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い

た

だ

こ

う

い

た

だ

こ

う

い

た

だ

こ

う

い

た

だ

こ

う

    

あ

わ

せ

る

あ

わ

せ

る

あ

わ

せ

る

あ

わ

せ

る    

掌掌掌掌

の

ぬ

く

も

り

を

の

ぬ

く

も

り

を

の

ぬ

く

も

り

を

の

ぬ

く

も

り

を

」」」」    

    

あかり とも 

情

宣

部

部

長

 

瀨

戸

川

 

恒

雄

 

    

「

お

浄

土

で

待

っ

て

い

る

よ

」

と

答

え

ら

る

人

が

、

ど

れ

だ

け

お

ら

れ

る

で

し

ょ

う

か

。 

 

真

宗

門

徒

で

あ

れ

ば

、

浄

土

の

事

は

知

識

の

上

で

は

、

大

抵

の

人

が

知

っ

て

い

て

も

、

こ

の

身

は

、

い

ず

れ

浄

土

に

参

ら

せ

て

も

ら

え

る

と

深

く

念

仏

申

し

て

い

な

い

と

、

「

お

浄

土

で

待

っ

て

い

る

よ

」

と

は

答

え

ら

れ

ま

せ

ん

。 

 

日

ご

ろ

、

私

た

ち

は

自

分

が

迷

っ

て

い

る

つ

も

り

な

ど

な

く

、

自

分

の

事

は

、

自

分

で

何

も

か

も

わ

か

っ

て

い

る

つ

も

り

で

す

が

、

よ

く

考

え

て

み

ま

す

と

、

自

分

自

身

の

明

日

さ

え

も

何

も

わ

か

ら

な

い

が

本

当

の

姿

で

す

。

「

お

浄

土

で

待

っ

て

い

る

よ

」

と

明

日

へ

の

確

か

な

生

き

る

道

し

る

べ

に

向

け

て

毎

日

が

歩

め

る

こ

と

が

、

充

実

し

た

念

仏

者

の

証

で

す

。 

 

「

浄

土

で

会

え

る

」

こ

の

こ

と

は

、

す

な

わ

ち

死

は

命

の

消

滅

で

は

な

く

、

浄

土

と

い

う

受

け

止

め

て

い

た

だ

け

る

世

界

が

あ

る

か

ら

で

す

。 

 

仏

の

世

界

は

、

因

果

の

道

理

で

動

い

て

お

り

ま

す

。

「

因

果

の

道

理

」

と

は

、

三

世

十

方

変

わ

ら

ぬ

も

の

は

、

原

因

な

し

に

起

き

る

結

果

は

絶

対

に

な

い

し

、

結

果

に

は

、

必

ず

原

因

が

あ

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

夫

婦

、

親

子

、

同

じ

家

族

で

も

、

や

っ

て

き

た

こ

と

が

同

じ

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

。

す

る

こ

と

も

話

す

こ

と

も

、

思

う

こ

と

に

い

た

っ

て

は

、

み

ん

な

バ

ラ

バ

ラ

で

す

。 

 

因

果

の

道

理

か

ら

も

、

行

先

は

み

ん

な

別

々

な

所

に

行

く

こ

と

に

な

り

ま

す

が

、

そ

れ

が

ど

う

し

て

み

ん

な

浄

土

で

会

え

る

こ

と

に

な

る

で

し

ょ

う

か

。

そ

れ

は

共

に

、

南

無

阿

弥

陀

仏

を

い

た

だ

か

せ

て

も

ら

え

る

か

ら

で

す

。

因

が

同

じ

浄

土

の

因

で

あ

り

、

果

も

同

じ

浄

土

に

往

生

で

き

ま

す

。 

 

と

も

に

お

浄

土

で

会

え

る

の

が

、

お

念

仏

の

教

え

に

出

会

っ

た

も

の

同

士

の

大

き

な

ご

利

益

で

す

。

こ

の

こ

と

が

、

老

・

病

・

死

と

き

ち

ん

と

向

き

合

え

る

唯

一

の

道

で

も

あ

り

ま

す

。 

    

お

孫

さ

ん

に

、

「

じ

い

ち

ゃ

ん

が

死

ん

だ

ら

、

ど

こ

に

い

る

の

」

と

問

わ

れ

た

ら

、

ど

う

答

え

ま

す

か

。

 

最

後

最

後

最

後

最

後

にににに

頼頼頼頼

り

と

な

る

も

の

り

と

な

る

も

の

り

と

な

る

も

の

り

と

な

る

も

の 

現

役

時

代

に

は

た

く

さ

ん

の

人

と

か

か

わ

り

、

一

緒

に

仕

事

を

や

っ

て

き

ま

し

た

が

、

定

年

と

共

に

多

く

の

人

が

私

の

周

り

か

ら

離

れ

て

い

き

、

だ

ん

だ

ん

と

交

友

の

機

会

も

少

な

く

な

り

、

こ

れ

か

ら

ま

す

ま

す

少

な

く

な

り

、

最

後

は

家

族

だ

け

と

な

り

、

死

ん

で

い

く

と

き

は

家

族

も

つ

い

て

く

れ

ま

せ

ん

、

ま

っ

た

く

一

人

だ

け

に

な

り

ま

す

。

家

族

も

健

康

も

財

産

も

み

ん

な

大

切

で

す

が

、

最

後

ま

で

つ

い

て

く

れ

る

宝

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

い

つ

か

は

離

れ

て

い

き

、

そ

の

時

は

絶

望

の

み

が

残

り

ま

す

。

こ

れ

ら

は

畢

竟

依

（

究

極

の

よ

り

ど

こ

ろ

）

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

最

後

に

頼

り

に

な

る

の

は

、

阿

弥

陀

様

だ

け

で

す

。 

 

か

っ

て

、

私

の

友

人

の

お

子

さ

ん

が

小

児

が

ん

に

な

り

、

毎

日

欠

か

さ

ず

病

院

に

出

か

け

る

こ

と

が

日

課

と

な

り

ま

し

た

。

入

院

当

初

は

、

元

気

に

し

て

い

ま

し

た

の

で

「

が

ん

ば

れ

よ

、

必

ず

治

る

か

ら

」

「

早

く

元

気

に

な

っ

て

、

お

家

に

帰

ろ

う

」

と

元

気

づ

け

て

い

ま

し

た

が

、

日

に

日

に

病

状

は

悪

化

し

て

、

別

人

の

よ

う

に

や

つ

れ

て

い

く

頃

に

な

る

と

、

と

て

も

「

が

ん

ば

れ

よ

」

は

言

え

な

く

な

り

ま

し

た

。

「

お

父

さ

ん

が

こ

こ

に

い

る

よ

」

「

お

父

さ

ん

と

い

つ

ま

で

も

、

一

緒

だ

よ

」

と

強

く

手

を

握

っ

て

あ

げ

る

こ

と

し

か

で

き

ま

せ

ん

で

し

た

、

と

話

し

て

く

れ

ま

し

た

。 

 

「

お

父

さ

ん

が

こ

こ

に

い

る

よ

」

は

、

阿

弥

陀

様

が

呼

び

か

け

ら

れ

て

お

ら

れ

る

よ

う

に

感

じ

ま

し

た

。

阿

弥

陀

様

お

一

人

だ

け

が

、

手

を

差

し

の

べ

て

、

「

我

が

名

を

と

な

え

よ

、

私

が

い

つ

も

そ

ば

に

い

ま

す

よ

」

と

呼

び

か

け

て

く

だ

さ

い

ま

す

。 

 

阿

弥

陀

様

の

呼

び

か

け

の

声

に

よ

っ

て

、

念

仏

を

と

な

え

る

身

と

な

り

、

悲

し

い

時

や

つ

ら

い

時

や

さ

み

し

い

時

、

あ

る

い

は

腹

が

立

つ

と

き

な

ど

は

、

阿

弥

陀

様

の

前

に

座

る

と

、

み

な

何

か

し

ら

心

が

安

ら

ぎ

ま

す

。 

 

七

百

五

十

回

御

遠

忌

を

ご

縁

に

、

五

村

別

院

・

長

浜

別

院

で

皆

様

方

の

お

越

し

を

お

待

ち

い

た

し

て

お

り

ま

す

。 

 

巻頭言 
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長

浜

教

区

第

二

十

組

 
 

 
 
 

 
 
 

 

法

話

と

落

語

に

よ

る

「

聞

法

の

場

づ

く

り

」

 

御遠忌 

ごきげん 

ワークショップ 

竹

原

・

八

木

の

二

人

で 

「

や

っ

ち

く

二

人

会

」

真

宗

落

語

×

法

話

 

期

日

 

二

〇

一

九

年

四

月

六

日

（

土

）

 

  

会

場

 

大

通

寺

 

大

広

間

 

  

参

加

費

 

五

百

円

 

  

不

思

議

な

御

縁

で

結

ば

れ

た

出

身

も

年

齢

も

全

く

異

な

る

二

人

。

 

 

南

立

亭

千

笑

（

な

ん

た

っ

て

い

せ

ん

し

ゅ

う

）

氏

こ

と

八

木

千

春

氏

と

竹

原

了

珠

氏

に

よ

る

真

宗

落

語

と

法

 

話

の

融

合

が

、

新

し

い

可

能

性

に

挑

戦

し

ま

す

。

 

 

皆

さ

ん

、

是

非

、

ご

参

加

く

だ

さ

い

。

 

プ

ロ

フ

ィ

ー

ル

プ

ロ

フ

ィ

ー

ル

プ

ロ

フ

ィ

ー

ル

プ

ロ

フ

ィ

ー

ル    

 
 

 

「

僧

侶

だ

け

が

教

化

を

担

う

の

で

は

も

っ

た

い

な

い

」

意

気

投

合

し

た

門

徒

（

推

進

員

）

と

僧

侶

が

素

人

落

語

と

未

熟

な

法

話

の

二

人

三

脚

を

始

め

ま

し

た

。

私

た

ち

の

願

い

は

た

だ

一

つ

。

僧

侶

と

門

徒

の

協

働

ス

タ

イ

ル

が

お

寺

の

新

し

い

可

能

性

を

生

む

は

ず

。

そ

の

提

案

を

事

業

と

し

て

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

◎

南

立

亭

千

笑

氏

は

、

真

宗

の

僧

侶

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

名

古

屋

市

在

住

の

熱

心

な

真

宗

門

徒

の

一

人

で

す

。

ま

た

、

熱

心

な

落

語

フ

ァ

ン

の

一

人

で

す

。

 

◎

竹

原

了

珠

氏

は

、

石

川

県

七

尾

市

出

身

の

僧

侶

で

す

。

ま

た

、

真

宗

大

谷

派

東

本

願

寺

や

同

朋

会

館

に

五

年

間

常

勤

補

導

と

し

て

勤

務

の

後

、

名

古

屋

教

務

所

に

て

教

区

駐

在

教

導

と

し

て

奉

職

さ

れ

て

ま

し

た

。

 

 

現

在

は

自

坊

で

ご

活

躍

中

で

す

。

 

問

い

合

わ

せ

 

 

主

催

代

表

 

西

照

寺

 

 

電

話

番

号

 

〇

七

四

九

（

七

二

）

二

二

七

五

 

 

日

頃

か

ら

、

真

宗

の

教

え

を

門

徒

の

方

に

わ

か

り

や

す

く

伝

え

る

方

法

は

な

い

か

と

二

十

組

の

役

員

会

で

話

し

合

っ

て

お

り

ま

し

た

。

そ

ん

な

中

、

各

地

の

御

寺

院

で

「

落

語

と

法

話

」

の

コ

ラ

ボ

レ

ー

シ

ョ

ン

を

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

広

報

誌

で

目

に

し

ま

し

た

。

落

語

は

歴

史

的

に

は

唱

導

文

学

に

端

を

発

し

「

や

っ

ち

く

二

人

会

」

は

僧

侶

と

門

徒

さ

ん

と

の

共

同

企

画

で

あ

る

と

お

聞

き

し

、

魅

力

を

感

じ

、

是

非

お

願

い

し

た

い

と

申

し

込

み

、

ご

採

用

い

た

だ

き

ま

し

た

。

 

 

「

御

遠

忌

 
ご

き

げ

ん

 

ワ

ー

ク

シ

ョ

ッ

プ

」

は

御

遠

忌

の

趣

旨

に

賛

同

の

上

、

様

々

な

活

動

を

企

画

し

実

施

い

た

だ

く

団

体

を

募

集

し

ま

し

た

。

応

募

団

体

の

中

か

ら

選

考

の

上

、

一

定

の

助

成

を

す

る

も

の

で

、

助

成

対

象

と

な

る

事

業

は

御

遠

忌

の

願

い

「

生

き

る

力

を

伝

え

る

」

に

則

し

た

多

様

な

活

動

を

行

っ

て

い

き

ま

す

。

 

 

「

御

遠

忌

 

ご

き

げ

ん

 

ワ

ー

ク

シ

ョ

ッ

プ

」

を

契

機

と

し

て

、

真

宗

門

徒

の

皆

さ

ん

は

も

と

よ

り

、

宗

派

を

越

え

て

地

域

の

方

々

と

の

交

流

を

深

め

て

ま

い

り

ま

し

ょ

う

。

 



   1251年（79歳）  親鸞、書状により常陸の「有念無念」の論争を制⽌。 
   1252年（80歳）  親鸞、書状により関東の「造悪無碍」の風儀を制⽌。  

   1252年（80歳）  親鸞、『浄⼟⽂聚鈔』を撰述す。   
     1254年（82歳）  親鸞、『唯信鈔』を書写。 

御

遠

忌

 

二

度

の

不

思

議

な

出

会

い 

第

２０

組

 

円

光

寺

住

職

 

堀

 

匠

 

親鸞聖人のご生涯⑥ 

御

遠

忌

に

お

遇

い

で

き

る

喜

び 第

20

組

 

西

照

寺

住

職

 

玉

樹

 

惇

 

私

が

初

め

て

宗

祖

御

遠

忌

に

出

会

わ

せ

て

い

た

だ

い

た

の

は

、

ち

ょ

う

ど

四

、

五

歳

の

時

に

行

わ

れ

た

本

山

の

七

百

回

御

遠

忌

の

時

な

の

で

す

。

楽

し

そ

う

な

写

真

は

残

っ

て

い

る

の

で

す

が

、

残

念

な

が

ら

記

憶

に

あ

り

ま

せ

ん

。

覚

え

て

い

る

の

が

自

坊

で

の

時

で

す

。

も

う

半

世

紀

以

上

も

前

な

の

で

、

お

ぼ

ろ

げ

な

記

憶

し

か

あ

り

ま

せ

ん

が

、

不

思

議

な

こ

と

に

、

あ

る

場

面

ご

と

に

鮮

明

に

覚

え

て

い

る

と

こ

ろ

が

あ

り

ま

す

。

そ

の

一

つ

は

、

お

寺

の

階

段

の

と

こ

ろ

に

広

く

て

長

い

坂

が

作

ら

れ

、

門

徒

の

方

が

そ

こ

を

行

き

来

し

て

、

お

参

り

さ

れ

た

こ

と

で

す

。

今

ま

で

見

た

こ

と

も

な

い

大

き

な

木

製

の

坂

が

珍

し

く

、

何

度

か

上

り

下

り

し

て

遊

ん

だ

こ

と

を

覚

え

て

い

ま

す

。

も

う

一

つ

は

、

お

練

り

の

時

に

、

小

さ

い

な

が

ら

七

条

袈

裟

を

初

め

て

着

せ

ら

れ

、

そ

の

絵

柄

に

所

々

小

さ

い

き

ら

き

ら

光

る

糸

が

使

わ

れ

、

そ

れ

が

本

物

の

金

が

使

わ

れ

て

い

る

と

自

慢

げ

に

話

し

て

く

れ

た

祖

母

の

声

が

今

で

も

耳

の

奥

に

残

っ

て

い

ま

す

。

親

鸞

聖

人

の

御

遠

忌

で

、

仏

様

に

出

会

え

た

感

謝

の

気

持

ち

が

表

せ

れ

ば

い

い

の

で

す

が

、

実

は

、

お

練

り

の

最

中

に

食

べ

た

ま

ん

じ

ゅ

う

の

味

が

一

番

の

思

い

出

で

す

。

お

練

り

を

待

つ

間

、

退

屈

で

い

ざ

出

立

の

時

に

、

出

さ

れ

た

ま

ん

じ

ゅ

う

を

一

つ

も

っ

て

列

に

並

び

、

食

べ

な

が

ら

歩

い

た

と

き

の

味

が

、

半

世

紀

た

っ

た

今

で

も

は

っ

き

り

覚

え

て

い

ま

す

。

 

二

度

め

の

出

会

い

は

、

お

よ

そ

二

十

年

前

に

出

会

わ

せ

て

い

た

だ

い

た

、

五

村

別

院

で

の

蓮

如

上

人

五

百

回

忌

の

御

遠

忌

で

す

。

そ

の

頃

青

少

年

の

メ

ン

バ

ー

で

、

自

分

の

具

体

的

な

仕

事

は

忘

れ

て

し

ま

っ

た

の

で

す

が

、

茶

所

で

待

っ

て

い

る

間

に

、

聞

こ

え

て

く

る

大

無

量

寿

経

の

お

経

の

速

さ

に

び

っ

く

り

し

た

こ

と

を

覚

え

て

い

ま

す

。

そ

の

場

所

は

本

堂

よ

り

距

離

が

あ

り

門

の

近

く

の

場

所

な

の

で

す

が

、

そ

の

お

経

の

声

が

大

き

く

て

境

内

全

体

に

響

き

渡

る

ほ

ど

で

し

た

。

二

つ

の

音

木

を

使

い

、

今

ま

で

聞

い

た

こ

と

も

な

い

速

さ

で

、

一

糸

乱

れ

ぬ

そ

の

お

経

は

、

ま

さ

に

五

十

年

に

一

度

し

か

出

会

え

な

い

尊

い

も

の

だ

と

感

激

し

ま

し

た

。

 

実

は

そ

の

時

、

本

山

か

ら

御

門

首

が

来

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

五

村

別

院

は

、

一

六

〇

三

～

〇

四

（

慶

長

八

～

九

）

年

、

教

如

上

人

に

よ

る

東

本

願

寺

両

堂

 

古

希

を

既

に

過

ぎ

た

今

、

両

別

院

の

宗

祖

親

鸞

聖

人

七

百

五

十

回

の

御

遠

忌

法

要

に

遇

わ

せ

て

い

た

だ

け

ま

す

こ

と

は

、

ひ

と

え

に

仏

祖

の

お

導

き

の

お

蔭

と

、

ま

こ

と

に

有

難

く

存

じ

あ

げ

て

お

り

ま

す

。

 

 

今

こ

こ

で

拙

寺

に

て

勤

ま

り

ま

し

た

宗

祖

聖

人

七

百

回

御

遠

忌

法

要

の

こ

と

を

、

半

世

紀

近

く

経

ち

ま

し

て

、

思

い

起

こ

し

て

お

り

ま

す

。

 

法

要

は

昭

和

四

十

八

年

十

一

月

二

十

三

日

か

ら

二

十

五

日

に

か

け

て

勤

修

さ

れ

ま

し

て

、

二

十

三

日

の

午

前

中

は

本

堂

の

改

築

落

慶

法

要

が

勤

ま

り

ま

し

た

。

そ

れ

ま

で

本

堂

は

葭

葺

よ

し

ぶ

き

屋

根

で

し

た

が

、

昭

和

四

十

三

年

十

一

月

に

改

築

決

議

後

、

す

ぐ

喜

び

の

余

り

深

夜

に

先

住

は

当

時

の

総

代

様

の

膝

に

も

た

れ

か

か

る

よ

う

に

し

て

還

浄

し

ま

し

た

。

門

徒

の

皆

さ

ん

は

先

住

の

遺

思

を

汲

ん

で

い

た

だ

き

、

基

礎

の

補

強

工

事

等

が

な

さ

れ

て

、

輪

奐

り

ん

か

ん

の

美

な

り

し

瓦

葺

き

本

堂

の

改

築

落

慶

法

要

が

勤

修

さ

れ

ま

し

た

。

門

徒

さ

ん

と

有

縁

の

方

々

の

懇

念

懇

志

の

お

蔭

で

、

竣

工

な

っ

た

新

し

い

本

堂

に

お

い

て

、

宗

祖

聖

人

七

百

回

御

遠

忌

法

要

を

迎

え

る

こ

と

が

で

き

、

ま

さ

に

一

同

が

感

涙

慶

喜

い

た

し

ま

し

た

。

 

 

式

支

配

を

中

心

と

し

た

勤

式

と

荘

厳

に

関

す

る

連

日

の

住

職

や

門

徒

役

員

と

の

打

合

せ

、

門

徒

さ

ん

へ

の

説

明

、

仏

花

に

造

詣

の

深

い

門

徒

さ

ん

に

よ

る

連

日

の

立

花

の

準

備

、

そ

れ

は

も

う

あ

ら

ゆ

る

種

類

の

準

備

に

余

念

が

あ

創

建

に

よ

っ

て

五

村

の

坊

舎

は

「

五

村

懸

所

」

「

元

の

本

山

」

と

称

さ

れ

て

い

ま

し

た

。

本

山

の

方

の

話

で

は

、

五

村

別

院

は

、

由

緒

が

あ

り

、

本

山

に

近

い

お

寺

な

の

で

御

門

首

も

わ

ざ

わ

ざ

来

ら

れ

た

と

伺

い

ま

し

た

。

そ

の

日

は

本

山

か

ら

付

き

人

の

方

が

数

多

く

来

ら

れ

、

さ

な

が

ら

五

村

別

院

が

本

山

に

な

っ

た

記

念

す

べ

き

日

で

あ

っ

た

と

お

聞

き

し

、

驚

き

と

と

も

に

歴

史

的

に

貴

重

な

法

要

に

出

会

わ

せ

て

い

た

だ

い

た

こ

と

に

不

思

議

な

御

縁

を

感

じ

感

謝

し

た

こ

と

を

は

っ

き

り

覚

え

て

い

ま

す

。

 

来

年

行

わ

れ

る

長

浜

別

院

と

五

村

別

院

の

御

遠

忌

に

は

、

ど

ん

な

御

縁

に

出

会

え

る

か

楽

し

み

に

お

参

り

さ

せ

て

い

た

だ

こ

う

と

思

い

ま

す

。

 

本山御遠忌に上山する 

各組からの 

声 



御遠忌実行委員会からのお知らせ 

                              

教区内の皆様より掲載記事を広く募集しています。教務所（担当 内麻）までご一報いただければ取材に伺います。 

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

長

年

に

亘

っ

て

皆

さ

ん

が

数

々

の

準

備

と

苦

労

を

重

ね

て

き

て

く

だ

さ

っ

た

こ

と

を

有

難

く

思

い

ま

し

た

。

 

 

落

慶

法

要

の

登

高

座

と

う

こ

う

ざ

※

・

「

七

宝

講

堂

道

場

樹

」

の

和

讃

を

読

誦

ど

く

じ

ゅ

と

、

さ

ら

に

は

御

遠

忌

の

登

高

座

・

「

如

来

大

悲

の

恩

徳

は

」

の

和

讃

を

読

誦

の

折

に

は

、

雅

楽

が

余

韻

嫋

嫋

よ

い

ん

じ

ょ

う

じ

ょ

う

と

奏

で

ら

れ

る

も

と

、

感

極

ま

り

な

い

も

の

を

覚

え

ま

し

た

。

 

 

ま

た

、

小

学

生

を

中

心

と

し

た

企

画

に

つ

い

て

も

、

早

く

か

ら

何

回

も

の

稽

古

を

し

て

発

表

す

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

一

日

目

の

初

夜

は

宗

祖

の

御

生

涯

を

部

分

構

成

し

て

、

子

ど

も

た

ち

に

劇

を

演

じ

て

も

ら

い

ま

し

た

。

特

に

印

象

的

な

の

は

弁

円

済

度

の

段

で

あ

り

ま

し

た

。

山

伏

弁

円

は

、

常

陸

の

人

々

が

山

伏

修

行

の

自

分

か

ら

離

れ

て

、

念

仏

の

教

え

を

聞

こ

う

と

稲

田

の

草

庵

の

宗

祖

の

所

へ

多

く

集

ま

る

こ

と

を

快

く

思

わ

ず

、

「

お

ー

い

、

親

鸞

出

て

来

い

」

と

稲

田

の

草

庵

を

訪

ね

て

、

宗

祖

の

命

を

狙

お

う

と

し

た

と

こ

ろ

、

宗

祖

の

穏

や

か

な

ご

尊

影

を

拝

し

て

、

「

な

ぜ

、

人

を

殺

す

よ

う

な

こ

と

を

私

は

考

え

た

の

で

し

ょ

う

か

」

と

後

悔

の

涙

を

こ

ぼ

し

た

の

で

す

が

、

そ

の

場

面

を

小

学

生

に

演

じ

て

も

ら

い

ま

し

た

。

特

に

、

弁

円

が

た

ち

ど

こ

ろ

に

弓

箭

き

ゅ

う

せ

ん

を

折

り

、

刀

や

杖

を

捨

て

て

、

頭

巾

を

取

り

は

ず

し

、

柿

の

衣

を

あ

ら

た

め

た

上

で

、

念

仏

の

教

え

に

帰

し

た

場

面

は

ま

さ

に

感

激

で

し

た

。

 

 

小

学

生

を

中

心

と

し

た

企

画

の

も

う

一

つ

は

、

水

前

寺

清

子

さ

ん

歌

唱

の

「

し

ん

ら

ん

音

頭

」

で

あ

り

、

こ

の

踊

り

は

夏

休

み

の

頃

か

ら

境

内

で

練

習

を

始

め

ま

し

た

。

軽

快

な

リ

ズ

ム

と

メ

ロ

デ

ィ

に

乗

り

、

「

し

ん

ら

ー

ん

さ

ー

ま

ー

は

」

と

か

「

弁

円

さ

ー

へ

も

」

と

か

、

一

生

懸

命

に

楽

し

く

輪

に

な

っ

て

踊

っ

て

く

れ

た

子

ど

も

た

ち

の

姿

を

見

た

時

、

目

頭

が

熱

く

な

り

ま

し

た

。

 

 

さ

て

、

先

に

述

べ

ま

し

た

拙

寺

改

築

落

慶

法

要

・

宗

祖

聖

人

七

百

回

御

遠

忌

法

要

か

ら

早

く

も

四

十

五

年

と

い

う

歳

月

が

経

っ

た

今

、

教

区

・

両

別

院

で

の

宗

祖

親

鸞

聖

人

七

百

五

十

回

御

遠

忌

法

要

を

お

迎

え

さ

せ

て

い

た

だ

く

に

つ

い

て

、

あ

ら

ゆ

る

方

々

の

ご

苦

労

の

上

に

勤

修

さ

れ

る

こ

と

を

幾

重

に

も

思

う

次

第

で

す

。

宗

祖

聖

人

の

本

願

念

仏

の

御

教

え

の

も

と

、

是

非

と

も

「

い

た

だ

こ

う

 

あ

わ

せ

る

 

掌

の

ぬ

く

も

り

を

」

と

い

う

ス

ロ

ー

ガ

ン

の

心

で

ご

法

喜

申

し

あ

げ

、

御

遠

忌

を

お

待

ち

受

け

さ

せ

て

い

た

だ

き

た

い

と

存

じ

て

お

り

ま

す

。

 

  

しんらん音頭 

教

区

御

遠

忌

期

間

中

の

五

月

十

九

日

（

日

）

に

行

わ

れ

る

 

帰

敬

式

及

び

稚

児

の

募

集

を

十

月

二

十

二

日

よ

り

開

始

い

た

し

ま

す

。

 

詳

細

に

つ

き

ま

し

て

は

、

お

手

次

ぎ

の

お

寺

ま

で

お

尋

ね

く

だ

さ

い

。

 

「「「「

子子子子

ど

も

ど

も

ど

も

ど

も

御

遠

忌

御

遠

忌

御

遠

忌

御

遠

忌

」」」」

テ

ー

マ

テ

ー

マ

テ

ー

マ

テ

ー

マ

及及及及

びびびび

趣

旨

文

趣

旨

文

趣

旨

文

趣

旨

文

がががが

決

定

決

定

決

定

決

定

し

ま

し

た

し

ま

し

た

し

ま

し

た

し

ま

し

た    

☆

テ

ー

マ

「

し

ん

ら

ん

さ

ま

の

お

く

り

も

の

」

 

☆

趣

旨

文

 

親

鸞

さ

ま

っ

て

ど

ん

な

人

？

 

御

遠

忌

っ

て

な

に

？

 

「

し

ん

ら

ん

さ

ま

の

お

く

り

も

の

」

は

、

親

鸞

聖

人

の

時

代

か

ら

七

百

五

十

年

に

わ

た

っ

て

、

親

か

ら

子

へ

と

受

け

継

が

れ

て

き

た

「

念

仏

し

掌
て

を

合

わ

す

」

こ

と

で

あ

り

ま

す

。

親

鸞

聖

人

も

ま

た

、

お

念

仏

の

あ

る

生

活

を

大

切

に

さ

れ

て

き

た

方

で

す

。

そ

の

親

鸞

聖

人

は

、

現

代

に

生

き

る

私

た

ち

に

何

を

願

い

、

何

に

気

づ

け

と

言

わ

れ

て

い

る

の

で

し

ょ

う

か

？

 

毎

年

開

催

さ

れ

る

「

花

ま

つ

り

子

ど

も

大

会

（

長

浜

別

院

）

」

・

「

子

ど

も

報

恩

講

（

五

村

別

院

）

」

で

は

、

生

活

を

見

直

す

つ

ど

い

と

し

て

、

み

ん

な

で

遊

び

共

に

学

ん

で

き

ま

し

た

。

こ

の

度

の

子

ど

も

御

遠

忌

は

、

五

十

年

に

一

度

の

親

鸞

聖

人

の

ご

法

事

で

あ

り

、

私

の

人

生

を

見

直

す

つ

ど

い

で

あ

り

ま

す

。

「

し

ん

ら

ん

さ

ま

の

お

く

り

も

の

」

を

共

に

受

け

取

り

、

共

に

遊

び

、

お

参

り

を

し

て

教

え

の

あ

る

生

活

を

歩

ん

で

い

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

子

ど

も

た

ち

と

御

遠

忌

を

お

迎

え

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

私

に

先

人

が

伝

え

て

く

だ

さ

っ

た

こ

と

、

又

、

私

の

こ

れ

か

ら

伝

え

て

い

く

こ

と

を

今

、

明

ら

か

に

す

る

こ

と

で

あ

り

ま

す

。

そ

の

こ

と

を

今

回

、

「

し

ん

ら

ん

さ

ま

の

お

く

り

も

の

」

と

い

う

言

葉

で

表

し

ま

し

た

。

 

こ

の

御

遠

忌

は

私

た

ち

に

と

っ

て

一

生

に

一

度

の

こ

と

で

あ

り

、

ま

た

と

な

い

ご

縁

で

す

。

子

ど

も

御

遠

忌

で

は

子

ど

も

た

ち

と

共

に

「

人

生

を

見

直

す

」

こ

と

と

し

て

、

お

勤

め

し

て

い

き

ま

す

。

 

開

催

日

は

二

〇

一

九

年

五

月

三

日

（

金

）

で

す

。

皆

様

の

御

参

加

を

お

待

ち

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

有

縁

の

方

々

に

お

広

め

い

た

だ

き

ま

す

よ

う

、

お

願

い

申

し

あ

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事

業

部

子

ど

も

イ

ベ

ン

ト

班

 

ス

タ

ッ

フ

一

同

 

※登高座…御本尊前に置かれた高座に上ること。 


