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私
た
ち
の
生
活
の
中
に
は
か
か
せ
な
い

暦
こ
よ
み

、
そ
の
中
に
彼
岸
と
い
う
時
期
が
毎

年
来
ま
す
。
そ
の
彼
岸
と
い
う
言
葉
は
仏
教
用
語
の
名
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
元
々

は
悩
み
や
苦
し
み
を
乗
り
越
え
た
理
想
的
な
心
の
世
界
の
事
。
「
か
の
岸(

彼
岸)

」

つ
ま
り
、
さ
と
り
の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
極
楽

ご
く
ら
く

浄
土

じ
ょ
う
ど

の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
ま
た

そ
の
反
対
語
と
し
て
比
岸

し

が

ん

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
比
岸

し

が

ん

と
は
煩
悩

ぼ
ん
の
う

に
振
り
回

さ
れ
な
が
ら
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
心
の
世
界
「
こ
ち
ら
側
の
岸
」
で
あ
る
迷
い
の

世
界
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
ま
す
。 

彼
岸
は
、
春
分
の
日
（
春
彼
岸
の
中
日
）・
秋
分
の
日
（
秋
彼
岸
の
中
日
）
で
、

そ
の
日
は
昼
と
夜
の
長
さ
が
等
し
く
、
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
気
候
の
時
期
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
が

と
れ
た
と
こ
ろ
を「

中
ち
ゅ
う

」と
い
い
ま
す
。

そ
し
て
お
釈
迦
さ
ま
は
、
両
極
端
に 

 

か
た
よ
ら
な
い
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
生
き
方
を

「
中
道

ち
ゅ
う
ど
う

」
と
呼
ば
れ
て
、
大
切
な
生
き
る
姿
勢

で
あ
る
と
も
い
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
中
道

ち
ゅ
う
ど
う

を

歩
む
生
き
方
と
は
、
仏
教
の
教
え
に
か
な
っ
た

生
き
方
の
事
を
い
い
ま
す
。 

浄
土
真
宗
で
は
さ
と
り
の
世
界
に
到
る
た
め
に
修
行
す
る
の
で
は
な
く
、

日
々
の
お
念
仏
を
お
あ
じ
わ
い
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
彼
岸
の
期
間
を

さ
と
り
の
世
界
、
極
楽

ご
く
ら
く

浄
土

じ
ょ
う
ど

に
到
ら
し
め
て
下
さ
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
徳

を
讃 た

た

え
、
そ
の
お
こ
こ
ろ
を
い
た
だ
く
仏
縁
と
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で

す
。
そ
し
て
真
実
の
世
界
で
あ
る
お
浄
土
に
生
ま
れ
た
仏
さ
ま
を
偲 し

の

び
つ

つ
、
自
分
自
身
が
そ
の
お
浄
土
へ
到
る
道
、
向
か
わ
せ
て
い
た
だ
く
道
を

お
念
仏
の
教
え
か
ら
ご
縁
を
い
た
だ
く
期
間
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

彼
岸
は
、
先
人
の
方
々
が
日
本
の
四
季
と
風
土
を
対
比
さ
せ
、
仏
道
修

行
の
期
間
・
信
仰
生
活
を
養
う
期
間
と
定
め
、
仏
さ
ま
の
は
た
ら
き
を
私

た
ち
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
大
切
な
ご
縁
と
し
て
、 

あ
じ
わ
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

合
掌 
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教
圓
寺
は
鳥
栖
山
報
恩
院
と
号
し
、
鉾
田
市

鳥
栖
の
田
園
風
景
明
媚
な
小
高
い
丘
の
上
に
あ

る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
院
で
す
。
寺
伝
に

よ
る
と
平
安
時
代
の
初
期
、
大
同
元
年
（
806
年
）

鳥
栖
観
音
寺
と
号
し
他
宗
に
属
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
１４
代
か
ら
の
ち
、
無
住
の
期
間
を
経
て
、

文
永
４
年
（
1267
年
）
４
月
に
鳥
栖
山
報
恩
院
教

圓
寺
と
な
り
、
現
在
の
浄
土
真
宗
に
属
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。 

創
建
者
は
当
地
領
主
で
あ
っ
た
村
田
形
部
小

輔
平
高
時
、
深
く
仏
縁
に
厚
く
常
に
観
音
を
信

仰
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
承
久
３
年
（
1221
年
）

そ
の
妻
が
難
産
の
た
め
他
界
、
無
量
寺
（
現
無

量
寿
寺
）
の
境
内
に
葬
ら
れ
た
が
毎
日
夜
に 

な
る
と
、
迷
い
の
姿
（
幽
霊
）
と
な
っ
て
現
れ
る 

の
で
、
村
人
た
ち
も
参
詣
を
し
な
く
な
っ
て
し

ま
い
、
無
量
寺
は
荒
廃
し
無
住
と
な
っ
た
そ
う

で
す
。 

 

高
時
は
じ
め
村
人
一
同
は
迷
魂
の
供
養
を
行

な
お
う
と
し
て
い
た
時
、
親
鸞
聖
人
が
鹿
島
参

詣
の
お
り
、
青
柳
を
通
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

こ
と
の
仔
細
を
申
し
上
げ
て
、
お
救
い
を
願
い

あ
げ
た
と
こ
ろ
、
聖
人
は
喜
ん
で
無
量
寺
に
て

読
経
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
高
時
の
妻
の

迷
魂
は
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
そ
う
で
す
。 

そ
の
時
、
聖
人
の
読
ま
れ
た
歌
が 

「
弥
陀
た
の
む 

心
を
お
こ
せ 

皆
人
の 

か
わ
る
姿
を 

見
る
に
つ
け
て
も
」
で
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
「
変
わ
り
ゆ
く
人
の
姿
を

見
て
そ
の
姿
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、

阿
弥
陀
仏
に
お
任
せ
す
る
心
を
起
こ
し
な
さ

い
」
と
、
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
と
慈
悲
の
お
こ

こ
ろ
を
私
ど
も
に
勧
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

歌
と
味
わ
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

村
人
た
ち
も
、
こ
の
時
以
来
、
親
鸞
聖
人
に

帰
依
し
て
念
仏
を
唱
え
た
と
い
い
ま
す
。
特

に
自
分
の
妻
が
成
仏
で
き
た
姿
を
み
て
高
時

は
喜
び
親
鸞
聖
人
の
弟
子
と
な
っ
て
、
法
名

を
左
膳
と
賜
り
観
音
寺
に
住
持
し
て
妻
の
霊

を
弔
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

寺
号
を
教
圓
寺
と
改
め
て
浄
土
真
宗
の
寺
燈

を
守
り
現
在
ま
で
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て

い
ま
す
。 

 

そ
の
後
、
平
成
８
年
頃
か
ら
多
く
の
門
信

徒
並
び
に
関
係
者
の
ご
支
援
ご
協
力
に
よ
り

建
設
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
本
堂
建
設
に

当
た
っ
て
は
、
杉
の
伐
採
（
500
本
以
上
）、
土

砂
の
造
成
な
ど
建
築
関
係
者
の
他
、
門
信
徒

の
皆
様
方
の
多
大
な
る
ご
奉
仕
な
ど
が
あ
り

ま
し
た
。
特
に
大
工
の
棟
梁
な
ど
は
青
森
県

と
茨
城
県
を
３
ケ
月
毎
に
往
来
し
落
慶
法
要

が
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
住
職
は
じ
め
坊

守
や
寺
族
、
総
代
、
世
話
人
、
門
信
徒
な
ど
、

寝
食
を
忘
れ
て
本
堂
建
設
に
ご
尽
力
い
た
だ

い
た
そ
う
で
す
。 

 

そ
し
て
平
成
16
年
12
月
4
日
に
落
慶
法

要
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
新
築
さ
れ

た
教
圓
寺
関
係
者
の
喜
び
は
こ
と
ば
に
表
せ

な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
こ

の
春
に
は
門
信
徒
の
念
願
で
あ
っ
た
会
館
も

新
築
さ
れ
、
恒
例
行
事
で
あ
る
「
新
年
法
要
」

「
春
の
永
代
経
」「
盆
法
要
」「
秋
の
永
代
経
」

「
報
恩
講
」
な
ど
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
み

の
り
を
歓
び
合
う
輪
が
ま
す
ま
す
広
が
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。 

合
掌  

門
徒
推
進
委
員  

樫
村 

健
一 (

釋
信
明) 

 お寺紹介 

第５回 
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新築した本堂内
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今
回
で
お
仏
壇
編
は
最
終
回
で
す
。
皆
様
も
お
馴
染
み
の
お
香
に
つ

い
て
あ
じ
わ
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

私
た
ち
は
日
常
の
お
参
り
で
手
を
合
わ
せ
る
前
に
お
線
香
を
お
供

え
し
た
り
、
法
事
な
ど
の
仏
事
で
お
焼
香
を
し
た
り
と
様
々
な
場
面

で
お
香
に
触
れ
る
ご
縁
に
恵
ま
れ
ま
す
。
仏
教
と
お
香
は
今
で
は
欠

か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
昔
の
イ
ン
ド
で
は
誰

か
に
会
う
時
、
相
手
に
失
礼
が
な
い
よ
う
に
、
お
香
の
よ
い
香
り
を

身
体
に
つ
け
て
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、

仏
さ
ま
に
お
参
り
す
る
時
も
、
仏
さ
ま
を
敬
う
思
い
か
ら
お
香
を
お

供
え
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

さ
て
、
お
香
は
供
香

ぐ

こ

う

と
も
言
わ
れ
、
香
り
を
お
供
え
す
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
で
は
、
自
ら
の
煩
悩
に
よ
っ
て
悩
み
苦
し
む

私
た
ち
を
阿
弥
陀
さ
ま
が
そ
の
ま
ま
抱
き
と
め
て
、
大
慈
大
悲
の
お

こ
こ
ろ
で
寄
り
添
っ
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
お

こ
こ
ろ
と
は
、
お
供
え
さ
れ
た
お
香
の
煙
が
心
地
よ
い
香
り
を
さ
せ

な
が
ら
、
部
屋
の
隅
々
ま
で
行
き
渡
り
私
た
ち
に
届
く
よ
う
に
、
私

た
ち
一
人
一
人
に
平
等
に
は
た
ら
か
れ
て
い
る
お
姿
と
お
聞
か
せ
い

た
だ
き
ま
す
。
部
屋
の
隅
々
ま
で
至
り
届
く
香
り
は
、
誰
か
一
人
に

届
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
空
間
に
い
る
人
の
良
し
悪
し
、

年
齢
、
性
別
な
ど
を
分
け
隔
て
な
く
行
き
渡
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
こ

こ
ろ
と
し
て
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
お
香
は
、
阿
弥
陀
さ

ま
の
お
こ
こ
ろ
や
阿
弥
陀
さ
ま
と
同
じ
は
た
ら
き
を
し
て
い
る

亡
き
人
に
対
し
て
、
敬
い
と
ご
恩
報
謝
の
気
持
ち
か
ら
お
供
え
し

ま
す
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
焼
香
の
作
法
で
、
お
香
を
自
ら
が

い
た
だ
く
作
法
を
し
な
い
の
も
、
こ
の
気
持
ち
の
表
れ
か
ら
で
す
。 

お
香
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
代
表
的
な
も
の
が

白
檀

び
ゃ
く
だ
ん

、
沈
香

じ
ん
こ
う

、
伽
羅

き

ゃ

ら

で
す
。
最
近
で
は
人
工
的
に
作
ら
れ
た
安
価

な
も
の
が
出
回
っ
て
い
ま
す
が
、
仏
さ
ま
を
敬
う
姿
勢
が
供
香
で

す
の
で
、
な
る
べ
く
天
然
香
で
お
供
え
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
ご
家

庭
の
事
情
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
煙
が
全
く
出
な
い
お
香
も

控
え
た
い
も
の
で
す
。
お
仏
壇
に
は
ぜ
ひ
天
然
香
を
お
供
え
し
、

阿
弥
陀
さ
ま
や
亡
き
人
の
お
こ
こ
ろ
を
感
じ
る
中
で
報
恩
感
謝

の
お
気
持
ち
で
お
参
り
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

全
三
回
に
渡
り
お
仏
壇
を
通
し
て
阿
弥

陀
さ
ま
と
灯
明

と
う
み
ょ
う

、
仏
華
、
お
香
を
あ
じ
わ
わ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
頃
の
仏
事
に
関

す
る
問
い
を
募
集
い
た
し
ま
す
。
下
記
ア
ド

レ
ス
に
メ
ー
ル
し
て
い
た
だ
く
か
、
発
行
所

ま
で
お
便
り
を
お
送
り
下
さ
い
。
多
く
の
方

の
お
便
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。  

合
掌 

第５回 
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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、今期（第１５期）も残りわずかとなりました。来年度からは第１６期が始まり

ます。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。 

 

図書案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

編集後記 
お孫さんのお焼香に付き添う母。祖父母が背後で見守り、BGM は蝉の声。汗をかいたグラスの氷が

「カラン」と響く。お盆の夏の景色を嚙み締めつつ、あっと言う間に秋のお彼岸。時間の流れのはやさ

に驚かされつつ、推進委員さんと青年僧侶で作り上げた響流ご一読下さい。     清心寺 増田廣樹 

 お知らせ 

門徒もの知らずという言葉がございます。 

歴史的な背景のある言葉ですが、一般的に門徒とは、浄土真宗を信仰している

者の事を指し、他のご宗旨を信仰する者を檀家と言います。檀家さんには決まり

ごとが多く、お盆や彼岸、お年忌にもしなければならない事が沢山ございます。

しかし、私どもは自らが功徳をつむのではなく、阿弥陀さまの願いをただ聞かせ

ていただくご宗旨。何かしなければならないという決まりごとは殆どありません。 

門徒もの知らずという言葉は、何もしない・知らない門徒を揶揄するような言葉と

受け取られがちですが、そうではありません。私どもは阿弥陀仏にすべてお任

せ。知る必要がないのでございます。 

しかしながら…今更聞きづらい。こんな時はどうすればよいの？という事もあるで

しょう。それに応えてくれる本。「門徒もの知り帳」1冊傍に置いてみてはいかが

でしょうか。                          1987.11 法蔵館 617円(税込み) 


