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時 

四
月
十
六
日
（
月
） 

昼 

一
時
半 

夜 

七
時
半 

 
 
 
 
 四

月
十
七
日
（
火
） 

昼 

一
時
半 

 
 

 

講 
師 

広
島 

加
計
町 

正
覚
寺
住
職 

 
 
 
 

清
胤  

弘
英  

師 

 

長門市三隅下 

野波瀬 

0837(43)0625 

 

お釈迦
し ゃ か

さまのご誕生
た ん じ ょ う

を祝
い わ

い、春の法要の二日間、本堂
ほ ん ど う

に花
は な

御堂
み ど う

を飾ります。ご自由に甘茶
あ ま ち ゃ

をかけて下さいね。 

 
甘茶お持ち帰りをご希望の方は、どうぞお申し出下さい。 

 

 

慈
い
つ
く

し
み
の
光
あ
ふ
れ
る
春
と
な
り
ま
し
た
。

生
命

い
の
ち

の
息
吹

い
ぶ
き

を
感 か

ん

じ
る
と
き
、お
浄
土

じ
ょ
う
ど

の
人
と
な

ら
れ
た
方
々

か
た
が
た

が
懐 な

つ

か
し
く
し
の
ば
れ
ま
す
。 

如
来

に
ょ
ら
い

さ
ま
の
お
す
く
い
の
ご
恩 お

ん

、お
育 そ

だ

て
の
ご

恩 お
ん

を
味 あ

じ

わ
い
、
仏 ぶ

っ

祖 そ

の
ご
恩 お

ん

を
感
謝

か
ん
し
ゃ

し
て
、
春
の

永
代

え
い
た
い

経
き
ょ
う

法
要

ほ
う
よ
う

を
次
の
と
お
り
お
つ
と
め
し
ま

す
。
お
誘 さ

そ

い
あ
わ
せ
、
お
参 ま

い

り
下
さ
い
。 
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皆
さ
ん
は
、
毎
日
お
仏
壇
の
前
に
座
っ
て
、 

阿
弥
陀
様
に
手
を
合
わ
せ
て
お
ら
れ
ま
す
か
？ 

昔
は
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
あ
っ
た
風
景
が
、 

気
が
つ
け
ば
珍
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま 

し
た
。
阿
弥
陀
様
に
手
を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ 

と
は
、
実
は
、
人
間
が
生
き
る
上
に
お
い
て
本
当
に
大
切
な
こ
と
な
の

で
す
。
極
楽
寺
で
は
、﹃
毎
日
、
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
！
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
﹄
を
行
っ
て
、
お
参
り
の
大
切
さ
を
再
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。 

さ
て
近
頃
で
は
、
暗
い
、
怖
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
し
ま

っ
た
お
仏
壇
で
す
が
、
生
活
の
中
に
金
色
や
赤
色
、
電
球
と
い
う
も
の

が
な
か
っ
た
昔
は
、
家
の
中
で
一
番
明
る
い
場
所
だ
っ
た
の
で
す
。 

金
子
み
す
ゞ
さ
ん
の
﹁
お
仏
壇
﹂
と
い
う
詩
に
は
、 

﹁
朝
と
晩
と
に
お
ば
あ
さ
ま
、
い
つ
も
お
燈 あ

か

明 り

あ
げ
る
の
よ
。
な
か 

は
す
つ
か
り
黄
金

き

ん

だ
か
ら
、
御
殿

ご
て
ん

の
や
う
に
、
か
が
や
く
の
﹂ 

と
あ
り
ま
す
。
昔
の
人
は
、
お
仏
壇
の
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
、
生
き

て
お
ら
れ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
近
頃
は
自
分
を
輝
か
せ
よ
う
と
い

う
時
代
で
す
か
ら
、自
分
を
照
ら
し
て
下
さ
る
光
が
見
え
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。 

 

幕
末
の
剣
豪
で
、北
辰
一
刀
流
の
創
設
者
千
葉
周
作
が
若
い
頃
の
お

話
。
武
者
修
行
の
旅
の
途
中
、
今
の
愛
知
県
三
河
の
、
あ
る
屋
敷
に
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
屋
敷
で
は
、
夜
に
な
る
と
若
い
衆
た
ち
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
道

具
も
な
し
に
、沢
山
の
貝
や
魚
を
取
っ
て
く
る
の
で
す
。た
ず
ね
る
と
、

潮
が
ひ
い
て
で
き
る
潮
溜
ま
り
に
、取
り
残
さ
れ
た
魚
を
手
づ
か
み
に

す
る
と
の
こ
と
。﹁
よ
け
れ
ば
、
案
内
い
た
し
ま
す
﹂
と
い
う
の
で
、

早
速
出
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

な
る
ほ
ど
、
潮
が
ひ
い
て
で
き
る
潮
溜
り
に
、
魚
や
貝
が
取
り
残
さ

れ
て
い
て
、
面
白
い
よ
う
に
獲
れ
ま
す
。
調
子
に
乗
っ
て
、
沖
へ
沖
へ

と
進
ん
で
い
く
と
、
し
ば
ら
く
し
て
案
内
人
が
あ
わ
て
出
し
ま
し
た
。

聞
け
ば
、
ど
ち
ら
が
岸
か
、
沖
か
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
と
言
う
の
で 

 

毎
日
、
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
！ 

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

第
一
弾 
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す
。
星
を
見
よ
う
に
も
、
あ
い
に
く
空
は
曇
っ
て
い
ま
す
し
、
幕
末
で

す
か
ら
外
灯
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
。
松
明
を
全
部
つ
け
て
も
、
手
元
は

明
る
く
な
り
ま
す
が
、
闇
は
ま
す
ま
す
暗
く
な
り
ま
す
。 

そ
ん
な
と
き
、周
作
の
耳
に
か
す
か
に
千
鳥
の
鳴
く
声
が
聞
こ
え
ま

し
た
。﹁
昔
江
戸
城
を
作
っ
た
太
田
道
灌
が
、
物
見
に
出
か
け
、
あ
ま

り
の
暗
さ
に
潮
の
干
満
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
際
、千
鳥
の
声
を
聞
い

て
干
潟
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
﹂
と
い
う
故
事
を
思
い
だ
し
、
そ
の
声

を
た
よ
り
に
進
み
、
何
と
か
岸
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

若
い
衆
が
、
口
々
に
周
作
の
博
識
ぶ
り
を
讃
え
て
い
る
と
、
話
を
聞

い
て
い
た
屋
敷
の
主
人
が
、
突
然
怒
り
出
し
た
の
で
す
。 

﹁
長
年
浜
辺
に
住
み
な
が
ら
、
お
前
た
ち
は
何
と
馬
鹿
者
揃
い
か
。
今

夜
は
幸
い
千
鳥
が
鳴
い
た
か
ら
い
い
も
の
の
、鳴
か
な
か
っ
た
ら
ど
う

な
る
？
そ
ん
な
時
に
は
、
ま
ず
松
明
を
消
す
ん
だ
。
な
の
に
、
松
明
を

全
部
つ
け
た
と
い
う
。
あ
き
れ
果
て
た
馬
鹿
ど
も
だ
。 

よ
く
考
え
て
み
ろ
。
松
明
を
つ
け
て
も
、
足
元
が
明
る
く
な
る
だ
け

で
、
遠
く
は
ま
す
ま
す
暗
く
な
る
。
そ
ん
な
と
き
に
は
、
松
明
を
全
部

消
せ
ば
、
ど
ん
な
闇
夜
で
も
、
あ
る
か
な
い
か
の
光
に
目
が
慣
れ
て
、

沖
と
岸
と
の
見
分
け
く
ら
い
は
、
自
然
と
つ
く
も
の
だ
。﹂ 

こ
れ
を
聞
い
た
周
作
は
、
目
の
覚
め
る
思
い
が
し
た
そ
う
で
す
。 

 

私
た
ち
は
、
自
分
の
人
生
を
輝
か
せ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
手

元
ば
か
り
に
気
を
取
ら
れ
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
の
か
を
、

見
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

親
鸞
聖
人
は
、
そ
う
い
う
あ
り
方
を
、
自
力
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。 

そ
れ
は
、歩
み
を
積
み
重
ね
る
ほ
ど
、﹁
俺
は
こ
れ
だ
け
や
っ
て
き
た
。﹂

﹁
俺
の
道
に
間
違
い
は
な
い
。﹂﹁
そ
れ
を
認
め
る
と
、
俺
が
今
ま
で
や

っ
て
き
た
こ
と
が
無
駄
に
な
る
。﹂
と
、 

頑
な
に
自
分
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
迷 

い
を
深
め
る
生
き
方
で
も
あ
り
ま
す
。 

自
己
主
張
と
い
う
松
明
を
消
し
て
、
阿 

弥
陀
様
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
自
分
の
姿
を 

見
つ
め
た
と
き
に
、
歩
む
べ
き
方
向
が
見 

え
て
く
る
。
そ
れ
を
よ
り
所
に
す
る
生
き
方
を
、
他
力
の
生
活
と
い
う

の
で
す
。 

 

一
日
の
う
ち
一
度
で
も
、
お
仏
壇
の
前
に
座
っ
て
、
お
念
仏
申
す
。

阿
弥
陀
様
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
自
ら
を
ふ
り
返
る
。
そ
れ
は
、
人
間

が
生
き
る
上
で
、
本
当
に
大
切
な
時
間
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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で
、
何
の
役
に
立
つ
の
で
す
か
﹂
と
質
問
さ
れ
る
そ
う
で
す
。
し
か
し
、

役
に
立
つ
か
ど
う
か
の
前
に
、﹁
私
は
ど
ん
な
生
き
方
を
し
て
い
る
の

か
﹂
と
、
自
ら
を
見
つ
め
直
す
こ
と
は
、
本
当
に
大
切
な
こ
と
で
す
。

目
先
の
損
得
に
流
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
分
の
生
き
方
を
見
失
う
こ
と
の

方
が
、
怖
ろ
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

さ
て
、
私
は
﹁
仏
教
に
私
を
﹂
学
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
つ

し
か
、﹁
私
が
仏
教
を
﹂学
ん
で
い
る
立
場
に
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

改
め
て
自
分
の
生
き
方
を
、
仏
教
に
学
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
■ 

      
 

こ
の
言
葉
を
少
し
変
え
る
と
、﹁
幸
せ
な
環
境
に
い
る
か
ら
感
謝
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
感
謝
で
き
る
心
を
持
っ
て
い
る
か
ら
幸
せ
な
ん
だ
﹂

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
い
く
ら
幸
せ
な
環
境
に
い
て
も
、
そ
れ
を
当
た

り
前
だ
と
思
っ
た
り
満
足
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
ら
、
感
謝
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
幸
せ
だ
と
感
じ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。 

仏
教
に
は
﹁
ウ
ザ
イ
ガ
キ
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
モ
チ
ロ
ン 

世
の
中
に
は
、﹁
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
で
大
違
い
﹂
と
い
う
こ
と
が
よ
く

あ
り
ま
す
。﹁
俺
が
や
ら
な
き
ゃ
誰 ・

が ・

や
る
﹂
と
、﹁
俺
が
や
ら
な
き
ゃ
誰 ・

か ・

や
る
﹂
で
は
、
ほ
ん
ち
ょ
っ
と
の
違
い
な
の
で
す
が
、
責
任
感
は
全
く

変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

同
じ
よ
う
に
、﹁
私
が
仏
教
を
﹂
学
ぶ
と
き
に
は
、
私
の
知
識
が
増
え

る
だ
け
で
す
か
ら
、
私
の
生
き
方
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

い
や
、
知
識
が
増
え
る
だ
け
に
、
そ
れ
を
自
慢
に
し
、
人
を
見
下
す
道
具

に
さ
え
使
い
か
ね
な
い
の
が
私
た
ち
で
す
。
そ
れ
で
は
、
仏
教
の
本
質
が

見
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

し
か
し
、﹁
仏
教
に
私
を
﹂
学
ぶ
と
は
、
私
の
生
き
方
そ
の
も
の
が
問

わ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
も
の
の
見
方
、
考
え
方
も
、
大
き
く
変
わ
っ
て

い
く
こ
と
で
す
。
自
分
の
傲
慢
さ
を
知
ら
さ
れ
、
自
分
を
支
え
て
下
さ
る

世
界
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
す
。 

浄
土
真
宗
系
列
の
大
学
で
あ
る
武
蔵
野
大
学
の
山
﨑
龍
明
先
生
は
、
仏

教
系
の
大
学
と
は
知
ら
ず
に
入
学
し
た
学
生
か
ら
、
よ
く
﹁
仏
教
を
学
ん 

 

けいじでんどう 
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心
臓
は
、
私
が
気
づ
い
て
い
よ
う
が
、
忘
れ
て
い
よ
う
が
、
寝
て
い

る
間
で
さ
え
も
、
働
き
づ
め
に
働
い
て
く
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
心
臓
に

病
気
を
抱
え
て
お
ら
れ
る
方
は
、
大
変
な
ご
苦
労
で
し
ょ
う
。 

  

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
働
き
づ
め
に
働
い
て
く
れ
て
い
る
心
臓
に
、

感
謝
し
た
こ
と
な
ど
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
に

は
必
要
不
可
欠
な
、
空
気
に
も
、
水
に
も
、
太
陽
に
も
、
大
地
に
も
、

感
謝
し
て
い
る
か
と
言
わ
れ
る
と
、
頭
で
は
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す

が
・
・
・
。 

  

実
は
、
本
当
に
感
謝
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
世
界
と
は
、
一
番
近
く

に
あ
っ
て
、
一
番
気
づ
き
に
く
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん

な
世
界
に
気
づ
き
、
感
謝
す
る
こ
と
が
で
き
る
生
き
方
を
、
心
豊
か
な

生
き
方
と
言
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
恩
恵
の
中
で
生
か

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
気
づ
く
こ
と
も
な
く
、
当
た
り
前
の

よ
う
に
ふ
ん
ぞ
り
返
っ
て
い
る
姿
は
、
心
貧
し
い
生
き
方
で
す
。 

 
 生

か
さ
れ
て
生
き
て
き
た 

生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る 

生
か
さ
れ
て
生
き
て
ゆ
こ
う
と 

手
を
合
わ
す 

南
無
阿
弥
陀
仏 

︵﹃
生
き
る
﹄
中
川
静
村
︶   

近
頃
の
若
者
の
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。漢
字
で
書
く
と﹁
有
財
餓
鬼
﹂。 

た
く
さ
ん
の
も
の
に
囲
ま
れ
な
が
ら
﹁
ま
だ
欲
し
い
、
ま
だ
欲
し
い
﹂

と
求
め
て
い
る
有
り
様
を
言
い
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
今
の
時
代
は

﹁
有
財
餓
鬼
の
時
代
﹂
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
使
い
き

れ
な
い
ほ
ど
の
お
金
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
﹁
ま
だ
欲
し
い
﹂
と

マ
ネ
ー
ゲ
ー
ム
に
興
じ
る
の
が
今
の
時
代
の
お
金
持
ち
の
常
識
だ
そ
う

で
す
。
そ
の
お
か
げ
で
私
た
ち
庶
民
は
、
大
き
く
振
り
回
さ
れ
て
い
る

の
で
す
が
。
バ
ブ
ル
崩
壊
や
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
、
そ
の
最
た
る

も
の
で
し
ょ
う
。
ど
う
も
、
求
め
る
方
向
が
違
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。 

波
北
彰
真
さ
ん
の
言
葉
に
、 

﹁
よ
ろ
こ
び
の
真
ん
中
に
い
て
も 

 

よ
ろ
こ
び
に
気
づ
く
心
の
眼
を
持
た
な
け
れ
ば
、 

よ
ろ
こ
び
に
出
あ
え
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
で
し
ょ
う
﹂ 

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
い
く
ら
幸
せ
な
環
境
に
い
て
も
、
そ
の
幸

せ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
幸
せ
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ

う
。
し
か
し
ど
ん
な
環
境
に
あ
ろ
う
と
、
自
分
を
支
え
て
下
さ
る
世
界

に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
幸
せ
を
感
じ
と
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
心
の
眼
を
育
て
て
下
さ
る

の
が
仏
法
だ
と
、
教
え
ら
れ
る
の
で
す
。
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                                                                                                    （６） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
弥
陀
如
来
と
い
う
仏
様
は
、
私
が
手
を
合
わ
せ
る
と
き
も
、
合

わ
せ
て
い
な
い
と
き
も
、
忘
れ
て
い
て
も
、
寝
て
い
て
も
、
常
に
、

私
を
思
い
、
寄
り
添
っ
て
下
さ
る
仏
様
だ
と
教
え
ら
れ
ま
す
。
共
に

喜
び
、
慈
し
み
、
私
の
有
り
よ
う
を
悲
し
ん
で
下
さ
る
の
だ
と
。 

そ
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
た
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
を
よ
り
ど

こ
ろ
に
す
る
生
き
方
は
、
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
こ
う
と
手
を
合
わ

す
、
尊
い
生
き
方
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
す
。
今
私
た
ち
が
生
き

て
い
る
現
代
社
会
に
、
最
も
必
要
な
生
き
方
が
、
こ
こ
に
あ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
■ 

    

   

こ
の
言
葉
は
、
倫
理
学
者
で
広
島
大
学
名
誉
教
授
の
白
井
成
充
博

士
が
、
東
大
生
で
あ
っ
た
息
子
さ
ん
を
亡
く
さ
れ
、
深
い
悲
し
み
の

中
で
作
ら
れ
た
歌
だ
そ
う
で
す
。 

お
釈
迦
様
は
、
人
生
と
は
思
い
も
よ
ら
な
い
悲
し
み
が
襲
い
か
か

っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
誰
も
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

教
え
ら
れ
ま
し
た
。
と
は
言
っ
て
も
、
人
間
そ
う
簡
単
に
は
割
り
切 

る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
白
井
博
士
の
悲
し
み
の
深
さ
に
、

私
が
簡
単
に
共
感
で
き
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、
私
の
想
像
を

超
え
た
悲
し
み
の
中
で
、そ
れ
で
も
生
き
て
い
こ
う
と
さ
れ
る
博
士
の
姿

が
伝
わ
っ
て
く
る
歌
で
す
。そ
の
博
士
を
支
え
た
の
は
、阿
弥
陀
如
来
の

心
で
し
た
。阿
弥
陀
如
来
は
、
悲
し
み
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
私
た

ち
を
、
深
く
慈
し
む
中
で
﹁
ま
た
会
え
る
世
界
﹂、
浄
き
み
国
︵
浄
土
︶

を
用
意
し
て
下
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。 

ま
た
会
え
る
世
界
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
本
当
に
素
敵
な
こ
と
で
す

ね
。ま
た
会
え
る
世
界
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、﹁
あ
の
人
が
悲
し
む
よ
う
な
、

生
き
方
は
で
き
な
い
。﹂﹁
今
度
会
っ
た
と
き
に
は
素
敵
な
思
い
出
が
た
く

さ
ん
話
せ
る
よ
う
な
人
生
を
歩
ん
で
い
こ
う
。﹂﹁
お
浄
土
で
は
、す
れ
違

い
も
仲
違
い
の
な
い
、
仏
様
と
し
て
出
遇
い
直
す
こ
と
が
で
き
る
。﹂
と
、

ぬ
く
も
り
の
中
で
、亡
き
人
と
共
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
死
ん
だ
ら

終
わ
り
の
人
生
は
、
切
な
く
、
寂
し
い
だ
け
の
人
生
で
す
。 

悲
し
み
の
真
ん
中
で
白
井
博
士
は
、﹁
こ
の
私
の
た
め
に
こ
そ
、
浄
土

は
建
て
ら
れ
た
の
だ
﹂
と
、阿
弥
陀
如
来
の
大
慈
悲
心
の
真
ん
中
に
い
た

こ
と
に
気
づ
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
。そ
の
ぬ
く
も
り
の
中
で
、
生
き
る
力

を
い
た
だ
か
れ
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
も
同
じ
く
、
等
し
く
、

そ
の
ぬ
く
も
り
に
包
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
、教
え
ら
れ
る
の
で
す
。深
く
、

味
わ
い
た
い
も
の
で
す
。
■ 
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「いただく」とは、「 戴
いただ

く」（もらうの謙譲語
けんじょうご

）ではなく、「 頂
いただ

く」（大切に

する・敬い扱う）の意味です。 

お経本を、 敬
うやま

い大切にするということは、ただ、仏様を敬い大切にするとい

うことだけではありません。阿弥陀様とは、「私の人生を、 敬
うやま

い大切にして

下さる」仏様です。つまり、阿弥陀様のみ教えを敬い大切にするということ

は、自分の人生を本当に敬い、本当に大切にするということなのです。 

◇ お経本は、大切なものですから、丁寧に扱いましょう。 

◇ 足の裏をつけるところには、置かないようにしましょう。 

（できれば、膝の上や、座布団の上に置くようにしたいものです。） 

① 開く前に、まず、いただきます。 

② 開いたら、胸元に保持します。 

③ 閉じた後にも、いただきます。 
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山口は、暖かくなってきましたが、東北はまだまだ寒いようです。この冬残ったカイロがあ

りましたら、ぜひご協力下さい。４月 10日まで、集めています。よろしくお願いします。 

 

極楽寺.comで検索して下さい。 

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。 

 

 

 

 

 

宮崎新燃岳噴火被災地の野菜を、東北大震災被災地へ届ける「野菜サポーター」。3月 13日の

第１便以降、11月末までに 40ヶ所以上に 1359便あまり、箱数にすると 6845箱以上の野菜・ジ

ュース・お菓子・お肉等が届けられました。東北でも、宮崎でも、大変喜ばれたようです。発送

は、３月末まで続くようですが、募金は終了となりました。極楽寺でも、たくさんの皆様にご協

力いただきました。本当に、有り難うございました。 
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