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親鸞聖人のご消息に出てくる一文です。こ
しょうそく

のご消息では、最初に「自力」「他力」の説

明がなされ、つづいて次のように記されてい

ます。

「この身が悪いから、阿弥陀仏が迎え取っ

てくださるはずがないと思ってはなりません。

凡夫はもとより煩悩を身にそなえているので
ぼん ぶ ぼんのう

すから、自分は悪いものであると知るべきで

す。また、自らの心が善いから、往生するこ
よ

とができるはずだと思ってはなりません。自

力のはからいでは、真実の浄土に生れること
うま

はできないのです」。

ここで批判されている考え方は、「賢善
けんぜん

精 進」の思想といえます。「賢善精進」と
しょうじん

は、善を積みあげ賢くなり精進していくこと
かしこ

で、自身の浄土への往生がより引き寄せられ

ていくとする考え方です。これらは確かに重

要なことですが、法然聖人・親鸞聖人の浄土
ほうねん

教の捉え方とは異なった道でした。

それは、これまでの自力による善の積みあ

げを超えた、新しい浄土の行でした。本願
ぎょう

（第十八願）に則ったところの念仏と信心で
のっと

あり、他力の信行です。まさに阿弥陀如来に
しんぎょう

よって選択された本願に説かれているままの
せんじゃく

行を、ただそのままに行う信行であり、自力
ぎょう おこな しんぎょう

の蓄積とは根本的に異なった行いということ

になります。

親鸞聖人が比叡山の修行での挫折を通し、
ひ えいざん

その後の人生を通してかみしめられた事実は、

「わが心が善くない」という思いであったと

考えられます。その思いを普遍化した結果、

自己を基点として善行を積みあげていきたい
ぜんぎょう

とする考え方を、遠ざけられたのだと考えら

れます。

（本願寺出版社刊「大乗」誌掲載

『月々のことば』より抜粋 転載）

今月法語カレンダーのことば

わがこころよければ 往生すべしとおもうべからず
おうじょう

▲ 今年、突然境内地に咲きました。何の花？ （９月６日撮影・当山）

お
盆
に
台
風
十
号
襲
来
。
十
四

日
は
雨
は
あ
り
ま
し
た
が
、
風
は

ほ
と
ん
ど
吹
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

翌
十
五
日
午
後
に
戻
し
の
風
が
吹

き
ま
し
た
。
「
あ
ー
や
っ
ぱ
り
台

風
は
来
た
ん
だ
」
と
思
っ
た
こ
と

で
し
た
▼
そ
れ
以
後
、
台
風
は
天

気
予
報
に
現
れ
ま
せ
ん
で
し
た
の

で
、
今
年
の
台
風
は
終
わ
っ
た
の

か
な
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
や

ば
い
コ
ー
ス
の
方
を
台
風
十
三
号

が
進
ん
で
行
く
よ
う
で
す
。
自
然

を
甘
く
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
ね
▼

九
州
の
西
側
を
台
風
が
通
過
す
る

と
風
雨
が
激
し
い
の
で
私
は
東
シ

ナ
海
側
を
「
や
ば
い
コ
ー
ス
」
と

読
ん
で
い
ま
す
。
（
ほ
と
ん
ど
の

方
が
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
！
）

一
方
、
太
平
洋
側
は
雨
は
降
っ
て

も
風
は
ほ
と
ん
ど
吹
く
こ
と
は
な

い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
▼
だ
か
ら

今
回
台
風
十
号
の
戻
し
の
風
は
意

外
で
し
た
。
天
気
予
報
で
は
台
風

十
三
号
は
や
ば
い
コ
ー
ス
を
通
過

し
ま
す
が
、
九
州
か
ら
は
離
れ
た

コ
ー
ス
な
の
で
大
丈
夫
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
然

の
脅
威
を
甘
く
見
て
は
い
け
ま
せ

ん
ね
▼
風
雨
に
よ
る
被
害
が
出
な

い
と
い
い
の
で
す
が
。
そ
し
て
早

く
晴
れ
が
続
い
て
、
徐
々
に
、
刈

り
時
を
迎
え
て
い
る
米
刈
り
が
ス

ム
ー
ズ
に
進
む
よ
う
に
と
思
う
こ

と
で
す
。
（
住
職

松
井
卓
郎
）
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下記の日は緊急を除き仏事は休み
ます。よろしくお願いします。

◎ ９月
１６日（月） 終 日
２３日（日） 終 日

◎ １０月
８日（火） 終 日

２０日（日） 終 日

◎ １１月
１５日（金） 終 日

下記の日は仏事はお受けできませ
ん。よろしくお願いします。

10月6日（日）～10月7日（月）

仏事お休みのお知らせ

ホームページ開いています。

ＵＲＬ https://konkouji.jp/

９月９日現在アクセス数 ９２，９８７人

住
職
ひ
と
り
ご
と

こ
れ
人
中
の
分
陀
利
華
な
り

に
ん
ち
ゅ
う

ふ
ん

だ

り

け

『
観
無
量
寿
経
』
に
、

か
ん
む

り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

「
も
し
念
仏
す
る
も
の
は
、
ま
さ
に
知
る

ね
ん
ぶ
つ

し

べ
し
、
こ
の
人
は
こ
れ
人
中
の
分
陀
利
華
な

ひ
と

に
ん
ち
ゅ
う

ふ
ん

だ

り

け

り
」
と
い
う
文
が
あ
り
ま
す
。

「
分
陀
利
華
」
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で
「
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
」
と
い
い
、
「
白
蓮

び
ゃ
く
れ
ん

華
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
蓮
華
の
一
種
で
す
。

げ

仏
典
に
は
そ
の
他
に
、
ウ
ト
パ
ラ
（
青
蓮

華
）
、
パ
ド
マ
（
紅
蓮
華
）
、
ク
ム
ダ
（
黄

蓮
華
）
の
蓮
華
が
登
場
し
ま
す
。

炎
暑
の
イ
ン
ド
で
は
、
涼
し
い
水
辺
は
人

び
と
に
安
ら
ぎ
を
与
え
、
そ
こ
に
咲
く
蓮
華

は
理
想
の
境
地
を
表
す
花
と
し
て
愛
好
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

仏
教
で
も
、
泥
の
中
に
生
ま
れ
な
が
ら
も

清
ら
か
で
美
し
い
花
を
咲
か
せ
、
し
か
も
、

泥
に
染
ま
ら
な
い
蓮
華
は
、
煩
悩
か
ら
解
脱

げ

だ
つ

し
て
涅
槃
を
得
る
譬
え
と
し
て
、
仏
や
仏
法

ね

は
ん

た
と

の
象
徴
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
極
楽
に
は
蓮
華

が
よ
く
似
合
い
ま
す
ね
。

念
仏
者
は
、
そ
の
よ
う
な
分
陀
利
華
（
白

蓮
華
）
と
称
え
ら
れ
る
よ
う
な
尊
い
人
だ
と

た
た

い
う
の
で
す
。

『
正
信
偈
』
に
も
、
「
是
人
名
分
陀
利
華
」

し
ょ
う
し
ん
げ

ぜ

に
ん
み
ょ
う
ふ
ん
だ

り

け

（
こ
の
人
を
分
陀
利
華
と
名
づ
く
）
と
う
た

わ
れ
て
い
ま
す
。

『
観
無
量
寿
経
』
は
続
い
て
「
こ
の
よ
う

な
念
仏
者
は
観
世
音
菩
薩
や
大
勢
至
菩
薩
が

か
ん

ぜ

お
ん

ぼ

さ
つ

だ
い
せ
い

し

ぼ

さ
つ

す
ぐ
れ
た
友
と
な
り
、
、
さ
と
り
の
場
に
座

り
、
仏
た
ち
の
家
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
浄
土

に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
ま
す
。

本
願
寺
御
影
堂
の
平
成
大
修
復
は
、
完
成

ご

え
い
ど
う

が
近
づ
い
て
き
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
大
遠
忌
法
要
は
、

だ
い
お
ん

き

そ
の
大
修
復
な
っ
た
御
影
堂
で
勤
修
さ
れ
、

ご
ん
し
ゅ
う

連
日
、
お
堂
い
っ
ぱ
い
に
分
陀
利
華
が
咲
き

匂
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
本
願
寺
出
版
社
発
行

辻
本
敬
順
著

「
続
・
仏
教
名
言
ノ
ー
ト
」
か
ら
）

仏
教
名
言
ノ
ー
ト


