
●布教師会法話
●賢問子行状記
●総本山誓願寺宗務所 職員紹介
●お釈迦さまの十大弟子

●インド 
●総本山誓願寺だより
●何でも“お寺探偵団”Vol.50
　　　　　　　 　　保母山 胎蔵寺
　

ドタバタ 夫婦道中記 

12

◆ 

目 

次 

◆

46

22

○絹本著色　善導大師像

　鎌倉時代の作。善導大師（613～681）

は中国安徽省の出身。初唐時代長安を中

心に浄土教を興隆し、『浄土三部経』の

ひとつ、『観無量寿経』を注釈した『観

経疏四巻』はその代表著述で、自らも

『阿弥陀経』を十万巻書写し、『阿弥陀

浄土変相』を三百幅描いたと伝えられ

る。

　図は椅子に端座し、手に数珠をかけ称

名念仏する善導大師を描く。わずかに開

いた口元から一筋の光変が立ち昇り、そ

の先端に三体の阿弥陀像が表されてい

る。これは善導大師の長安止住時代の奇

蹟の一つで、念仏を称えると、その声が

阿弥陀仏の姿になったといい、これを讃

えた唐高宗より「光明寺」の勅額を賜

り、後世光明大師とも呼ばれたと言う。
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愛知県蒲郡市　
利生院 住職 櫻間観洲師
御題

「懺悔について」

われ、昔つくる所の諸の悪業は、みな、はてしなき過去よりの貪りと瞋りと痴さ
による、全て、身と言葉と意より生まれたり、一切の悪業を今みな懺悔したてま
つる。

　皆様、今日は、今回は懺悔について話します。未だに若年層の「いじめ」によっ
て大切な命を落とす悲しい出来事が報じられています。集団で他人の悪口を言っ
たり、ぐちったりして、ひとりの心を傷つけます。
　私共は、「口の中に大きな を持っている」という言葉があります。知らず知らず
のうちにその で人を傷つけているわけで気をつけたいと思います。「いじめ」を
したり、他人を傷つけたなとの思いのある人は、深く反省して二度としないと決意してください。
　仏教では、私たちが悪いことをした時、仏さまに心から「すみません」「ごめんなさい」と懺悔すると許して
くださいます。出来るだけ、速やかに、包み隠さずさらけ出すのです。
　そうすると、仏さまは非常に寛大ですから、たとえ、悪いことをした人でも、仏さまを信じ念仏を称えると、
罪や障りを消滅させてくださるのです。
　世の中の生き物は全て生きたいと願って活動をしています。鳥が空を飛ぶのも、木が枯葉を落とすのも、
みんな生きたいためです。
　しかし、人間は肉も魚も野菜もその命を奪って生きているのです。命は全て大切です。けれども、全ての命
を大切にするという事は出来ないのです。人間は他の生き物の命を奪う事によって生きています。いろいろ
な物の犠牲の上に生活が成り立っています。また、社会で生きていく上で、ついつい悪い事をしてしまいがち
です。毎日の生活の中で数えてみればたくさんの罪を犯しています。
　ある寿司屋の板前さんは、魚の活き作りを盛り付けている時、こうつぶやいているそうです。「お前だけ
じゃないよ、オレも死ぬんだよ、だから勘弁してな」と。
　うなぎをさばいている職人も同じことを言っているそうです。彼らは毎日「ごめんなさい」と心の中でつぶ
やいて仕事をしているのです。その場その場で懺悔しているのです。
　「ごめんなさい」という言葉、人に対して和やかな印象を与えます。時々仏さまの前で告白して「ごめんな
さい。何卒慈悲のお心でお許しください」と心から懺悔してお念仏を称えてください。そうすると仏さまは、
にっこりとして「よし、わかった、今度だけは許そう」と語りかけてくれます。とても心が和やかになります。そ
して懺悔のしるしとして、会う人ごとに心の中で「この人が幸せでありますように」とつぶやくのです。そうす
ると、仏さまは良い功徳を授けてくれます。（十念）

　私どもの総本山誓願寺は、古くから女性の参拝が多く、「女人往生」の寺として
名が知れ渡っております。また、毎月決められた「洛陽六阿弥陀」の功徳日には、
午後２時より「お説教」を行っております。是非ご参拝下さい。
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乗
俊
は
二
十
六
歳
に
な
り
ま
し
た
。
い
つ
か

親
と
会
う
こ
と
を
心
の
中
に
忘
れ
は
し
ま
せ
ん

で
し
た
。

「
伝
え
聞
く
と
こ
ろ
、
昔
、
誓
願
寺
の
ご
本
尊

を
つ
く
っ
た
日
本
の
賢
問
子
と
唐
の
芥
子
国
親

子
が
会
う
こ
と
が
出
来
た
そ
う
だ
。
人
々
が
朝

夕
、
足
を
運
ぶ
霊
地
で
あ
る
の
で
、
私
も
誓
願

寺
に
立
ち
寄
り
、
そ
こ
で
一
週
間
布
施
行
を
行

い
、
貧
し
い
人
々
に
恵
み
を
与
え
よ
う
」

と
多
く
の
米
を
集
め
、
貧
し
い
人
々
に
施
し
を

し
ま
し
た
。
乗
俊
は
本
堂
に
籠
も
り
、
昔
の
卒

塔
婆
を
書
き
替
え
ま
し
た
。

子
を
捨
る　

形
見
の
そ
と
は　

い
か
ば
か
り

さ
ら
で
は
い
か
に　

親
を
尋
ね
ん

　

下
の
句
の
「
親
を
助
け
ん
」
を
、
「
親
を
尋

ね
ん
」
と
書
き
替
え
た
の
で
す
。
多
く
の
参
拝

者
の
中
に
、
五
十
歳
程
の
老
尼
が
お
り
、
布
施

行
の
場
に
参
り
ま
し
た
。
老
尼
が
米
を
受
け

取
っ
た
頭
陀
袋
を
見
る
な
り
、
乗
俊
の
顔
色
が

変
わ
り
、
老
尼
に
話
し
掛
け
ま
し
た
。

「
あ
な
た
は
ど
う
し
て
こ
の
歌
を
頭
陀
袋
に
書

い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
」

「
貧
し
き
故
、
た
だ
一
人
の
息
子
を
捨
て
た
時
、

卒
塔
婆
に
書
い
た
歌
を
頭
陀
袋
に
書
き
、
常
に

胸
に
掛
け
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
大
き
な
卒
塔
婆

が
あ
り
ま
す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
下
の
句
が

違
っ
て
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
私
が
捨
て
た

息
子
に
縁
の
あ
る
方
で
あ
る
な
ら
ば
、
息
子
の

こ
と
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う

か
」

と
老
尼
は
答
え
ま
し
た
。

　

乗
俊
は
聞
い
た
途
端
に
胸
が
塞
が
り
、
大
切

に
持
っ
て
い
る
昔
の
卒
塔
婆
を
取
り
出
し
ま
し

た
。

「
こ
れ
を
見
て
下
さ
い
。
あ
な
た
の
捨
て
た
息

子
は
、
こ
の
私
で
す
」

　

乗
俊
の
言
葉
を
聞
く
な
り
、
老
尼
は
人
目
も

は
ば
か
ら
ず
、
乗
俊
の
側
に
駆
け
寄
り
ま
し
た
。

「
お
前
を
捨
て
て
か
ら
今
日
ま
で
二
十
六
年
、

神
仏
に
再
会
を
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
。
特
に

誓
願
寺
の
阿
弥
陀
さ
ま
に
お
頼
み
し
ま
し
た
。

そ
の
ご
利
益
で
、
こ
の
場
所
で
お
前
と
会
う
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。
不
思
議
な
こ
と
で
す
」

と
喜
び
の
涙
を
流
し
ま
し
た
。
乗
俊
も
涙
で
袖

を
濡
ら
し
、

「
長
年
、
誓
願
寺
の
ご
本
尊
さ
ま
に
親
と
の
再

会
を
お
頼
み
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
目
印

と
し
て
下
の
句
を
『
親
を
尋
ね
ん
』
と
替
え
た

の
で
す
。
母
上
に
会
う
こ
と
が
出
来
、
本
当
に

嬉
し
い
で
す
。
ご
本
尊
さ
ま
に
お
礼
を
申
し
ま

し
ょ
う
」

と
母
の
手
を
取
り
、
本
堂
に
入
り
、
周
り
の
参

拝
者
と
共
に
お
念
仏
を
し
ま
し
た
。
未
来
の
極

楽
往
生
の
救
い
だ
け
で
な
く
、
今
も
阿
弥
陀
さ

ま
の
救
い
が
有
る
こ
と
を
信
じ
ら
れ
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
つ
づ
く
）
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し   

こ
く

ふ　

 

せ

こ

そ

ろ
う  

に

ず　

 

だ 

ぶ
く
ろ

ゆ
か
り

と　

た
ん

ふ
さ

り　

や
く

そ
で

と　

ば

か
た  

み

す
つ

た
ず

め
ぐ

じ
ょ
う
し
ゅ
ん
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宝
蔵
寺
住
職 

小
島
英
裕

「
松
宮
氏
、子
を
捨
て
親
を
養
う
」（
後
編
）

ま
つ
み
や
う
じ

第
十
四
話



檀
信
徒
の
皆
さ
ま
が
、納
骨
や
読
経
に
誓
願
寺
へ
お
参
り
頂
い
た
際
に
は
、私
た
ち
が
お
出
迎
え
致
し
ま
す
！

は　
　

せ   

が
わ  

こ
う 

ゆ
う

た
だ
今
、春
の
お
彼
岸
回
向
の
お
申
し
込
み
を
受
け
付
け
し
て

お
り
ま
す
。皆
さ
ま
と
お
会
い
で
き
る
こ
と
を
心
待
ち
に
し
て

お
り
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
お
参
り
下
さ
い
。

春
彼
岸　

三
月
十
八
日（
日
）〜
二
十
四
日（
土
）

回
向
料　

ご
一
霊　

三
千
圓

　

お
申
し
込
み・お
問
い
合
わ
せ

　
　
　
　
　
　

総
本
山
誓
願
寺 

〇
七
五‐二
二
一‐〇
九
五
八

総
本
山
誓
願
寺
宗
務
所

職
員
紹
介

本
山
課
長　

京
都
市 
妙
心
寺 

長
谷
川
晃
雄

皆さまに本山へ来て良かっ
た！と感じて頂ける様、心
を込めてお勤めしておりま
す。
読経・法話・境内案内、何
でも致しますので、気軽に
お声掛け下さい。

は
ま　

だ　

い
っ  

せ
い

庶
務
課
長　

京
都
市 

法
界
寺 

濱
田
一
晴

皆さま方には何かと宗門寺
門興隆にご寄与頂き感謝申
し上げます。
総本山誓願寺の参拝案内
はもちろん、京都の魅力で
あったり、観光の見どころ
などのアドバイスをさせて
頂きますので、ご遠方から
でも是非お参り下さい。

い
た 

く
ら 

こ
う
し
ゅ
う

書
記　

京
都
市 

西
光
寺 

板
倉
宏
修

檀信徒の皆さまとお会いで
きることを、楽しみにしてお
ります。
お越し頂けることを心待ち
にしておりますので、是非
お参り下さい。

崇用寺徒弟、髙須明啓と申
します。
昨年二月から書記として、
お世話になっています。
今後ともご指導、ご鞭撻の
ほどよろしくお願いします。

た
か　

す　

み
ょ
う
け
い

書
記　

愛
知
県
西
尾
市 

崇
用
寺 

髙
須
明
啓

い
わ   

た    

な
お  

み

事
務　

岩
田
直
美

新京極の賑やかな中にあり、
親しみやすい本山です。
是非ご参拝下さい。お待ち
しております。

ま
め　

だ　

し
き　

な

事
務　

豆
田
織
奈

誓願寺に来られる皆さまに
お会いできることを、いつも
楽しみにしております。
皆さまのお越しを、心から
お待ちしております。
＊現在連載中の「お釈迦さ
まの十大弟子」の挿絵を描
かせて頂いております。そ
ちらもチェックして頂けると
嬉しいです。

どきょう

き   よこうりゅう

べんたつ

にぎ
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じ
っ
せ
ん

お
っ
し
ゃ

し
ゃ
り

ほ
つ

ひ
そ

か
い
り
つ

も
ち
ろ
ん

ぼ
ん
の
う

め
っ

わ
ず
ら

ち　

え

な
っ
と
く

ね   

は
んの

ろ
し

「
私
の
弟
子
の
中
で
、
最
も
説
法
を
聴
い
て
い

る
者
は
富
樓
那
で
あ
ろ
う
」

と
、
あ
る
時
、
お
釈
迦
さ
ま
が
仰
ら
れ
ま
し
た
。

説
法
第
一
と
言
わ
れ
た
富
樓
那
尊
者
で
す
が
、

お
釈
迦
さ
ま
の
お
話
を
よ
く
聴
き
、
し
っ
か
り

と
師
匠
の
教
え
を
覚
え
実
践
し
た
か
ら
こ
そ
、

信
者
に
伝
え
る
の
が
上
手
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

富
樓
那
尊
者
よ
り
後
に
弟
子
入
り
し
た
舎
利

弗
尊
者
は
、
富
樓
那
尊
者
が
説
法
の
名
手
で
あ

る
こ
と
を
知
り
、
密
か
に
訪
ね
質
問
を
し
ま
し

た
。

「
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
で
一
番
大
切
な
教
え
は
、

戒
律
を
保
つ
こ
と
で
す
か
？
心
を
静
め
る
こ
と

で
す
か
？
そ
れ
と
も
清
い
行
い
を
す
る
こ
と
で

す
か
？
」

「
勿
論
そ
れ
ぞ
れ
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
一
番

大
切
な
こ
と
は
、
煩
悩
を
滅
し
、
全
て
の
煩
わ

し
さ
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
（
涅
槃
）
で

す
」

「
で
は
ど
う
す
れ
ば
そ
の
よ
う
に
な
れ
る
の
で

す
か
？
」

「
あ
な
た
の
仰
ら
れ
た
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
間
違

い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
れ
か
一
つ
と
言
う

と
間
違
い
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
と
あ
る
王

が
居
ま
し
て
、
遠
く
で
争
い
ご
と
が
起
こ
り
ま

し
た
。
そ
の
日
の
う
ち
に
行
か
ね
ば
大
変
な
こ

と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
一
頭
の
馬
で
は
間

に
合
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
王
は
、
道
中
狼
煙
を

上
げ
、
馬
を
六
頭
準
備
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
馬

を
乗
り
継
ぎ
、
無
事
に
間
に
合
い
、
争
い
事
を

収
め
ま
し
た
。
合
計
七
頭
の
馬
に
乗
り
ま
し
た

が
、
一
頭
で
も
欠
け
る
と
間
に
合
い
ま
せ
ん
。

涅
槃
に
到
達
す
る
の
も
同
じ
で
す
。
戒
律
を
保

つ
こ
と
も
、
心
を
静
め
る
こ
と
も
、
清
い
行
い

を
す
る
こ
と
も
何
一
つ
欠
け
る
と
涅
槃
に
は
到

達
で
き
ま
せ
ん
。
い
か
が
で
す
か
？
」

「
な
る
ほ
ど
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
」

　

智
慧
第
一
と
言
わ
れ
た
舎
利
弗
尊
者
も
納
得

し
た
そ
う
で
す
。　
　
　
　
　
　

  

（
つ
づ
く
）舎利弗尊者との問答
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絵
・
豆
田
織
奈　

文
・
釈
尊
法
話
会

奈

文

釈
尊

豆
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奈
織
奈

絵

奈

絵

文文

奈

文文

釈
尊
法

文

釈
尊
法
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お釈迦さまの
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朝
八
時
二
〇
分
に
、
一
路
シ
ュ

ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ま
で
の
北
北
西
に

約
四
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
道
の

り
を
、
四
輪
駆
動
の
タ
ク
シ
ー
は

走
り
出
し
た
。
ホ
テ
ル
が
チ
ャ
ー

タ
ー
し
て
く
れ
た
車
の
運
転
手
は

寡
黙
で
、
ラ
ジ
オ
も
か
け
ず
会
話

も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
よ
く
も
ま
あ

長
距
離
を
眠
く
な
ら
ず
に
運
転
で

き
る
も
の
だ
と
、
感
心
し
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
も
休
憩
し
た
の
は

昼
食
の
時
の
、
四
〇
分
ほ
ど
だ
け

だ
っ
た
。

　

シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
の
祇
園
精

舎
に
着
い
た
の
は
、
日
も
暮
れ
か

け
た
午
後
六
時
半
だ
っ
た
。
精
舎

の
門
は
ま
だ
開
い
て
い
て
、
僕
た

ち
は
急
い
で
入
場
料
四
人
分
の
八

ド
ル
を
払
っ
て
中
に
入
っ
た
。
遺

跡
公
園
の
あ
ち
こ
ち
に
は
僧
院
跡

や
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
あ
り
奥
に
進
ん

で
行
く
と
、
僧
院
跡
の
中
で
他
国

の
団
体
の
人
達
が
、
僧
侶
と
共
に

読
経
を
し
て
い
た
。
き
っ
と
そ
こ

は
二
五
〇
〇
年
前
に
釈
尊
が
弟
子

や
信
者
た
ち
に
教
え
を
説
い
て
い

た
場
所
な
の
だ
ろ
う
。
団
体
が

去
っ
た
後
、
僕
た
ち
も
履
物
を
脱

ぎ
中
に
上
が
り
、
礼
拝
を
し
、
短

め
の
お
経
を
称
え
て
か
ら
足
早
に

回
り
を
見
て
精
舎
を
出
た
。
辺
り

は
日
も
暮
れ
て
、
真
向
か
い
の
ス

リ
ラ
ン
カ
寺
に
泊
め
て
も
ら
う
つ

も
り
で
い
た
の
だ
が
、
小
島
君
た

ち
は
帰
国
の
日
が
迫
っ
て
い
た
の

で
、
急
遽
最
寄
り
の
駅
が
あ
る
ラ

ク
ナ
ウ
ま
で
、
チ
ャ
ー
タ
ー
し
た

タ
ク
シ
ー
で
向
か
う
事
に
な
り
、

こ
こ
で
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

僕
た
ち
二
人
は
ス
リ
ラ
ン
カ
寺

に
飛
び
込
ん
で
、
応
対
に
出
た
ス

リ
ラ
ン
カ
僧
に
宿
泊
を
頼
ん
だ
ら
、

暫
く
待
つ
よ
う
に
言
わ
れ
、
中
の

食
堂
ら
し
き
部
屋
か
ら
、
賑
や
か

に
歓
談
し
な
が
ら
夕
食
を
と
る
多

く
の
女
性
の
声
が
響
い
て
聞
こ
え
、

数
分
の
間
、
泊
め
て
も
ら
え
る
の

か
少
々
不
安
な
気
持
ち
で
待
っ
て

い
る
と
、
彼
が
戻
っ
て
き
て
、
宿

泊
を
許
さ
れ
部
屋
に
通
さ
れ
た
。

決
し
て
き
れ
い
と
は
言
え
な
い
そ

の
部
屋
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
床

に
古
い
木
製
の
ベ
ッ
ド
が
二
つ
、

そ
し
て
古
い
机
と
椅
子
が
一
組
あ

り
、
シ
ャ
ワ
ー
ル
ー
ム
は
当
然
の

こ
と
、
湯
な
ど
出
な
い
シ
ャ
ワ
ー

と
ト
イ
レ
の
あ
る
簡
素
な
部
屋

だ
っ
た
。

　

宿
泊
の
手
続
き
を
し
、
例
の
お

坊
さ
ん
と
厨
房
の
係
の
男
性
が
食

事
の
用
意
を
し
て
く
れ
た
。
質
素

な
夕
食
の
割
に
は
量
は
た
っ
ぷ
り

と
あ
り
、
日
本
語
も
少
し
話
せ
る

そ
の
お
坊
さ
ん
が
横
に
付
い
て
、

話
を
し
な
が
ら
お
代
わ
り
を
勧
め

て
く
れ
た
。
こ
の
お
寺
に
居
る
お

坊
さ
ん
は
二
人
だ
け
で
、
ス
リ
ラ

ン
カ
か
ら
来
て
い
て
、
小
柄
で
物

静
か
で
実
直
な
感
じ
の
彼
と
大
僧

正
、
先
ほ
ど
の
賑
や
か
な
女
性
の

団
体
は
、
自
国
か
ら
仏
跡
参
拝
に

来
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

シュラヴァスティ
祇園精舎内の僧院跡にて

よ　

り
ん　

く　

 

ど
う

ぎ    

お
ん   

し
ょ
う  

じ
ゃ

か　

 

も
く

き
ゅ
う
け
い

そ
う 

い
ん 

あ
と

ど  

き
ょ
う

は
き  

も
の

ら
い  

は
い

と
な

き
ゅ
う
き
ょ
も　
　
よ

し
ば
ら
くか

ん  

だ
ん

ち
ゅ
う
ぼ
う

し
っ   

そ

じ
っ
ち
ょ
く

ぶ
っ 

せ
き  

さ
ん  

ぱ
い

だ
い  

そ
う

じ
ょ
う

に
ぎ

す
す

極
楽
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

　
　
『
祇
園
精
舎
』そ
の
一

第152号 （6）
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総
本
山
誓
願
寺
だ
よ
り
よよ
り
よよ
り
よ
だだだだだだだだ
寺寺寺寺寺寺寺寺
願願願願
誓誓誓誓
山
本
山山山
本
山山山山

総
本
総
本本
総
本本
総総

山
誓誓誓

総総総総総総総総総総総
本本本
山
本
山
本本
山山
誓
山山
誓
山山山山山山
誓
山山山山
誓

よよよよよよよよよよよよよ
りりりりりりり

願
誓誓誓誓
願
誓
願
誓誓
願
誓誓誓
願願
寺寺寺寺寺
願
寺寺
願
寺寺
だだだだだだ
寺
だ
寺寺
だだ
寺
だ
寺
だだだだだだだだ
寺
だ

総
本
山
誓
願
寺
だ
よ
り

総
本
山
誓
願
寺
だ
よ
り

三
月

●
十
四
日（
水
）

　

善
導
忌・六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
八
日（
日
）〜
二
十
四
日（
土
）

　

春
彼
岸

●
二
十
五
日（
日
）〜
四
月
四
日（
水
）

　

法
脈
相
承

四
月

●
七
日（
土
）

　

花
ま
つ
り

●
十
五
日（
日
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
二
十
三
日（
月
）〜
二
十
五
日（
水
）

　

元
祖
法
然
上
人
御
忌
法
要

五
月 

●
十
八
日（
金
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

六
月 

●
十
六
日（
土
）

　

和
泉
式
部
忌

●
十
九
日（
火
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

七
月 

●
十
四
日（
土
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

八
月 

●
十
五
日（
水
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
六
日（
木
）

　

精
霊
送
り・盆
施
餓
鬼

●
二
十
三
日（
木
）〜
二
十
四
日（
金
）

　

少
年
少
女
参
拝
団

お
も
な
行
事
予
定

　

お
寺
探
偵
団
で
、
力
寿
の
供
養
の
た
め
に
、
姫
山
に
現
在

の
胎
蔵
寺
で
あ
る
お
堂
を
建
て
た
三
河
守
は
誰
で
す
か
？
漢

字
四
文
字
で
お
答
え
下
さ
い
。

　

か
ね
て
よ
り
ご
要
望
を
頂
い
て
お
り
ま
し
た
、誓

願
寺
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
参
拝
袈
裟
の
取
り
扱
い
を
始
め

ま
し
た
。価
格
は
二
千
八
百
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

誓
願
寺
宗
務
所
ま
た
は
、本
堂
受
付
に
て
販
売
し
て

お
り
ま
す
。ま
た
、通
信

販
売
も
行
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、ご
希
望
の
方
は
、

お
電
話
ま
た
は
誓
願
寺

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
お
申

し
込
み
下
さ
い
。

　

官
製
は
が
き
に
、
答
え
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
菩

提
寺
（
だ
ん
な
寺
）
、
感
想
や
質
問
を
必
ず
書
い
て
ご
応
募
下
さ
い
。
そ

の
中
よ
り
紙
面
に
採
用
さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
掲
載
時
に
は
、

は
が
き
に
て
ご
連
絡
差
し
上
げ
ま
す
。
名
前
の
掲
載
が
困
る
方
は
、
そ
の

時
に
ご
返
事
下
さ
い
。
今
回
は
、
胎
蔵
寺
さ
ま
よ
り
晋
山
記
念
タ
オ
ル
を

５
名
さ
ま
、
本
山
謹
製
線
香
を
５
名
さ
ま
、
合
計
10
名
さ
ま
に
抽
選
し
て

差
し
上
げ
ま
す
。
ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

総
本
山
誓
願
寺
参
拝
袈
裟
が

で
き
ま
し
た

　

毎
年
夏
休
み
に
小
学

校
五
年
生
、六
年
生
を
対

象
に
行
っ
て
お
り
ま
す
。

今
年
は
八
月
二
十
三
日

（
木
）、二
十
四
日（
金
）の

二
日
間
と
な
り
ま
す
。定

員
は
六
〇
名
、定
員
に
達

し
次
第
締
切
と
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。各
寺
院
へ
募
集

要
項
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
の
で
、詳
し
く
は
そ
ち

ら
を
ご
覧
下
さ
い
。

少
年
少
女
参
拝
団  

参
加
者
募
集

【
問
題
】三

河
守
○
○
○
○

第152号（7）

【
宛
先
】
〒
四
四
四

三
五
〇
五

愛
知
県
岡
崎
市
本
宿
町
東
木
竹
十
六
番
地

欣
浄
寺
内
　

ち
か
い
編
集
係

【
締
切
】
五
月
三
十
一
日

（
消
印
有
効
）

発
行
日
　
　

平
成
三 

十
年
三
月
五 

日

発
行
所
　
　

浄
土
宗
西
山
深
草
派

総
本
山
誓
願
寺

京
都
市
中
京
区
新
京
極
桜
之
町
四
五
三
番
地

電
　

話
（
〇
七
五
）
　

二
二
一

－

〇
九
五
八

F
A
X
（
〇
七
五
）
　

二
二
一

－

二
〇
一
九

E
-m
ail  info@

fukakusa.or.jp
U
R
L
    http://w

w
w
.fukakusa.or.jp/

ち
か
い　　

第
152
号

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　
　
　

答
え
　

○
○
○
○

郵
便
番
号

住
所

氏電
話
番
号

名
菩
提
寺
（
だ
ん
な
寺
）

感
想
・
質
問
等



何 でも

ほ   ぼ  さん  たいぞう じ

　今から、約1000年前、三河守大江

定基は、赤坂宿の長者の娘力寿を側

室に迎えました。まもなく力寿は懐妊し、

定基と力寿は幸せな時を過ごしました。

しかし、力寿は病にかかり子を産むこと

なく、亡くなりました。強い嘆きと悲しみ

の中で、人生の無常を悟り、自らを寂昭

と名乗り、僧侶として力寿の供養に残

りの人生を捧げました。

　力寿の遺骸を２人が過ごした別邸の

ある小高い山に葬ったので、ここを姫

山（現在の姫ヶ城城跡）と呼び、姫山

Q1 お寺の歴史を
教えてください。

Q2 お寺の宝物を
教えてください。

の麓に建てたお堂が現在の胎蔵寺です。

　後に寂昭は中国に渡り、宋王真宗

帝より円通大師の号を賜るまでになり、

当寺に祀られております。

　当寺秘仏「准胝仏母観世音菩薩」

は源義重公の守り本尊と言い伝えられ

ております。 後に、松平家初代親氏公

の御念持仏となされ、三代信光公の子、

景千代君を仏門へ入れ、胎蔵寺安置

仏としてご縁起を結ばせて頂いた御尊

像です。地域では、「准胝さん」と慕わ

れています。六道で人間界をお守りして

おり、実は私達の1番近くにいる仏さま

です。

　今回は愛知県岡崎市にある
「保母山 胎蔵寺」を訪ねました。

Q3 お坊さんとしての
心がけを教えてください。

Q4 座右の銘は何ですか？

Q5 「ちかい」の読者に
何かいただけませんか？

　サラリーマンを経て、自身でお店を経
営して、「100万人のキャンドルナイトお
かざき」を企画する中で、多くの人の苦
しみや喜びを見てきました。私の役割は
何なのかを考え、皆さまの光に成れるよ
うな僧侶を目指しています。また、誰しも
に訪れる人生の最後の葬送の時、遺
族と故人の苦しみを解くことが僧侶とし
ての最大の役目であると考えます。未
熟者ですが、どんな形であれ、真 に哀
しみに寄り添い、「抜苦与楽」に努める
ことを心掛けて行きたいと思います。

おもしろき　こともなき世を　おもしろく

晋山記念タオルを５名さまに差し上げ
ます。

キ
ャ
ン
ド
ル
法
要

▼

境
内
入
口
階
段
の
キ
ャ
ン
ド
ル
群

▼

本
堂

▼

准
胝
仏
母
観
世
音
菩
薩

▼

第152号 （8）

【交通】
名鉄美合駅より車で５分　
【主な行事】
初観音法要　1月18日
春彼岸法要　春分の日
施餓鬼法要　7月18日
盂蘭盆供養　8月13～16日
秋彼岸法要　秋分の日 
【お問い合わせ】
胎蔵寺
〒444-0004
愛知県岡崎市保母町稲荷下5-2
（0564）47-3172

み かわのかみおおえ

胎
蔵
寺

た
い 

ぞ
う  

じ

Vol.50

さだもと

じゃくしょう

い がい

じょうせき

ほうむ

しんそう

えんつうだい  し

まつ

たまわ

じゅんていぶつぼ  かん ぜ おん ぼ さつ

みなもとのよししげ

ちかうじ

ねん じ ぶつ のぶみつ

えん ぎ

しん し

ばっく    よ  らく

かな

した

あかさかしゅく

りきじゅ

なげ

平成20年龍谷大学社会学部卒業、会社勤務を経て、平成25年BAR煙-en-を開業、平成29年晋山、住職とな
る。平成23年より「100万人のキャンドルナイトおかざき」を計6回開催し、平成29年には2,500名を動員。
多くの方へお寺の新しい形を提案している。

（胎蔵寺 第28世）野村 宗臣師
の　　 むら　　  しゅう   しん

1986年8月19日生 31歳

てい
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