
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四月八日は、お釈迦
しゃか

さまのご誕 生
たんじょう

を祝
いわ

う花まつり。花
はな

御堂
みどう

を飾り、 

お釈迦さまの誕生時のお姿に甘茶
あまちゃ

をかけてお祝いします。花
はな

御堂
みどう

は、 

生誕
せいたん

の地「ルンビニーの花園」をあらわし、甘茶は「ご誕生の際に、 

甘露
かんろ

の雨が降った」という言い伝えによるものです。 

極楽寺では、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。 

ご自由に甘茶をかけ、お飲み下さい。 

 

 

春
の
永
代
経
法
座
の
ご
案
内 

 

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
。 

四
月
十
一
日(
水) 

昼 

一
時
半 
夜 

七
時
半 

四
月
十
二
日(

木) 

昼 

一
時
半 

 

講 

師 

東
京 

八
王
子
市 

延
立
寺
住
職 
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﹁
南
無

な

も

阿
弥
陀
仏

あ
み
だ
ぶ
つ

﹂
は
︑
古
い
イ
ン
ド
の
言
葉
︑
サ
ン
ス 

ク
リ
ッ
ト
語
の
読
み
を
︑
漢
字
に
当
て
は
め
た
も
の
で

す
︒
昔
は
ア
メ
リ
カ
を
﹁
亜
米

あ

め

利り

加か

﹂︑
フ
ラ
ン
ス
を
﹁
仏ふ

蘭ら
ん

西す

﹂
と
︑
読

み
を
漢
字
に
当
て
は
め
て
標
記
し
て
い
ま
し
た
︒︵
今
で
も
ア
メ
リ
カ
を

米
国
︑
フ
ラ
ン
ス
仏
国
と
表
す
の
は
︑
こ
こ
か
ら
来
て
い
ま
す
︒︶
そ
れ
と

同
じ
で
す
︒ 

﹁
南
無

な

も

﹂
と
は
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ナ
マ
ス
︵nam

as
︶
と
い
う

言
葉
か
ら
き
た
も
の
で
す
が
︑
も
と
の
意
味
は
膝ひ

ざ

を
折お

る
と
い
う
こ
と
で

す
︒
膝
を
折
り
︑
跪

ひ
ざ
ま
ず

い
て
︑
敬う

や
ま

い
の
心
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
の
が
﹁
南

無
﹂
と
い
う
態
度
で
す
︒
自
分
中
心
︑
お
金
中
心
の
消
費
者

し
ょ
う
ひ
し
ゃ

体
質

た
い
し
つ

で
あ
る

現
代
社
会
に
お
い
て
︑
縁
遠

え
ん
ど
お

く
︑
見
失
わ
れ
て
い
る
態
度
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
︒ 

愛
知
県
の
知
多

ち

た

半
島

は
ん
と
う 

に
暁

あ
か
つ
き

学
園

が
く
え
ん 

と
い
う
特
別

と
く
べ
つ

養
護

よ
う
ご

施
設

し
せ
つ 

が
あ
り
ま

す
︒
そ
の
園
長
を
し
て
お
ら
れ
た
祖
父
江

そ

ふ

え

文ふ
み

宏ひ
ろ

さ
ん
と
い
う
方
が
お
ら
れ

ま
し
た
︒
二
〇
〇
二
年
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
︑
虐
待

ぎ
ゃ
く
た
い

を
受
け 

「
南
無

な

も

」
と
い
う
態
度 

た
子
ど
も
た
ち
︑
様
々

さ
ま
ざ
ま

な
事
情

じ
じ
ょ
う

で
親
と
一
緒
に
暮く

ら
す
こ
と
が
で
き
な
い

と
︑
共と

も

に
生
き
ら
れ
た
方
で
す
︒
真
宗
大
谷
派
︵
東
本
願
寺
︶
の
お
寺
の

ご
出
身
で
︑
親
鸞

し
ん
ら
ん

聖
人

し
ょ
う
に
ん

の
生い

き
様ざ

ま

を
常
に
意
識
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
︒ 

祖
父
江
さ
ん
は
︑
子
ど
も
た
ち
と
よ
く
山
へ
出
か
け
ら
れ
て
い
た
そ
う

で
す
︒
山
に
は
掟お

き
て

が
あ
り
ま
す
︒ 

一
つ
は
︑
火
を
焚た

く
時
に
は
必
ず
ま
わ
り
に
﹁
お
願
い
し
ま
す
︒
火
を

焚
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
﹂
と
言
お
う
と
い
う
こ
と
︒
こ
れ
は
︑
人
に
言

う
の
で
は
な
い
の
で
す
︒
山
に
︑
自
然
に
対
し
て
言
う
の
で
す
︒
二
つ
め

は
︑﹁
お
湯
や
油
を
熱
い
ま
ま
絶
対
に 

土
に
流
さ
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
︒ 

自
然
に
申も

う

し
訳わ

け

な
い
と
︒
そ
こ
に
生 

き
て
い
る
い
の
ち
に
申
し
訳
な
い
と
︒ 

驚お
ど
ろ

く
こ
と
に
︑
こ
れ
ら
は
子
ど
も
た 

ち
が
言
い
始
め
た
こ
と
な
の
だ
と
か
︒ 

何
と
素
敵

す
て
き

な
感
性

か
ん
せ
い

な
の
で
し
ょ
う
か
！ 

 

声
に
出
し
て
、
お
念
仏
称
え
ま
し
ょ
う 

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

第
五
弾 

祖父江文宏さん 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

祖
父
江
さ
ん
は
︑
こ
う
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒ 

﹁
人
間
が
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
汚き

た
な 

い
こ
と
で
し
ょ
︒
生
き
物
と

い
う
の
は
そ
う
い
う
も
ん
で
す
よ
ね
︒
食
べ
た
ら
排
泄

は
い
せ
つ 

す
る
ん
で
す
も

ん
︒
だ
け
ど
そ
れ
に
蓋ふ

た

を
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
大
切
な
も
の
を
見
え
な
く
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
し
か
た
が

あ
り
ま
せ
ん
︒
不
必
要

ふ
ひ
つ
よ
う

だ
っ
た
ら
︑
熱
い
油
だ
っ
て
平
気
で
土
に
捨す

て
ら

れ
る
人
間
︑
汚
い
か
ら
と
下
水
に
流
し
て
し
ま
う
人
間
︒
そ
ん
な
文
明
人

よ
り
︑
僕
は
う
ち
の
子
ど
も
た
ち
の
よ
う
に
︑
熱
い
も
の
を
土
に
こ
ぼ
さ

な
い
ん
だ
︑
そ
れ
か
ら
火
を
焚た

く
時
も
︑﹁
ご
め
ん
な
さ
い
︒
火
を
焚
か
せ

て
も
ら
い
ま
す
﹂
と
︑
き
ち
っ
と
四
方
に
言
う
︒
頭あ

た
ま

を
下
げ
て
言
う
ん
で

す
よ
︒
そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
の
生
き
方
の
方
が
︑
僕
は
は
る
か
に
す
て
き

だ
と
思
い
ま
す
︒
だ
い
い
ち
︑
そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
の
顔
の
方
が
生
き
生

き
と
し
て
︑
と
っ
て
も
す
て
き
で
す
も
ん
︒
こ
の
頃
の
日
本
人
の
顔
は
︑

卑い
や

し
い
顔
を
し
て
る
で
し
ょ
︒﹂ 

︵﹃
子
ど
も
た
ち
が
観
せ
て
く
れ
た
こ
と
﹄
祖
父
江
文
宏
︶ 

 

近
頃
は
︑
グ
ラ
ン
ピ
ン
グ
な
る
も
の
が
流
行

は

や

っ
て
い
る
よ
う
で
す
︒

キ
ャ
ン
プ
に
興
味

き
ょ
う
み

は
あ
る
け
れ
ど
︑﹁
火
お
こ
し
や
テ
ン
ト
設
営

せ
つ
え
い 

が
大
変
﹂﹁
ト
イ
レ
が
気
に
な
る
﹂﹁
虫
が
嫌い

や

﹂
と
敬
遠

け
い
え
ん

す
る
人
の
た
め
に
︑

煩わ
ず
ら

わ
し
さ
を
取
り
除
き
︑
快
適

か
い
て
き

さ
を
追
求

つ
い
き
ゅ
う

し
た
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
キ

ャ
ン
プ
で
す
︒
高
級
リ
ゾ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
も
展
開

て
ん
か
い

し
て
い
る
よ
う
で
︑
シ

ェ
フ
が
屋
外

お
く
が
い 

で
ダ
ッ
チ
オ
ー
ブ
ン
デ
ィ
ナ
ー
を
提
供

て
い
き
ょ
う 

し
た
り
︑
冷
暖
房

れ
い
だ
ん
ぼ
う

完
備

か
ん
び

の
テ
ン
ト
が
用
意
さ
れ
た
り
と
︑
ホ
テ
ル
並
み
の
設
備
や
サ
ー
ビ
ス

が
楽
し
め
る
の
だ
と
か
︒ 

し
か
し
そ
れ
は
︑
自
分
の
快
適

か
い
て
き

な
空
間
を
︑
自
然
の
中
に
持
ち
こ
ん
で

い
る
状
態
で
す
︒
そ
し
て
︑
自
然
を
道
具
の
よ
う
に
扱あ

つ
か

う
態
度
で
あ
り
︑

暁
学
園
の
子
ど
も
た
ち
の
態
度
と
は 

全
く
違
い
ま
す
︒ 

私
に
は
気
づ
か
な
い
世
界
が
あ
り
︑ 

そ
の
世
界
に
迷
惑

め
い
わ
く

を
か
け
な
が
ら
し 

か
生
き
ら
れ
な
い
自
分
が
あ
る
︒
だ 

か
ら
こ
そ
︑
頭
を
下
げ
て
﹁
ご
め
ん 

な
さ
い
︒
お
願
い
し
ま
す
﹂
と
言
お 

う
︒
申
し
訳
な
い
か
ら
﹁
お
湯
や
油 

は
︑
熱
い
ま
ま
土
に
流
す
の
は
や
め 

よ
う
﹂﹁
こ
れ
く
ら
い
は
さ
せ
て 

豪華なグランピング 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

も
ら
お
う
﹂
と
︑
慎つ

つ
し

も
う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
よ
う

と
す
る
子
ど
も
た
ち
の
素
晴

す

ば

ら
し
い
態
度
に
︑
私
は
自
分
の
生
き
方
が
と

て
も
恥は

ず
か
し
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
︒
子
ど
も
た
ち
の
よ
う
な
頭
の
下
げ

方
を
︑
ま
さ
し
く
﹁
南
無

な

も

﹂
と
い
う
の
で
し
ょ
う
︒
膝ひ

ざ

を
折
り
︑
跪

ひ
ざ
ま
ず

い

て
︑
敬う

や
ま

い
の
心
を
あ
ら
わ
す
態
度
で
す
︒ 

私
の
尊
敬
す
る
宮
城

み
や
ぎ

顗し
ず
か

先
生
は
︑﹁
南
無
﹂
と
は
茶
室

ち
ゃ
し
つ

に
入
る
よ
う
な

も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
茶
室
に
入
る
と
き
に
は
︑
手
を
洗
い
︑
口

を
す
す
ぎ
︑
に
じ
り
口
︵
狭せ

ま

く
て
低
い
入
口
︶
か
ら
膝
を
折
っ
て
入
っ
て

い
く
︒
こ
れ
は
︑
今
ま
で
の
自
分
の
気
分
や
思
い
を
一
度
断た

ち
切き

り
︑
新

た
な
気
持
ち
で
入
る
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
︒
自
分
の
思
い
を
持
ち
込

ま
な
い
︒
そ
し
て
入
っ
た
部
屋
に
は
︑ 

そ
こ
の
亭
主

て
い
し
ゅ

が
客
を
も
て
な
そ
う
と
︑ 

軸じ
く

か
ら
花
か
ら
使
う
道
具
か
ら
︑
あ
ら 

ゆ
る
も
の
に
心
が
配く

ば

ら
れ
て
い
ま
す
︒ 

つ
ま
り
お
茶
室
と
は
︑
私
を
も
て
な
そ 

う
と
い
う
心
で
満み

た
さ
れ
た
世
界
で
あ 

り
︑
私
に
向
け
ら
れ
た
心
に
出
会
っ
て 

い
く
場
な
の
で
す
︒ 

そ
し
て
お
互
い
の
気
持
ち
は
︑
一
期
一
会

い
ち
ご
い
ち
え

︒
あ
な
た
と
出
会
っ
て
い
る

こ
の
一
時
は
︑
も
う
二
度
と
め
ぐ
っ
て
は
来
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
大
切

に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
態
度
で
す
︒
一
期
一
会
の
心
で
︑
ま
な
ざ
し
を
向

け
合
い
︑
耳
を
傾か

た
む

け
︑
出
会
い
が
開
か
れ
て
い
く
場
が
︑
お
茶
室
の
世
界

で
す
︒ 

そ
れ
に
対
し
て
︑
今
の
世
の
中
は
喫
茶
店

き
っ
さ
て
ん

だ
と
宮
城
先
生
は
言
わ
れ
ま

す
︒
喫
茶
店
と
言
っ
て
も
︑
常
連
客

じ
ょ
う
れ
ん
き
ゃ
く

が
語か

た

り
合
う
よ
う
な
昔
な
が
ら
の

も
の
で
は
な
く
︑
今
ど
き
の
チ
ェ
ー
ン
店
の
よ
う
な
無
機

む

き

質し
つ

な
喫
茶
店
の

こ
と
で
す
︒
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
思
い
を
持
ち
込
み
︑
自
分
の
世
界
に
閉

じ
こ
も
っ
て
い
く
場
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
出
会
い
は
あ
り
ま
せ
ん
︒ 

つ
ま
り
﹁
南
無
﹂
と
は
︑﹁
オ
レ
が
こ
う
し
た
い
﹂
と
い
う
自
分
の
思
い

を
持
ち
込
む
の
で
は
な
く
︑
私
に
向
け
ら
れ
て
い
る
心
に
出
会
お
う
と
す

る
態
度
の
こ
と
な
の
で
す
︒そ
し
て
南
無

な

も

阿
弥
陀
仏

あ
み
だ
ぶ
つ

と
は
︑こ
の
世
界
が
︑

私
を
思
う
阿
弥
陀
如
来
の
願
い
に
満
ち
て
い
る
世
界
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
き
︑
そ
の
私
に
向
け
ら
れ
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
心
に
出
会
お
う
と
す
る

謙
虚

け
ん
き
ょ

な
生
き
方
だ
と
教
え
ら
れ
る
の
で
す
︒ 

そ
ん
な﹁
南
無
﹂の
心
を
見
失
っ
た
姿
を﹁
邪
見
憍
慢

じ
ゃ
け
ん
き
ょ
う
ま
ん

悪あ
く

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

﹂︵﹃
正

信
偈
﹄︶
と
い
う
の
だ
と
︑
宮
城
先
生
は
言
わ
れ
ま
す
︒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

﹁
邪
見

じ
ゃ
け
ん

﹂
と
は
︑
自
分
だ
け
と
い
う
思
い
で
あ
り
︑
ど
こ
に
で
も
自
分
の

思
い
を
持
ち
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
態
度
で
す
︒
そ
し
て
︑
周ま

わ

り
の
も
の

を
利
用
す
る
だ
け
で
︑
頭
を
下
げ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
姿
が
﹁
憍き

ょ
う

慢
心

ま
ん
し
ん

﹂
で
あ
り
︑﹁
悪あ

く

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

﹂
と
は
嫌
悪

け
ん
お

す
べ
き
生
き
方
を
あ
ら
わ
し
ま

す
︒
そ
れ
は
︑
四
方

し
ほ
う

へ
頭
を
下
げ
る
こ
と
を
忘
れ
た
生
き
方
で
あ
り
︑
祖

父
江
さ
ん
の
言
葉
で
言
え
ば
︑﹁
卑い

や

し
い
顔
に
な
っ
て
い
る
﹂
姿
で
す
︒ 

つ
ま
り
︑
謙
虚

け
ん
き
ょ

な
態
度
を
見
失
い
︑
自
分
だ
け
︑
自
分
に
関
わ
る
世
界

だ
け
に
生
き
て
い
く
傲
慢

ご
う
ま
ん

な
姿
は
︑
嫌
悪

け
ん
お

さ
れ
る
べ
き
生
き
方
だ
と
教
え

ら
れ
る
の
で
す
︒
私
た
ち
は
︑
そ
ん
な
悪あ

く

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う 

の
生
き
方
に
な
っ
て
は

い
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
卑い

や

し
い
顔
に
な
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
よ

く
よ
く
︑
生
き
方
を
見
つ
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒ 

ま
た
親
鸞
聖
人
は
膝ひ

ざ 
を
折
り
︑
跪

ひ
ざ
ま
ず 

い
て
︑
敬う

や
ま 

い
の
心
を
あ
ら
わ
す

﹁
南
無

な

も

﹂
と
い
う
言
葉
に
︑
よ
び
か
け
と
い
う
意
味
も
味あ

じ

わ
っ
て
お
ら
れ

ま
す
︒
あ
な
た
は
何
に
﹁
南
無
﹂
し
て
生
き
て
い
る
の
か
と
︑
呼
び
か
け

ら
れ
︑
問
い
返
す
う
な
が
し
を
﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂
と
い
う
お
念
仏
の
は

た
ら
き
に
見
い
出
さ
れ
た
の
で
し
た
︒ 

 

親
鸞
聖
人
は
お
念
仏
を
称と

な

え
な
が
ら
︑
阿
弥
陀
仏
の
よ
び
か
け 

を
聞
き
︑
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
﹁
南
無
﹂
し
て
い
く
人
生
を
歩
ま
れ
ま
し

た
︒
そ
こ
か
ら
︑
周
り
の
い
の
ち
を
尊と

う
と

び
︑
自
分
の
人
生
を
尊
ん
で
い
く

生
き
方
が
開
か
れ
た
の
で
す
︒ 

私
た
ち
は
﹁
南
無
﹂
の
態
度
を
忘
れ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
何
に

﹁
南
無
﹂し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒口
に
出
し
て
お
念
仏
称
え
な
が
ら
︑ 

自
分
の
生
き
方
を
見
つ
め
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
︑
教
え
ら
れ
る
の
で

す
︒
■ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
く
お
寺
に
お
参
り
さ
れ
る
男
性
が
︑
法
座

ほ
う
ざ

の
ご
講
師

こ
う
し

に
こ
ん
な
質
問

を
さ
れ
た
そ
う
で
す
︒ 

﹁
先
生
︒
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
と
笑
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
︑
ど
う
し
て

も
わ
か
ら
な
い
の
で
教
え
て
く
だ
さ
い
︒
ご
法
話
の
中
で
︑
よ
く 
﹁
仏
様

の
光
に
照て

ら
さ
れ
る
﹂
と
か
﹁
光
に
包つ

つ

ま
れ
る
﹂
と
か
言
わ
れ
ま
す
が
︑

私
に
は
ど
こ
に
仏
さ
ま
の
光
が
届
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
か
︑
ど
う
包

ま
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
︒
太
陽
や
月
︑
電
灯

で
ん
と
う

の
光
が
照
ら

し
て
く
れ
て
い
る
事
は
わ
か
り
ま
す
︒
で
も
︑
仏
さ
ま
の
光
に
照
ら
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
︑
わ
か
ら
な
い
の
で
す
︒﹂ 

真
面
目

ま

じ

め

な
方
な
の
で
す
ね
︒
私
の
よ
う
な
い
い
加
減

か
げ
ん

な
者
は
︑
そ
こ
ま

で
考
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
で
も
︑
こ
の
よ
う
に
問
う
て
く
だ
さ
る

方
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
︒
有
り
難
く
︑ 

大
切
な
問
い
か
け
で
す
︒ 

こ
れ
は
︑
阿
弥
陀
様
の
は
た
ら
き
を
︑
光
の
は
た
ら
き
に
譬た

と

え
て
い
る

の
で
す
︒
で
は
︑
光
に
は
ど
ん
な
は
た
ら
き
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒ 

ま
ず
︑
暗
闇

く
ら
や
み

に
光
が
差
し
込
む
と
︑
辺あ

た

り
の
様
子
が
見
え
て
く
る
よ
う

に
︑
光
に
は 
﹁
そ
の
も
の
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
﹂
と
い
う
は
た
ら
き
が

あ
り
ま
す
︒ 

そ
し
て
︑
光
に
は 
﹁
育そ

だ

て
る
﹂
と
い
う
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
︒
植
物

は
︑
水
や
肥
料

ひ
り
ょ
う

が
あ
っ
て
も
︑
光
が
な
け
れ
ば
育
ち
ま
せ
ん
︒ 

ま
た
︑
日
陰

ひ
か
げ

に
生は

え
て
い
る
植
物
は
︑
必
ず 

光
の
方
を
向
い
て
伸の

び
て
い
き
ま
す
︒
つ
ま
り 

光
に
は
︑﹁
進
む
べ
き
方
向
を
明あ

き

ら
か
に
す
る
﹂ 

は
た
ら
き
が
あ
る
の
で
す
︒ 

 

あ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
が
夏
の
日
に
︑
バ
ス
に
乗
り
ま
し
た
︒
と
こ

ろ
が
︑
そ
の
バ
ス
は
満
員

ま
ん
い
ん

︒
お
ま
け
に
あ
い
に
く
の
雨
で
︑
車
内
は
ム
シ

ム
シ
し
ま
す
︒
し
か
も
︑
蒸む

れ
て
臭く

さ

い
︒
そ
の
上
︑
赤
ち
ゃ
ん
を
抱か

か

え
た

お
母
さ
ん
が
乗
っ
て
お
ら
れ
て
い
て
︑
赤
ち
ゃ
ん
が
大
声
で
泣
く
の
で

す
︒
人
は
多
い
し
︑
暑あ

つ

い
し
︑
蒸む

れ
る
し
︑
臭く

さ

い
し
︑
赤
ち
ゃ
ん
が 

4 月の言葉 

極楽寺掲示伝道 

けいじでんどう 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ん
で
し
ょ
？
﹂ 

﹁
で
も
︑
皆
さ
ん
に
迷
惑
を
か
け
る
か
ら
・
・
・
﹂ 

す
る
と
運
転
手
さ
ん
は
︑
お
も
む
ろ
に
マ
イ
ク
を
と
り
︑
こ
ん
な
ア
ナ

ウ
ン
ス
を
さ
れ
ま
し
た
︒ 

﹁
皆
さ
ん
︑
こ
こ
に
熱
を
出
し
た
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
え
た
お
母
さ
ん
が
お
ら

れ
ま
す
︒
目
指

め

ざ

す
病
院
は
︑
ま
だ
ま
だ
先
︒
で
も
︑
赤
ち
ゃ
ん
が
泣
い

て
迷
惑
に
な
っ
て
し
ま
う
と
︑
お
母
さ
ん
は
こ
こ
で
降お

り
て
歩
こ
う
と

し
て
い
ま
す
︒
こ
の
辺あ

た

り
で
は
タ
ク
シ
ー
も
ひ
ろ
え
ま
せ
ん
︒
外
は
雨

で
す
︒
歩
く
に
は
︑
か
な
り
の
距
離

き
ょ
り

が
あ
り
ま
す
︒
皆
さ
ん
︑
ど
う
か

し
ば
ら
く
の
間
︑
我
慢

が
ま
ん

し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
﹂ 

一
瞬
車
内
は
シ
ー
ン
と
な
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
…
︑ 

一
人
二
人
と
パ
チ
パ
チ
パ
チ
と
拍
手

は
く
し
ゅ

が
起お

こ
り
︑
バ
ス
が
拍
手
で
い
っ

ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
︒
お
母
さ
ん
は
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
た
ま
ま
泣
き
は
じ

め
ま
し
た
︒
そ
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
も
拍
手
を
し
な
が
ら
︑
こ
う
思
っ

た
そ
う
で
す
︒﹁
こ
ん
な
に
素
晴

す

ば 
ら
し
い
バ
ス
に
乗
れ
て
︑
本
当
に
良
か

っ
た
﹂
と
︒ 

 

で
も
考
え
て
み
れ
ば
︑
状
況

じ
ょ
う
き
ょ
う

は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん 

泣
く
し
︑
そ
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
は 
﹁
最
悪

さ
い
あ
く

の
バ
ス
に
乗
っ
て
し
ま
っ

た
﹂
と
思
っ
た
そ
う
で
す
︒ 

す
る
と
︑
次
の
停
留
所

て
い
り
ゅ
う
じ
ょ 

が
近
づ
い
た
時
︑
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
た
お
母

さ
ん
が
バ
ス
を
降
り
よ
う
と
さ
れ
ま
し
た
︒
バ
ス
の
中
は
︑
ホ
ッ
と
し
た

空
気
が
流
れ
ま
し
た
︒
そ
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
も
︑﹁
や
れ
や
れ
降
り

て
く
れ
る
﹂
と
安
心
し
た
そ
う
で
す
︒ 

そ
の
時
︑
バ
ス
の
運
転
手
さ
ん
が
︑
何
気

な
に
げ

な
く
お
母
さ
ん
に
﹁
ど
こ
ま

で
行
か
れ
る
ん
で
す
か
？
﹂
と
た
ず
ね
ま
し
た
︒ 

﹁
こ
の
子
が
熱
を
出
し
て
︑
病
院
ま
で
行
き
た
い
の
で
す
﹂ 

﹁
え
っ
？
病
院
っ
て
︑
ま
だ
か
な
り
先
で
す
よ
︒
ど
う
し
て
︑
こ
こ
で
降

り
る
ん
で
す
か
？
﹂ 

﹁
い
や
︑
こ
の
子
が
泣
い
て
皆
さ
ん
に 

迷
惑

め
い
わ
く

を
か
け
ま
す
か
ら
﹂ 

﹁
で
も
こ
ん
な
と
こ
ろ
じ
ゃ
︑
タ
ク
シ
ー 

も
ひ
ろ
え
ま
せ
ん
よ
︒
歩
く
つ
も
り 

で
す
か
﹂ 

﹁
は
い
︒﹂ 

﹁
今
︑
雨
が
降
っ
て
い
ま
す
よ
︒
そ
れ
に
︑
赤
ち
ゃ
ん
熱
が
あ
る 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
の
で
す
︒ 

 

親
鸞

し
ん
ら
ん

聖
人

し
ょ
う
に
ん

は
﹁
源げ

ん

空く
う

光
明

こ
う
み
ょ
う

は
な
た
し
め
﹂
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
源

空
と
は
︑
親
鸞
聖
人
の
師
匠

し
し
ょ
う

︑
法ほ

う

然ね
ん

聖
人

し
ょ
う
に
ん

の
こ
と
で
す
︒
そ
れ
は
︑
法
然

聖
人
が
︑
ピ
カ
ッ
と
光
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
法
然
聖
人
の

言
葉
や
生い

き
様ざ

ま

を
通
し
て
︑
育そ

だ

て
ら
れ
︑
導み

ち
び

か
れ
︑
進
む
べ
き
方
向

ほ
う
こ
う

が
明

ら
か
に
な
っ
た
時
に
︑
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
法
然
聖
人
は
光ひ

か
り

輝か
が
や

く
存
在

に
見
え
た
の
で
し
ょ
う
︒
そ
し
て
︑
私
た
ち
の
先
輩
も
︑
親
鸞
聖
人
の
言

葉
や
生
き
様
に
触
れ
て
︑
親
鸞
聖
人
が
光
輝
く
よ
う
に
見
え
た
︒
そ
の
法

然
聖
人
︑
親
鸞
聖
人
を
輝か

が
や 

か
し
め
た
の
は
︑
ま
さ
に
阿
弥
陀

あ

み

だ

様さ
ま 

の
光
で

し
た
︒ 

阿
弥
陀
様
の
光
に
照
ら
さ
れ
︑
導
か
れ
︑
育
て
ら
れ
た
方
が
あ
る
︒
そ

の
先
輩
方
の
歩
み
が
ま
た
輝
き
と
な
り
︑
長
い
歴
史
を
通
し
て
︑
私
の
と

こ
ろ
に
ま
で
届と

ど

け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
︒ 

﹁
あ
な
た
も
す
で
に
︑
そ
の
光
に
包
ま
れ 

て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い 

う
︑
願
い
と
共と

も

に
︒
■ 

 

よ
ね
︒
人
は
多
い
し
︑
暑
い
し
︑
蒸
れ
る
し
︑
臭
い
し
︑
赤
ち
ゃ
ん
は
泣

く
し
︒
そ
れ
が
運
転
手
さ
ん
の
一
言
で
︑﹁
最
悪

さ
い
あ
く 

の
バ
ス
に
乗
っ
て
し
ま

っ
た
﹂
か
ら
︑﹁
最
高

さ
い
こ
う

の
バ
ス
に
乗
れ
た
﹂
と
い
う
気
持
ち
に
変
わ
っ
た
︒

同
じ
状
況
で
あ
り
な
が
ら
︑
世
界

せ
か
い

が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
で
す
︒ 

そ
し
て
同
時
に
︑
こ
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
は
思
わ
れ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
︒﹁
僕
は
︑
お
母
さ
ん
が
バ
ス
を
降お 
り
よ
う
と
し
た
時
に
︑

﹁
や
れ
や
れ
良
か
っ
た
﹂
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
︒
も
し
︑
運
転
手
さ
ん
の

一
言
が
な
か
っ
た
ら
︑
お
母
さ
ん
は
雨
の
中
長
い
道
の
り
を
︑
熱
を
出
し

た
赤
ち
ゃ
ん
を
抱か

か

え
た
ま
ま
︑
歩
い
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
︒

そ
う
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
は
︑
僕
た
ち
だ
っ
た
﹂
と
︒ 

バ
ス
に
乗
っ
て
お
ら
れ
た
人
た
ち
に
は
︑
運
転
手
さ
ん
は
光
輝

ひ
か
り
か
が
や

い
て

見
え
た
と
思
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
お
母
さ
ん
に
は
︑
運
転
手
さ
ん
だ
け
で

は
な
い
︑
拍
手
し
た
乗
客
の
皆
さ
ん
も
光
輝
い
て
見
え
た
と
思
い
ま
す
︒ 

光
に
照
ら
さ
れ
る
と
は
︑
ま
さ
に
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
し
ょ

う
︒
気
づ
か
な
か
っ
た
大
切
な
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
︒
そ
の
大
切
な
こ

と
を
気
づ
か
ず
に
粗
末

そ
ま
つ

に
し
て
い
た
︑
足
蹴

あ
し
げ

に
し
て
い
た
自
分
の
姿
に
気

づ
か
さ
れ
た
︒
そ
し
て
進
む
べ
き
方
向
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
そ
の
方
向

ほ
う
こ
う

へ
と
一
歩
踏
み
出
し
た
時
︑
そ
の
人
も
ま
た
光ひ

か
り

輝か
が
や

く
存
在
と
な
っ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

残念なことに… 
    

前号で、長男・融也
ゆうや

が「得度
とくど

（僧侶となる研修・儀式）を受けます」とお知
らせしましたが、残念なことにインフルエンザに罹ってしまい強制退所

きょうせいたいしょ
。

改めて、受け直しとなりました。本人も残念がっておりますが、病気ですか
ら仕方がありません。正式に受式した際には、改めてご報告いたします。 

極楽寺御正忌
ごしょうき

報恩講
ほうおんこう

・大逮夜
おおたいや

（1月 15日）の写真が、本願寺の冊子『大乗
だいじょう

』に掲載されまし
た。真宗門徒は、長く親鸞聖人のご命日を大切にし、報恩講を営

いとな
んできました。金子みすゞさん

も『報恩講』という詩を書いておられます。 
 

「お番
ばん

」の晩は雪のころ／くらい夜みちをお寺へつけば とても大きな蝋燭
ろうそく

と とても大きなお火鉢
ひ ば ち

で 

明るい、明るい、あたたかい／「お番」の晩は夜なかでも からころ足駄
げ た

の音がする／ 
 
ここに出てくる「お番」というのが、この大逮夜法要。真宗門徒が培

つちか
ってきた大切な伝統行事

です。長い歴史を通して伝えられてきた大切な営みも、ほとんどのお寺で失われてしまいました。
どうか、これからも続けていけるよう、お参りください。よろしくお願いします。 

御正忌大逮夜の写真が、本願寺の冊子『大乗
だいじょう

』に掲載！ 

◆ 元世話人の名和田良作さん（市）、角村信忠さん（野波瀬）がご往生されました。

長年お世話いただき、本当に有難うございました。 

 

お知らせ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夜の法座に、お参りください 
ここのところ、法座へのお参りが少なくなり、また高齢化がすすんでいます。

特に夜の法座は、めっきり少なくなりました。このままだと、いずれ夜の法座を
勤めることができなくなりそうです。 
忙
いそが

しい時代です。しかし、「忙」とは、「心
こころ

を亡
な

くす」と書きます。忙しさの
中で、大切な心を忘れ、亡

な

くしてはいないでしょうか。ならば、なおのこと法座
のご縁が大切になるはずです。 
法座は、お参りに来られる方がなくては成り立ちません。長い歴史を通して伝

えられた尊いご縁を支え、伝えるには、〝あなた〟のお力が必要なのです。 
どうぞ誘い合わせ、お参りください。よろしくお願いします。 

昔むかしのお話です。ある村で、それぞれがお酒を持ち寄 

り、宴会
えんかい

をすることになりました。そのうちの一人が、「一人くらい 

は、酒ではなく水を持って行ってもわからないだろう」と、徳利
とっくり

に水を 

入れて行きました。さて、宴会が始まり、みんなで乾杯
かんぱい

すると…、徳利

の中身はすべて水だったというお話です。「自分一人くらいは…」と思いはじめると、その場

は成り立たなくなってしまいます。私たちの先輩方が、大切に伝えてくださった法座を、受け

継ぎ、伝えていくのは「私」の仕事です。「別に私が行かなくても、 

誰かが行くだろう」と思い始めると、もうそこで途絶
と だ

えてしまいます。 

「この私が、一肌
ひとはだ

脱
ぬ

がねば」と思ってくださる方、募集中です。どうか、 

どうか、夜の法座にお参りください。よろしくお願いします。（住職） 

今回から夜の座は、短いお勤めで、 

早めに終わるようにします。 

夜七時半から、一時間くらいです。 

住職からの 
お願いです 


