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鯨
法
会
（
く
じ
ら
ほ
う
え
） 

上
宮
寺
住
職 

 
 

鷲
元 

明
俊 

 
 

山
口
県
仙
崎
と
い
う
港
町
で
生
ま
れ
た
金
子
み
す
ゞ
さ
ん
に

『
鯨
法
会
』
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。 

鯨
法
会 鯨

法
会
は
春
の
く
れ 

海
に
飛
魚
採
れ
る
こ
ろ
。 

浜
の
お
寺
で
鳴
る
鐘
が 

ゆ
れ
て
水
面
を
わ
た
る
と
き
、 

村
の
漁
師
が
羽
織
着
て 

浜
の
お
寺
へ
い
そ
ぐ
と
き
、 

沖
で
鯨
の
子
が
ひ
と
り 

そ
の
鳴
る
鐘
を
き
き
な
が
ら
、 

死
ん
だ
父
さ
ま
、
母
さ
ま
を 

こ
い
し
、
こ
い
し
と
泣
い
て
ま
す
。 

海
の
お
も
て
を 

鐘
の
音
は 

海
の
ど
こ
ま
で 

ひ
び
く
や
ら
。 

こ
の
仙
崎
に
は
毎
年
冬
に
な
る
と
、
鯨
が
子
ど
も
を
連
れ
て
子
育
て
の
た
め

に
や
っ
て
来
ま
す
。
そ
こ
の
漁
師
は
そ
の
鯨
を
と
っ
て
生
活
の
糧
に
し
て
い
ま

し
た
。
父
さ
ん
鯨
と
母
さ
ん
鯨
は
、
子
鯨
を
間
に
は
さ
ん
で
三
頭
で
や
っ
て
き

ま
す
。
そ
こ
で
漁
師
達
は
ま
ず
、
子
鯨
を
捕
ま
え
ま
す
。
な
ぜ
子
鯨
を
一
番
先

に
捕
ま
え
る
か
と
い
う
と
、
子
鯨
を
捕
ま
え
ら
れ
た
親
鯨
は
決
し
て
そ
こ
を
離

れ
な
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
子
鯨
を
必
死
に
な
っ
て
探
し
ま
す
。
そ
の
習
性
を

知
っ
て
い
る
漁
師
は
、
子
鯨
を
湾
の
中
に
お
い
て
お
き
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と

親
鯨
は
湾
の
中
を
ゆ
っ
く
り
泳
い
で
鳴
き
な
が
ら
子
鯨
を
探
す
の
で
す
。
そ
の

鳴
き
声
が
あ
ま
り
に
も
悲
し
そ
う
な
の
で
、
そ
れ
を
聞
い
た
漁
師
達
は
思
わ
ず

手
を
合
わ
せ
「
す
ま
ん
な
、
ゆ
る
し
て
く
れ
よ
、
し
か
し
お
前
た
ち
を
捕
ま
え

な
け
れ
ば
俺
た
ち
が
生
き
て
い
け
ん
の
だ
。
す
ま
ん
な
、
ゆ
る
し
て
く
れ
よ
な
」

と
鯨
に
謝
り
ま
し
た
。
そ
の
思
い
が
鯨
法
会
と
な
っ
て
仙
崎
の
お
寺
に
ず
っ
と

続
い
て
い
ま
す
。 

今
一
度
こ
の
『
鯨
法
会
』
と
い
う
詩
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
お
寺
の
鐘

の
音
を
聞
い
て
沖
で
子
鯨
が
「
父
さ
ま
、
母
さ
ま
を
こ
い
し
、
こ
い
し
と
泣
い

て
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
親
鯨
を
捕
ま
え
た
後
、
漁
師
達
は
こ
の
子
鯨
を
海

に
帰
し
た
の
で
す
。
親
鯨
を
と
ら
れ
た
子
鯨
の
悲
し
み
と
、
子
鯨
を
探
す
親
鯨

の
悲
し
み
は
相
通
ず
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
思
い
が
お
念
仏
だ
と
味
わ
う

こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
阿
弥
陀
如
来
を
親
様
と
慕
い
、
お
念
仏
を

申
す
そ
の
ま
ま
の
声
が
、
必
死
に
な
っ
て
子
鯨
を
探
す
親
鯨
の
鳴
き
声
の
よ
う

に
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
が
「
安
心
し
ろ
、
必
ず

救
う
」
と
呼
ん
で
下
さ
る
み
声
な
の
で
す
。
最
後
に
甲
斐
和
里
子
さ
ま
の
歌
を

紹
介
い
た
し
ま
す
。 

み
仏
を 

呼
ぶ
わ
が
声
は 

み
仏
の 

わ
れ
を
呼
び
ま
す 

み
声
な
り
け
り 

合
掌 
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大正時代末期から昭和時代

初期にかけて活躍された日本

の童謡詩人。 

篤信な浄土真宗の家に育つ。 
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ひ
た
ち
な
か
市
館
山
（
旧
那
珂
湊
市
）
は

那
珂
川
の
河
口
の
北
側
に
位
置
す
る
高
台

で
す
。
そ
の
山
内
に
真
宗
寺
院
が
七
ケ
寺

肩
を
寄
せ
合
う
よ
う
に
存
在
し
て
い
ま
す
。

地
域
の
人
か
ら
は
「
館
山
七
ケ
寺
」
と
言

わ
れ
た
り
し
ま
す
。
光
泉
寺
は
そ
の
中
の

一
ケ
寺
で
す
。
遠
景
に
海
の
輝
き
が
見
え

な
か
な
か
の
眺
望
で
す
。 

「
珍
し
い
で
す
ね
、
こ
ん
な
に
お
寺
が
集

ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
！
」 

時
折
、
親
鸞
聖
人
の
研
究
や
他
か
ら
お
参

り
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
方
な
ど
の
問
い
か

け
に
わ
た
し
は
こ
う
返
事
を
し
ま
す
。 

「
江
戸
時
代
中
期
の
元
禄
九
年
（
一
六
九

六
年
）
に
近
在
の
真
宗
寺
院
を
集
め
た
そ

う
で
す
、
水
戸
藩
二
代
藩
主
徳
川
光
圀
の

時
代
で
す
。
水
戸
藩
の
寺
院
政
策
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
」
と
。 

 

光
泉
寺
は
寺
伝
に
よ
る
と
慶
長
五
年
頃

（
一
六
〇
〇
～
）
前
渡
村
前
浜
（
現
ひ
た

ち
海
浜
公
園
付
近
）
に
了
南
坊
に
よ
り
開

基
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
館
山
に
移
る
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
約
四
百
年
に
な
る
古

い
寺
で
す
。
そ
の
間
に
「
力
精
」
「
皆
遵
」

な
ど
の
学
僧
を
輩
出
し
ま
し
た
が
、
歴
史

の
波
に
翻
弄
さ
れ
ま
し
た
。
殊
に
幕
末
か

ら
明
治
に
か
け
て
の
激
動
の
時
代
、
廃
仏

毀
釈
や
水
戸
藩
内
の
政
争
な
ど
で
焼
却

さ
れ
ま
し
た
。 

 

光
泉
寺
の
現
在
の
本
堂
は
明
治
四
十

二
年
に
那
珂
川
上
流
域
に
あ
っ
た
廃
寺

を
解
体
し
、
そ
の
木
材
を
い
か
だ
に
組
ん

で
運
び
建
立
し
た
そ
う
で
す
。 

 

当
時
の
住
職
や
門
信
徒
さ
ん
の
熱
意

と
ご
苦
労
に
は
頭
が
下
が
り
ま
す
。
そ
れ

か
ら
も
百
年
余
り
、
そ
の
時
々
の
門
信
徒

の
皆
様
に
支
え
ら
れ
今
日
に
至
っ
て
い

ま
す
。 

光
泉
寺
も
八
年
前
に
若
い
世
代
に
バ

ト
ン
タ
ッ
チ
を
致
し
ま
し
た
。
光
泉
寺
護

寺
会
・
仏
教
婦
人
会
を
軸
に
南
無
阿
弥
陀

仏
の
お
み
の
り
を
悦
び
合
う
輪
が
広
が

る
こ
と
を
念
じ
て
居
り
ま
す
。 

京
都
の
本
願
寺
で
は
昨
年
十
月
か
ら

十
期
に
わ
た
り
「
伝
灯
奉
告
法
要
」
が
営

ま
れ
て
い
ま
す
。
光
泉
寺
で
は
五
月
末
に

茨
城
東
組
の
各
寺
院
の
皆
様
と
一
緒
に

参
拝
す
る
予
定
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。                  

 

合
掌 

光
泉
寺
前
住
職  

藤  

宏
遵 

 お寺紹介 

第４回 

〒311-1245 ひたちなか市館山 9007-1                                         

仏教婦人会十周年記念の天水桶 

移築してきた本堂 
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前
回
は
お
仏
壇
の
あ
り
方

に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
が
、
今

回
か
ら
詳
し
く
お
仏
壇
の
中

を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
お
仏
壇
は
阿
弥

陀
さ
ま
の
お
心
、
つ
ま
り
浄
土
の
は
た
ら
き
を
目
に
見
え
る
形

と
し
て
現
し
た
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
荘
厳

し
ょ
う
ご
ん（

お
か
ざ
り
）

に
は
１
つ
１
つ
に
そ
の
お
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は

お
仏
壇
の
荘
厳

し
ょ
う
ご
ん

に
欠
か
せ
な
い
灯
明

と
う
み
ょ
う

と
仏
華
に
つ
い
て
と

も
に
あ
じ
わ
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

ま
ず
は
灯
明

と
う
み
ょ
う

で
す
。
お
仏
壇
に
お
い
て
灯
明

と
う
み
ょ
う

は
蠟
燭

ろ
う
そ
く

、

輪
灯

り
ん
と
う

、
金
灯
籠

か
な
ど
う
ろ
う

の
３
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
灯
明

と
う
み
ょ
う

は
阿
弥
陀
さ

ま
の
智
慧

ち

え

を
あ
ら
わ
し
光
明

こ
う
み
ょ
う

と
も
い
わ
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人

は
こ
の
智
慧

ち

え

の
光
明

こ
う
み
ょ
う

に
つ
い
て
、「
無
礙

む

げ

の
光
明

こ
う
み
ょ
う

は
無
明

む
み
ょ
う

の

闇 あ
ん

を
破 は

す
る
恵
日

え

に

ち

な
り
」
と
讃
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
無
明

む
み
ょ
う

の
闇 あ

ん

と
い
う
の
は
、「
何
の
た
め
に
い
き
て
い
る
の
か
、
死
ん
だ
ら

ど
う
な
る
の
か
」
と
い
う
今
を
生
き
る
私
た
ち
の
迷
い
の
心
の

こ
と
で
す
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧

ち

え

の
光
明

こ
う
み
ょ
う

は
そ
の
迷

い
の
心
の
闇
を
照
ら
し
破
る
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。 

次
に
仏
華
で
す
。
仏
華
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
の
お
心
を
あ

ら
わ
し
て
い
ま
す
。
慈
悲
と
い
う
の
は
私
た
ち
の
考
え
る
思
い

や
り
と
は
少
し
趣
が
違
い
ま
す
。
私
た
ち
の
思
い
や
り
は
あ
る
限
ら
れ

た
人
に
し
か
は
た
ら
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
は
、「
他

の
人
の
悲
し
み
を
自
ら
の
悲
し
み
と
し
、
他
の
人
の
喜
び
を
自
ら
の
喜

び
と
す
る
」
と
い
っ
た
ど
ん
な
人
に
対
し
て
も
分
け
隔
て
な
く
は
た
ら

く
お
心
で
す
。
残
念
な
が
ら
日
常
の
私
た
ち
は
そ
の
逆
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 小

慈
小
悲

し
ょ
う
じ
し
ょ
う
ひ

も
な
き
身
に
て 

有
情

う
じ
ょ
う

利
益

り

や

く

は
お
も
ふ
ま
じ 

如
来

に
ょ
ら
い

の
願
船

が
ん
せ
ん

い
ま
さ
ず
は 

苦
海

く

か

い

を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き 

親
鸞
聖
人
ご
自
身
も
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧

ち

え

の
光
明

こ
う
み
ょ
う

に
照
ら
さ
れ
る

中
で
無
慈
悲
な
我
が
身
で
あ
る
と
気
づ
き
悲
嘆

ひ

た

ん

さ
れ
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

慈
悲
の
お
心
が
な
け
れ
ば
こ
の
無
明

む
み
ょ
う

の
闇 あ

ん

の
世
界
を
力
強
く
歩
む
こ
と

は
で
き
な
い
と
お
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧

ち

え

と
慈
悲
の
お
心
を
あ
ら
わ
し
た
灯
明

と
う
み
ょ
う

と
仏
華
。

自
己
中
心
的
な
私
た
ち
が
そ
の
お
心
に
気
づ
こ
う
と
し
な
く
て
も
、
阿

弥
陀
さ
ま
は
智
慧

ち

え

の
光
明

こ
う
み
ょ
う

で
常
に
我
が
身
を
照
ら
し
続
け
、
そ
し
て
大

慈
大
悲
の
お
心
で
寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。
お
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
る
中
で
我

が
身
を
振
り
返
り
、
ご
恩
報
謝
の
生
活
を
送

ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

称
名
念
仏 

第４回 

 

 

 

浄妙寺副住職 那須 信行                               

作法の 

 はじめての仏事 

お
仏
壇
編 
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中 央 教 修 の ご 案 内 
み な さ ん で と も に 浄 土 真 宗 を 学 ん で み ま せ ん か ？ 

中央教修に参加し、門徒推進委員として 

悲しみや苦しみ喜びの人生を多くの方々と、ともに歩んで下さい。 

中央教修とは全国の各地域で行われる連続研修会を修了した方を対象に、御本山西本願寺で行われ

る研修会の事です。３泊４日の日程で行われ、全国から参加される受講者、スタッフとも親しく 

なる事ができ、人生の視野が格段に広がります。仏法を聞き、法友との話し合いによってこれまで

遠い世界の事と捉えていたみ教えが、いのちの大切さを説き、病気や死の恐怖を乗り越え、自分の

生活が光り輝くものに変えてくれる尊い教えであったという体験がきっとできると思います。 

法とともに朋とともに、これからの人生歩んでみませんか？ 

やり直す事の出来ない人生を、見直してみませんか？ 
 

連続研修会の御案内 

中央教修の前に、茨城東組
いばらきとうそ

での連続研修会を修了しなければなりません。 

連続研修会は単に浄土真宗のみ教えを教わる事が目的ではありません。浄土真宗のみ教えが、あな

た自身の生活にいきている必要不可欠なものであることを実感し、生きる意欲を引き出す研修会です。 

「家族を亡くした」「病にかかり」…独りで悩むのではなく、同じ悩みを抱えた方々と語り合い、お念仏に

自身のいのちの問題を問い尋ねさせていただきませんか？ 

連続研修会は２年を１期とし、現在第１５期も２年目に突入！ 第１６期の募集はまだ先になりますが、

ご興味のある方はぜひお寺までお問い合わせください。 

 

ホームページの御案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

編集後記 
編集の為パソコンに向かいながらもクシャミが止まりません。花粉症の私にとって辛い季節。 

目に見えない花粉に体が反応しクシャミが出ますと、色も形も無い阿弥陀仏の願いに頷かさ

れてお念仏がこぼれた方々を思いだされます。               清心寺 増田廣樹 

 お知らせ 

茨城東組ＵＲＬ 

http://ibarakitoso.web.fc2.com/ 

組報響流の他に、インターネットを利用

したホームページがございます。 

各お寺で運営されているところもありま

すので、是非チェックしてみて下さい！ 


