
あ
っ
と
い
う
間
に
師
走
で
す
。

ご
門
徒
の
皆
様
の
お
か
げ
さ
ま
で
な
ん
と

か
こ
の
一
年
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
今
年
も
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
に
振
り
回
さ
れ
た
年
で
し
た
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
六
月
に
珠
洲
を
襲
っ

た
震
度
６
弱
の
地
震
に
よ
り
大
変
な
思
い
を

し
た
一
年
で
し
た
。

お
取
越
し
に
回
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
地
震
の
被
害
を
目
の
当
た
り
に
し
、
心

が
痛
む
ば
か
り
で
す
。
し
か
も
、
大
変
な
中

で
、
西
光
寺
地
震
被
害
修
繕
費
を
懇
志
し
て

い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
本
当
に
頭
が
さ
が

り
ま
す
。

ご
門
徒
の
皆
様
に
は
、
西
光
寺
を
支
え
て

く
だ
さ
り
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。近

年
、
日
本
全
国
で
大
き
な
自
然
災
害
が

起
こ
っ
て
い
ま
す
が
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
被

災
地
の
状
況
を
目
に
し
て
も
自
分
の
住
む
地

「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
」

我
が
身
に
起
き
た
と
き
に
し
か

気
づ
け
ぬ
私

域
で
災
害
が
起
き
な
い
限
り
今
の
自
分
と
は

関
係
が
な
い
こ
と
だ
と
思
い
過
ご
し
て
い
ま

し
た
。

と
こ
ろ
で
今
日
、
二
人
に
一
人
が
癌
に
な

り
三
人
に
一
人
が
癌
で
死
ぬ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
癌
の
告
知
を
受
け
れ
ば
「
こ
ん
な
は

ず
で
は
な
か
っ
た
」
と
苦
し
み
悩
み
絶
望
の

淵
に
立
た
さ
れ
ま
す
。

私
た
ち
は
誰
も
が
生
ま
れ
た
瞬
間
に
死
の

宣
告
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

け
れ
ど
も
、
死
と
背
中
合
わ
せ
の
今
を
生

き
つ
つ
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ
、
何
か
の
拍
子

に
思
い
出
し
て
「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ

た
」
と
愕
然
と
す
る
し
か
な
か
っ
た
人
生
。

蓮
如
上
人
は
『
白
骨
の
御
文
』
の
中
で
私

の
命
の
は
か
な
さ
を
「
老
少
不
定
」
と
お
示

し
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

ど
れ
だ
け
若
く
て
も
、
ど
れ
だ
け
健
康
な

人
で
あ
っ
て
も
「
無
常
の
風
」
が
吹
け
ば
い

つ
終
わ
る
か
わ
か
ら
な
い
、
は
か
な
い
命
を

い
ま
生
き
て
い
る
の
で
す
よ
と
お
示
し
下
さ

っ
て
い
ま
す
。

「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
と
我
が
身

に
起
き
た
と
き
に
し
か
気
づ
け
ぬ
私
」
に
、

い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
形
で
死
を
迎
え
よ

う
と
も
、
こ
の
人
生
を
決
し
て
空
し
く
終
わ

ら
せ
な
い
と
い
う
阿
弥
陀
様
の
願
い
は
、
南

無
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
私
の
い
ま
こ
こ
に
確

か
に
届
い
て
ま
す
。

あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

大
晦
日
の
夜
、
寺
々
で
つ
か
れ
る
除
夜
の

お

お

み

そ

か

鐘
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
過
ぎ
去
っ
た
一
年

を
思
い
、
新
し
い
年
へ
の
期
待
を
込
め
る
の

が
日
本
人
の
習
慣
と
な
っ
て
い
ま
す
。

西
光
寺
で
は
、
午
後

時

分
頃
か
ら
、

11

50

つ
き
始
め
ま
す
。
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た

だ
け
ま
す
。
一
回
つ
く
ご
と
に
、
「
キ
ャ
ン
デ

ィ
」
を
お
配
り
し
て
い
ま
す
。「
キ
ャ
ン
デ
ィ
」

は
一
〇
八
個
用
意
し
て
い
ま
す
。

除
夜
の
鐘
の
豆
知
識

除
夜
の
鐘
は
一
〇
八
回
じ
ゃ
な
い
の
!?

除
夜
の
鐘
を
鳴
ら
す
回
数
は
一
般
的
に
一
〇

八
回
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
煩
悩
の
数

が
一
〇
八
あ
る
と
さ
れ
る
考
え
に
も
と
づ
く

も
の
で
す
が
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
私
た

ち
が
持
つ
煩
悩
の
数
は
計
り
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
ほ
ど
あ
る
こ
と
か
ら
、
除
夜
の
鐘
の

回
数
も
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

鐘
を
撞
く
こ
と
で
自
分
本
位
の
願
い
ご
と

を
か
な
え
て
も
ら
お
う
な
ど
、
何
か
ご
利
益

を
得
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
「
あ
れ
が
ほ

し
い
」「
こ
れ
が
ほ
し
い
」

と
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の

煩
悩
を
持
つ
自
分
自
身
を

省
み
な
が
ら
、
鐘
を
撞
く

こ
と
が
浄
土
真
宗
の
「
除

夜
の
鐘
」
で
す
。

除
夜
の
鐘
の
ご
案
内
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月

６

日

11
（
日
）
～
８
日

（
火
）
の
三
日

間
に
わ
た
り
、

ご
講
師
に
、
三

崎
町
杉
山
の
信

楽
先
生
を
お
迎

え
し
て
、
報
恩

講
を
お
勤
め
し

ま
し
た
。
三
日

間
割
と
暖
か
く

天
候
に
も
恵
ま

れ
て
多
く
の
ご
門
徒
さ
ん
に
お
参
り
い
た
だ

き
ま
し
た
。

ご
講
師
の
法
話
は
、
大
き
な
声
で
と
て
も

聞
き
や
す
く
、
節
談
も
入
り
、
参
詣
者
の
方

も
時
に
は
笑
い
な
が
ら
真
剣
に
聞
き
入
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。

お
花
の
松
切

り
か
ら
始
ま
り
、

お
花
立
て
・
幕

張
・
受
付
・
準

お
か
げ
さ
ま

報
恩
講
勤
ま
る
!!

お花たての作業

向拝幕の取付

お参りの皆さんお花用の松切り

備
か
ら
法
要
終
了
ま
で
、
多
く
の
方
々
に
支

え
ら
れ
て
の
報
恩
講
で
し
た
。

今
年
も
ご
尽
力
頂
き
ま
し
た
西
光
寺
門
徒

の
皆
様
、
ご
参
拝
頂
き
ま
し
た
皆
様
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

７
日
に
は
、
光

照
寺
住
職
・
善
証

寺
住
職
に
よ
る

御
伝
鈔
（
ご
で
ん

し
ょ
う
）
の
拝
読

が
あ
り
ま
し
た
。

ご
門
徒
さ
ん
に

よ
る
練
り
出
し
と

ね

い

う

作

法

に

よ

り
、
大
き
な
朱
ロ

ー
ソ
ク
の
灯
り
を

先
導
に
御
伝
鈔
が

し
ず
し
ず
と
運
ば

れ
、
厳
か
に
御
伝
鈔
が
拝
読
さ
れ
ま
し
た
。

御
伝
鈔
は
親
鸞
聖
人
の
孫
に
あ
た
る
、
第

三
代
の
覚
如
上
人
（
か
く
に
ょ
し
ょ
う
に
ん
）

が
お
書
き
に
な
ら
れ
た
書
物
で
、
親
鸞
聖
人

の
御
一
代
記
で
、
聖
人
の
九
歳
の
出
家
の
場

面
か
ら
、
法
然
上
人
門
下
時
代
や
ご
臨
終
の

様
子
、
本
願
寺
の
原
型
が
で
き
る
ま
で
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。

定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
は
『
御

伝
鈔
』
を
拝
読
す
る
と
き
に
短
刀
を
帯
び
て

拝
読
に
臨
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
大
相
撲
の
立

行
司
（
た
て
ぎ
ょ
う
じ
）
が
帯
刀
す
る
の
と

御伝鈔の練り出し

同
じ
意
味
で
す
。
読
み
間
違
え
た
と
き
は
腹

を
切
る
覚
悟
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
最
終
日
八
日
の
お
勤
め
の
最
後

は
、

如
来
大
悲
の
恩
徳
は

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し

師
主
知
識
の
恩
徳
も

骨
を
砕
き
て
も
謝
す
べ
し

と
い
う
和
讃
（
恩
徳
讃
）
で
締
め
く
く
り

ま
し
た
。

「
阿
弥
陀
さ
ま
の
大
き
な
る
慈
悲
の
恩
徳

は
、
身
を
粉
に
し
て
も
報
い
ず
に
い
ら
れ
な

い
。
お
釈
迦
様
を
は
じ
め
と
す
る
諸
師
た
ち

の
恩
徳
も
、
骨
を
砕
い
て
も
感
謝
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
和
讃
は
、
労
力
と
か
、
励
ま
し
と
か

そ
う
い
っ
た
目
に
見
え
な
い
力
に
対
し
て
私

た
ち
は
ど
の
よ
う
に
恩
を
返
し
た
ら
い
い
か
、

問
い
か
け
て
い
ま
す
。

多
く
の
人
の
お
世
話
が
あ
っ
て
今
の
私
が

あ
る
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
は
骨
を
砕
い
て

で
も
感
謝
の
気
持
ち
を
持
ち
な
さ
い
。
あ
り

が
と
う
、
あ
り
が
と
う
の
感
謝
の
気
持
ち
で

死
ね
る
人
生
を
歩
み
な
さ
い
、
と
教
え
て
い

ま
す
。

和
讃
に
は
題
名
が
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
こ
の
和
讃
だ
け
は
「
恩
徳
讃
（
お

ん
ど
く
さ
ん
）
」
と
し
て
、
皆
さ
ん
に
親
し
ま

れ
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
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お
と
り
こ
し
終
わ
る

月

日
（
火
）、
岩
坂
町
か
ら
ス
タ
ー
ト

10

11

し
た
お
と
り
こ
し
は
、

月

日
（
日
）
、
正

12

25

院
町
今
町
で
最
終
日
を
迎
え
ま
し
た
。
年
に

一
度
の
お
と
り
こ
し
。
今
年
も
、
門
徒
さ
ん

一
軒
一
軒
の
お
内
仏
に
お
参
り
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
お
と
り
こ
し
」
は
、
真
宗
に
お
い
て
最

も
大
切
な
行
事
で
あ
る
親
鸞
聖
人
の
ご
法
事

「
報
恩
講
」
を
、
各
家
々
で
勤
め
る
と
い
う

大
切
な
伝
統
行
事
で
す
。
長
い
歴
史
を
通
し

て
、「
伝
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
願
い
が
あ
る
」

「
受
け
止
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
尊
い
ご
恩

が
あ
る
」
と
私
た
ち
の
ご
先
祖
や
先
輩
方
が
、

令和４年度 報恩講志納報告

ローソク料 1,000,000円 (1,038,000 円)

274戸 (307 戸)

賽 銭 30,251円(16,400 円)

＊ ( )は一昨年度

ローソク料・賽銭は、全額西光寺一般会計
に入れ、西光寺の維持運営費や永代経や報恩
講の法座開催費等に使わさせていただきます。
決算につきましては来年度護持委員会で承認
後、寺だよりで報告します。
御懇志ありがとうございました。

そ
の
心
を
「
お
と
り
こ
し
」
と
い
う
行
事
に

込
め
ら
れ
て
、
私
た
ち
の
と
こ
ろ
に
ま
で
届

け
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
教
え
を
喜
ん
で
こ
ら
れ
た
先

達
の
お
心
を
大
切
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

な
お
、
蛸
島
地
区
は
来
年
二
月
、
本
江
寺

地
区
は
三
月
に
予
定
し
て
い
ま
す
。

「
真
宗
大
谷
派
経
常
費
」
は
宗
門
運
営
の

た
め
、
毎
年
本
山
か
ら
各
寺
院
へ
依
頼
さ
れ

る
懇
志
金
で
、
各
寺
院
に
所
属
す
る
門
徒
さ

ん
の
人
数
に
よ
っ
て
割
り
当
て
が
決
ま
り
ま

す
。
今
年
の
各
寺
院
の
経
常
費
割
当
は
、
七

千
円×

門
徒
数
で
す
。

地
震
と
コ
ロ
ナ
禍
で
大
変
な
と
こ
ろ
、
ご
門
徒
の

皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ
り
、お
か
げ
さ

ま
で
今
年
も
西
光
寺
に
割
り
当
て
ら
れ
た
本
山

上
が
り
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

午
前
零
時
よ
り
、
新
年
最
初
の
お
つ
と
め
、

修
正
会
を
行
い
ま
す
。

真
宗
大
谷
派
経
常
費
（
本
山
上
が
り
）

本
年
度
も
完
納
で
き
ま
し
た
!!

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

修
正
会
（
し
ゅ
し
ょ
う
え
）
の
ご
案
内

お
正
月
に
な
り
ま
す
と
有
名
な
神
社
の
初

詣
の
様
子
が
ニ
ュ
ー
ス
で
流
れ
ま
す
。

し
か
し
新
年
に
お
参
り
す
る
の
は
神
社
だ

け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
仏
教
寺
院
で
も
元

日
の
仏
事
と
し
て
「
修
正
会
」
が
勤
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

新
た
な
年
を
迎
え
て
、
仏
恩
報
謝
の
思
い

を
持
っ
て
仏
さ
ま
の
前

で
身
と
心
を
正
し
、
あ

ら
た
め
て
自
分
自
身
を

見
つ
め
直
し
、
一
年
を

歩
み
出
す
新
年
最
初
の

仏
事
で
す
。

真
夜
中
で
す
が
、
鐘

つ
き
に
、
そ
し
て
修
正

会
に
お
参
り
し
ま
せ
ん

か
。

例
年
通
り
、
一
月
一

日
午
前
六
時
よ
り
、
「
食

い
積
み
（
蓬
莱
）
飾
り
」

つ

ほ
う
ら
い

を
準
備
し
た
お
台
子
（
客

間
）
で
年
頭
の
挨
拶
交
換

を
行
い
ま
す
。

今
年
も
コ
ロ
ナ
禍
を
考

え
お
酒
は
お
出
し
し
ま
せ

ん
の
で
ご
了
承
下
さ
い
。

令
和
５
年

年
頭
挨
拶
交
換
の
お
知
ら
せ

修正会・ 2022年 1月 1日
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年
回
法
要
は
亡
き
人
の
ご
命
日
を
縁
と
し

て
、
お
勤
め
す
る
「
仏
法
の
行
事
」
で
す
。

思
い
出
や
ご
遺
徳
を
偲
ぶ
と
と
も
に
、
生
き

て
い
る
私
た
ち
が
自
ら
の
い
の
ち
に
思
い
を

巡
ら
せ
、
心
静
か
に
仏
法
を
聴
か
せ
て
い
た

だ
く
場
で
す
。
法
事
は
、
命
日
に
つ
と
め
ら

れ
る
こ
と
が
基
本
で
す
。

し
か
し
、
法
事
に
集
う
方
の
都
合
な
ど
を

考
え
、
で
き
る
だ
け
参
詣
の
方
の
集
ま
り
や

す
い
日
に
と
い
う
配
慮
か
ら
、
命
日
に
近
い

休
日
に
勤
め
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
法
事
は
み
な
さ
ん
の
集
ま
り
や
す
い

日
で
い
い
と
思
い
ま
す
。

来
年
度
に
法
事
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
は
、

「2023

年
度
（
令
和
５
年
）
年
回
法
要
一
覧

表
」
を
ご
参
考
に
な
り
な
が
ら
、
日
程
な
ど

に
つ
い
て
は
早
め
に
ご
相
談
下
さ
い
。

＝
編
集
後
記
＝

「
お
か
げ
さ
ま
で
」
と
年
暮
れ
る

今
年
も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

が
、
い
つ
も
周
り
の
方
々
の
「
お
か
げ
さ
ま
」

で
乗
り
越
え
て
く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

お
か
げ
さ
ま
は
漢
字
で
書
く
と
「
お
陰
様
」。

木
が
あ
れ
ば
そ
の
下
に
陰
が
出
来
、
こ
の

陰
が
あ
る
こ
と
で
雨
や
暑
さ
を
し
の
ぐ
こ
と

が
出
来
る
の
で
、
お
陰
様
で
雨
が
し
の
げ
ま

し
た
と
い
う
感
謝
の
気
持
ち
が
わ
い
て
き
ま

す
。私

た
ち
は
直
接
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

く
て
も
人
や
物
、
い
ろ
ん
な
関
わ
り
の
中
で

お
互
い
が
支
え
ら
れ
な
が
ら
生
か
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
が
「
お
か
げ
」
で
あ
り
、
感
謝

の
気
持
ち
が
「
お
か
げ
さ
ま
」
で
す
。

毎
年
、
日
本
漢
字
検
定
協
会
が
全
国
か
ら

「
今
年
の
漢
字
」
を
募
集
し
、
年
末
に
発
表

さ
れ
そ
の
文
字
が
話
題
に
な
り
ま
す
が
、
今

年
も
私
に
と
っ
て
は
、
あ
れ
こ
れ
あ
っ
た
も

の
の
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
お
陰
さ
ま
で
」
の

「
陰
」
に
落
ち
着
く
気
が
し
ま
す
。

心
豊
か
に
過
ご
せ
る
未
来
へ
。

ま
ず
は
、「
お
か
げ
さ
ま
で
、
な
ん
と
か
新

た
な
年
を
無
事
に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
」
と
、

感
謝
の
気
持
ち
で
正
月
を
迎
え
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

良
い
お
年
を
お
迎
え
下
さ
い
。

南
無
阿
弥
陀
仏

2023年度（令和5年） 年回法要一覧表

没 年 年回忌 没 年 年回忌 没 年 年回忌

昭和49年 50回忌 平成３年 33回忌 平成20年 16

昭和50年 49 平成４年 32 平成21年 15

昭和51年 48 平成５年 31 平成22年 14

昭和52年 47 平成６年 30 平成23年 13回忌

昭和53年 46 平成７年 29 平成24年 12

昭和54年 45 平成８年 28 平成25年 11

昭和55年 44 平成９年 27回忌 平成26年 10

昭和56年 43 平成10年 26 平成27年 ９

昭和57年 42 平成11年 25 平成28年 ８

昭和58年 41 平成12年 24 平成29年 ７回忌

昭和59年 40 平成13年 23回忌 平成30年 ６

昭和60年 39 平成14年 22 令和元年 ５

昭和61年 38 平成15年 21 令和２年 ４

昭和62年 37 平成16年 20 令和３年 ３回忌

昭和63年 36 平成17年 19 令和４年 １周忌

平 成 元 年 35 平成18年 18

平成２年 34 平成19年 17回忌

法事の日取りは、命日を過ぎても構いませんし、日の良し

悪しを気にする必要もありません。法事を勤めること、私が

「南無阿弥陀仏」と念仏申すことに意義があります。日程な

どについては早めにご相談下さい。


