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親
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ら
子
へ 

本
泉
寺
住
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鳥
喰 

唯
然 

 
 

  

五
十
年
程
前
、
初
冬
の
早
い
晴
れ
た
日
の
午
後
、
ご
門
徒
の
方
が 

急
ぎ
足
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

「
お
寺
さ
ん
、
ご
本
尊
を
本
願
寺
か
ら
受
け
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。」 

 

あ
な
た
の
家
で
は
、
ま
だ
新
し
い
立
派
な
ご
本
尊
さ
ま
が 

あ
っ
た
で
し
ょ
う
と
尋
ね
ま
す
と
、 

「
い
や
実
は
で
す
ね
。
一
週
間
ほ
ど
前
に
娘
が
結
婚
し
た
ん
で
す
が
、 

新
居
に
は
仏
壇
が
な
い
の
で
お
参
り
が
で
き
ま
せ
ん
。 

『
今
ま
で
、
朝
に
晩
に
仏
壇
に
向
か
っ
て
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
に 

お
念
仏
申
し
て
い
た
の
に
、
そ
れ
が
出
来
な
い
の
で
寂
し
く
て 

し
ょ
う
が
な
い
。
』
と
娘
が
言
う
の
で
す
。
そ
れ
で
大
至
急
、 

本
願
寺
か
ら
ご
本
尊
を
受
け
て
頂
き
た
い
の
で
す
。
」 

と
申
さ
れ
ま
し
た
。 

 

ご
本
願
を
信
じ
、 

阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の 

お

心

を

知

り

、 

お

念

仏

を

申

す 

父
親
の
背
中
を
見
て 

育
っ
た
の
で
、
娘
さ
ん
も
自
然
に
お
念
仏
の
道
を
歩
み
た
い
と 

思
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

あ
れ
か
ら
五
十
年
余
、
世
の
中
も
だ
い
ぶ
様
変
わ
り
し
て
い
ま
す
。 

あ

の

時

の

娘

さ

ん

も

今

で

は

お

ば

あ

さ

ん

で

す

。 

今
は
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
の
か 

分

か

り

ま

せ

ん

が

、 

現

在

も

父

親

と

同

じ 

お
念
仏
の
道
を
頼
も
し
く 

堂

々

と

歩

ま

れ

て

い

る 

こ

と

だ

と

思

い

ま

す

。 

ま
た
、
そ
の
背
中
を
見
て 

育
っ
た
子
や
孫
に
も
、
き
っ
と 

お
念
仏
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と 

で
し
ょ
う
。 

合
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当
山
は
、
三
祖
山
成
就
院
正
覺
寺
と
号
し
、 

建
治
３
年
（
１
２
７
７
年
）
小
松
内
大
臣 

平
重
盛
の
次
男
、
幼
名
仁
壽
丸
事
蓮
順
坊 

順

玄

が

親

鸞

聖

人

の

弟

子

と

な

り 

牛
伏
の
地
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
ご
本
尊
は
、 

本
願
寺
第
３
世
覚
如
上
人
御
真
筆
と
共
に 

下
賜
さ
れ
し
三
躰
の
阿
弥
陀
如
来
で
す
。 

元
禄
２
年
に
玄
了
上
人
に
よ
り
牛
伏
よ
り 

現
在
地
の
築
地
に
山
門
、
鐘
楼
を
移
し 

２４

世
釋
順
栄
ま
で
隆
盛
を
極
め
る
も 

明
治
６
年
落
雷
に
よ
り
本
堂
等
消
失
し 

無
住
と
な
り
ま
し
た
。
大
正
２
年
に 

再

興

さ

れ

る

も

昭

和

１１

年

に

再

び 

落
雷
に
よ
り
焼
失
し
無
住
と
な
り
、 

存
亡
の
危
機
が
続
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、 

昭
和

２５

年
に
第

２６

世
住
職
釋
博
秀
に 

よ
り
荒
廃
し
た
お
寺
の
復
興
が
は
か
ら
れ 

昭
和
５５
年
に
は
、
住
職
、
門
徒
の
総
力
を 

  

 

結
集
し
待
望
の
本
堂
を
建
立
す
る
こ
と
が 

出
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
１７
年
に
は 

庫
裏
会
館
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。 

仏
事
と
し
て
は
、
春
、
秋
の
彼
岸
法
要
、 

総
永
代
経
法
要
等
、
諸
行
事
が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
中
で
も
報
恩
講
は
、
親
鸞
聖
人
の 

ご

遺

徳

を

偲

び

、

仏
法

に

遭

う

、 

私
た
ち
が
最
も
大
切
に
す
る
仏
事
で
す
。 

毎
年
ご
命
日
の
１１
月
２８
日
（
陰
暦
）
に 

茨

城

東

組

の

ご

住

職
様

に

も

来

て 

い
た
だ
き
法
要
が
行
わ
れ
、
多
く
の 

門
徒
さ
ん
が
参
詣
し
ま
す
。
さ
ら
に 

ご
講
師
を
招
き
、
み
教
え
や
人
生
で 

大
切
な
事
を
学
び
ま
す
。
ま
た
こ
の
日
は
、 

婦

人

会

に

よ

り

手

作

り

の

お

斎 

（
精
進
料
理
）
と
小
豆
粥
が
準
備
さ
れ
、 

参
詣
者
は
、
お
膳
に
用
意
さ
れ
た
お
斎
や

親
鸞
聖
人
が
好
ん
だ
小
豆
粥
を
頂
き 

仏
縁
を
結
び
報
恩
謝
徳
の
念
仏
を
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。 
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？ 

 
 

日
頃
の
仏
事
に
お
い
て
「
な
ぜ
こ
れ
は
こ
の
よ
う
に
す
る
の 

だ
ろ
う
？
」
と
、
疑
問
に
思
わ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

特
に
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、
世
間
に
広
ま
っ
て
い
る
仏
教
の 

教
え
や
作
法
と
違
う
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
戸
惑
う
方
も 

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
浄
土
真
宗
の
仏
事
に
ま
つ
わ
る
皆
様
の 

疑
問
を
、
共
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  
【
問
い
】
浄
土
真
宗
で
は
位
牌
で
は
な
く
、
過
去
帳
を 

用
い
ま
す
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
先
祖
代
々
、
白
木
の
位
牌
を 

お
仏
壇
に
安
置
し
て
き
ま
し
た
が
、
位
牌
は
不
要
な
の 

で
し
ょ
う
か
？ 

  

【
回
答
】
浄
土
真
宗
（
一
部
の
派
を
除
く
）
で
は
位
牌
を 

用
い
ず
、
過
去
帳
に
故
人
の
法
名
、
俗
名
、
命
日
等
を
記
し
ま
す
。 

し
か
し
過
去
帳
も
位
牌
と
同
じ
よ
う
な
扱
い
を
し
て 

し
ま
っ
て
は
、
本
来
の
意
義
を 

な
し
て
い
な
い
と
い
え
ま
す
。 

先
ず
過
去
帳
で
す
が
、
こ
れ
は 

言
わ
ば
家
系
図
を
命
日
ご
と
に 

記
し
た
先
祖
の
記
録
帳
で
す
。 

位
牌
の
よ
う
に
過
去
帳
に
故
人
の 

魂
が
宿
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

私
の
い
の
ち
を
紡
い
で
き
た 

先
祖
の
方
々
が
、
法
名
を
通
し
て 

ど
の
よ
う
な
方
で
あ
っ
た
か 

な
ど
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
私
は 

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

次
に
位
牌
に
つ
い
て
共
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
位
牌
と
は 

「
位
の
牌(

ふ
だ)

」
と
い
う
こ
と
で
、
故
人
の
生
前
の
官
位
と 

姓
名
を
書
き
記
し
た
木
の
牌
を
い
い
、
そ
こ
に
は
「
亡
き
方
の 

魂
が
宿
る
も
の
」
と
信
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
も
と
も
と 

中
国
の
儒
教
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
日
本
の 

先
祖
崇
拝
と
結
び
つ
き
、
仏
教
に
も
転
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

さ
て
私
た
ち
は
い
の
ち
終
え
れ
ば
魂
と
な
り
、
位
牌
や
お
墓
の
中
に 

籠
る
の
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
聖
人
は
私
た
ち
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
の 

お
念
仏
の
は
た
ら
き
と
で
あ
っ
た
者
は
、
い
の
ち
終
え
る
と
き
、 

す
み
や
か
に
阿
弥
陀
さ
ま
が
つ
く
ら
れ
た
浄
土
に
生
ま
れ
、 

仏
さ
ま
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
と
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

で
す
か
ら
先
立
っ
て
往
か
れ
た
方
々
は
魂
と
な
っ
て
位
牌
や
お
墓
に 

籠
る
こ
と
な
く
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
分
け
隔
て
な
く
永
劫
に 

私
に
寄
り
添
い
、
見
守
り
支
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
と 

同
じ
は
た
ら
き
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、 

お
仏
壇
に
安
置
さ
れ
て
い
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
掛
け
軸
に
手
を 

合
わ
せ
る
こ
と
は
、
同
時
に
先
立
っ
て
往
か
れ
た
方
々
に
手
を 

合
わ
せ
偲
ぶ
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

故
人
の
魂
が
宿
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
位
牌
で
す
か
ら
、 

残
さ
れ
た
者
が
位
牌
に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
人
情
と
し
て 

否
定
で
き
る
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
念
仏
の
は
た
ら
き
を
通
し
て
、 

い
つ
か
私
が
気
づ
き
目
覚
め
、
自
然
と
位
牌
か
ら
阿
弥
陀
さ
ま
に 

手
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

称
名
念
仏 

 

※ 

浄
土
真
宗
で
も
葬
儀
で
位
牌
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、 

こ
れ
は
位
牌
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で 

法
名
を
記
す
牌
と
し
て
用
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
良
く
位
牌
に 

記

さ

れ

た

名

前

の

下

に

書

き

入

れ

て

あ

る

「

位

」

は 

書
き
入
れ
な
い
こ
と
が
通
例
で
す
。 

第７回 

 

 

 

浄妙寺副住職 那須 信行                               

作法の 

 はじめての仏事 

～ 仏 事 の     い ～ 

過去帳 
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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？ 
 

連続研修会のご案内 

連続研修会は単に浄土真宗のみ教えを学ぶことが目的ではなく、浄土真宗のみ教えが、あなた自身の生活に 

必要不可欠なものであることを実感し、生きる意欲をともに感じる研修会です。 

2 年を 1 期とし、現在 16 期の 2 年目に突入。17 期の募集は来年度になりますが、興味のある方は是非 

お近くのお寺にお問い合わせください。お待ちしております。 
 

グリーフケア研修会のご案内 

 
 
 
 

死は誰もが経験します。 

お父さん、お母さん、伴侶、子ども、友人、恋人…。 

大切な人を亡くした時、あなたはどうしますか？ 

まわりに大切な人を亡くして苦しんでいる人にどんな風に接しますか？ 

死別の支えとはどういったことなのか、 

グリーフサポートを学ぶきっかけにしてみませんか？ 
 
  茨城東組若手の会が中心となり、この度グリーフサポート研修会を開催することとなりました。 

死別の苦しみとどう向き合う事が出来るのか、一般社団法人リヴオン  代表理事  尾角  光美氏をお招きし 

ともに学びを深めさせていただきたいと思います。詳細につきましては、間もなく決定いたします。 

決まり次第、各お寺にお伝えしますので、ご興味のある方はお近くのお寺までお問い合わせください。 
 
 
 

編集後記 
光陰矢の如し。平成最後の響流となりますが… 

よくよく考えれば、今日という日は私にとって生涯最後の今日。生涯最後の今を生きている。 

平成最後のなどと言っている場合でない時間を生きている事に驚かされつつ、皆で仕上げた響流 

ご一読いただけましたら幸いです。                          (清心寺副住職・増田 廣樹)  

 お知らせ 

グリーフ（grief）とは、深い悲しみの意。 
身近な人と死別して悲嘆に暮れる人が、その悲しみから立ち直れるようそばにいて支援すること。 


