
大
晦
日
か
ら
年

越
し
に
わ
た
り
、

除
夜
の
鐘
、
な
ら

び
に
修
正
会
を
勤

め
ま
し
た
。

午
後

時

分

11

50

よ
り
、
西
光
寺
境

内
に
除
夜
の
鐘
が

な
り
始
め
ま
し
た
。

雪
の
降
る
中
、
厳

し
い
寒
さ
に
も
か

か
わ
ら
ず
大
勢
の

方
が
お
い
で
に
な

ら
れ
、
除
夜
の
鐘

を
つ
い
て
い
か
れ

ま
し
た
。

鐘
が
鳴
る
中
、
年
が
明
け
て
午
前
０
時
よ

り
、
修
正
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。
修
正
会
は
、

新
年
を
祝
う
と
同
時
に
今
年
も
お
念
仏
と
共

に
日
々
を
送
ら
せ
て
い
た
だ
く
誓
い
を
新
た

に
す
る
お
正
月
の
す
が
す
が
し
い
お
参
り
で

す
。 仏

暦
二
五
六
五
年
の
幕
開
け

修
正
会
（
し
ゅ
し
ょ
う
え
）
で

西
光
寺
法
要
ス
タ
ー
ト
！

阿
弥
陀
さ
ま
の
前
で

新
し
い
年
を
迎
え
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
喜
び
と

仏
恩
報
謝
の
気
持
ち
を

も
っ
て
お
勤
め
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

毎
年
一
月
二
日
・
三
日
は
箱
根
駅
伝
が
開

催
さ
れ
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
で
そ
の
様
子
が

生
中
継
さ
れ
ま
す
。
東
京
か
ら
箱
根
ま
で
の

一
〇
〇
キ
ロ
を
超
え
る
距
離
を
五
つ
の
区
間

に
分
け
、
往
路
復
路
合
わ
せ
て
十
人
の
学
生

ラ
ン
ナ
ー
が
タ
ス
キ
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
走
り

ま
す
。

思
い
通
り
に
走
る
こ
と
が
で
き
る
選
手
も

い
れ
ば
、
天
候
や
思
い
が
け
な
い
ア
ク
シ
デ

ン
ト
で
思
い
描
い
た
走
り
が
で
き
な
い
選
手

も
い
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
手
に
共
通
し

て
い
る
こ
と
は
、
「
チ
ー
ム
の
た
め
に
タ
ス

キ
を
つ
な
ご
う
」
と
、
懸
命
に
走
っ
て
い
る

姿
で
す
。
そ
の
姿
に
感
動
と
と
も
に
大
切
な

こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
る
気
が
い
た
し
ま

す
。こ

こ
数
年
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
、
人
々
の
生
活
も
大
き
く
変
わ
り
、
お

寺
も
法
事
や
通
夜
・
葬
儀
な
ど
に
変
化
が
生

じ
て
い
ま
す
。

以
前
ご
法
事
は
家
族
、
親
戚
が
集
ま
り
勤

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
コ
ロ
ナ

禍
を
契
機
と
し
て
家
族
の
み
で
勤
め
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
な
っ
た
り
、
時
に
は
延
期
す
る

と
い
う
こ
と
も
出
て
き
ま
し
た
。
今
後
、
感

染
状
況
が
収
束
し
て
以
前
の
よ
う
な
状
態
に

戻
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な

い
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
、
人

と
人
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄
に
な
っ
た
と
い

う
声
を
聞
き
ま
す
が
、
仏
縁(

仏
教
の
教
え

に
で
あ
う
ご
縁)

も
希
薄
に
な
ら
な
い
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

過
疎
化
で
、
今
後
の
お
寺
の
あ
り
方
が
よ

く
問
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
コ
ロ
ナ
渦

で
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
も
あ
り
、
様
々
な

こ
と
が
移
り
変
わ
る
中
で
、
変
わ
る
こ
と
の

な
い
仏
教
の
教
え
を
正
し
く
、
わ
か
り
や
す

く
お
伝
え
し
て
い
く
…
。

箱
根
駅
伝
の
選
手
達
が
チ
ー
ム
を
思
い
タ

ス
キ
を
つ
な
ぐ
た
め
に
懸
命
に
走
る
よ
う

に
、
仏
教
の
教
え
が
次
の
世
代
に
伝
わ
る
た

め
に
何
が
で
き
る
の
か
、
真
剣
に
考
え
な
が

ら
教
え
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
宗
祖
・
親
鸞
聖
人
の
「
世
の

中
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
の
お
言
葉

が
身
に
染
み
ま
す
。
聖
人
の
願
い
を
、
す
こ

し
で
も
実
践
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、

日
々
精
進
し
て
ま
い

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
年
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

タスキをつなぐ
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二
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
、
布
教

使
さ
ん
に
、
元
尾
教
恵
先
生
（
宝
達
志
水
）

を
お
迎
え
し
西
光
寺
春
勧
化
を
お
勤
め
す
る

予
定
で
し
た
が
、
石
川
県
全
県
に
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点

措
置
」
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
、

総
代
会
で
協
議
の
結
果
、
開
催
中
止
を
決
定

し
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
・
オ
ミ
ク
ロ
ン
株

の
感
染
者
が
激
増
し
、
身
近
に
せ
ま
っ
て
き

て
い
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
ま
す
。

皆
さ
ま
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
お
気
を
つ
け
て

お
過
ご
し
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
念
じ
申
し
上

げ
ま
す
。

二
月
三
日
は
、
節
分
で
し
た
。

節
分
と
言
え
ば
豆
ま
き
で
す
。
豆
ま
き
の

際
に
「
福
は
内
、
鬼
は
外
」
と
言
っ
て
豆
を

ま
き
ま
す
が
、
「
鬼
は
内
、
福
は
外
」
と
い

う
か
け
声
の
地
域
も
あ
る
そ
う
で
す
。
「
我

が
家
に
鬼
を
招
き
入
れ
、
福
を
外
に
出
す
こ

と
で
周
り
の
人
が
幸
せ
に
な
る
。
そ
う
す
れ

ば
巡
り
巡
っ
て
自
分
た
ち
も
幸
せ
に
な
る
」

と
い
う
考
え
方
だ
そ
う
で
す
。

浄
土
真
宗
は
、
豆
ま
き
を
し
て
無
病
息
災

を
祈
願
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

福
は
内
！

鬼
は
外
？

春
勧
化
の
お
参
り
を
中
止
し
ま
す

ま
た
、
自
分
の
都
合
の
悪
い
者
を
鬼
、
自
分

に
都
合
の
良
い
者
を
福
と
い
う
、
都
合
の
い

い
も
の
だ
け
を
取
り
込
も
う
と
す
る
姿
が
ま

さ
に
煩
悩
（
ぼ
ん
の
う
＝
欲
）
に
ま
み
れ
た

凡
夫
（
ぼ
ん
ぶ
）
で
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
る

か
ら
で
す
。

ち
な
み
に
、
真
宗
で
は
あ

ま
り
節
分
の
「
豆
ま
き
」
は

し
ま
せ
ん
が
、
す
る
と
し
た

ら
、
か
け
声
は
や
は
り
、
「
福

は
内
、
鬼
も
内
」
で
す
ね
。

明
快
な
お
話
の
中
に
教
訓
が
込
め
ら
れ
た

「
昔
話
」
。
「
桃
太
郎
」
や
「
浦
島
太
郎
」
な

ど
、
私
た
ち
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
た
く
さ
ん

の
物
語
に
親
し
ん
で
き
ま
し
た
。

悪
事
を
は
た
ら
く
悪
者
を
正
義
の
味
方

が
こ
ら
し
め
る
「
勧
善
懲
悪
」
の
物
語
は
い

つ
も
定
番
で
す
。
し
か
し
、
こ
ら
し
め
ら
れ

て
し
ま
っ
た
悪
者
は
、
本
当
に
悪
者
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
Ｅ
テ
レ
で
、
お
な
じ
み
の
昔
話

を
現
代
の
法
廷
で
審
議
す
る
「
昔
話
法
廷
」

と
い
う
番
組
が
放
送
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
昔
話
法
廷

「
桃
太
郎
」
裁
判
』
で
は
、

桃
太
郎
を
被
告
人
と
し
て
裁
判
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
罪
名
は
、
鬼
に
対
し
て
の
殺
人
傷
害 鬼も内

鬼
退
治
・「
他
者
の
物
語
」
を
想
像
す
る

罪
と
鬼
の
財
宝
を

奪
っ
た
強
盗
罪
で

す
。
鬼
退
治
と
称

し
て
、
鬼
ヶ
島
に

上
陸
。
鬼
を
襲
撃

し
、
財
産
を
奪
っ

た
桃
太
郎
を
死
刑

に
す
る
か
、
し
な

い
か
…
。

こ
の
番
組
を
視

聴
し
て
、
桃
太
郎

・
村
人
の
立
場
で
し
か
こ
の
物
語
を
読
ん
で

い
な
か
っ
た
自
分
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

「
鬼
」
は
や
っ
つ
け
ら
れ
て
当
然
だ
と
い

う
先
入
観
が
あ
り
、
鬼
の
財
宝
は
桃
太
郎
が

奪
っ
て
当
然
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。「
桃

太
郎
や
村
人
」
か
ら
鬼
を
見
れ
ば
、
鬼
は
自

分
た
ち
に
と
っ
て
「
悪
」
そ
の
も
の
で
す
。

一
方
「
鬼
た
ち
」
か
ら
桃
太
郎
や
村
人
を

見
れ
ば
、
自
分
た
ち
鬼
を
差
別
し
、
自
分
た

ち
の
存
在
を
否
定
す
る
「
悪
」
で
し
か
な
い

の
で
す
。

人
間
は
一
人
で
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。

必
ず
誰
か
と
関
わ
っ
て
暮
ら
し
て
い
く
の
で

す
か
ら
、
や
は
り
相
手
に
共
感
し
、
理
解
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

大
切
な
の
は
、
考
え
が
違
う
人
と
い
か
に

共
存
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

＊
こ
れ
ま
で
放
送
さ
れ
た
番
組
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ＮＨＫ・Ｅテレ 「昔話法廷」より
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２
月

日
（
日
）
、
総
代
会
が
開
か
れ
、
総

13

代
会
組
織
、
護
持
委
員
会
に
提
出
す
る
議
案

等
に
つ
い
て
、
話
し
合
い
ま
し
た
。

詳
細
は
、
「
寺
だ
よ
り
四
月
号
」
に
掲
載

し
ま
す
。

◇
護
持
委
員
会
に
つ
い
て

本
年
度
の
護
持
委
員
会
は
、
コ
ロ
ナ
感
染

拡
大
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
、
多
人
数
の
方
が

集
ま
る
こ
と
を
避
け
、
昨
年
同
様
書
面
表
決
に

て
議
決
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
２
月

日
（
日
）
に
、
役
員
が
提

27

出
さ
れ
た
書
面
表
決
書
を
集
計
し
ま
す
。
結

果
に
つ
き
ま
し
て
は
「
寺
だ
よ
り
四
月
号
」

に
掲
載
し
ま
す
。

西
光
寺
春
の
彼
岸
会

法
要
を
、
今
年
も
、
春

分
の
日
の
３
月

日

21

（
月
）、
午
後
二
時
か
ら
お

勤
め
い
た
し
ま
す
。

お
彼
岸
の
時
期
に
な

る
と
、
お
墓
や
お
寺
に

お
参
り
す
る
姿
が
多
く

見
ら
れ
ま
す
。
お
彼
岸

は
一
般
的
に
は
、
ご
先
祖
の
供
養
を
す
る
仏

春
季
彼
岸
会

３
月

日
（
月
）
午
後
二
時

21

二
〇
二
二
年
度
総
代
会
報
告

昨年春の彼岸会

事
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
、
自

分
自
身
の
仏
道
精
進
の
意
味
を
持
つ
行
事
で

す
。真

宗
に
お
い
て
「
彼
岸
」
と
は
阿
弥
陀
仏

の
「
浄
土
」
を
指
し
ま
す
。
浄
土
は
、
私
た

ち
が
還
っ
て
い
く
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、

迷
い
の
世
界
で
あ
る
「
此
岸
」
に
生
き
る
私

た
ち
の
あ
り
方
を
照
ら
し
、
私
自
身
の
生
き

方
を
問
い
か
け
て
く
る
世
界
で
す
。

お
彼
岸
は
、
浄
土
に
還
っ
て
い
か
れ
た
亡

き
人
を
偲
ぶ
と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
自
ら

へ
の
問
い
か
け
に
耳
を
か
た
む
け
、
自
分
の

生
活
を
振
り
返
る
大
切
な
時
な
の
で
す
。

法
話
は
住
職
が
行
い
ま
す
。
亡
き
人
に
思
い

を
な
し
、
お
念
仏
の
み
教
え
に
耳
を
傾
け
て

み
ま
せ
ん
か
。

年
回
法
要
は
亡
き
人
の
ご
命
日
を
縁
と
し

て
お
勤
め
す
る
「
仏
法
行
事
」
で
す
。
故
人

．

．

を
偲
び
、
生
き
て
い
る
私
た
ち
が
自
ら
の
い

の
ち
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
貴
重
な
仏
縁
で

す
。コ

ロ
ナ
禍
に
お
い
て
は
、
ご
法
事
を
勤
め

る
事
に
不
安
を
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と

思
い
ま
す
。
ご
法
事
を
安
心
し
て
勤
め
る
た

め
に
は
、
や
は
り
三
密
を
避
け
る
と
い
う
対

策
は
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

○
出
席
人
数
を
抑
制
す
る
（
家
族
、
近
い

年
回
法
要
（
ご
法
事
）
の
案
内

親
戚
の
み
等
）

○
会
食
を
避
け
る

○
広
い
空
間
で
行
う
（
お
寺
で
行
う
方
法

も
あ
り
ま
す
）

○
換
気
を
良
く
す
る

○
延
期
す
る

＊
法
事
に
は
、
親
戚
た
ち
が
顔
を
合
わ
せ
、

近
況
を
確
認
し
あ
う
と
い
っ
た
役
割
も
あ

り
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
収
束

し
た
ら
、
勤
め
る
の
も
良
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

「
お
取
越
し
・
斎
始
め
」の
お
参
り
で
す
が
、
例

と
き

は

じ

年
通
り
、
三
月
初
旬
に
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

本
江
寺
地
区
の
皆
さ
ん
へ
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2022年度 年回法要

一
周
忌

令
和
３
年

命
終

三
回
忌

令
和
２
年

命
終

七
回
忌

平
成

年

命
終

28

十
三
回
忌

平
成

年

命
終

22

十
七
回
忌

平
成

年

命
終

18

二
十
三
回
忌

平
成

年

命
終

12

二
十
七
回
忌

平
成
８
年

命
終

三
十
三
回
忌

平
成
２
年

命
終

五
十
回
忌

昭
和

年

命
終

48
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＝
編
集
後
記
＝

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

昨
年
は
皆
様
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
一
年
で

し
た
か
。
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
全
て
の
方

に
当
て
は
ま
る
の
が
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
が

拡
大
す
る
中
で
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
や
外
出

の
自
粛
を
す
る
日
々
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
解
決
策
が
な
い
ま
ま
、
さ
ら

に
変
異
株
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
感
染
者
が
あ

っ
と
い
う
ま
に
増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
は
私
た
ち
に
多
く
の
こ
と
を

問
い
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

必
ず
死
す
る
身
で
あ
る
私
た
ち
が
、
今
、

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
驚
く
べ
き
事
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
た
ち
は
、
生
き
て
い
る
こ
と
に
ど
れ
だ

け
感
動
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
コ
ロ
ナ
で
何
事
も
簡
略
化
す
る

こ
と
が
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、
簡
略
化
し
て

は
い
け
な
い
こ
と
ま
で
簡
略
化
し
て
は
い
な

い
で
し
ょ
う
か
。

コ
ロ
ナ
感
染
は
今
年
も
続
く
と
考
え
ま
す

が
、
本
当
に
大
切
に
す
べ
き
こ
と
は
何
で
し

ょ
う
か
。
親
鸞
聖
人
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
お

念
仏
の
教
え
を
通
し
て
、「
本
当
に
大
事
な
こ

と
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
、
少
し
で
も

明
ら
か
に
で
き
る
一
年
に
な
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

2022年（令和4年）度 行事予定

月 日 曜 時 法座・行事名 おつとめ 布教師
1 1 土 午前０時～ 修正会 阿弥陀経
2 13 日 午前10時～ 総代会

2 20 日 午前10時～ 役員会（書面表決）

2 25 金 中止 春勧化（はるがんけ）
26 土
27 日
28 月

3 21 月 午後２時～ 春季彼岸会 みなさんと一緒に「正 禧美 尚章
信偈」 （住職）

4 24 日 午後１時30分 蓮如忌 正信偈行四句目下 山本 龍昇 師
25 月 午後１時～ 蓮如忌 みなさんと一緒に「正 （加賀市）

信偈」

6 25 土 午後２時～ 永代経 お経さんの後に、みな 寺西 良夫 師

26 日 さんと一緒に「正信 （氷見市）
27 月 26日 前年度物故者追悼法要 偈」
28 火

8 15 月 午後３時～ 盂蘭盆会法要

9 23 金 午後２時～ 秋季彼岸会 みなさんと一緒に「正 禧美 尚章
信偈」 （住職）

11 6 日 おあさじ；午前 9時 報恩講 みなさんと一緒に 信楽 明生 師
7 月 お日中；午前10時 〃 おおたいや 「正信偈」 （三崎町杉山）
8 火 お逮夜；午後 1時 〃 結願日中

9 水 午前９時 報恩講おさらい 正信偈
12 31 木 午後11時45分 除夜の鐘

報恩講当番 正院・今町

○４月から１０月まで、毎月８日に法和会を予定しています。


