
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 

会 

い 

浄
土
宗
檀
信
徒
の
皆
様
に
は

「
日
課
念
珠
」
と
い
う
二
連
の

数
珠
を
使
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
か
け
方
は
写
真
の
通
り

で
、
掌
を
合
わ
せ
て
親
指
と
人

差
し
指
の
間
に
、
輪
が
二
つ
と

も
自
分
か
ら
見
え
る
よ
う
に
か

け
、
房
は
両
腕
の
間
か
ら
下
に

落
と
し
ま
す
。
焼
香
な
ど
の
際

は
、
左
手
首
に
か
け
て
扱
い
ま

す
。 

焼
香
す
る
際
は
焼
香
台
の
前
ま

で
進
み
先
ず
は
、
数
珠
を
か
け

て
合
掌
し
て
一
礼
し
ま
す
。
次

に
左
手
に
数
珠
を
か
け
て
右
手

で
焼
香
を
し
ま
す
。
そ
し
て
再

び
合
掌
し
て
一
礼
し
ま
す
。
動

画
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

「
施
餓
鬼
」
と
い
う
言
葉
を
聞

か
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
浄

土
真
宗
を
除
い
た
全
国
の
お
寺
で

は
、
特
に
お
盆
の
時
期
に
法
要
や

お
檀
家
回
り
な
ど
で
行
わ
れ
て
い

る
行
事
で
す
。 

当
山
で
は
、
先
代
中
川
誘
進
師

の
時
代
、
お
盆
の
間
墓
地
で
勤
め

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
昭
和

三
十
年
代
に
は
既
に
勤
め
ら
れ
な

く
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
唯
一
、

砺
波
市
東
中
地
区
で
は
、
家
の
当

主
が
亡
く
な
ら
れ
た
際
に
、
満
中

陰
法
要
（
四
十
九
日
）
の
中
で
施

餓
鬼
が
勤
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た

が
、
こ
れ
も
平
成
以
降
勤
め
ら
れ

て
お
り
ま
せ
ん
。 

浄
土
宗
の
大
切
な
行
事
で
あ
り

な
が
ら
、
お
寺
と
し
て
こ
れ
を
勤

め
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
住
職
と

し
て
責
任
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
お
盆
の
行
事
と
し
て
八
月

十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で
の
四
日

間
、
墓
地
の
す
べ
て
の
お
墓
や
お

地
蔵
堂
に
お
灯
明
を
灯
し
、
お
墓

の
前
で
読
経
ご
供
養
を
続
け
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

「
餓
鬼
」
と
は
、
仏
教
の
教
え

で
は
「
六
道
」
の
ひ
と
つ
「
餓
鬼

道
」
に
生
ま
れ
た
も
の
の
こ
と

で
、
常
に
飢
え
や
渇
き
に
苦
し
ん

で
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
餓
鬼

に
飲
食
物
を
供
物
と
し
て
施
し
供

養
す
る
こ
と
が
『
施
餓
鬼
』
で

す
。
こ
の
供
養
を
行
っ
た
人
は
善

行
を
積
ん
だ
こ
と
に
な
り
、
そ
の

功
徳
を
浄
土
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
亡

「餓鬼」 

浄
土
宗
の
仏
事
に
つ
い
て 

② 

「
数
珠
」
の
か
け
方 
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「
施
餓
鬼
（
せ
が
き
）」
と
は
？ 

～
布
施
の
大
切
さ
を
知
る
機
会
～ 

  

本年度の墓地草刈り・
清掃は、合同での実施
はいたしません。皆様の
ご都合に合わせて行って
いただきますようお願い
いたします。 

墓地の清掃に関して 

く
な
っ
た
方
に
振
り
向
け
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。 

お
釈
迦
様
は
「
善
行
を
す
れ
ば

善
い
結
果
が
生
ま
れ
る
」
と
説
か

れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
も
の
を
他

人
に
分
け
与
え
る
と
い
う
「
施

し
」
＝
「
布
施
」
は
、
正
に
そ
の

善
行
の
一
つ
で
す
。「
布
施
」
＝

「
僧
侶
へ
の
謝
礼
」
と
と
ら
え
る

こ
と
が
一
般
的
で
す
が
、「
自
分

の
大
切
な
も
の
を
提
供
す
る
」
と

い
う
の
が
本
来
の
意
味
で
す
。
自

己
の
所
有
や
利
益
に
と
ら
わ
れ

ず
、
他
者
に
分
け
与
え
、
他
者
の

利
益
や
幸
福
を
願
う
こ
と
は
、
自

己
の
成
長
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

「
お
盆
」
は
、
亡
く
な
ら
れ
た

親
戚
・
縁
者
を
偲
ん
で
、
直
接
供

養
す
る
の
に
対
し
、「
施
餓
鬼
」

は
餓
鬼
に
対
し
て
施
し
を
行
う

（
す
べ
て
の
生
命
を
想
い
供
養
す

る
）
こ
と
で
得
ら
れ
た
功
徳
を
も

っ
て
間
接
的
に
ご
先
祖
を
供
養
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
施
餓

鬼
」
は
、
時
期
を
選
び
ま
せ
ん
、

お
盆
に
限
ら
ず
、
特
に
「
施
餓

鬼
」
と
題
し
た
お
参
り
で
な
く
と

も
、
餓
鬼
へ
施
す
と
い
う
「
布

施
」
の
気
持
を
大
事
に
し
て
ま
い

り
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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ンネル動画説明 

数
珠
は
心
を
整
え
る
た
め
の

仏
具
の
一
つ
で
す
。
あ
ら
ゆ
る

物
事
に
お
い
て
「
場
」
を
整
え

な
い
と
良
い
結
果
が
得
ら
れ
な

い
よ
う
に
、
数
珠
も
正
し
く
掛

け
て
、
お
参
り
の
「
場
」
を
整

え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

  



 

 

 

 

 

 

内
仏
（
念
持
仏
）
と
は
寺
の
住

職
が
自
身
の
傍
ら
に
常
に
置
き
礼

拝
の
対
象
と
し
て
い
る
仏
様
で

す
。
大
念
寺
で
は
住
職
の
居
室
に

鎮
座
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
仏
様

に
は
実
に
興
味
深
い
ス
ト
ー
リ
ー

が
あ
り
ま
す
。 

元
々
は
江
戸
時
代
中
期
の
高

僧
・
貞
極
上
人
が
江
戸
・
小
石
川

の
伝
通
院
で
学
び
、
根
岸
の
四
休

庵
で
念
仏
道
場
を
開
か
れ
、
厳
し

い
戒
律
を
守
る
生
活
を
送
ら
れ
た

際
の
念
持
仏
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

貞
極
上
人
は
宝
暦
六
年
に
亡
く
な

り
ま
す
が
、
そ
の
後
四
休
庵
は
学

寮
と
な
り
、
明
治
維
新
前
後
、
伝

通
院
内
に
移
築
さ
れ
た
そ
う
で

す
。
そ
の
時
、
伝
通
院
の
役
者
で
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寮
主
を
務
め
た
の
が
、
大
念
寺
第

二
十
三
世
十
誉
念
教
上
人
の
弟
子

で
あ
る
長
嶋
念
徹
と
い
う
方
で
し

た
。
こ
の
学
寮
は
無
檀
無
縁
で
あ

っ
て
、
運
営
が
立
ち
行
か
な
く
な

り
廃
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し

た
。
念
徹
は
法
弟
で
あ
る
大
念
寺

第
二
十
五
世
香
月
猛
誉
上
人
の
も

と
に
持
参
、
猛
誉
上
人
が
こ
の
仏

様
を
内
仏
と
し
た
の
が
明
治
十
年

と
の
こ
と
で
す
。 

貞
極
上
人
は
学
者
で
い
く
つ
も

の
著
作
が
あ
り
、
没
後
そ
れ
ら
を

全
集
に
ま
と
め
よ
う
と
さ
れ
た
立

誉
行
誡
上
人
が
、
全
集
に
収
め
よ

う
と
念
持
仏
の
行
方
を
探
す
も
存

命
中
に
発
見
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
後
、
大
念
寺
第
二
十
六

編
集
後
記 

 

昨
年
五
月
に
「
出
会
い
」
創

刊
号
を
発
行
し
て
か
ら
、
約
一

年
余
り
が
経
過
し
ま
し
た
。
何

と
か
ネ
タ
に
困
る
こ
と
も
な
く

四
号
ま
で
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た

が
、
や
は
り
一
回
り
す
る
と
詰

ま
っ
て
き
ま
す
。
た
っ
た
四
回

で
。
ス
タ
ー
ト
し
た
か
ら
に

は
、
や
り
ぬ
く
覚
悟
で
臨
ん
で

い
ま
す
（
大
袈
裟
で
す
が
）。

ど
う
ぞ
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
要
望

や
、
投
稿
な
ど
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。
継
続
は
力
な
り
で
す
。
ペ

ー
ス
は
落
ち
て
も
発
行
を
続
け

て
い
き
ま
す
。 

 
 
 
 

 
 

【
副
住
職
】 

奇
し
き
因
縁
の 

阿
弥
陀
如
来
像 

（
お
内
仏
） 

大
念
寺
の
③ 

仏
さ
ま
紹
介 

(

特
別
編) 

正
、
昭
和
と
半
世
紀
以
上
を
経
て

完
成
を
見
た
全
集
に
は
因
縁
め
い

た
も
の
を
感
じ
ま
す
。
大
き
く
あ

り
ま
せ
ん
が
立
派
な
仏
様
で
、
そ

の
お
顔
は
慈
愛
に
満
ち
、
有
難
い

こ
と
極
ま
り
な
い
の
で
す
。 

 
 

世
で
も
あ
る
、
野
澤

俊
冏
上
人
が
伝
通
院

の
貫
主
の
時
、
編
者

の
九
州
福
岡
・
西
極

楽
寺
の
徳
永
徹
識
上

人
に
念
持
仏
の
所
在

が
伝
わ
り
、「
四
休

庵
貞
極
全
集
」
の
た

め
に
撮
影
、
昭
和
六

年
発
行
さ
れ
ま
し
た

明
治
十
年
か
ら
大

「
四
休
庵
貞
極
全
集
下
巻
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

大
念
寺
の
お
内
仏
。
掲
載
写
真
よ
り
。 

 

浄土宗新聞７月号に「おてら
マイク」が紹介されました 
 浄土宗宗務庁が毎月発行する「浄土宗新

聞」の７月号に「てらかつ」の一つとし

て４月から開催している「おてらマイ

ク」が紹介されました。第２回目のイベ

ント当日、はるばる東京から浄土宗社会

部の方が取材に来られました。このコー

ナーは毎号全国の寺院の取り組みを紹介

しているところです。 

四休庵貞極全集（上・中・下巻） 

「てらかつ」のご案内 


