
　
な
ぜ
朱
蝋
燭
を
使
う
か
と
い
う
事
で

す
が
、
お
念
佛
の
教
え
を
私
た
ち
に
お

示
し
く
だ
さ
っ
た
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳

に
感
謝
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
こ
め

て
、
聖
人
の
祥
月
命
日
で
あ
る
報
恩
講

に
朱
蝋
燭
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
が
そ
の
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
真
宗
で
の
蝋
燭
は
阿
弥
陀

様
の
智
慧(

光
明)

の
は
た
ら
き
を
象

徴
し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

　
故
人
の
命
日
を
ご
縁
と
し
て
、
親
戚

や
ご
縁
の
あ
っ
た
方
々
が
お
内
仏
に
集

い
、
阿
弥
陀
様
の
前
で
、
そ
の
智
慧
の

は
た
ら
き
に
出
遇
い
、
お
念
佛
の
教
え

を
聞
法
す
る
こ
と
が
と
て
も
喜
ば
し
い

事
で
あ
る
の
で
、
お
め
で
た
い
色
の
朱

蝋
燭
を
使
用
す
る
の
で
す
。
朱
蝋
燭
を

用
い
る
の
は
、
法
事
や
仏
事
は
決
し
て

単
な
る
弔
事
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
様
の

光
に
出
遇
い
、
お
念
仏
の
信
心
を
賜
る

と
い
う
貴
重
な
場
に
居
合
わ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
喜
び
を
表
し
て
い
る
の
で

す
。

　
　
　
（
第
7
組 

慈
雲
寺 

江
村 

勝
友)

答
え

　
我
々
真
宗
大
谷
派
で
使
用
す
る
蝋
燭

は
、
次
の
四
種
類
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
白
蝋
燭
（
平
日
一
般
に
使
用
し
ま
す
）

　
朱
蝋
燭
（
年
忌
法
要
・
報
恩
講
等
に
使
　
　
　
　

　
　
　
　
　
用
し
ま
す
）

　
金
蝋
燭
（
落
慶
法
要
・
佛
前
結
婚
式
等
　
　
　

　
　
　
　 

の
慶
事
法
要
に
使
用
し
ま
す
）

　
銀
蝋
燭
（
葬
儀
・
中
陰
法
要
に
使
用
し
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ま
す
）

以
上
の
四
種
類
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
要
に

よ
り
使
い
分
け
を
し
て
い
ま
す
。

　
蝋
燭
の
形
で
す
が 

主
に
イ
カ
リ
型
と

棒
型
の
も
の
が
あ
り
、
真
宗
大
谷
派
で
は

イ
カ
リ
型
の
も
の
を
使
用
し
ま
す
。

　
　
盂
蘭
盆
会　
勤
修

　
去
る
８
月
13
日
（
日
）
盂
蘭
盆
会
が

勤
ま
り
ま
し
た
。
御
講
師
に
は
、
20
組

施
福
寺
住
職 

由
上 

義
孝
師
を
お
迎
え

し
、
講
題
『「
如
来
」
と
も
う
す
は
、

諸
仏
を
も
う
す
な
り
』
に
つ
い
て
お
話

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
師
は
、「
今
い
の
ち
を
預
か
っ
て
い

る
者
と
し
て
、
亡
き
人
を
ど
の
よ
う
に

受
け
賜
っ
た
ら
良
い
の
か
。
私
た
ち
は

何
歳
で
亡
く
な
っ
た
か
、
そ
の
時
代
に

於
い
て
の
平
均
寿
命
と
比
べ
て
判
断

し
、
い
の
ち
の
も
っ
た
い
な
さ
を
そ
ろ

ば
ん
勘
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
あ
は

れ
あ
は
れ
と
疎
か
に
他
人
事
に
し
て
考

え
る
の
で
は
な
く
、
亡
き
人
の
有
り
様

を
我
事
と
し
て
、
諸
仏
と
し
て
受
け
取

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
が
、
亡
き

人
を
浄
土
へ
還
ら
れ
た
諸
仏
と
し
て
弔

う
の
で
は
な
く
、
諸
仏
と
な
ら
れ
た
亡

き
人
か
ら
我
々
の
い
の
ち
が
お
浄
土
へ

還
る
い
の
ち
で
あ
る
と
我
々
に
教
え
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
。
私
た
ち
も
い
ず
れ

は
還
浄
し
、
諸
仏
と
な
り
、
い
の
ち
あ

る
も
の
に
対
し
て
役
割
を
持
つ
。
そ
の

こ
と
を
今
一
度
確
か
め
、
頷
い
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
お
話
し
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

　　

蝋
燭
に
は
ど
ん
な
種
類
が
あ
り
ま
す
か
？　

２３

報告

Q
&
A

　この言葉は、『歎異抄』後序に出てきます。直訳しますと、「私は、善い、悪いの
ことはまったく知らない」ということです。この言葉に出会ったとき、親鸞聖人と
もあろうお方がと、落胆したのを覚えております。例えば、会社の上司が、部下
である私にこんなことを言ったなら、ついていこうとは思いません。いったい、
この言葉の本当の意味することは？
　無垢な赤ちゃんの顔を見ていると仏さまのようだ、と手を合わせたくなりな
す。それに比べて、毎朝鏡に映る自分の顔には嫌気がさします。その赤子もやが
て、目が見えるようになり、離乳食を食べるころには、「自我」が芽生え、親から
スプーンを奪おうとします。これが人間の行う初めての争いかもしれません。こ
の日から私たちは自我を離すどころか育て続けてきたのです。宮城顗先生の残
してくださった言葉に、「私たちの人生の争いは、善と善との争いだ」というもの
があります。私の身近なところの争いも、今もやむことなき世界的な戦争も、自
我が常に自分を正義の側に立たせてしまっていることが因となっているので
しょう。お彼岸に皆様と「如来の御心」をたずねてまいりたいと思います。

ご講師からのメッセージ

秋季彼岸会
総永代経法要

兼・墓地納骨（物故者）追弔法要

宮部　渡師（第１５組西稱寺住職）
「善悪のふたつ総じてもって存知せざるなり」
講題

日時 ９月2４日（日）午後1時30分

法話

並

　
　
　
仏
前
結
婚
式

　
去
る
８
月
６
日
（
日
）、
天
満
別
院

に
お
い
て
吉
田 

太
一
様
、
織
田 

花
実

様
の
仏
前
結
婚
式
を
執
り
行
い
ま
し

た
。ご
結
婚
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　　　
別
院
で
は
仏
前
結
婚
式
を
随
時
受
付

け
て
お
り
ま
す
。

　
あ
な
た
の
お
子
様
、
も
し
く
は
お
孫

様
で
結
婚
式
を
考
え
て
お
ら
れ
る
方
に

是
非
お
す
す
め
く
だ
さ
い
。
ご
相
談
、

下
見
等
の
お
問
い
合
わ
せ
は
寺
務
所
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

第２０組施福寺住職 由上 義孝師

ま
た
な
ぜ
朱
蝋
燭
を
使
う
の
で
す
か
？　


