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謹
ん
で
新
春 

の 

お
祝
詞
を

申
し
上
げ
ます

「お稚児さん」平成 2年（1990 年）
山門建立落慶法要に合わせて募集。約 100 名もの
お稚児さんが集まり、法要を盛り上げた。

令
和
六
年
元
旦

　

明
治
維
新
は
キ
リ
ス
ト
教
を
許

可
す
る
と
同
時
に
仏
教
を
弾
圧
し

神
道
(
天
皇
教
)
を
人
々
に
す
す

め
た
。
こ
の
仏
教
の
大
混
乱
を
救

っ
た
二
人
は
い
ず
れ
も
浄
土
真
宗

の
僧
侶
で
あ
っ
た
。
清
沢
は
尾
張

出
身
で
、
東
京
大
学
に
学
び
真
宗

寺
務
改
革
を
出
し
近
代
化
を
す
す

め
、
真
宗
を
学
ぶ
大
学
(
大
谷
大

学
)
を
開
学
さ
せ
た
。
そ
れ
は
「

親
鸞
に
帰
る
」
こ
と
、
自
己
と
は

何
か
、
生
き
る
と
は
何
か
と
い
う

「
仏
教
本
来
の
道
」
を
回
復
す
る

こ
と
を
め
ざ
し
た
。

　

一
方
、
井
上
円
了
は
越
後
(
越

路
町
)
出
身
で
京
都
の
大
谷
派
の

学
校
か
ら
東
京
大
学
で
西
洋
哲
学

を
学
ん
だ
。
井
上
は
仏
教
哲
学
と

西
洋
哲
学
を
融
和
さ
せ
る
学
問
を

め
ざ
し
、
廃
仏
毀
釈
令
で
失
業
し

た
僧
侶
に
教
育
職
を
得
る
た
め
の

学
校
(
哲
学
館
)
を
開
設
し
た
。

の
ち
の
東
洋
大
学
。

　

二
人
と
も
苦
難
や
弾
圧
に
も
あ
っ

た
が
近
代
社
会
に
も
仏
教
が
生
き

残
り
、
仏
教
勢
力
を
も
り
返
せ
た
。

他
の
宗
派
も
真
宗
の
よ
う
に
、
僧

の
結
婚
や
世
襲
を
認
め
信
徒
の
拡

大
を
求
め
た
。

　

や
が
て
こ
れ
ら
の
努
力
が
実
っ
て

「
教
部
省
」
を
廃
止
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
、
廃
仏
毀
釈
運
動
は
止

ま
っ
た
。
や
は
り
、
日
本
の
宗
教
は

仏
教
で
あ
っ
た
。

清
沢
満
之
と
井
上
円
了

願
興
寺
衆
徒　

太
田　

修
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「
願
興
寺
開
基
六
〇
〇
年
・
親

鸞
聖
人
七
五
〇
回
御
遠
忌
法
要
」

の
記
念
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
十
月

二
十
二
日
に
「
願
興
寺
マ
ル
シ
ェ

」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

マ
ル
シ
ェ
は
個
人
単
位
の
小
さ

な
お
店
が
集
ま
っ
て
開
か
れ
る
イ

ベ
ン
ト
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
趣
味

や
得
意
分
野
を
生
か
し
て
作
ら
れ

た
も
の
の
販
売
や
、
ハ
ン
ド
マ
ッ

サ
ー
ジ
や
子
育
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
な
ど
お
店
も
様
々
で
す
。

　

何
よ
り
出
店
者
と
お
客
さ
ん
の

距
離
が
近
く
、
交
流
の
場
と
し
て

盛
ん
で
、
公
共
施
設
な
ど
で
も
開

催
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
最
近
で

は
お
寺
を
会
場
と
し
た
マ
ル
シ
ェ

も
増
え
て
き
て
、
願
興
寺
で
は
今

回
、
初
め
て
の
試
み
と
し
て
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
の
朝
は
、
小
雨
が
降
っ
て

い
る
状
態
で
始
ま
り
ま
し
た
が
、

段
々
と
晴
れ
て
き
て
、
そ
れ
に
伴

い
若
い
方
を
中
心
に
来
場
者
が
増

え
て
、
お
昼
頃
に
は
駐
車
場
も
満

車
で
、
庫
裏
や
本
堂
に
は
大
勢
の

人
が
行
き
来
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

特
に
親
子
連
れ
が
目
立
ち
、
お

寺
の
中
を
走
り
回
っ
た
り
、
様
々

な
お
店
に
目
を
輝
か
せ
て
い
る
子

ど
も
た
ち
の
姿
が
と
て
も
印
象
的

で
し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
「
近
所
に
い

ま
す
が
、
初
め
て
お
寺
に
入
り
ま

し
た
」
と
い
う
ご
意
見
も
多
く
、

新
た
な
交
流
の
場
と
し
て
大
い
に

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　

次
回
の
開
催
は
未
定
で
す
が
、

「
願
興
寺
マ
ル
シ
ェ
」
が
「
新
た

な
つ
な
が
り
」
を
生
み
出
し
て
い

く
場
に
な
れ
ば
と
願
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
(
報
告　

髙
橋
深
恵
)

願
興
寺
マ
ル
シ
ェ
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永
代
経
法
要

永
代
経
法
要

　

す
っ
か
り
秋
も
深
ま
っ
た
十
一

月
十
二
日
、
恒
例
の
永
代
経
法
要

が
勤
ま
り
ま
し
た
。
今
年
最
後
の

法
要
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
約
五

十
名
も
の
方
が
お
参
り
を
さ
れ
ま

し
た
。
勤
行
の
後
は
專
德
寺
(
刈

羽
村
赤
田
町
)
住
職
の
多
田
誓
師

よ
り
ご
法
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

多
田
誓
師
か
ら
は
「
真
宗
の
利

益　

現
生
十
種
の
利
益
」
と
い
う

お
話
を
い
た
だ
き
、
次
の
よ
う
に

聴
聞
し
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
誰
も
が
大
切
な
人
を

亡
く
し
て
い
る
の
で
す
が
、
永
代

経
法
要
と
は
そ
う
し
た
大
切
な
人

を
偲
び
つ
つ
ご
縁
を
通
し
て
自
分

自
身
を
見
つ
め
直
し
、
い
ず
れ
は

お
浄
土
に
還
る
こ
と
に
な
る
わ
が

身
が
後
悔
の
な
い
人
生
だ
っ
た
と
、

決
し
て
む
な
し
い
人
生
な
ん
か
じ

ゃ
な
か
っ
た
と
振
り
返
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
お
念
仏
の
教
え

に
出
会
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
な

の
で
す
。

　

京
都
本
山
の
親
鸞
聖
人
の
ご
木

造
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
く

だ
さ
い
。
念
珠
を
持
つ
両
手
は
合

掌
で
は
な
く
、
念
珠
を
握
り
込
ん

で
い
ま
す
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
さ
ま

の
お
念
仏
に
つ
い
て
お
話
を
し
て

い
る
姿
で
あ
り
、
ご
門
徒
の
皆
さ

ん
に
聴
聞
し
て
ほ
し
い
と
の
現
れ

で
す
。

　

真
宗
の
利
益
は
、
世
間
で
よ
く

言
わ
れ
る
現
世
利
益
で
は
な
く
、

現
生
す
な
わ
ち
現
実
生
活
の
利
益

を
意
味
し
ま
す
。

　
『
教
行
信
証
』
に
は
、
壊
れ
な

い
金
剛
石
の
よ
う
な
真
の
心
を
、

法
話
繰
り
返
し
聴
い
て
得
る
こ
と

で
五
趣
・
八
難
の
道
を
越
え
て
、

必
ず
現
実
生
活
に
十
種
の
益
を
獲

る
、
と
あ
り
ま
す
。

　

五
趣
と
は
、
自
ら
の
業
で
あ
る

身
(
行
動
)
口
(
発
す
る
こ
と
ば
)

意
(
心
)
に
よ
っ
て
お
も
む
く
五

つ
の
道
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生

・
人
間
・
天
を
示
し
ま
す
。
い
つ

も
気
に
か
か
っ
て
逃
れ
ら
れ
な
い

苦
し
み
(
地
獄
)、
い
つ
も
何
か

を
欲
し
が
っ
て
い
る
(
畜
生
)、

い
つ
も
へ
つ
ら
い
媚
び
て
い
る

(
畜
生
)、
い
つ
も
考
え
過
ぎ
て
い

る
(
人
間
)、
容
姿
・
能
力
・
富

を
授
か
っ
て
も
最
期
は
衰
え
る

(
天
)。

八
難
と
は
仏
を
見
ず
仏
法
が
聞
け

な
い
境
界
の
八
種
を
い
い
、
仏
法

を
聴
く
意
味
が
説
か
れ
ま
す
。

　
「
経
教
は
鏡
な
り
」
と
も
言
い

ま
す
。
鏡
で
は
映
せ
な
い
中
身
、

そ
の
中
身
を
映
す
も
の
が
お
経
で

あ
り
、
教
え
で
す
。
教
え
を
聞
き

続
け
る
こ
と
が
真
宗
に
お
け
る
現

実
生
活
の
修
行
で
あ
り
、
生
き
る

意
味
を
見
つ
め
続
け
る
中
で
現
実

生
活
が
成
り
立
っ
て
い
く
の
で
す
。

　
　
　
　
(
報
告　

中
島
美
代
子
)



　

去
る
九
月
二
十
四
日
に
秋
季
彼
岸
、
並
び
に

永
代
供
養
墓
合
同
法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。

　

午
前
九
時
半
よ
り
永
代
供
養
墓
「
清
風
精
舎
」

に
て
合
同
法
要
が
勤
ま
り
、
関
係
者
約
二
十
名

の
方
が
お
参
り
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
本
堂
に
て
秋
季
彼
岸
法
要
が
勤
ま

り
、
法
要
後
に
ピ
ア
ノ
と
フ
ル
ー
ト
の
演
奏
会

が
行
わ
れ
、
気
候
の
良
さ
も
相
ま
っ
て
と
て
も

心
地
よ
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

お
寺
の
環
境
美
化
の
た
め
に
清
掃
奉
仕

の
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
程
よ
く

体
を
動
か
し
て
、
身
も
心
も
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
お

掃
除
の
後
の
お
茶
も
格
別
で
す
。
ぜ
ひ
皆

様
の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

【 

今
後
の
予
定
】

　

・
五
月
十
八
日
（
土
）

　

・
六
月
九
日
（
日
）

　

・
七
月
二
十
六
日
（
日
）

　
　

午
前
十
時
～
午
前
十
一
時

【
活
動
内
容
】

　

境
内
・
庫
裏
な
ど
の
清
掃

内容は天候や参加

人数に応じて決定

秋
季
彼
岸
・
永
代
供
養
墓
合
同
法
要

秋
季
彼
岸
・
永
代
供
養
墓
合
同
法
要

4

清

掃

奉

仕

参
加
者
募
集
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令
和
五
年
七
月
～
令
和
五
年
十
一
月

ご
生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

　

昨
年
の
七
月
一
日
、
護
持
会
副

会
長
・
事
務
局
長
で
あ
っ
た
田
村

公
男
氏
が
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。
あ

ま
り
に
突
然
の
こ
と
で
、
私
や
坊

守
を
始
め
、
多
く
の
方
々
が
驚
き
、

深
い
悲
し
み
に
く
れ
ま
し
た
。

　

田
村
氏
は
若
い
頃
、
電
化
製
品

の
販
売
会
社
で
営
業
マ
ン
と
し
て

ご
活
躍
さ
れ
、
退
職
後
は
生
ま
れ

育
っ
た
深
沢
町
の
町
内
会
の
仕
事

な
ど
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。

　

二
〇
一
六
年
よ
り
護
持
会
役
員

に
な
っ
て
い
た
だ
き
、
二
〇
一
九

年
か
ら
は
事
務
局
長
と
し
て
役
員

会
を
引
っ
張
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
推
進
員
と
し
て
一
緒
に

東
本
願
寺
で
の
研
修
に
も
参
加
し

て
、
他
の
お
寺
の
役
員
さ
ん
た
ち

と
も
積
極
的
に
意
見
を
交
換
し
、

お
寺
の
行
く
末
を
何
よ
り
も
案
じ

願
興
寺
住
職　

髙
橋
深
恵

【
追
悼
】　

田
村
公
男
氏
を
偲
ん
で

願
興
寺
住
職　

髙
橋
深
恵

【
追
悼
】　

田
村
公
男
氏
を
偲
ん
で

て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

他
の
お
寺
が
イ
ベ
ン
ト
を
行
な

え
ば
自
ら
視
察
し
て
「
願
興
寺
で

も
こ
う
し
た
催
し
を
し
た
方
が
い

い
」
と
坊
守
に
提
案
し
て
く
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
五
月
に
行

わ
れ
る
開
基
六
〇
〇
年
の
法
要
へ

も
役
員
が
一
丸
と
な
っ
て
や
っ
て

い
こ
う
と
発
破
を
か
け
て
下
さ
っ

た
と
こ
ろ
で
し
た
。
住
職
と
し
て

未
熟
な
私
に
と
っ
て
本
当
に
か
け

が
え
の
な
い
存
在
で
し
た
。

　

改
め
て
田
村
氏
の
在
り
し
日
の

お
姿
を
偲
び
、
そ
の
足
跡
に
敬
意

を
表
し
ま
す
。

田村公男 氏
法名 願立院釈道公
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2023 年 7月～ 2023 年 12 月 2024 年 1月～ 2024 年 6月

お経会①

清掃奉仕

第３回役員会

初めてのヨガ教室

お経会②

盆参　講師 永寶 卓師

盆参　講師 佐々木恵一郎師

盆参　講師 今泉温資師

お経会③

盂蘭盆会

墓地清掃（お墓片づけ）

お経会④

初めてのヨガ教室

お経会⑤

清掃奉仕

お経会⑥

秋季彼岸・永代供養墓合同法要

初めてのヨガ教室

お経会⑦

初めてのヨガ教室

清掃奉仕

お経会⑧

お経会⑨

永代経法要　講師 多田 誓師

第４回役員会

お経会⑩

初めてのヨガ教室

清掃奉仕

第５回役員会

初めてのヨガ教室

清掃奉仕

除夜の鐘

7 月 11 日

　　16日

　　17日

　　25日

　　　　　　　

　　27日

8月 1日

　　７日

　　８日

　　１３日

　　１８日

　　２２日

　　２９日

９月５日

　　１６日

　　１９日

　　２４日

　　２７日

１０月３日

　　１０日

　　１６日

　　１７日

　　３１日

１１月１２日

　　　　　　　

　　　１４日

　　　１５日

　　　１６日

１２月１０日

　　　１２日

　　　１６日

　　　３１日

１月１日

　　　２日

　　　４日

　　２３日

２月２日

４日

　　２０日

３月３日

　　１３日

　　２４日

4月２３日

５月１４日

１８日

２６日

　　２９日

６月９日

　　１１日

　　１６日

修正会

年頭法会

寺年始

ヨガ教室

前坊守祥月命日

会計監査・第１回役員会

ヨガ教室

新旧世話方会議

ヨガ教室

春季彼岸法要

ヨガ教室

ヨガ教室

清掃奉仕①

願興寺開基 600 年・

宗祖親鸞聖 750 回御遠忌法要

前坊守祥月命日

清掃奉仕②

ヨガ教室

願興寺お茶会

下半期行事報告 上半期行事予定



願興寺開基６００年
親鸞聖人７５０回 御遠忌法要

これまでの願興寺をふりかえり これからの願興寺を想像していく出発点とする
―世代を超えて親しまれる、地域に開かれた寺を目指して―

＊日程は変更することがあります。＊日程は変更することがあります。
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