
　

二
年
ぶ
り
に
お
取
越
報
恩
講
が
催
さ
れ

ま
し
た
。
今
年
は
お
斎
が
な
い
の
で
、
例

年
に
比
べ
れ
ば
、
少
し
楽
か
な
と
思
い
き

や
、終
わ
っ
て
み
れ
ば
、心
身
と
も
に
ぐ
っ

た
り
し
て
、
や
っ
ぱ
り
大
変
な
行
事
だ
な

と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

　

私
は
こ
の
お
寺
に
入
寺
す
る
ま
で
「
お

取
越
」
と
い
う
行
事
が
あ
る
こ
と
す
ら
全

く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
初
め

て
お
取
越
に
お
参
り
し
た
時
、
大
勢
の
お

坊
さ
ん
が
声
を
張
り
上
げ
て
勤
め
る
法
要

に
圧
倒
さ
れ
て
、
鳥
肌
が
た
つ
ほ
ど
感
動

を
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

　

最
近
、
真
宗
学
院
と
い
う
お
寺
の
学
校

で
、
お
取
越
で
読
ま
れ
る
正
信
偈
を
練
習
し
て
い

る
の
で
す
が
、
実
際
に
そ
れ
を
習
っ
て
み
る
と
決

し
て
簡
単
に
覚
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
大
変
な
勤
行
を
声
が
枯
れ
る
ほ
ど
一
生
懸

命
勤
め
て
下
さ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
参
勤

い
た
だ
い
て
い
る
お
寺
さ
ん
方
に
は
頭
が
下
が
り

ま
す
。

　

お
取
越
は
私
た
ち
の
力
だ
け
で
は
勤
ま
り
ま
せ

ん
。
お
寺
さ
ん
方
や
、
今
回
は
用
意
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
お
斎
の
準
備
す
る
お
勝
手
の
方
々
、

準
備
や
参
詣
者
の
接
待
な
ど
を
こ
な
す
役
員
の

方
々
、
そ
し
て
都
合
を
つ
け
て
足
を
運
ん
で
下
さ

る
参
詣
者
の
方
々
。
様
々
な
人
々
の
お
力
添
え
に

よ
っ
て
年
一
回
の
お
取
越
が
勤
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
は
感
染
対
策
の
た
め
、
お
寺
さ
ん
も
マ
ス

ク
を
着
用
し
、
座
る
間
隔
も
空
け
て
の
勤
行
で
し

た
。
そ
れ
で
も
お
取
越
の
迫
力
あ
る
お
勤
め
は
、

毎
回
心
を
打
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
多
く

の
方
々
の
思
い
が
結
集
し
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

お
盆
や
お
彼
岸
な
ど
と
違
い
、
な
か
な
か
馴
染

み
の
な
い
行
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
度
足
を

運
ん
で
い
た
だ
き
、
迫
力
の
あ
る
法
要
に
ふ
れ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　　
　

お
取
越
の
大
切
さ

願
興
寺
坊
守
　
髙
　
橋
　
智
　
美

巻
頭
言

「お取越の荘厳」
お取越では中尊前（阿弥陀如来）、祖師前（親鸞聖人）の
前には立花、燭台が対となって備えられます。（五具足）
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井上 正 師

　

五
月
二
十
六
日
、
二
十
七
日
の

二
日
間
に
渡
り
、
お
取
越
報
恩
講

が
勤
ま
り
ま
し
た
。
お
取
越
は
親

鸞
聖
人
の
生
涯
を
振
り
返
り
、
そ

の
教
え
を
聞
い
て
い
く
、
浄
土
真

宗
の
お
寺
に
と
っ
て
と
て
も
大
切

な
法
要
で
す
。
昨
年
は
新
型
コ
ロ

ナ
の
影
響
な
ど
で
お
休
み
し
た
の

で
、
二
年
ぶ
り
で
し
た
が
、
二
日

間
で
約
八
十
名
の
方
か
ら
お
参
り

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

お
取
越
の
醍
醐
味
は
大
勢
の
お

坊
さ
ん
に
よ
る
、
迫
力
の
あ
る
勤

行
で
す
。
今
年
は
マ
ス
ク
を
着
用

し
て
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
お
参
り

い
た
だ
い
た
方
か
ら
も
「
や
っ
ぱ

り
お
取
越
の
お
勤
め
に
は
感
動
す

る
」
と
の
声
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

法
話
は
、
柏
崎
市
受
徳
寺
住
職

の 

井
上
正 

師 

に
お
願
い
し
ま
し

た
。
井
上
師
は
穏
や
か
な
語
り
口

で
、
自
身
の
経
験
を
交
え
な
が
ら
、

大
切
な
こ
と
を
私
た
ち
に
問
い
掛

け
ら
れ
ま
し
た
。

お
取
越
法
話
要
旨

私
と
お
寺
と
の
関
わ
り

　

私
は
名
古
屋
の
生
ま
れ
で
す
。

祖
父
が
自
分
の
育
っ
た
寺
を
継
が

ず
に
出
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、

お
寺
の
出
身
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

名
古
屋
は
も
と
も
と
真
宗
の
盛

ん
な
地
域
で
す
。御
華
束
講
を
作
っ

て
本
山
に
供
え
る
活
動
や
本
山
の

す
す
払
い
に
奉
仕
す
る
清
浄
講
な

ど
の
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
が
学
生
だ
っ
た
頃
に
祖
父
が

亡
く
な
り
、
そ
の
葬
儀
で
知
り

合
っ
た
ご
住
職
と
懇
意
に
な
り
ま

し
た
。
誘
わ
れ
る
が
ま
ま
に
お
寺

の
報
恩
講
に
お
参
り
し
た
時
、
聴

聞
者
が
あ
ま
り
に
多
か
っ
た
の
に

驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の

後
、
得
度
し
て
僧
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
が
得
度
し
て
間
も
な
い
新
米

坊
主
だ
っ
た
こ
ろ
、
あ
る
お
宅
の

月
参
り
に
行
く
の
が
早
す
ぎ
た
ん

で
す
。
お
勤
め
の
最
中
に
救
急
車

の
警
告
音
が
聞
こ
え
、
や
が
て
電

お
取
越
報
恩
講

お
取
越
報
恩
講

報告

2021年
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話
が
鳴
っ
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が

亡
く
な
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
で
す
。

家
人
か
ら
は
こ
の
あ
と
枕
経
も
し

て
い
っ
て
く
れ
、
と
頼
ま
れ
ま
し

た
。
さ
す
が
に
そ
の
時
は
断
っ
て

帰
り
ま
し
た
が
、
同
時
に
、
お
坊

さ
ん
の
仕
事
っ
て
何
な
ん
だ
ろ
う

と
い
う
問
も
生
ま
れ
ま
し
た
。「
お

寺
と
ど
て
ら
は
冷
た
く
な
ら
な

き
ゃ
縁
が
な
い
」
と
も
言
わ
れ
ま

す
し
…
…
。

思
い
込
み
か
ら�

�
�

自
由
に
視
点
を
変
え
て

　
「
く
じ
ら
の
肉
で
精
進
料
理
を

作
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
ら

ど
う
で
す
か
？
え
え
っ
、
ク

ジ
ラ
の
肉
で
精
進
料
理
？
で

も
大
丈
夫
、
く
じ
ら
の
肉
を

売
っ
て
、
野
菜
を
買
っ
て
作

れ
ば
い
い
の
で
す
。
視
点
を

変
え
れ
ば
、
自
ず
と
答
え
は

見
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　

詩
人
金
子
み
す
ゞ
は
『
大

漁
』
の
詩
で
「
大
場
い
わ
し

の
大
漁
だ 

浜
は
祭
り
の
よ

う
だ
け
ど 

海
の
中
で
は
何

万
の
い
わ
し
の
弔
い
す
る
だ
ろ
う
」

と
表
現
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は

自
分
の
立
場
や
自
分
の
思
い
か
ら

何
事
も
見
て
し
ま
い
、
相
手
の
立

場
に
気
づ
き
ま
せ
ん
。

　

そ
の
こ
と
を
、
相
田
み
つ
を
は

「
損
か
得
か
は
自
分
の
物
差
し
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

節
分
で
は
「
鬼
は
外
、福
は
内
」

と
言
っ
て
豆
ま
き
を
し
ま
す
。
鬼

は
、
言
う
な
れ
ば
自
分
に
と
っ
て

都
合
の
悪
い
こ
と
、
福
は
自
分
に

と
っ
て
都
合
の
い
い
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
は
自
分
の
思

い
通
り
の
生
活
、

人
生
を
願
う
も

の
で
す
。
で
も
、

自
分
の
思
い
込

み
や
思
い
通

り
っ
て
、
普
段

自
分
で
は
意
識

し
な
い
の
で
わ

か
ら
な
い
の
で

す
。

真
宗
は
人
生
の
要

　

親
鸞
さ
ん
は
、
自
ら
愚
禿
親
鸞

と
名
乗
り
ま
し
た
。
自
ら
を
愚
か

だ
と
。

　

自
分
の
思
い
通
り
を
願
う
、
己

の
愚
か
さ
へ
の
自
覚
が
こ
う
名
乗

ら
せ
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
て
始
ま
っ
た
浄
土
真
宗

の
教
え
、
真
は
ま
こ
と
、
宗
は
む

ね
、
す
な
わ
ち
要
を
意
味
し
ま
す
。

　

私
た
ち
の
人
生
は
、
決
し
て
思

い
通
り
に
進
む
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
幾
多
の
苦
難
の
中
で
「
こ

れ
が
私
の
人
生
」
と
思
え
る
の
は
、

人
生
の
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ

う
。
真
宗
は
、
そ
の
要
に
な
る
も

の
で
す
。
親
鸞
さ
ん
の
愚
禿
の
名

乗
り
と
と
も
に
、
要
と
な
る
、
自

分
の
愚
か
さ
の
自
覚
を
思
い
起
こ

す
た
め
の
場
こ
そ
が
、
本
日
の
報

恩
講
で
す
。“
死
ん
だ
人
の
仏
教
”

と
い
う
思
い
込
み
か
ら
自
由
に

な
っ
て
、
人
生
の
要
を
見
つ
め
な

お
す
報
恩
講
に
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
中
島
美
代
子

�

　
聞
書
き
）

　

例
年
で
あ
れ
ば
、
タ
ケ
ノ
コ
や

ワ
ラ
ビ
な
ど
の
旬
の
山
菜
を
使
っ

た
お
斎
（
昼
食
）
も
お
取
越
の
楽

し
み
の
一
つ
で
す
が
、
密
を
避
け

る
た
め
、
お
持
ち
帰
り
用
の
お
弁

当
を
用
意
し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
影
響
で
、
出

来
る
こ
と
も
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

お
取
越
報
恩
講
と
い
う
大
切
な
ご

縁
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
、
努
め
て

い
き
た
い
で
す
。
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参
加
さ
れ
た
方
か
ら
は

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
で
ど
の
茶
席
も
中
止
に

な
り
、
こ
の
お
茶
会
を
楽
し

み
に
し
て
来
ま
し
た
」
と
い

う
声
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
だ
ま
だ
不
安
な
状
況
は

続
き
ま
す
が
、
皆
様
の
心
休

ま
る
時
間
と
な
る
よ
う
、
今

後
も
お
茶
会
は
続
け
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

毎
年
恒
例
と
な
り
ま
し
た「
願
興
寺
お
茶
会
」

が
去
る
六
月
二
十
一
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

昨
年
に
引
き
続
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
予
防
の
た
め
、
茶
席
の
数
を
減
ら
し
て
い

ま
し
た
が
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
用
意
し
て
い

た
席
が
す
ぐ
に
埋
ま
り
ま
し
た
。

　

ま
た
当
日
は
、
前
日
ま
で
の
雨
か
ら
変
わ
っ

て
晴
天
と
な
り
、
逆
に
前
日
降
っ
た
雨
の
お
か

げ
で
庭
の
緑
が
引
き
立
ち
ま
し
た
。

お
茶
会

報告

（4）



　

昨
年
よ
り
始
ま
っ
た
「
初
め
て

の
ヨ
ガ
教
室
」
で
す
が
、
月
一
回

の
ペ
ー
ス
で
開
催
さ
せ
て
い
た
だ

て
お
り
ま
す
。

　

参
加
人
数
も
多
い
時
で
十
三
名

ほ
ど
。
毎
月
お
休
み
な
く
参
加
の

方
、
都
合
の
つ
く
月
の
み
参
加
の

方
、
初
め
て
参
加
の
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
が
、
毎
回
和
気
あ
い

あ
い
と
し
て
と
て
も
い
い
雰
囲
気

で
す
。

　

都
度
い
ろ
ん
な
発
見
が
あ
り
ま

す
が
、
あ
る
時
は
、
足
の
指
一
本

一
本
を
し
っ
か
り
と
マ
ッ
サ
ー

ジ
！
す
る
と
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
た
方

の
足
の
甲
の
辺
り
が
真
っ
白
に
な

り
ま
し
た
。
不
思
議
で
す
よ
ね
。

血
行
が
よ
く
な
る
と
美
白
さ
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
？

　

と
に
か
く
い
つ
も
冗
談
言
い

合
っ
て
笑
い
な
が
ら
あ
っ
と
い
う

間
の
一
時
間
で
す
。
終
わ
る
頃
に

は
体
も
ポ
カ
ポ
カ
。

　

毎
回
、
最
後
に
横
に
な
っ
て
目

を
閉
じ
な
が
ら
一
ヶ
月
の
間
で
楽

し
か
っ
た
出
来
事
を
思
い
出
す
瞑

想
の
時
間
が
あ
る
の
で
す
が
、
普

段
の
喧
騒
か
ら
離
れ
て
ゆ
っ
く
り

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、個
人

的
に
は
こ
の
時
間
が
大
好
き
で
す
。

　

講
師
の
先
生
も
優
し
く
丁
寧
に

教
え
て
下
さ
る
の
で
、
ぜ
ひ
皆
さ

ん
も
気
軽
に
ご
参
加
下
さ
い
。

 

（
坊
守　

髙
橋
智
美
）

ヨ
ガ
教
室

八
月
三
十
一
日 

㈫

九
月
二
十
八
日 

㈫

十
月
二
十
七
日 

㈬

十
一
月
三
十
日 

㈫

十
二
月
二
十
一
日 

㈫

　
　
午
後
一
時
半
～

の
ご
案
内

今後の予定

●
参
加
費�

�
�

五
〇
〇
円
（
一
回
）

●
持
ち
物
　
タ
オ
ル

※�予定を変更する
ことがあります。
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《
原
文
》

　
そ
れ
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

あ
り
て
、
こ
の
光

に
遇も

う
あ

え
ば
、
三さ

ん

垢く

消し
ょ
う

滅め
つ

し
、
身し

ん

意い

柔に
ゅ
う

軟な
ん

に
し
て
、
歓か

ん

喜ぎ

踊ゆ

躍や
く

し

善ぜ
ん

心し
ん

を
焉こ

こ

に
生
ず
。
も
し
三さ

ん

塗ず

・

勤ご
ん

苦く

の
処と

こ
ろ

に
あ
り
て
こ
の
光こ

う

明み
ょ
う

を

見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
み
な
休く

息そ
く

す

る
こ
と
を
得え

て
、
ま
た
苦く

悩の
う

な
け

ん
。
寿い

の
ち

終
わ
り
て
後
、
み
な
解げ

脱だ
つ

を
蒙こ

う
む

る
。

《
現
代
語
訳
》

【
こ
の
光
に
遇
う
衆
生
が
い
れ
ば
、
三
種

の
思
い
煩
悩
は
消
滅
し
、
身
も
心
も
穏
や

か
に
な
っ
て
、
喜
び
に
あ
ふ
れ
躍
り
上
が

り
、
善
い
心
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
も
し
、

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
苦
、
ま
た
疲
れ
苦

し
む
状
態
に
あ
っ
て
、
こ
の
光
明
を
見
れ

ば
、
だ
れ
も
み
な
、
心
を
休
め
る
こ
と
が

で
き
て
、
そ
れ
に
以
上
、
苦
悩
す
る
こ
と

は
な
い
。
寿
命
が
尽
き
て
の
ち
、
解
脱
を

う
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。】

「
三さ

ん

垢く

消し
ょ
う

滅め
つ

し
て
」

　
「
三
垢
消
滅
し
」
の
三
垢
は
、
最

も
激
し
く
人
々
の
心
を
悩
ま
せ
る

煩
悩
を
い
い
ま
す
。
三
つ
の
汚
れ
、

垢あ
か

。
こ
れ
は
実
は
「
三さ
ん

毒ど
く

煩ぼ
ん

悩の
う

」

と
い
い
ま
す
。
煩
悩
の
中
で
最
も

深
刻
な
も
の
を
三
つ
あ
げ
る
の
で

す
が
、「
貪と
ん

欲よ
く

」
む
さ
ぼ
る
よ
う

な
欲
望
、「
瞋し
ん

恚に

」
怒
り
憎
む
心
、

「
愚ぐ

痴ち

」
愚
か
で
あ
る
こ
と
、
こ
の

三
つ
を
三
毒
煩
悩
と
い
う
の
で
す

が
、こ
れ
を
三さ
ん

垢く

と
も
言
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
三
垢
が
消
滅
す
る
と

説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
が
放
た
れ
て

い
る
「
十
二
の
光
」
と
い
わ
れ
る

よ
う
な
、
そ
う
い
う
智
慧
の
は
た

ら
き
に
我
々
が
出
遭
う
こ
と
が
で

き
た
な
ら
ば
、
自
分
た
ち
の
心
の

中
に
あ
っ
て
ど
う
し
て
も
取
り
去

る
こ
と
が
出
来
な
い
三
毒
の
煩
悩

が
消
滅
す
る
ん
だ
、
と
い
う
ふ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
身し

ん

意い

柔に
ゅ
う

軟な
ん

」

　

体
と
心
が
柔
軟
、
や
わ
ら
か
い

と
い
う
意
味
で
す
が
、穏
や
か
に
、

お
お
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
ね
。

「
三さ

ん

途ず

」

　

三
途
と
は
「
三
悪
道
」
と
も
言

い
ま
し
て
、地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
と

い
う
状
態
で
す
ね
。
そ
れ
に
あ
と

三
つ
あ
っ
て
、
阿
修
羅
・
人
・
天

を
合
わ
せ
て
六
道
と
い
い
ま
す
。

特
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
は
非
常

に
哀
れ
な
状
態
な
ん
で
す
ね
。

　

前
に
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
地

獄
と
か
い
う
場
所
が
ど
こ
か
に
あ

る
わ
け
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
全

部
、
私
た
ち
が
経
験
す
る
状
態
な

ん
で
す
ね
。
地
獄
の
よ
う
な
経
験

を
す
る
こ
と
あ
り
、
餓
鬼
の
よ
う

な
経
験
も
、
畜
生
の
よ
う
な
経
験

も
、
一
日
や
一
生
の
う
ち
に
何
度

も
何
度
も
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の

経
験
を
す
る
、
そ
れ
が
人
生
で
す

ね
。
地
獄
は
耐
え
ら
れ
な
い
よ
う

な
苦
し
み
の
状
態
。
餓
鬼
と
い
う

の
は
欲
望
に
支
配
さ
れ
た
状
態
で

す
ね
。
畜
生
と
は
本
能
に
支
配
さ

れ
て
い
る
状
態
。
い
ず
れ
も
人
間

と
し
て
は
困
っ
た
状
態
、
そ
れ
が

「
三
途
」
で
す
。

「
寿

い
の
ち

終
わ
り
て
後
、�

�
�

み
な
解げ

脱だ
つ

を
蒙こ

う
む

る
」

　

寿
終
わ
り
て
後
と
い
う
ふ
う
に

書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
別
に
命
が

終
わ
る
ま
で
待
つ
必
要
は
な
い
ん

で
す
。
最
低
で
も
、
命
が
終
わ
れ

ば
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

仏
教
の
教
え
は
命
が
終
わ
っ
て

か
ら
ど
う
こ
う
し
よ
う
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、命
が
終
わ
る
ま
で
に

ど
う
し
よ
う
か
と
、ど
う
な
れ
ば
い

い
の
か
を
教
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。

た
だ
お
経
に
は
し
ば
し
ば
生
き
て

い
る
間
は
無
理
だ
ろ
う
か
ら
、
い

ま
の
生
き
方
に
こ
だ
わ
り
が
な
く

な
れ
ば
、
解
脱
を
得
ら
れ
る
と
。

そ
れ
を
「
寿
終
わ
る
」
と
表
現
し

て
い
る
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
こ
の

生
き
方
に
こ
だ
わ
り
が
な
く
な
れ

ば
と
い
う
意
味
あ
い
の
よ
う
で
す
。

古
田
和
弘
師 

講
述
　
　
　
　
　

 

『
仏
説
無
量
寿
経
』
よ
り
抜
粋

『
仏
説
無
量
寿
経
』

�

に
つ
い
て
�

法
話
コ
ー
ナ
ー

法
話
コ
ー
ナ
ー

（6）



　

左
記
の
日
程
に
て
秋
季
彼
岸
法
要

が
勤
ま
り
ま
す
。
併
せ
て
今
年
よ
り

永
代
供
養
墓
「
清
風
精
舎
」
の
合
同

法
要
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
の
度
は
少
し
趣
向
を
変
え
て
、

法
要
後
に
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
を
予
定

し
て
お
り
ま
す
。
ご
多
用
中
と
は
存

じ
ま
す
が
、
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

お
参
り
下
さ
い
。記

■
日
程
　
九
月
十
九
日
日

 

午
前
九
時 

　 

受
付

 

午�

前
九
時
半 　�

�

永
代
供
養
墓
合
同
法
要

 

午
前
十
時 　

 

秋
季
彼
岸
法
要

 

午
前
十
時
半 　 

法
話

 

午
前
十
一
時 　 

 

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト

 

正
午 　
　
　　

 

終
了

お
斎
（
昼
食
）
は
お
持
ち
帰
り
用

の
お
弁
当
を
ご
用
意
い
た
し
ま
す
。

 

以
上

　
新
た
に
願
興
寺
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設

い
た
し
ま
し
た
。
お
寺

の
概
要
や
行
事
案
内
、

ま
た
永
代
供
養
墓
に
つ

い
て
の
情
報
な
ど
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。

良
か
っ
た
ら
ご
覧
に

な
っ
て
下
さ
い
。

　

お
寺
で
の
仏
事
・
ご
家
庭
で

の
仏
事
な
ど
の
際
に
包
み
も
の

の
表
書
き
を
ど
の
よ
う
に
書
け

ば
よ
い
の
か
悩
む
時
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
一
般
的
な
真
宗
門
徒
の

お
葬
式
や
ご
法
事
の
時
に
は
、

「
御
仏
前
」と「
御
布
施
」の
二
種

類
の
包
み
を
用
意
い
た
し
ま
す
。

最
近
で
は
二
つ
と
も「
御
布
施
」

と
し
て
ま
と
め
て
し
ま
う
方
も

多
い
で
す
が
、
正
式
に
は「
御
仏

前
」
と
「
御
布
施
」
と
分
け
て
用

意
す
る
の
が
作
法
で
す
。
そ
れ

は
お
寺
の
本
堂
で
勤
め
る
法
事

や
葬
儀
で
あ
っ
て
も
、自
宅
や

葬
儀
場
な
ど
で
勤
め
る
も
の
で

あ
っ
て
も
、同
様
で
あ
り
ま
す
。

　

で
は
「
御
仏
前
」
と
は
い
っ

た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

元
々
、
御
仏
前
と
は
仏
様
（
阿

弥
陀
仏
）
の
前
に
備
え
る
も
の
。

も
う
少
し
簡
素
な
表
現
を
す
れ

ば
、
仏
様
に
対
す
る
御
礼
と

言
っ
た
方
が
解
り
や
す
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

新
潟
県
の
真
宗
門
徒
の
葬
儀

や
法
事
で
は
必
ず
、御
本
尊
（
阿

弥
陀
仏
が
画
が
れ
た
掛
け
軸
）

を
お
寺
に
迎
え
に
い
き
、
自
宅

な
ど
の
床
の
間
に
お
飾
り
し
て

仏
事
が
勤
め
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
全
国
的
に
も
珍
し

い
風
習
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
わ
ざ
わ
ざ
お
寺
か
ら
阿
弥

陀
仏
が
お
越
し
下
さ
る
こ
と
へ

の
気
持
ち
を
込
め
て
「
御
仏
前
」

が
包
ま
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
「
御
仏
前
」
と
は
、

阿
弥
陀
仏
へ
の
お
礼
、
ま
た
御

本
尊
を
下
ろ
さ
れ
る
お
寺
へ
の

お
礼
。「
御
布
施
」
と
は
儀
式

を
勤
め
る
僧
侶
へ
の
お
礼
と
し

て
、
二
種
類
の
包
み
が
あ
る
の

で
す
。

�

教
化
布
教
部
長
　
長
谷
川�

勇

秋
季
彼
岸
法
要

秋
季
彼
岸
法
要

永
代
供
養
墓
合
同
法
要

永
代
供
養
墓
合
同
法
要

仏
事
一
口
メ
モ

仏
事
一
口
メ
モ
　 

御
仏
前
と 

 

御
布
施
に
つ
い
て 

　

https://gankouji.org/

願興寺のホームページ
を開設しました

ご
案
内

（7）



　　
二
〇
二
一
年
十
一
月
二
十
四
日
㈬�

　
　
　
　
　
　
　
　
～
二
十
五
日
㈭

　　
一
二
、〇
〇
〇
円 

＊
当
日
徴
収
し
ま
す

　　�

申
込
書
も
し
く
は
お
電
話
に
て
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

期 

日
参
加
費

申
込
み

「�

心
が
濁
れ
ば
、
行
い
も
汚
れ
、�

行
い
が
汚
れ
る
と
、
苦
し
み
を�

避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。�

心
を
清
め
、
行
い
を
慎
む
こ
と
が�

人
間
と
し
て
の
要
で
あ
る
」�

�

仏
教
聖
典
よ
り

　

昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
で
お
休
み
し
ま
し
た
が
、
今
年

は
下
記
の
日
程
で
、
赤
倉
ホ
テ
ル
で

開
催
さ
れ
る
有
縁
講
に
参
加
い
た
し

ま
す
。
有
縁
講
は
法
話
を
聞
き
、
温

泉
に
つ
か
っ
て
、
多
く
の
人
た
ち
に

身
や
心
を
癒
し
て
も
ら
う
た
め
に
開

か
れ
る
会
で
す
。

稲
刈
り
な
ど
の
農
作
業
も
ひ
と
段

落
し
て
、
年
末
の
慌
た
だ
し
さ
を
迎

え
る
前
に
、
ゆ
っ
く
り
体
を
休
め
る

ひ
と
時
と
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

願
興
寺 

秋
の
旅
行

赤
倉
温
泉
と
有
縁
講
の
旅

　
●
十
一
月
二
十
四
日
㈬

午
前
九
時
半
　	

願
興
寺
集
合
・
出
発
（
バ
ス
）

午
前
十
一
時
　	

昼
食
（「
食
堂
ミ
サ
」�

�
�

上
越
市
中
郷
）

午
後
十
二
時
半	

赤
倉
ホ
テ
ル
到
着

午
後
一
時
～
　	

勤
行
・
法
話

午
後
三
時
～
　	

自
由
時
間
（
入
浴
な
ど
）

午
後
五
時
半
～	

夕
食
・
懇
親
会

　
　
※�

懇
親
会
で
は
、
劇
団
に
よ
る
演
芸
や
カ
ラ
オ
ケ
が

あ
り
ま
す
。

●
十
一
月
二
十
五
日
㈭

午
前
七
時
半	

勤
行
・
法
話

午
前
八
時
半
　	

朝
食

午
前
九
時
～
　	

自
由
時
間
（
入
浴
な
ど
）

午
前
十
一
時
半	

赤
倉
ホ
テ
ル
出
発
（
バ
ス
）

午
後
十
二
時
半	

昼
食
（
米
山
Ｓ
Ａ
）

午
後
二
時
頃
　	

願
興
寺
到
着
予
定

＊�

尚
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状

況
な
ど
に
よ
っ
て
は
、
中
止
も
し
く
は

日
程
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
了
解
下
さ
い
。

日
程
（
予
定
）

（8）



１月１日  修正会
　　２日  年頭法会
　　４日  寺年始
　　１９日  初めてのヨガ教室

２月７日  会計監査
  第１回役員会
　　１６日  初めてのヨガ教室

３月２日  事務局（彼岸法要案内発送）
　　２０日  春季彼岸法要・帰敬式
　　３０日  初めてのヨガ教室

４月２０日  初めてのヨガ教室
　　２６日  護持会費（前期）納入日

５月９日  第２回役員会
　　１８日  初めてのヨガ教室
　　２６日～２７日
  お取越報恩講
  講師　井上 正 師

６月２０日  願興寺お茶会
　　２２日  初めてヨガ教室
　　２７日  第３回役員会
　　３０日  事務局（盆参等案内発送）

２０２1年上半期 行事報告
２０２1年１月～２０２1年６月

２０２1年下半期 行事予定
２０２1年７月～２０２1年1２月

７月６日  お経会①
　　２０日  お経会②
　　２７日  盆参　講師 松野秀則 師
　　２８日  初めてのヨガ教室

８月１日  盆参　講師 髙橋深恵 師
　　７日  盆参　講師 今泉温資 師
　　１０日  お経会③
　　１３日  盂蘭盆会（～１６日）
　　１８日  墓地清掃（お盆片づけ）
　　２４日  お経会④
　　３１日  初めてのヨガ教室

９月７日  お経会⑤
　　１９日   秋季彼岸・ 

永代供養墓合同法要
　　２１日  お経会⑥
　　２８日  初めてのヨガ教室

１０月５日  お経会⑦
　　１９日  お経会⑧
　　２７日  初めてのヨガ教室

１１月２日  お経会⑨
　　１４日  永代経法要
　　１６日　お経会⑩
　　２４日～２５日
  願興寺秋の旅行
  赤倉ホテル 有縁講
　　３０日  初めてのヨガ教室

１２月初旬  第４回役員会
　　２１日  初めてのヨガ教室
　　３１日  除夜の鐘

（9）



　

も
う
す
ぐ
お
盆
の
時
期
と
な
り

ま
す
。
昨
年
は
、
帰
省
さ
れ
た
方

が
少
な
く
、
ま
た
密
を
さ
け
る
た

め
な
る
べ
く
少
人
数
で
お
参
り
に

来
ら
れ
た
の
で
、
お
墓
参
り
も
混

み
合
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
さ
て
今
年
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

で
、地
域
の
寄
合
い
や
忘
新
年
会
、

お
祭
り
な
ど
の
中
止
。
ま
た
冠
婚

葬
祭
に
お
い
て
も
必
要
最
低
限
の

人
数
で
執
り
行
う
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
の
つ
な
が
り
を
確
か
め
る
場
が

失
わ
れ
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
人
間

関
係
が
希
薄
に
な
っ
て
き
た
よ
う

に
も
感
じ
ま
す
。

　

お
盆
も
ま
た
亡
く
な
ら
れ
た

方
々
と
の
つ
な
が
り
を
確
か
め
る

時
間
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う

な
状
況
が
続
い
て
い
け
ば
、
そ
の

よ
う
な
時
間
さ
え
失
わ
れ

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

危
惧
し
ま
す
。

�

編
集
委
員
　
髙
橋
　
深
恵

 
ご
生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

令
和
三
年
一
月
～

　
　
令
和
三
年
五
月

⿎
一
月
十
一
日
　
関
原
南

寺
塚
理
恵
子
　
七
十
四
歳

⿎
一
月
十
四
日
　
柏
崎

杉
本
ハ
ツ
イ
　
九
十
歳

⿎
一
月
十
五
日
　
沢
下
條

丸
山
恵
津
子
　
七
十
九
歳

⿎
一
月
二
十
七
日
　
西
山

若 

月 

傳 

松
　
九
十
一
歳

⿎
一
月
二
十
八
日
　

黒 

木 

藤 

子
　
九
十
九
歳

⿎
二
月
二
十
三
日
　
上
除
西

太
刀
川 

保
　
八
十
六
歳

⿎
二
月
十
四
日
　
関
原
南

佐
藤
ミ
ツ
イ
　
八
十
五
歳

⿎
二
月
二
十
四
日
　
喜
多
町

小 

片  
 

勇
　
八
十
三
歳

⿎
三
月
十
二
日
　
刈
羽

丸 
山 
勤 
子
　
六
十
六
歳

⿎
四
月
一
日
　
来
迎
寺

関 

谷 

チ 

イ
　
九
十
二
歳

⿎
四
月
五
日
　
関
原
町
一

高 

橋 

ミ 

サ
　
九
十
一
歳

⿎
四
月
二
十
九
日
　
関
原
町
三

藤 

塚 

カ 

ツ
　
九
十
三
歳

⿎
五
月
八
日
　
上
越

浅
野
由
美
子
　
七
十
三
歳

お
く
や
み

お
経
会

お
経
会
のの

  

ご
案
内

ご
案
内

　

お
経
会
は
、
復
習
か
ら
始
ま
り

ゆ
っ
く
り
丁
寧
に
進
め
て
い
ま
す
。

午
後
七
時
三
十
分
か
ら
で
す
の
で
、

お
仕
事
帰
り
や
夕
飯
後
の
空
い
た

時
間
に
練
習
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

皆
様
の
ご
参
加
を
ぜ
ひ
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

第
十
七
期
お
経
会 

予
定

第
一
回	

七
月
六
日
㊋

第
二
回	

七
月
二
十
日
㊋

第
三
回	

八
月
十
日
㊋

第
四
回	

八
月
二
十
四
日
㊋

第
五
回	

九
月
七
日
㊋

第
六
回	

九
月
二
十
一
日
㊋

第
七
回	

十
月
五
日
㊋

第
八
回	

十
月
十
九
日
㊋

第
九
回	

十
一
月
二
日
㊋

第
十
回	
十
一
月
十
六
日
㊋

▼
隔
週
火
曜（
全
十
回
予
定
）

▼
午
後
七
時
三
十
分
～
九
時

▼
事
前
申
し
込
み
不
要

編
集
後
記
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