
た
方
位
の
こ

と
で
、「
吉
方
位
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
恵
方
は
五
年
で
一
巡
し
ま

す
。
今
年
の
恵
方
は
南
南
東
、
こ
れ

は
五
年
前
の
二
〇
一
一
年
と
同
じ

な
の
で
す
。

　

恵
方
と
聞
い
て
思
い
浮
か
ぶ
も

の
の
一
つ
が
「
恵
方
巻
き
」
。
節
分
の

夜
に
恵
方
に
向
か
っ
て
無
言
で
願

い
事
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
太
巻

き
を
丸
か
じ
り
し
ま
す
。

　

ま
た
、
恵
方
の
先
に
あ
る
寺
に
お

参
り
に
行
く
と
縁
起
が
良
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
尾
張
地
方
で
は

名
古
屋
城
を
中
心
と
し
て
四
方
に

あ
る
尾
張
四
観
音
の
う
ち
の
一
つ

が
そ
の
年
の
恵
方
の
寺
と
さ
れ
ま

す
。
尾
張
四
観
音
と
は
千
数
百
年
以

上
の
歴
史
の
あ
る
、
笠
寺
観
音
・
荒

子
観
音
・
甚
目
寺
観
音
・
龍
泉
寺

観
音
を
指
し
ま
す
。
毎
年
恵
方
の
寺

は
沢
山
の
参
拝
客
で
賑
わ
う
そ
う

で
す
。
今
年
の
恵
方
の
寺
は
「
笠
寺

観
音
」
で
す
。
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新
し
い
一
年
の
始
ま
り
に

　
　
　
　
　
向
け
て
厄
を
落
と
す毎

恵

2016年

2月号はくび通信

　
　
　
　

年
、
二
月
に
行
わ
れ
る
、
　

　
　
　
　

節
分
。
節
分
と
は
本
来
、

　
　
　
　

「
四
季
の
境
目
」
つ
ま
り
季

節
が
移
り
変
わ
る
節
を
指
し
、
立
春
・

立
夏
・
立
秋
・
立
冬
そ
れ
ぞ
れ
の
前
日
、

つ
ま
り
年
四
回
あ
っ
た
も
の
で
し
た
。

そ
の
中
で
現
在
一
般
的
に
二
月
の
立

春
の
前
日
を
節
分
と
言
っ
て
い
ま
す
。

立
春
は
冬
の
節
と
春
の
節
の
変
わ
り

目
、す
な
わ
ち
一
年
の
境
目
と
考
え

ら
れ
た
事
が
、
現
在
の
節
分
の
由
来

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

季
節
の
変
わ
り
目
で
あ
る
節
分
は

邪
気
が
入
り
や
す
い
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
一
年
の
初
め
で
あ
る
節
分

に
は
過
ぎ
た
年
中
の
罪
け
が
れ
を
は

ら
い
清
め
、
前
途
を
妨
げ
る
悪
魔
を

追
い
は
ら
い
、
新
し
い
門
出
で
あ
る

こ
の
節
分
に
将
来
の
幸
福
を
祈
る
追

儺
（
つ
い
な
ん
）
の
式
を
行
い
ま
す
。

　

悪
魔
を
追
い
払
う
習
わ
し
の
一
つ

の
豆
ま
き
で
は
、五
穀
の
一
つ
で
穀

霊
が
宿
る
と
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
、

大
豆
を
用
い
て
行
い
ま
す
。ま
た
、生

の
豆
を
使
い
、拾
い
忘
れ
た
も
の
か

ら
芽
が
出
て
し
ま
う
と
縁
起
が
悪
い

と
さ
れ
、炒
っ
た
豆
が
使
わ
れ
ま
す
。

■
季
節
の
節「
節
分
」

■
今
年
の
恵
方
は
？

写真

厄除け豆まき・星祭

節分会 2/3
(水)

時間 正午～午後５時

万松寺本堂２階受付

お申込・お問合せ ☎052-262-0735

三千円費用
※升は別途千円で
　承ります。

女
性

前厄 本厄 後厄
平成11年生

18 歳
平成10年生

19 歳
平成9年生

20 歳
昭和60年生

32 歳
昭和59年生

33歳
昭和58年生

34 歳
昭和56年生

36歳
昭和55年生

37 歳
昭和54年生

38歳
昭和32年生

60 歳
昭和31年生

61 歳
昭和30年生

62 歳

男
性

前厄 本厄 後厄
平成5年生

24 歳

平成4年生

25歳

平成3年生

26歳

昭和51年生

41 歳

昭和50年生

42 歳

昭和49年生

43歳

昭和32年生

60 歳

昭和31年生

61 歳

昭和30年生

62 歳

平成２8年 厄年表

※年齢は数え年で表記してあります。

厄払いをしましょう
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なるほど

仏教

万 万
松
寺
の
年
末
年
始

　
　
　
　

松
寺
で
は
今
年
も
例

　
　
　
　

年
通
り
大
晦
日
か
ら

　
　
　
　

新
年
に
か
け
て
、
大

勢
の
参
拝
の
皆
様
で
賑
わ
い
ま

し
た
。
大
晦
日
に
は
、
信
者
さ
ん

ら
に
年
越
し
そ
ば
な
ど
を
お
召

し
上
が
り
い
た
だ
い
た
後
に
名

古
屋
の
夜
景
を
楽
し
み
な
が
ら

本
堂
屋
上
の
鐘
楼
堂
に
て
大
梵

鐘
を
つ
い
て
い
た
だ
い
た
り
、

新
年
を
迎
え
た
元
旦
の
零
時
か

ら
本
堂
に
て
海
東
流
神
楽
太
鼓

の
演
奏
が
あ
っ
た
り
と
年
が
明

け
た
こ
と
へ
の
喜
び
で
溢
れ
て

い
ま
し
た
。

　

ま
た
元
旦
か
ら
は
ご
家
族
や

ご
友
人
同
士
、
カ
ッ
プ
ル
で
参

拝
を
し
た
り
、
本
堂
に
て
開
運

を
祈
っ
て
祈
祷
を
受
け
た
り
、

お
み
く
じ
を
引
い
て
一
年
の
運

勢
を
占
っ
た
り
と
、
新
し
い
年

へ
の
希
望
に
満
ち
た
と
て
も
楽

し
そ
う
な
風
景
で
し
た
。

万松寺

れぽーと

◆一年間の家内安全や身体健全の開

運祈祷を行いました。(初詣大般若会)

◆万松寺本堂前の初詣の様子。皆さん様々な思い

を込めて参拝されていました。

◆海東流神楽太鼓の皆さんによる迫力ある演奏風景。

◆万松寺本堂屋上にある【大梵鐘】をつきました。(除夜法会)

　

当
山
で
は
節
分
会
に
お
い
て
御
祈

祷
を
受
け
ら
れ
た
方
に
、「
立
春
大

吉
」
と
鎮
防
火
燭
（
ち
ん
ぼ
う
か
し
ょ

く
）
」と
書
か
れ
た
二
枚
の
御
札
を
お

授
け
し
て
い
ま
す
。

　

節
分
翌
日
「
立
春
」の
早
朝
に
禅
寺

で
は
門
柱
に
厄
除
け
の
た
め
、
そ
し

て
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
こ
の
二
枚
の

御
札
を
門
柱
に
貼
り
出
し
ま
す
。

｢

立
春
大
吉｣

は
道
元
禅
師
様
か
ら
始

ま
り
、「
鎮
防
火
燭
」は
瑩
山（
け
い
ざ
ん
）

禅
師
か
ら
始
め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

「
立
春
大
吉｣

は
立
春
の
慶
び
と
と

も
に
家
内
安
全
・
諸
災
消
除
・
五
穀

豊
穣
な
ど
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。こ
の
御
札
に
書
か
れ
た
「
立
春

大
吉
」
と
い
う
四
文
字
は
全
て
が
左

右
対
称
、
そ
し
て
縦
書
き
で
書
か
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
裏
か
ら
見
て
も
「
立

春
大
吉
」と
読
め
る
わ
け
で
す
。こ
の

御
札
が
玄
関
に
貼
っ
て
あ
る
と
、
鬼

が
家
に
入
っ
て
き
て
も
、
振
り
返
っ

て
裏
側
か
ら
見
る
と
同
じ
よ
う
に

「
立
春
大
吉｣

と
読
め
る
た
め
、
鬼
は

こ
の
家
に
は
「
ま
だ
入
っ
て
い
な

か
っ
た
。
」
と
思
い
込
み
、
逆
戻
り
し

て
外
へ
出
て
行
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま

り
、
鬼
が
入
っ
て
こ
な
い
か
ら
、
一

年
を
無
事
に
過
ご
せ
る
と
い
う
こ
と

な
ん
で
す
ね
。

　

一
方
「
鎮
防
火
燭
」
は
火
を
防
ぐ

御
札
で
す
。「
火
燭
」と
は
火
災
の
こ

と
で
、
火
災
を
鎮
め
防
ぐ
と
い
う
意

味
で
、
火
の
用
心
の
願
い
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
文
字
を
よ
く
見
る
と
、

「
火
」
の
文
字
を
右
端
に
小
さ
く
し
て
、

「
水
」
に
似
せ
た
様
に
し
て
あ
り
、
火

を
伏
せ
る
意
味
を
持
た
せ
て
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　

立
春
を
慶
び
、
火
の
用
心
に
心
が

け
る
御
札
、ぜ
ひ
ご
自
宅
や
職
場
に

貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

｢

立
春
大
吉｣

の
御
札
は
玄
関
入
口
に

向
か
っ
て
右
側
に
、「
鎮
防
火
燭
」は

左
側
に
対
に
し
て
貼
り
ま
す
。

ま
た
、
御
札
を
貼
り
替
え
る
場
合
、

古
い
御
札
は
返
納
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
万
松
寺
の
本
堂
受

処
や
御
守
販
売
所
に
お
持
ち
下
さ
い
。

他
所
で
授
か
っ
た
御
札
で
も
結
構
で

す
。

■
御
札
の
貼
り
方

■
鬼
が
出
て
行
く
御
札

■「
火
の
用
心
」の
御
札

右左

立
春
大
吉
と
鎮
防
火
燭

一
年
間
の
願
い
を
込
め
て…

図
解


