
世
智
辛
い

せ

ち

が
ら

「
近
年
は
人
の
心
世
智
辛
く
な
り

て
よ
り
」
（
吉
原
雑
和
）

「
世
智
辛
い
」
は
計
算
高
い
、
小

賢
し
い
、
抜
け
目
が
な
い
な
ど
の
意

味
で
す
。

「
世
智
辛
い
世
の
中
だ
」
と
は
、

人
々
が
打
算
的
に
な
っ
て
、
世
渡
り

が
し
に
く
く
な
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

こ
の
「
世
智
」
が
仏
教
語
で
す
。

世
智
は
「
世
間
智
」
と
も
い
い
、
俗

世
間
の
凡
夫
の
知
恵
の
こ
と
で
す
。

そ
こ
か
ら
、
世
才
、
俗
才
、
世
渡
り

の
才
能
の
意
味
と
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。世

渡
り
の
才
能
と
は
、
要
す
る
に
、

抜
け
目
が
な
く
て
、
勘
定
高
い
こ
と

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
現
在
使

わ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
と
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

世
智
賢
い
、
世
智
に
た
け
て
い
る
、

と
い
う
語
句
も
同
じ
意
味
で
す
。

仏
教
で
は
八
難
が
説
か
れ
て
い
ま

す
。
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
法

を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
境
界
が
八

種
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
一
つ

に
「
世
智
弁
聡
」
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
世
俗
に
た
け
て
、
仏
の
正
法
を

信
じ
ら
れ
な
い
人
の
こ
と
で
す
。

あ
ま
り
世
渡
り
の
こ
と
ば
か
り
に

う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
と
、
大
切

な
こ
と
を
見
の
が
し
て
し
ま
い
ま
す

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
）

ひ
と
月
が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ

ま
し
た
。
寺
報
編
集
が
終
わ
り
こ
の

欄
を
書
く
時
は
ほ
っ
と
し
た
思
い
に

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
ま
た

寺
報
編
集
で
思
い
悩
む
月
初
め
が
く

る
ん
で
す
よ
ね
。
本
当
に
ひ
と
月
過

ぎ
る
の
が
早
い
！
▼
し
か
し
、
ひ
と

月
、
一
年
が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ

て
い
る
の
に
齢
を
と
っ
て
い
る
と
い

う
自
覚
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
若

い
頃
の
写
真
を
見
て
、
ふ
さ
ふ
さ
し

黒
い
髪
の
自
分
に
驚
い
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
ん
な
時
、
つ
い
「
こ
ん
な
時

代
が
あ
っ
た
ん
だ
な
ー
」
と
思
い
、

加
齢
を
実
感
し
ま
す
。
▼
先
月
、
高

校
三
年
の
ク
ラ
ス
会
が
あ
り
ま
し
た
。

四
十
年
ぶ
り
に
会
っ
た
同
級
生
と
お

互
い
顔
を
見
合
い
、
「
え
ー
っ
と
誰

だ
っ
け
」
と
心
の
中
で
一
生
懸
命
思

い
出
そ
う
と
す
る
の
で
す
が
、
名
前

が
浮
か
び
ま
せ
ん
。
そ
れ
ほ
ど
、
高

校
時
代
の
姿
か
ら
す
る
と
お
互
い
に

大
き
く
変
貌
し
て
い
ま
し
た
。
▼
で

も
、
あ
っ
と
い
う
間
に
気
持
ち
は
高

校
時
代
に
逆
戻
り
。
昔
話
を
し
な
が

ら
、
「
ま
た
、
元
気
で
会
お
う
ね
」

と
言
葉
を
交
わ
し
ま
し
た
。
再
会
の

時
に
は
す
ぐ
に
思
い
だ
し
て
も
ら
え

る
よ
う
ダ
イ
エ
ッ
ト
を
と
誓
っ
た
こ

と
で
し
た
。
（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ いずれがアヤメか杜若 （中学時代理科で教わりました）

今月のことば

わしひとりをめあての 本願のありがたさ
ほんがん

今月の言葉は花岡大学師（１９０９～１９８
はなおかだいがく

８）の『妙好人 清九郎』からの言葉です。大
みょうこうにん せい く ろう やま

和の清九郎ならばこのように言うであろうとし
と

て花岡師から出た言葉です。視点を変えますと、

花岡師がこの言葉のように本願を感じておられ

たと理解できます。

『無量寿経』には、法蔵菩薩が迷いの衆生を
む りょうじゅきょう ほうぞう ぼ さつ しゅじょう

救いたいとして、二百一十億の浄土を見、五劫
ご こう

という極めて長い間、思惟して四十八の願いを
し ゆい

建てて、兆載永劫にわたってあらゆる修行をし
ちょうさいようごう

て、阿弥陀仏になられたとあります。その四十

八願の根本の願が本願です。いかに立派な浄土

でも誰ひとり往生できなければ、意味がありま

せん。私たちの往生浄土を誓われた願がまさに

根本の願です。本願は四十八願の第十八番目に

ありますので、第十八願ともいいます。その内

容は十方衆生（あらゆる人々）を信心一つで浄
じっぽうしゅじょう

土に往生させて、仏のさとりを得させたいとい

うものです。

もしその本願が友人、知人のために建てられ、

私も友人同様に罪悪深重であるから、友人が救
ざいあくじんじゅう

われたら私も救われるだろうと受け止めたとし

ますと、その本願は依り所にはなりにくくもあ
よ どころ

り、それほどありがたくは感じることはできま

せん。もっとも、友人と同様に私も罪悪深重だ

ということは、自分自身をまじめに見つめる人

には先ずあり得ないことです。私のような愚悪
ま ぐ あく

の凡夫にまではたらきかけて、「あなたが信心
ぼん ぶ

一つで往生しなければ、私は仏のさとりを開か

ない」と誓っていただいたと受けとめられたと

きに、阿弥陀仏が依り所になり、ありがたくも

頼もしくも感じられます。

（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。

◎ ５ 月
２１日（木） 終日

◎ ６ 月
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/

５月７日現在 アクセス数 ７５，７１６人

４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 ４月１７日寂 満８１歳

本屋敷 熊 川 忠 様
２０１５年 ４月２５日寂 満７９歳

東光寺 興 梠 信 義 様

昨
年
、
波
帰
小
高
岩
雄
さ
ん

か
ら
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
ポ
ー

ポ
ー
の
花
を
間
違
え
て
掲
載
し

ま
し
た
。
今
年
も
咲
い
た
と
連

絡
を
い
た
だ
き
、
撮
影
し
ま
し

た
の
で
改
め
て
掲
載
し
ま
す
。
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天
候
不
順
の
四
月
上
・
中
旬
で

し
た
が
、
四
月
下
旬
か
ら
五
月
に

入
り
好
天
に
恵
ま
れ
、
当
山
周
辺

で
も
一
気
に
田
植
え
の
準
備
が
進

ん
で
い
ま
す
。
カ
エ
ル
の
鳴
き
声

が
聞
こ
え
始
め
る
の
も
も
う
す
ぐ

で
す
ね
。

境
内
も
つ
つ
じ
や
え
び
ね
蘭
、

け
い
だ
い

紫
蘭
、
白
蘭
、
ア
ヤ
メ
、
手
ま
り

な
ど
の
花
が
咲
き
誇
り
、
私
た
ち

や
参
詣
の
皆
さ
ん
の
目
を
愛
で
て

く
れ
ま
す
。

◇

◇

二
〇
一
五
（
平
成
二
十
七
）
年

に
入
り
、
五
月
七
日
の
時
点
で
す

で
に
十
人
の
ご
門
徒
さ
ま
が
お
亡

く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
昨
年

は
五
月
終
了
の
時
点
で
九
人
お
亡

く
な
り
で
し
た
の
で
、
昨
年
を
上

回
っ
て
い
ま
す
。

今
年
お
別
れ
を
し
た
方
々
、
そ

れ
ぞ
れ
尊
い
お
導
き
、
教
え
を
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
四
月
二
十
五

日
と
五
月
一
日
に
お
亡
く
な
り
に

な
ら
れ
た
方
は
特
に
私
た
ち
の
命

は
「
は
か
な
い
も
の
・
ま
ぼ
ろ
し

の
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を

如
実
に
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

お
二
人
と
も
お
亡
く
な
り
に
な
ら

れ
る
直
前
ま
で
お
仕
事
を
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
突
然
、
お
体
に
変

調
を
き
た
さ
れ
娑
婆
の
縁
尽
き
て

し

ゃ

ば

ご
往
生
な
さ
い
ま
し
た
。

蓮
如
上
人
は
『
御
文
章
』
「
白

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

ぶ
ん
し
ょ
う

は
っ

骨
章
」
に

こ
つ
し
ょ
う

そ
れ
、
人
間
の
浮
生
な
る
相

に
ん
げ
ん

ふ

し
ょ
う

そ
う

を
つ
ら
つ
ら
観
ず
る
に
、
お
ほ

か
ん

よ
そ
は
か
な
き
も
の
は
こ
の
世よ

の
始

中

終
、
ま
ぼ
ろ
し
の
ご
と

し

ち
ゅ
う
じ
ゅ
う

く
な
る
一
期
な
り
。

い
ち

ご

（

中

略

）

さ
れ
ば
人
間
の
は
か
な
き
こ
と

に
ん
げ
ん

は
老
少
不
定
の
さ
か
ひ
な
れ
ば
、

ろ
う
し
ょ
う

ふ

じ
ょ
う

た
れ
の
人
も
は
や
く
後
生
の
一

ひ
と

ご

し
ょ
う

い
ち

大
事
を
心
に
か
け

だ
い

じ

こ
こ
ろ

て
、
阿
弥
陀
仏
と

あ

み

だ

ぶ
つ

ふ
か
く
た
の
み
ま

ゐ
ら
せ
て
、
念
仏

ね
ん
ぶ
つ

申
す
べ
き
も
の
な

も
うり

。

と
、
私
た
ち
の
命
は
ま
ぼ
ろ
し
の

よ
う
な
も
の
、
私
た
ち
の
命
は
か

な
い
こ
と
は
年
を
と
っ
て
い
る
と

か
若
い
と
か
は
関
係
な
い
と
お
示

し
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。

お
葬
式
の
後
の
還
骨
法
要
で
何

か
ん
こ
つ

度
も
拝
読
し
、
我
が
耳
で
何
度
も

聞
い
て
い
る
「
白
骨
章
」
な
の
で

す
が
、
娑
婆
の
縁
必
ず
尽
き
る
こ

と
、
命
は
か
な
き
は
老
少
不
定
で

あ
る
こ
と
を
人
ご
と
と
し
て
し
か

聞
い
て
い
な
い
自
分
で
あ
っ
た
と

教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
し
た
。

◇

◇

し
か
し
、
そ
ん
な
さ
だ
め
の
私

た
ち
の
身
を
案
じ
て
く
だ
さ
る
阿

弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
を
親
鸞
聖
人

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

は
『
高
僧
和
讃
』
「
天
親
讃
」
に

こ
う
そ
う

わ

さ
ん

て
ん
じ
ん
さ
ん

本
願
力
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば

ほ
ん
が
ん
り
き

む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き

功
徳
の
宝
海
み
ち
み
ち
て

く

ど
く

ほ
う
か
い

煩
悩
の
濁
水
へ
だ
て
な
し

ぼ
ん
の
う

じ
ょ
く
し
い

と
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
力
に
出

遇
え
た
ら
む
な
し
く
過
ぎ
て
い
く

あ人
は
い
ま
せ
ん
よ
、
阿
弥
陀
さ
ま

の
功
徳
は
宝
の
海
の
ご
と
く
私
た

ち
の
身
に
み
ち
て
、
煩
悩
に
汚
れ

た
水
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
い
て

も
へ
だ
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
必

ず
お
浄
土
に
救
い
、
さ
と
り
の
智ち

慧
を
与
え
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
お

え示
し
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。

突
然
の
ご
往
生
で
し
た
が
、
本

願
力
に
遇
い
、
む
な
し
く
過
ぎ
る

こ
と
な
い
念
仏
、
無
礙
の
一
道
の

む

げ

い
ち
ど
う

人
生
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

あ
る
人
い
は
く
、
前
々
住
上
人
（
蓮
如
）
の
御
時
、
南
殿
と
や

ひ
と

ぜ
ん
ぜ
ん
じ
ゅ
う
し
ょ
う
に
ん

れ
ん
に
ょ

お
ん
と
き

み
な
み
ど
の

ら
ん
に
て
、
人
、
蜂
を
殺
し
候
ふ
に
、
思
ひ
よ
ら
ず
念
仏
申
さ

ひ
と

は
ち

こ
ろ

そ
う
ろ

お
も

ね
ん
ぶ
つ

も
う

れ
候
ふ
。
そ
の
時
な
に
と
思
う
て
念
仏
を
ば
申
し
た
る
と
仰
せ

そ
う
ろ

と
き

お
も

ね
ん
ぶ
つ

も
う

お
お

ら
れ
候
へ
ば
、
た
だ
か
は
い
や
と
存
ず
る
ば
か
り
に
て
申
し
候

そ
う
ら

ぞ
ん

も
う

そ
う
ろ

ふ
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
仰
せ
ら
れ
候
ふ
は
、
信
の
う
へ
は
、
な

も
う

お
お

そ
う
ろ

し
ん

に
と
も

あ
れ
、

念
仏
申

す
は
報

謝
の
義

と
存
ず

べ
し
。

み
な

ね
ん
ぶ
つ

も
う

ほ
う
し
ゃ

ぎ

ぞ
ん

仏
恩
に
な
る
と
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。

ぶ
っ
と
ん

お
お

そ
う
ろ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
八
十
）

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
が
ご
存
命
の
こ
ろ
、
山
科
本
願
寺
の
南
殿
で
あ
っ
た
で

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ぞ
ん
め
い

や
ま
し
な
ほ
ん
が
ん

じ

な
ん
で
ん

し
ょ
う
か
、
あ
る
人
が
蜂
を
殺
し
て
し
ま
っ
て
、
思
わ
ず
念
仏
を
称
え

ひ
と

は
ち

こ
ろ

お
も

ね
ん
ぶ
つ

と
な

ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
上
人
が
、
〈
あ
な
た
は
今
ど
ん
な
思
い
で
念
仏

し
ょ
う
に
ん

い
ま

お
も

ね
ん
ぶ
つ

を
称
え
た
の
か
〉
と
、
お
尋
ね
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
人
は
、
〈
か

と
な

た
ず

ひ
と

わ
い
そ
う
な
こ
と
だ
と
、
た
だ
そ
れ
だ
け
を
思
っ
て
称
え
ま
し
た
〉
と

お
も

と
な

答
え
ま
し
た
。
す
る
と
上
人
は
、
〈
信
心
を
い
た
だ
い
た
上
は
、
ど
の

こ
た

し
ょ
う
に
ん

し
ん
じ
ん

う
え

よ
う
で
あ
っ
て
も
、
念
仏
を
称
え
る
の
は
仏
恩
報
謝
の
意
味
で
あ
る
と

ね
ん
ぶ
つ

と
な

ぶ
っ
と
ん
ほ
う
し
ゃ

い

み

思
い
な
さ
い
。
信
心
を
い
た
だ
い
た
上
で
の
念
仏
は
、
す
べ
て
仏
恩
報

お
も

し
ん
じ
ん

う
え

ね
ん
ぶ
つ

ぶ
っ
と
ん
ほ
う

謝
に
な
る
の
で
あ
る
〉
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
」
と
、
こ
の
よ
う
な
こ

し
ゃ

お
お

と
を
伝
え
た
人
が
い
ま
し
た
。
。

つ
た

ひ
と

２３

本
願
力
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば第３６回 高千穂組

仏教女性の集い（案内）

と き 平成２７年６月１４日（日）
午前８時３０分から受付

ところ 高千穂町自然休養村管理センター

講 師 鹿児島教区善福寺住職
浄土真宗本願寺派布教使

長 倉 伯 博 師

法 題 「ベッドサイドに僧侶が
いる風景」

～緩和ケアに参加している
僧侶の経験から～

参加費 １３００円（資料・昼食代）

持参品 念珠・経本・門徒式章・お茶

担当寺 三田井 浄光寺

その他 参加希望の仏教婦人会会員の
方は地区連絡員に参加費を添え
てお申し込みください。

５月の二十四節気と七十二候
（◇は二十四節気・◆は七十二候）

◇ 立 夏（りっか・５月６日）
さわやかな五月晴れの空に、こいのぼりが気
持ちよさそうに泳ぐ。
◆ 蛙始鳴（かわずはじめてなく・初候・５月
６日～１０日頃）
春先に冬眠から目覚めた蛙がウォーミング
アップを終え、元気に活動し始める頃。

◆ 蚯蚓出（みみずいでる・次候・５月１１日
～１５日頃）
冬眠していたミミズが土の中から出てくる
頃。

◆ 竹笋生（たけのこしょうず・末候・５月
１６日～２０日頃）
筍がひょっこり顔を出す頃。

◇ 小 満（しょうまん・５月２１日）
あらゆる生命が満ち満ちていく時期のこと。
◆ 蚕起食桑（かいこおきてくわをはむ・初候・

５月２１日～２５日頃）
蚕が、桑の葉をたくさん食べて成長する頃。

◆ 紅花栄（べにはなさかう・次候・５月２６
日～３１日頃）
あたり一面に紅花が咲く頃。

◆ 麦秋至（むぎのあきいたる・末候・６月１
日～５日頃）
麦が熟し、たっぷりと金色の穂をつける頃。


