
床

の

間

と
こ

ま

お
正
月
で
す
。

床
の
間
に
は
、
お
め
で
た
い
書
画

を
掛
け
、
お
正
月
ら
し
い
置
物
や
お

花
を
飾
り
ま
し
た
。

初
春
を
お
祝
い
す
る
雰
囲
気
が
あ

ふ
れ
て
い
ま
す
。

室
町
時
代
に
は
、
僧
家
に
お
い
て

壁
に
仏
画
を
掛
け
、
そ
の
前
に
押
板

を
置
き
、
そ
の
上
に
花
、
燭
台
、
香

炉
を
飾
り
、
礼
拝
を
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
押
板
を
床
と
い
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
が
し
だ
い
に
変
化
し
て
、
作
り

つ
け
に
な
っ
た
も
の
が
、
床
の
間
の

も
と
の
姿
で
し
た
。

つ
ま
り
、
床
の
間
は
お
仏
壇
の
遺

風
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

後
に
、
中
国
か
ら
宋
元
画
が
輸
入

さ
れ
て
、
掛
軸
を
飾
る
場
所
と
な
っ

た
り
、
桃
山
時
代
に
は
茶
道
の
影
響

を
う
け
た
り
し
て
、
床
の
間
は
し
だ

い
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
頃
の
床
の
間
は
、
正
面
の
幅

が
広
く
奥
行
き
は
浅
い
も
の
で
し
た

が
、
こ
れ
が
今
日
の
よ
う
な
姿
に
な
っ

た
の
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
の
頃
だ

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

だ
れ
で
す
か
。
床
の
間
を
物
置
代

わ
り
に
し
て
い
る
人
は
。
小
さ
な
空

間
で
す
が
、
生
活
の
ゆ
と
り
の
場
所

で
す
ぞ
。
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。

（
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
）

「
花
よ
り
団
子
」
の
私
、
植
物
の

名
前
を
あ
ま
り
知
ら
ず
、
先
月
号
の

表
紙
の
写
真
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

そ
の
名
前
を
調
べ
ま
し
た
が
、
ぴ
っ

た
り
に
は
出
あ
わ
な
か
っ
た
の
で
、

「
千
両
の
実
か
な
？
」
と
書
き
ま
し

た
と
こ
ろ
、
ご
存
知
の
方
（
山
本
ミ

チ
コ
さ
ん
）
か
ら
ハ
ガ
キ
で
教
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
「
ピ
ラ
カ
ン
サ
」

と
い
う
そ
う
で
す
。
山
本
さ
ん
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
▼
そ
ん
な

こ
と
も
あ
り
、
植
物
の
名
前
が
わ
か

る
便
利
な
物
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
時
に
新
聞
の

チ
ラ
シ
に
あ
っ
た
カ
シ
オ
の
電
子
辞

書
の
広
告
が
目
に
入
り
ま
し
た
。
広

辞
苑
や
百
科
事
典
な
ど
便
利
な
辞
書

機
能
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
の
一
つ

と
し
て
植
物
辞
典
が
紹
介
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
季
節
ご
と
、
花
の
色
ご
と

な
ど
に
植
物
を
調
べ
ら
れ
る
写
真
つ

き
の
辞
書
で
す
。
思
わ
ず
心
が
動
い

た
の
で
す
が
、
値
段
が
少
々
（
か
な

り
？
）
高
く
、
今
回
は
見
送
り
ま
し

た
。
▼
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら

も
自
信
な
さ
げ
に
写
真
を
掲
載
す
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
団
子
を
食
べ
す
ぎ
少
々

（
か
な
り
？
）
太
り
気
味
の
住
職
で

し
た
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 春の訪れ 蝋梅の開花 （西村忠文家墓地・２月６日撮影）
ろうばい

今月のことば

如来すなわち涅槃なり 涅槃を仏性となづけたり
にょらい ね はん ぶっしょう

２月の法語は、『浄土和讃』の第九十三首前
じょう ど わ さん

半の二句です。

如来すなはち涅槃なり
にょらい ね はん

涅槃を仏性となづけたり
ね はん ぶっしょう

凡地にしてはさとられず
ぼん じ

安養にいたりて証すべし
あんにょう しょう

まず「如来」とは、「阿弥陀如来」「釈迦如
し ゃ か

来」などといわれるように、さとり（正覚）に
しょうがく

至られたお方のことで、「仏」ともいいます。

「さとりの真理が、生きとし生けるものを救う

はたらきが、如来であり仏である」ということ

になります。「涅槃」とは、自己中心的な欲望

の活動である「煩悩」を吹き消し滅尽して煩悩
ぼん のう めつじん

の世界から解放されるという、煩悩の炎が吹き

消された静かな境地を意味し、さとり（正覚）

を意味するものです。

さらに「仏性」とは、まさに、さとり（正覚）

を得られた仏の本性ということです。また、

『涅槃経』にはあらゆるものが本来さとりを得
ね はん ぎょう

る本性を持っていると説かれています。

そして、後半の二句で「しかし、煩悩の苦悩

の中にある凡夫には、この真理の体得（さとり）
ぼん ぶ たいとく

を達成することはできない、安養浄土に至って

こそ達成できる。」と詠われているといただく
うた

ことができます。

煩悩の世界にどっぷり浸かっている私どもに
つ

は、とても仏・如来の境界、さとりの境界を知
きょうがい

ることも感じることもできません。阿弥陀さま

の大慈悲のはたらきをいただいてこそ、浄土へ
だい じ ひ

の道を歩ませていただくことができ、「安養」

（極楽浄土）に往生してさとり（正覚）を得る

ことができるのである、と知らせていただくの

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
２日（木） 終 日

◎ ４ 月
３日（月)～５日（水)
６日（木） 終 日

１５日（土）午後
～１６日（日）

◎ ５ 月
１４日（日） 終 日

◎ ６ 月
２４日（土） 午 後
２５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/

２月６日現在 アクセス数 ７８，６５３人

１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。

２０１７年 １月２０日寂 満８３歳
倉 元 土 持 美和子 様
２０１７年 １月２６日寂 満９５歳
小切畑 森 岡 千枝子 様
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住
職
の
立
場
と
し
て
、
最
近
特

に
感
じ
入
る
の
は
、
葬
儀
の
際
に

つ
と
め
る
親
鸞
聖
人
の
ご
和
讃
に

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

わ

さ
ん

よ
る
お
導
き
で
す
。

浄
土
真
宗
で
は
人
が
お
亡
く
な

り
に
な
る
と
次
の
順
序
で
故
人
を

お
送
り
し
ま
す
。

臨
終
勤
行
（
枕
経
）
・
通
夜
・

り
ん
じ
ゅ
う

ご
ん
ぎ
ょ
う

つ

や

葬
儀
・
火
屋
勤
行
（
火
葬
場
の

そ

う

ぎ

ひ

や

勤
行
）
・
還
骨
（
火
葬
後
自
宅

か
ん
こ
つ

に
お
骨
が
帰
っ
て
の
法
要
）

そ
し
て
、
い
ず
れ
の
お
参
り
で
も

和
讃
を
つ
と
め
ま
す
（
火
屋
勤
行

を
除
く
）
。
そ
し
て
、
そ
の
度
ご

と
の
お
示
し
は
、
私
た
ち
が
阿
弥

陀
さ
ま
の
一
人
は
た
ら
き
で
お
浄

土
へ
救
わ
れ
て
い
く
よ
ろ
こ
び
を

教
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

今
月
号
か
ら
数
回
に
分
け
て
、

そ
の
お
示
し
を
皆
さ
ん
と
と
も
に

味
わ
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

葬
儀
に
つ
い
て
の
ご
質
問
を
折
々

に
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
一
緒
に
考

え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

臨

終

勤

行

（
原

文
）

弘
誓
の
ち
か
ら
を
か
ぶ
ら
ず
ば

ぐ

ぜ
いい

ず
れ
の
時
に
か
娑
婆
を
い
で
ん

と
き

し

ゃ

ば

仏
恩
ふ
か
く
お
も
ひ
つ
つ

ぶ
っ
と
ん

つ
ね
に
弥
陀
を
念
ず
べ
し

み

だ

ね
ん

（
現
代
語
）

阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き
を

あ

み

だ

ぶ
つ

ほ
ん
が
ん

受
け
な
け
れ
ば
、
は
た
し
て
い
つ
娑
婆

う

し

ゃ

ば

世
界
を
出
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

せ

か
い

で

仏
の
ご
恩
を
深
く
思
い
、
常
に
阿
弥
陀

ほ
と
け

お
ん

ふ
か

お
も

つ
ね

あ

み

だ

仏
の
名
号
を
称
え
る
が
よ
い
。

ぶ
つ

み
ょ
う
ご
う

と
な

（
原

文
）

娑
婆
永
劫
の
苦
を
す
て
て

し

ゃ

ば
よ
う
ご
う

く

浄
土
無
為
を
期
す
る
こ
と

じ
ょ
う

ど

む

い

ご

本
師
釈
迦
の
ち
か
ら
な
り

ほ
ん

し

し

ゃ

か

長
時
に
慈
恩
を
報
ず
べ
し

じ
ょ
う

じ

じ

お
ん

ほ
う

（
現
代
語
）

娑
婆
世
界
の
果
て
し
な
く
長
い
間

し

ゃ

ば

せ

か
い

は

な
が

あ
い
だ

の
苦
を
捨
て
、
浄
土
で
さ
と
り
を
得
る

く

す

じ
ょ
う

ど

え

と
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
釈
尊

き

し
ゃ
く
そ
ん

の
お
力
に
よ
る
の
で
あ
る
。
い
つ
も
そ

ち
か
ら

の
大
い
な
る
慈
悲
の
恩
に
報
い
る
が
よ

お
お

じ

ひ

お
ん

む
く

い
。

こ
の
二
首
を
臨
終
勤
行
の
と
き

に
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
を
つ
と
め

ぶ
っ
せ
つ

あ

み

だ

き
ょ
う

た
後
に
添
え
ま
す
。

臨
終
勤
行
は
、
命
終
わ
ら
ん
と

す
る
と
き
に
臨
ん
で
行
う
勤
行
で
、

本
来
、
命
終
わ
ら
ん
と
す
る
本
人

が
阿
弥
陀
仏
へ
の
報
恩
感
謝
の
儀

式
と
し
て
行
う
勤
行
で
す
が
、
多

く
の
場
合
、
命
終
わ
っ
た
後
に
故

人
に
代
わ
っ
て
僧
侶
と
故
人
の
親

族
で
勤
め
ら
れ
ま
す
。

私
た
ち
は
迷
い
の
世
界
を
生
ま

れ
変
わ
り
、
死
に
変
わ
り
し
て
娑

婆
で
生
活
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す

る
と
今
受
け
て
い
る
「
苦
」
は
今

生
じ
た
「
苦
」
で
は
な
く
、
長
い

間
受
け
て
い
た
「
苦
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
「
苦
」
を

捨
て
て
娑
婆
世
界
を
出
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願

の
は
た
ら
き
を
受
け
な
け
れ
ば
出

る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
阿
弥
陀

仏
の
本
願
の
は
た
ら
き
を
明
ら
か

に
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
お
釈

迦
さ
ま
の
お
力
に
よ
る
の
で
す
と

親
鸞
聖
人
は
こ
の
二
首
で
お
示
し

く
だ
さ
い
ま
す
。

そ
し
て
、
私
た
ち
が
救
わ
れ
て

い
く
の
は
「
浄
土
無
為
を
期
す
る
」

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
私
た
ち

の
力
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
と

し
っ
か
り
お
示
し
に
な
っ
て
く
だ

さ
い
ま
す
。

故
人
の
臨
終
勤
行
の
儀
式
に
際

し
、
こ
の
私
も
故
人
と
同
じ
よ
う

に
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
の
は
た
ら

き
で
救
わ
れ
て
い
く
、
お
浄
土
と

い
う
世
界
に
出
遇
え
て
い
る
こ
と

に
気
づ
き
た
い
こ
と
で
す
。

来
月
号
で
は
通
夜
の
儀
式
の
和

讃
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
と
思
い
ま

す
。
（
和
讃
二
首
の
原
文
・
現
代

語
に
つ
い
て
は
、
紙
面
の
都
合
上

字
体
を
小
さ
く
し
ま
し
た
）
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

仏
法
談
合
の
と
き
物
を
申
さ
ぬ
は
、
信
の
な
き
ゆ
ゑ
な
り
。
わ

ぶ
っ
ぽ
う
だ
ん
ご
う

も
の

も
う

し
ん

が
心
に
た
く
み
案
じ
て
申
す
べ
き
や
う
に
思
へ
り
。
よ
そ
な
る

こ
こ
ろ

も
う

お
も

物
を
た
づ
ね
い
だ
す
や
う
な
り
。
心
に
う
れ
し
き
こ
と
は
そ
の

も
の

こ
こ
ろ

ま
ま
な
る
も
の
な
り
。
寒
な
れ
ば
寒
、
熱
な
れ
ば
熱
と
、
そ
の

か
ん

か
ん

ね
つ

ね
つ

ま
ま
心
の
と
ほ
り
を
い
ふ
な
り
。
仏
法
の
座
敷
に
て
物
を
申
さ

こ
こ
ろ

ぶ
っ
ぽ
う

ざ

し
き

も
の

も
う

ぬ
こ
と
は
、
不
信
の
ゆ
ゑ
な
り
。
ま
た
油
断
と
い
ふ
こ
と
も
信

ふ

し
ん

ゆ

だ
ん

し
ん

の
う
へ
の
こ
と
な
る
べ
し
。
細
々
同
行
に
寄
合
ひ
讃
嘆
申
さ
ば
、

さ
い
さ
い

ど
う
ぎ
ょ
う

よ
り

あ

さ
ん
だ
ん

も
う

油
断
は
あ
る
ま
じ
き
の
よ
し
に
候
ふ
。

ゆ

だ
ん

そ
う
ろ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

二
百
三
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

「
仏
法
に
つ
い
て
話
し
あ
う
と
き
、
も
の
を
い
わ
な
い
の
は
、
信
心

ぶ
っ
ぽ
う

は
な

し
ん
じ
ん

が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
は
、
心
の
中
で
う
ま
く
考
え
て
い

ひ
と

こ
こ
ろ

な
か

か
ん
が

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

お
も

ま
る
で
ど
こ
か
よ
そ
に
あ
る
も
の
を
探
し
出
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ

さ
が

だ

う
で
あ
る
。
心
の
中
に
う
れ
し
い
と
い
う
思
い
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ

こ
こ
ろ

な
か

お
も

の
ま
ま
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
寒
け
れ
ば
寒
い
、
暑
け
れ
ば
暑
い

さ
む

さ
む

あ
つ

あ
つ

と
、
感
じ
た
通
り
が
そ
の
ま
ま
口
に
出
る
も
の
で
あ
る
。
仏
法
に
つ
い

か
ん

と
お

く
ち

で

ぶ
っ
ぽ
う

て
話
し
あ
う
場
で
、
も
の
を
い
わ
な
い
の
は
、
う
ち
に
信
心
が
な
い
か

は
な

ば

し
ん
じ
ん

ら
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
念
仏
の
仲
間
と
と
も
に
集
ま
り
、
み
教
え
を
聞

ね
ん
ぶ
つ

な
か

ま

あ
つ

お
し

き

い
て
喜
び
語
り
あ
う
な
ら
、
油
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
は
ず
が
な

よ
ろ
こ

か
た

ゆ

だ
ん

い
の
で
あ
る
」
と
、
蓮
如
上
人
は
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

お
お

２３

葬
儀
と
和
讃

①

二
〇
一
七
年
春
季
彼
岸
会
法
要
の
お
知
ら
せ

日

時

三
月
二
十
日
（
月
）

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

講

師

浄
光
寺
〈
下
野
）
衆
徒

寺

専

慈

師

そ
の
他

経
本
・
念
珠
・
式
章
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

法
要
終
了
後
仏
教
婦
人
会
総
会
を
開
催
し
ま
す
。

法事日時予約について

法事の日時について、ご連絡をい

ただいた順に日程を決めています。

希望の日時がありましたら、早目に

ご連絡ください。

なお、年回忌法要はお命日を過ぎ

てつとめても大丈夫です。

初盆会の日程について

毎年、初盆会はご連絡を頂いた順に日

程を決めています。本年初盆をお迎えす

るお宅で、時間を決めて法要後のお斎を
とき

お考えのところは早目にご連絡ください。

なお、下記は日程が決まっています。

記

8月13日 10時、11時、12時

8月14日 11時


