
懺

悔

さ
ん

げ

「
へ
ぇ
ー
、
懺
悔
は
仏
教
語
で
す

か
。
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
じ
ゃ
な
い

の
で
す
か
」
と
、
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。

な
る
ほ
ど
「
ザ
ン
ゲ
」
は
、
今
で

は
キ
リ
ス
ト
教
の
雰
囲
気
を
感
じ
る

語
で
す
。

し
か
し
、
本
来
は
「
サ
ン
ゲ
」
と

読
み
、
仏
教
語
な
の
で
す
。

古
代
イ
ン
ド
の
語
「
ク
シ
ャ
マ
」

を
音
写
す
る
と
「
懺
摩
」
。
意
訳
す

る
と
「
悔
む
」
と
な
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
こ
れ
を
合
成
し
て
「
懺
悔
」
と

な
り
ま
し
た
。
く
や
む
こ
と
。
人
に

罪
の
ゆ
る
し
を
請
う
こ
と
。
自
分
の

犯
し
た
罪
を
仏
の
前
に
告
白
す
る
こ

と
。
悔
い
改
め
る
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。原

始
仏
教
で
は
、
半
月
ご
と
に
布

薩
と
い
う
儀
式
を
行
い
、
戒
律
の
箇

条
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
罪
が
あ
る
と

き
に
は
自
分
で
申
し
出
て
、
告
白
し

て
裁
き
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
が
懺

悔
で
、
こ
の
時
の
作
法
を
懺
悔
五
法

と
い
い
ま
す
。

『
御
文
章
』
に
は
「
つ
み
は
十
悪

五
逆
謗
法
闡
提
の
と
も
が
ら
な
れ
ど

も
、
廻
心
懺
悔
し
て
、
ふ
か
く
、
か

か
る
あ
さ
ま
し
き
機
を
す
く
ひ
ま
し

ま
す
弥
陀
如
来
の
本
願
な
り
と
信
知

し
て
」
と
あ
り
ま
す
。

自
力
を
ひ
る
が
え
し
て
、
他
力
に

帰
す
る
意
味
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

（
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
）

漫
画
を
読
む
の
が
好
き
で
す
。
た

だ
し
、
タ
ッ
チ
に
好
み
が
あ
り
、
す

べ
て
の
漫
画
を
読
む
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
い
て
い
は
立
ち
読
み
で

す
が
、
「
月
間
少
年
マ
ガ
ジ
ン
」
と

「
ビ
ッ
グ
コ
ミ
ッ
ク
オ
リ
ジ
ナ
ル
」

だ
け
は
買
っ
て
読
ん
で
い
ま
す
。
今

日
（
六
日
）
は
ビ
ッ
グ
コ
ミ
ッ
ク
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
発
売
日
。
コ
ン
ビ
ニ
に

漫
画
を
買
い
に
行
っ
た
の
で
す
が
、

行
き
も
帰
り
も
普
段
よ
り
車
の
通
行

量
が
多
く
て
、
「
？
」
状
態
に
な
り

ま
し
た
。
よ
く
よ
く
、
車
を
見
る
と

車
番
は
他
県
ナ
ン
バ
ー
が
多
く
、
屋

根
の
上
に
は
ス
キ
ー
や
ス
ノ
ー
ボ
ー

ド
を
積
ん
で
い
ま
す
。
や
っ
と
、
今

日
か
ら
五
ヶ
瀬
ハ
イ
ラ
ン
ド
ス
キ
ー

場
が
オ
ー
プ
ン
と
い
う
こ
と
に
気
づ

き
ま
し
た
。
シ
ー
ズ
ン
中
の
入
場
者

数
四
万
人
突
破
が
目
標
と
の
事
。
入

場
者
数
が
四
万
人
を
超
え
な
け
れ
ば
、

い
ず
れ
ス
キ
ー
場
は
営
業
を
止
め
る

と
も
聞
き
ま
す
。
五
ヶ
瀬
の
知
名
度

を
上
げ
て
く
れ
た
ス
キ
ー
場
、
最
盛

期
は
ス
キ
ー
場
が
あ
る
こ
と
に
誇
り

を
持
っ
た
も
の
で
す
。
そ
ん
な
ス
キ
ー

場
を
何
と
し
て
も
残
し
た
い
の
で
、

今
シ
ー
ズ
ン
は
ス
キ
ー
を
し
に
行
こ

う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
老
化

し
た
身
を
考
え
る
と
怪
我
が
と
て
も

心
配
で
す
。
（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ さざんか、さざんか 咲いた道 ♪♪ （１１月３０日）

今月のことば

念仏者とは一切衆生を「御同朋」として見出していく存在
いっさいしゅじょう おんどうぼう

（ 宮 城 顗 ）

阿弥陀仏の本願を聞き、念仏申す私たちには、

どのような世界がひらかれてくるのでしょうか。

生活のなかで出会っていくあらゆる人たちを、自

分の都合ではなく、その人として見ていくことが

できるのでしょうか。親鸞聖人は、お念仏のなか

にともに生きる人びとを「同朋」「とも同朋」と
どうぼう

言われています。

今月の言葉は、宮城 顗師の著書『本願に生き
しずか

る』のなかの言葉です。少し前後の文章を含めて

ご紹介してみます。

「御同朋」という言葉は、実は「一切衆生」、
おんどうぼう いっさいしゅじょう

つまり、おおよそ人間をみる眼を言い表している

言葉であって、あえていえば、念仏者とは一切衆

生を「御同朋」として見出していく存在。念仏者

が「御同朋」なのではない。念仏者の集いが「御

同朋」なのでもない。念仏者とは一切衆生、一切

の人間を「御同朋」として見出していく。そうい

う心をたまわったものであり、その歩みを開かれ

たものだというべきではないか。（『本願に生き

る』77～７８頁）

本願に願われている存在、いや願われねばなら

ない存在としての私に出遇う時、一切の衆生をと
あ

もに願われているものとして受けとめ、見出して

いくことができるのでしょう。その時に、自分の

関心や都合を超えて、一切衆生そのもの、周りの

人をその人として見出し、出会っていくことがで

きるのではないでしょうか。人を、物のように自

分の都合のいいように利用するのではなく、人を

人として見出していく、そこに「御同朋」の世界、

人間が人間として生きるということがあるように

思います。

（本願寺出版社刊「大乗」誌より転載）

先月の寺報２ページで明年〈２０１４年〉の年

回忌案内をしましたが、誤りがありました。ご迷

惑をおかけしました。お詫びを申し上げますとと

もに、訂正して再掲載します。

２０１４（平成２６）年の年回忌案内

一周忌（２０１３年・平成２５年の物故者）

３回忌（２０１２年・平成２４年の物故者）

７回忌（２００８年・平成２０年の物故者）

１３回忌（２００２年・平成１４年の物故者）

１７回忌（１９９８年・平成１０年の物故者）

２５回忌（１９９０年・平成 ２年の物故者）

３３回忌（１９８２年・昭和５７年の物故者）

５０回忌（１９６５年・昭和４０年の物故者）

１００回忌（１９１５年・大正 ４年の物故者）

金光寺よろずコーナー

ホームページ開いてます。
URL http：//konkhoji.jp

1２月７日現在 アクセス数 ６６，３６８人

11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。

２０１３年 １１月２２日寂 満８３歳
笠 部 山 下 直 利 様
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今
年
も
残
り
わ
ず
か
に
な
り
ま
し

た
。
今
月
十
五
・
十
六
日
の
当
山
報

恩
講
に
向
け
て
、
あ
わ
た
だ
し
く
準

備
の
毎
日
で
す
。
晴
れ
て
、
寒
く
な

け
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

報
恩
講
準
備
に
あ
た
ふ
た
し
て
い

る
状
態
で
、
寺
報
編
集
も
な
か
な
か

思
う
よ
う
に
は
ま
ま
な
ら
ず
、
昨
年

同
様
、
法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
裏
面
に
書

か
れ
て
あ
る
「
法
語
に
つ
い
て
」
と

い
う
法
語
の
思
い
を
掲
載
し
ま
し
た

（
手
抜
き
の
奥
の
手
）
。
昨
年
十
二

月
の
寺
報
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
お

そ
ら
く
、
カ
レ
ン
ダ
ー
の
裏
面
ま
で

見
る
方
は
少
な
い
の
で
は
と
の
私
の

憶
測
か
ら
起
こ
し
た
行
動
で
す
。

明
年
の
法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
、
身
近

な
と
こ
ろ
で
、
朝
な
夕
な
目
に
か
か

る
よ
う
に
使
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
う
こ
と
で
す
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

あ
る
人
申
さ
れ
候
ふ
と
云
々
。
わ
れ
は
井
の
水
を
飲
む
も
、
仏

ひ
と
も
う

そ
う
ろ

う
ん
ぬ
ん

い

み
ず

の

ぶ
っ

法
の
御
用
な
れ
ば
、
水
の
一
口
も
、
如
来
・
聖
人
（
親
鸞
）
の

ぽ
う

ご

ゆ
う

み
ず

ひ
と
く
ち

に
ょ
ら
い

し
ょ
う
に
ん

し
ん
ら
ん

御
用
と
存
じ
候
ふ
よ
し
申
さ
れ
候
ふ
。

ご

ゆ
う

ぞ
ん

そ
う
ろ

も
う

そ
う
ろ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
六
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
》

あ
る
人
が
、
「
井
戸
の
水
を
飲
む
こ
と
も
仏
法
の
お
は
た
ら
き
に
よ
っ

ひ
と

い

ど

み
ず

の

ぶ
っ
ぽ
う

て
恵
ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
一
口
の
水
で
さ
え
、
阿
弥
陀
如
来
・
親
鸞

め
ぐ

ひ
と
く
ち

み
ず

あ

み

だ

に
ょ
ら
い

し
ん
ら
ん

聖
人
の
お
か
げ
な
の
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
い
ま
し
た
。

し
ょ
う
に
ん

お
も

《
用
語
の
意
味
》

御

用
…
…
お
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
恵
ま
れ
た
も
の
。

ご

ゆ
う

め
ぐ

２３

一
年
最
後
の
月
に

二
〇
一
三
（
平
成
二
十
五
）
年

金
光
寺
報
恩
講
の
お
知
ら
せ

日

時
十
二
月
十
五
日

午
前
十
時
〜

日
中
法
要
（
上
下
参
り
）

（
九
区
・
十
三
区
・
十
四
区
地
区
）

午
後
七
時
〜

逮
夜
法
要
（
お
番
）

十
二
月
十
六
日

午
前
十
時
〜

日
中
法
要
（
中
央
参
り
）

（
十
区
・
十
一
区
・
十
二
区
）

講

師

備
後
教
区

三
谿
組

善
徳
寺
住
職

浄
土
真
宗

本
願
寺
派

布
教
使

長
谷
川

憲

章

師

そ
の
他お
参
り
の
際
は
、
門
徒
式
章
、
念
珠
と
聖
典
（
お
経
本
）

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

報
恩
講
期
間
中
の
日
中
法
要
（
午
前
十
時
か
ら
の
法
要
）

に
お
仕
事
等
で
お
参
り
で
き
な
い
方
は
、
十
二
月
十
五

日
午
後
七
時
か
ら
の
逮
夜
法
要
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

仏事お休みのお知らせ

下記の期日はお葬式を除き、仏事を行
えません。ご協力をお願いします。

◎ １２月

２１日 私 用（高校用務）
２４日 宮崎出張（教学勉強会）

２０１４年

◎ ２月

７日～９日
京都出張（息子得度関連用務）

１０日午後 私 用（大学受験）
２４日～２６日

私 用（大学受験）

◎ ３月

１日 私 用（娘 高校卒業式）
４日～５日

京都出張（息子得度関連用務）
７日～９日 私 用（大学受験）
１１日～１３日

私 用（大学受験）
２１日 彼岸会法要

法
語
に
つ
い
て

光

寿

無

量

こ
う

じ
ゅ

む

り
ょ
う

浄
土
真
宗
の
お
寺
に
は
、
様
々

な
ひ
と
が
訪
れ
ま
す
。
年
忌
や
法

事
な
ど
で
は
、
ご
門
徒
で
は
な
い
、

他
宗
の
方
々
が
お
参
り
さ
れ
る
こ

と
も
め
ず
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

本
堂
に
お
座
り
に
な
っ
た
方
が
、

内
陣
中
央
の
ご
本
尊
を
見
上
げ
、

あ
の
み
仏
は
、
お
釈
迦
さ
ま
で
す

し

ゃ

か

か
、
阿
弥
陀
さ
ま
で
す
か
、
そ
れ

と
も
別
な
仏
さ
ま
で
す
か
、
な
ど

と
住
職
に
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ

た
ず

り
ま
す
。
仏
教
は
、
い
わ
ゆ
る
一

神
教
で
は
な
く
、
多
仏
が
ま
し
ま

す
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
お
尋
ね
さ

れ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然

の
こ
と
で
す
。

申
す
ま
で
も
な
く
、
浄
土
真
宗

の
ご
本
尊
は
、
阿
弥
陀
如
来
で
す
。

そ
の
阿
弥
陀
如
来
に

帰
依
し
、

き

え

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
申
す
と
こ

ろ
に
、
真
宗
門
徒
の
生
活
の
基
本

が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
「
ナ
ン

マ
ン
ダ
ブ
」
な
ど
と
声
に
出
す
ほ

う
が
、
私
た
ち
に
親
し
い
信
仰
表

現
の
姿
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

真
宗
門
徒
は
、
お
り
あ
る
ご
と

に
お
念
仏
を
称
え
ま
す
が
、
「
南

と
な

無
阿
弥
陀
仏
」
は
、
イ
ン
ド
の
言

語
に
発
祥
す
る
言
葉
で
す
か
ら
、

多
く
の
方
々
、
と
く
に
他
宗
の
方
々

に
は
意
味
不
明
の
呪
文
の
よ
う
に

じ
ゅ
も
ん

響
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し

念
仏
は
、
け
っ
し
て
呪
文
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
南
無
と
は
、
「
帰
依

し
ま
す
」
と
い
う
信
仰
の
決
意
を

表
明
す
る
語
で
あ
り
、
ま
た
阿
弥

陀
仏
と
は
、
「
無
限
の
い
の
ち
」
・

「
無
限
の
ひ
か
り
」
と
い
う
大
き

な
徳
を
具
え
た
阿
弥
陀
如
来
を
讃

そ
な

た
た

え
る
言
葉
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

浄
土
真
宗
で
は
、
口
に
念
仏
申
す
、

つ
ま
り
称
名
す
る
だ
け
で
な
く
、

し
ょ
う
み
ょ
う

み
名
の
い
わ
れ
を
聞
く
こ
と
、
す

な
わ
ち
聞
名
す
る
こ
と
が
大
切
な

も
ん
み
ょ
う

意
義
と
さ
れ
ま
す
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
南
無

阿
弥
陀
仏
の
六
字
を
、

「
正
信
偈
」
の
冒
頭
に
、

し
ょ
う
し
ん
げ

「
帰
命
無
量
寿
如
来

き
み
ょ
う
む
り
ょ
う
じ
ゅ
に
ょ
ら
い

南
無
不
可
思
議
光
」

な

む

ふ

か

し

ぎ

こ

う

と
表
現
さ
れ
ま
し
た
。
「
は
か
り

な
き
い
の
ち
（
無
量
寿
）
の
み
ほ

む
り
ょ
う
じ
ゅ

と

け

、

は

か

り

な

き

ひ

か

り

（
無
量
光
）
の
み
ほ
と
け
」
で
あ

む
り
ょ
う
こ
う

る
阿
弥
陀
如
来
に
帰
依
し
、
現
前

げ
ん
ぜ
ん

の
生
活
の
場
に
ま
で
届
い
た
、
南

無
阿
弥
陀
仏
の
み
名
を
讃
え
、
そ

し
て
そ
の
い
わ
れ
を
聞
く
と
こ
ろ

に
、
「
正
信
偈
」
を
諷
誦
し
、
ま

ふ
う
じ
ゅ

た
唱
和
す
る
深
い
意
味
が
あ
り
ま

す
。無

量
寿
は
、
永
遠
に
消
え
る
こ

と
の
な
い
阿
弥
陀
如
来
の
大
い
な

る
「
慈
悲
」
を
、
そ
し
て
不
可
思

じ

ひ

議
光
は
、
永
遠
に
輝
く
阿
弥
陀
如

来
の
大
い
な
る
「
智
慧
」
を
象
徴

ち

え

し
ま
す
。
こ
の
大
悲
と
大
智
を
円

だ
い

ひ

だ
い

ち

満
し
た
阿
弥
陀
如
来
の
み
名
を
称

え
、
そ
の
慈
悲
に
身
を
委
ね
、
ま

ゆ
だ

た
そ
の
智
慧
に
照
ら
さ
れ
、
苦
悩

に
満
ち
た
人
生
を
力
強
く
歩
む
、

真
宗
門
徒
の
生
活
の
す
べ
て
は
、

こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

本
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
は
、
生
涯

を
か
け
て
、
お
念
仏
の
い
わ
れ
を

聞
き
、
そ
し
て
私
た
ち
に
ご
教
示

く
だ
さ
っ
た
諸
先
達
の
法
語
を
掲

載
し
ま
し
た
。
ご
味
読
た
ま
わ
れ

ば
幸
い
で
す
。


