
他

力

本

願

た

り
き

ほ
ん

が
ん

「
こ
の
一
敗
で
、
自
力
優
勝
の
道

は
絶
望
で
す
ね
。
あ
と
は
、
他
力
本

願
に
頼
る
し
か
な
い
で
す
ね
」

ス
ポ
ー
ツ
報
道
で
よ
く
聞
か
れ
る

話
で
す
。

こ
の
場
合
、
こ
れ
か
ら
い
く
ら
勝

ち
続
け
て
も
優
勝
は
で
き
な
い
。
今

度
は
相
手
が
負
け
る
の
を
待
つ
し
か

な
い
、
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
他
力
本
願
」
は
、

も
っ
ぱ
ら
他
人
の
力
を
あ
て
に
す
る
、

他
人
ま
か
せ
と
い
う
意
味
で
、
い
ろ

ん
な
場
面
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
大
変
な
誤
解
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
に

「
他
力
と
い
ふ
は
如
来
の
本
願
力
な

り
」
と
明
示
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

だ
か
ら
、
他
力
と
は
、
他
人
の
力

で
は
な
く
、
仏
の
力
、
阿
弥
陀
仏
の

慈
悲
の
は
た
ら
き
を
い
う
の
で
す
。

仏
さ
ま
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の

を
救
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
強

い
願
い
の
は
た
ら
き
、
こ
れ
が
「
他

力
本
願
」
な
の
で
す
。

今
、
ご
本
山
で
は
、
親
鸞
聖
人
の

ご
正
忌
報
恩
講
が
勤
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
期
に
、
聖
人
の
根
本
の
教

え
で
あ
る
「
他
力
本
願
」
を
正
し
く

理
解
し
、
聖
人
の
み
教
え
に
生
き
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

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ⅱ
」
か
ら
）

朝
、
当
山
前
県
道
の
落
ち
葉
掃
除

を
し
て
、
中
学
校
の
職
員
室
を
見
る

と
カ
ー
テ
ン
が
閉
ま
っ
て
い
ま
す
。

梵
鐘
を
撞
く
時
、
点
い
て
い
た
職
員

室
の
電
気
は
四
月
に
入
り
点
く
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
学
生
が
登
校
す

る
姿
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り

ま
し
た
。
こ
ん
な
光
景
を
目
の
当
た

り
に
し
、
中
学
校
が
閉
校
し
た
の
だ

な
と
実
感
す
る
日
々
が
訪
れ
ま
し
た
。

こ
の
思
い
は
い
つ
に
な
っ
た
ら
起
ら

な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
。
改
め
て
と

て
も
残
念
で
す
。
▼
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
連
ド

ラ
「
あ
さ
が
来
た
」
見
れ
な
く
な
り

楽
し
み
が
減
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の

後
作
「
と
と
姉
ち
ゃ
ん
」
を
見
て
、

ま
た
半
年
楽
し
め
る
な
と
思
い
う
れ

し
く
な
り
ま
し
た
。
今
日
（
六
日
）

の
放
送
、
見
ら
れ
ま
し
た
。
父
竹
蔵

の
こ
と
ば
良
か
っ
た
で
す
ね
。
「
当

り
前
の
日
常
が
、
大
切
な
一
瞬
一
瞬

の
積
み
重
ね
な
の
で
す
。
だ
か
ら
と

て
も
大
事
な
の
で
す
」
の
セ
リ
フ
に

感
激
し
ま
し
た
。
当
り
前
で
あ
る
こ

と
を
当
然
と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で

す
が
、
そ
の
当
り
前
は
と
て
も
大
事

な
大
切
な
も
の
だ
と
思
う
こ
と
の
素

晴
ら
し
さ
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
展
開
が
と
て
も
楽
し
み

で
す
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 四分咲き、当山境内地のソメイヨシノ （今月５日撮影）

今月のことば

陸路のあゆみ難けれど 船路の旅の易きかな
くが じ かた ふな じ たび やす

親鸞聖人が仰いでいかれた、インド・中国・

日本の三国にわたる七人の高僧がおられます。

「正信偈」に讃えられている七祖は、「阿弥陀
たた

さまよりたまわる本願の念仏」を説かれた高僧

でした。第一祖は龍樹菩薩です。今月のことば
りゅうじゅ

は、「正信偈」の龍樹菩薩を讃えられた一連の

ご文のなかで、
もん

顕示難行陸路苦 信楽易行水道楽
けん じ なんぎょう ろく ろ く しんぎょう い ぎょうしいどうらく

難行の陸路、苦しきことを顕示して、易行の
なんぎょう ろく ろ けん じ い ぎょう

水道、楽しきことを信楽せしむ。
すいどう しんぎょう

というところが元になっています。ここでは、

仏道の道ゆきを乗りものに擬えてお示しくださ
なぞら

いました。

親鸞聖人の時代、関東から京都までかかる日

数は、おおよそ二、三週間だったと考えられま

す。陸路を自ら歩んでいくことは難事であり、
りく ろ なん じ

決して気を緩めることはできなかったはずです。

しかし、同じ道ゆきであっても乗り物に乗せら

れるのであれば大きく状況は変わり、旅人の心

持ちも楽しく安心なものとなります。いわば、

この乗せられる安心が陸路の難行に対する、船
なんぎょう ふな

路の易行のお心です。
じ い ぎょう

お念仏は、あらゆる人々に成り立つ易行の仏

道として完成し、ひらかれてあったのです。凡
ぼん

夫という仏教的に劣った者を漏らさない、すぐ
ぶ

れた救いがととのっているのです。ですから陸

路を歩むに対して水路の乗船は、乗せられるも

のの能力が問われない、ほんとうに安心できる

道ゆきだったのです。

龍樹菩薩がひろく説き示した教えは、あなた

もわたしもともどもに、本願念仏に乗せられて

往く仏道だったのです。
ゆ

（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
９日（土） 午 後～

１１日（月）まで
１２日（火） 終 日

◎ ５ 月
２３日（月）～

２６日（木）まで
◎ ６ 月

１日（水） 午後～
２日（木） 終 日

◎ ７ 月
２６日（火） 終 日

◎ １０月
１５日（土） 午 後
１６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６日現在 アクセス数 ７７，２３９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。
２０１６年 ３月 ６日寂 満９３歳
波 帰 佐 藤 アサエ 様
２０１６年 ３月１３日寂 満７４歳
古賀西 興 梠 實 様
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四
月
、
新
年
度
を
迎
え
ま
し
た
。

暖
か
い
日
々
が
続
き
、
当
山
の
し

だ
れ
桜
は
も
う
満
開
を
終
え
ち
り

始
め
て
い
ま
す
。
一
方
、
ソ
メ
イ

ヨ
シ
ノ
は
今
日
（
六
日
）
三
分
咲

き
と
い
う
状
況
で
す
。
今
週
末
頃

に
見
ご
ろ
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？

今
月
二
日
、
四
日
と
お
二
人
の

ご
門
徒
が
ご
往
生
の
こ
と
で
し
た
。

お
一
人
は
満
九
十
五
歳
、
も
う
お

一
人
は
満
六
十
歳
。
蓮
如
上
人
が

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

『
御
文
章
』
「
白
骨
章
」
に

ご

ぶ
ん
し
ょ
う

は
っ
こ
つ
し
ょ
う

さ
れ
ば
、
人
間
の
は
か
な
き

に
ん
げ
ん

こ
と
は
老
少
不
定
の
さ
か
い

ろ
う
し
ょ
う

ふ

じ
ょ
う

な
れ
ば

と
仰
せ
の
よ
う
に
、
い
つ
往
生
の

時
を
迎
え
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

六
十
歳
の
方
は
私
よ
り
一
学
年
上

の
方
で
し
た
の
で
、
と
り
わ
け
、

そ
の
意
を
つ
よ
く
し
ま
し
た
。

さ
て
、
今
月
も
先
月
に
続
き
、

『
拝
読
浄
土
真
宗
の
み
教
え
』
か

ら
法
語
を
掲
載
し
ま
し
た
。
「
浄

土
へ
の
人
生
」
い
か
が
で
す
か
。

私
た
ち
は
生
涯
煩
悩
を
持
っ
た

ま
ま
生
き
続
け
て
い
き
ま
す
。
お

釈
迦
さ
ま
は
成
仏
す
る
た
め
、
煩

じ
ょ
う
ぶ
つ

悩
を
滅
す
る
み
教
え
を
お
示
し
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
修
行

を
お
さ
め
て
煩
悩
を
滅
し
さ
と
り

を
開
く
道
。
ひ
と
つ
は
仏
力
（
他

ぶ
つ
り
き

力
）
の
は
た
ら
き
を
も
っ
て
臨
終

り
ん
じ
ゅ
う

の
と
き
に
煩
悩
を
滅
し
、
浄
土
へ

め
っ

救
わ
れ
さ
と
り
の
智
慧
を
た
ま
わ

ち

え

る
道
。
私
た
ち
は
後
者
、
阿
弥
陀

如
来
が
私
た
ち
の
た
め
に
ご
用
意

く
だ
さ
っ
た
南
無
阿
弥
陀
仏
の
は

た
ら
き
を
も
っ
て
、
臨
終
の
と
き

に
煩
悩
を
滅
し
て
い
た
だ
き
、
阿

弥
陀
如
来
の
極
楽
と
い
う
浄
土
へ

救
わ
れ
、
さ
と
り
の
智
慧
を
た
ま

わ
る
道
を
歩
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
そ
し
て
、
ひ
と
度
救
い
の
ご

縁
に
あ
ず
か
れ
ば
、
二
度
と
迷
い

の
世
界
を
へ
ま
ぐ
る
こ
と
は
無
く

な
り
ま
す
。

そ
の
歩
み
が
「
浄
土
へ
の
人
生
」

で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
に
出
あ
う
と
む

な
し
く
終
わ
ら
ぬ
人
生
を
過
ご
し

て
い
け
る
、
「
死
に
と
う
な
い
、

死
に
と
う
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
、

安
心
し
て
往
生
の
時
を
迎
え
ら
れ

る
、
そ
ん
な
念
仏
無
礙
の
人
生
を

む

げ

歩
み
た
い
も
の
で
す
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

善
知
識
の
仰
せ
な
り
と
も
、
成
る
ま
じ
な
ん
ど
思
ふ
は
、
大
き

ぜ
ん

ぢ

し
き

お
お

な

お
も

お
お

な
る
あ
さ
ま
し
き
こ
と
な
り
。
成
ら
ざ
る
こ
と
な
り
と
も
、
仰

な

お
お

せ
な
ら
ば
成
る
べ
き
と
存
ず
べ
し
。
こ
の
凡
夫
の
身
が
仏
に
成

な

ぞ
ん

ぼ
ん

ぶ

み

ぶ
つ

な

る
う
へ
は
、
さ
て
あ
る
ま
じ
き
と
存
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き
か
。

ぞ
ん

し
か
れ
ば
道
宗
、
近
江
の
湖
を
一
人
し
て
う
め
よ
と
仰
せ
候
ふ

ど
う
し
ゅ
う

お

う

み

う
み

ひ

と

り

お
お

そ
う
ろ

と
も
、
畏
ま
り
た
る
と
申
す
べ
く
候
ふ
。
仰
せ
に
て
候
は
ば
、

か
し
こ

も
う

そ
う
ろ

お
お

そ
う
ら

成
ら
ぬ
こ
と
あ
る
べ
き
か
と
申
さ
れ
候
ふ
。

な

も
う

そ
う
ろ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
九
十
二
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

よ
き
師
の
仰
せ
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
と
う
て
い
成
就
し
そ
う
に
な

お
お

じ
ょ
う
じ
ゅ

い
な
ど
と
思
う
の
は
、
大
変
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
す
。
成
就
し
そ
う
に

お
も

た
い
へ
ん
な
げ

じ
ょ
う
じ
ゅ

な
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
よ
き
師
の
仰
せ
な
ら
ば
、
成
就
す
る
と
思
い

し

お
お

じ
ょ
う
じ
ゅ

お
も

な
さ
い
。
こ
の
凡
夫
の
身
が
仏
に
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

ぼ
ん

ぶ

み

ほ
と
け

は
あ
る
は
ず
が
な
い
と
思
う
ほ
ど
の
こ
と
が
他
に
何
か
あ
る
で
し
ょ
う

お
も

ほ
か

な
に

か
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
赤
尾
の
道
宗
は
、
「
も
し
蓮
如
上
人
が
、

あ
か

お

ど
う
し
ゅ
う

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

〈
道
宗
よ
、
琵
琶
湖
を
一
人
で
埋
め
な
さ
い
〉
と
仰
せ
に
な
っ
た
と
し

ど
う
し
ゅ
う

び

わ

こ

ひ

と

り

う

お
お

て
も
、
〈
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
〉
と
お
引
き
受
け
す
る
だ
ろ
う
。
よ
き

ひ

う

師
の
仰
せ
な
ら
、
成
就
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
わ
れ
た
の
で

し

お
お

じ
ょ
う
じ
ゅ

す
。

２３

専
如
門
主
伝
灯
奉
告
法
要
団
体
参
拝

募
集
の
お
知
ら
せ

本
年
十
月
か
ら
本
山
西
本
願
寺
で
は
、
専
如
門
主

が
前
門
さ
ま
か
ら
法
灯
を
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
報
告

す
る
法
要
を
十
期
に
渡
り
執
行
し
ま
す
。

高
千
穂
組
で
は
、
明
年
四
月
二
日
か
ら
二
泊
三
日

の
日
程
で
法
要
参
拝
を
行
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
団
体
参
拝
の
募
集
を
行
い
ま
す

の
で
、
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
金
光
寺
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
当
山
か
ら
は
住
職
を
含
め
て
十
名
の
参
加

と
な
り
ま
す
。

浄

土

へ

の

人

生

じ
ょ
う

ど

じ
ん

せ
い

阿
弥
陀
如
来
は
、
煩
悩
に
よ
っ
て
さ
と
り
に
至
る
こ
と
の

あ

み

だ

に
ょ
ら
い

ぼ
ん
の
う

い
た

で
き
な
い
凡
夫
を
哀
れ
み
、
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
南
無
阿
弥
陀

ぼ
ん

ぶ

あ
わ

く

ど
く

な

も

あ

み

だ

仏
に
込
め
て
私
た
ち
に
ふ
り
向
け
て
お
ら
れ
る
。

ぶ
つ

こ

わ
た
し

む

親
鸞
聖
人
は
仰
せ
に
な
る
。

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

お
お

臨
終
一
念
の
夕
、
大
般
涅
槃
を
超
証
す

り
ん
じ
ゅ
う
い
ち
ね
ん

ゆ
う
べ

だ
い
は
つ

ね

は
ん

ち
ょ
う
し
ょ
う

い
の
ち
終
え
る
と
き
、
す
み
や
か
に
浄
土
に
生
ま
れ
、
こ

お

じ
ょ
う
ど

う

の
上
な
い
さ
と
り
を
開
か
せ
て
い
た
だ
く
。
南
無
阿
弥
陀
仏

う
え

ひ
ら

な

も

あ

み

だ

ぶ
つ

の
は
た
ら
き
に
出
あ
う
も
の
は
、
む
な
し
い
迷
い
の
生
を
二

で

ま
よ

せ
い

に

度
と
く
り
返
す
こ
と
は
な
い
。

ど

か
え

如
来
の
は
た
ら
き
に
出
あ
う
人
生
は
、
無
常
の
い
の
ち
を

に
ょ
ら
い

で

じ
ん
せ
い

む

じ
ょ
う

生
き
な
が
ら
、
か
な
ら
ず
さ
と
り
の
浄
土
に
生
ま
れ
ゆ
く
、

い

じ
ょ
う
ど

う

む
な
し
く
終
わ
ら
ぬ
人
生
で
あ
る
。

お

じ
ん
せ
い

（
『
拝
読

浄
土
真
宗
の
み
教
え
』
二
十
七
頁
）

臨終勤行について

２０１５（平成２７）年３月号の寺報で

葬儀事情について、誤っている点を示しま

した。その中で、「臨終勤行を済ませてか

ら、お通夜・葬儀の打ち合わせを当家・葬

儀社・寺院で行いましょう」とふれたので

すが、臨終勤行前に葬儀社と当家で打ち合

わせを済まされ、その後、臨終勤行のお参

り準備ができた旨の連絡をされているよう

です。

臨終勤行は故人をお救い下さったご自宅

の阿弥陀如来さまに故人に代わってお礼を

申させていただくおつとめです。何よりも

優先されなければならないものです。

どうぞ、お身内の方がお亡くなりになら

れ、ご遺体がお仏壇の前に安置されたら、

打ち合わせをされる前に「臨終勤行お参り

の準備ができた」旨の連絡をください。


