
世

間

せ

け
ん

「
渡
る
世
間
に
鬼
は
な
し
」

「
世
間
は
広
い
よ
う
で
狭
い
」

「
世
間
の
口
に
戸
は
立
て
ら
れ
ぬ
」

「
世
間
様
に
申
し
訳
が
立
た
な
い
」

「
世
間
体
を
気
に
す
る
」

「
世
間
話
に
打
ち
興
じ
る
」

「
世
間
知
ら
ず
」

「
世
間
並
み
に
し
て
ほ
し
い
」

も
う
こ
の
辺
で
や
め
ま
し
ょ
う
。

と
に
か
く
、
仏
教
語
「
世
間
」
は
、

こ
の
よ
う
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
ま

す
。仏

教
で
は
、
山
と
か
川
と
か
国
土

と
し
て
の
世
間
（
器
世
間
と
い
い
ま

す
）
と
、
そ
こ
に
住
む
生
命
あ
る
も

の
と
し
て
の
世
間
（
衆
生
世
間
と
か

有
情
世
間
と
い
い
ま
す
）
を
二
種
世

間
と
い
い
、
さ
ら
に
、
五
蘊
（
ご
う

ん
）
世
間
を
加
え
て
三
種
世
間
と
も

呼
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
生
命
あ

る
も
の
同
士
が
相
依
っ
て
生
活
す
る

境
界
を
い
っ
た
言
葉
で
す
。

こ
の
よ
う
な
境
界
は
、
現
実
の
こ

の
世
の
こ
と
で
す
か
ら
俗
世
間
で
す

が
、
そ
こ
を
超
越
し
た
仏
さ
ま
の
境

界
は
出
世
間
と
い
い
ま
す
。
世
に
出

て
立
派
な
地
位
や
身
分
に
な
る
こ
と

を
「
出
世
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の

出
世
は
出
世
間
を
略
し
た
言
葉
で
す
。

あ
ま
り
世
間
体
ば
か
り
気
に
し
て

い
る
と
、
世
間
を
狭
く
し
て
、
出
世

し
ま
せ
ん
よ
。

（
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
）

先
月
号
二
ペ
ー
ジ
に
書
い
た
「
私

の
衣
を
着
た
時
の
呼
称
」
に
つ
い
て

い
ろ
い
ろ
と
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
私
は
呼
び
捨
て
に
さ
れ
る
方

を
特
定
す
る
た
め
に
書
い
た
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
だ
れ
だ
ろ
う
か
と
詮

索
さ
れ
る
方
も
あ
る
よ
う
で
、
そ
う

い
う
面
か
ら
は
申
し
訳
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
地
区
名
を
書
く
か
ら
い

け
な
い
と
の
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

地
区
名
を
書
か
な
い
と
呼
び
捨
て
に

さ
れ
る
ご
本
人
に
お
気
づ
き
い
た
だ

け
な
い
か
ら
書
い
た
も
の
で
す
。
あ

く
ま
で
、
ご
本
人
に
お
気
づ
き
い
た

だ
き
た
か
っ
た
の
で
す
。
▼
暖
か
か
っ

た
の
に
寒
が
戻
り
、
朝
の
梵
鐘
つ
き

が
お
っ
く
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

冬
本
番
の
時
期
は
手
袋
を
し
、
マ
フ

ラ
ー
を
し
て
鐘
つ
き
に
出
て
い
ま
し

た
が
、
今
は
手
袋
も
マ
フ
ラ
ー
も
し

ま
せ
ん
。
一
時
的
な
寒
の
戻
り
だ
と

そ
ん
な
こ
と
で
気
づ
く
こ
と
で
す
。

▼
二
ペ
ー
ジ
に
境
内
は
百
花
繚
乱
と

書
き
ま
し
た
が
、
花
だ
け
が
育
っ
て

い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
趣

味
「
草
引
き
」
の
相
手
、
雑
草
も
着

実
に
育
ち
、
増
え
て
い
ま
す
。
す
で

に
草
引
き
を
始
め
ま
し
た
。
寺
報
も

完
成
し
た
し
、
明
日
か
ら
は
本
格
的

に
戦
い
ま
す
。
（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 稚児行列で法要デビューしました（４月５日・浄専寺にて）

今月のことば

出会わねばならない ただひとりの人がいる
で あ ひと

それは私自身
わたしじ し ん

廣瀬杲師（１９２４～２０１１）は「私自身」
ひろ せ たかし ヽ ヽ ヽ

との出会いについて、次のように述べられます。

眼が眼自身を見ることができないように、人

間は人間自身の正体を知ることができません。

しかし知る能力を持った人間は、人間自身の正

体を知らないままで過ごすことはできません。

では何が人間自身の正体を知らせるのかといえ

ば、如来よりたまわった信心の智慧であるとさ
にょらい しんじん ち え

れ、この信心の智慧によって自分自身の正体を

知らされることが自分自身との出会いであると

されます。また自分自身と出会って掛け値なし
か ね

の自分が知らされ、そのことにうなずいて生き

ることが救いであるといわれます。それは縁に

会った事実を受けとめて生きることであるとい

われます。

阿弥陀仏が私たちに回向された信心は、阿弥
え こう

陀仏の智慧です。それを親鸞聖人は信心の智慧

といわれました。これは信心の一部が智慧とい

う意味ではなく、信心イコール智慧という関係

の信心です。『正像末和讃』には、
しょうぞうまつ わ さん

智慧の念仏うることは

法蔵願力のなせるなり
ほうぞう がんりき

信心の智慧なかりせば

いかでか涅槃をさとらまし
ね はん

（『注釈版聖典』６０６頁）
ちゅうしゃく ばん せいてん

とあります。

私を往生に導く智慧の念仏は、法蔵菩薩の本

願力によって与えられたものです。信心も同様

です。その信心は、仏の智慧です。智慧である

から涅槃のさとりにいたることを述べています。

信心の智慧に照らされるから私自身のすがたが

わかり、私の依るべき道がわかります。
よ

（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。

◎ ４ 月
２５日（土） 午後
２６日（日） 午前

◎ ５ 月
２１日（木） 終日

◎ ６ 月
１３日（土） 午後
１４日（日） 終日

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/

４月９日現在 アクセス数 ７５，６１７人

３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 ３月 ２日寂 満９５歳

祇園町 八 鞍 トシ子 様
２０１５年 ３月１８日寂 満８２歳

波 帰 野 山 淺 平 様
２０１５年 ３月２１日寂 満７０歳

折 立 菊 地 國 夫 様
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今
月
七
日
、
隣
保
班
（
寺
村
組
）

の
花
見
を
し
ま
し
た
。

当
初
、
見
頃
は
十
日
く
ら
い
に

な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
四
日
が
あ
ま
り
に
暖
か
く

な
り
、
朝
、
四
分
咲
き
だ
っ
た
の

が
夕
方
は
ほ
ぼ
満
開
状
態
に
な
り

ま
し
た
。
翌
五
日
は
未
明
に
雷
が

な
り
、
雨
が
激
し
く
降
る
状
況
。

桜
も
散
り
始
め
あ
わ
て
て
の
花
見

と
な
り
ま
し
た
。

松
若
丸
（
親
鸞
聖
人
の
幼
名
）

さ
ま
が
得
度
式
（
出
家
の
儀
式
）

の
際
に
作
ら
れ
た
辞
世
の
お
歌

明
日
あ
り
と

思
う
心
の
あ
だ
桜

夜
半
に
嵐
の

吹
か
ぬ
も
の
か
は

を
思
い
出
し
、
あ
や
う
く
花
見
が

で
き
な
く
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と

思
っ
た
こ
と
で
し
た
。

モ
ク
レ
ン
や
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
も
咲

き
始
め
、
境
内
は
百
花
繚
乱
の
様

相
で
す
。

そ
ん
な
中
、
三
ケ
所
浄
専
寺
の

前
住
職
寺
本
哲
郎
師
が
同
じ
く
四

月
七
日
満
八
十
六
歳
を
一
期
と
し

て
ご
往
生
な
さ
い
ま
し
た
。
私
の

結
婚
の
際
、
媒
酌
人
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
折
に
ふ
れ

て
僧
侶
と
し
て
歩
む
べ
き
道
を
お

示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
住
職
と

し
て
、
僧
侶
と
し
て
、
人
と
し
て

生
き
て
い
る
お
姿
で
私
を
指
導
し

て
く
だ
さ
っ
た
先
生
と
の
別
れ
は

残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
開
教
使
、

浄
専
寺
第
十
六
代
住
職
と
し
て
、

僧
侶
と
し
て
浄
土
真
宗
の
布
教
伝

道
を
つ
と
め
ら
れ
、
多
く
の
念
仏

者
を
お
育
て
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
宮
崎
県
の
教
職
員
と
し

て
た
く
さ
ん
の
教
え
子
を
立
派
な

社
会
人
と
し
て
社
会
に
送
り
出
さ

れ
ま
し
た
。

五
ヶ
瀬
町
の
教
育
長
と
し
て
も

活
躍
さ
れ
、
教
育
行
政
の
面
で
も

素
晴
ら
し
い
足
跡
を
残
さ
れ
ま
し

た
。趣

味
の
面
で
は
、
写
真
撮
影
で

多
く
の
美
術
展
で
入
選
さ
れ
、
宮

崎
県
は
も
と
よ
り
県
外
で
も
そ
の

名
を
と
ど
ろ
か
せ
ら
れ
ま
し
た
。

恩
厚
で
誠
実
な
お
人
柄
、
温
か

さ
、
優
し
さ
を
感
じ
る
先
生
の
笑

顔
を
も
う
拝
見
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
先
生
か
ら
賜
っ

た
尊
い
多
く
の
教
え
、
言
葉
、
温

も
り
、
優
し
さ
は
無
く
な
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
は
還
相
の
菩
薩
と
し

て
お
導
き
を
下
さ
い
と
念
ず
る
こ

と
で
す
。

人
は
去
り
て
も

優
し
さ
は
残
る

人
は
去
り
て
も

温
も
り
は
残
る

人
は
去
り
て
も

言
葉
は
残
る

そ
の
人
は

合
わ
す
手
に
帰
り
く
る

同
じ
念
仏
に

生
か
さ
れ
る
よ
ろ
こ
び

満
八
十
六
歳
の
先
生
の
人
生
を

お
偲
び
申
し
あ
げ
、
善
知
識
と
し

て
、
人
生
の
師
と
し
て
の
尊
い
お

導
き
に
感
謝
し
お
念
仏
申
し
あ
げ

ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏南

無
阿
弥
陀
仏
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

蓮
如
上

人
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
信
の
う
へ
は
、
た
ふ
と
く
思
ひ

れ
ん
に
ょ

し
ょ
う
に
ん
お
お

そ
う
ろ

し
ん

お
も

て
申
す
念
仏
も
、
ま
た
ふ
と
申
す
念
仏
も
仏
恩
に
そ
な
は
る
な

も
う

ね
ん
ぶ
つ

も
う

ね
ん
ぶ
つ

ぶ
っ
と
ん

り
。
他
宗
に
は
親
の
た
め
、
ま
た
な
に
の
た
め
な
ん
ど
と
て
念

た

し
ゅ
う

お
や

ね
ん

仏
を
つ
か
ふ
な
り
。
聖
人
（
親
鸞
）
の
御
一
流
に
は
弥
陀
を
た

ぶ
つ

し
ょ
う
に
ん

し
ん
ら
ん

ご

い
ち
り
ゅ
う

み

だ

の
む
が

念
仏
な

り
。
そ

の
う
へ

の
称
名

は
、
な

に
と
も

あ
れ

ね
ん
ぶ
つ

し
ょ
う
み
ょ
う

仏
恩
に
な
る
も
の
な
り
と
仰
せ
ら
れ
候
ふ
云
々
。

ぶ
っ
と
ん

お
お

そ
う
ろ

う
ん
ぬ
ん

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
七
十
九
）

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
「
信
心
を
い
た
だ
い
た
上
は
、
尊
く
思
っ
て
称
え
る
念

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

し
ん
じ
ん

う
え

と
う
と

お
も

と
な

ね
ん

仏
も
、
ま
た
ふ
と
称
え
る
念
仏
も
、
と
も
に
仏
恩
報
謝
に
な
る
の
で
あ

ぶ
つ

と
な

ね
ん
ぶ
つ

ぶ
っ
と
ん
ほ
う
し
ゃ

る
。
他
宗
で
は
、
亡
き
親
の
追
善
供
養
の
た
め
、
あ
る
い
は
ま
た
、
あ

た

し
ゅ
う

な

お
や

つ
い
ぜ
ん

く

よ
う

れ
の
た
め
こ
れ
の
た
め
な
ど
と
い
っ
て
、
念
仏
を
さ
ま
ざ
ま
に
使
っ
て

ね
ん
ぶ
つ

つ
か

い
る
。
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
お
い
て
は
、
弥
陀
を
信
じ

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

お
し

み

だ

し
ん

お
ま
か
せ
す
る
の
が
念
仏
な
の
で
あ
る
。
弥
陀
を
信
じ
た
上
で
称
え
る

ね
ん
ぶ
つ

み

だ

し
ん

う
え

と
な

念
仏
は
、
ど
の
よ
う
で
あ
れ
、
す
べ
て
仏
恩
報
謝
に
な
る
の
で
あ
る
」

ね
ん
ぶ
つ

ぶ
っ
と
ん
ほ
う
し
ゃ

と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

お
お

２３

寺
本
哲
郎
師

逝
く

初 参 式 で 参 詣

４月４日、本年３月４日生れ新野
翔太郎くん（勝也・奈菜子ご夫妻長
男）がご両親、両家おじいさん、お
ばあさんと共に初参式に来てくれま
した。
仏の子として健やかなる成長をお

念じ申し上げます。

４月の二十四節気と七十二候
（◇は二十四節気・◆は七十二候）

◇ 清 明（せいめい・４月５日）
花が咲き、蝶が舞い、空は青く澄み渡り爽や
かな風が吹く頃のこと。
◆ 玄鳥至（つばめきたる・初候・４月５日～
９日頃）冬の間、東南アジアの島々で過ご
していたツバメが海を渡って日本にやって
来る頃。

◆ 鴻雁北（こうがんかえる・次候・４月１０
日～１４日頃）冬の間日本で過ごした雁が
シベリアへと帰っていく頃。

◆ 虹始見（にじはじめてあらわる・末候・４
月１５日～１９日頃）春が深くなるにつれ、
空気が潤い、虹がみることができる。

◇ 穀 雨（こくう・４月２０日）
天からの贈り物でもある恵みの雨が、しっと
りと降り注いでいる頃。
◆ 葭始生（あしはじめてしょうず・初候・４
月２０日～２４日頃）水辺の葭が芽吹き始
め、山の植物や野の植物が翠一色に輝き始
める頃。

◆ 霜止出苗（しもやみてなえいずる・次候・
４月２５日～３０日頃）暖かくなり、霜も
降らなくなり、苗がすくすくと育つ頃。

◆ 牡丹華（ぼたんはなさく・末候・５月１日
～５日頃）百花の王である牡丹が開花し始
める頃。


