
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

「
あ
の
子
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
フ
ァ

ミ
コ
ン
ば
か
り
や
っ
て
い
る
」

「
あ
い
つ
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、

遅
刻
し
て
い
る
」

い
つ
も
、
常
に
、
終
始
と
い
う
と

き
に
「
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
」
と
い
う
言

葉
を
使
い
ま
す
。

え
っ
、
こ
れ
も
仏
教
語
？
ま
あ
、

そ
ん
な
に
驚
か
な
い
で
、
話
を
聞
い

て
く
だ
さ
い
。

お
釈
迦
さ
ま
が
説
法
を
始
め
ら
れ

て
、
六
十
人
の
弟
子
が
で
き
た
と
き

の
こ
と
で
す
。
彼
ら
を
集
め
て
、

「
弟
子
た
ち
よ
、
汝
ら
は
世
の
束

縛
を
脱
し
て
、
心
の
自
由
を
体
得
し

た
。
こ
れ
か
ら
は
世
の
人
々
の
利
益

と
幸
福
の
た
め
に
、
諸
国
を
遍
歴
せ

よ
。
二
人
し
て
同
じ
道
を
行
く
な
」

と
、
宣
告
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
さ
ら
に
「
初
め
善
く
、
中

ご
ろ
も
善
く
、
終
わ
り
も
善
く
、
道

理
と
表
現
を
兼
ね
具
え
た
法
を
説
け
」

と
諭
さ
れ
た
の
で
し
た
。

『
法
華
経
』
に
も
「
正
法
を
演
説

し
た
も
う
に
、
初
善
、
中
善
、
後
善

な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
「
初
中
終
」
が
訛
っ
て
「
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
」
と
な
り
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
こ
の
言
葉
は
、
善
い
こ

と
に
使
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す

ね
。（

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
）

渡
瀬
恒
彦
主
演
「
十
津
川
警
部
シ

リ
ー
ズ
」
の
サ
ス
ペ
ン
ス
が
好
き
で

す
。
Ｂ
Ｓ
放
送
で
よ
く
再
放
送
さ
れ

て
い
る
の
で
時
々
見
ま
す
。
制
作
時

期
に
よ
り
出
演
者
の
変
化
が
よ
く
わ

か
り
ま
す
。
山
村
紅
葉
さ
ん
は
制
作

時
期
が
古
い
頃
は
お
若
い
せ
い
か
体

型
が
ス
マ
ー
ト
、
そ
の
後
一
時
ず
い

ぶ
ん
お
太
り
で
し
た
が
、
最
近
は
ダ

イ
エ
ッ
ト
さ
れ
た
の
か
お
や
せ
に
な
っ

て
い
ま
す
。
私
も
法
事
な
ど
で
久
し

ぶ
り
に
お
会
い
し
た
方
に
「
太
ら
れ

ま
し
た
？
」
と
お
声
を
か
け
て
い
た

だ
き
ま
す
。
そ
ん
な
時
は
「
は
い
、

恰
幅
が
良
く
な
り
ま
し
た
」
と
返
答

し
ま
す
。
テ
レ
ビ
を
見
て
人
の
体
形

の
変
遷
を
論
じ
て
い
る
場
合
で
は
な

い
な
と
い
つ
も
思
い
、
で
き
る
だ
け

歩
く
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
が
、

ダ
イ
エ
ッ
ト
効
果
は
現
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
も
そ
う
で
す
。
継
続
的
に
歩
い

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
。
お
ま

け
に
よ
わ
い
を
重
ね
て
、
食
べ
物
の

し
好
が
変
わ
り
、
甘
い
も
の
が
昔
に

比
べ
る
と
ず
い
ぶ
ん
好
き
に
な
り
、

勧
め
ら
れ
る
ま
ま
に
口
に
し
て
し
ま

い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
意
志
の
弱
い
私

に
「
ひ
と
口
い
か
が
で
す
か
」
の
声

を
か
け
な
い
で
く
だ
さ
い
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 雪の中にフクジュソウ （鮎川 稔氏 提供）

今月のことば

死んで往ける道は
し ゆ みち

そのまま 生きてゆく道です
い みち

東昇先生（１９１２～１９８７）は、科学と

宗教について仏教の視点から論じられる貴重な

先生ですが、６０歳代に入られて間もないころ

に心臓に関わる大病を患われ、生・死のさかい
わずら

をさまようほどの体験をされました。その時の

ことを、「“老い”の宣告」を受け「死に対面

した」と言われています。そのような中で語ら

れたおことばが、今月の法語です。

日ごろ私たちは、とりあえず元気でいるとき

は「老い」とか、「死」とかを遠い未来のこと

としてあまり問題にしないで日常を楽しんで生

活しているというのが、一般的な姿でしょう。

風邪などでちょっと熱が出たり咳き込んだりす
せ

ると、「死ぬんじゃないか」などと思うことも

ありますが、熱が引き咳が止まると風邪を引い
せき

たことなど忘れてしまいます。東先生は、大病

を患って初めて、

“死”に対面して、“私”の生きてきた生の

総和は何であったか、“私”の生の総決算は、

いったい何か、ということを“私”に問う。

ということとなったといわれます。

人間は「死にゆく存在」であります。また仏

教では「生者必滅」といわれます。この「私」
しょうじゃひつめつ

が必ず滅していく、かならず死んで行く、そう

いう存在であることをしっかりと見つめる、阿

弥陀如来の智慧と慈悲をいただいて見つめさせ
ち え じ ひ

ていただく、そこに本当の生き方の道が開かれ

るといえるでしょう。「死に向かって行く」身

であることをしっかりと見つめ、大慈悲の光明

に照らされてこそ、本当に生きてゆく道が開か

れる、まさに「死んで往ける道は そのまま生
ゆ

きてゆく道」なのです。

（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。

◎ ３ 月
１１日（水） 終日
１３日（金） 午後
１６日（月） 終日
２１日（土） 終日
２７日（金） 終日

◎ ４ 月
５日（日） 終日

２５日（土） 午後
２６日（日） 午前

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/

３月９日現在 アクセス数 ７５，４７１人

２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。
２０１５年 ２月１6日寂 満８１歳
大石の内 馬 原 京 様
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弥
生
三
月
に
入
り
ま
し
た
。
ず

い
ぶ
ん
と
春
ら
し
く
な
り
、
昨
年
、

渡
邊
昇
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
フ

ク
ジ
ュ
ソ
ウ
は
花
の
数
を
増
や
し

て
き
れ
い
に
咲
き
、
私
た
ち
の
目

や
心
を
愛
で
て
く
れ
ま
す
。

先
月
号
で
「
お
供
え
も
の
」
と

題
し
、

法
事
の
際
の
お
供
さ
ん
や
引
き

物
の
取
り
扱
い

法
事
の
際
の
お
布
施
の
取
り
扱

い仏
参
・
寺
参
り
の
際
の
お
供
え

も
の
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
触
れ
た
と
こ
ろ
、
「
寺

報
読
み
ま
し
た
」
と
言
っ
て
、
早

速
、
記
載
ど
お
り
の
行
動
を
し
て

く
だ
さ
る
方
が
あ
り
ま
し
た
。

見
て
く
だ
さ
っ
た
ん
だ
、
作
法

を
知
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
だ
と
、

と
て
も
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。

と
い
う
こ
と
で
、
今
月
は
最
近

の
お
葬
式
の
ご
縁
で
気
づ
い
た
こ

と
に
つ
い
て
触
れ
て
み
ま
す
。

◎

身
近
な
方
が
亡
く
な
ら
れ
て

ま
ず
、
最
初
に
す
る
こ
と

最
近
は
身
近
な
方
が
ご
自
宅
で

お
亡
く
な
り
に
な
る
こ
と
が
少
な

く
な
り
ま
し
た
。
病
院
で
亡
く
な

ら
れ
た
故
人
の
ご
遺
体
の
搬
送
は

葬
儀
屋
さ
ん
が
さ
れ
ま
す
。

そ
ん
な
事
情
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ

う
か
、
ご
遺
体
が
ご
自
宅
に
お
帰

り
に
な
る
と
一
番
最
初
に
さ
れ
る

こ
と
は
葬
儀
屋
さ
ん
と
通
夜
・
葬

儀
の
打
ち
合
わ
せ
の
よ
う
で
す
。

そ
れ
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
故
人
ご

往
生
の
連
絡
を
葬
儀
屋
さ
ん
か
ら

当
山
に
い
た
だ
き
ま
す
。

身
近
な
方
が
お
亡
く
な
り
に
な

り
、
ご
遺
体
が
ご
自
宅
に
お
帰
り

に
な
ら
れ
て
ご
遺
族
が
一
番
最
初

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

手
次
ぎ
寺
に
故
人
が
お
亡
く
な
り

に
な
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え

る
こ
と
で
す
。

寺
院
は
連
絡
を
受
け
た

ら
「
臨
終
勤
行
（
枕
経
の

こ
と
）
」
を
つ
と
め
に
伺

い
ま
す
。

臨
終
勤
行
は
、
こ
の
度
の
往
生

に
あ
た
っ
て
、
故
人
を
お
浄
土
へ

お
救
い
下
さ
っ
た
ご
自
宅
の
阿
弥

陀
さ
ま
に
、
僧
侶
が
故
人
に
代
わ
っ

て
救
っ
て
く
だ
さ
っ
た
お
礼
の
お

参
り
を
す
る
こ
と
で
す
。

臨
終
勤
行
が
終
わ
っ
て
か
ら
、

通
夜
・
葬
儀
の
打
ち
合
わ
せ
を
僧

侶
・
葬
儀
屋
さ
ん
と
し
ま
す
。

あ
く
ま
で
、
故
人
ご
往
生
の
連

絡
は
葬
儀
屋
さ
ん
で
は
な
く
遺
族

か
ら
お
寺
に
し
ま
す
。

◎

通
夜
・
葬
儀
の
お
布
施
に
つ

い
て

最
近
、
通
夜
・
葬
儀
の
お
布
施

を
遺
体
が
荼
毘
に
付
さ
れ
、
遺
骨

と
な
っ
て
ご
自
宅
に
お
帰
り
に
な

ら
れ
、
還
骨
の
お
つ
と
め
が
終
わ
っ

て
か
ら
お
渡
し
に
な
ら
れ
ま
す
。

お
布
施
は
先
月
号
で
も
書
き
ま

し
た
が
、
法
施
に
対
す
る
財
施
と

な
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
法

施
を
受
け
る
度
に
渡
す
も
の
で
す
。

お
通
夜
は
お
通
夜
で
、
葬
儀
は
葬

儀
で
お
布
施
は
渡
し
ま
す
。

以
上
、
最
近
の
お
葬
式
で
気
づ

い
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
み
ま

し
た
。

最
後
に
お
願
い
を
ひ
と
つ

以
前
か
ら
言
っ
て
い
る
こ
と
な

の
で
す
が
、
僧
侶
が
法
衣
を
着
て

い
る
時
は
氏
名
の
呼
び
捨
て
は
や

め
て
く
だ
さ
い
。

「
卓
郎
」
「
松
井
」
と
呼
び
捨

て
に
す
る
の
で
は
な
く
「
住
職
」

と
呼
ん
で
い
た
だ
き
と
思
い
ま
す
。

私
が
気
づ
い
て
い
る
範
囲
で
呼

び
捨
て
に
さ
れ
る
方
が
、
大
石
の

内
地
区
に
一
人
、
長
峰
地
区
に
二

人
、
私
の
同
級
生
の
中
に
数
人
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

今
後
は
、
法
衣
を
着
て
い
る
時

に
呼
び
捨
て
に
さ
れ
た
ら
返
事
を

し
な
い
こ
と
に
し
ま
す
。

決
し
て
、
え
ら
ぶ
っ
て
の
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

信
の
う
へ
は
仏
恩
の

称

名

退
転
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
あ

し
ん

ぶ
っ
と
ん

し
ょ
う
み
ょ
う
た
い
て
ん

る
い
は
心
よ
り
た
ふ
と
く
あ
り
が
た
く
存
ず
る
を
ば
仏
恩
と
思

こ
こ
ろ

ぞ
ん

ぶ
っ
と
ん

お
も

ひ
、
た
だ
念
仏
の
申
さ
れ
候
ふ
を
ば
、
そ
れ
ほ
ど
に
思
は
ざ
る

ね
ん
ぶ
つ

も
う

そ
う
ろ

お
も

こ
と
、
大
き
な
る
誤
り
。
お
の
づ
か
ら
念
仏
の
申
さ
れ
候
ふ
こ

お
お

あ
や
ま

ね
ん
ぶ
つ

も
う

そ
う
ろ

そ
、
仏
智
の
御
も
よ
ほ
し
、
仏
恩
の
称
名
な
れ
と
仰
せ
ご
と
に

ぶ
っ

ち

お
ん

ぶ
っ
と
ん

し
ょ
う
み
ょ
う

お
お

候
ふ
。

そ
う
ろ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
七
十
八
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

「
信
心
を
い
た
だ
い
た
上
は
、
仏
恩
報
謝
の
称
名
を
お
こ
た
る
こ
と

し
ん
じ
ん

う
え

ぶ
っ
と
ん
ほ
う
し
ゃ

し
ょ
う
み
ょ
う

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
心
の
底
か
ら
尊
く

こ
こ
ろ

そ
こ

と
う
と

あ
り
が
た
く
思
っ
て
念
仏
す
る
の
を
仏
恩
報
謝
で
あ
る
と
考
え
、
何
と

お
も

ね
ん
ぶ
つ

ぶ
っ
と
ん
ほ
う
し
ゃ

か
ん
が

な
ん

い
う
思
い
も
な
く
ふ
と
念
仏
す
る
の
を
仏
恩
報
謝
で
な
い
と
考
え
る
の

お
も

ね
ん
ぶ
つ

ぶ
っ
と
ん
ほ
う
し
ゃ

か
ん
が

は
、
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。
自
然
に
念
仏
が
口
に
出
る
こ
と
は
、
仏
の

お
お

あ
や
ま

し

ぜ
ん

ね
ん
ぶ
つ

く
ち

で

ほ
と
け

智
慧
の
う
な
が
し
で
あ
り
、
仏
恩
報
謝
の
称
名
で
あ
る
」
と
、
蓮
如

ち

え

ぶ
っ
と
ん

ほ
う
し
ゃ

し
ょ
う
み
ょ
う

れ
ん
に
ょ

上
人
は
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

し
ょ
う
に
ん

お
お

２３

最
近
の
葬
儀
事
情

二
〇
一
五
年
春
季
彼
岸
会
法
要
の
お
知
ら
せ

日

時

三
月
二
十
一
日

午
前
九
時
三
十
分
〜

会

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

彼
岸
会
法
要
は
金
光
寺
仏
教
婦
人
会
の
例

会
で
す
。
会
員
の
皆
さ
ま
の
ご
参
詣
を
お
願

い
し
ま
す
。

一
般
の
門
信
徒
の
皆
さ
ま
の
ご
参
詣
も
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

法
要
終
了
後
、
仏
教
婦
人
会
の
総
会
を
行

い
ま
す
。

３月の二十四節気と七十二候
（◇は二十四節気・◆は七十二候）

◇ 啓 蟄（けいちつ・３月６日）
土中で冬ごもりしていた生き物たちが目覚め
る頃のこと。

◆ 蟄虫戸を啓く（すごもりのむしとをひらく・
初候・３月５日～９日頃）
土中で冬眠していた虫たちが、暖かい春の
日差しの下に出てき始める頃。

◆ 桃始めて笑う（ももはじめてわらう・次候・
３月１０日～１４日頃）
桃のつぼみが開き、花が咲き始める頃。

◆ 菜虫蝶と化す（なむしちょうとかす・末候・
３月１５日～１９日頃）
厳しい冬を越したさなぎが羽化し、美しい
蝶へと生まれ変わり、羽ばたく頃。

◇ 春 分（しゅんぶん・３月２１日）
昼と夜が同じ長さになる日であり、自然を
たたえ、生物をいつくしむ日とされている。
◆ 雀始めて巣くう（すずめはじめてすくう・
初候・３月２０日～２４日頃）
雀が巣を作り始める頃。

◆ 櫻始めて開く（さくらはじめてひらく・
次候・３月２５日～２９日頃）
全国各地から桜の開花が聞こえてくる頃。

◆ 雷乃声を発す（かみなりのこえをはっす・
末候・３月３０日～４月３日頃）
春の訪れとともに、恵みの雨を呼ぶ雷が遠
くの空で鳴りはじめる頃。


