
三

蔵

法

師

さ
ん

ぞ
う

ほ
う

し

「
な
ら
・
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
博
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

三
蔵
法
師
と
い
え
ば
、
あ
の
『
西

遊
記
』
を
思
い
出
す
人
が
多
い
こ
と

で
し
ょ
う
。
孫
悟
空
・
沙
悟
浄
・
猪

八
戒
と
い
う
弟
子
た
ち
に
助
け
ら
れ

な
が
ら
、
中
国
か
ら
天
竺
（
イ
ン
ド
）

へ
、
お
経
を
求
め
て
旅
を
す
る
お
話

で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
説
か
れ
た
教
法
を

ま
と
め
た
も
の
を
『
法
蔵
』
と
い
い
、

お
釈
迦
さ
ま
が
定
め
ら
れ
た
戒
律
を

ま
と
め
た
も
の
を
『
律
蔵
』
。
経
と

律
に
対
し
て
弟
子
た
ち
が
注
釈
し
た

も
の
を
『
論
蔵
』
と
い
い
ま
す
。
こ

れ
が
三
蔵
で
す
。
い
わ
ば
、
仏
教
聖

典
の
す
べ
て
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
の
三
蔵
に
精
通
し
、
経
典
を
中

国
語
に
翻
訳
し
た
僧
を
、
三
蔵
法
師

と
呼
び
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
三
蔵
法

師
は
多
く
お
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。そ

の
中
の
一
人
、
玄
奘
（
げ
ん
じ
ょ

う
）
と
い
う
名
の
三
蔵
法
師
は
、
唐

の
時
代
の
学
僧
で
、
経
典
を
求
め
て

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
イ
ン
ド
に
入

り
、
帰
国
後
、
多
く
の
経
典
を
翻
訳

し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
旅
行
記

『
大
唐
西
域
記
』
は
、
当
時
の
イ
ン

ド
や
中
央
ア
ジ
ア
に
関
す
る
貴
重
な

資
料
と
な
っ
た
の
で
す
。

『
西
遊
記
』
は
、
こ
れ
を
モ
デ
ル

に
し
て
作
ら
れ
た
の
で
す
。

（
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
）

お
詫
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
先
月

号
で
雪
の
こ
と
に
ふ
れ
た
後
、
大
雪

が
襲
来
し
ま
し
た
。
寺
報
を
お
読
み

い
た
だ
い
た
方
々
か
ら
「
あ
げ
な
こ

と
書
く
け
、
大
雪
が
降
っ
た
た
い
」

と
冗
談
交
じ
り
の
お
叱
り
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
先
月
は
動
物
に
も
じ
っ

て
「
住
職
ひ
と
り
ご
と
」
を
書
い
た

の
で
す
が
、
い
ず
れ
も
誤
り
で
し
た

ね
。
今
は
「
亀
」
状
態
で
す
。
首
を

引
っ
込
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ほ

と
ぼ
り
が
さ
め
た
ら
、
ま
た
、
首
を

出
し
て
失
敗
を
繰
り
返
す
こ
と
で
し
ょ

う
。
そ
の
時
は
ま
た
あ
た
た
か
い
ご

指
導
を
く
だ
さ
い
。
▼
娘
の
受
験
で

久
し
ぶ
り
に
新
幹
線
に
乗
り
ま
し
た
。

私
が
よ
く
利
用
し
て
い
た
頃
は
「
ひ

か
り
・
こ
だ
ま
」
の
時
代
で
し
た
。

今
は
「
み
ず
ほ
・
さ
く
ら
」
と
名
称

が
変
わ
り
、
あ
わ
せ
て
ス
ピ
ー
ド
も

ず
い
ぶ
ん
速
く
な
り
ま
し
た
。
一
番

速
い
も
の
を
利
用
す
る
と
、
熊
本
か

ら
新
大
阪
ま
で
三
時
間
半
で
行
け
る

そ
う
で
す
。
私
の
頃
は
博
多
か
ら
新

大
阪
ま
で
四
時
間
ほ
ど
か
か
っ
て
い

た
の
で
す
ご
い
進
歩
で
す
。
で
も
、

一
つ
残
念
な
こ
と
が
！
新
幹
線
は
睡

眠
を
と
る
乗
り
物
だ
っ
た
の
で
す
が

ス
ピ
ー
ド
が
速
く
な
り
、
睡
眠
時
間
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▲ 雪の下でもしっかり命を育てていました フクジュソウ （３月９日）

今月のことば

帰ってゆくべき世界は 今遇う光によって 知らされる
あ

（ 浅 井 成 海 ）
あさ い じょう かい

三月は春彼岸の季節です。

『観無量寿経』に、阿弥陀さまを深い瞑想の中
かん む りょうじゅきょう

で感じ取る「観想」が説かれ、その第一に「日想
かんそう にっそう

観」が説かれています。
かん

阿弥陀さまを観想してそのはたらきに出遇い、

悟りに到ろうとするのに、まず「私どもに受けと
さと

められるよう、悟りの世界を西方浄土と方位を示

して、お浄土と阿弥陀仏のすがたを立てられた」

とされて、その阿弥陀仏と阿弥陀仏の世界を観想

する道が説かれます。その第一が日想観です。阿

弥陀仏の世界「浄土」を観ずるのに、西に沈みつ

つある赤々と照り輝く夕日を観ずる、目を閉じて

もありありと夕陽が見られるように観想する。そ

こに西方十万億の世界を超えたところのお浄土の

すがたをいただくというわけです。そして、もっ

とも適切な「日想観」は、真東から日が昇り真西

に沈む、その夕陽を観想するとされ、春分、秋分

の日が特別な「観想」のときとされるのです。

夕陽を拝して阿弥陀さまの光明に抱かれている

ことを観ずるところに、夕陽を拝する意味がある

といえるでしょうが、さらに、夕陽がなくても、

お念仏の中に阿弥陀さまの智慧と慈悲のはたらき、
ち え じ ひ

その光明に抱かれていることを気づかされていく

ことになるでしょう。今月のことばの「今遇う光

によって」とは、この阿弥陀さまの無量なる光明

に出遇うということで、阿弥陀さまのご本願のは

たらきに出遇い、慶びと報謝のお念仏が口元で出

てくるとき、「帰るべき世界」であるお浄土が知

らされるということになります。

（本願寺出版社刊「大乗」誌より転載）

今、私の寝る前の愛読書は推理小説と「浄土真

宗必携 み教えと歩む」（以下、必携）です。

この必携は浄土真宗必携編集委員会編集・本願

寺出版社発行によるもので、定価は６３０円（増

税前）。そう難しくない内容になっています。

欲しい方は金光寺までご一報を。

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/

３月９日現在 アクセス数 ７３，７０９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 ２月２０日寂 満８５歳
道の上 石 井 康 雄 様
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弥
生
三
月
と
は
言
え
、
ま
だ
ま
だ

朝
夕
は
寒
い
で
す
ね
。
で
も
、
梅
や

桃
の
つ
ぼ
み
が
ふ
く
ら
み
始
め
ま
し

た
。
春
は
も
う
す
ぐ
そ
こ
で
す
。

私
ご
と
で
す
が
、
娘
が
高
校
を
卒

業
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
月
か
ら

始
ま
っ
た
大
学
入
試
。
セ
ン
タ
ー
試

験
を
受
け
て
国
立
大
学
の
最
終
的
な

志
望
校
を
決
め
、
個
別
学
力
前
期

（
二
月
二
十
五
日
試
験
日
）
と
後
期

（
三
月
十
二
日
）
を
受
験
す
る
こ
と

に
な
り
、
ま
ず
、
前
期
試
験
を
受
け

ま
し
た
。
合
格
発
表
は
今
月
六
日
。

幸
い
に
し
て
合
格
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
の
で
、
後
期
試
験
は
受
け
な

い
こ
と
に
な
り
、
長
く
苦
し
い
受
験

勉
強
か
ら
解
放
さ
れ
、
高
校
入
学
以

来
続
い
た
大
学
入
試
の
戦
い
に
よ
う

や
く
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

夏
以
降
、
そ
れ
ま
で
よ
く
電
話
し

て
き
た
娘
の
電
話
の
回
数
が
減
る
ほ

ど
追
い
込
ま
れ
た
状
況
を
目
に
し
て

き
た
の
で
、
本
人
は
も
ち
ろ
ん
私
た

ち
も
と
も
に
喜
び
ま
し
た
。

娘
が
望
ん
だ
職
業
は
「
薬
剤
師
」

で
す
。
振
り
返
る
と
、
中
学
生
の
恩

師
に
冗
談
半
分
で
薬
剤
師
を
す
す
め

ら
れ
、
薬
剤
師
に
な
り
た
い
と
い
う

「
願
」
い
を
起
こ
し
た
の
が
始
ま
り

で
す
。

「
願
」
い
を
か
な
え
る
た
め
に
は

努
力
（
勉
強
・
「
行
」
）
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
努
力
（
勉
強
・
「
行
」
）
の

結
果
に
よ
り
、
大
学
合
格
と
い
う

「
願
」
い
が
成
就
す
る
か
ど
う
か
が

定
ま
り
ま
す
。
合
格
と
い
う
「
果
」

を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、

そ
れ
な
り
の
努
力
は
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

娘
の
受
験
で
、
改
め
て
阿
弥
陀
さ

ま
の
お
慈
悲
の
あ
り
が
た
さ
を
思
い

起
こ
し
ま
し
た
。

阿
弥
陀
さ
ま
は
国
王
の
地
位
を
捨

て
菩
薩
と
な
り
、
「
法
蔵
」
と
名
の

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
菩
薩
の
と
き
す

べ
て
の
人
々
を
救
う
た
め
の
方
法
を

五
劫
と
い
う
長
い
時
間
を
か
け
て
考

え
ぬ
か
れ
、
四
十
八
の
願
い
（
「
願
」
）

と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
「
願
」
を
完
成
成

就
す
る
た
め
、
兆
載
永
劫
と
い
う
長

い
時
間
ご
修
行
く
だ
さ
り
、
成
仏

（
悟
り
を
開
く
）
し
て
、
阿
弥
陀
如

来
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
と
同
時
に
、

「
極
楽
」
と
い
う
お
浄
土
と
、
南
無

阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
の
は
た
ら
き
に

よ
り
私
た
ち
を
救
う
、
救
い
の
法
を

完
成
さ
れ
た
の
で
す
。
す
べ
て
の
人

を
信
心
と
念
仏
に
よ
っ
て
平
等
に
救

う
本
願
こ
そ
が
そ
の
救
い
の
法
で
あ

り
、
浄
土
真
宗
の
教
え
の
中
心
で
あ

り
根
本
で
す
。

娘
は
自
分
で
「
願
」
を
た
て
、
勉

強
と
い
う
「
行
」
を
つ
み
、
合
格
と

い
う
「
果
」
を
得
ま
し
た
。

し
か
し
、
私
た
ち
が
迷
い
の
世
界

か
ら
救
わ
れ
る
と
い
う
「
果
」
は
、

す
べ
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
成
仏
さ
れ

る
前
、
法
蔵
菩
薩
の
と
き
に
た
て
ら

れ
た
「
願
」
と
、
私
た
ち
に
代
わ
り

積
ま
れ
た
「
行
」
に
よ
る
も
の
で
す
。

私
た
ち
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
一
人
ば

た
ら
き
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
私
た
ち
に

振
り
向
け
て
く
だ
さ
る
本
願
他
力
の

回
向
に
よ
っ
て
、
生
き
て
い
る
今

（
現
生
）
お
浄
土
へ
救
わ
れ
て
い
く

こ
と
が
約
束
さ
れ
た
仲
間
に
な
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
娑
婆

の
縁
尽
き
た
と
き
、
お
浄
土
へ
救
わ

れ
て
、
さ
と
り
の
智
慧
を
い
た
だ
き

ま
す
。

す
べ
て
は
願
も
行
を
そ
な
わ
っ
た

名
号
南
無
阿
弥
陀
仏
の
救
い
で
あ
り

阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
と
慈
悲
の
た
ま

も
の
で
す
。

私
た
ち
を
救
う
ぞ
の
「
願
」
と

「
行
」
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
念
仏
、
無

礙
の
一
道
の
歩
み
で
す
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

敵
の
陣
に
火
を
と
も
す
を
、
火
に
て
な
き
と
は
思
は
ず
。
い
か

て
き

じ
ん

ひ

ひ

お
も

な
る
人
な
り
と
も
、
御
こ
と
ば
の
と
ほ
り
を
申
し
、
御
詞
を
よ

ひ
と

お
ん

も
う

お
ん

こ
と
ば

み
ま
う
さ
ば
、
信
仰
し
、

承

る
べ
き
こ
と
な
り
と
。

し
ん
こ
う

う
け
た
ま
わ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
六
十
五
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

「
夜
、
敵
陣
に
と
も
さ
れ
て
い
る
火
を
見
て
、
あ
れ
は
火
で
は
な
い

よ
る

て
き
じ
ん

ひ

み

ひ

と
思
う
も
の
は
い
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
ど
ん
な
人
が
申
し
た

お
も

お
な

ひ
と

も
う

と
し
て
も
、
蓮
如
上
人
の
お
言
葉
を
そ
の
通
り
に
話
し
、
上
人
の
書
か

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

こ
と

ば

と
お

は
な

し
ょ
う
に
ん

か

れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
読
ん
で
聞
か
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
上
人

よ

き

し
ょ
う
に
ん

の
お
言
葉
で
あ
る
と
仰
ぎ
、

承

る
べ
き
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま

こ
と

ば

あ
お

う
け
た
ま
わ

お
お

し
た
。

２３

「
願
」
・
「
行
」

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

下
野
浄
光
寺
住
職

寺

哲
昭

師

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。

◎ ３月

１１日～１３日 私 用（徳島行）

２１日 彼岸会法要

２５日 宮崎出張

２８日 私 用（延岡行）

◎ ４月

１日～ ５日 私 用

◎ ６月

５日～８日 上 洛

２８日午後 女性の集い前日準備

２９日 高千穂組仏教女性の集い


