
看

病

か
ん

び
ょ
う

の
ど
が
渇
い
た
と
き
、
冷
た
い
ビ
ー

ル
や
水
を
一
気
に
飲
め
ば
「
甘
露
、

甘
露
」
と
叫
び
た
く
な
り
ま
す
ね
。

一
般
に
、
お
い
し
い
飲
物
を
「
甘

露
」
と
い
い
ま
す
が
、
「
甘
露
水
」

以
外
に
も
「
甘
露
煮
」
や
「
甘
露
梅
」

な
ど
の
よ
う
に
甘
い
食
べ
物
に
も
使

わ
れ
る
言
葉
で
す
。

甘
露
は
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
る
甘

い
不
老
不
死
の
霊
薬
で
、
中
国
古
来

の
伝
説
に
よ
る
と
、
天
子
が
仁
政
を

行
え
ば
、
天
か
ら
降
る
と
い
わ
れ
て

い
る
も
の
で
す
。

イ
ン
ド
で
は
、
「
ア
ム
リ
タ
」
と

い
い
、
神
々
が
飲
む
不
老
不
死
の
霊

液
で
、
こ
れ
を
飲
む
と
苦
悩
が
去
り
、

長
寿
に
な
り
、
死
者
を
も
甦
ら
せ
る

と
い
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
仏
の
教
え
、

仏
の
悟
り
を
表
わ
す
喩
え
の
語
に
な

り
ま
し
た
。

『
今
昔
物
語
』
に
「
我
、
甘
露
の

法
門
を
開
い
て
、
彼
の
阿
羅
邏
仙
を

先
ず
度
せ
ん
と
」
と
あ
る
の
を
は
じ

め
、
甘
露
法
雨
、
甘
露
城
、
甘
露
王

な
ど
の
語
が
あ
り
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
が
誕
生
の
と
き
、
天

界
の
竜
王
が
下
界
し
て
甘
露
を
そ
そ

い
だ
と
い
う
伝
説
か
ら
、
四
月
八
日

の
灌
仏
会
に
は
、
誕
生
仏
に
甘
茶
を

か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

で
は
、
甘
茶
を
一
パ
イ
。

（
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
）

「
小
川
山
に
三
回
雪
が
積
も
る
と
、

祇
園
山
に
雪
が
積
も
る
。
祇
園
山
に

三
回
雪
が
積
も
る
と
、
里
に
雪
が
積

も
る
」
と
小
学
生
の
頃
聞
き
、
当
時

は
そ
の
よ
う
な
経
過
で
雪
が
降
っ
た

記
憶
が
あ
り
ま
す
。
最
近
は
、
山
に

三
回
雪
が
積
も
ら
な
く
て
も
、
雪
が

積
も
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
「
地

球
温
暖
化
」
と
い
わ
れ
て
久
し
い
の

で
す
が
、
十
二
月
に
関
し
て
は
寒
さ

が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ

が
す
る
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
！

▼
金
光
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
書

い
た
の
で
す
が
、
所
ジ
ョ
ー
ジ
さ
ん

Ｍ
Ｃ
の
「
笑
っ
て
こ
ら
え
て
吹
奏
楽

の
旅
マ
ー
チ
ン
グ
総
集
編
」
を
ご
覧

に
な
り
ま
し
た
か
？
高
校
生
の
全
国

大
会
に
か
け
る
熱
い
思
い
、
厳
し
い

練
習
を
見
て
、
崇
高
な
そ
の
姿
勢
に

と
て
も
感
激
し
ま
し
た
。
と
同
時
に

娘
も
吹
奏
楽
を
し
て
い
ま
す
が
、
果

た
し
て
ど
の
よ
う
な
思
い
で
練
習
を

し
て
い
る
の
か
な
と
思
っ
た
こ
と
で

し
た
。
▼
い
よ
い
よ
十
五
、
十
六
の

両
日
は
当
山
の
報
恩
講
で
す
。
今
年

も
熊
本
県
八
代
市
か
ら
ご
講
師
に
お

出
で
い
た
だ
き
、
ご
法
義
の
お
と
り

つ
ぎ
を
い
た
だ
き
ま
す
。
是
非
、
ご

参
詣
、
ご
聴
聞
の
ご
縁
を
お
結
び
下

さ
い
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 夕陽を受け、朱色があざやかな南天 （６日・境内にて）

今月のことば

いよいよ 大悲大願はたのもしく 往生は 決定と存じ候え
だい ひ だいがん おうじょう けつじょう ぞん そうら

（ 歎異抄 ）
たん に しょう

『歎異抄』は、親鸞聖人のお弟子である唯円房
たん に しょう しんらんしょうにん ゆいえんぼう

が書かれたものとするのが一般的な説ですので、

「いよいよ大悲大願はたのもしく、往生は決定と
だい ひ だいがん おうじょう けつじょう

存じ候え」（第９条『注釈版聖典』８３７頁）と
ぞん そうら ちゅうしゃくばんせいてん

説諭された相手は唯円房と思われます。『歎異抄
せつ ゆ

（現代語版）』では、

大いなる慈悲の心でおこされた本願はますます

たのもしく、往生は間違いないと思います。

（１６頁）

と意訳されています。

いったい、唯円房は聖人にどのようなことを言

われたのでしょうか。同じ意訳を読んでみましょ

う。

念仏しておりましても、おどりあがるような喜

びの心がそれほど湧いてきませんし、また少し

でもはやく浄土に往生したいという心もおこっ

てこないのは、どのように考えたらよいのでしょ

うか。 （『同』１４頁）

この問いに親鸞聖人はお答えなさいます。

おどりあがるほど大喜びするはずのことが喜べ

ないから、ますます往生は間違いないと思うの

です。喜ぶはずの心が抑えられて喜べないのは、
おさ

煩悩のしわざなのです。そうしたわたしどもで
ぼんのう

あることを、阿弥陀仏ははじめから知っておら

れて、あらゆる煩悩を身にそなえた凡夫である
ぼん ぶ

と仰せになっているのですから、本願はこのよ
おお

うなわたしどものために、大いなる慈悲の心を

おこされたのだなあと気づかされ、ますますた

のもしく思われるのです。 （『同』１５頁）

このように、浄土に往生することが決まってい

るのに喜べないのは煩悩のせいであると、聖人は

おっしゃいます。

（本願寺出版社刊「大乗」誌より転載）

今月は「合掌・礼拝のしかた」につい
てふれたいと思います。

〈合掌・礼拝のこころ〉
・ 阿弥陀如来へのごあいさつは、合
掌礼拝に始まり合掌・礼拝におわり
ます。
・ 礼拝は祈ることではなく、「み仏
のお徳をたたえ、敬うこと」ですか
ら、「お礼をする」ともいいます。
力まず自然な気持ちで、しかも怠り
なくつづけましょう。

〈合掌・礼拝のしかた〉
・ 合掌は、両手を胸の前に合わせて、
指をそろえて約４５度上方にのばし、
念珠をかけて親指で軽くおさえます。
そのまま肩・ひじをはらず自然に

背筋を伸ばし、ご本尊を仰ぎ「南無
阿弥陀仏」とお念仏を声に出してと
なえます。
・ 礼拝は、合掌したままで上体を約
４５度かたむけてお礼をし、上体を
おこしてから合掌をときます。

金光寺よろずコーナー

ホームページ開いてます。
URL /konkhoji.jp/

１２月６日現在 入室者数 ７９１４人
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鞍
岡
の
地
に
も
雪
が
舞
い
落
ち
る

時
期
に
な
り
ま
し
た
。
寒
い
で
す
ね
。

四
日
の
荒
谷
地
区
の
恩
講
を
最
後
に

二
〇
一
二
年
の
恩
講
は
す
べ
て
終
わ

り
ま
し
た
。
ま
だ
、
秋
参
り
が
数
軒

残
っ
て
い
ま
す
が
、
も
う
、
バ
イ
ク

で
の
訪
問
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

バ
イ
ク
で
お
参
り
に
う
か
が
う
と
、

「
寒
う
な
い
ね
」
と
温
か
い
お
言
葉

を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
参

り
し
て
い
る
時
は
気
が
張
っ
て
い
る

の
か
、
寒
さ
を
あ
ま
り
感
じ
ま
せ
ん

が
、
お
参
り
が
終
わ
り
、
自
坊
に
帰

る
と
気
が
ゆ
る
み
、
急
に
寒
く
な
り

ま
し
た
。
寒
が
厳
し
く
な
ら
な
い
う

ち
に
お
参
り
の
訪
問
が
終
わ
り
、
ほ
っ

と
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
お
参
り
に
際
し
て
、

二
〇
一
三
年
の
法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
と

報
恩
講
の
施
本
を
お
配
り
し
ま
し
た
。

ご
利
用
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

施
本
を
お
仏
壇
前
に
置
い
て
あ
る
こ

と
が
多
い
の
で
す
が
、
お
仏
壇
の
前

よ
り
は
手
近
な
と
こ
ろ
に
置
き
、
何

度
も
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

カ
レ
ン
ダ
ー
の
裏
面
に
は
来
年
の

法
語
に
つ
い
て
の
思
い
が
書
か
れ
て

あ
り
ま
す
。
本
頁
に
再
掲
し
ま
し
た

の
で
お
読
み
く
だ
さ
い
。
（
た
ぶ
ん
、

裏
面
ま
で
は
読
ま
れ
な
い
の
で
は
と

の
老
婆
心
か
ら
の
行
動
で
し
た
。
す

で
に
お
読
み
の
方
に
は
、
ど
う
ぞ
お

許
し
く
だ
さ
い
）
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

同
行
・
善
知
識
に
は
よ
く
よ
く
ち
か
づ
く
べ
し
。
「
親
近
せ
ざ

ど
う
ぎ
ょ
う

ぜ

ん

ぢ

し

き

し
ん
ご
ん

る
は
雑
修
の
失
な
り
」
と
『
礼
讃
』
（
意
）
に
あ
ら
は
せ
り
。

ざ
っ
し
ゅ

し
つ

ら
い
さ
ん

あ
し
き
も
の
に
ち
か
づ
け
ば
、
そ
れ
に
は
馴
れ
じ
と
思
へ
ど
も
、

な

お
も

悪
事
に
よ
り
よ
り
に
あ
り
。
た
だ
仏
法
者
に
は
馴
れ
ち
か
づ
く

あ
く

じ

ぶ
っ
ぽ
う
し
ゃ

な

べ
き
よ
し
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
俗
典
に
い
は
く
、
「
人
の
善
悪
は

お
お

そ
う
ろ

ぞ
く
て
ん

ひ
と

ぜ
ん
あ
く

近
づ
き
習
ふ
に
よ
る
」
と
、
ま
た
「
そ
の
人
を
し
ら
ん
と
お
も

ち
か

な
ら

ひ
と

は
ば
、
そ
の
友
を
み
よ
」
と
い
へ
り
。
「
善
人
の
敵
と
は
な
る

と
も

ぜ
ん
に
ん

て
き

と
も
、
悪
人
を
友
と
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。

あ
く
に
ん

と
も

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
四
十
九
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

「
念
仏
の
仲
間
や
よ
き
師
に
は
、
十
分
に
親
し
み
近
づ
か
な
け
れ
ば

ね
ん
ぶ
つ

な

か

ま

し

じ
ゅ
う
ぶ
ん

し
た

ち
か

な
ら
な
い
。
〈
念
仏
者
に
親
し
み
近
づ
か
な
い
の
は
、
自
力
の
人
の
過

ね
ん
ぶ
つ
し
ゃ

し
た

ち
か

じ

り
き

ひ
と

か

失
の
一
つ
で
あ
る
〉
と
、
『
往
生
礼
讃
』
に
示
さ
れ
て
い
る
。
悪
い
人

し
つ

ひ
と

お
う
じ
ょ
う
ら
い
さ
ん

し
め

わ
る

ひ
と

に
親
し
み
近
づ
い
て
い
る
と
、
自
分
は
そ
の
よ
う
に
は
な
ら
な
い
と
思
っ

し
た

ち
か

じ

ぶ
ん

お
も

て
い
て
も
、
お
り
に
ふ
れ
て
悪
い
こ
と
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
だ
か
ら
、

わ
る

た
だ
ひ
た
す
ら
、
深
く
仏
法
に
帰
依
し
た
人
に
親
し
み
近
づ
か
な
け
れ

ふ
か

ぶ
っ
ぽ
う

き

え

ひ
と

し
た

ち
か

ば
な
ら
な
い
」
と
蓮
如
上
人
は
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
一
般
の
書
物
に

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

お
お

い
っ
ぱ
ん

し
ょ
も
つ

も
、
「
人
の
善
悪
は
、
そ
の
人
が
近
づ
き
習
う
も
の
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
、

ひ
と

ぜ
ん
あ
く

ひ
と

ち
か

な
ら

き

「
そ
の
人
を
知
ろ
う
と
思
う
な
ら
、
そ
の
友
を
見
よ
」
と
い
う
言
葉
が

ひ
と

し

お
も

と
も

み

こ
と

ば

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
「
た
と
え
善
人
の
敵
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

ぜ
ん
に
ん

て
き

悪
人
を
友
と
す
る
な
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

あ
く
に
ん

と
も

こ
と

ば

２３

年
の
終
わ
り
に

二
〇
一
二
（
平
成
二
十
四
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
ば
ん
）

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
地
区
）

講

師

熊
本
教
区
種
山
組
円
成
寺
住
職

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
布
教
使

谷

實

照

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
下
さ
い
。

報
恩
講
は
、
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
を
縁
と
し
て
、
一

年
に
一
度
、
浄
土
真
宗
の
門
信
徒
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
み

教
え
に
出
遇
わ
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
浄
土
真
宗
で
は
一

番
重
要
な
法
座
で
す
。

是
非
、
ご
勝
縁
を
お
結
び
下
さ
い
。

法
語
に
つ
い
て

変
化
の
激
し
い
現
代
社
会
で
す
。

科
学
技
術
の
急
速
な

進
歩
に
浴
し
て
大
変
便
利
な
世
の
中
な
の
で
す
が
、
二
〇
一

一
年
の
東
日
本
大
震
災
や
原
子
力
発
電
所
の
事
故
で
、
大
自

然
の
脅
威
と
人
間
の
驕
り
を
つ
く
づ
く
思
い
知
ら
さ
れ
、
ま

た
少
子
化
や
高
齢
化
の
問
題
、
核
家
族
化
と
家
族
の
崩
壊
な

ど
、
人
間
社
会
の
切
実
な
問
題
が
山
積
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

人
生
に
お
い
て
、
安
寧
と
「
幸
せ
」
を
求
め
な
が
ら
も
、

こ
の
迷
い
の
世
に
あ
っ
て
、
人
間
同
士
あ
る
い
は
自
己
の
存

在
に
つ
い
て
は
げ
し
い
葛
藤
の
中
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。
何
を
た
よ
り
に
生
き
る
べ
き
か
。
『
歎
異
抄
』
に

「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
づ
の
こ

と
、
み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ

と
な
き
…
…
」
（
迷
え
る
私
た
ち
、
燃
え
さ
か
る
家
の
よ
う

に
た
ち
ま
ち
に
移
り
変
わ
る
こ
の
世
界
は
、
す
べ
て
は
む
な

し
く
い
つ
わ
り
で
、
真
実
と
い
え
る
も
の
は
何
一
つ
な
い
…

…
）
と
い
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
す
。

仏
教
に
出
遇
っ
た
も
の
と
し
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
真
実
に

め
ざ
め
ら
れ
た
釈
尊
に
な
ら
い
、
ま
た
自
ら
「
愚
悪
な
る
も

の
」
と
き
び
し
く
見
つ
め
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
の
み
跡
を
慕
い
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
大
慈
悲
の
み
手
を
さ
し
の
べ
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
阿
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
を
た
の
し
み
と
し
て
生
き

る
と
こ
ろ
に
、
本
当
の
「
安
寧
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。そ

の
、
如
来
の
偉
大
な
る
功
徳
（
お
は
た
ら
き
）
と
し
て

智
慧
・
慈
悲
・
方
便
が
示
さ
れ
ま
す
が
、
今
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー

は
、
そ
の
「
智
慧
と
慈
悲
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。
如

来
の
お
さ
と
り
の
智
慧
の
輝
き
、
お
慈
悲
の
は
た
ら
き
が
、

本
願
力
と
な
り
、
名
号
と
な
っ
て
こ
の
私
の
上
に
は
た
ら
い

て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
お
は
た
ら
き
に
出
遇

わ
れ
た
先
人
た
ち
の
お
言
葉
に
、
如
来
の
智
慧
と
慈
悲
の
は

た
ら
き
が
輝
い
て
い
る
と
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
。
そ
の
お
言
葉
に
、
こ
の
私
の
歩
む
道
を
た
ず
ね
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。


