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   雅楽バンド インセンス・スティック ライブ 

  11 月 16 日(月）秋の法要 夜の座にて 
  継職法要の 祝宴

しゅくえん

でも 演奏
えんそう

しました、雅楽
が が く

バンド「インセンス・スティック」のライ 

ブが、秋の法要夜の座（11/16）にて行われます。「ソウルフルな音楽を、い 

にしえの音色に乗せて、あなたの心に届けます」をテーマに、雅楽の曲目だ 

けではなく、演歌
え ん か

や 歌
か

謡曲
ようきょく

も 披露
ひ ろ う

します。住職も、メンバーの一人です。 

ちなみに、バンド名「インセンス・スティック」はどんな意味でしょう。ヒントは、お寺やお 仏壇
ぶつだん

 

の 必
ひ つ

需品
じゅひん

。正解は、当日発表！乞
こ

う、ご 期待
き た い

！！ 

 

日 

時 

十
一
月
十
六
日
（
月
） 

昼 

一
時
半 

夜 

七
時
半 

 
 
 
 
 

十
一
月
十
七
日
（
火
） 

昼 

一
時
半 

 
 

   

講 

師
広
島
県 

加
計
町 

正
覚
寺
住
職 

 
 

 
 

清 き

よ 

胤 た

ね 

弘 

英 

師 

◇ 

昼
間
仕
事
の
方
は
、
ぜ
ひ
夜
に
お
参
り
下
さ
い
。 

 

◇ 

昼
、
夜
と
続
け
て
参
っ
て
下
さ
る
方
が
多
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
の
と
お
り
お
つ
と
め
い
た
し
ま
す
の
で
、
お

誘
い
あ
わ
せ
の
上
、
お
参
り
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご

案
内
い
た
し
ま
す
。 

 

長門市三隅下 

野波瀬 

0837(43)0625 

 

永
代

え
い
た
い

経
き
ょ
う

法
要

ほ
う
よ
う

と
は 

 

﹁
い
つ
ま
で
も
︵
永
代

え
い
た
い

︶
お
念
仏
の

み
教
え
︵
お
経
︶
が
伝
え
ら
れ
ま
す

よ
う
に
﹂
と
願
い
︵
仏 ぶ

っ

徳 と
く

讃
嘆

さ
ん
だ
ん

︶、

ま
た
ご
門
徒
の
ご
先
祖
が
、
志
を
納

め
て
お
寺
を
護
り
お
念
仏
を
喜
ば

れ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
︵
祖 そ

恩 お
ん

報
謝

ほ
う
し
ゃ

︶
お
勤
め
す
る
法
要
で
す
。 

 

で
す
か
ら
、﹁
そ
の
心
を
大
切
に

受
け
継
ぐ
﹂
と
い
う
こ
と
は
、﹁
さ

そ
い
あ
っ
て
法
を
聞
き
、
如
来
さ
ま

の
ご
恩
を
よ
ろ
こ
ぶ
﹂
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。 
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と
こ
ろ
で
、
私
の
生
活
を
振
り
返
って
み
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
。

ど
う
も
、
人
事

ひ
と
ご
と

に
し
て
笑
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
で
す
。
言

っ
て
い
る
こ
と
と
、
し
て
い
る
こ
と
が
違
っ
た
り
、
発
言
が
ぶ
れ
る
こ

と
な
ど
日
常

に
ち
じ
ょ
う

茶
飯
事

さ

は

ん

じ

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
の
言
動

げ
ん
ど
う

は
、

政
治
家
の
先
生
の
よ
う
に
新
聞
記
事
や
議
事
録

ぎ

じ

ろ

く

で
残
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
れ
を
指
摘
さ
れ
な
い
だ
け

で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
た
だ
人
が
ぶ
れ
て
い

る
の
は
、
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
ね
。
「
こ
の
人
、
前
に
言
った
こ
と
と

全
然
違
う
じ
ゃ
な
い
」
と
眉 ま

ゆ

を
ひ
そ
め
な
が
ら
、
「
そ
ん
な
こ
と

に
、
い
ち
い
ち
目
く
じ
ら
立
て
る
の
も
大
人
気
な
い
」
な
ど
と
、
黙

って
許
す
こ
と
で
悦 え

つ

に
入
って
い
た
り
し
て
。 

 

妙
み
ょ
う

好
人

こ
う
に
ん

と
讃 た

た

え
ら
れ
、
生
涯

し
ょ
う
が
い

念
仏

ね
ん
ぶ
つ

と
共
に
生
き
ら
れ
た

因
幡

い

な

ば

の
源 げ

ん

左 ざ

さ
ん
（1842-

1930

年
）
は
、
「
年
が
寄
る
と
気
が
短

く
な
っ
て
、
よ
く
腹
が
立
つ
よ
う
に
な
る
。
人
を
許
す
こ
と
が
大

切
な
の
だ
よ
。
」
と
言
わ
れ
た
際
に
、
「
お
ら
は
、
ま
ん
だ
人
さ
ん 

民
主
党

み
ん
し
ゅ
と
う

政
権

せ
い
け
ん

と
な
って
初
め
て
の
国
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
与
党

よ

と

う

だ
った
自
民
党
が
野
党

や

と

う

に
、
野
党
だ
った
民
主
党
が

与
党
へ
と
逆
転
し
た
こ
と
で
、
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
の
か
注
目
が

集
ま
って
い
ま
す
。
あ
る
方
が
テ
レ
ビ
で
、
「
ブ
ー
メ
ラ
ン
国
会
」
と

評
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
、
妙
に
心
に
残
り
ま
し
た
。
民
主
党
に

は
、
こ
れ
ま
で
野
党
の
立
場
で
言
っ
て
き
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
返
っ

て
く
る
。
自
民
党
に
は
、
こ
れ
ま
で
与
党
の
立
場
で
や
っ
て
き
た

こ
と
が
そ
の
ま
ま
返
っ
て
く
る
。
自
分
の
こ
と
は
さ
て
置
い
て
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
発
言
が
ぶ
れ
る
と
い
う
指
摘

し

て

き

や
無
責
任

む
せ
き
に
ん

さ
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質 し

つ

問 も
ん

・

答
弁

と
う
べ
ん

に
ま
さ
し
く
党
の
真
価

し

ん

か

が
問
わ
れ
て
き
ま
す
。
た
だ
し
、

そ
れ
を
指
摘
し
合
う
だ
け
で
は
、
た
だ
の
中

傷

ち
ゅ
う
し
ょ
う

合
戦

が
っ
せ
ん

に
し
か

な
り
ま
せ
ん
。
自
分
を
問
い
直
し
な
が
ら
も
、
生
産

せ
い
さ
ん

的 て
き

で
前
向

ま

え

む

き
な
議
論

ぎ

ろ

ん

に
し
て
欲
し
い
も
の
で
す
。 
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 に
堪
忍

か
ん
に
ん

し
て
上
げ
た
こ
と
は
ご
ざ
ん
せ
ん
や
あ
。
人
さ
ん
に
堪
忍

し
て
も
ら
っ
て
ば
っ
か
り
お
り
ま
す
だ
い
な
。
」
と
仰
っ
た
そ
う
で

す
。
人
を
許 ゆ

る

し
て
い
る
つ
も
り
の
私
が
、
実
は
許
す
よ
り
も
先
に

許
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
止
め
て
い
く
態
度
か
ら
、
懐

ふ
と
こ
ろ

の

深 ふ
か

さ
と
言
葉

こ

と

ば

の
重 お

も

み
、
そ
し
て
出
遇
い
の
豊
か
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま

す
。
こ
ん
な
言
葉
の
前
で
は
、
「
許
し
て
や
って
い
る
」
と
い
う
態
度
の

傲 ご
う

慢 ま
ん

さ
や
軽
薄

け
い
は
く

さ
が
、
恥
ず
か
し
く
な
って
し
ま
い
ま
す
。 

 

私
は
何
も
「
だ
か
ら
、
人
の
こ
と
を
ど
う
こ
う
指
摘

し

て

き

す
る
も
の
で

は
な
い
」
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
う
い
う
世
界
を
通

す
か
ら
こ
そ
、
言
葉
は
深
く
重
い
も
の
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
ブ
ー

メ
ラ
ン
の
よ
う
に
、
自
分
の
言
葉
を
自
身
に
返
し
て
い
く
こ
と
が
、

実
は
豊
か
な
世
界
を
開
い
て
い
く
。
「念
仏
と
共
に
生
き
る
」
と
は
、

ま
さ
し
く
そ
ん
な
営

い
と
な

み
な
の
だ
と
教
え
ら
れ
る
の
で
す
。 

 

 

 12月 18日（金）14時  仏婦報恩講 

 12月 31日（木）11時４５分 除夜の鐘撞き 

  1月  1日（金）10時      元旦会  

  1月 14日～16日        御正忌報恩講  

今後の 
行事 
予定 

 

 今号より、極楽寺だよりのエッセイコーナーを、「オシエノカケラ」というタイトルにしまし

た。継職法要の際にお配りした、これまでの極楽寺だよりエッセイをまとめた冊子『オシエ

ノカケラ』をそのまま転用したわけです。冊子
さ っ し

の序文
じょぶん

にも記しましたが、エッセイとはいいな

がら、私はいつも親鸞
しんらん

という人を、親鸞聖人が出遇われた念仏の世界を意識しながら

書いております。少々大袈裟
お お げ さ

な表現になりますが、私たちが生きるこの現代社会は、念

仏をよりどころにしたときにどのように見えてくるのかをテーマにしているのです。とはいって

も、かなり私の主観
しゅかん

が混
ま

じっていることも事実。読まれる皆様が、この文章から〝教えの

カケラ〟と出遇っていただけたら幸いです。 

拙
つたな

い文章ではありますが、これからも書き続けていきたいと思いますので、何卒よろし

くお願いします。(住職) 



極楽寺だより  2009(平成 21)年 11 月号        （４） 
 
 
 
 
 

 

５月の住職
じ ゅ う し ょ く

継
け い

職
し ょ く

法要
ほ う よ う

のビデオ（ダイジェスト版 約10分）が出来上がりました！秋の法座・昼

の座の後に上映したいと思います。このビデオ、住職の大好きなロックバンド・サンボマスターの

『歌声よおこれ』という曲に合わせて映像が流れるという、いわばミュージックビデオ風に作ってありま

す。実はこの 選曲
せ ん き ょ く

には、住職の深いこだわりがあるのです。 
 
 

かつて我が子を 自死
じ し

という形で亡くされ、その悲しみの中で親鸞聖人の教えに 出
で

遇
あ

われた、

作家の 高史
こ さ ん

明
みょん

さんという方がおられます。彼は「生きてくれ」との呼びかけも 虚
む な

しく自ら死を選ぶ

子どもたちにこう叫ばれました。 
 

「世に 苦
く

が 満
み

ち 満
み

ちています。私が「生きてくれ！」と云うことは、それらの

子に届かないのです。『念仏よ 興
おこ

れ！』と、私にはそれしかいえないのであ

ります。この世に満ち満ちている苦のすみずみで、『念仏よ興
おこ

ってくれ！』と、

そのようにしか言えないのであります。」 
 

深い 闇
や み

の中にいる彼らには、「生きてくれ！」という私の 叫
さ け

びなど 届
と ど

かない。しかし、念仏をよ

りどころとして、苦悩
く の う

の人生を生き抜かれた人々の歩みは 確
た し

かに存在する。闇にあっても、決して

独
ひ と

りではない。そこには常に如来
に ょ ら い

の願
がん

心
しん

である「南無阿弥陀仏」がより添
そ

って下さる。その人生

の確かな 響
ひ び

きを感じて欲しい。あなたのために声をふるわせて呼び続ける世界があることに、気づ

いて欲しい。念仏よ響け！あなたの心に。念仏よ、おこってくれ！！ 

高さんの 切実
せ つ じ つ

なる願いは叫びとなり、御堂
み ど う

にいた人々の心を大きく揺り動かしました。私がサン

ボマスターの『歌声よおこれ』を初めて聞いた時に重なったのが、この「念仏よ 興
お こ

れ！」という高さ

んの叫びだったのです。 

 

歌声よ 響
ひ び

き出してウソをも抱いて 僕らの泣いた 昨日
き の う

を消してくれ  

夜風
よ か ぜ

に僕らは歌うのさ  そして夜を越えて二人なってあなたのために  

声をふるわせて  歌声よおこれ この夜に （『歌声よおこれ』 サンボマスター） 
 
 

すべての人々の心に、哀
か な

しみを 越
こ

えて歩みをうながす力が 興
お こ

って欲しい。住

職継職という出発点に於いて、そんな願いを込めてこのビデオを作りました。どうぞ、ご覧下さい。 

 

 

高 史明さん 


