
堪

忍

か
ん

に
ん

徳
川
家
康
の
『
人
生
訓
』
の
一
つ

に
「
堪
忍
は
無
事
長
久
の
基
」
と
あ

り
ま
す
。
「
な
ら
ぬ
堪
忍
す
る
が
堪

忍
」
「
堪
忍
袋
の
緒
が
切
れ
た
」

「
堪
忍
し
て
く
だ
さ
い
」
と
、
堪
忍

は
、
堪
え
忍
ぶ
こ
と
、
我
慢
す
る
こ

と
、
怒
り
を
こ
ら
え
て
他
人
の
過
失

を
許
す
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
。

私
た
ち
の
世
界
は
、
苦
し
み
や
悩

み
が
満
ち
て
い
て
、
人
は
堪
え
忍
ん

で
悪
を
な
し
、
菩
薩
は
教
化
の
た
め

に
堪
え
忍
ん
で
苦
労
し
て
お
ら
れ
る

の
で
、
現
実
の
世
界
を
、
堪
え
忍
ぶ

世
界
と
い
う
意
味
の
「
堪
忍
世
界
」

と
か
「
堪
忍
土
」
と
い
い
ま
す
。

ま
た
、
堪
え
忍
ぶ
と
い
う
意
味
の

古
代
イ
ン
ド
語
「
サ
ハ
ー
」
か
ら
娑

婆
世
界
と
も
呼
ん
で
い
ま
す
。

菩
薩
の
十
地
（
菩
薩
の
修
行
の
段

階
）
の
第
一
は
「
堪
忍
地
」
で
、
菩

薩
が
こ
の
位
に
達
す
れ
ば
苦
悩
を
よ

く
堪
え
忍
ぶ
と
い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
堪
忍
は
仏
典
に
し

ば
し
ば
登
場
し
ま
す
。

最
近
は
、
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、

す
ぐ
カ
ッ
ー
と
な
る
人
が
多
い
よ
う

で
す
が
、
心
を
大
き
く
も
っ
て
、
グ
ッ

と
こ
ら
え
ま
し
ょ
う
。
「
堪
忍
は
一

生
の
宝
」
と
い
い
ま
す
か
ら
ね
。

（
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
）

久
し
ぶ
り
に
に
ぎ
や
か
な
お
盆
前

後
の
数
日
で
し
た
。
長
男
長
女
が
夏

休
み
で
帰
省
し
、
家
族
の
笑
い
声
が

響
い
た
の
で
す
。
笑
い
声
も
響
き
ま

し
た
が
、
長
女
を
起
こ
す
声
も
響
き

ま
し
た
。
「
朋
ー
、
朋
ー
、
起
き
ら

ん
か
ー
」
。
声
を
か
け
な
け
れ
ば
、

い
つ
起
き
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
普

段
、
よ
く
学
校
に
行
け
る
な
と
思
う

こ
と
で
す
。
息
子
は
声
を
か
け
な
く

て
も
起
き
て
き
ま
す
。
兄
弟
で
こ
ん

な
に
違
う
も
の
か
と
毎
回
思
い
ま
す
。

▼
息
子
は
十
日
間
ほ
ど
ア
ル
バ
イ
ト

に
行
き
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
、
仕
事

を
体
験
し
た
よ
う
で
す
が
、
初
日
は

斧
を
使
っ
て
の
薪
割
り
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
帰
る
と
風
呂
に
入
り
、
食
事

を
済
ま
せ
、
早
々
に
寝
ま
し
た
の
で

か
な
り
ハ
ー
ド
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

▼
私
は
冗
談
で
と
き
ど
き
「
数
珠
よ

り
重
い
も
の
は
持
っ
た
こ
と
が
な
い
」

と
い
う
の
で
す
が
、
息
子
は
こ
の
フ

レ
ー
ズ
が
使
え
ま
せ
ん
ね
。
数
珠
よ

り
は
か
な
り
重
い
斧
を
使
っ
た
こ
と

を
こ
の
欄
で
暴
露
し
た
の
で
す
か
ら
！

も
し
使
っ
た
と
こ
ろ
に
遭
遇
し
た
ら
、

「
昔
、
斧
使
っ
て
薪
割
り
し
た
は
ず

だ
が
」
と
指
摘
し
て
く
だ
さ
い
。
先

ほ
ど
の
フ
レ
ー
ズ
は
私
の
専
売
で
す

か
ら
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 夏のなごり 梵天の花 （９月７日 境内にて）

今月のことば

如来の願船 いまさずは 苦海をいかでか わたるべき
にょらい がんせん く かい

（正像末和讃）
しょうぞうまつ わ さん

小慈小悲もなき身にて
しょう じ しょう ひ み

有情利益はおもふまじ
う じょう り やく

如来の願船いまさずは
にょらい がんせん

苦海をいかでかわたるべき
く かい

（『注釈版聖典』６１７頁）
ちゅうしゃくばんせいてん

親鸞聖人は、阿弥陀さまの本願・救いのはたら
しんらんしょうにん あ み だ

きをたびたび「船」に喩えられておられます。自
たと

力・煩悩の心のために「生の依るところ、死の帰
ぼんのう よ き

するところ」を見失って生きている様子を、「苦

海」に喩えられています。

難思の弘誓は難度海を度する大船
なん じ ぐ ぜい なん ど かい ど だいせん

（『教行信証』総序・同１３１頁）
きょうぎょうしんしょう そうじょ

とあって、思い計ることのできない阿弥陀さまの

本願は、渡ることのできない迷いの海を渡してく

ださる大きな船であると明かされています。

「難思」である本願のお心をいただくとは、ど

のような世界をいだくことといえるのでしょうか。

如来の誓願は不可思議にましますゆゑに、仏と
にょらい せいがん ふ か し ぎ ぶつ

仏との御はからひなり。凡夫のはからひにあら
ぶつ おん ぼん ぶ

ず。 （『親鸞聖人御消息』・同７７９頁）
ご しょうそく

と、如来の誓願を「不可思議」という表現で表さ

れています。これは「難思」と同じ意味で、凡夫

の「はからい」、思慮分別を超えたお心をいただ
しりょふんべつ

くことであると示されています。私は、それを

「いのちの真実」について大切な目覚めをいただ

くことと同じ意味であり、それが真実の宗教とい

われるものの役割ではないかとも考えています。

親鸞聖人は、他力の念仏には、自力のはからいを

まじえないことが本義であると示されます。他力
ほん ぎ

に目覚め念仏申すとは、不可思議なるいのちのは

たらきに目覚め、そのはたらきを知らせる本願に

信順する象徴的な行いといえます。
しんじゅん

（本願寺出版社刊「大乗」誌より転載）

寺報を発行して足かけ１２年になりま
す。
本山ご門主のご消息を受け、金光寺の

情報を発信する手立てとして寺報（文書
伝道）を始めました。しかし、現在の状
況を鑑み、インターネットによる情報発
信の必要性を感じ、この度、金光寺のホー
ムページを作成し、９月１０日からイン
ターネット上にアップしました。
ホームページは常に新しい情報に書き

換えをしないと繰り返し見ていただくこ
とができないそうです。できるだけ、新
しい情報をアップしていけるよう努力い
たしますので、見ていただければと思い
ます。そして、リピートしていただけれ
ばとも思っています。
http://の後に konkhoji.jp と入力

するとホームページが開きますが、金光
寺で検索していただいてもホームページ
にたどり着きます。
入室をお待ちしています。

金光寺よろずコーナー

７月及び８月、次の方がご往生なさいまし
た。還相の菩薩としてお導きくださいますよ
う願うことです。

熊本市 森本善行様
２０１２年７月１８日寂 ８１歳

丁 子 田中孝夫様
２０１２年８月 ３日寂 ７９歳
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雨
の
日
が
多
い
で
す
ね
。
う
ん
ざ

り
し
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
は
良
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
桜
の
葉
が
風
に

飛
ば
ず
、
下
に
落
ち
て
く
れ
ま
す
。

飛
び
散
ら
な
い
の
で
掃
除
が
し
や
す

い
の
で
す
。

そ
し
て
、
晴
れ
の
日
よ
り
も
落
ち

葉
の
量
が
雨
に
う
た
れ
る
せ
い
か
多

い
の
で
す
。
落
ち
葉
が
多
い
と
い
う

こ
と
は
落
ち
葉
を
掃
く
期
間
が
短
く

な
り
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
の
一
人
「
チ
ュ
ー

ダ
・
パ
ン
ダ
カ
」
は
掃
除
を
続
け
る

こ
と
で
悟
り
を
ひ
ら
か
れ
た
そ
う
で

す
が
、
私
に
は
と
う
て
い
無
理
な
こ

と
で
す
。
一
日
も
早
く
、
落
ち
葉
掃

除
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

九
月
六
日
、
本
願
寺
熊
本
別
院
の

常
例
布
教
を
聞
き
に
行
き
ま
し
た
。

常
例
布
教
と
は
毎
月
行
わ
れ
る
布
教

の
こ
と
で
、
熊
本
別
院
は
毎
月
六
日

に
行
わ
れ
ま
す
。
六
日
に
何
も
な
け

れ
ば
で
き
る
だ
け
聞
き
に
行
く
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。

当
日
の
ご
講
師
は
、
熊
本
教
区
高

瀬
組
法
雲
寺
の
加
藤
尚
史
師
。
親
鸞

聖
人
の
著
述
『
正
像
末
和
讃
』
の

し
ょ
う
ぞ
う
ま
つ

わ

さ
ん

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

を
ご
讃
題
に
お
と
り
つ
ぎ
さ
れ
ま
し

さ
ん
だ
い

た
。讃

題
と
は
、
今
日
の
布
教
の
テ
ー

マ
は
こ
ん
な
こ
と
で
す
よ
と
、
親
鸞

聖
人
の
著
述
か
ら
法
語
を
選
び
、
布

教
の
冒
頭
に
申
す
も
の
で
す
。
ま
さ

に
法
語
を
讃
え
る
こ
と
か
ら
、
お
と

り
つ
ぎ
が
始
ま
る
の
で
す
。

今
回
の
和
讃
は
よ
く
ご
讃
題
と
し

て
使
わ
れ
る
一
首
で
す
。
「
如
来
」

と
は
も
ち
ろ
ん
阿
弥
陀
如
来
の
こ
と
、

「
作
願
」
と
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
衆し

ゅ

生
（
生
き
と
し
生
け
る
も
の
）
を
救

い
た
い
と
願
い
（
本
願
）
を
お
こ
さ

ほ
ん
が
ん

れ
た
こ
と
を
さ
し
ま
す
。
「
有
情
」

と
は
情
（
こ
こ
ろ
）
を
有
す
る
も
の

の
こ
と
で
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の

全
て
の
こ
と
で
す
。
「
回
向
」
と
は

振
り
向
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
首
」
は
第
一
の
意
味
で
す
。
「
大

悲
心
」
は
衆
生
を
救
う
大
慈
悲
心
の

こ
と
で
名
号
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
を

み
ょ
う
ご
う

さ
し
ま
す
。

で
は
、
こ
の
和
讃
を
い
た
だ
き
ま

し
ょ
う
。

意
訳
す
れ
ば
、
「
阿
弥
陀
さ
ま
が

悟
り
を
開
か
れ
る
前
に
願
い
（
本
願
）

を
お
こ
さ
れ
た
本
意
を
た
ず
ね
て
み

る
と
、
そ
れ
は
悩
み
苦
し
ん
で
い
る

生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
救
わ
ん
が

た
め
で
し
た
。
私
た
ち
に
善
根
功
徳

ぜ
ん
ご
ん

く

ど
く

を
ほ
ど
こ
す
こ
と
を
第
一
と
し
て
、

大
悲
心
を
成
就
さ
れ
、
南
無
阿
弥
陀

仏
の
お
名
号
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
」
と
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

阿
弥
陀
さ
ま
が
本
願
を
完
成
さ
れ
、

悟
り
を
ひ
ら
か
れ
た
の
は
、
悩
み
苦

し
む
こ
の
私
を
救
う
た
め
で
し
た
。

そ
し
て
、
名
と
声
の
仏
さ
ま
に
な
っ

て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

『
正
信
偈
』
に
「
重
誓

名

声

聞

し
ょ
う
し
ん
げ

じ
ゅ
う
せ
い
み
ょ
う
し
ょ
う
も
ん

十
方
（
重
ね
て
誓
ふ
ら
く
は
、
名

じ
っ
ぽ
う

か
さ

ち
こ

み
ょ
う

声

十
方
に
聞
え
ん
と
）
」
と
あ
り

し
ょ
う
じ
っ
ぽ
う

き
こ

ま
す
。
十
方
世
界
に
私
の
名
（
南
無

阿
弥
陀
仏
）
が
、
私
の
名
を
称
え
る

声
（
称
名
）
が
届
け
と
重
ね
て
お
誓

い
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

き
び
し
い
こ
と
を
求
め
て
も
つ
と

め
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
の
も
と
に

救
い
の
は
た
ら
き
南
無
阿
弥
陀
仏
が

届
き
、
地
獄
行
き
が
当
然
の
こ
の
身

に
そ
の
は
た
ら
き
が
い
た
り
届
い
た

姿
、
称
名
念
仏
を
す
る
よ
う
に
と
、

何
度
も
何
度
も
願
い
、
「
必
ず
救
う

よ
」
と
お
誓
い
く
だ
さ
っ
た
お
心
が

よ
く
う
か
が
え
る
ご
和
讃
の
一
首
を

い
た
だ
い
た
常
例
布
教
の
ご
縁
で
し

た
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

存
如
上

人
召
し
つ
か
は
れ
候
ふ
小
者
を
、
御
雇
ひ
候
ひ
て
召

ぞ
ん
に
ょ

し
ょ
う
に
ん

め

そ
う
ろ

こ

も
の

お
ん

や
と

そ
う
ら

め

し
つ
か
は
れ
候
ふ
よ
し
に
候
ふ
。
存
如
上
人
は
人
を
五
人
召
し
つ

そ
う
ろ

そ
う
ろ

ぞ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ひ
と

ご

に
ん

め

か
は
れ
候
ふ
。
蓮
如
上

人
御
隠
居
の
時
も
、
五
人
召
し
つ
か
は

そ
う
ろ

れ
ん
に
ょ

し
ょ
う
に
ん

ご

い
ん
き
ょ

と
き

ご

に
ん

め

れ
候
ふ
。
当
時
は
御
用
と
て
心
の
ま
ま
な
る
こ
と
、
そ
ら
お
そ
ろ

そ
う
ろ

と
う

じ

ご

よ
う

こ
こ
ろ

し
く
、
身
も
い
た
く
か
な
し
く
存
ず
べ
き
こ
と
に
て
候
ふ
。

み

ぞ
ん

そ
う
ろ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
四
十
七
）

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
、
父
上
の
存
如
上
人
の
使
用
人
を
と
き
お
り
雇
っ
て
使

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ち
ち
う
え

ぞ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

し

よ
う
に
ん

や
と

つ
か

わ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
当
時
、
存
如
上
人
は
人
を
五
人
使
っ
て
お
ら

と
う

じ

ぞ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ひ
と

ご

に
ん
つ
か

れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
蓮
如
上
人
は
ご
隠
居
な
さ
っ
た
後
も
五
人
だ

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

い
ん
き
ょ

あ
と

ご

に
ん

け
お
使
い
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
ご
ろ
で
は
、
用
が
多
い
か
ら
と
い
っ

つ
か

よ
う

お
お

て
、
思
い
の
ま
ま
に
人
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
恐
れ
多
く
、
大
変
も
っ

お
も

ひ
と

つ
か

お
そ

お
お

た
い
へ
ん

た
い
な
い
こ
と
だ
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

お
も

２３

重
誓
名
声
聞
十
方

２０１２（平成２４）年
秋季彼岸会法要のお知らせ

期 日 平成２４年９月２２日（土）
午前１０時～

勤 行 正信念仏偈（草譜）
念仏和讃六首引き

講 師 諸塚村七つ山 浄覺寺住職
小 川 義 宣 師

持参品 経本・念珠・門徒式章

彼岸会法要は金光寺仏教婦人会の例会
です。仏教婦人会会員の皆さんの法要ご
参詣をお願いします。
また、一般門信徒の皆さんのご参詣も

お待ちいたしております。

仏事お休みのお知らせ

下記の日は、緊急を除き仏事を休
みます。ご協力をお願いします。

記

◎ ９月

１１日 出張（宮崎別院）
１４日 出張（宮崎別院）
１６日 鞍中体育祭
３０日 鞍小運動会

◎ １０月

３日 出張（宮崎別院）
２１日 宮崎教区仏教壮年大会
２４日 私用（高校用務）

◎ １１月

３日 私用（１０区用務）


