
諸

行

無

常

し
ょ

ぎ
ょ
う

む

じ
ょ
う

「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無

常
の
響
き
あ
り
」
『
平
家
物
語
』
の

語
り
出
し
の
有
名
な
一
句
で
す
。

イ
ン
ド
の
祇
園
精
舎
に
は
無
常
堂

が
あ
り
、
そ
の
四
隅
の
軒
に
さ
げ
ら

れ
て
い
る
鐘
は
、
修
行
僧
が
命
を
終

わ
ろ
う
と
す
る
と
き
「
諸
行
無
常
」

の
四
句
の
偈
を
響
か
せ
、
僧
を
極
楽

浄
土
へ
導
い
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
諸
行
無
常
は
人
生

の
は
か
な
さ
、
生
命
の
も
ろ
さ
、
そ

し
て
と
き
に
は
死
を
意
味
す
る
言
葉

と
し
て
、
日
本
人
に
な
じ
み
の
深
い

語
句
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
本
来
、
諸
行
無
常
と
は
、

こ
の
世
の
も
の
は
た
え
ま
な
く
変
化

し
続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
あ

り
の
ま
ま
に
述
べ
た
も
の
で
、
仏
教

の
真
理
の
一
つ
な
の
で
す
。

人
が
死
ぬ
の
も
無
常
で
す
が
、
生

ま
れ
る
の
も
無
常
、
成
長
す
る
の
も

無
常
だ
と
い
う
の
で
す
。
没
落
す
る

の
も
無
常
で
す
が
、
不
幸
な
人
が
幸

福
に
恵
ま
れ
る
の
も
無
常
な
の
で
す
。

万
物
は
流
転
し
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
こ
そ
、
努
力
す
る
の
で
あ
り
、
一

刻
一
刻
が
貴
重
な
の
で
あ
り
、
限
り

あ
る
生
命
を
大
切
に
す
る
の
で
す
。

け
っ
し
て
、
無
情
で
は
あ
り
ま
せ

ん
ぞ
。

（
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
）

今
月
号
か
ら
二
十
四
節
季
と
七
十

二
候
紹
介
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
し

た
。
一
つ
の
節
気
の
候
が
初
候
・
次

候
・
末
候
と
三
つ
あ
り
ま
す
の
で
、

二
十
四
×
三
＝
七
十
二
で
、
二
十
四

節
気
に
は
七
十
二
の
候
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
も
初
め
て

知
っ
た
こ
と
で
し
た
が
、
「
小
寒
」

の
説
明
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ

て
い
る
時
に
分
か
り
ま
し
た
。
紙
面

の
都
合
も
あ
る
の
で
す
が
、
で
き
る

だ
け
毎
月
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
▼
今
月
は
「
小
寒
」
・

「
大
寒
」
と
二
つ
の
二
十
四
節
気
の

項
目
が
あ
り
ま
す
が
、
「
寒
の
入
り
・

小
寒
」
に
入
る
前
か
ら
雪
が
降
っ
て

閉
口
し
ま
し
た
。
立
春
ま
で
は
ま
だ

三
週
間
以
上
も
あ
り
ま
す
。
い
っ
た

い
ど
ん
な
気
候
に
な
る
の
で
し
ょ
う
？

と
て
も
心
配
で
す
。
▼
先
日
、
あ
る

総
代
さ
ん
と
話
し
て
い
る
時
に
こ
の

欄
に
私
の
子
ど
も
の
こ
と
を
書
い
て

欲
し
く
な
い
人
が
い
る
と
伺
い
ま
し

た
。
こ
こ
は
私
の
思
い
の
ま
ま
を
率

直
に
書
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
当

然
、
身
近
な
こ
と
を
話
題
に
す
る
こ

と
が
多
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

を
踏
ま
え
て
お
心
広
く
家
族
の
こ
と

を
書
い
て
も
お
許
し
く
だ
さ
い
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 当山の報恩講法要で郡浦智明先生のお取次ぎ （先月１６日撮影）

今月のことば

称えるままが つねに御本願の
とな ご ほんがん

みこころを 聞くことになる
き

一月の法語は香樹院徳龍師（１７７２～１８
こうじゅいんとくりゅう

５８）の語録からいただきました。

滋賀県木之本（現・長浜市）のあたりに住ん
き の もと

でいた禅僧の弘海は、長年禅の修行に打ち込ん
ぐ かい

でいましたが、悟りの境地には至れず悩んでい
さと

たとのこと。そんなとき、たまたま長浜の御坊

で香樹院徳龍師の法話を聞き、浄土真宗の教え

に帰依してお念仏のひととなったそうです。し
き え

かし、どうしても阿弥陀如来のおこころに十分

に触れることができずに悩んでいた。そこで徳

龍師に尋ねます。

「わが称える念仏が聞法だというのは、どう
とな もんぼう

いうことでしょうか。わが称え、わが声を聞く

ことでございますか」

香樹院徳龍師は、大喝して言われます。「な
だいかつ

にをいうか。わが称える念仏というものがどこ

にあるか。称えさせてくださるお方がなくて、

この罪悪のわが身がどうして仏のみ名を称える
な

ことができようか。称えさせるお方があって、

称えさせていただいているお念仏であると聞け

ば、そもそもこの南無阿弥陀仏を如来さまは、

何のために御成就あそばされたのか、何のため
ご じょうじゅ

に称えさせておられるのかと、如来さまのおこ

ころを思えば、これがすなわち称えるままが、

つねに御本願のみこころを聞くことになるでは
ご ほんがん

ないか」

今ここに「私」がひと声お念仏を称えるのも、

阿弥陀如来のご本願があって称えさえてくださっ

ているからこそ念仏させていただいているのだ、

といただかれて、お念仏に聴聞されている弘海

のお姿にまみえる思いがいたします。

（本願寺出版社刊「大乗」誌より転載）

下記の日は緊急を除き、仏事は行いま
せん。ご協力をお願いします。

◎ １ 月
２０日（火）
２８日（水）

◎ ３ 月
１１日（水）
２１日（土）

仏事お休みのお知らせ

ホームページ開いてます。
URL http：//konkhoji.jp/

１月８日現在 アクセス数 ７５，２１３人

１２月、次の金光寺門信徒の方がご往
生なさいました。謹んでお悔やみ申し上
げます。
２０１４年１２月 １日寂 満８９歳
三ケ所 藤 本 ハツエ 様

２０１４年１２月 ６日寂 満７３歳
高千穂 佐 藤 設 郎 様

２０１４年１２月１３日寂 満８２歳
波 帰 松 本 福 義 様

２０１４年１２月２２日寂 満７１歳
荒 谷 村 山 善 幸 様

２０１４年１２月２５日寂 満９２歳
丁 子 興 梠 イトエ 様
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降
雪
の
年
の
始
め
で
し
た
。

元
旦
午
前
五
時
五
十
分
、
い
つ

も
ど
お
り
梵
鐘
を
撞
い
た
時
は
雪

は
降
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

午
前
八
時
過
ぎ
に
は
あ
た
り
一
面

真
っ
白
の
雪
景
色
。
お
か
げ
で
こ

た
つ
と
仲
良
く
し
た
お
正
月
に
な

り
ま
し
た
。

昨
年
六
月
に
本
山
の
法
統
が
大

谷
光
真
さ
ま
か
ら
大
谷
光
淳
さ
ま

に
継
承
さ
れ
ま
し
た
。

第
二
十
五
代
ご
門
主
さ
ま
の
ご

教
導
を
賜
り
な
が
ら
、
あ
ら
た
に

お
念
仏
相
続
、
ご
法
義
繁
盛
の
歩

み
を
進
め
た
い
と
思
う
こ
と
で
す
。

「
大
乗
」
誌
（
本
願
寺
出
版
社

発
行
）
一
月
号
冒
頭
に
光
淳
ご
門

主
の
「
年
頭
の
辞
」
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
し
た
の
で
転
載
い
た
し
ま

す
。
ご
一
読
い
た
だ
き
、
念
仏
者

と
し
て
あ
ら
た
め
て
大
切
に
一
日

一
日
を
過
ご
す
思
い
を
お
持
ち
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

蓮
如
上
人
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
方
便
を
わ
ろ
し
と
い
ふ
こ
と
は
あ

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん
お
お

そ
う
ろ

ほ
う
べ
ん

る
ま
じ
き
な
り
。
方
便
を
も
つ
て
真
実
を
あ
ら
は
す
廃
立
の
義

ほ
う
べ
ん

し
ん
じ
つ

は
い
り
ゅ
う

ぎ

よ
く
よ
く
し
る
べ
し
。
弥
陀
・
釈
迦
・
善
知
識
の
善
巧
方
便
に

み

だ

し

ゃ

か

ぜ
ん

ぢ

し
き

ぜ
ん
ぎ
ょ
う

ほ
う
べ
ん

よ
り
て
、
真
実
の
信
を
ば
う
る
こ
と
な
る
よ
し
仰
せ
ら
れ
候
ふ

し
ん
じ
つ

し
ん

お
お

そ
う
ろ

云
々
。

う
ん
ぬ
ん

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
七
十
六
）

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
、
「
方
便
を
悪
い
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ほ
う
べ
ん

わ
る

方
便
に
よ
っ
て
真
実
が
顕
さ
れ
、
真
実
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
方
便
は
廃

ほ
う
べ
ん

し
ん
じ
つ

あ
ら
わ

し
ん
じ
つ

あ
き

ほ
う
べ
ん

は
い

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
方
便
は
真
実
に
導
く
手
だ
て
で
あ
る
こ
と
を
十
分

ほ
う
べ
ん

し
ん
じ
つ

み
ち
び

て

じ
ゅ
う
ぶ
ん

に
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
阿
弥
陀
如
来
・
釈
尊
・
よ
き
師
の
巧
み

こ
こ
ろ

え

あ

み

だ

に
ょ
ら
い

し
ゃ
く
そ
ん

し

た
く

な
手
だ
て
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
真
実
の
信
心
を
得
さ
せ
て
い
た

て

し
ん
じ
つ

し
ん
じ
ん

え

だ
く
の
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

お
お

２３

ご
門
主
年
頭
の
辞

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

旧
年
中
は
金
光
寺
の
護
持
に
つ
き
ま
し
て

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た

本
年
が
皆
様
に
と
り
ま
し
て

一
層
の
念
仏
相
続
の
年
で
あ
り
ま
す
よ
う

お
念
じ
い
た
し
ま
す

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

二
〇
一
五
年

一

月

金
光
寺
役
員
・
門
徒
総
代
一
同

金
光
寺
寺
内
一
同

新
し
い
年
の
は
じ
め
に
あ
た
り
、
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
、
六
月
に
法
統
を
継
承
し
、
本
願
寺
住
職
・
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
門
主
と
な
り
ま
し
た
。
急
速
な
社
会
状
況
の
変
化
が

激
し
い
現
代
社
会
に
お
い
て
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
が
よ
り
多

く
の
方
に
と
っ
て
生
き
る
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る
よ
う
、
伝
え
て

ま
い
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
て
、
昨
年
は
皆
さ
ま
に
と
り
ま
し
て
ど
の
よ
う
な
一
年
で

し
た
で
し
ょ
う
か
。
悲
し
い
こ
と
・
つ
ら
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、

う
れ
し
い
こ
と
・
楽
し
い
こ
と
な
ど
を
経
験
さ
れ
た
方
も
多
く

あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
一
年
を
過

ご
し
た
と
い
う
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
た
ち
の
人
生
は
、
思
い
通
り
に
い
か
な
い
こ
と
が
た
く
さ

ん
起
こ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
の
力
だ
け
で
は
解
決
で
き
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
、
私
た
ち
は
、
他
人
の

せ
い
に
し
た
り
、
諦
め
た
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
阿

あ
き
ら

弥
陀
さ
ま
の
は
た
ら
き
に
出
遇
い
、
真
実
の
教
え
に
基
づ
い
て

あ

わ
が
身
を
振
り
返
る
と
き
、
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
の
繋
が
り
の
中

つ
な

で
生
か
さ
れ
て
い
る
私
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
み

教
え
を
聞
き
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
念
仏
申
す
人
生
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
ご
縁
を
大
切
に
し
、
限
ら
れ
た
命
を
精
い
っ
ぱ
い

生
き
る
人
生
で
あ
り
ま
す
。
本
年
も
、
念
仏
者
と
し
て
、
一
日

一
日
を
大
切
に
過
ご
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

年頭の辞

門主 大谷光淳

１月の二十四節気と七十二候
（◇は二十四節気・◆は七十二候）

◇ 小 寒（しょうかん・１月６日）
「寒の入り」といわれ、これから更に寒さが
厳しくなる頃。

◆ 芹乃栄（せりすなわちさかう・初候・１月
５日～９日頃）
芹が生え始める頃。

◆ 水泉動（しみずあたたかをふくむ・次候・
１月１０日～１４日頃）
地中で凍った泉の水が溶け、動き始める頃。

◆ 雉始雊（きじはじめてなく・末候・１月
１５日～１９日頃）
雉が鳴き始める頃。

◇ 大 寒（だいかん・１月２０日）
一年で一番寒さが厳しくなる頃。

◆ 款冬華（ふきのはなさく・初候・１月２０
日～２４日頃）
凍てついた地面に蕗の花が咲き始める頃。

◆ 水沢腹堅（さわみずこおりつめる・次候・
１月２５日～２９日頃）
沢の水が氷となり、厚く張りつめる頃。

◆ 鶏始乳（にわとりはじめてとやにつく・末
候・１月３０日～２月３日頃）
鶏が春の気を感じ、たまごを産み始める頃。


