
大

衆

た
い

し
ゅ
う

大
衆
小
説
、
大
衆
闘
争
、
大
衆
食

堂
、
大
衆
酒
場
な
ど
、
一
時
は
「
大

衆
○
○
」
が
は
や
り
ま
し
た
。

挙
句
の
果
て
に
「
い
か
に
も
一
般

大
衆
の
喜
び
そ
う
な
」
と
い
う
コ
マ
ー

シ
ャ
ル
ま
で
流
れ
ま
し
た
。

仏
教
で
は
、
「
大
衆
」
は
ダ
イ
シ
ュ

と
読
み
、
大
勢
の
人
び
と
の
集
団
、

多
勢
の
仲
間
、
特
に
、
出
家
修
行
者

で
あ
る
比
丘
の
集
団
を
い
い
ま
し
た
。

お
釈
迦
さ
ま
が
入
滅
し
た
後
、
百

年
ほ
ど
の
頃
、
仏
教
教
団
は
、
戒
律

を
あ
く
ま
で
厳
守
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
保
守
伝
統
主
義
的
な
僧
た
ち
と
、

こ
れ
に
反
対
す
る
革
新
的
寛
容
的
な

修
行
僧
グ
ル
ー
プ
と
に
分
裂
し
ま
し

た
。
い
わ
ゆ
る
根
本
分
裂
で
す
。

前
者
を
上
座
部
と
い
う
の
に
対
し
、

後
者
を
大
衆
部
と
い
い
ま
し
た
。

大
衆
は
そ
の
ほ
か
、
天
台
宗
で
は

教
団
の
構
成
員
で
あ
る
学
生
の
こ
と

を
、
禅
で
は
修
行
僧
の
こ
と
を
い
う

よ
う
で
す
。

こ
の
語
が
や
が
て
、
多
数
の
人
、

民
衆
の
意
味
で
一
般
に
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
後
に
は
、
労
働

者
・
農
民
な
ど
の
一
般
勤
労
階
級
を

い
う
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
。

五
月
一
日
は
メ
ー
デ
ー
で
す
。
大

衆
の
力
は
い
か
が
で
す
か
。

（
本
願
寺
出
版
社
発
行

辻
本
敬
順
著

「
仏
教
用
語
豆
辞
典
一
〇
〇

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ⅱ
」
か
ら
）

表
紙
の
写
真
如
何
で
す
か
？
先
月

十
三
日
、
鞍
岡
中
学
校
最
後
の
体
育

祭
に
行
き
ま
し
た
。
こ
れ
で
最
後
か

と
思
う
と
何
と
も
言
え
な
い
想
い
が

わ
き
起
こ
り
ま
し
た
。
来
年
か
ら
は

こ
の
生
徒
の
喚
声
を
聞
く
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
あ
ら
た
め
て
、
母
校
が

無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
の

厳
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
▼
在
校
生

の
保
護
者
の
皆
さ
ん
は
も
っ
と
辛
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
来
年
二
月
二
十

日
に
行
わ
れ
る
閉
校
式
に
向
け
て
の

準
備
を
粛
々
と
進
め
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
卓
郎
さ
ん
、
閉
校
式
が
近
づ
く
に

つ
れ
て
閉
校
す
る
と
い
う
こ
と
が
だ

ん
だ
ん
実
感
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
ま
す
」
と
の
お
声

も
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
▼

鞍
岡
中
学
校
最
後
の
生
徒
た
ち
に
は

残
り
少
な
い
日
々
を
有
意
義
に
、
大

切
に
過
ご
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
一

コ
マ
一
コ
マ
、
一
瞬
一
瞬
が
心
に
残

る
も
の
に
な
り
ま
す
よ
う
に
と
切
に

願
う
ば
か
り
で
す
。
▼
多
く
の
卒
業

生
の
参
加
の
も
と
、
在
校
生
と
一
緒

に
閉
校
式
で
声
高
ら
か
に
校
歌
を
斉

唱
し
た
い
も
の
で
す
。
「

鞍
岡
中

学

わ
が
母
校

集
う
若
人

誇
ら

か
に

♪

」
と
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 鞍中最後の体育祭 応援にも熱が入ります （９月１３日撮影）

今月のことば

世俗の論理の 行き詰まることを 教えるのが仏法
せ ぞく ろん り い づ おし ぶっぽう

世俗の論理とは、私たちの日常生活での論理

ということです。では、仏教は何を課題とする

教えなのでしょうか。

老・病・死は、私たちにとって代表的な不幸

です。なぜなら私たちが社会で築き上げてきた

財産や地位や名誉など、あらゆるものを根こそ

ぎ損ねてしまうからです。そうした不安定なも

のは、私たちの究極的依り所にはなり得ません。
よ どころ

ところが私たちは、老・病・死の厳しい現実に、

なかなか心を向けることができません。「私が、

私が」と他人を押しのけ、ようやく望みを叶え
かな

ても、世俗の論理の中で得た幸せは、老・病・

死によって、結局は失われてしまいます。

仏教は、煩悩に根ざす世俗の論理を明らかに
ぼんのう

し、それを乗り越えていく教えなのです。

阿弥陀如来は、私たちが根深い煩悩を抱えて

いることを見抜いておられます。そして、世俗

の論理の中で苦悩を深める私たちこそ、救わず

にはおれないとはたらいてくださっています。

私たちは底なしの愚かさを抱えています。そ

のような愚者に向けられた「南無阿弥陀仏」を
ぐ し ゃ

依り所として生きるよりほかありません。阿弥

陀如来の智慧と慈悲が込められたお名号「南無
ち え じ ひ みょうごう

阿弥陀仏」は、世俗の論理が行き詰まることを

私たちに知らせるはたらきです。そして世俗の

論理に迷う私たちを救おうとする、真実の喚び
よ

声であるのです。

世俗の論理に合わせ、都合よく仏法を受け止

めるのではなく、仏法を中心に、仏法に合わせ

て世俗での生き方を考え直さなければなりませ

ん。

（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。

２０１６（平成２８）年

◎ １ 月

２９日（金） 終日

◎ ２ 月

２０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/

10月５日現在 アクセス数 ７６，３６３人
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十
月
に
入
り
、
め
っ
き
り
秋
ら

し
く
な
り
ま
し
た
。
空
気
は
澄
ん

で
き
た
し
、
朝
夕
は
気
温
も
下
が

り
、
稲
穂
も
色
づ
き
こ
う
べ
を
垂

れ
て
、
す
で
に
米
刈
り
が
終
わ
っ

た
所
も
あ
る
し
、
こ
れ
か
ら
米
刈

り
が
本
格
的
に
な
り
ま
す
。

当
山
も
今
月
下
旬
か
ら
は
秋
参

り
を
始
め
ま
す
。
来
月
は
恩
講
も

始
ま
り
ま
す
。
十
二
月
の
報
恩
講

に
向
け
て
徐
々
に
準
備
を
し
な
が

ら
、
寒
い
鞍
岡
の
冬
に
向
け
て
、

一
歩
一
歩
、
歩
を
進
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

寒
い
冬
は
い
や
だ
け
ど
、
「
冬

来
た
り
な
ば
、
春
遠
か
ら
じ
」
と

思
い
、
一
日
一
日
を
過
ご
し
た
い

も
の
で
す
。

◇

◇

大
学
で
仏
教
を
学
び
始
め
て
、

最
初
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
が
、

生
・
老
・
病
・
死
（
四
苦
）
の
根

し
ょ
う

ろ
う

び
ょ
う

し

し

く

本
苦
と
愛
別
離
苦
・
怨
憎
会
苦
・

あ
い
べ
つ

り

く

お
ん
ぞ
う

え

く

求
不
得
苦
・
五
蘊

盛

苦
の
四
苦
、

ぐ

ふ

と
っ

く

ご

う
ん
じ
ょ
う

く

併
せ
て
四
苦
八
苦
で
し
た
。

お
釈
迦
さ
ま
は
こ
の
よ
う
な
苦

か
ら
抜
け
出
し
楽
を
受
け
る
、
あ

る
い
は
迷
い
を
転
じ
て
悟
り
を
開

い
て
い
く
道
を
説
い
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

住
職
と
し
て
一
寺
を
あ
ず
か
り
、

僧
侶
と
し
て
の
活
動
を
し
て
い
る

と
、
い
ろ
い
ろ
な
ご
縁
を
い
た
だ

き
ま
す
が
、
一
番
多
い
の
は
愛
別

離
苦
の
苦
し
み
を
受
け
ら
れ
て
い

る
姿
に
出
会
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

先
月
も
そ
ん
な
ご
縁
に
出
遇
い

ま
し
た
。
ご
家
族
三
人
で
お
住
ま

い
の
お
宅
で
起
こ
っ
た
悲
し
い
お

別
れ
。
た
っ
た
一
人
の
お
子
さ
ま

が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
伯
母
の
葬
儀
で
山
口
県
に

行
き
、
帰
り
の
車
中
で
連
絡
を
受

け
ま
し
た
。
予
定
さ
れ
た
葬
儀
当

日
に
当
山
の
総
代
会
を
設
定
し
て

い
た
た
め
、
葬
儀
が
で
き
る
か
は
っ

き
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
帰

宅
後
、
総
代
さ
ん
た
ち
に
連
絡
を

取
り
、
何
と
か
予
定
さ
れ
た
日
に

葬
儀
を
お
受
け
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
電
話
で
葬
儀
は
予
定

通
り
の
日
で
行
え
る
こ
と
、
臨
終

勤
行
は
明
朝
う
か
が
う
旨
の
連
絡

を
し
た
の
で
す
が
、
電
話
に
出
ら

れ
た
お
母
さ
ま
は
お
声
の
様
子
か

ら
と
て
も
悲
し
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ

る
よ
う
で
し
た
。

臨
終
勤
行
、
お
通
夜
と
故
人
を

お
送
り
す
る
一
連
の
仏
事
を
つ
と

め
て
、
葬
儀
当
日
を
迎
え
ま
し
た
。

葬
場
勤
行
も
終
え
、
い
よ
い
よ
、

出
棺
の
時
を
迎
え
ま
し
た
。
し
か

し
、
お
母
さ
ま
が
棺
か
ら
お
離
れ

に
な
ら
ず
、
お
子
さ
ま
の
名
前
を

呼
び
な
が
ら
「
ご
め
ん
ね
ー
。
行

か
ん
で
ー
。
」
と
言
い
続
け
ら
れ

ま
す
。
周
り
の
人
も
声
を
か
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
と
う
と
う
、

私
が
「
お
母
さ
ん
、
お
子
さ
ま
の

苦
し
み
は
阿
弥
陀
さ
ま
が
し
っ
か

り
受
け
止
め
、
お
子
さ
ま
を
御
手

に
抱
か
れ
て
お
浄
土
へ
お
救
い
下

さ
い
ま
し
た
。
辛
い
で
し
ょ
う
け

ど
、
出
棺
し
ま
し
ょ
う
」
と
お
声

を
か
け
た
こ
と
で
し
た
。

初
七
日
逮
夜
法
要
の
時
に
、
あ

ら
た
め
て
親
鸞
聖
人
の
次
の
ご
和

讃
を
お
届
け
し
、

如
来
の
作
願
を
た
ず
ぬ
れ
ば

に
ょ
ら
い

さ

が
ん

苦
悩
の
有
情
を
捨
て
ず
し
て

く

の
う

う

じ
ょ
う

す

回
向
を
首
と
し
た
ま
ひ
て

え

こ
う

し
ゅ

大
悲
心
を
ば
成
就
せ
り

だ
い

ひ

し
ん

じ
ょ
う
じ
ゅ

苦
悩
の
ふ
ち
に
お
沈
み
だ
っ
た
お

子
さ
ま
の
た
め
に
阿
弥
陀
さ
ま
は

「
必
ず
救
う
、
そ
の
身
を
ま
か
せ

よ
」
の
ご
本
願
、
南
無
阿
弥
陀
仏

の
お
名
号
に
よ
る
救
い
を
完
成
さ

れ
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
、
娑
婆
の
縁

尽
き
た
と
き
に
「
あ
な
た
の
お
か

げ
で
私
も
お
慈
悲
に
出
遇
い
、
お

浄
土
へ
救
わ
れ
て
く
る
こ
と
が
で

き
た
よ
。
あ
り
が
と
う
」
と
ご
挨

拶
し
て
く
だ
さ
い
、
と
お
取
次
申

し
あ
げ
た
こ
と
で
す
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

信
を
と
ら
ぬ
に
よ
り
て
わ
ろ
き
ぞ
。
た
だ
信
を
と
れ
と
仰
せ
ら

し
ん

し
ん

お
お

れ
候
ふ
。
善
知
識
の
わ
ろ
き
と
仰
せ
ら
れ
け
る
は
、
信
の
な
き

そ
う
ろ

ぜ
ん

じ

し
き

お
お

し
ん

こ
と
を
わ
ろ
き
と
仰
せ
ら
る
る
な
り
。
し
か
れ
ば
、
前
々
住
上

お
お

ぜ
ん
ぜ
ん
じ
ゅ
う
し
ょ
う

人
（
蓮
如
）
、
あ
る
人
を
、
言
語
道
断
わ
ろ
き
と
仰
せ
ら
れ
候

に
ん

れ
ん
に
ょ

ひ
と

ご
ん

ご

ど
う
だ
ん

お
お

そ
う
ろ

ふ
と
こ
ろ
に
、
そ
の
人
申
さ
れ
候
ふ
。
な
に
ご
と
も
御
意
の
ご

ひ
と

も
う

そ
う
ろ

ぎ

ょ

い

と
く
と
存
じ
候
ふ
と
申
さ
れ
候
へ
ば
、
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
ふ
つ

ぞ
ん

そ
う
ろ

も
う

そ
う
ら

お
お

そ
う
ろ

と
わ
ろ
き
な
り
。
信
の
な
き
は
わ
ろ
く
は
な
き
か
と
仰
せ
ら
れ

し
ん

お
お

候
ふ
と
云
々
。

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
八
十
六
）

そ
う
ろ

う
ん
ぬ
ん

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
得
て
い
な
い
か
ら
悪
い
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
ま
ず
信
心

し
ん
じ
ん

え

わ
る

し
ん
じ
ん

を
得
な
さ
い
」
と
、
蓮
如
上
人
は
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
上
人
が
悪
い

え

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

お
お

し
ょ
う
に
ん

わ
る

こ
と
だ
と
い
わ
れ
た
の
は
、
信
心
が
な
い
こ
と
を
悪
い
と
い
わ
れ
た
の

し
ん
じ
ん

わ
る

で
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
話
が
あ
り
ま
す
。
上
人
が

つ
ぎ

は
な

し
ょ
う
に
ん

あ
る
人
に
向
か
っ
て
、
「
お
前
ほ
ど
悪
い
も
の
は
い
な
い
。
言
語
道
断

ひ
と

む

ま
え

わ
る

ご
ん

ご

ど
う
だ
ん

だ
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
人
は
、
「
何
ご
と
も
上
人
の
お

お
お

ひ
と

な
に

し
ょ
う
に
ん

心
に
か
な
う
よ
う
に
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の

こ
こ
ろ

お
も

わ
る

で
し
ょ
う
か
。
」
と
お
答
え
し
ま
し
た
。
す
る
と
上
人
は
、
「
ま
っ
た

こ
た

し
ょ
う
に
ん

く
悪
い
。
信
心
が
な
い
の
は
悪
く
は
な
い
の
か
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し

わ
る

し
ん
じ
ん

わ
る

お
お

た
。

２３

苦
悩
の
有
情
を
捨
て
ず
し
て

２０１５（平成２７）年 恩講・秋参り日程（予定）のおしらせ

本年の恩講・秋参りの日程についてお知らせします。
恩講の期日が未定の地区（矢惣園・折立・深谷、倉本、古賀西）は早目に日程の

相談をお願いします。
秋参りは過去の状況を参考に大まかな予定をたてました。あくまでも予定です。

葬儀、仏事や恩講が入りますと日程を変更します。遠方（熊本市、益城町、御船町、
宇城市、高千穂町、延岡市、日向市、宮崎市）と中入・大平、渡瀬、山都町の秋参
りはハガキでお参りの日を連絡します。
お茶の接待はご遠慮申し上げます。

■ 恩講 ■ 秋参り
11月 8日 波帰

9日 広瀬 10月20日 協和・長崎、芋の八重、小切畑
10日 大石の内 21日 祇園町、芋の八重、矢惣園上
12日 小川 22日 丁子、中村、笠部
14日 古賀東 26日 中園、東光寺、寺村
17日 本屋敷 27日 東光寺、寺村、中園
18日 水流・木合屋 28日 予備日
19日 長峯 29日 予備日
20日 揚 11月14日 一の瀬
22日 スクナ原・原尾野
23日 荻原
24日 道の上

12月 4日 荒谷


