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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

昨
年
中
は
、
当
寺
の
護
持
に
対
し
ま
し
て
、

ご
協
力
と
ご
理
解
を
賜
り
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

　

さ
て
今
年
は
願
興
寺
の
開
基
六
〇
〇
年
の

節
目
の
年
で
あ
り
ま
す
。『
願
興
寺
縁
起
』

（
由
緒
書
き
）
に
よ
れ
ば
、
応
永
二
十
九
年

（
一
四
二
二
年
）
に
佐
渡
出
身
の
武
士
・
高

橋
源
左
衛
門
唯
春
（
釋
圓
恵
）
に
よ
っ
て
開
か
れ

た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
以
来
、
一
向
宗
の
弾
圧

で
寺
が
取
り
潰
さ
れ
た
り
、
二
度
の
大
火
に
よ
り

本
堂
や
庫
裏
な
ど
が
焼
失
し
た
り
、
ま
た
戦
争
や

自
然
災
害
な
ど
、
実
に
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
苦

難
を
乗
り
越
え
、
現
在
に
至
り
ま
す
。
改
め
て
願

興
寺
を
護
持
さ
れ
て
き
た
先
人
の
方
々
の
ご
苦
労

に
頭
が
下
が
り
ま
す
。

　

話
は
そ
れ
ま
す
が
、
昨
年
の
暮
れ
に
京
都
・
東

本
願
寺
で
の
住
職
修
習
・
住
職
任
命
式
を
受
け
て
、

正
式
に
願
興
寺
の
住
職
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
二
年
延
期
し
て

い
ま
し
た
の
で
、
本
当
に
待
ち
に
待
っ
て
の
こ
と

で
し
た
。

　

開
基
か
ら
数
え
て
、
私
で
二
十
四
世
（
代
目
）

と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
願
興
寺
の
六
〇
〇
年
の

歴
史
と
そ
れ
を
支
え
て
こ
ら
れ
た
先
人
の
願
い
を

受
け
継
い
で
い
く
こ
と
な
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
開
基
六
〇
〇
年
の
節
目
に
住
職
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
先
の
願
興
寺
の
新
し

い
歴
史
を
紡
い
で
い
く
責
任
が
あ
る
の
だ
と
身
が

ひ
き
し
ま
る
思
い
で
す
。

　

ま
だ
ま
だ
未
熟
で
は
あ
り
ま
す
が
、
坊
守
共
々
、

皆
様
か
ら
の
、
さ
ら
な
る
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
程
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

「阿
あ

弥
み

陀
だ

堂
ど う

・御
ご

影
え い

堂
ど う

（京都 東本願寺）」
手前が阿弥陀堂で、奥が親鸞聖人の御影（木像）がおかれ
る御影堂。両堂とも親鸞聖人750回御遠忌の記念事業でご
修復され、2019年には国の重要文化財にも指定された。

令
和
四
年
元
旦

巻頭言
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十
二
月
十
一
日
か
ら
十
三
日
の

日
程
で
京
都
・
東
本
願
寺
で
行
わ

れ
た
住
職
修
習
・
住
職
任
命
式
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

で
二
度
の
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
が
、
全
国
的
に
感
染
が
落

ち
着
い
て
い
る
状
況
を
鑑
み
て
、

な
る
べ
く
早
め
に
と
い
う
こ
と
で
、

住
職
修
習
に
参
加
す
る
運
び
と
な

り
ま
し
た
。

　

こ
の
度
は
住
職
と
と
も
に
副
会

長
の
長
谷
川
勇
氏
、
私
、
長
谷
川

弘
二
の
三
名
で
参
り
ま
し
た
。

　

十
一
日
の
午
前
九
時
半
よ
り
開

講
式
。
そ
の
後
は
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
を
行
い
、
午
後
か
ら

講
義
や
話
し
合
い
な
ど
、
瞬
く
間

に
初
日
が
終
わ
り
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
午
前
中
、
住
職
さ
ん

方
は
法
要
の
出
仕
の
心
得
を
学
び
、

私
た
ち
は
お
内
仏
に
つ
い
て
教
え

て
い
た
だ
き
、
普
段
な
か
な
か
聞

く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で　

あ
り

が
た
か
っ
た
で
す
。
そ
の
後
は
境

内
の
清
掃
奉
仕
を
行
い
、
午
後
か

ら
は
お
寺
の
役
割
や
使
命
に
つ
い

て
学
び
、
他
の
住
職
さ
ん
た
ち
と

と
も
に
こ
れ
か
ら
の
お
寺
を
ど
う

し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
意
見
を

交
わ
し
ま
し
た
。

　

三
日
目
の
全
体
座
談
会
で
は
総

代
と
住
職
が
向
き
合
い
、
互
い
に

抱
負
と
決
意
を
語
る
の
で
す
が
、

様
々
な
思
い
が
あ
ふ
れ
、
こ
み
上

げ
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
午
後
か
ら
、
い
よ
い
よ
御

影
堂
に
て
住
職
任
命
式
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
う
ち
の
住
職
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
他
の
新
し
い
住
職
さ

ん
た
ち
が
誕
生
す
る
場
に
立
ち
会

う
こ
と
が
で
き
て
光
栄
で
し
た
。

　

待
ち
に
待
っ
た
新
住
職
の
誕
生
。

や
っ
と
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
て

た
思
い
で
す
。
改
め
て
、「
代
務
」

が
は
ず
れ
た
新
住
職
と
と
も
に
、

願
興
寺
を
盛
り
立
て
、
ご
門
徒
の

皆
様
が
気
軽
に
足
を
運
ん
で
い
た

だ
け
る
よ
う
な
お
寺
に
な
っ
て
い

く
こ
と
を
願
い
ま
す
。

�

（
報
告 

長
谷
川
弘
二
）

住
職
修
習
・
住
職
任
命
式

報

告

（2）



　

十
一
月
十
四
日
に
恒
例
の
永
代

経
法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。
当
日

は
た
ま
の
秋
晴
れ
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
約
六
十
名
も
の
方
々
か
ら

お
参
り
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

永
代
経
法
要
は
「
永
代
に
故
人

を
供
養
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

読
経
が
行
わ
れ
る
こ
と
」
の
考
え

の
他
に
「
永
代
に
三
部
経
（
仏
教

の
教
え
）
を
伝
え
て
い
く
こ
と
」

の
意
味
が
あ
り
、
仏
法
聴
聞
の
場

で
あ
る
お
寺
を
護
持
し
て
下
さ
っ

て
い
る
皆
さ
ん
へ
の
感
謝
を
こ
め

て
勤
ま
る
法
要
で
も
あ
り
ま
す
。

　

法
話
は
新
潟
市
の
明
誓
寺
住

職
・
田
沢
一
明
師
に
お
話
し
い
た

だ
き
ま
し
た
。
田
沢
師
は
永
代
経

法
要
の
案
内
の
呼
び
か
け
に
あ
っ

た
「
亡
く
な
ら
れ
た
方
を
偲
び
つ

つ
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
す
機

会
を
い
た
だ
く
」
こ
と
に
触
れ
ら

れ
て
、
私
た
ち
は
亡
く
な
ら
れ
た

方
々
を
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
存

在
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
の
か
、

問
い
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

様
々
な
受
け
止
め
が
あ
り
ま
す

が
、
仏
教
で
は
亡
く
な
ら
れ
た

方
々
を
仏
さ
ま
や
光
と
な
っ
て
私

た
ち
の
そ
ば
に
い
る
と
表
現
さ
れ

て
き
た
の
だ
と
。
そ
れ
は
亡
く
な

ら
れ
た
方
々
を
自
分
の
都
合
で
ど

こ
か
遠
く
に
追
い
や
る
の
で
は
な

く
、
私
た
ち
に
寄
り
添
い
、
時
に

問
い
か
け
、
導
き
、
支
え
て
く
る

存
在
と
し
て
受
け
止
め
て
き
た
の

だ
と
お
話
し
下
さ
い
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
自
分
の
都
合
通
り
に

事
が
運
ん
で
い
く
こ
と
を
幸
せ
で

あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま

す
。
し
か
し
自
分
の
都
合
ば
か
り
を

考
え
て
い
く
こ
と
は
、
自
分
以
外

の
他
者
を
か
え
り
み
ず
、
排
除
し
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
人
間
の

愚
か
さ
を
見
つ
め
続
け
ら
れ
た
の

が
仏
教
の
教
え
で
す
。
そ
の
教
え
に

触
れ
る
ご
縁
を
亡
き
方
々
が
私
た

ち
に
繋
げ
て
下
さ
っ
て
い
る
の
だ

と
、
田
沢
師
の
法
話
を
お
聞
き
し
、

改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

報

告

永
代
経
法
要

（3）



　

去
る
九
月
十
九
日
に
秋
季
彼
岸

法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
今

回
よ
り
永
代
供
養
墓
の
合
同
法
要

も
併
せ
て
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。

　

先
に
永
代
供
養
墓
の
前
に
て
法

要
が
勤
ま
り
、
ご
縁
の
あ
る
約
二
十

名
の
方
が
お
参
り
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

永
代
供
養
墓
「
清
風
精
舎
」
は

建
立
さ
れ
て
十
年
以
上
が
経
ち
ま

す
が
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
方
々

と
の
ご
縁
を
結
ん
で
ま
い
り
ま
し

た
。
そ
の
ご
縁
を
大
切
に
し
て
い

き
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
今
回
の

合
同
法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
は
、
引
き
続
き
、
本
堂

に
て
秋
季
彼
岸
法
要
の
お
勤
め
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

通
常
で
あ
れ
ば
、
法
要
の
後
は

講
師
の
方
か
ら
法
話
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
が
、
こ
の
度
は
趣
向
を

変
え
て
、
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
を
開

催
い
た
し
ま
し
た
。

　

演
奏
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
長

岡
市
内
を
中
心
に
活
動
さ
れ
て
い

る
ジ
ャ
ズ
ユ
ニ
ッ
ト
の
方
々
で
、

「
お
祭
り
」
を
テ
ー
マ
に
賑
や
か

で
楽
し
い
音
楽
を
聞
か
せ
て
下
さ

い
ま
し
た
。
奇
し
く
も
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
二
年

連
続
で
関
原
の
お
祭
り
が
中
止
に

な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
催
し
は
久
し
ぶ
り
だ
っ
た

と
い
う
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
の

合
同
法
要
で
し
た
が
、
皆
様
に
お

参
り
し
て
よ
か
っ
た
と
言
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
ま
た
あ
れ
こ
れ

考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

秋
季
彼
岸
・

永
代
供
養
墓

合
同
法
要

報

告

（4）



《
原
文
》

　

仏ほ
と
け

、
阿あ

難な
ん

に
語
り
た
ま
わ
く
、

「
無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

仏ぶ
つ

は
寿じ

ゅ

命み
ょ
う

長じ
ょ
う

久く

に
し
て

称し
ゅ
う

計げ

す
べ
か
ら
ず
。
汝な

ん
じ

む
し
ろ

知
ら
ん
や
。
た
と
い
十じ

ゅ
っ

方ぽ
う

世せ

界か
い

の

無む

量り
ょ
う

の
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

、
み
な
人に

ん

身じ
ん

を
得

て
こ
と
ご
と
く
声し

ょ
う

聞も
ん

・
縁え

ん

覚が
く

を
成

就
せ
し
め
て
、
す
べ
て
共
に
集し

ゅ
う

会え

し
て
、
思
い
を
禅し

ず

か
に
し
心
を
一

つ
に
し
て
、
そ
の
智
力
を
竭つ

く

し
て

百ひ
ゃ
く

千せ
ん

万ま
ん

劫ご
う

に
お
い
て
、
こ
と
ご
と

く
共
に
推す

い

算さ
ん

し
て
そ
の
寿
命
の
長じ

ょ
う

遠お
ん

の
数
を
計か

ぞ

え
ん
に
、
窮き

わ

め
尽
く

し
て
そ
の
限げ

ん

極ご
く

を
知
る
こ
と
能あ

た

わ

じ
。

《
現
代
語
訳
》

【
釈
尊
は
阿
難
に
語
ら
れ
た
。「
無
量
寿
仏

は
、
寿
命
が
長
く
久
し
く
、
計
算
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ど
う
し
て
汝
に
わ
か
る

で
あ
ろ
う
か
。
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。
た

と
い
、
十
方
世
界
の
無
量
の
衆
生
が
、
人

間
の
身
を
受
け
て
生
ま
れ
た
と
し
て
、
こ

と
ご
と
く
声
聞
と
な
り
、
縁
覚
と
な
っ
て
、

す
べ
て
の
者
が
集
ま
っ
て
、
心
を
静
め
て

精
神
を
統
一
し
て
、
百
千
万
劫
に
わ
た
っ

て
智
力
を
尽
く
し
て
、
と
も
ど
も
に
計
算

し
て
、
無
量
寿
仏
の
寿
命
の
長
さ
を
計
っ

た
と
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
寿
命
の

極
限
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
」】

「
声

し
ょ
う

聞も
ん

・
縁え

ん

覚が
く

」

　
「
声
聞
・
縁
覚
を
成
就
せ
し
め

て
」
声
聞
と
は
煩
悩
を
滅
し
て
阿

羅
漢
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
人
を

言
い
ま
す
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
非
常
に
珍
し
い

出
来
事
と
し
て
、
縁
覚
に
な
る
。

縁
覚
と
は
、
無
師
独
悟
し
て
縁
起

と
い
う
道
理
に
目
覚
め
た
人
で
す
。

一
種
の
覚
り
を
得
た
人
で
す
。
辟

び
ゃ
く

支し

仏ぶ
つ

と
も
い
い
ま
す
。

　
「
声
聞
」
と
か
「
縁
覚
」
と
い

う
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
は
「『
仏
説
無
量
寿
経
』
が

出
来
上
が
る
少
し
前
に
「
三
乗
」

と
い
う
思
想
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
声
聞
乗
」・「
縁
覚
乗
」・「
菩

薩
乗
」
の
こ
と
で
す
。「
声
聞
乗
」

と
は
声
聞
の
人
た
ち
が
乗
る
乗
り

物
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
四

諦
の
法
（
苦
・
集
・
滅
・
道
）
を

修
め
た
ら
、
煩
悩
が
な
く
な
っ
て

い
く
と
い
う
教
え
な
ん
で
す
ね
。

煩
悩
の
が
な
く
な
っ
た
人
を
阿
羅

漢
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
れ
が
声

聞
の
理
想
で
す
。

　
「
縁
覚
乗
」あ
る
い
は「
独
覚
乗
」

と
い
う
の
は
縁
起
の
法
を
覚
っ
て

「
辟
支
仏
」
に
成
る
。
お
釈
迦
様

は
縁
起
と
い
う
法
を
覚
ら
れ
て
仏

に
成
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
け
れ
ど

も
お
釈
迦
さ
ま
は
自
分
が
覚
ら
れ

た
後
で
、
多
く
の
人
々
に
そ
の
教

え
を
語
ら
れ
た
の
で
す
ね
。
自
分

の
覚
り
の
経
験
を
多
く
の
人
々
に

語
っ
て
聞
か
せ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
縁
覚
と
い
う
の
は
「
縁

起
の
法
」
を
覚
っ
て
辟
支
仏
に

成
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
ま
で
な

の
で
す
。

　

実
は
お
釈
迦
さ
ま
は
覚
り
を
開

い
て
か
ら
、
最
初
に
教
え
を
と
か

れ
る
ま
で
に
数
週
間
あ
っ
た
の
で

す
。
こ
の
間
を
「
辟
支
仏
」
と
い

い
ま
す
。
覚
っ
た
と
い
う
点
で
は

仏
な
ん
で
す
が
、
ま
だ
誰
に
も

語
っ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
人

類
に
と
っ
て
仏
は
い
な
い
の
と
同

じ
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
初
め
て
教

え
を
説
く
、
自
分
の
覚
り
の
体
験

を
語
っ
て
聞
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
初
め
て
地
球
上
に
仏
が
姿
を

現
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
縁
覚
と
い
う
の
は
覚
っ
た

け
れ
ど
も
人
に
は
一
切
語
っ
て
い

な
い
状
態
な
の
で
す
。
こ
れ
を
大

乗
仏
教
は
自
分
の
こ
と
し
か
考
え

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
批
判

し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て「
菩
薩
」

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

　
「
菩
薩
」は「
人
々
を
救
い
た
い
」

と
願
っ
て
い
る
存
在
で
す
。
こ
れ

が
仏
教
の
理
想
的
な
あ
り
方
、
つ

ま
り
お
釈
迦
さ
ま
は
自
分
の
満
足

の
た
め
で
は
な
く
、
菩
薩
の
願
い

を
も
っ
て
活
躍
さ
れ
た
の
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
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お
く
や
み
令
和
三
年
七
月
～
令
和
三
年
十
二
月

ご
生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

⿎
七
月
十
四
日
　
草
生
津

岩
崎
ユ
キ
エ
　
九
十
二
歳

⿎
七
月
十
七
日
　
曙

棚
橋
美
智
子
　
八
十
六
歳

⿎
七
月
二
十
四
日
　
中
島

廣�

川�

キ�

ン
　
九
十
八
歳

⿎
八
月
十
九
日
　
上
除

太
刀
川
幸
雄
　
七
十
五
歳

⿎
八
月
二
十
日
　
坂
之
上

川�

口�

弘�

治
　
八
十
五
歳

⿎
九
月
五
日
　
大
山

五
十
嵐
テ
ル
　
八
十
六
歳

⿎
九
月
二
十
六
日
　
関
原
一

原�  �

義�

勇
　
九
十
四
歳

⿎
二
月
二
十
三
日
　
上
除
西

太
刀
川 

保
　
八
十
六
歳

⿎
十
月
一
日
　
関
原
南

丸�

山�

良�

吉
　
九
十
九
歳

⿎
十
月
八
日
　
上
除

太
刀
川
圭
二
　
九
十
五
歳

⿎
十
月
八
日
　
西
山
町
別
山

長
谷
川
マ
リ
子
　
八
十
三
歳

⿎
十
一
月
五
日
　
上
除

栃�

倉�  �

洋
　
八
十
歳

⿎
十
一
月
十
二
日
　
中
島

嘉�
瀬�
三�
男
　
九
十
三
歳

⿎
十
一
月
十
六
日
　
中
島

長
谷
川
良
夫
　
八
十
七
歳

⿎
十
二
月
一
日
　
旭
岡

牛
木
真
由
美
　
六
十
三
歳

⿎
十
二
月
七
日
　
西
蔵
王

平�

澤�

信�

行
　
六
十
六
歳

　

徳
川
家
康
は
、
仏
教
を
大
切

に
し
た
。
戦
国
時
代
も
終
わ
り
、

武
士
は
儒
教
を
学
び
、
農
民
・

庶
民
に
仏
教
を
す
す
め
た
。
信

長
は
仏
教
を
弾
圧
し
て
キ
リ
ス

ト
教
を
す
す
め
た
が
、
家
康
は

平
和
に
徹
し
、
鎖
国
の
中
で
農

業
を
盛
ん
に
し
た
。
本

当
の
天
下
統
一
と
は
、

戦
争
の
な
い
三
度
の
飯

を
食
べ
ら
れ
、
子
供
も

増
え
、
先
祖
の
墓
を
大

切
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

浄
土
真
宗
は
、
当
初
か
ら
こ

の
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
宗
教

で
あ
っ
た
の
で
、
家
康
は
こ
の

宗
派
を
す
す
め
、
京
都
七
条
に

本
山
を
置
き
、
全
国
に
本
願
寺

教
団
に
属
す
る
寺
院
を
数
多
く

置
き
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
村
落
、

家
ご
と
に
一
家
一
寺
制
を
置
い

た
。（
本
山

－

末
寺
制
）

　

そ
の
檀
家
で
は
、
葬
儀
、
年

季
法
要
、講
、宗

し
ゅ
う
も
ん
あ
ら
た
め
ち
ょ
う

門
改
帳
（
生
・

死
・
奉
公
な
ど
の
人
別
帳
）
を

檀だ
ん

那な

寺
に
依
存
し
た
。
も
と
も

と
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
寺
院

を
建
立
す
る
意
図
は
な

か
っ
た
が
、
徳
川
幕
府

の
政
策
（
民
衆
掌
握
）

と
浄
土
真
宗
普
及
の
意

図
が
一
致
し
た
結
果
で

あ
ろ
う
。

　

徳
川
幕
府
が
倒
れ
た
明
治
維

新
の
時
で
も
（
廃
仏
毀
釈
）
真

宗
は
大
き
な
影
響
受
け
ず
、
伝

統
仏
教
集
団
の
中
で
も
最
大

の
教
団
と
し
て
現
在
も
存
在

し
て
い
る
。（
約
二
万
ケ
寺
、

千
三
百
万
人
）

江
戸
時
代
の
浄
土
真
宗

江
戸
時
代
の
浄
土
真
宗

C
O
LU
M
N

願
興
寺
衆
徒
　
太 

田 

　 

修
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新型コロナウイルスの感染拡新型コロナウイルスの感染拡
大の状況によっては予定を変大の状況によっては予定を変
更させたいただくことがあり更させたいただくことがあり
ます。ます。

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～１６日�
� ●盂蘭盆会
　　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
　　１４日�●法中講
　　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
　　１６日�●三役会
　　１９日�●お経会⑧
　　２７日�●初めてのヨガ教室

１１月９日�●お経会⑨
　　１４日�●永代経法要�講師�田沢一明氏�
� ●第４回役員会
　　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１０日～１３日�
� ●住職修習・住職任命式�
� 　（京都・東本願寺にて）
　　２１日�●初めてのヨガ教室
　　３１日�●除夜の鐘

２０２1年下半期 行事報告
２０２1年７月～２０２1年1２月

１月１日�●修正会
　　２日�●年頭法会
　　４日�●寺年始
　　２６日�●初めてのヨガ教室

２月２日�●前坊守祥月命日
　　３日�●前々坊守祥月命日
　　５日�●前々住職祥月命日
　　１３日�●会計監査�
� ●第１回役員会
　　１６日�●初めてのヨガ教室

３月６日�●新旧世話方会議
　　下旬�●春季彼岸法要・帰敬式
　　３０日�●初めてのヨガ教室

４月初旬�●第２回役員会
　　２０日�●初めてのヨガ教室

５月１８日�●初めてのヨガ教室
　　２８日～２９日�
� ●お取越報恩講
　　２９日�●前坊守祥月命日

６月２２日�●初めてのヨガ教室
　　２６日�●願興寺お茶会

２０２２年上半期 行事予定
２０２２年1月～２０２２年6月
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報告報告願興寺秋の旅行願興寺秋の旅行
赤倉ホテル 有縁講赤倉ホテル 有縁講

　

願
興
寺
で
は
毎
月
一
回
ヨ

ガ
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

初
め
て
参
加
の
方
も
、
そ
う

で
な
い
方
も
皆
さ
ん
が
一
緒

に
で
き
る
範
囲
で
楽
し
め
る

教
室
で
す
。
冬
場
に
な
り
な

か
な
か
体
を
動
か
す
機
会
が

減
っ
て
く
る
時
期
か
と
思
い

ま
す
。
ぜ
ひ
お
寺
で
ヨ
ガ
を

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

真
宗
門
徒
の
お
勤
め
に
欠
か
せ

な
い
「
正
信
偈
」
を
読
め
る
よ
う

に
な
り
た
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
？�

　

七
月
か
ら
十
一
月
の
全
十
回
の

日
程
で
正
信
偈
を
中
心
と
し
た
練

習
を
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
皆
様
の

ご
参
加
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

第
十
八
期
お
経
会 

予
定

第
一
回	

七
月
五
日
㊋

第
二
回	
七
月
十
九
日
㊋

第
三
回	
八
月
九
日
㊋

第
四
回	

八
月
二
十
三
日
㊋

第
五
回	

九
月
六
日
㊋

第
六
回	

九
月
二
十
日
㊋

第
七
回	

十
月
四
日
㊋

第
八
回	

十
月
十
八
日
㊋

第
九
回	

十
一
月
一
日
㊋

第
十
回	

十
一
月
十
五
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

▼ 

ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た

だ
け
ま
す

　

十
一
月
二
十
四
日
～
二
十
五
日

の
日
程
で
赤
倉
ホ
テ
ル
有
縁
講
に

参
加
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
回

は
十
一
名
の
参
加
で
し
た
が
、
久

し
ぶ
り
の
旅
行
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
楽
し
く
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
二
日
目
は
天
気
も
良

か
っ
た
の
で
、
長
野
の
善
光
寺
に

ま
で
足
を
延
ば
し
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

で
今
回
は
少
人
数
で
し
た
が
、
次

は
も
っ
と
大
勢
の
方
と
共
に
行
き

た
い
も
の
で
す
。

編
集
後
記

　
新
年
号
の
編
集
に
追
わ
れ
る

「
師
走
」。
な
ん
と
な
く
毎
日
慌

た
だ
し
く
過
ご
し
て
い
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
以
前
で
あ
れ
ば
、
こ

の
時
期
、
よ
く
住
職
が
忘
年
会

な
ど
の
飲
み
会
に
出
か
け
る
度

に
、
内
心
「
ま
た
か
」
と
溜
息

を
つ
い
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ

も
何
だ
か
懐
か
し
く
思
い
ま
す
。

　
最
近
で
は
感
染
状
況
も
落
ち

着
い
て
い
る
の
で
、規
制
も
緩
み
、

そ
ろ
そ
ろ
元
の
生
活
に
戻
そ
う

と
い
う
動
き
も
見
ら
れ
ま
す
が
、

一
度
変
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
は

早
々
に
元
に
戻
る
と
は
思
え
ま

せ
ん
し
、
そ
れ
が
果
た
し
て
正

し
い
の
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
、
元
の
生
活
に
戻
り
た

い
と
嘆
く
よ
り
は
、
今
現
在
の

私
の
生
活
を
見
つ
め
な
が
ら
、

新
し
い
発
見
に
出
会
う
こ
と
の

方
が
い
い
か
な

と
思
う
今
日
こ

の
頃
で
す
。

編
集
委
員�

�

髙�

橋�

智�

美

ヨ
ガ

教
室

報
告・案
内

二
〇
二
二
年
予
定

一
月
二
十
六
日
㈬

二
月
十
六
日
㈬

三
月
三
十
日
㈬

四
月
二
十
日
㈬

五
月
十
八
日
㈬

六
月
二
十
二
日
㈬

◦
時
　
間
　�

十
三
時
開
場�

十
三
時
半
開
始

◦
会
　
場
　
願
興
寺
庫
裡

◦
持
ち
物
　
飲
み
物
・
タ
オ
ル

◦�

ど
な
た
様
で
も
ご
参
加
い
た

だ
け
ま
す
。

案
内

第
十
八
期

お
経
会
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