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「
か
た
い
絆
に
思
い
を
よ
せ
て︙

時
に
は
傷
つ

き 

時
に
は
喜
び︙

あ
れ
か
ら
ど
れ
く
ら
い
た
っ
た

の
だ
ろ
う︙

」
ふ
と
長
渕
剛
の
『
乾
杯
』
が
頭
を

よ
ぎ
り
ま
し
た
。
小
室
圭
さ
ん
と
眞
子
さ
ま
の
笑

顔
の
婚
約
内
定
会
見
か
ら
四
年
。
今
回
の
笑
顔
な

き
結
婚
会
見
。
赤
の
他
人
が
と
や
か
く
い
う
問
題

で
は
な
か
ろ
う
が
、
皇
族
と
は
こ
う
あ
る
べ
き
と

い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
何

と
か
旅
立
ち
の
日
を
迎
え
ら
れ
た
。
声
を
小
に
し

て
心
の
中
で
『
乾
杯
』
を
歌
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
ふ
り
返
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
行
け
ば
よ
い 

風
に

吹
か
れ
て
も
雨
に
打
た
れ
て
も 

信
じ
た
愛
に
背

を
向
け
る
な 

乾
杯 

 

今
君
は
人
生
の
大
き
な
大

き
な
舞
台
に
立
ち 

遥
か
長
い
道
の
り
を
歩
き
始

め
た 

君
に
幸
せ
あ
れ
」 

 

以
前
、
門
前
掲
示
板
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
書

き
ま
し
た
。
「
他
人
は
誰
で
も
心
の
中
に 

他
人

に
は
言
え
ぬ
痛
み
を
持
っ
て
い
る 

憂
い
や
悲
し

み
が
無
い
の
で
は
な
い 

他
人
に
語
ら
ぬ
だ
け
な

の
だ
」
。
そ
う
い
う
わ
け
で
私
も
小
室
さ
ん
と
眞

子
さ
ま
に
仏
教
詩
人
の
坂
村
真
民
さ
ん
の
「
か
な

し
み
は
い
つ
も
」
と
い
う
詩
を
送
り
た
い
と
思
う

の
で
あ
り
ま
す
（
え
ら
そ
う
に︙

）
。 

 

 

か
な
し
み
は 

み
ん
な
書
い
て
は
な
ら
な
い 

か
な
し
み
は 

み
ん
な
話
し
て
は
な
ら
な
い 

か
な
し
み
は 

わ
た
し
た
ち
を
強
く
す
る
根 

か
な
し
み
は 
わ
た
し
た
ち
を
支
え
て
い
る
幹 

か
な
し
み
は 
わ
た
し
た
ち
を
美
し
く
す
る
花 

か
な
し
み
は 

い
つ
も
枯
ら
し
て
は
な
ら
な
い 

か
な
し
み
は 

 

 

い
つ
も
湛
え
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い 

か
な
し
み
は 

 

い
つ
も
噛
み
し
め
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い 

 
 

 

『
般
若
心
経
』
で
は
「
空
」
「
不
」
「
無
」
と

い
う
言
葉
が
度
々
で
て
き
ま
す
が
、
何
も
か
も
実

体
が
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
人
間
も

そ
う
で
す
。
眞
子
さ
ま
と
い
う
お
方
は
こ
う
い
う

方
だ
と
特
定
で
き
ま
せ
ん
。
「
気
の
強
い
方
だ

な
」
と
思
っ
て
も
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
勝
手
に

思
っ
て
い
る
だ
け
で
、
眞
子
さ
ま
の
ほ
ん
の
一
面

で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
振
舞
っ
て
い
る
だ
け

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
芸
能
人
に
よ
く
あ
る

悩
み
の
一
つ
で
す
。
テ
レ
ビ
で
は
陽
気
で
よ
く
喋

る
人
が
普
段
は
無
口
で
あ
っ
た
り
も
し
ま
す
。
裏

表
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
人
で
も
、
実
は
裏
も

表
も
そ
う
振
舞
っ
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
で
は
全
て
が
偽
り
の
姿
な
の
か
と
い
う
と
そ

う
で
は
な
く
、
表
の
陽
気
さ
も
裏
の
無
口
も
ど
ち

ら
も
そ
の
人
の
姿
で
す
。
世
間
で
い
う
と
こ
ろ
の

自
己
Ｐ
Ｒ
な
ん
て
い
う
の
は
「
私
を
こ
う
み
て
く

だ
さ
い
」
と
い
う
自
分
の
願
望
で
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。 

  

靈
閑
だ
よ
り 

   

徒
然
な
る
ま
ま
に︙

 

さ
か
む
ら
し
ん
み
ん 

と
り
あ
え
ず
『
乾
杯
』 

こ
れ
も
私 

そ
れ
も
私 

他
人
に
語
ら
ぬ
だ
け 

は
ん
に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う 

く
う 

た
た 
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そ
の
昔
、
小
泉
総
理
が
国
会
答
弁
で
「
知
ら
な

い
も
の
は
知
ら
な
い
。
論
語
に
あ
り
ま
す
よ
、
知

ら
ざ
る
を
知
ら
ず
と
為
す
。
是
れ
知
る
な
り
」 

と

開
き
直
っ
て
、
質
問
者
の
菅
直
人
を
呆
れ
さ
せ
ま

し
た
。
知
ら
な
い
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
問
題
も

多
々
あ
り
ま
す
が
、
自
分
自
身
は
「
知
ら
な
い
も

の
は
知
ら
な
い
」
の
で
す
。
自
己
診
断
や
自
分
探

し
と
い
っ
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
日
々
変
わ
っ

て
い
く
自
分
自
身
の
こ
と
な
ん
て
分
か
り
よ
う
が

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
す
べ
て
の
も
の
は
変
わ
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
を
「
（
諸
行
）
無
常
」
と
い
い

ま
す
。
自
分
で
も
自
分
の
こ
と
が
よ
く
分
か
ら
な

い
の
に
、
分
か
ろ
う
と
す
る
か
ら
苦
し
む
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
こ
そ
が
苦
し
み
の
原
因
で
あ

る
「
執
着
」
で
す
。
自
分
は
ど
う
い
う
人
間
な
の

か
と
決
め
つ
け
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。
ま
し
て
や
他
人
が
自
分
の
思
う
よ
う
に
自
分

を
見
て
く
れ
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
他
人

が
思
い
描
く
イ
メ
ー
ジ
の
姿
通
り
に
振
る
舞
お
う

と
す
る
な
ん
て
の
は
窮
屈
で
す
。
も
っ
と
楽
に
い

き
ま
し
ょ
う
。 

 

杉
山
平
一
さ
ん
の
「
生
」
と
い
う
詩
を
ご
紹
介

し
ま
す
。 

  

も
の
を
と
り
に
部
屋
へ
入
っ
て  

何
を
と
り
に
き
た
か
を
忘
れ
て 

も
ど
る
こ
と
が
あ
る 

も
ど
る
途
中
で
ハ
タ
と 

思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
が 

そ
の
と
き
は
す
ば
ら
し
い 

 
身
体
が
さ
き
に
こ
の
世
へ
出
て
き
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る 

そ
の
用
事
は
何
で
あ
っ
た
か 

い
つ
の
日
か
思
い
当
る
と
き
の
あ
る
人
は 

幸
福
で
あ
る  

 

思
い
出
せ
ぬ
ま
ま 

僕
は
す
ご
す
ご
あ
の
世
へ
も
ど
る  

  

 

ア
ン
パ
ン
マ
ン
は
「
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
、 

何
を
し
て
生
き
る
の
か
。
こ
た
え
ら
れ
な
い
な
ん

て
、
そ
ん
な
の
は
い
や
だ
！ 

」
と
言
っ
て
い
ま

す
。
「
じ
ゃ
お
前
は
そ
の
答
え
を
知
っ
て
い
る
の

か
？
」
と
思
っ
た
ら
、
「
そ
う
だ 

う
れ
し
い
ん

だ 

生
き
る 

よ
ろ
こ
び 

」
と
歌
の
最
初
で
既
に

仰
せ
で
し
た
。
敬
服
い
た
し
ま
す
。
そ
う
で
し
た

「
生
き
る
よ
ろ
こ
び
」
で
し
た
。
こ
れ
に
少
し
仏

教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
加
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
生

か
さ
れ
て
い
る
よ
ろ
こ
び
」
で
し
ょ
う
。
皆
ア
ン

パ
ン
マ
ン
に
守
ら
れ
、
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
い
や
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
あ
な
た
を

生
か
せ
て
い
る
の
で
す
。
小
さ
な
喜
び
を
毎
日
の

活
力
に
。
で
は
ま
た
。 

は
て
何
の
用
事
で
あ
っ
た
か 
知
ら
な
い
も
の
は
知
ら
な
い 

し
か
し
ア
ン
パ
ン
マ
ン
は
知
っ
て
い
る 

し
ゅ
う
じ
ゃ
く 

し
ょ
ぎ
ょ
う 

む
じ
ょ
う 

す
ぎ
や
ま
へ
い
い
ち 
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 昨今、永代供養についての相談が多くなりまし

た。永代供養というと世間的には「今後お祀りする

者がおらず、月々のお参りや法事、遺骨の管理も含

めて、供養の一切を全てお寺にお願いしてお任せす

ること」と認識されているように思います。しかし

「永代供養にする」＝「一切のお祀りをしない」と

いうのはわりと新しい考え方です。 

 

 そもそも永代というのは永代祀堂経（略して永代

経）といいます。仏教の教えが未来永続的に途切れ

ることなく伝わっていきますように、そしてお寺が

永代にわたって存続する限り、故人（永代霊位）の

供養がなされますようにという願いを込めて、懇志

を納めるものでした。そしてその故人のために、特

別に供養の日を設けて、忌日やお盆・彼岸などの折

に、戒名を個別に読み上げて供養をして参りますと

いうのが本来の「永代」の主旨です。この主旨に則

り、特別に設ける供養の日を、当寺の場合は、毎年

お盆の八月七日に勤める永代施餓鬼会としていま

す。永代施餓鬼会では永代をあげて頂いた家の方に

は、ご案内を差し上げていますが、ご家族の方がお

参りにならなくとも、永代霊位の戒名をお読みして

ご回向させて頂いております。 

※尚「永代供養」という言葉の定義は曖昧で、末長く供

養がなされる点は変わりありませんが、実際の取り扱い

はお寺によって異なります。 

 「永代を納めたのに、なぜお参りするのか」と思

われるかもしれませんが、かつては必ず家の継承者

がいたために、永代を納めるということは、後をみ

てくれる者がいるいないに左右されるものではあり

ませんでした。今は本来の永代の主旨と新しい考え

方の両方が「永代」の意味に含まれるようになって

きたため、ややこしいのですが、本来的な意味から

すると仏壇や墓の守りが「永代」に縛られるもので

はありません。永代供養にしたけれど、墓は残して

自分の元気なうちはお墓参りくらいはしたい、法事

だけはしたいという形は何の問題もありません。一

方であなたの家は継承者がいないのだから永代を納

めなさいとお寺が強制するものでもありません。 

 

 永代を納める意義は、自分が亡くなり、家が途絶

えようとも供養が続けられるという点です。昔と違

い今では、自分の亡き後を託せる家族がいない、も

しくは子や孫の負担を少しでも軽くしてあげたいと

の思いで生前永代（自分の生きている間に自分の亡

き後の供養をお願いしておく）を納めておくという

ケースもあります。  

 

 これからも様々な供養の形が出てくるでしょう。

選択肢がある分どうすればよいのか分からないとい

う悩みもおありかと思います。自分自身の心の持ち

ようも歳とともに変わっていきます。いつでもご相

談下さい。一緒に考えて参りましょう。 

気になる… 

「永代」とは何なのか？ 

えいたいしどうきょう 

え い た い 

こ ん し 

え い た い せ が き え 

え こ う 

れ い い 
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仏具の名前 ～楽器編～ 

今更聞けない… 

「ほら、あれやがな、カンカンいわすやつ」 

「あのチーンいわすやつ」 

「お葬式の時にジャンジャ～ンとならすやつ」 

で十分伝わるのですが、日頃のお参りの際に見か

ける仏具、その中でもこの度は鳴り物といわれる

楽器について名前を確認しておきましょう。 

木魚（もくぎょ） 
ポクポクのやつです。読経の際に調子
をとります。一定のリズムでたたかな
いと皆のお経がずれます。長いお経で
も一定のリズムでたたき続けるのが坊
さん修行の最初の関門です。 

鈴（りん） 
チーンのやつです。お鈴（おりん）と
も。読経の開始や終了、また区切りな
ど合図として鳴らします。お経が始ま
ると喋れないので、全てはこの鈴で合
図します。 

鉦鈷（しょうご） 
カンカンのやつです。伏鉦（ふせが
ね）ともいいます。主にナムアミダブ
ツとお念仏をあげる際に使います。 
御詠歌をあげる際にも欠かせません。
木魚同様、調子を合わせる楽器です。 

↑普段はこの3点セットを使います。 

戒尺（かいしゃく） 

普段はあまり登場しませんが、役割は木魚
と同じです。読経の際に調子をとります。
携帯に便利です。木魚で物足りない方、こ
れをたたけると上級者です。練習してみた
い方、お貸しします。 

≪番外編≫ 

鏧（きん）または 

磬（けい） 

ゴ～ンのやつです。鈴のジャ
ンボサイズのもので、お寺の
本堂などで使います。鏧子、
磬子（きんす、けいす）とよ
ぶことも。音に奥行きがあり
荘厳な雰囲気を演出します。 

≪番外編≫ 

鈸（はち） 
ジャンジャ～ンのやつです。
シンバルの仏具版と思って頂
ければと。葬儀や施餓鬼会な
どに使用します。これが入る
とより一層儀式のアクセント
になります（もちろん意味は
あります。それはまた追々） 

鐃 （にょう） 
銅鑼（どら）ともいいます。
鐃鈸（にょうはち）といって
上記鈸とセットで使います。
葬儀や施餓鬼会などに使用し
ます。英語にするとプロレス
のゴングです。どら焼きはこ
の銅鑼に形が似ているところ
からきている説が有力です。 



 

 

「
劫
」
と
い
う
漢
字
字
体
は
あ
ま

り
馴
染
み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
例
え
ば
「
億
劫
」
と
か
「
未
来

永
劫
」
と
か︙

す
い
ま
せ
ん
、
こ
れ

以
上
思
い
つ
き
ま
せ
ん
。 

  
さ
て
、
「
劫
」
は
と
て
つ
も
な
く

長
い
時
間
を
い
い
ま
す
。
あ
る
お
話

で
は
、
山
ほ
ど
の
大
き
な
巨
石
に
、

百
年
に
一
度
天
女
が
舞
い
降
り
、
衣

の
袖
で
そ
の
石
の
表
面
を
さ
ら
り
と

触
れ
、
つ
い
に
そ
の
石
が
摩
耗
し
て

な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
に
か
か
る
時

間
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
別
の
お
話
で

は
、
と
ん
で
も
な
く
大
き
な
お
城
を

芥
子
の
粒
で
満
た
し
、
百
年
に
一

度
、
一
粒
ず
つ
取
り
出
し
、
そ
の
芥

子
の
粒
が
全
て
無
く
な
る
ま
で
の
時

間
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
一
劫
で

す
。
例
え
ば
「
億
劫
」
は
一
劫
の
一

億
倍
で
す
か

ら
、
気
が
進
ま

な
い
、
め
ん
ど

く
さ
い
レ
ベ
ル

は
相
当
で
す
。 

  

数
字
の
単
位

で
一
、
十
、
百
、
千
、
万
、
億
、
兆

の
先
、
京
や
垓
な
ど
言
え
る
方
は
通

で
す
。
更
に
進
め
る
と
、
最
後
の
方

に
は
恒
河
沙
、
阿
僧
祇
、
那
由
他
、

不
可
思
議
、
無
量
大
数
と
怪
し
げ
な

漢
字
が
続
き
ま
す
。
こ
こ
ま
で
く
れ

ば
相
当
マ
ニ
ア
ッ
ク
で
す
。
こ
れ
は

全
て
仏
教
用
語
、
つ
ま
り
お
経
に
出

て
く
る
言
葉
で
す
。
例
え
ば
恒
河
沙

は
恒
河
が
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ス
河
の

こ
と
で
、
沙
は
砂
で
す
か
ら
、
ガ
ン

ジ
ス
河
に
あ
る
砂
の
数
を
表
し
ま

す
。
こ
れ
を
一
つ
一
つ
数
え
る
の
は

途
方
も
な
く
大
変
で
す
。
そ
れ
だ
け

大
き
な
数
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ

う
。
お
経
に
お
い
て
は
、
仏
の
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
表
す
表
現
と
し

て
、
万
や
億
な
ど
生
易
し
い
単
位
で

は
な
く
、
オ
ラ
オ
ラ
す
ご
い
や
ろ
と

言
わ
ん
ば
か
り
に
、
こ
う
い
っ
た
単

位
が
使
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
『
観

無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経
に
よ
る

と
、
阿
弥
陀
仏
の
身
長
は
六
十
万
億

那
由
他
恒
河
沙
由
旬
（
由
旬
は
古
代

イ
ン
ド
の
距
離
の
単
位
で
牛
車
の
一

日
の
旅
程
と
さ
れ
、
諸
説
あ
り
ま
す

が
数
キ
ロ
～
十
数
キ
ロ
程
）
と
あ
り

ま
す
。
も
う
人
知
を
超
え
た
レ
ベ
ル

で
す
。
そ
の
計
り
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
を
「
無
量
」
と
い
い
ま

す
。
そ
う
で
す
無
量
大
数
の
無
量
で

す
。 

【
劫
】 
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日
常
に
溶
け
込
む
仏
教
語 

～
浄
土
宗
西
山
勤
行
式
か
ら
～

 
こ

う 

お
っ
く
う 

え
い
ご
う 

て
ん
に
ょ 

け
し 

む
り
ょ
う
た
い
す
う 

あ
そ
う
ぎ 

ふ

か

し

ぎ 

ご
う
が
し
ゃ 

な

ゆ

た 

け
い 

が
い 

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う 

ろ
く
じ
ゅ
う
ま
ん
お
く 

な

ゆ

た 

ご
う
が
し
ゃ 

ゆ
じ
ゅ
ん 

か
ん 
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ご逝去の報 

福泊  岡本正義さん  72歳 令和3年9月7日寂 

八家  木庭咲子さん  89歳 令和3年9月17日寂 

曽根  大谷純子さん  88歳 令和3年9月27日寂 

須磨  生嶋文子さん  95歳 令和3年9月28日寂 

中ノ丁 生嶋そとゑさん 101歳  令和3年10月22日寂 

加古川 神﨑則明さん  65歳 令和3年10月26日寂 

【
北
脇
丁
世
話
人
】 

 

 
 

福
間
博
子
さ
ん 

な
に
か
と
お
世
話
に
な
り
ま
す
が
、

今
後
と
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。
北
脇
丁
の
皆
様
に
も
合
わ
せ

て
お
願
い
致
し
ま
す
。 

新
役
員
の
ご
案
内 

令
和
四
年
度
年
忌
表 

来
年
は
左
記
の
年
に
お
亡
く
な
り
に

な
ら
れ
た
方
の
年
忌
法
要
（
法
事
）

が
あ
た
っ
て
き
ま
す
。
土
・
日
曜
日

の
午
前
中
を
ご
希
望
の
方
は
、
早
め

に
日
時
を
ご
予
約
下
さ
い
。
尚
、
年

忌
が
あ
た
っ
て
お
ら
れ
る
方
に
は
別

紙
に
て
ご
案
内
致
し
ま
す
。 

一
周
忌 

三
回
忌 

七
回
忌 

十
三
回
忌 

十
七
回
忌 

二
十
五
回
忌 

三
十
三
回
忌 

五
十
回
忌 

令
和
三
年 

令
和
二
年 

平
成
二
十
八
年 

平
成
二
十
二
年 

平
成
十
八
年 

平
成
十
年 

平
成
二
年 

昭
和
四
十
八
年 



 

 コロナの勢いも幾分落ち着いて参りました。まだ予断は許さない状況ではございますが、感染対策に

留意しつつ、今年度のお十夜をお勤めさせて頂きます。 

 お参りの際には引き続きマスクの着用・手の消毒等にご協力よろしくお願い致します。寒い時期では

ございますが、適宜換気も致しますので、防寒対策もあわせてお願いいたします。 

 長時間の滞在にならぬよう、少しずつ時間を短縮し、15時頃には終了するようにしたいと思います。  

 またお十夜名物の豆ご飯につきましては、本年も提供を控えさせて頂きたいと思います。予めご了承

下さい。 

 何かとご不便をおかけいたしますが、今年最後のお十夜法要にお参り下されば幸いに存じます。  
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この度は、塔婆回向をいたします。ご先祖の供

養をご希望の方は、当日世話人席にてお申込み

下さい（1霊300円）。戒名（〇〇家先祖代々、

俗名も可）と施主（お申込みの方のお名前）を

予めメモしてお持ち頂くとスムーズです。お持

ちの方は西国三十三ヶ所の御詠歌の本をお持ち

ください。  


