
那珂川町・松木区の小森信子さんが、本願寺新報読者コーナー

（４月 20日号）にご紹介されました。 

  

 

『
親
の
名
の
り 

南
無
阿
弥
陀
仏
』 

 

広
島
県
・
教
専
寺 

 

福
間 

義
朝 

  

『
仏
説

ぶ
つ
せ
つ

無
量
寿
経

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

』
と
い
う
お
経
の
中
に
、
名

声

み
ょ
う
し
ょ
う

と
い

う
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
名
声
は
名
前
の
名
と
声

と
書
き
ま
す
。
こ
れ
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
の
こ
と

で
す
が
、
阿
弥
陀
仏
の
換よ

び
声
、
も
っ
と
申
し
ま
す
と
「
私

が
親
な
ん
で
す
」
と
い
う
親
の
名
の
り
と
味
わ
え
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
う
ち
の
ご
門
徒
さ
ん
の
話
で
す
。
も
う
二
十
年

く
ら
い
前
の
話
で
す
。
そ
の
お
家
に
、
私
は
年
に
一
度
、
報

恩
講
に
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
年

お
参
り
い
た
し
ま
す
と
、
三
十
代
の
ご
主
人
が
話
さ
れ
ま
し

た
。
妹
さ
ん
が
離
婚
し
て
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
。
し
か
し
、

今
は
都
会
で
働
い
て
お
ら
れ
、
妹
さ
ん
の
四
歳
に
な
る
息
子

さ
ん
を
預
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
。
そ
し
て
、
そ
の
四

歳
の
男
の
子
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。「
友
君
お
い
で
。
ち
ゃ
ん

と
あ
い
さ
つ
し
な
さ
い
。
」
友
君
は
部
屋
に
入
っ
て
来
て
、
ち

ょ
こ
ん
と
頭
を
さ
げ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
私
は
そ
の
子
を

見
て
、
と
て
も
暗
い
表
情
の
子
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
き
っ

と
離
婚
に
あ
た
っ
て
家
庭
も
た
い
へ
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
子
こ
れ
か
ら
大
丈
夫
か
な
、
と
も
思
っ
た
も
の
で
し
た
。 

 

し
か
し
、
友
君
は
そ
の
家
庭
で
育
て
ら
れ
て
ゆ
く
う
ち
に
、

だ
ん
だ
ん
明
る
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
家
に
は
お
じ
い
さ
ん

も
お
ば
あ
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
か
わ
い
が
ら
れ
、
ご
主

人
も
奥
さ
ん
も
わ
が
子
と
同
じ
よ
う
に
分
け
隔
て
な
く
育
て

ら
れ
た
よ
う
で
し
た
。
そ
れ
に
、
こ
の
地
の
保
育
所
に
行
っ

て
い
っ
ぱ
い
お
友
達
も
で
き
、
み
ん
な
か
ら
「
友
君
、
友
君
」

と
慕
わ
れ
ま
し
た
。
や
が
て
友
君
は
保
育
園
を
卒
園
し
て
小

学
校
へ
入
学
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の

と
き
に
、
お
母
さ
ん
が
再
婚
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
れ
は
、
そ
の
お
家
の
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
で
す
。

そ
の
お
母
さ
ん
の
再
婚
相
手
の
方
に
も
お
子
さ
ん
が
い
ら
っ

し
ゃ
っ
て
、
相
手
の
方
は
お
子
さ
ん
を
連
れ
て
来
て
く
だ
さ

い
と
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
お
互
い
に
子
ど
も
を
連
れ

て
一
緒
に
な
り
幸
せ
を
築
き
ま
し
ょ
う
、
と
言
わ
れ
た
そ
う

で
す
。
し
か
し
、
友
君
は
お
母
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
行
き
た

く
な
い
よ
う
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
四
歳
か
ら
こ

の
家
で
の
生
活
が
と
て
も
楽
し
く
て
、
お
友
達
も
た
く
さ
ん

い
る
か
ら
で
す
。
で
も
小
学
校
入
学
に
あ
た
っ
て
区
切
り
は

い
い
し
、
長
い
目
で
み
れ
ば
お
母
さ
ん
と
一
緒
の
方
が
良
い

だ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
結
婚
式
、
そ
し
て
入
学
式
も
近

づ
い
て
き
ま
す
。
さ
あ
友
君
を
ど
う
し
よ
う
か
と
、
そ
の
時

期
、
子
ど
も
達
が
眠
っ
た
後
、
台
所
で
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば

あ
さ
ん
、
ご
主
人
、
奥
さ
ん
の
四
人
で
毎
晩
の
よ
う
に
話
し

合
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

そ
ん
な
あ
る
夜
、
大
人
四
人
で
話
し
合
っ
て
い
る
と
、
階

段
を
降
り
る
足
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
二
階
で
寝
て
い

た
は
ず
の
友
君
が
、
パ
ジ
ャ
マ
姿
で
台
所
の
戸
を
開
け
て
入

っ
て
き
た
の
で
す
。
と
て
も
緊
張
し
て
、
お
じ
い
さ
ん
や
お

ば
あ
さ
ん
の
前
を
通
り
過
し
て
、
ご
主
人
、
奥
さ
ん
の
前
に

ち
ょ
こ
ん
と
正
座
し
て
座
り
ま
し
た
。
そ
し
て
震
え
る
声
で

言
っ
た
そ
う
で
す
。「
お
願
い
で
す
か
ら
、
ぼ
く
を
こ
こ
に
置

い
て
く
だ
さ
い
」
と
。
す
る
と
ご
主
人
は
言
っ
た
そ
う
で
す
。

「
友
君
。
こ
こ
に
置
い
て
や
っ
て
も
い
い
け
ど
、
こ
れ
か
ら

は
わ
た
し
が
お
父
さ
ん
だ
よ
。
わ
た
し
の
こ
と
を
お
父
さ
ん

と
呼
ぶ
ん
だ
よ
」。
す
る
と
、
友
君
は
大
声
で
言
っ
た
そ
う
で

す
。「
お
父
さ
ん
」
と
。
ご
主
人
は
友
君
を
抱
き
し
め
た
そ
う

で
す
。
家
族
み
ん
な
が
泣
い
た
そ
う
で
す
。 

 

さ
て
こ
こ
で
、
ご
主
人
の
「
こ
れ
か
ら
は
私
が
お
父
さ
ん

だ
よ
」
と
い
う
の
は
、
親
の
名
の
り
と
い
う
こ
と
で
す
。「
こ

れ
か
ら
学
資
を
出
し
て
あ
げ
る
よ
。
生
活
費
を
出
し
て
あ
げ

る
よ
」
と
い
っ
て
、
し
て
あ
げ
る
よ
と
言
う
の
は
他
人
が
言

う
こ
と
で
す
。「
私
が
お
父
さ
ん
だ
よ
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど

う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
今
の
あ
な
た
を
丸
ご
と

す
べ
て
引
き
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

も
、
今
の
私
を
丸
ご
と
引
き
受
け
た
と
い
う
、
親
の
名
の
り

と
な
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
死
ん
だ

ら
浄
土
に
生
れ
さ
せ
て
あ
げ
る
と
か
、
救
っ
て
あ
げ
る
と
い

う
、
し
て
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
私

そ
の
ま
ま
引
き
受
け
た
と
い
う
の
が
親
の
名
の
り
で
あ
り
、

そ
れ
を
名
声
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
私
の
口
か
ら

出
て
き
て
く
だ
さ
る
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
す
。 

 

こ
の
わ
ず
か
六
字
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」。
し
か
し
、
こ
こ

に
は
計
り
知
れ
な
い
如
来
さ
ま
の
お
徳
が
込
め
ら
れ
て
あ
り

ま
す
。
私
は
、
学
生
時
代
、
毎
月
、
父
か
ら
現
金
封
筒
で
お

金
を
送
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
現
金
封
筒
な
の
で
、
そ

の
中
に
は
現
金
と
と
も
に
手
紙
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

に
は
勉
強
し
な
さ
い
と
か
、
風
邪
を
引
く
な
よ
と
か
、
交
通

事
故
に
気
を
つ
け
よ
、
と
毎
月
だ
い
た
い
同
じ
こ
と
が
書
か

れ
て
あ
り
ま
し
た
。
で
も
今
に
な
っ
て
思
え
ば
、
し
み
じ
み

と
有
り
難
か
っ
た
な
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

手
紙
の
最
後
に
さ
り
げ
な
く
書
か
れ
て
あ
る
三
文
字
で
す
。

「
父
よ
り
」。
こ
の
三
文
字
で
す
。
こ
れ
は
世
界
に
無
数
の
人

が
い
て
も
、
こ
の
「
父
よ
り
」
と
名
の
れ
る
の
は
た
っ
た
一

人
だ
け
で
す
。
そ
の
「
父
よ
り
」
と
は
、
私
が
生
ま
れ
て
こ

の
方
ず
っ
と
育
て
上
げ
た
言
葉
に
な
ら
な
い
万
感
の
思
い
が

凝
縮
し
て
、
こ
の
三
文
字
に
込
め
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
勉
強
で
き
な
く
て
も
引
き
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

風
邪
を
引
い
た
ら
一
番
心
配
す
る
の
は
父
で
あ
り
、
万
が
一

事
故
に
遭
っ
た
ら
真
っ
先
に
か
け
つ
け
る
の
が
父
で
す
。 

 

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
も
わ
ず
か
六
字
で
す
が
、
そ
こ
に
は

無
始
以
来
、
私
を
案
じ
て
く
だ
さ
っ
た
計
り
知
れ
な
い
如
来

さ
ま
の
お
こ
こ
ろ
が
、
お
徳
と
な
っ
て
こ
め
ら
れ
て
あ
る
の

で
す
。 

 

※
こ
の
法
話
を
書
か
れ
た
福
間
義
朝
師
は
、
来
年
の
報
恩
講

２
０
１
５
年
11
月
26
～
28
日
の
ご
講
師
で
す
。 

『
～
み
ほ
と
け
と
と
も
に
・
第
４
巻
～ 

（
２
０
０
８
年
３
月
発
刊
）
よ
り
』 

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
の
お
手
紙 

～親鸞
しんらん

聖人
しょうにん

・報恩講
ほうおんこう

（752回忌）～ 

 昨年の１１月２６日～２８日の３日間、ご講師に高橋
たかはし

哲
てつ

了
りょう

師（広島・妙

蓮寺）をお迎えし、親鸞聖人の御仏事をお勤めいたしました。阿弥陀さまの

おこころを明らかにされた宗祖を偲び、浄土真宗の救いのよろこびを頂戴し

ました。最終日は、雅楽の音色の中に宗祖鑚仰
しゅうそさんごう

作法
さ ほ う

（音楽法要）のお勤め、

荘厳な雰囲気に包まれました。 

 これからも、この『親鸞聖人・報恩講』を門信徒一体となって、大切にお

勤めさせていただきましょう。 

 
 

本堂下の第一納骨堂の各基上部の漆塗り替え修復がなされました。 

また、５月末には床部分のタイル張替作業も予定しています。 

本堂建設時（昭和５１年建立）と同時に第一納骨堂を設けまし

た。大切なご先祖様のご遺骨をご安置し、手を合わせお念仏申す

中に、阿弥陀さまのおはたらきのに包まれて、亡き方々がこの私

の人生の道しるべとなってくださっています。御恩報謝の思いと

ともに、お参りさせていただきましょう。 

 

 

講師：高橋 哲了師 

～永代経法要～ 

  先般、４月１３日～１５日に『永代
えいたい

経
きょう

法要
ほうよう

』をお勤めしました。初日

が日曜日の夜席（午後７時半）からでしたが、３日間を通して多数のお参

りの中、無事にご満座
ま ん ざ

となりました。 

 講師の松月博宣
まつづきはくせん

師（糸島市・海徳寺）は、布教使
ふきょうし

（お説教師）の中でも、

全国各地にご出講される大変お忙しい先生です。永代経法要の意義をお示

しくださりながら、阿弥陀さまのはかり知れない智慧
ち え

と慈悲
じ ひ

のおはたらき

に包まれて、往生
おうじょう

浄土
じょうど

のお念仏申す人生を大切さをお取り次ぎくださいま

した。 

講
師
：
松
月
博
宣
師 

購読ご希望の方はお寺まで 


