
左
記
掲
載
コ
ラ
ム
欄
文
章
は
、

十
月
十
日
、
当
山
で
開
催
さ
れ
た

研
修
会
の
資
料
で
い
た
だ
い
た
中

に
あ
っ
た
も
の
で
す
。

正
念
寺
第
十
六
代
ご
住
職
吉
村

英

正
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら

え
い
し
ょ
う

れ
る
ひ
と
月
前
に
お
書
き
に
な
ら

れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

「
ナ
イ
ス
ミ
ド
ル
」
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
文
章
を

読
み
な
が
ら
思
わ
す
「
ナ
イ
ス
シ

ル
バ
ー
だ
な
」
と
口
か
ら
こ
ぼ
れ

で
て
い
ま
し
た
。

生
前
、
有
形
無
形
に
人
と
し
て
、

社
会
人
と
し
て
、
僧
侶
と
し
て
生

き
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
多
く
の

こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
ご
指

導
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
の
文
書
を
読
み
な
が
ら
、
阿

弥
陀
さ
ま
の
摂
取
不
捨
の
お
慈
悲

分
か
り
易
く
伝
え
て
く
だ
さ
る
英

正
先
生
の
生
前
の
優
し
い
ま
な
ざ

し
を
思
い
だ
し
た
こ
と
で
し
た
。

生
き
て
い
る
時
は
「
善
知
識
」

ぜ
ん

ぢ

し
き

と
し
て
阿
弥
陀
さ
ま
に
帰
依
せ
よ

き

え

と
す
す
め
て
く
だ
さ
り
、
ご
往
生

後
は
仏
の
広
門
示
現
相
と
し
て
の

ぶ
つ

こ
う
も
ん

じ

げ
ん

そ
う

「
還
相
の
菩
薩
」
と
し
て
迷
え
る

げ
ん
そ
う

ぼ

さ
つ

私
に
寄
り
添
い
、
支
え
、
導
い
て

く
だ
さ
る
こ
と
に
た
だ
た
だ
報
恩

感
謝
の
お
念
仏
申
す
だ
け
で
す
。

素
敵
な
文
章
を
見
な
が
ら
、
お

浄
土
で
英
正
先
生
に
お
会
い
し
た

い
と
思
っ
た
こ
と
で
し
た
。

南
無
阿
弥
陀
仏
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摂

取

不

捨

せ
っ

し
ゅ

ふ

し
ゃ

摂取不捨（おさめ・たすけ・すくう）

おかげさまで八十五歳の人生を迎えることができました。
老いの坂登りて後見れば急がぬ
道の足の速さよ、電光朝露
幻の如くなる一期なり

あらためてまぼろしの人生を実感しています。諸行無常・四苦
八苦の人生。世の無常と理屈の上では知ったかぶりをしながらの
私の生き様に戸惑い、一生懸命、人の名前を思いだそうとするけ
ど思いだせない。風呂の水を止めるのを忘れて、出しっぱなし。
お医者さんから頂いた薬。朝夕二回の服用も、飲んだかどうだか
あやふや……
家内は「お父さんはこの頃、耳が遠くなったね」
確かに聞こえが悪いと承知しながらも、家内の反応も鈍くなり、

お互いにけなしてみたり、なすりつけてみたり、怒ってみたり、
笑ったり人生いろいろ。
晩酌の焼酎をお湯で薄めて呑むほどに、何とこれが一番の百薬

の長と自負。
子供四人、夫・嫁四人、孫十二人、ひ孫四人とにぎやかです。
息子も娘も馬鹿な親父と知りながら、それぞれおだててみたり、

すかしてみたり。娘たちはまあまあ弁護してくれるも、息子だけ
は猛反対。怒り腹立ち、つのるばかり。家内が申すには「若い時
のあなたも今の息子そっくりよ」 弁解の余地なし。
父は七十五歳、母は百五歳で往生致しました。母のくちぐせは
母 「おらまだ死なれん」
英正 「何で死なれんの」
母 「心配がおおくて死なれん」
英正 「何が心配で死なれんの」
母 「おまえのこつが心配ぞ」 ギャフン。

年を重ねるにつれ心配が多くて死なれんというは、他人事では
ないと痛感しています。
我他彼此ーブリブリ・ねちねち・いらいら、困ったものです。
そんな私に、逃げ回るを追いかけ追いかけ、摂取不捨とはあり

がたいことです。 南無阿弥陀仏
平成二十七年五月

釈英正
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

思
案
の
頂
上
と
申
す
べ
き
は
、
弥
陀
如
来
の
五
劫
思
惟
の
本
願
に

し

あ

ん

ち
ょ
う
じ
ょ
う

も
う

み

だ

に
ょ
ら

い

ご

こ
う

し

ゆ

い

ほ

ん
が
ん

す
ぎ
た
る
こ
と
は
な
し
。
こ
の
御
思
案
の
道
理
に
同
心
せ
ば
、
仏
に
成

ご

し

あ

ん

ど
う

り

ど
う

し

ん

ぶ
つ

な

る
べ
し
。
同
心
と
て
別
に
な
し
。
機
法
一
体
の
道
理
な
り
と
云
々
。

ど
う

し

ん

べ
つ

き

ほ
う

い
っ
た
い

ど
う

り

う

ん
ぬ
ん

（
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
二
百
四
十
二
）

れ

ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち

だ
い

き

き

き
が
き

《
現
代
語
訳
》

「思
案
の
き
わ
ま
り
と
い
う
べ
き
は
、
五
劫
の
間

思
い
を
め
ぐ
ら
し
て

し

あ

ん

ご

こ
う

あ
い
だ

お
も

お
た
て
に
な
っ
た
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
で
あ
り
、
こ
れ
を
超
え
る
も
の

あ

み

だ

に
ょ
ら

い

ほ

ん
が
ん

こ

は
な
い
。
弥
陀
如
来
の
こ
の
ご
思
案
の
お
も
む
き
を
心
に
受
け
取
れ
ば
、

み

だ

に
ょ
ら

い

し

あ

ん

こ
こ
ろ

う

と

ど
ん
な
人
で
も
必
ず
仏
に
な
る
の
で
あ
る
。
心
に
受
け
取
る
と
い
っ
て
も

ひ
と

か
な
ら

ほ
と
け

こ
こ
ろ

う

と

他
で
も
な
い
。
「
わ
れ
に
ま
か
せ
よ
、
必
ず
救
う
」
と
い
う
機
法
一
体
の

ほ

か

か
な
ら

す
く

き

ほ
う

い
っ
た
い

名
号
の
い
わ
れ
を
疑
い
な
く
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し

み
ょ
う
ご
う

う
た
が

し

ん

お
お

た
。

二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年

金
光
寺
報
恩
講
の
お
知
ら
せ

日

時
十
二
月
十
五
日

午
前
十
時
～

日
中
法
要
（
上
下
参
り
）

（
九
区
・
十
三
区
・
十
四
区
地
区
）

午
後
七
時
～

逮
夜
法
要
（
お
番
）

十
二
月
十
六
日

午
前
十
時
～

日
中
法
要
（
中
央
参
り
）

（
十
区
・
十
一
区
・
十
二
区
地
区
）

講

師

福
岡
教
区

西
嘉
穂
組

長
明
寺
住
職

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
布
教
使

花

田

照

夫

師

そ
の
他お

参
り
の
際
は
、
門
徒
式
章
、
念
珠
と
聖
典
（
お
経
本
）

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

報
恩
講
期
間
中
の
日
中
法
要
（
午
前
十
時
か
ら
の
法
要
）

に
お
仕
事
等
で
お
参
り
で
き
な
い
方
は
、
十
二
月
十
五
日

午
後
七
時
か
ら
の
逮
夜
法
要
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

報
恩
講
は
、
親
鸞
聖
人
の
お
命
日
を
縁
と
し
て
、

浄
土
真
宗
の
門
信
徒
が
手
継
ぎ
寺
に
そ
ろ
っ
て
参

詣
し
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
み
教
え
に
出
遇
わ
さ
せ
て

い
た
だ
く
、
浄
土
真
宗
で
は
一
番
重
要
な
法
要
・

法
座
で
す
。

是
非
、
ご
勝
縁
を
お
結
び
く
だ
さ
い
。


