
自
由
自
在

じ

ゆ
う

じ

ざ
い

ベ
ル
リ
ン
の
壁
以
来
、
「
自
由
」

と
い
う
言
葉
が
、
世
界
中
を
駆
け
回
っ

て
い
ま
す
。

仏
教
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
束
縛
か
ら

解
き
放
さ
れ
た
境
地
を
「
自
由
」
と

い
い
ま
す
。
悟
り
の
境
地
の
こ
と
で

す
。

他
の
も
の
の
影
響
や
支
配
を
受
け

る
こ
と
な
く
、
独
立
自
尊
で
、
そ
れ

自
身
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
の
で

き
る
、
安
ら
か
な
境
地
を
い
い
ま
す
。

自
由
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
思
い
通

り
の
存
在
と
な
れ
る
の
で
、
こ
れ
を

「
自
在
」
と
い
い
ま
す
。

仏
や
菩
薩
は
そ
の
よ
う
な
力
を
具そ
な

え
て
い
る
の
で
、
仏
の
こ
と
を
自
在

人
と
い
い
、
観
世
音
菩
薩
の
こ
と
を

観
自
在
菩
薩
と
い
い
ま
す
。

そ
の
自
在
の
力
に
は
、
世
の
中
を

見
抜
く
自
在
、
説
法
・
教
化
を
な
し

う
る
自
在
、
自
由
に
種
々
の
国
土
に

生
ま
れ
、
国
土
を
清
浄
に
す
る
自
在
、

寿
命
を
伸
縮
で
き
る
自
在
な
ど
、
種
々

の
自
在
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
自
由
自
在
と
は
、
何
も

の
に
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
、

の
び
の
び
と
し
た
安
ら
か
な
心
身
の

境
地
と
、
そ
こ
か
ら
現
わ
れ
る
、
と

ら
わ
れ
な
い
働
き
を
い
う
の
で
す
。

決
し
て
、
わ
が
ま
ま
勝
手
な
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
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
）

雨
、
あ
め
、
ア
メ
、
Ａ
Ｍ
Ｅ
、
Ｒ

Ａ
Ｉ
Ｎ
。
い
や
に
な
り
ま
す
ね
。
日

照
り
が
続
く
と
欲
し
く
て
た
ま
ら
な

く
な
る
雨
も
、
こ
れ
だ
け
連
日
降
る

と
「
い
い
か
げ
ん
い
い
や
」
と
い
う

気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で

も
、
雨
に
打
た
れ
た
桜
の
葉
は
ド
ン

ド
ン
、
し
か
も
広
が
ら
ず
に
落
ち
ま

す
の
で
、
路
面
に
く
っ
つ
く
こ
と
を

除
け
ば
、
「
雨
も
ま
あ
い
い
か
」
と

い
う
気
持
ち
に
も
な
れ
ま
す
。
人
間
っ

て
マ
ジ
自
分
勝
手
で
す
よ
ね
。
▼
息

子
が
学
生
生
活
に
余
裕
の
あ
る
大
学

三
年
、
娘
が
受
験
競
争
か
ら
解
放
さ

れ
た
大
学
一
年
と
い
う
状
況
を
鑑
み

て
、
家
族
四
人
で
旅
行
に
行
け
る
の

は
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
か
も
と
思
い
、

二
泊
三
日
の
旅
行
に
行
っ
て
き
ま
し

た
。
不
慣
れ
な
所
で
し
た
の
で
、
目

的
地
到
達
に
苦
労
す
る
か
な
と
思
っ

た
の
で
す
が
、
子
供
た
ち
の
携
帯
☎

は
私
の
携
帯
☎
と
違
っ
て
と
て
も
活

躍
し
て
く
れ
、
不
自
由
な
い
二
泊
三

日
の
旅
行
が
で
き
ま
し
た
。
私
の
携

帯
☎
も
子
供
た
ち
の
も
の
と
性
能
は

遜
色
な
い
も
の
で
し
た
が
、
使
用
者

の
性
能
は
格
段
の
違
い
が
あ
り
、
☎

の
よ
う
に
買
い
替
え
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
す
ぐ
替
え
る
の
に
と
思
っ
た
こ

と
で
し
た
。
（
住
職

松
井
卓
郎
）

第１５９号 慧 光 ２０１４（平成２６）年 ９月 第１５９号 慧 光 ２０１４（平成２６）年 ９月

慧

光

え

こ

う

金光寺寺報
第１５９号

発行所 金光寺
宮崎県西臼杵郡

五ヶ瀬町大字鞍岡

５９２７番地

℡０９８２

８３－２３３８

仏
教
用
語
豆
辞
典

住
職
ひ
と
り
ご
と

１ ４

▲ 原田紗弥ちゃん お母さんやお兄ちゃんたちと初参り
さ や

今月のことば

お念仏は 讃嘆であり 懺悔である
さんだん さん げ

今月のことばは、金子大榮師のことばです。
かね こ だいえい

『金子大榮対話集』に、

久遠劫来迷うてきた。いま初めての迷いではな
く おんごうらい

いというようなことはみな懺悔の言葉である。
さん げ

そして弥陀の本願というものがあって、それに

遇うことができたという喜びが讃嘆になってい
あ さんだん

る。そういうふうな立体的なものである。

と述べられています。

お念仏が讃嘆であり懺悔であるという意を示す

お言葉が、親鸞聖人のお聖教のなかにあります。
しょうぎょう

『尊号真像銘文』には、阿弥陀如来の本願の救
そんごうしんぞうめいもん

いを聞き受けた、信心の念仏者が一声称える称名
とな

念仏は、阿弥陀如来の全ての徳を実の如くに讃嘆

することになるといい、久しく遠い昔からの自ら

の造ってきた迷いの因である罪を懺悔しているこ

とになるというのです。

その信心の念仏者の称名念仏は、お釈迦さまが

『大経』を説いて阿弥陀如来の功徳を如実に讃嘆
だいきょう く どく

したものと等しいと言ってもいいのです。

凡夫の私が称えたことが等しいのではありませ
ぼん ぶ

ん。信ぜしめられ、称えせしめられた念仏ですか

ら、阿弥陀如来を如実に讃嘆したことになってい

ると、信心の利益として説かれているのです。
り やく

懺悔する心、それは私の中からはでてきません。

阿弥陀如来の救いに照らされ、本願を信ぜしめら

れ、自らの本性が知らしめられ、懺悔することに

なるのです。

阿弥陀如来を讃嘆することも、自らの至らなさ

愚かさを懺悔することも、ともに阿弥陀如来の救

いの利益によるものだったのです。

（本願寺出版社刊「大乗」誌より転載）

下記の期日は緊急を除き、仏事は休ませて
いただきます。ご協力をお願いいたします。

記

◎ ９ 月
１１日 教学勉強会（宮崎市）
２３日 秋季彼岸会法要

◎ １０月
１９日 宮崎教区仏教壮年大会

◎ １１月
２８日 仏前結婚式準備
２９日 仏前結婚式

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/

９月６日現在 アクセス数 ７４，６４９人

８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 ８月 ８日寂 満５４歳
祇園町 黒 木 伸 一 様

２０１４年 ８月１５日寂 満７６歳
深 谷 藤 嶋 フクノ 様

２０１４年 ８月２０日寂 満９３歳
中 入 吉 村 ハル子 様

２０１４年 ８月２７日寂 満８５歳
一の瀬 酒 井 節 子 様
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月
日
の
経
つ
の
は
早
い

も
の
で
す
。
も
う
九
月
に

な
り
ま
し
た
。
今
年
も
残

り
四
カ
月
で
す
。

九
月
、
秋
彼
岸
を
お
迎

え
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
今

月
号
本
欄
で
は
『
拝
読

浄
土
真
宗

の
み
教
え
』
の
「
お
彼
岸
」
と
い
う

法
話
（
上
記
）
を
掲
載
し
ま
し
た
。

ご
一
読
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
で
、
彼
岸
会
の
始
ま
り
は

聖
徳
太
子
の
頃
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
初
は
朝
廷
や
寺
院
だ
け
で
法
要
が

営
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
江
戸

時
代
に
な
っ
て
、
寺
参
り
や
墓
参
り

を
す
る
と
い
う
形
で
民
衆
に
も
広
ま
っ

て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

お
彼
岸
は
春
も
秋
も
お
中
日
を
中

心
に
し
て
前
後
三
日
間
ず
つ
、
計
七

日
間
で
営
ま
れ
ま
す
。
お
中
日
（
春

分
、
秋
分
の
日
）
が
中
心
に
な
る
の

は
、
太
陽
が
真
西
に
沈
む
か
ら
で
す
。

『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ

ぶ
っ
せ
つ
か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

る
十
三
種
類
の
観
法
の
中
、
第
一
番

か
ん
ぽ
う

目
が
、
没
す
る
太
陽
を
観
る
日
想
観

み

に
っ
そ
う
か
ん

で
す
。
沈
ん
で
い
く
太
陽
を
見
て
、

西
方
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
と

い
う
お
す
す
め
が
次
第
と
定
着
し
て

い
き
ま
す
。

真
西
に
涼
む
太
陽
の
方
向
が
一
番

分
か
り
易
い
阿
弥
陀
如
来
の
西
方
浄

土
だ
っ
た
の
で
す
。

両
親
お
く
り

妻
さ
き
に
ゆ
き

お

や子
の
い
そ
ぐ

あ
か
ね
の
雲
は

美
し
き
哉か
な

こ
の
歌
は
、
龍
谷
大
学
で
教
鞭
を

べ
ん

と
ら
れ
て
い
た
土
橋
秀
高
先
生
が
作

つ
ち
は
し
し
ゅ
う
こ
う

ら
れ
た
も
の
で
す
。

ご
両
親
、
奥
さ
ま
、
一
人
息
子
さ

ん
、
お
孫
さ
ん
ま
で
先
生
の
も
と
か

ら
離
れ
て
い
か
れ
た
の
に
、
「
あ
か

ね
の
雲
は
美
し
い
」
と
嘆
ぜ
ら
れ
て

い
る
こ
の
歌
を
拝
見
し
て
、
い
つ
も

真
東
か
ら
上
が
り
、
真
西
に
沈
む
お

彼
岸
の
太
陽
の
美
し
い
夕
焼
け
を
思

い
浮
か
べ
ま
す
。

そ
ん
な
美
し
い
西
方
に
あ
る
阿
弥

陀
さ
ま
の
お
浄
土
。
そ
こ
に
救
わ
れ

て
い
か
れ
た
懐
か
し
い
方
々
の
お
導

き
を
い
た
だ
き
、
迷
い
の
岸
か
ら
救

い
の
彼
岸
へ
念
仏
無
礙
の
一
道
を
歩

む

げ

ま
せ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

秋
の
お
彼
岸
の
ご
縁
。
し
っ
か
り

お
つ
と
め
く
だ
さ
い
。

第１５９号 慧 光 ２０１４（平成２６）年 ９月

法
語
の
世
界

《
原

文
》

大
坂
殿
に
て
、
あ
る
人
、
前
々
住
上
人
（
蓮
如
）
に
申
さ
れ

お
お
さ
か

ど
の

ひ
と

ぜ
ん
ぜ
ん
じ
ゅ
う
し
ょ
う
に
ん

れ
ん
に
ょ

も
う

候
ふ
。
今
朝

暁

よ
り
老
い
た
る
も
の
に
て
候
ふ
が
ま
ゐ
ら
れ
候

そ
う
ろ

こ
ん
ち
ょ
う
あ
か
つ
き

お

そ
う
ろ

そ
う
ろ

ふ
。
神
変
な
る
こ
と
な
る
よ
し
申
さ
れ
候
へ
ば
、
や
が
て
仰
せ

じ
ん
ぺ
ん

も
う

そ
う
ら

お
お

ら
れ
候
ふ
。
信
だ
に
あ
れ
ば
辛
労
と
は
お
も
は
ぬ
な
り
。
信
の

そ
う
ろ

し
ん

し
ん
ろ
う

し
ん

う
へ
は
仏
恩
報
謝
と
存
じ
候
へ
ば
、
苦
労
と
は
思
は
ぬ
な
り
と

ぶ
っ
と
ん
ほ
う
し
ゃ

ぞ
ん

そ
う
ら

く

ろ
う

お
も

仰
せ
ら

れ
し
と

云
々
。

老
者
と

申
す
は

田
上
の

了
宗
な

り
と

お
お

う
ん
ぬ
ん

ろ
う
し
ゃ

も
う

た

が
み

り
ょ
う
し
ゅ
う

云
々
。

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
七
十
二
）

う
ん
ぬ
ん

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

大
坂
御
坊
で
、
あ
る
人
が
蓮
如
上
人
に
、
「
今
朝
、
ま
だ
暗
い
う
ち

お
お
さ
か

ご

ぼ
う

ひ
と

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

け

さ

く
ら

か
ら
一
人
の
老
人
が
参
詣
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
立
派
な
心

ひ

と

り

ろ
う
じ
ん

さ
ん
け
い

り
っ

ぱ

こ
こ
ろ

が
け
で
す
」
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
上
人
は
す
ぐ
さ
ま
、
「
信
心
を

も
う

し
ょ
う
に
ん

し
ん
じ
ん

い
た
だ
い
た
上
は
、
す
べ
て
を
仏
恩
報
謝
と
心
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、

う
え

ぶ
っ
と
ん
ほ
う
し
ゃ

こ
こ
ろ

え

苦
労
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
老
人

く

ろ
う

お
も

お
お

ろ
う
じ
ん

と
い
う
の
は
、
田
上
の
了
宗
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

た

が
み

り
ょ
う
し
ゅ
う

２３

美
し
き
あ
か
ね
の
空

平
成
二
十
六
年
秋
季
彼
岸
会
法
要
の
お
知
ら
せ

と

き

九
月
二
十
三
日
（
火
）

午
前
十
時
〜

勤

行

正
信
念
仏
偈
（
草
譜
）
念
仏
和
讃
（
六
首
引
き
）

ご
講
師

宮
崎
教
区

高
千
穂
組

正
念
寺
住
職

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
布
教
使

吉

村

順

正

師

そ
の
他

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
。

日融工房 葬儀会葬品のご案内

五ヶ瀬町桑野内にある福祉作業
所「日融工房」では葬儀会葬のお
返し品を作成販売されています。
本品をご利用くださると、福祉

作業所で作業をされている身体に
ハンディのある方々のお給料が利
用に応じて高くできるそうです。
福祉作業所「日融工房」の就労

継続支援の主旨をご理解いただき、
本品をご利用いただければ幸いで
す。

お

彼

岸

ひ

が
ん

彼
岸
と
は
、
念
仏
の
教
え
を
い
た
だ
い
た
も
の
が
、
い

ひ

が
ん

ね
ん
ぶ
つ

お
し

の
ち
終
え
て
生
ま
れ
て
い
く
さ
と
り
の
世
界
。
仏
と
な
っ

お

う

せ

か
い

ほ
と
け

た
懐
か
し
い
方
々
が
お
ら
れ
る
、
阿
弥
陀
如
来
の
西
方
浄

な
つ

か
た
が
た

あ

み

だ

に
ょ

ら
い

さ
い
ほ
う
じ
ょ
う

土
の
こ
と
で
あ
る
。

ど

善
導
大
師
は
お
示
し
に
な
る
。

ぜ
ん
ど
う
だ
い

し

し
め

西
の
岸
の
上
に
人
あ
り
て
喚
ば
ひ
て
い
は
く

に
し

き
し

う
え

ひ
と

よ

（
い
）

（
わ
）

な
ん
ぢ
一
心
正
念
に
し
て
た
だ
ち
に
来
れ

（
じ
）
い
っ
し
ん
し
ょ
う
ね
ん

き
た

わ
れ
よ
く
な
ん
ぢ
を
護
ら
ん

（
じ
）

ま
も

阿
弥
陀
如
来
は
、
「
必
ず
救
う
、
わ
れ
に
ま
か
せ
よ
」

あ

み

だ

に
ょ
ら
い

か
な
ら

す
く

と
、
西
の
岸
よ
り
呼
び
か
け
て
お
ら
れ
る
。
如
来
の
よ
び

に
し

き
し

よ

に
ょ

ら
い

声
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
と
な
っ
て
、
今
こ
の
私
に

ご
え

な

も

あ

み

だ

ぶ
つ

み
ょ
う
ご
う

い
ま

わ
た
し

届
い
て
い
る
。

と
ど

如
来
に
抱
か
れ
、
先
に
浄
土
に
生
ま
れ
た
方
々
に
導
か

に
ょ
ら
い

い
だ

さ
き

じ
ょ
う

ど

う

か
た
が
た

み
ち
び

れ
て
、
彼
岸
へ
と
続
く
た
だ
一
つ
の
道
、
念
仏
の
道
を
歩

ひ

が
ん

つ
づ

ひ
と

み
ち

ね
ん
ぶ
つ

み
ち

あ
ゆ

む
の
で
あ
る
。


