
 

年
回
忌
表 

２
０
１
２
年(

平
成
二
十
四
年) 

昭
和
87
年
に
当
た
り
ま
す
。 

（１）                       極楽寺だより  2011(平成23)年12月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

報
恩
講

ほ
う
お
ん
こ
う

お
斎 と

き

の
ご
案
内 

次
の
通
り
、
お
斎
の
ご
案
内
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

    

 

   
※ 
十
六
日
は
、
お
斎
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

※ 
都
合
の
悪
い
方
は
、
指
定
以
外
の
日 

に
お
参
り
さ
れ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。 

      

十五日 十四日  

豊
原
・
平
野
・
浅
田
・
沢
江
上

ゲ
・
殿
村
・
上
東
方 

下
東
方
・
小
島
・
町
外 

向
山
・
久
原
・
土
手 

中
村
・
大
竹
・
市
・
湯
免 

下
中
小
野
・
辻
並 

昼 

野
波
瀬
東
側 

︵
一
～
四
班
︶ 

室
生 

野
波
瀬
西
側 

︵
五
～
十
三
班
︶ 

夜 

 

如
来

に
ょ
ら
い

さ
ま
の
大
慈
悲

だ
い
じ
ひ

を
あ
き
ら
か
に
し
て
、
私

わ
た
し

た
ち
に
浄
土

じ
ょ
う
ど

往
生

お
う
じ
ょ
う

の
道
を
示 し

め

し
て
下
さ
っ
た
ご

開
山

か
い
さ
ん

親
鸞

し
ん
ら
ん

聖
人

し
ょ
う
に
ん

の
九
十
年
の
ご
苦
労

く
ろ
う

と
ご
恩 お

ん

徳 ど
く

を
讃 た

た

え
、
仏 ぶ

っ

恩 と
ん

報
謝

ほ
う
し
ゃ

の
心
を
よ
せ
あ
っ
て
、
大
切

に
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
報
恩
講

ほ
う
お
ん
こ
う

。 

浄
土

じ
ょ
う
ど

真
宗

し
ん
し
ゅ
う

で
は
、
も
っ
と
も
大
事

だ
い
じ

な
ご
法
要

ほ
う
よ
う

で

す
。
お
誘 さ

そ

い
あ
わ
せ
お
参
り
下
さ
い
。 

一
月
十
四
日
︵
土
︶
昼 

一
時
半 

夜 

七
時 

 
 

十
五
日
︵
日
︶
昼 

一
時
半 

夜 

七
時 

夜 

十
一
時 

十
六
日
︵
月
︶
昼 

一
時
半 

︵
十
六
日
は
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
。
特
に
大
切
に
勤
め
ま
す
。︶ 

 

 

お
斎
の
受
付
の
お
ね
が
い 

 

野
波
瀬
の
世
話
人
の
方
は
、
毎
年
の
よ
う
に
担
当 

区
域
の
お
斎
の
日
の
お
世
話
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

 

長門市三隅下 

野波瀬 

0837(43)0625 

 

100
回
忌 

50
回
忌 

33
回
忌 

25
回
忌 

17
回
忌 

13
回
忌 

７
回
忌 

３
回
忌 

１
周
忌 

１
９
１
３
年 

大
正
２
年  

往
生 

１
９
６
３
年 

昭
和
38
年 

 

往
生 

１
９
８
０
年 

昭
和
55
年 

 

往
生 

１
９
８
８
年 

昭
和
63
年  

往
生 

１
９
９
６
年 

平
成
８
年 

 

往
生 

２
０
０
０
年 

平
成
12
年 

 

往
生 

２
０
０
６
年 

平
成
18
年 

 

往
生 

２
０
１
０
年 

平
成
22
年  

往
生 

２
０
１
１
年 

平
成
23
年  

往
生 

 

 



                                          （２） 

2012(平成 24)年 1 月 16 日は、親鸞聖人の 750 回忌のご命日です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総代長 木村慎治さん(野波瀬) 

副総代長 小林 明さん（豊原） 総 代 山中重良さん（豊原） 

総 代 藤田平二さん（仙崎） 総 代 宮崎忠彦さん(野波瀬) 

会 計 松野行利さん(野波瀬) 監 査 野村昭一さん(上東方) 

 野波瀬西側 斉藤達男さん 市・湯免 名和田栄さん 

綿野節男さん 土手・中村・大竹 竹林啓助さん 

宮崎忠彦さん 久原 藤村勇次さん 

黒瀬彰己さん 向山 木村重彦さん 

大田宇三郎さん 上東方 西村一夫さん 

角村信忠さん 下東方・小島 小林 昭さん 

野波瀬東側 河村康昭さん 豊原 山中博道さん 

鼻野直行さん 重岡幸作さん 

石川義文さん 宮本 智さん 

田村末夫さん 石村政一さん 

岩本国久さん 平野 山中洋介さん 

辻並・中小野 上田耕作さん 浅田・沢江・上ゲ・殿村 磯 昭正さん 

親
鸞
聖
人
の
亡
く
な
ら
れ
た
日
を
ご
縁
と
し
て
開
か
れ
る
法
要

で
す
。
親
鸞
聖
人
は
七
五
〇
年
も
前
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、

聖
人
が
そ
の
一
生
を
か
け
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
お
念
仏
の
教
え

は
、
そ
れ
を
生
き
る
力
、
そ
し
て
「
よ
り
ど
こ
ろ
」
と
し
た
、
た

く
さ
ん
の
念
仏
者
を
生
み
育
て
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
の
先
輩
方

は
、
こ
の
御
正
忌
と
い
う
法
要
を
一
番
大
切
に
さ
れ
、
人
生
に
お

け
る
本
当
に
尊
い
こ
と
を
聴
聞
さ
れ
ま
し
た
。
門
徒
み
ん
な
が
こ

の
御
正
忌
に
お
参
り
す
る
こ
と
が
、
慣
わ
し
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。 

十
五
日
に
は
、
夜
の
座
の
後
に
午 

後
十
一
時
の
通
夜
法
座
も
あ
り
ま
す
。 

 (

平
成
六
年
ま
で
は
、
十
六
日
朝
五 

時
の
お
朝
事
ま
で
、
徹
夜
で
お
番
を 

す
る
お
通
夜
を
、
極
楽
寺
で
も
勤
め 

て
い
ま
し
た
。） 

毎
年
御
命
日
に
は
、
記
念
写
真
を
撮
っ 

て
い
ま
す
。
今
年
の
十
六
日
は
、
聖 

人
の
七
五
〇
回
忌
の
御
命
日
で
す
。 

 

 

今年の十六日御命日にお参りされた皆さん 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

お寺のお世話をして下さる、総代・世話人の皆さんです 
今年もよろしくお願いします 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



（３） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 

× 

近頃お参りにいくと、御仏前や御文章箱が尊前側に向けられ

ていることがあります。仏様にお供えするという気持ちからなの

でしょうが、真宗の作法としてはこちら側に向けることが、慣習

となっています。 

この前、前長門市長さんの市葬にお参りしたときのこと。無

宗教の葬儀ということで参列者全員が献花をしたのですが、や

はり花を手前にしてお供えしていましたから、こちらの方が丁寧

だという考えが今の世の中の流れになっていて、その影響によ

るものかと感じました。考えてみれば、お供えするのは仏様にと

いうことですから、受け取る側に向けるというのは一理あるのか

もしれません。 

しかし、東井義雄先生はこのように言われています。 

「親鸞聖人の書かれたものを見ますと、「然り」と読む 

ところを「然らしむ」と読まれ、「回向す」と読むべきと 

ころを「回向せしめたまふ」と読まれています。親鸞聖 

人は、阿弥陀様を、私たちの向こうではなく、私たちを 

あらしめて下さっているものとして、いただいておられたのではないかと思われてなりません。地上に

見えている樹を、見えないところで支え、あらしめている根っ子としていただいておられたのではない

かという思いがするのです。」 （『家にこころの灯を』） 

つまり、私がお供えしているのではあるけれども、実は私をお供えする身に育てて下さった世界が

あることへの気づきを、親鸞聖人は大切にされたのです。 

近頃は、派手なパフォーマンスや言動ばかりが取り上げられる自己主張の時代です。自分の思い

をどう表現できるかということが、学校でも大切にされているようです。ところがその流れが強くなる

ほど、「縁の下の力持ち」という言葉を聞くことができなくなり、「見えないところで支え」て下さって

いる人々への敬意も失われてきました。これは本当に恐ろしいことだと思います。 

確かにお仏壇にお供えするのは私です。しかし、私たちの先輩方は、「私から」ということよりも、私

を「見えないところで支え、あらしめている」世界に手を合わせることを大切にされたのです。その思

いが、この作法に込められているのではないでしょうか。■ 

                    ごぶ つ ぜ ん    ごぶ んし ょうば こ   そ ん ぜ んが わ  

                                                            

 

                              し そう  

                                         け ん か  

                                                            

 

                                                   いち  り  

         とう い よし お  

                                      しか  

                              え  こう  

            き  

        は  で                     げ んど う                           じ  こ  しゅ ちょ う  

          け い い  

http://koba-shinbutsu.ocnk.net/product/579
http://koba-shinbutsu.ocnk.net/product/579
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３
月
の
東
日
本
大
震
災
は
、
自
然
の
力
の
大
き
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
復 

旧
に
は
、
ま
だ
ま
だ
時
間
が
か
か
る
よ
う
で
す
。
長
い
目
で
の
支
援
が
必
要
で
す
が
、 

ど
こ
か
も
う
過
去
の
こ
と
の
よ
う
に
し
て
い
る
自
分
に
気
づ
か
さ
れ
、
情
け
な
い
思

い
も
し
て
い
ま
す
。
ひ
と
ご
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
み
ん
な
、
い
つ
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
身
で
す
。
こ
ん

な
時
だ
か
ら
こ
そ
、﹁
お
互
い
さ
ま
﹂
と
い
う
言
葉
の
大
切
さ
を
噛
み
し
め
た
い
も
の
で
す
。 

し
か
し
、
本
当
に
想
定
外
の
出
来
事
で
し
た
。
同
時
に
、
以
前
﹁
極
楽
寺
だ
よ
り
﹂
で
も
紹
介
し
ま
し
た
思

想
家
藤
田
省
三
さ
ん
の
言
葉
を
思
い
出
し
ま
し
た
。 

﹁
山
と
い
う
も
の
は
、
本
来
厳
し
さ
と
優
し
さ
と
い
う
も
の
が
共
在
し
て
い
る
場
で
あ
っ
た
。
山
の
お
か
げ
で

私
た
ち
は
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
恵
み
を
受
け
て
い
る
。
同
時
に
山
は
、
一
歩
ま
ち
が
え
ば
命
を
奪
わ
れ
る

ほ
ど
に
、
非
常
に
恐
ろ
し
い
場
所
で
も
あ
る
。
そ
こ
か
ら
人
々
は
、
決
し
て
山
を
あ
な
ど
ら
な
い
、
山
の
前

に
謙
虚
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
山
に
観
光
道
路
が
頂
上
ま
で
通
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
山
は
決
し
て
危
険
な
も
の
で
は
な
く
、
安
全
な
遊
園
地
の
延
長
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。﹂ 

藤
田
さ
ん
は
、
自
然
を
自
分
の
気
分
を
広
げ
、
自
分
の
気
分
に
か
な
う
場
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
自
然 

極楽寺.comで検索して下さい。 

継職法要のビデオや、雅楽バンド『インセン

ス・スティック』のライブ映像も、見ることができ

るようになりました。 

 極楽寺では、都会に出られているご門徒の方や家族の方々に有縁の方々に、極楽寺だよりを

お送りしています。都会の子どもさんやお孫さんに、送られてはどうでしょう。連絡先を教えていただけ

れば、お寺から直接、お送りいたします。 

間
違
っ
て
い
る 

http://%E6%A5%B5%E6%A5%BD%E5%AF%BA.com/
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は
命
を
共
に
通
わ
せ
な
が
ら
生
き
る
存
在
で
は
な
く
、
人
間
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
の
道
具
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
指
摘

さ
れ
ま
す
。
な
ら
ば
、
私
た
ち
人
間
の
傲
慢
さ
こ
そ
が
、
自
然
の
脅
威
を
想
定
の
外
に
置
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
考
え
て
み
れ
ば
、
魚
を
海
産
資
源
と
呼
び
、
樹
木
を
森
林
資
源
と
言
い
、
人
は
人
的
資
源
、
景
色
は
観
光
資

源
と
、
す
べ
て
を
経
済
の
見
方
で
、
人
間
の
持
ち
物
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
り
つ
つ
あ
る
世
の
中
で
す
。

そ
こ
に
は
、
自
然
の
恵
み
を
い
た
だ
い
て
生
き
て
い
く
と
い
う
謙
虚
さ
や
、
人
間
の
限
界
を
受
け
止
め
る
自
覚
は
全
く
と

言
っ
て
い
い
ほ
ど
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
人
間
の
傲
慢
さ
が
、
本
来
恐
れ
、
敬
う
べ
き
も
の
を
想
定
外
に
し
て
し
ま
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
、
ひ
と
ご
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹁
私
も
、
そ
の
人
間
の
一
人
で
あ
る
﹂
と
深
く
自
覚
す
る
生

き
方
を
、
私
は
親
鸞
聖
人
か
ら
教
え
ら
れ
ま
し
た
。 

も
ち
ろ
ん
、
経
済
問
題
や
景
気
回
復
は
大
切
な
問
題
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
も
う
気
づ
い
て
い
る
は
ず
で
す
。
景

気
が
回
復
す
れ
ば
、
す
べ
て
が
解
決
す
る
と
い
う
の
は
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
を
。
一
人
ひ
と
り
が
、
自
分
の
生
き
方
を

見
つ
め
直
す
べ
き
時
に
来
た
こ
と
を
。 

毎
日
新
聞
︵
十
月
十
日
︶
の
コ
ラ
ム
﹃
風
知
草
﹄
に
、
福
島
の
原
発
震
災
を
め
ぐ
る
講
演
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
座
談
で

構
成
さ
れ
た
﹃
ク
ロ
ニ
ク
ル
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ
﹄
と
い
う
本
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
核
心
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
﹁
こ
っ

ち
へ
来
て
現
実
を
見
て
み
ろ
よ
﹂
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
そ
の
コ
ラ
ム
は
、
以
下
の
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
。 

﹁
そ
れ
は
そ
れ
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
東
京
で
は
経
済
成
長
と
原
発
輸
出
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。 

間
違
っ
て
い
る
と
私
は
思
う
。﹂ 

私
も
そ
う
思
う
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
聖
人
は
ど
う
思
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

 

 

現在、目標の一万個を突破し、被災地へ送りまし

た。極楽寺だけで、二千個集まりました。 

しかし、千人に配れば一人十個にしかなりせん。

東北の寒い冬に、せめてもの温かさを送りたいもの

です。これからも、集めていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

ご
う
ま
ん 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

き
ょ
う
い 

そ
う
て
い 
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く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
︒
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
昔
に
戻
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
心
の
眼
を
育
て
て
い
く
な
ら
ば
︑﹁
あ
り
が
と
う
﹂﹁
生
ま

れ
て
き
て
よ
か
っ
た
﹂
と
感
じ
る
場
面
は
︑
た
く
さ
ん
見
つ
か
る
は
ず
で
す
︒

そ
の
心
の
眼
を
育
て
て
下
さ
る
の
が
仏
法
だ
と
︑
教
え
ら
れ
る
の
で
す
︒ 

 

こ
の
言
葉
は
︑
何
も
死
ぬ
前
の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
︒
死
と
い
う
大
き
な
区
切
り
を
通
し
て
︑
今
﹁
あ
り
が
と
う
﹂﹁
生
ま
れ
て

き
て
よ
か
っ
た
﹂
と
言
え
る
人
生
を
送
っ
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
る
の
で
す
︒

私
た
ち
は
︑
何
か
区
切
り
が
な
く
て
は
︑
今
を
見
つ
め
る
こ
と
な
ど
︑
な
か
な

か
で
き
ま
せ
ん
︒
一
年
を
振
り
返
る
こ
の
年
末
と
い
う
区
切
り
に
︑
仏
様
の
光

に
照
ら
さ
れ
て
︑
自
分
の
生
き
方
を
見
つ
め
直
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
︒
■ 

      

今
月
の
言
葉
を
読
ん
で
︑﹁
え
っ
？
﹂
と
思
わ
れ
た
方
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒﹁
善
人

に
な
る
の
は
努
力
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
︑
悪
い
こ
と
な
ん
て
簡
単
に
で
き

る
﹂
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
今
の
世
の
中
善
人
だ
ら
け
と
言
っ

た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
テ
レ
ビ
を
見
る
と
ニ
ュ
ー
ス
や
ワ
イ
ド
シ

ョ
ー
で
は
︑
善
人
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
が
い
つ
も
誰
か
を
悪
者
に
し
て
裁
き
︑
政
治

討
論
会
で
は
﹁
俺
が
正
し
い
﹂﹁
お
前
は
間
違
っ
て
い
る
﹂
と
善
人
同
士
が
の
の
し 

けいじでんどう 

今
年
も
︑
も
う
す
ぐ
終
わ
り
で
す
︒
皆
さ
ん
に
と
っ
て
︑
こ
の
一
年
は
ど

ん
な
年
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
︒
う
れ
し
い
こ
と
︑
楽
し
い
こ
と
︑
悲
し
い
こ

と
︑
苦
し
い
こ
と
︒
い
ろ
ん
な
こ
と
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
︒

で
も
︑﹁
あ
り
が
と
う
﹂﹁
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
﹂
と
思
え
る
よ
う
な
一

年
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
年

だ
と
思
い
ま
す
︒
ま
た
︑
そ
う
で
な
い
方
も
︑
悲
し
み
︑
苦
し
み
が
後
の
糧

に
な
れ
ば
︑
そ
れ
は
ま
た
素
晴
ら
し
い
年
だ
と
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒ 

近
頃
︑﹁
昔
は
み
ん
な
貧
乏
だ
っ
た
け
ど
︑
今
よ
り
ず
っ
と
幸
せ
だ
っ
た

よ
う
な
気
が
し
ま
す
﹂
と
い
う
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
︒
確
か
に
︑
昔
よ
り
も

物
質
的
に
は
豊
か
に
な
り
ま
し
た
が
︑
ど
う
も
世
知
辛
く
︑
ギ
ス
ギ
ス
と
し

た
世
の
中
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
︒
確
か
に
︑
昔
よ
り
も
よ

く
な
っ
た
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
︒
で
も
︑
貧
し
か
っ
た
か
ら
こ
そ
︑

助
け
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
し
︑
だ
か
ら
こ
そ
︑
人
間
関
係
に
も
広

が
り
と
深
さ
が
あ
り
ま
し
た
︒﹁
あ
り
が
と
う
﹂
と
感
謝
し
︑
い
ろ
ん
な
人

と
の
出
遇
い
の
中
で
﹁
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
﹂
と
実
感
す
る
場
面
も
た 

                                                            

 



（７） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り
合
っ
て
い
ま
す
︒
そ
う
言
っ
て
い
る
私
が
︑
一
番
善
人
面
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
︒
自
分
の
愚
か
さ
︑
弱
さ
を
受
け
止
め
る
こ
と
は
︑
な
か
な
か

難
し
い
よ
う
で
す
︒
お
か
げ
で
︑﹁
ア
イ
ツ
の
せ
い
で
︑
俺
は
こ
ん
な
に
嫌
な

思
い
を
し
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
被
害
者
意
識
ば
か
り
が
強
い
︑
攻
撃
的
で
殺
伐

と
し
た
人
間
関
係
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒ 

宮
城
顗
と
い
う
先
生
か
ら
︑
こ
ん
な
話
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
︒ 

隣
り
合
っ
た
Ａ
と
Ｂ
と
い
う
家
が
あ
り
ま
し
た
︒
Ａ
家
で
は
︑
い
つ
も
喧
嘩

ば
か
り
︒
Ｂ
家
は
︑
仲
良
く
暮
ら
し
て
い
ま
す
︒
Ａ
家
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
た

ず
ね
ま
し
た
︒﹁
ど
う
し
て
︑
仲
良
く
暮
ら
せ
る
の
？
﹂
Ｂ
家
の
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
は
︑こ
う
答
え
た
そ
う
で
す
︒﹁
あ
な
た
の
家
は
︑
善
人
ば
か
り
だ
か
ら
よ
﹂︒ 

何
か
に
つ
ま
づ
い
て
も
︑﹁
誰
だ
！
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
荷
物
を
置
い
た
奴
は
！
﹂

﹁
気
を
つ
け
な
い
︑
あ
な
た
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
！
﹂
と
︑
自
ら
が
正
義
と

な
っ
て
相
手
を
攻
撃
し
て
い
く
︒
だ
か
ら
喧
嘩
ば
か
り
︒﹁
で
も
︑
う
ち
は
悪

人
ば
か
り
だ
か
ら
ね
︒﹂
何
か
に
つ
ま
づ
い
て
も
︑﹁
大
丈
夫
？
ご
め
ん
ね
︑
こ

ん
な
と
こ
ろ
に
荷
物
を
置
い
て
︒﹂﹁
い
や
い
や
︑
気
を
つ
け
な
か
っ
た
僕
が
悪

い
ん
だ
よ
︒﹂
と
言
え
る
か
ら
︑
喧
嘩
は
な
い
の
だ
と
︒ 

 

自
ら
を
深
く
振
り
返
り
︑
弱
さ
・
愚
か
さ
を
受
け
止
め
る
か
ら
こ
そ
︑
心
豊

か
な
生
き
方
を
生
み
出
す
の
で
す
ね
・
・
・
な
ど
と
思
っ
て
い
た
ら
︑
と
ん
で

も
な
い
︒
実
は
宮
城
先
生
の
話
に
は
続
き
が
あ
っ
た
の
で
す
︒ 

 

人
間
っ
て
︑
そ
う
簡
単
に
悪
人
に
な
り
き
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒﹁
自
分
が 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

悪
か
っ
た
﹂
と
口
で
は
言
い
な
が
ら
︑﹁
オ
レ
が
退
い
て
や
っ
て
い
る
か
ら
︑
家

の
中
が
う
ま
く
い
く
﹂﹁
私
が
悪
者
に
な
っ
た
お
陰
で
﹂
と
︑
い
つ
し
か
自
分
を

立
て
︑
善
人
面
を
し
︑
人
を
見
下
し
は
じ
め
る
の
が
私
た
ち
人
間
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
︒
そ
ん
な
思
い
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
ら
︑
ち
ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
で
爆

発
し
か
ね
ま
せ
ん
︒
そ
の
方
が
︑
傷
は
も
っ
と
深
い
で
し
ょ
う
︑
と
︒ 
 

宮
城
先
生
は
︑
念
仏
者
の
家
と
は
Ａ
で
も
Ｂ
で
も
な
く
︑﹁
聞
く
﹂
家
な
の
だ

と
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
︒
常
に
常
に
︑
阿
弥
陀
如
来
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
る

中
で
︑
自
ら
の
在
り
方
を
聞
い
て
い
く
︒
お
念
仏
の
響
き
に
︑
自
分
の
生
き
方
を

相
談
し
て
い
く
︒
失
敗
だ
ら
け
︑
間
違
い
だ
ら
け
の
人
生
で
は
あ
り
ま
す
が
︑
そ

ん
な
﹁
聞
く
﹂
生
活
の
中
で
こ
そ
︑
素
直
に
謝
る
こ
と
も
︑
反
省
す
る
こ
と
も
で

き
る
︒
本
当
の
人
間
ら
し
さ
︒
本
当
の
豊
か
な
出
遇
い
と
は
︑
そ
ん
な
営
み
の
中

か
ら
開
か
れ
て
い
く
の
だ
と
︒ 

 

善
人
面
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
は
︑
簡
単
で
す
︒
自
ら
の
在
り
方
を
ふ
り
返
り

な
が
ら
︑
弱
さ
・
愚
か
さ
を
受
け
止
め
て
生
き
て
い
く
こ
と
は
︑
本
当
に
難
し
い

こ
と
で
す
︒
そ
ん
な
時
︑
お
仏
壇
の
前
で
手
を
合
わ
せ
︑
自
分
の
姿
を
ふ
り
返
る

時
間
を
持
っ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
︒
阿
弥
陀
様
の
光
は
︑
私
を
照
ら
し
出
し
て
下

さ
い
ま
す
︒
そ
こ
は
︑
素
直
に
頭
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
す
︒
生
き
る

上
に
お
い
て
そ
ん
な
場
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
︑実
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
こ

と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
■ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 極楽寺だより  2011(平成23)年12月号                       （８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

毎
年
、
極
楽
寺
で
は
、
お
で
ん

を
用
意
し
て
、
大
晦
日
に
除
夜
の

鐘
つ
き
を
致
し
ま
す
。 

熱
々
の
お
で
ん
を
ほ
お
ば
り

な
が
ら
、
新
し
い
年
が
明
け
る
の

を
共
に
味
わ
い
ま
し
ょ
う
。
懐
か

し
い
人
と
再
会
で
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
よ
。 

打
ち
始
め
十
一
時
五
十
分
よ

り
。
終
了
後
、
初
参
拝
の
お
勤
め

を
し
ま
す
。 

 

 

 

時間は約三十分。家族全員でお参りされる家もあります。皆さんお参
まい

りい 

たしましょう。わが家
や

のお仏壇
ぶつだん

も打敷
うちしき

をかけて飾り、新年を迎
むか

えましょう。 

 

 

◆ 

一
月
一
日 

朝
十
時
（
毎
年
）
元
旦
会 

 
 

一
月
十
四
日
～
十
六
日
（
毎
年
） 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

御
正
忌
報
恩
講 

 

◆ 

四
月
十
六
日
～
十
七
日 

春
の
永
代
経
法
要 

講
師 

広
島 

正
覚
寺
住
職 

清
胤
弘
英
師 

 

◆ 

五
月
二
十
一
日
（
毎
年
） 

 
 
 
 

 

清
光
仏
教
婦
人
会
の
降
誕
会 

 

◆ 

六
月
二
十
六
日
～
二
十
七
日 

 

夏
法
座 

講
師 

福
岡 

光
伝
寺
住
職 

木
村
大
信 

師 
 

◆ 

八
月
十
四
日
～
十
六
日(

毎
年) 

盆
法
会 

  ◆ 

九
月
二
十
三
日(

毎
年)

納
骨
堂
追
悼
法
要 

 

◆ 

十
一
月
十
二
～
十
三
日 秋

の
永
代
経
法
要 

講
師 

俵
山 

正
福
寺
住
職 

上
原
泰
教 

師 
 

◆ 

十
二
月
十
八
日
（
毎
年
） 

 
 
 

清
光
仏
教
婦
人
会
の
報
恩
講 

  

◆ 

十
二
月
三
十
一
日
（
毎
年
） 

除
夜
の
鐘
つ
き 

初
礼
拝 

 

※ 

夜
の
座
へ
、
た
く
さ
ん
の
お
参
り
を
お
願
い
し
ま
す
。 

※ 

法
座
の
日
程
は
、
お
配
り
し
た
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も
載
っ

て
い
ま
す
。 

ご法座には、門徒式章をつけてお参りしましょう 


