
獅
子
奮
迅

し

し

ふ
ん
じ
ん

「
野
茂
は
す
ご
い
」
プ
ロ
野
球
フ
ァ

ン
は
唸
り
ま
す
。
何
し
ろ
三
振
の
山

を
築
き
、
記
録
を
塗
り
替
え
、
Ｍ
Ｖ

Ｐ
を
は
じ
め
多
く
の
タ
イ
ト
ル
を
独

占
し
、
新
人
と
思
え
な
い
よ
う
な
獅

子
奮
迅
の
活
躍
で
し
た
。

獅
子
奮
迅
と
は
、
獅
子
が
奮
い
立
っ

た
よ
う
に
、
勢
い
の
盛
ん
な
こ
と
を

い
い
、
大
活
躍
を
す
る
状
態
を
形
容

す
る
日
常
語
で
す
。

仏
教
で
は
、
獅
子
は
師
子
と
書
き

ま
す
。
仏
典
に
「
諸
仏
の
師
子
奮
迅

の
力
」
（
法
華
経
）
「
師
子
王
自
在

奮
迅
の
ご
と
し
」
（
大
般
若
経
）
と

あ
り
ま
す
。

仏
が
大
悲
の
身
を
奮
い
、
衆
生
の

た
め
に
外
道
な
ど
の
小
獣
を
畏
伏
さ

せ
る
、
そ
の
様
子
が
、
獅
子
が
奮
迅

す
る
の
に
似
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を

「
師
子
奮
迅
三
昧
」
と
い
い
ま
す
。

仏
が
入
る
三
昧
で
す
。

獅
子
は
百
獣
の
王
で
す
。
仏
も
人

間
の
王
で
あ
り
、
獅
子
に
も
喩
え
る

べ
き
お
方
と
い
う
意
味
で
、
仏
教
で

は
、
仏
を
獅
子
に
喩
え
て
い
ま
す
。

仏
の
座
を
師
子
座
、
仏
の
歩
み
を

師
子
歩
、
仏
の
説
法
を
獅
子
吼
と
い

う
具
合
で
す
。

そ
う
い
え
ば
、
プ
ロ
野
球
フ
ァ
ン

に
は
「
神
様
、
仏
様
、
稲
生
様
」
と

い
っ
た
昔
が
、
懐
か
し
い
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

パ
ー
ト
Ⅱ
」
か
ら
）

坊
守
の
た
っ
て
の
願
い
で
先
月
二

十
九
日
、
有
田
陶
器
市
に
行
き
ま
し

た
。
毎
年
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク

期
間
中
に
開
催
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
日
向
市
発
の
バ
ス
ツ
ア
ー
に
高

千
穂
か
ら
乗
車
し
た
の
で
す
が
、
添

乗
員
さ
ん
の
話
に
よ
る
と
、
陶
器
市

は
十
日
間
開
催
さ
れ
、
延
べ
百
二
十

万
人
の
人
々
が
訪
れ
る
そ
う
で
す
。

▼
そ
れ
を
聞
い
て
げ
す
な
私
が
す
ぐ

考
え
た
の
は
「
一
人
一
円
の
支
出
で

百
二
十
万
円
、
十
円
で
千
二
百
万
円
、

百
円
で
一
億
二
千
万
円
、
千
円
だ
と

十
二
億
円
、
五
千
円
だ
と
六
十
億
円

に
な
る
っ
ち
ゃ
」
。
何
ご
と
も
す
ぐ

お
金
に
換
算
す
る
と
い
け
な
い
の
で

す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
ビ
ッ
ク
リ
。

▼
私
た
ち
が
行
っ
た
日
は
天
気
予
報

が
雨
天
ま
じ
り
だ
っ
た
の
で
、
そ
う

多
い
人
出
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
そ
れ
で
も
五
ヶ
瀬
町
の
人
口
の

二
十
倍
く
ら
い
の
人
は
い
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
▼
私
は
ラ
ー
メ

ン
用
の
ど
ん
ぶ
り
を
買
い
た
か
っ
た

の
で
す
が
、
目
的
の
店
は
陶
器
市
会

場
の
ほ
ぼ
一
番
は
じ
っ
こ
。
途
中
ま

で
行
き
ま
し
た
が
、
帰
り
の
バ
ス
の

乗
車
時
間
が
迫
っ
て
き
た
の
で
残
り

半
分
ほ
ど
で
断
念
。
ち
な
み
に
約
四

キ
ロ
の
道
の
り
に
お
店
が
ず
っ
と
あ

り
ま
し
た
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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１ ４

▲ 立てば○○、座れば○○、歩く姿は○○の花 これは牡丹です

今月のことば

きのう聞くも 今日またきくも

ぜひに来いとの およびごえ （ お 軽 ）
かる

親鸞聖人は「聞く」ということについて、『大
だい

経』の本願成就文の「聞其名号」の言葉を解釈し
きょう じょうじゅもん もん ご みょうごう

て『教行信証』「信文類」に、
きょうぎょうしんしょう しんもんるい

しかるに『経』（大経・下）に「聞」といふは、
きょう もん

衆生、仏願の生起本末を聞きて疑心あることなし、
しゅじょう ぶつがん しょうきほんまつ ぎ し ん

これを聞といふなり。
もん

といわれ、また『一念多念文意』にも、
いちねんたねんもん い

「聞其名号」といふは、本願の名号をきくとの
もん ご みょうごう

たまへるなり。きくといふは、本願を聞きて疑ふ
うたが

こころなきを「聞」といふなり。またきくといふ
もん

は、信心をあらはす御のりなり。
み

と述べて、名号を聞くというのは仏願の生起本末

を聞くことと示され、名号を聞くことがそのまま

信心であるといわれます。聞く内容について、仏

願の生起とは、阿弥陀如来が本願を起こされた理

由であり、仏願の本末とは、阿弥陀如来が因の位

（法蔵菩薩）のときに起こされた本願が、果の位
ほうぞうぼさつ

（成仏）において願い通りに衆生を必ず救う本願

力・名号として完成したということです。すなわ

ち、私のこころと如来のこころの、二つのこころ

を聞くということです。

私のこころを聞くというのは、煩悩罪悪に汚染
ぼんのう

され清浄真実の心がないために、往生できる要素

をまったく持たない私のあるがままの相を知らせ
すがた

てもらうということであり、如来のここをろを聞

くというのは、迷いの世界を抜け出すことのでき

ない私を必ず救うはたらきであることを知らせて

もらうということです。この二つのこころを聞い

ていくことが、そのまま「ぜひに来い」と願われ

ている喚び声に目覚めていくことです。
よ

（本願寺出版社刊「大乗」誌より転載）

下記の日は、緊急（葬儀）を除き、法事
はいたしません。ご協力をお願いします。

◎ ５ 月
１３日 高千穂組組会

◎ ６ 月
５日～８日

上 洛（本山法要）
２８日 女性の集い 前日準備
２９日 女性の集い

◎ ７ 月
２３日 高千穂組仏教夏季講座

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/

５月８日現在 アクセス数 ７４，０１６人

４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。
２０１４年 ４月 ７日寂 満６５歳
高千穂町 染 矢 進 一 様

２０１４年 ４月 ９日寂 満６８歳
高千穂町 福 島 美津子様

２０１４年 ４月２１日寂 満６２歳
矢惣園 岩 野 聖 興 様

２０１４年 ４月２６日寂 満５４歳
山都町 木 村 みどり様
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ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
を
過
ぎ
ま

し
た
。
こ
ど
も
の
日
、
五
月
五
日
は

立
夏
で
あ
り
、
暦
の
上
で
は
夏
に
な
っ

た
の
で
す
が
、
早
朝
は
ま
だ
冷
え
込

み
が
厳
し
く
、
梵
鐘
を
撞
く
時
間
帯
、

吐
く
息
が
白
く
見
え
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
確
実
に
夏
の
訪
れ

を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
日
々
に
な

り
ま
し
た
。

先
月
は
一
日
か
ら
四
日
ま
で
私
事

で
寺
坊
を
離
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の

間
、
葬
儀
が
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
こ

と
で
し
た
。
し
か
し
、
帰
宅
後
の
七

日
以
降
、
四
人
の
方
が
次
々
と
お
亡

く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

い
つ
も
、
お
葬
式
の
ご
縁
を
い
た

だ
く
た
び
に
故
人
と
ご
遺
族
・
ご
親

族
の
皆
さ
ま
或
い
は
、
葬
儀
に
ご
参

列
の
皆
さ
ま
と
の
深
い
結
び
つ
き
を

感
じ
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の

た
び
に
通
夜
の
お
つ
と
め
で
と
な
え

る
宗
祖
親
鸞
聖
人
さ
ま
の
『
高
僧
和

讃
』
「
龍
樹
讃
」
の
次
の
ご
和
讃
に

深
く
感
じ
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

恩
愛
は
な
は
だ
た
ち
が
た
く

生
死
は
な
は
だ
尽
き
が
た
し

念
仏
三
昧
行
じ
て
ぞ

罪
障
を
滅
し
度
脱
せ
し

（
『
注
釈
版
聖
典
』
五
八
〇
頁
）

今
回
、
昨
年
五
月
か
ら
胃
が
ん
の

病
魔
と
闘
い
な
が
ら
満
五
十
四
歳
で

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
葬
儀
で
次
の
よ

う
な
弔
辞
が
あ
り
ま
し
た
。

衰
え
つ
つ
あ
る
記
憶
に
残
っ
た
一

部
分
だ
け
し
か
紹
介
で
き
ま
せ
ん
。

お
許
し
く
だ
さ
い
。

弔
辞
は
生
前
、
故
人
が
入
っ
て
お

ら
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
Ｓ
﹈
の
代
表

の
方
で
す
。

ま
ず
、
故
人
の
生
前
の
お
声
が
入
っ

た
Ｃ
Ｄ
を
な
が
さ
れ
後
、
「
聞
き
に

く
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
最
後
に

彼
女
が
言
っ
た
言
葉
は
最
初
は
み
ん

な
あ
り
が
と
う
で
し
た
が
、
そ
の
後

は
家
族
の
み
ん
な
あ
り
が
と
う
と
言

い
ま
し
た
」
と
申
さ
れ
た
の
で
す
。

故
人
と
ご
家
族
の
深
い
つ
な
が
り
が

う
か
が
え
る
あ
り
が
た
い
弔
辞
で
し

た
。葬

儀
が
終
わ
っ
た
三
日
後
に
、
初

七
日
逮
夜
法
要
の
お
参
り
に
行
っ
て

お
つ
と
め
が
終
わ
り
、
お
斎
を
い
た

だ
き
な
が
ら
ご
家
族
・
ご
親
族
と
し

ば
ら
く
お
話
を
し
ま
し
た
。
そ
の
会

話
の
中
で
、
故
人
の
お
姉
さ
ん
が

「
も
う
少
し
、
妹
に
良
く
し
て
や
れ

ば
良
か
っ
た
な
と
思
い
ま
す
」
と
言

わ
れ
た
の
で
、
「
妹
さ
ん
の
お
声
に

家
族
の
み
ん
な
あ
り
が
と
う
と
あ
っ

た
で
は
な
い
で
す
か
、
妹
さ
ん
は
皆

さ
ん
に
十
分
感
謝
し
て
お
ら
れ
た
と

思
い
ま
す
よ
」
と
お
答
え
し
た
こ
と

で
し
た
。

身
近
な
方
と
の
お
別
れ
は
本
当
に

た
ち
が
た
い
恩
愛
が
別
れ
た
今
も
存

在
す
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
私
た
ち
は
尽
き
る
こ
と
の

な
い
生
死
の
苦
海
に
今
生
き
て
い
る

の
で
す
。
い
つ
か
必
ず
娑
婆
の
縁
尽

き
る
日
が
来
ま
す
。
そ
の
時
に
阿
弥

陀
さ
ま
の
お
慈
悲
に
願
わ
れ
て
、
先

に
お
浄
土
へ
救
わ
れ
て
い
か
れ
た
故

人
と
再
び
あ
わ
せ
て
い
た
だ
く
お
育

て
、
「
念
仏
三
昧
」
の
日
暮
ら
し
を

過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

念
仏
三
昧
の
日
々
は
、
煩
悩
に
ま

み
れ
た
私
の
罪
障
を
阿
弥
陀
さ
ま
が

す
べ
て
引
き
受
け
て
く
だ
さ
り
、
悟

り
の
岸
に
救
わ
れ
て
い
く
、
無
礙
の

一
道
で
す
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

蓮
如
上
人
、
無
紋
の
も
の
を
着
る
こ
と
を
御
き
ら
ひ
候
ふ
。
殊

れ
ん
に
ょ

し
ょ
う
に
ん

む

も
ん

き

お
ん

そ
う
ろ

し
ゅ

勝
さ
う
に
み
ゆ
る
と
の
仰
せ
に
候
ふ
。
ま
た
、
墨
の
黒
き
衣
を

し
ょ
う

お
お

そ
う
ろ

す
み

く
ろ

こ
ろ
も

着
候
ふ
を
御
き
ら
ひ
候
ふ
。
墨
の
黒
き
衣
を
着
て
、
御
所
へ
ま

き

そ
う
ろ

お
ん

そ
う
ろ

す
み

く
ろ

こ
ろ
も

き

ご

し

ょ

ゐ
れ
ば
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
衣
紋
た
だ
し
き
殊
勝
の
御
僧
の
御
出

お
お

そ
う
ろ

え

も
ん

し
ゅ

し
ょ
う

お
ん

そ
う

お
ん

い

で
候
ふ
と
、
仰
せ
ら
れ
候
ひ
て
、
い
や
わ
れ
は
殊
勝
に
も
な
し
。

そ
う
ろ

お
お

そ
う
ろ

し
ゅ

し
ょ
う

た
だ
弥
陀
の
本
願
殊
勝
な
る
よ
し
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。

み

だ

ほ
ん
が
ん

し
ゅ
し
ょ
う

お
お

そ
う
ろ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
六
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
無
地
の
も
の
を
着
る
こ
と
を
お
き
ら
い
に
な
り
ま
し
た
。

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

む

じ

き

「
紋
の
な
い
無
地
の
も
の
を
着
る
と
い
か
に
も
僧
侶
ら
し
く
あ
り
が
た

も
ん

む

じ

き

そ
う
り
ょ

そ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
」
と
い
う
仰
せ
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
墨
染

み

お
お

す
み

ぞ

め
黒
い
衣
を
着
る
こ
と
も
お
き
ら
い
に
な
り
ま
し
た
。
墨
染
め
の
黒
い

く
ろ

こ
ろ
も

き

す
み

ぞ

く
ろ

衣
を
着
て
訪
ね
て
く
る
人
が
い
る
と
、
「
身
な
り
の
正
し
い
あ
り
が
た

こ
ろ
も

き

た
ず

ひ
と

み

た
だ

い
お
坊
さ
ま
が
お
い
で
に
な
っ
た
」
と
か
ら
か
っ
て
、
「
い
や
い
や
、

ぼ
う

わ
た
し
の
よ
う
な
も
の
は
、
全
然
あ
り
が
た
く
な
い
。
た
だ
弥
陀
の
本

ぜ
ん
ぜ
ん

み

だ

ほ
ん

願
だ
け
が
あ
り
が
た
い
の
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

が
ん

お
お

２３

念
仏
三
昧
の
お
育
て

第
三
十
五
回
高
千
穂
組
仏
教
女
性
の
集
い

の
ご
案
内

と

き

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
九
日
（
日
）

と
こ
ろ

高
千
穂
町
自
然
休
養
村
セ
ン
タ
ー

ご
講
師

熊
本
教
区

山
鹿
組

常
法
寺
住
職

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
布
教
使

佐
々
木

高

彰

師

法

題

阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
救
い

参
加
費

千
三
百
円
（
資
料
・
昼
食
代
）

持
参
品

経
本
・
念
珠
・
門
徒
式
章
・
筆
記
具
・
お
茶

そ
の
他

仏
教
婦
人
会
の
支
部
長
を
通
し
て
参
加

を
募
り
ま
す
の
で
、
参
加
希
望
者
は
参
加

費
を
添
え
て
支
部
長
へ
お
申
込
み
下
さ
い
。

初盆をお迎えになられるご家庭へ

昨年、８月以降に身近な方がお亡くな

りになられ、本年、初盆をお迎えの皆さ

ま、寂しいお盆をお迎えになられること

と存じます。

鞍岡地区では、ご親族やご縁のあった

地域の方などをお迎えして初盆会法要を

おつとめになる風習がありますが、本年、

そのような形で法要をお考えのお宅は、

早めにご連絡ください。連絡いただいた

順にご希望の時間で法要を設定いたしま

す。

なお、すでに次の時間は法要が決まっ

ております。

記

８月１３日 午前１１時

８月１４日 午前１０時


