
沙

羅

双

樹

さ

ら

そ
う

じ
ゅ

『
増
鏡
』
に
「
き
さ
ら
ぎ
の
中
の

五
日
は
鶴
の
林
に
た
き
木
尽
き
に
し

日
な
れ
ば
」
と
あ
り
ま
す
。

き
さ
ら
ぎ
は
二
月
、
中
の
五
日
は

十
五
日
、
鶴
の
林
は
沙
羅
樹
林
の
こ

と
で
、
た
き
木
尽
き
に
し
は
『
法
華

経
』
の
「
仏
此
の
夜
滅
度
し
た
も
う

こ
と
、
薪
尽
き
て
火
の
滅
ゆ
る
が
如

し
」
か
ら
き
た
も
の
で
す
。

つ
ま
り
、
二
月
十
五
日
は
お
釈
迦

さ
ま
が
沙
羅
の
樹
林
で
涅
槃
に
入
ら

れ
た
日
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

沙
羅
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
麓
か
ら
イ
ン

ド
全
域
に
見
ら
れ
る
半
落
葉
性
の
高

木
で
、
白
い
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
入
滅
の
と
き
、
こ

の
木
は
季
節
は
ず
れ
の
花
を
咲
か
せ
、

花
び
ら
を
お
釈
迦
さ
ま
の
遺
体
に
ふ

り
そ
そ
い
だ
と
い
い
、
さ
ら
に
、
悲

し
み
の
あ
ま
り
あ
た
か
も
白
い
鶴
の

よ
う
に
色
が
変
わ
り
首
を
垂
れ
た
と

『
大
般
涅
槃
経
』
は
い
い
ま
す
。
こ

こ
か
ら
沙
羅
樹
林
を
鶴
の
林
と
い
い

ま
し
た
。

「
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
」
（
平
家

物
語
）

双
樹
は
、
二
本
の
木
と
か
、
根
は

一
つ
で
幹
が
二
本
の
木
だ
と
か
、
全

部
で
八
本
あ
っ
た
と
か
と
、
種
々
の

説
が
あ
り
ま
す
。

二
月
十
五
日
は
涅
槃
会
で
す
。
お

釈
迦
さ
ま
の
遺
徳
を
偲
び
ま
し
ょ
う
。

（
本
願
寺
出
版
社
発
行

辻
本
敬
順
著

「
仏
教
用
語
豆
辞
典
一
〇
〇

パ
ー
ト
Ⅱ
」
か
ら
）

雪
が
降
り
ま
せ
ん
ね
。
「
寺
報
の

表
紙
に
雪
景
色
を
」
と
思
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
例
年
降
る
よ
う
な
量
の

降
雪
が
あ
り
ま
せ
ん
。
今
か
今
か
と

待
っ
て
い
る
の
で
首
が
だ
ん
だ
ん
長

く
な
り
、
キ
リ
ン
の
よ
う
に
な
ら
な

い
か
と
心
配
で
す
。
▼
と
は
言
っ
て

も
、
雪
が
降
ら
な
い
の
で
除
雪
と
い

う
余
分
な
仕
事
が
増
え
な
い
こ
と
は

う
れ
し
い
限
り
で
す
。
し
か
し
、
除

雪
作
業
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
体

を
動
か
す
機
会
が
減
る
と
い
う
こ
と

で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
。
今
度
は
丸
々
太
っ

て
ブ
タ
さ
ん
の
よ
う
に
な
ら
な
い
か

心
配
で
す
。
▼
そ
ん
な
こ
と
を
思
案

し
な
が
ら
過
ご
す
日
々
は
こ
た
つ
と

仲
良
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、

「
犬
は
喜
び
庭
か
け
ま
わ
り
、
猫
は

こ
た
つ
で
丸
く
な
る
ー

♪
」
と
い

う
歌
を
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
る
で
猫
状
態
の
自
分
が
心
配
で
す
。

▼
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
日
暮
し

す
ず
り
に
向
か
い
て
心
に
移
り
ゆ
く

よ
し
な
し
ご
と
を
…
…
」
と
書
か
れ

た
兼
好
法
師
の
よ
う
に
高
尚
な
文
章

が
書
け
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
私
の

場
合
は
「
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
い
て
悪

し
き
こ
と
」
し
か
書
い
て
い
な
い
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
ご
め
ん
な
さ
い
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 寒さに負けず元気に登校！ （２月５日・新祇園橋にて）

今月のことば

人は 法を求めるに止まって 法に生きることを 忘れている
ほう とど

（ 高 光 大 船 ）
たか みつ だい せん

二月は、高光大船師のお言葉をいただきました。
たかみつ だいせん

みずからを仏法から離してその外側において

「法を求める」に止まっているのではなくて、仏
ほう とど

法の中にあって「法に生きる」のでなくては本当

の仏法求道ではない、と断言されているところに、
ぐ どう

鋭い、そして真剣な「求法」の姿、「聞法」の姿
ぐ ほう もんぼう

が示されているとうかがわれます。

仏法が生活そのものとなるべきことを、『蓮如

上人御一代記聞書』には適切な譬喩によって示さ
ご いちだい き ききがき ひ ゆ

れています。

ある人が思っている通りをそのままに打ち明け

て、「わたしの心はまるで籠に水を入れるような
かご

もので、ご法話を聞くお座敷では、ありがたい、

尊いと思うのですが、その場を離れると、たちま

ちもとの心に戻ってしまいます」と申しあげたと

ころ、蓮如上人は、「その籠を水の中につけなさ

い。わが身を仏法の水の中にひたしておけばよい

のだ」と仰せになったということです。「何ごと

も信心がないから悪いのである。よき師が悪いこ

とだといわれるのは、他でもない。信心がないこ

とを大きな誤りだといわれるのである」とも仰せ

になりました。（『蓮如上人御一代記聞書（現代

語版）』６３頁）

日々の生活そのものが仏法の中にあることが大

事で、仏法がそのまま生活となるべきことをお示

しくださっています。世事に忙しく追われている
せ じ

現代人にとって、難しいことといわれるかもしれ

ませんが、「後生の一大事」を心にとめる場合、
ご しょう いちだい じ

まさに日々の生活に仏法がある、仏法の中に生活

する、仏法そのものが生活となるということが大

事なことといえるでしょう。

（本願寺出版社刊「大乗」誌より転載）

◎ 百回忌法要について

今年、試みとして、百回忌（大正４年に亡くな

られた方）を迎えられる物故者の氏名と命日を本

堂外陣の右側に掲示しました。

例年、一周忌から３回忌・７回忌・１３回忌・

１７回忌・２５回忌・３３回忌・５０回忌の案内

を該当のご家庭にお配りし、本堂外陣右側に掲示

していましたが、本願寺から配布される手帳、仏

具取扱店から送付してくる年回忌一覧表に百回忌

までの記載がありましたので、その例にならって

みました。

一月に本堂の掲示を見て、百回忌法要の依頼が

早速ありました。該当家庭にはご案内はしていま

せんので、関心がおありの方は本堂の掲示を見て

ください。

金光寺よろずコーナー

ホームページ開いてます。
URL http：//konkhoji.jp/

２月５日現在 アクセス数 ７３，５１１人

下記のとおり、当山ご門徒がご往生なさ
いました。謹んでお悔やみ申し上げます。

２０１４年 １月 ７日寂 満９５歳
大石の内 吉 村 ミドリ 様
２０１４年 １月２６日寂 満９５歳
深 谷 寺 岡 秋 子 様
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二
月
に
な
り
ま
し
た
。
一
日
か
ら

節
分
の
三
日
ま
で
は
暖
か
い
日
で
し

た
が
、
立
春
の
今
日
四
日
は
起
床
し

た
時
間
よ
り
も
だ
ん
だ
ん
気
温
が
下

が
っ
て
い
く
、
そ
れ
も
久
し
ぶ
り
に

寒
い
と
思
う
日
に
な
り
ま
し
た
。
で

も
、
立
春
以
後
の
寒
さ
は
「
余
寒
」

と
い
う
そ
う
で
す
。
何
と
な
く
春
の

近
づ
き
を
感
じ
さ
せ
る
響
き
の
あ
る

言
葉
で
す
。
早
く
暖
か
く
な
っ
て
欲

し
い
も
の
で
す
。
昨
年
突
然
咲
い
た

フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
も
し
っ
か
り
寒
い
冬

を
乗
り
越
し
て
つ
ぼ
み
を
少
し
ず
つ

ふ
く
ら
ま
せ
て
い
ま
す
。
春
は
も
う

す
ぐ
そ
こ
で
す
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
一
月
上
旬

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
曽
我
部
房
子

さ
ん
が
寺
報
の
十
一
月
号
を
欲
し
い

と
い
わ
れ
た
の
で
、
届
け
た
と
こ
ろ
、

次
の
短
歌
が
書
か
れ
た
便
箋
を
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

村
人
と

ふ
れ
合
い
な
が
ら

レ
ジ
を
打
つ

九
十
五
歳

小
娘
の
ご
と

跳
べ
る
か
な

水
溜
り
を
ば

ち
ょ
ん
と
跳
び

水
は
ね
か
え
る

九
十
七
歳

西
田
ち
ほ
（
諸
塚
）

若
さ
を
感
じ
る
い
い
短
歌
で
す
よ

ね
。現

在
、
御
年
九
十
八
歳
。
三
ケ
所

廻
渕
出
身
で
諸
塚
村
に
嫁
が
れ
た
方

だ
そ
う
で
す
。
曽
我
部
さ
ん
と
親
交

が
あ
り
、
「
素
晴
ら
し
く
、
若
々
し

い
歌
で
す
ね
」
と
曽
我
部
さ
ん
は
お
っ

し
ゃ
い
ま
す
。

こ
の
短
歌
を
拝
見
し
て
、
「
エ
イ

ジ
レ
ス
・
ラ
イ
フ
」
と
い
う
言
葉
を

思
い
出
し
ま
し
た
。

エ
イ
ジ
レ
ス
・
ラ
イ
フ
と
は
、
年

齢
に
と
ら
わ
れ
ず
自
ら
の
責
任
と
能

力
に
お
い
て
自
由
で
生
き
生
き
と
し

た
生
活
を
送
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

そ
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
実
践
し

て
い
る
六
十
五
歳
以
上
の
方
を
エ
イ

ジ
レ
ス
・
ラ
イ
フ
実
践
者
と
い
う
そ

う
で
す
。

・
過
去
に
培
っ
た
知
識
や
経
験
を
い

か
し
て
、
そ
れ
を
高
齢
期
の
生
活

で
社
会
に
還
元
し
活
躍
し
て
い
る

・
自
ら
の
時
間
を
活
用
し
、
近
所
付

き
あ
い
や
仲
間
う
ち
な
ど
で
の
支

え
合
い
活
動
に
積
極
的
に
貢
献
し

て
い
る

・
中
高
年
か
ら
一
念
発
起
し
て
、
物

事
を
成
し
と
げ
た

・
壮
年
期
に
お
い
て
達
成
し
た
地
位

や
体
面
な
ど
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と

な
く
、
高
齢
期
を
新
し
い
価
値
観

で
生
き
生
き
と
生
活
し
て
い
る

・
自
ら
の
努
力
、
修
練
等
に
よ
り
、

優
れ
た
体
力
・
気
力
等
を
維
持
し

活
躍
し
て
い
る

・
地
域
社
会
の
中
で
、
地
域
住
民
の

リ
ー
ダ
ー
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

的
な
役
割
を
発
揮
し
、
生
き
生
き

と
生
活
し
て
い
る

・
そ
の
他
、
広
く
全
国
に
紹
介
す
る

こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
認
め
ら
れ

る
も
の

こ
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、
西
田
千

穂
さ
ん
は
短
歌
作
り
を
通
し
て
エ
イ

ジ
レ
ス
・
ラ
イ
フ
を
実
践
し
て
い
る

方
だ
と
い
え
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
九
十
歳
で
ご
往
生
な

さ
い
ま
し
た
が
、
晩
年
ま
で
、
執
筆

活
動
を
続
け
ら
れ
、
そ
の
御
著
作
と

お
念
仏
に
生
か
さ
れ
た
生
活
を
通
し

て
浄
土
真
宗
の
み
教
え
、
阿
弥
陀
さ

ま
の
お
慈
悲
を
私
た
ち
に
お
示
し
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
エ
イ
ジ
レ

ス
・
ラ
イ
フ
の
先
駆
者
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

親
鸞
聖
人
の
お
導
き
を
い
た
だ
き

な
が
ら
、
お
念
仏
を
中
心
と
し
た
日
々

を
過
ご
し
つ
つ
、
エ
イ
ジ
レ
ス
・
ラ

イ
フ
を
送
れ
る
ま
で
命
の
縁
を
と
思

う
こ
と
で
す
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

お
な
じ
く
仰
せ
に
、
な
に
ご
と
を
も
思
し
召
す
ま
ま
に
御
沙
汰

お
お

お
ぼ

め

ご

さ

た

あ
り
。
聖
人
の
御
一
流
を
も
御
再
興
候
ひ
て
、
本
堂
・
御
影
堂

し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
り
ゅ
う

ご

さ
い
こ
う

そ
う
ら

ほ
ん
ど
う

ご

え
い
ど
う

を
も
た
て
ら
れ
、
御

住

持
を
も
御
相
続
あ
り
て
、
大
坂
殿
を
御

ご

じ
ゅ
う

じ

ご

そ
う
ぞ
く

お
お
さ
か
ど
の

ご

建
立
あ
り
て
御
隠
居
候
ふ
。
し
か
れ
ば
、
わ
れ
は
「
功
成
り
名

こ
ん
り
ゅ
う

ご

い
ん
き
ょ

そ
う
ろ

こ
う

な

な

遂
げ
て
身
退
く
は
天
の
道
な
り
」
（
老
子
）
と
い
ふ
こ
と
、
そ

と

み

し
り
ぞ

て
ん

み
ち

ろ
う

し

れ
御
身
の
う
へ
な
る
べ
き
よ
し
仰
せ
ら
れ
候
ふ
と
。

お
ん

み

お
お

そ
う
ろ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
六
十
四
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

蓮
如
上
人
は
、
「
わ
た
し
は
ど
ん
な
こ
と
も
思
っ
た
通
り
に
し
て
き

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

お
も

と
お

た
。
浄
土
真
宗
を
再
興
し
、
京
都
山
科
に
本
堂
・
御
影
堂
を
建
て
、
本

じ
ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う

さ
い
こ
う

き
ょ
う

と

や
ま
し
な

ほ
ん
ど
う

ご

え
い
ど
う

た

ほ
ん

願
寺
住

職
の
地
位
も
譲
り
、
大
坂
に
御
堂
を
建
て
て
、
隠
居
の
身
と

が
ん

じ

じ
ゅ
う
し
ょ
く

ち

い

ゆ
ず

お
お
さ
か

み

ど
う

た

い
ん
き
ょ

み

な
っ
た
。
『
老
子
』
に
〈
仕
事
を
成
し
と
げ
、
名
を
あ
げ
た
後
、
引
退

ろ
う

し

し

ご
と

な

な

あ
と

い
ん
た
い

す
る
の
は
天
の
道
に
か
な
っ
て
い
る
〉
と
あ
る
が
、
わ
た
し
は
そ
の
通

て
ん

み
ち

と
お

り
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

お
お

２３

エ
イ
ジ
レ
ス
ラ
イ
フ

二
〇
一
四
年
春
季
彼
岸
会
法
要
の
お
知
ら
せ

期

日

三
月
二
十
一
日

午
前
九
時
三
十
分
〜

場

所

金
光
寺
本
堂

勤

行

正
信
念
仏
偈
（
草
譜
）
・
六
首
引
き

講

師

未

定

そ
の
他

お
参
り
の
際
は
、
式
章
・
念
珠
・
お
経
本

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

彼
岸
会
法
要
は
仏
教
婦
人
会
の
例
会
に
な
っ

て
い
ま
す
。
仏
教
婦
人
会
会
員
の
皆
さ
ん
は

ご
参
詣
く
だ
さ
い
。
会
員
以
外
の
皆
さ
ん
の

ご
参
詣
も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

法
要
終
了
後
は
、
仏
教
婦
人
会
の
総
会
で

す
。

仏事お休みのお知らせ

下記の期日は、緊急（葬儀）を除き、仏事

は行いません。ご協力をお願いします。

◎ ２月

１２日 免許更新

２４日～２５日 私 用（大学受験）

◎ ３月

１日 私 用 （娘 高校卒業式）

４日午後～５日 私 用（大学受験）

１１日～１２日 私 用（大学受験）

１３日 宮崎出張

２１日 彼岸会法要

２５日 宮崎出張

３１日～４月３日 私 用

◎ ６月

５日～８日 上 洛


