
脱

落

だ
つ

ら
く

プ
ロ
野
球
の
ペ
ナ
ン
ト
レ
ー
ス
も

真
夏
の
陣
を
迎
え
、
い
よ
い
よ
優
勝

争
い
も
佳
境
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
も
う
す
で
に
優
勝
戦
線

か
ら
脱
落
し
た
チ
ー
ム
の
フ
ァ
ン
に

は
、
な
ん
と
も
淋
し
い
シ
ー
ズ
ン
に

な
り
そ
う
で
す
ね
。

「
脱
落
」
は
、
文
字
通
り
、
抜
け

落
ち
る
こ
と
で
、
文
章
の
中
の
必
要

な
語
句
や
文
字
が
抜
け
る
こ
と
や
、

一
緒
に
や
っ
て
い
け
な
く
な
っ
て
、

仲
間
か
ら
と
り
残
さ
れ
る
こ
と
を
い

い
ま
す
か
ら
、
あ
ま
り
良
い
意
味
で

は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。

「
脱
落
」
は
も
と
も
と
、
仏
教
、

と
く
に
禅
宗
で
は
よ
く
用
い
ら
れ
る

言
葉
で
「
捨
て
去
る
」
と
い
う
意
味

で
す
。

我
が
捨
て
去
ら
れ
、
と
ら
わ
れ
が

な
く
な
る
こ
と
、
束
縛
が
な
く
な
る

こ
と
を
い
い
ま
す
か
ら
、
「
解
脱
」

と
同
じ
意
味
で
す
。
「
心
身
脱
落
」

と
い
う
語
句
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
脱
落
は
煩
悩
を
払

い
捨
て
去
り
の
境
地
に
入
る
こ
と
を

意
味
す
る
語
で
す
か
ら
、
本
当
は
喜

ば
し
い
こ
と
な
の
で
す
。

優
勝
争
い
か
ら
脱
落
し
た
チ
ー
ム

の
フ
ァ
ン
の
中
に
は
「
ま
あ
、
こ
ん

な
も
の
サ
」
と
、
や
け
に
悟
り
顔
を

し
て
い
る
人
も
い
る
と
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
）

鞍
岡
中
学
校
の
閉
校
式
、
覚
悟
は

し
て
い
ま
し
た
が
や
は
り
つ
ら
く
寂

し
い
も
の
で
し
た
。
特
に
校
旗
返
納

の
際
、
生
徒
か
ら
生
徒
へ
校
旗
が
手

渡
さ
れ
て
い
く
時
、
思
わ
ず
涙
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
周
り
か
ら
も
す
す

り
泣
く
声
が
聞
こ
え
、
い
よ
い
よ
、

母
校
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
な

と
感
じ
た
瞬
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。

母
校
は
無
く
な
り
ま
す
が
、
卒
業
生

の
心
に
は
い
つ
ま
で
も
校
歌
の
最
後

に
あ
る
よ
う
に
「
栄
え
あ
れ
そ
の
名

千
万
代
に
♪
」
と
思
う
こ
と
で
す
。

▼
今
月
九
日
は
私
の
誕
生
日
で
し
た
。

最
近
ま
で
誕
生
日
と
い
う
だ
け
で
特

に
意
識
す
る
こ
と
も
な
い
日
で
し
た

が
、
レ
ミ
オ
ロ
メ
ン
と
い
う
グ
ル
ー

プ
が
「
３
月
９
日
（
さ
ん
が
つ
こ
こ

の
か
）
」
と
い
う
楽
曲
を
リ
リ
ー
ス

し
、
こ
の
曲
が
二
〇
〇
六
年
か
ら
卒

業
ソ
ン
グ
ラ
ン
キ
ン
グ
で
見
事
五
連

覇
を
達
成
、
殿
堂
入
り
し
た
こ
と
を

知
り
、
と
て
も
誇
ら
し
く
思
う
こ
と

の
で
き
る
日
に
な
り
ま
し
た
。
耳
に

し
た
こ
と
も
な
い
曲
だ
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

検
索
し
聞
い
て
み
る
と
耳
に
し
た
こ

と
の
あ
る
曲
で
し
た
。
で
も
、
私
に

は
ラ
ブ
ソ
ン
グ
に
聞
こ
え
る
の
で
す

が
！

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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今月のことば

信心ひとたびおこりなば 煩悩を断たで涅槃あり
しんじん な や み た す く い

三月の法語は「和訳正信偈」の第七首前半で

す。「正信偈」では、

能発一念喜愛心 不断煩悩徳涅槃
のうほつ いちねん き あいしん ふ だんぼんのうとく ね はん

よく一念喜愛の心を発すれば、煩悩を断ぜず
しん ほっ だん

して涅槃を得るなり。
う

という偈文にあたります。
げ もん

私どもは、曠劫のいにしえより迷いの海に
こうごう

浮き沈みを繰り返していて、そこから離脱でき

る縁は全くなかったのです。そのような私ども

に、阿弥陀さまは飽くことなく大慈悲のお育て
あ だい じ ひ

のみ手を差し伸べてくださって、今やっと「他

力の信」に目覚めることができました、という
しん

感動の心が「よく……発す」のご文になってい
ほっ

るのではないか、ということです。「信心ひと

たびおこりなば」にその感動の心がうかがわれ

るでしょう。

そして、「断煩悩」すなわち凡夫が自ら煩悩
だん ぼん ぶ

を断ち切ることは不可能であり、自分の努力で
た

迷いから離脱する道はないということになりま

す。親鸞聖人は、比叡山において二十年もの間、
ひ えいざん

その苦悩の道を歩まれ、絶望に沈まれて法然聖
ほうねん

人を訪ねることになられたのでした。そして、

この絶望に沈む凡夫に代わって、煩悩を断絶す

る「行」が、阿弥陀さまの「五劫思惟の願、兆
ご こう し ゆい がん ちょう

載永劫のご修行」であったこと、その成果が名
さいようごう しゅぎょう みょう

号「南無阿弥陀仏」に凝縮されて「これを受け
ごう

取ってくれよ」と喚びかけられていることを教
よ

えられたのでした。

すなわち、私の方は、煩悩具足のまま、煩悩
ぐ そく

を断つことのできないままでありながら、阿弥

陀さまのおはたらきによって、名号のはたらき

によって、涅槃のさとりを完成（成就）するこ
じょうじゅ

とのできる身となるということなのです。

（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
１５日（火） 終 日
１７日（木） 午前中
２８日（月） 午前中

◎ ４ 月
９日（土） 午 後～

１２日（火）まで

◎ ５ 月
２１日（土） 午 後～

２６日（木）まで

◎ ６ 月
１日（水） 午後～

２日（木） 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/

３月９日現在 アクセス数 ７７，０８４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。
２０１６年 ２月 １日寂 満９９歳
芋の八重 渡 邊 ユ キ 様
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こ
こ
数
日
、
暖
か
い
日
が
続
い

て
い
ま
す
。
今
日
（
八
日
）
の
最

高
気
温
は
二
十
一
度
を
超
え
ま
し

た
。
し
か
し
、
十
一
日
か
ら
は
再

び
最
低
気
温
が
氷
点
下
二
度
く
ら

い
に
な
る
予
報
で
す
。
こ
の
繰
り

返
し
で
本
格
的
な
春
を
迎
え
る
の

で
し
ょ
う
ね
。

「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と

い
い
ま
す
が
、
今
月
十
七
日
か
ら

一
週
間
は
春
の
お
彼
岸
で
す
。
二

十
日
は
お
中
日
。
太
陽
が
真
東
か

ら
昇
り
真
西
に
沈
む
日
。
日
本
人

は
古
来
よ
り
、
陽
が
沈
む
西
方
に

極
楽
浄
土
へ
の
想
い
を
は
せ
て
き

ま
し
た
。

私
事
で
す
が
、
前
住
職
（
父
）

は
祥
月
命
日
が
三
月
十
八
日
で
す
。

春
彼
岸
期
間
中
の
往
生
で
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
春
彼

岸
を
迎
え
る
と
父
を
思
い
出
し
ま

す
。
今
年
は
父
の
十
三
回
忌
を
迎

え
ま
し
た
。
少
し
早
か
っ
た
の
で

す
が
、
今
月
四
日
に
法
要
を
営
ん

だ
後
、
叔
父
夫
婦
、
姉
夫
婦
、
埼

玉
在
住
の
従
姉
妹
と
我
が
家
の
三

人
、
合
計
八
人
で
お
斎
を
い
た
だ

き
な
が
ら
父
の
思
い
出
話
を
し
た

こ
と
で
し
た
。

今
月
は
「
拝
読
浄
土
真
宗
の
み

教
え
」
か
ら
「
お
彼
岸
」
と
い
う

法
話
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

こ
の
法
話
を
読
み
な
が
ら
、
懐

か
し
い
方
々
（
私
に
と
っ
て
は
先

に
行
っ
た
両
親
が
特
に
懐
か
し
い

存
在
な
の
で
す
が
）
の
お
導
き
を

受
け
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
呼
び
声

「
必
ず
救
う
我
に
ま
か
せ
よ
」
を

聞
き
な
が
ら
、
何
も
の
に
も
さ
ま

た
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
「
念
仏

無
礙
の
一
道
」
を
歩
ま
せ
て
い
た

だ
く
ば
か
り
と
の
思
い
を
よ
り
一

層
強
く
し
た
こ
と
で
し
た
。

い
つ
か
必
ず
娑
婆
の
縁
尽
き
る

日
が
参
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の

日
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
は
た
ら
き

を
、
お
慈
悲
を
た
ま
わ
り
、
極
楽

浄
土
へ
救
わ
れ
、
さ
と
り
の
智
慧

を
い
た
だ
き
、
尽
き
る
こ
と
の
な

い
い
の
ち
の
世
界
に
生
ま
れ
さ
せ

て
い
た
だ
く
日
で
す
。

倶
会
一
処
。
先
に
お
浄
土
へ
救

わ
れ
て
い
か
れ
た
懐
か
し
い
方
々

と
再
び
会
わ
せ
て
い
た
だ
く
さ
と

り
の
岸
、
「
彼
岸
」
を
お
感
じ
い

た
だ
け
る
二
〇
一
六
年
弥
生
三
月

の
ご
縁
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
念

ず
る
ば
か
り
で
す
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

行
く
さ
き
む
か
ひ
ば
か
り
み
て
、
あ
し
も
と
を
み
ね
ば
、
踏
み

ゆ

ふ

か
ぶ
る
べ
き
な
り
。
人
の
う
へ
ば
か
り
み
て
、
わ
が
身
の
う
へ

ひ
と

み

の
こ
と
を
た
し
な
ま
ず
は
、
一
大
事
た
る
べ
き
と
仰
せ
ら
れ
候

い
ち
だ
い

じ

お
お

そ
う
ろ

ふ
。

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
九
十
一
）

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
、
「
行
く
先
だ
け
を
見
て
、
自
分
の
足
元
を
見
な
い
で

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

い

さ
き

み

じ

ぶ
ん

あ
し
も
と

み

い
る
と
、
つ
ま
ず
く
に
違
い
な
い
。
他
人
の
こ
と
だ
け
を
見
て
、
自
分

ち
が

た

に
ん

み

じ

ぶ
ん

自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
心
が
け
な
い
で
い
る
と
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
」

じ

し
ん

こ
こ
ろ

た
い
へ
ん

と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

お
お

《
用
語
の
解
説
》

踏
み
か
ぶ
る
…
…
踏
み
は
ず
し
て
水
た
ま
り
や
穴
な
ど
に
落
ち
込

む
こ
と
。

た
し
な
ま
ず
は
…
心
が
け
な
け
れ
ば
。

２３

二
〇
一
六
年
春
季
彼
岸
会
法
要
の
お
知
ら
せ

日

時

三
月
二
十
日

午
前
九
時
三
十
分
〜

場

所

金
光
寺
本
堂

勤

行

正
信
念
仏
偈
（
草
譜
）
六
首
引
き

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
。

お

彼

岸

ひ

が
ん

彼
岸
と
は
、
念
仏
の
教
え
を
い
た
だ
い
た
も
の
が
、
い
の

ひ

が
ん

ね
ん
ぶ
つ

お
し

ち
終
え
て
生
ま
れ
て
い
く
さ
と
り
の
世
界
。
仏
と
な
っ
た
懐

お

う

せ

か
い

ほ
と
け

な
つ

か
し
い
方
々
が
お
ら
れ
る
、
阿
弥
陀
如
来
の
西
方
浄
土
の
こ

か
た
が
た

あ

み

だ

に
ょ
ら
い

さ
い
ほ
う
じ
ょ
う
ど

と
で
あ
る
。

善
導
大
師
は
お
示
し
に
な
る
。

ぜ
ん
ど
う
だ
い

し

し
め

西
の
岸
の
上
に
人
あ
り
て
喚
ば
ひ
て
い
は
く

に
し

き
し

う
え

ひ
と

よ

（
い
）

（
わ
）

な
ん
ぢ
一
心
正
念
し
て
た
だ
ち
に
来
れ

（
じ
）
い
っ
し
ん
し
ょ
う
ね
ん

き
た

わ
れ
よ
く
な
ん
ぢ
を
護
ら
ん

（
じ
）

ま
も

阿
弥
陀
如
来
は
、
「
必
ず
救
う
、
わ
れ
に
ま
か
せ
よ
」
と
、

あ

み

だ

に
ょ
ら
い

か
な
ら

す
く

西
の
岸
よ
り
よ
び
か
け
て
お
ら
れ
る
。
如
来
の
よ
び
声
は
、

に
し

き
し

に
ょ
ら
い

ご
え

南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
と
な
っ
て
、
今
こ
の
私
に
届
い
て
い

な

も

あ

み

だ

ぶ
つ

み
ょ
う
ご
う

い
ま

わ
た
く
し

と
ど

る
。如

来
に
抱
か
れ
、
先
に
浄
土
へ
生
ま
れ
た
方
々
に
導
か
れ

に
ょ
ら
い

い
だ

さ
き

じ
ょ
う
ど

う

か
た
が
た

み
ち
び

て
、
彼
岸
へ
と
続
く
た
だ
一
つ
の
道
、
念
仏
の
道
を
歩
む
の

ひ

が
ん

つ
づ

ひ
と

み
ち

ね
ん
ぶ
つ

み
ち

あ
ゆ

で
あ
る
。

（
『
拝
読

浄
土
真
宗
の
み
教
え
』
四
十
頁
）


