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声  
の  

佛  

さ  

ま 

安
楽
寺
副
住
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澤
田 

唯 
 
 

 

ト
ン
ト
ン
ト
ン 

安
楽
寺
は
今
リ
フ
ォ
ー
ム
を
し
て
い
ま
す
。
大
工
さ
ん
は
働
く
現
場
で
あ
る 

お
寺
に
来
ら
れ
、
部
屋
を
隅
々
ま
で
知
っ
て
く
だ
さ
り
、
直
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
阿
弥
陀

あ

み

だ

さ
ま
の
は
た
ら
か
れ
て
い
る
現
場
は
ど
こ
で
し
ょ
う
か
。 

お
浄
土
で
し
ょ
う
か
？ 

本
堂
で
し
ょ
う
か
？ 

お
仏
壇
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
れ
は
、 

親
に
も
お
子
さ
ん
に
も
お
連
れ
合
い
さ
ん
に
も
誰
に
も
分
っ
て
も
ら
え
な
い 

想
い
を
抱
え
、
ど
こ
か
孤
独
を
感
じ
な
が
ら
生
き
る
、
私
た
ち
一
人
一
人
の 

い
の
ち
の
上
で
す
。 

阿
弥
陀
さ
ま
は
見
る
こ
と
も
触
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
の 

お
称
え
す
る
、
ま
た
聞
こ
え
て
く
る
南
無
阿
弥
陀
仏

な

も

あ

み

だ

ぶ

つ

の
声
と
な
ら
れ
て
、 

「
あ
な
た
の
こ
と
一
人
ぼ
っ
ち
に
は
さ
せ
な
い
よ
、
決
し
て
見
捨
て
な
い
よ
、 

抱
い
て
か
か
え
て
必
ず
お
浄
土
で
お
さ
と
り
の
佛
さ
ま
に
さ
せ
る
か
ら
ね
」
と 

呼
び
か
け
て
く
だ
さ
い
ま
す
。 

先
日
新
聞
に
小
説
家
の
藤
原
新
也
さ
ん
の
自
伝
『
鉄
輪

か
ん
な
わ

』
の 

一
節
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

『
家
が
破
産
し
母
と
乗
っ
た
列
車
で
隣
席
の
男
に
「
ど
こ
に 

行
き
よ
る
ん
？
」
と
訊
か
れ
る
。
「
家
が
な
く
な
っ
て
し
も
う
た
か
ら 

知
ら
ん
と
こ
に
行
く
」
と
呟
く
と
「
家
が
の
う
な
っ
て
も
佛
さ
ん
は 

つ
い
て
来
る
け
ぇ
の
、
安
心
し
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た
』 

阿
弥
陀
さ
ま
は
、
藤
原
さ
ん
が
阿
弥
陀
さ
ま
を
知
る
よ
り
も 

ず
っ
と
ず
っ
と
昔
か
ら
「
放
っ
て
お
け
な
い
」
と
心
配
さ
れ 

ご
一
緒
し
て
く
だ
さ
り
、
ど
ん
な
時
も
た
だ
た
だ
藤
原
さ
ん
の 

仕
合

し

あ

わ

せ
を
願
い
は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。 

そ

し

て

今

ま

さ

に

、

こ

の

私

の

い

の

ち

上

に

、

響
流

こ

う

る

を 

お
読
み
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
の
い
の
ち
の
上
に
届
い
て
く
だ
さ
り
、 

同
じ
よ
う
に
願
い
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て 

い
る
の
で
す
。 

南

無

阿

弥

陀

仏

と

お

念

仏

申

す

と

き 

聞
こ
え
る
と
き
、
私
の
寂
し
さ
も
悲
し
み
も 

喜
び
も
知
り
抜
か
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
が
、 

こ
の
私
と
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
共
に
生
き
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
嬉
し
く
思
い
ま
す
。 合

掌 
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（２）             第８号 響   流 ２０１９年９月２０日（金） 

 

向
月
山
常
教
寺
は
、
開
基
教
了
法
師
に 

よ

っ

て

寛

永

４

年

（

１

６

２

７

）
、 

湊
村
字
釈
迦
町
坪
に
創
立
さ
れ
ま
し
た
。 

教
了
法
師
は
俗
姓
を
近
江
国
志
賀
郡 

藤
本
直
三
郎
秀
教
と
号
す
る
武
人
で
し
た
が
、 

本
願
寺
第
１
２
代
宗
主
准
如
上
人
の
教
化
を 

蒙

り

、

親

鸞

聖

人

の

み

教

え

こ

そ 
我

が

心

を

拓

く

も

の

と

改

宗

し

、 
浄
土
真
宗
ゆ
か
り
の
地
、
常
陸
国
に
聖
人
の 

み

跡

を

慕

っ

て

湊

村

に

一

宇

を 

建

立

さ

れ

ま

し

た

。

念

仏

の

教

え 

盛
ん
に
し
て
伽
藍
整
い
つ
つ
あ
っ
た 

元
禄
９
年
、
第
５
代
了
山
の
と
き
、 

水
戸
光
圀
の
命
に
よ
っ
て
他
の
６
ヶ
寺
と 

共

に

、

現

在

地

・

館

山

に

移

転 

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

  

第

１

２

代

大

乗

の

代

に

は

、 

水
戸
藩
内
の
争
乱
（
天
狗
党
の
乱
）
の 

兵

火

に

遭

い

、

堂

宇

悉

く

焼

失

。 

そ

の

後

、

明

治

政

府

に

よ

る 

神
道
重
視
政
策
の
た
め
、
明
治
８
年
に 

寺

号

が

廃

止

さ

せ

ら

れ

、

翌

９

年 

復

寺

許

可

と

な

る

な

ど

幾

多

の 

艱
難
が
あ
り
ま
し
た
。 

し

か

し

、

開

創

以

来

お

よ

そ 

４
０
０
年
余
、
そ
の
時
々
の
住
職
を 

始
め
ご
門
徒
の
大
変
な
ご
苦
労
と
、
尊
い 

ご
懇
念
に
支
え
ら
れ
、
法
灯
連
綿
と
、 

お
陰
様
で
お
念
仏
の
道
場
と
し
て
、 

沢

山

の

ご

門

徒

の

皆

様

に

仏

縁

を 

結
ば
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。 

（
常
教
寺
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
）  

 

 
 

恒
例
行
事
で
あ
る
「
元
旦
会
」 

「

春

季

彼

岸

会

」
「

孟

蘭

盆

会

」 

「
秋
季
彼
岸
会
」
「
報
恩
講
」
な
ど
の 

法
要
は
、
住
職
は
じ
め
坊
守
や
寺
族
、 

総
代
、
世
話
人
、
門
信
徒
な
ど
が 

一

丸

と

な

っ

て

取

り

組

み 

南

無

阿

弥

陀

仏

の

お

み

の

り

を 

喜
び
合
う
輪
を
広
げ
て
い
ま
す
。 

ま

た

、

前

住

職

、

前

坊

守

が 

精

魂

込

め

て

造

り

上

げ

て

き

た 

庭
園
は
お
見
事
で
す
。
四
季
を
問
わ
ず 

た

く

さ

ん

の

見

学

者

が

訪

れ

て 

お

り

ま

す

の

で

ぜ

ひ

一

度

は 

参
拝
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

お
宝
に
巡
り
合
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

合
掌 

清
心
寺
門
徒
推
進
員 

釈
信
明
（
樫
村
健
一
） 

 お寺紹介 

第８回 

〒311-1245 ひたちなか市館山 9011                                         

前々住職手書きの襖絵 

館山全景 

常教寺の庭園 
が

ん

た

ん

え 

し

ゅ

ん

き

ひ

が

ん

え 

う

ら

ぼ

ん

え 

し

ゅ

う

き

ひ

が

ん

え 

ほ
う
お
ん
こ
う 



（３）             第８号 響   流 ２０１９年９月２０日（金） 

仏
事
に
お
け
る
作
法
、
仏
教
の
教
え
の
い
た
だ
き
方
は
宗
派
に 

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
必
ず
し
も
世
間
一
般
に 

広
ま
っ
て
い
る
作
法
、
仏
教
の
教
え
が
浄
土
真
宗
の
作
法
、
み
教
え
に 

一
致
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
そ
ん
な
仏
事
に
ま
つ
わ
る 

作
法
、
仏
教
の
教
え
を
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
ど
の
よ
う
に 

い
た
だ
い
て
い
る
の
か
、
共
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

【
問
い
】
金
封
（
「
御
布
施
」
の
包
み
）
の
表
書
き
の
書
き
方
、 

使
い
分
け
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
一
般
的
に
は
四
十
九
日
ま
で
は
「 

御
霊
前
」
、
そ
れ
以
降
は
「
御
仏
前
」
を
使
う
と
聞
い
た
こ
と
が 

あ

り

ま

す

。

浄

土

真

宗

で

は

ど

う

な

の

で

し

ょ

う

か

？ 
 

【
回
答
】
先
ず
、
そ
も
そ
も
「
布
施
」
と
は
ど
の
よ
う
な 

意
味
な
の
か
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
布
施
と
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で 

「
ダ
ー
ナ
」
と
い
い
、
見
返
り
を
求
め
な
い
施
し
の
こ
と
で
す
。 

元
々
は
お
釈
迦
さ
ま
が
真
実
の
教
え
（
仏
法
）
を
説
か
れ
た
こ
と
に 

対
し
て
、
教
え
を
受
け
た
人
が
食
物
や
衣
服
を
差
し
上
げ
た
こ
と
が 

仏
教
の
伝
統
と
な
り
ま
し
た
。
「
御
布
施
」
と
い
う
と
お
金
を 

イ
メ
ー
ジ
す
る
方
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
布
施
に
は
金
品
を 

分
ち
あ
う
「
財
施
」
の
他
に
、「
法
施
（
真
実
の
仏
教
の
教
え
を
広
め
る
）」、 

「
無
畏
施
（
恐
れ
を
除
き
、
癒
し
と
勇
気
を
与
え
る
）
」
、 

「
無
財
の
七
施
（
思
い
や
り
、
さ
さ
え
あ
う
こ
こ
ろ
）」
が
あ
り
ま
す
。 

浄
土
真
宗
の
ご
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
仏
さ
ま
は
、 

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
ど
ん
な
時
で
も
、
分
け
隔
て
な
く
私
た
ち
に 

寄
り
添
い
支
え
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
て 

往
か
れ
た
方
々
も
、
私
た
ち
に
向
か
っ
て
阿
弥
陀
如
来
と
同
じ 

は
た
ら
き
を
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
で
は
そ
の
よ
う
な 

ご
恩
に
対
し
、
報
恩
感
謝
の
心
で
布
施
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

「
御
布
施
」
を
僧
侶
の
読
経
に
対
す
る
お
礼
、
対
価
で
あ
る
と
思
い
、 

時

折

「

お

経

料

」

や

「

供

養

料

」

と

い

っ

た

金

封

を 

お
見
受
け
し
ま
す
が
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
仏
事
の
布
施
は
先
に
示
し
た
よ
う
に 

仏
さ
ま
に
対
す
る
報
恩
感
謝
の
意
義
が
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
表
書
き
は 

致
し
ま
せ
ん
。
よ
く
僧
侶
が
御
布
施
を
受
け
取
る
や
り
取
り
で
、「
頂
戴
致
し
ま
す
」 

と
は
申
さ
ず
「
お
預
か
り
致
し
ま
す
」
と
申
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由
が 

あ
る
か
ら
で
す
。 

さ
て
、
「
布
施
」
に
は
こ
の
よ
う
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
「
御
霊
前
」 

と
い
う
言
葉
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
浄
土
真
宗
で
は 

「
往
生
即
成
仏
」
、
つ
ま
り
い
の
ち
終
え
た
時
仏
さ
ま
に 

な
ら
せ
て
い
た
だ
く
教
え
で
あ
り
、
霊
魂
の
存
在
を 

親
鸞
聖
人
は
説
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
で
す
の
で
「
御
霊
前
」 

は
用
い
ず
「
御
仏
前
」
を
用
い
ま
す
。
「
往
生
即
成
仏
」
に 

つ
い
て
は
『
響
流
』
第
七
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

以
下
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
用
い
る
金
封
の
使
い
分
け
の 

一
例
を
示
し
ま
す
。
ご
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば 

幸
い
で
す
。 

 
 

 
 

合
掌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第８回 

 

 

 

浄妙寺副住職 那須 信行                               

作法の 

 はじめての仏事 

ざ

い
せ 

ほ
う
せ 

む

い

せ 

む
ざ
い 

し
ち
せ 



（４）             第８号 響   流 ２０１９年９月２０日（金） 

 

大切な人をなくした人のための権利条約 
 
茨城東組若手の会にて「グリーフケア」について学び始めました。 

グリーフとは大切な人、ものなどを 失うことによって生じる、その人なりの自然な反応、状態のことです。 

お寺はよろこびのご縁だけではなく、悲しみを縁として皆さまと出遇わせていただく事も多くあります。 

その悲しみに「よりそう」ことの到底出来ぬ身でありますが、少しでも皆さまの抱える想いを 

お聞かせいただけたら…。肩の荷をふとお寺にておろす事が出来たなら…。青年僧侶一人ひとりが 

そのような想いで学ばせて頂いております。学ぶ中で出遇わせて頂いた「大切な人をなくした人のための 

権利条約」をご紹介いたします。懐かしい方に想いを馳せつつ、ご一読いただけたら幸甚です。 
 
第 1 条 悲しんでもいい 落ち込んでもいい 

「がんばらないと」「心配かけてはいけない」と気丈にふるまっているかもしれません。でも時に 

自分の心の奥にある声に耳を傾けてみてください。  悲しいときは悲しみ、落ちこむことがあっても 

自然なことです。 
 
第 2 条 自分を許してもいい 

「わたしが悪かったんだ」と自分を責めてどうしようもないとき「どうにもできないことがあったんだ」 

ということを認めてもよいのです。自分を責めるのは、あなたにとって、その人の存在がそれほどまでに 

大事だった証です。 
 
第 3 条 考えない、思い出さないときもいい 

死を直視しないのもまた自由です。辛いから考えたくない、思い出したくない。そんな時は、いま自分が 

打ち込めることに力をそそげばよいのです。考えられるとき、思い出したいときに、そうすれば 

よいのです。亡くなった人はそんなあなたを責めないでしょうから。 
 
第 4 条 自分を大切に 

「みんな大変だから」と思い、我慢をすることも尊いことです。でも自分がつぶれてしまうほどの我慢は 

どうでしょうか。大切なのはあなたが、あなたらしく生きてゆけること。自分を大切にすることに許しを 

与えてもよいのです。 
 
第 5 条 助けてもらうこと 

「お互いさま」だれもがいつかは大切な人をなくし、苦しいときがあります。だからいま、辛いのなら、 

支えてもらってもよいのです。そして今度は、誰かにその恩を返したり、送ればよいのです。 

「助けて」は悪いことではありません。 
 
第 6 条 みんなちがって、それぞれにいい 

同じことを前にしても、感じ方はちがいます。人それぞれであるということ。どちらが重たくて、 

どちらが軽いということは 本当はありません。ただ「そう感じている」ということが真実なのです。 

感じるままに。ちがいをちがいのままに。 
 
第 7 条 自分の人生を歩んでいい 

自分の人生を生きること。たのしい時間をもつこと。時に亡くした人を忘れていること。 

それは亡くした人を置いていくことではありません。喪失した相手の存在とともにあなたの人生を 

歩んでいくことはきっとできます。 
 
 

編集後記 
夏が終わろうとしていますが、セミの声が心地良く私の耳に残っています。お念仏の声がいつまでも

皆さまの耳に響き渡るよう、若手で仕上げた響流、ご一読ください。      清心寺副住職 増田廣樹 

 お知らせ 


