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暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

き
び
し
い
暑
さ
が
続
き
ま
す
が
︑
お
元
気
で
お
過
ご

し
で
し
ょ
う
か
︒ 

お
浄
土
の
人
と
な
ら
れ
た
方
々
を
し
の
び
︑
如
来
さ

ま
の
ご
恩
を
味
わ
い
な
が
ら
︑
次
の
と
お
り
盆
法
会
を

勤
め
ま
す
︒
ど
う
ぞ
お
参
り
下
さ
い
︒ 

八
月
十
四
日
︵
土
︶
午
後
二
時 

 
 

十
五
日
︵
日
︶
午
後
二
時 

 
 

十
六
日
︵
月
︶
朝
八
時
半(

魚
法

会) 魚
供
養
︑
魚
法
会
は
︑
特
に
志
を
供
え
ら
れ
た
漁
業

者
だ
け
の
法
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
仙
崎
の
鯨
法
会
の

よ
う
に
︑
ど
な
た
で
も
︑
ま
た
多
く
の
方
が
と
も
に
仏

法
を
聞
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
︒
た
く
さ
ん
の
お
参

り
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

三
隅
町 

親
鸞
聖
人 

鑚
仰
会
法
会
御
案
内 

第
四
十
一
回
三
隅
町
親
鸞
聖
人
鑚
仰
会

法
会
を
左
記
の
通
り
勤
修
い
た
し
ま
す
の

で
、
お
誘
い
合
わ
せ
御
参
詣
下
さ
い
。 

 

三
隅
町
親
鸞
聖
人
鑚
仰
会 

 

記  
 

一
、
日 

時 

九
月
三
日(

金) 

四
日(

土) 

両
日
と
も
午
後
一
時
半 

 

一
、
会 

所  

豊
原 

宗
善
寺 

 

一
、
講 

師 

前
龍
谷
大
学
教
授 

 
 

 
 

 
    

防
府
市
富
海 

円
通
寺
住
職 

 
 

 
 

児
玉 

識 

先
生 

以 

上 
 

名
師
を
招
い
て
ひ
ら
く
町
内
真
宗
寺
院

の 合
同
法
座
で
す
。
平
素
お
参
り
で
き
に
く
い

男
性
の
方
も
、
ど
う
ぞ
お
差
し
繰
り
お
参
り

し
て
く
だ
さ
い
。 

 

 

2004(平成 16)年８月 
三隅町野波瀬 3633 
電話 0837(43)0625 おめでたいことも、仏さまの前で 

 
 

 

親
に
と
っ
て
は
、子
ど
も
が
生
ま
れ

た
喜
び
を
如
来
さ
ま
に
報
告
を
す
る

場
で
あ
り
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
初

め
て
の
お
寺
参
り
。
昔
か
ら
、﹁
お
宝

受
け
﹂と
呼
ば
れ
て
い
る
初
参
式
で
す

が
、
最
近
、
お
参
り
さ
れ
る
方
が
少
な

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

﹁
お
寺
は
お
葬
式
を
す
る
と
こ
ろ
﹂

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
若
い
人
の
間
に

浸
透
し
、﹁
縁
起
が
悪
い
﹂﹁
怖
い
﹂
な

ど
と
い
う
目
で
見
ら
れ
が
ち
な
の
も

確
か
で
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
誤
解
に

よ
っ
て
長
く
続
い
た
良
い
習
慣
が
無

く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、悲
し
む
べ
き

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。﹁
生
老
病
死
﹂

と
い
う
私
の
人
生
の
す
べ
て
を
照
ら

し
出
し
、支
え
て
下
さ
る
の
が
如
来
さ

ま
な
の
で
す
か
ら
。 

 

こ
の
度
、副
住
職
が
帰
っ
て
き
た
こ

と
を
機
会
に
、
初
参
式
の
充
実
を
図

り
、結
婚
式
を
極
楽
寺
で
お
こ
な
え
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。 

皆
さ
ん
の
ご
参
拝
、お
申
込
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
周
り
の

方
々
へ
是
非
お
薦
め
下
さ
い
。 

詳
し
い
こ
と
は
、お
寺
ま
で
お
電
話

下
さ
い
。 
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この部分デス！ 

 

山口教区仏教婦人会連盟では、環境問題の取り組
みとして、空き缶のプルトップを集めています。集
めたプルトップは、換金して車椅子を購入します。
ご協力下さい。 
尚、回収箱は本堂に設置しております。 

 

 

ご存知でしたか？本堂の横の部屋に、卓球台を置きました。老若男女、どな
たでも遠慮なくお使い下さい。 
但し、きちんとルールは守って下さいね。 
① お寺の人に了解をとること。（お参りや行事があるときは使えません。） 
② 使う人の名前を、設置されたノートに書くこと。 
③ あとかたずけをきちんとすること。 
④ 最後に仏さまに「ありがとうございました」とお礼をすること。  

 
お寺の卓球場に、『極楽寺マンガ文庫』を設置しました。 
ご家庭にいらないマンガ本がありましたら、ぜひお持ち下さい。 
『極楽寺マンガ文庫』の蔵書とさせていただきます。 

 

 

新潟・福井豪雨災害義援金の募金 
先日の集中豪雨により、新潟・福井の各地で多大な被害が発生しました。 

 本願寺では、被災地の一日も早い復興を願い、義援金の募金が開始されまし
た。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
 募金箱は極楽寺本堂に設けてあります。  
◇募金期間 ９月３０日まで 

http://www.bookoff.co.jp/index.html
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６月２７日に、総代・世話人会議が開かれ、下記の通り収支決算が承認さ
れました。 
◇ 修復基金特別会計を設けました。漁協の定期と郵便局の貯金を基金にし
たので、3,807,912円が基金になりました。 

◇ 2004(平成 16)年度の門徒会費は、前年通り３，０００円です。 
 総 代 長：宮崎茂之 
 副総代長：藤田平二 
 会    計：木村慎治 
 会計監査：（総代）野村昭一（世話人）岡村秀穂 

2003（平成 15）年度極楽寺門徒会収支決算書 
2003(平成 15)年 4月 1日～2004（平成 16）年 3月 31日 

 費  目 金 額（円） 摘  要 

収入 門徒会会費 798,000 延 266戸×3,000円（納入戸数 256） 

  本山教化助成金 18,100 門徒講金・永代経志進納によるもの 

  特別会計残余金繰入 695,962 蓮如上人遠忌法要記念事業特別会計（庫裏改築他） 

  貯金利息 544   

  前年度繰越金 3,304,351   

  合   計 4,816,957   

支出 負担金 471,970 本山賦課金 143,930 

      本山門徒講金 152,000 

      山口教区費 144,440 

      大津東組 組費 31,600 

  研修会費 3,000 大津東組総代会総会 3,000 

  火災保険料 147,450 本堂 6,500万円 掛金 111,250 

      庫裏 3,800万円 掛金  36,200 

  会議費 60,000 
9月総代・世話人会議   

  雑 費 0     

  合   計 682,420     

差引残金 4,134,537 修復基金・特別会計へ 3,807,912 

     【内訳】    郵便局貯金 2,200,815 

               漁協貯

 

1,607,097 

    通常会計繰越金（漁協普通貯金） 326,625 
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先
し
か
見
え
な
い
の
だ
そ
う
で
す
︒
そ
れ
は
そ
の
ま

ま
︑
毎
日
の
生
活
に
追
わ
れ
︑
目
先
の
こ
と
に
振
り

回
さ
れ
て
い
る
私
の
姿
と
重
な
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑

与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
大
き
さ
を
見
落
と
し
な
が

ら
生
き
て
い
る
姿
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒ 

 

た
だ
︑
親
鸞
聖
人
は
︑
悪
口
の
つ
も
り
で
﹁
牛
︑

羊
の
ご
と
き
の
眼
﹂
な
ど
と
仰
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
︒
悪
口
に
使
う
な
ん
て
︑
そ
れ
こ
そ
牛

や
羊
に
と
っ
て
は
迷
惑
な
話
で
す
か
ら
︒ 

 

こ
れ
は
冷
静
な
現
状
分
析
で
す
︒
そ
の
見
え
て
い

な
い
と
い
う
自
覚
の
も
と
に
︑
常
に
想
像
力
を
働
か

せ
て
物
事
に
相
い
対
す
る
︒目
に
は
見
え
な
く
と
も
︑

そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
人
の
想
い
︑
い
の
ち
の
つ
な
が

り
に
心
を
寄
せ
て
い
く
︒
仏
教
が
教
え
る
﹁
生
き
る
﹂

と
は
︑
そ
の
よ
う
な
謙
虚
で
︑
か
つ
新
鮮
な
歩
み
な

の
で
し
ょ
う
︒ 

  

お
盆
の
ご
縁
を
通
し
て
︑
も
う
一
度
亡
く
な
ら
れ

た
方
か
ら
︑
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
を
思
い
返
し
て

み
よ
う
と
思
い
ま
す
︒
そ
こ
か
ら
今
の
生
活
を
振
り

返
り
︑
大
切
な
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
な
い
か
︑
足

を
止
め
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
︒  

合  

掌 

 

素
朴
な
疑
問
に 

お
応
え
し
ま
す
︒ 

︻
第
一
回
︼   

 

お
盆
を
迎
え
て 

 

若 

院 
 

お
盆
の
季
節
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
︒
身
内
の

方
を
亡
く
さ
れ
て
︑
初
盆
を
迎
え
ら
れ
る
方
も
お
ら

れ
る
か
と
思
い
ま
す
︒ 

 

昨
年
か
ら
︑
私
の
連
れ
合
い
は
︑
お
父
さ
ん
と
お

婆
さ
ん
を
亡
く
し
ま
し
た
︒
私
も
大
学
時
代
か
ら
の

仲
の
良
い
後
輩
と
の
悲
し
い
別
れ
が
あ
り
ま
し
た
︒

今
年
が
初
盆
と
な
り
ま
す
︒ 

以
前
︑
宮
城 

顗
と
い
う
先
生
か
ら
︑ 

﹁
失
っ
た
悲
し
み
の
大
き
さ
は
︑
与
え
ら
れ

て
い
た
も
の
の
大
き
さ
で
あ
る
︒﹂ 

と
い
う
言
葉
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
︑
本
当

に
そ
の
通
り
だ
な
あ
と
い
う
の
が
正
直
な
思
い
で

す
︒
た
だ
︑
た
だ
︑
う
な
ず
く
ば
か
り
で
す
︒ 

 

し
か
し
﹁
こ
ん
な
に
も
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
与
え

ら
れ
て
い
た
の
か
﹂
と
い
う
驚
き
は
︑
裏
返
し
て
み

れ
ば
︑
〝
失
わ
な
い
と
気
づ
け
な
い
の
か
〟
と
い
う

私
自
身
へ
の
驚
き
で
も
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
だ
け
日
頃

か
ら
︑
当
た
り
前
の
よ
う
な
顔
で
︑
大
切
な
こ
と
を

見
落
と
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
︒ 

親
鸞
聖
人
は
︑
私
た
ち
の
も
の
の
見
方
を
﹁
牛
羊

眼
︵
ご
よ
う
げ
ん
︶﹂
牛
・
羊
の
ご
と
き
の
眼
と
た
と
え

ら
れ
ま
し
た
︒
聞
く
所
で
は
︑
牛
や
羊
は
自
分
の
鼻 

 
Ａ．若院（わかいん・じゃくいん）と呼
んで下さい。 
こちらの地域では、住職を院主（いんじゅ）、ま 
たはご院家（ごいんげ）と呼びます。その若い 
ほうということで、若院と呼んで下さい。また、 
この字は「じゃくいん」と読む地域が多いようで 
すが、側で聞くと何の意味かわからない場合があ 
るので、「わかいん」と呼ばれても結構です。 
気楽に「じゃくいん！」「わかいん！」 
と声をかけて下さい。 

Ｑ.副住職が帰ら
れましたが、何と呼
べば良いのでしょう
か。 

 


