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「
か
い
と
う
げ
」
―
こ
の
よ
う
な
名
前
を
お
聞
き
に
な

っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？ 

 

「
か
い
と
う
げ
」
と
は
、
漢
字
で
『
海(

う
み)

』『
藤(

ふ

じ)

』『
花(

は
な)

』
と
書
き
、
文
字
通
り
海
に
咲
く
藤
の

花
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
真
っ
暗
な
海
の
中
で
、
藤
の
花

の
よ
う
に
綺
麗(

き
れ
い)

な
房(

ふ
さ)

と
な
っ
て
真
っ
白

に
輝
く
、
安
ら
か
に
揺
れ
る
花
。
想
像
す
る
だ
け
で
も
実

に
美
し
い
で
す
ね
。 

 

実
は
、
こ
の
花
と
は
タ
コ
の
卵
の
こ
と
な
ん
で
す
。
お

母
さ
ん
ダ
コ
は
卵
を
産
む
時
、
体
内
か
ら
と
が
っ
た
口
の

よ
う
な
漏
斗(

ろ
う
と)

を
出
し
、
そ
の
漏
斗
か
ら
少
し
ず

つ
少
し
ず
つ
卵
を
生
み
出
し
ま
す
。
そ
の
卵
に
は
糸
の
よ

う
な
も
の
が
つ
い
て
お
り
、
お
母
さ
ん
ダ
コ
は
そ
れ
を
絡

め
な
が
ら
、
房
の
形
に
編
ん
で
い
く
の
で
す
。
そ
の
様
子

が
あ
ま
り
に
も
美
し
く
、
藤
の
花
の
よ
う
な
の
で
、
「
海

藤
花(

か
い
と
う
げ)

」
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
で

す
。 

 

海
の
中
と
い
う
の
は
真
っ
暗
闇
で
す
。
し
か
も
、
た
く

さ
ん
の
外
敵
が
ウ
ヨ
ウ
ヨ
と
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中

に
、
お
母
さ
ん
ダ
コ
は
真
っ
白
に
輝
く
新
し
い
生
命(

い

の
ち)

を
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
産
卵
す
る
の
で
す
。
そ
し

て
こ
の
美
し
い
生
命
を
卵
か
ら
孵
化(

ふ
か)

さ
せ
る
た

め
だ
け
に
、
こ
の
新
し
い
生
命
の
た
め
だ
け
に
、
こ
の
赤

ち
ゃ
ん
た
ち
の
た
め
だ
け
に
、
お
母
さ
ん
ダ
コ
は
一
カ
月

以
上
の
間
、
卵
か
ら
離
れ
ず
、
い
つ
も
い
つ
も
そ
ば
に
寄

り
添
う
の
で
す
。
一
切
何
も
口
に
せ
ず
、
自
ら
の
体
重
を

十
分
の
一
ま
で
減
ら
し
な
が
ら
も
、
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
を
護

り
通
す
の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

  

期
間
休
む
こ
と
な
く
、
卵
に
新
鮮
な
海
水
を
与
え
、
付
着

す
る
ゴ
ミ
を
取
っ
て
あ
げ
な
が
ら
、
自
ら
の
生
命
を
投
げ

出
し
卵
を
護(

ま
も)

り
続
け
る
の
で
す
。 

 

や
が
て
タ
コ
の
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
は
、
卵
か
ら
孵(

か
え)

り
巣
立
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
真
っ
暗
闇
の
海
の
中
、
卵

か
ら
孵
っ
た
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
は
が
フ
ワ
フ
ワ
と
泳
い
で

い
る
、
そ
の
傍(

か
た
わ)

ら
で
は
、
痩
せ
細
っ
た
お
母
さ

ん
ダ
コ
は
安
心
し
た
か
の
よ
う
に
静
か
に
死
ん
で
い
く

の
で
す
。
お
母
さ
ん
ダ
コ
は
、
ま
さ
に
生
命
を
か
け
て
子

育
て
を
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
深
い
愛
情

を
持
ち
、
ず
っ
と
ず
っ
と
一
緒
に
い
る
の
で
し
た
。 

 

タ
コ
の
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
は
何
に
も
知
ら
な
い
の
で
し

ょ
う
。
自
分
が
生
ま
れ
て
く
る
前
か
ら
、
自
分
の
こ
と
だ

け
を
案
じ
、
自
分
だ
け
の
た
め
に
ご
苦
労
く
だ
さ
っ
た
お

母
さ
ん
が
い
た
こ
と
を
。
そ
れ
で
も
、
お
母
さ
ん
は
構
わ

な
い
の
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
の
こ
と
が
、
心
配
で
心
配

で
た
ま
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
と
う
と
う
自
分
の

生
命
ま
で
投
げ
出
し
て
し
ま
う
の
で
し
た
。
お
母
さ
ん
ダ

コ
に
、
親
心
と
い
う
も
の
を
教
え
ら
れ
ま
す
。「
何
と
し

て
も
、
お
前
た
ち
に
巣
立
っ
て
ほ
し
い
。
お
前
た
ち
が
巣

立
っ
て
く
れ
な
く
て
は
、
私
は
お
前
た
ち
の
母
親
で
あ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
一
歩
も
離
れ
な
い
ぞ
、
一
歩
た
り
と

も
離
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
ぞ
」
と
い
う
、
お
母
さ
ん

ダ
コ
の
親
心
が
伝
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
と
は
、
そ
の
よ
う
な
仏
さ
ま
で
あ
ら
れ
ま

し
た
。
私
が
生
ま
れ
て
く
る
前
か
ら
、
私
一
人
の
こ
と
を

案
じ
、
私
一
人
の
た
め
に
ご
苦
労
く
だ
さ
っ
た
仏
さ
ま
な

の
で
し
た
。
私
の
こ
と
が
心
配
で
心
配
で
た
ま
ら
な
い
阿

弥
陀
さ
ま
な
の
で
し
た
。 

 

「
お
前
を
必
ず
救
う
て
み
せ
る
。
一
人
に
は
さ
せ
ぬ
ぞ
。

必
ず
や
お
さ
と
り
の
仏
さ
ま
に
す
る
か
ら
な
」
と
、
と
う

と
う
こ
の
娑
婆(

し
ゃ
ば)

世
界
に
そ
の
全
生
命
を
投
げ

出
さ
れ
た
の
で
し
た
。
そ
の
投
げ
出
さ
れ
た
お
す
が
た

が
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
声
の
お
す

が
た
な
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
、
こ
の
私
の
こ
と

を
心
配
で
心
配
で
た
ま
ら
な
い
阿
弥
陀
さ
ま
が
、
こ
の
娑

婆
世
界
に
そ
の
全
生
命
を
投
げ
出
さ
れ
た
お
す
が
た
な

の
で
し
た
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
の
仏
さ
ま
と
な

っ
て
、
い
つ
も
い
つ
も
こ
の
私
を
案
じ
て
く
だ
さ
っ
て
い

た
の
で
し
た
。「
起
き
て
い
る
と
き
も
、
眠
り
に
つ
く
と

き
も
、
目
が
覚
め
た
と
き
も
、
い
つ
も
い
つ
も
腕
の
中
に

抱
き
と
っ
て
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
離
さ
ぬ
ぞ
よ
」

と
、
摂(

お
さ)

め
取
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
し
た
。

濁
り
き
っ
た
日
暮
し
の
現
場
で
、
自
分
中
心
の
思
い
に
生

き
、
そ
の
濁
り
の
中
に
あ
る
こ
と
さ
え
も
気
づ
か
ず
、
争

い
、
苦
し
み
、
憎
み
、
悲
し
む
。
そ
ん
な
私
を
悲
し
ま
れ
、

慈
し
ま
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
が
全
生
命
を
投
げ
出
し
て
、
南

無
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
し
た
。

「
お
前
を
救
わ
な
け
れ
ば
、
こ
の
私
も
救
わ
れ
な
い
！
」

と
、
お
誓
い
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
し
た
。 

 

そ
の
お
誓
い
が
、『
仏
説
無
量
寿
経(

ぶ
っ
せ
つ
む
り
ょ

う
じ
ゅ
き
ょ
う)

』
に
「
若
不
生
者
不
取
正
覚(

に
ゃ
く
ふ

し
ょ
う
じ
ゃ
ふ
し
ゅ
し
ょ
う
が
く)

」
と
い
う
お
言
葉
と

な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
す
。「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」

と
い
う
お
誓
い
の
お
心
は
、「
お
前
を
救
わ
な
け
れ
ば
、

こ
の
私
も
救
わ
れ
な
い
！
」
と
い
う
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
親

心
の
あ
り
っ
た
け
な
の
で
し
た
。
そ
の
親
心
の
あ
り
っ
た

け
が
、
今
も
う
す
で
に
、
私
の
身
に
満
ち
て
く
だ
さ
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
私
の
口
か
ら
出

て
く
る
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
親
心
の
あ
り

っ
た
け
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

い
つ
も
い
つ
も
ご
一
緒
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
さ
ま
で
あ

り
ま
し
た
。 

 

※
こ
の
法
話
を
書
か
れ
た
渡
邉
崇
之
師
は
、
今
度
の
永
代
経

法
要
（
４
月
25
～
27
日
）
の
ご
講
師
で
す
。 

『
み
ほ
と
け
と
お
も
に
・
第
６
巻
～ 

よ
り
』 

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
の
お
手
紙 

～秋季・彼岸会
ひ が ん え

～ 
 昨年の９月１６日～１８日に彼岸会をお勤めしました。彼岸入り前にも関わらず、たくさ 

んのお参りをいただきました。ご講師には、二木文生
ふたつぎぶんしょう

師（山口県下関市・光善寺）をお迎 

えし、お取り次ぎをいただきました。ご講師は、副住職が『法水会
ほうすいかい

』という布教の研究会 

でお世話になっている先輩です。法水（ナムアミダブツ）に浸った３日間でした。 

～親鸞聖人
しんらんしょうにん

・報恩講
ほうおんこう

（754回忌）～ 
 昨年の１１月２６日～２８日、親鸞聖人のご仏事をお勤

めしました。ご講師に、福間義朝
ふくまぎちょう

師（広島県三原市・教専

寺）をお迎えし、阿弥陀さまのお慈悲のおこころを頂戴し

ました。ご講師は、布教伝道の第一線でご活躍され、全国

各地に先生を慕う
した

布教使
ふきょうし

がたくさんおられます。副住職も

その一人です。 

雅楽の音色の中、親鸞聖人との出
で

遇
あ

いをよろこぶ、感動の

法要でした。 講師：福間 義朝師 

 「報恩講」は、浄土真宗のみ教えをいただく私たちにとって、浄土真宗をひらかれた親鸞聖人の

ご遺徳
い と く

を偲び、感謝しつつお勤めされる、もっとも大切な法要です。 

（中略） 

『歎異抄
たんにしょう

』は、親鸞聖人が「亡き父母の追善供養
つ い ぜ ん く よ う

のために念仏したことは、かつて一度もありませ

ん」とおっしゃったと伝えています。そう聞くと、「親鸞聖人は親不孝だったの？」と思われる方が

おられるかも知れませんが、そうではありません。『歎異抄』には、続けて「というのは、命のある

ものはすべてみな、これまで何度となく生まれ変わり死に変わりしてきた中で、父母であり兄弟・

姉妹であったのです」と記されています。 

 確かにお父さん、お母さんこそが、直接に私に命をくださった方かも知れませんが、命の連続の

中で考えるなら、すべての命がつながっているのです。私たちは、お米や野菜、お肉やお魚などの

命をいただいていますが、それらの多くの命もどこかで私の家族だったかも知れないのです。 

 このように、多くの命のつながりと、私の命の落ち着き先である浄土への道を示し、今の私を支

えてくださる「畢竟依
ひっきょうえ

」（究極の依
よ

りどころ）を示してくださったのが親鸞聖人でした。ですから私

たちの先人は、親鸞聖人のご法事である「報恩講」を最も大切にし、その中で、すべての命へと感

謝してきたのです。… 
（『報恩講をご縁に②リーフレット・本願寺発行』） 

あ み だ れ し ぴ…今回は「報恩講
ほ う お ん こ う

」とは 

～秋の仏教婦人会法座～ 

 昨年の 11月 4日に開座しました。三役員さんと各地区役員さんが、朝から参拝者全員分のお斎
とき

を準備され、参拝の皆さんが「美味しかった！」と喜ばれていました。味はもちろんですが、盛

り付けられた色とりどりの一品一品に感動されていました。 

講師は、副住職が勤めました。ご門徒皆さまのお育てに、感謝の思いでいっぱいです。 


