
他

生

の

縁

た

し
ょ
う

え
ん

「
袖
振
り
合
う
も
タ
シ
ョ
ウ
の
縁
」

の
部
分
を
漢
字
で
書
け
、

と
い
う
問
題
が
出
ま
し
た
。

そ
の
解
答
に
は
「
多
少
」
が
圧
倒

的
に
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。

正
解
は
「
他
生
」
で
す
。
辞
書
に

は
「
多
生
」
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す

か
ら
、
こ
れ
も
正
解
に
し
ま
し
ょ
う
。

「
他
生
」
は
、
現
在
の
生
以
外
の

生
を
意
味
し
ま
す
か
ら
、
前
世
か
後

世
の
こ
と
で
す
し
、
「
多
生
」
は
多

く
の
生
を
い
い
ま
す
。

人
と
人
と
の
出
会
い
は
不
思
議
な

も
の
で
あ
り
、
厳
か
な
も
の
で
す
。

道
ば
た
で
人
と
す
れ
違
う
と
き
、

袖
が
ち
ょ
っ
と
触
れ
合
う
ほ
ど
の
さ

さ
い
な
こ
と
も
、
深
い
深
い
ご
縁
が

あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
出
会
い

の
ご
縁
を
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
の

で
す
。

こ
の
諺
は
、
こ
の
辺
り
を
、
し
み

じ
み
と
し
た
、
情
味
あ
る
表
現
で
示

し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
他
生
の
縁
」
は
謡
曲
や
狂

言
に
も
登
場
し
ま
す
し
、
「
一
樹
の

影
一
河
の
流
れ
も
他
生
の
縁
」
と
い

う
諺
も
あ
り
ま
す
。

人
間
関
係
が
希
薄
に
な
っ
た
現
代

と
は
い
え
、
「
多
少
の
縁
」
で
は
、

ち
ょ
っ
と
淋
し
す
ぎ
る
と
思
い
ま
せ

ん
か
。

（
本
願
寺
出
版
社
発
行

辻
本
敬
順
著

「
仏
教
用
語
豆
辞
典
一
〇
〇

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ⅱ
」
か
ら
）

暖
か
い
お
正
月
で
し
た
。
昨
年
の

お
正
月
は
雪
で
、
本
堂
向
拝
の
回
り

縁
に
雪
が
積
も
り
、
掃
い
て
も
掃
い

て
も
積
も
る
の
で
掃
く
の
を
あ
き
ら

め
、
初
詣
の
方
々
に
ご
迷
惑
を
か
け

た
こ
と
を
思
い
出
す
と
と
も
に
、
今

年
は
天
候
に
恵
ま
れ
て
良
か
っ
た
な

と
思
っ
た
こ
と
で
し
た
。
私
た
ち
に

と
っ
て
は
暖
冬
は
あ
り
が
た
い
こ
と

で
す
が
、
ス
キ
ー
場
に
と
っ
て
、
あ

る
い
は
地
球
規
模
で
考
え
る
と
地
球

温
暖
化
傾
向
と
い
う
も
の
は
深
刻
な

問
題
で
す
。
改
め
て
、
当
り
前
が
い

い
で
す
ね
。
▼
当
り
前
と
い
え
ば
、

先
月
号
本
欄
で
私
の
体
調
不
良
に
つ

い
て
触
れ
た
ら
、
い
ろ
ん
な
方
か
ら

お
気
遣
い
の
お
声
を
か
け
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
恐
縮
す
る
と
と
も
に
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
改
め
て
お
伝

え
し
ま
す
が
、
一
応
、
病
院
で
診
察

を
受
け
て
「
異
常
な
し
」
の
診
断
を

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
と
は
言
え

時
々
、
ア
ル
コ
ー
ル
が
過
ぎ
る
と
胸

に
違
和
感
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
節
制
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

も
し
、
お
斎
の
席
で
タ
ガ
が
外
れ
て

い
る
と
感
じ
ら
れ
た
ら
「
少
し
、
控

え
た
が
え
っ
ち
ゃ
な
い
」
と
声
を
か

け
て
く
だ
さ
い
。
本
年
も
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
！
（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 和田先生のお取次で報恩講ご満座を迎えることができました

今月のことば

十二の光放ちては あまたの国を照らします
はな くに て

一月の法語は「和訳正信偈」の第四首前半の

二句です。「十二のひかり」とは、「正信偈」

に阿弥陀さまのはたらきが十二の光で示され、

その大いなるはたらきを称讃するとともに、す
しょうさん

べての生きとし生けるものがこの光に照らされ

る……と、阿弥陀さまのおはたらきに出遇って
あ

いる慶びが詠われます。
うた

「無量光」とは、量ることのできない光で、
こう

竪に（＝時間軸で過去・現在・未来にわたる）
たて

三世を貫き照らすことに限極がないといわれま
さん ぜ げんごく

す。「無辺光」とは、際限のない光で、横に

（＝空間的に）十方にわたって照らすことに辺
へん

際がないといわれます。次に「無礙光」とは、
ざい む げ

何ものにもさえぎられることのない光で、三毒
さんどく

の煩悩（自己中心の心から起こるむさぼり・い
ぼんのう

かり・愚かさの毒のような煩悩）も障碍（障り、
しょうがい さわ

妨げ）となることがないといわれ、この「無礙」

なるはたらきがさらに区分されて、以下の九種

の光があげられるといわれます。

それら九種とは、対比しうるものが全くない

「無対なる光」、最高の輝きをもつ「炎王なる
えんのう

光」、凡夫の欲望・むさぼりを除く「清浄なる

光」、凡夫のいかりを除きよろこびを与える

「歓喜の光」、凡夫のまどい・愚かさを除き智
か ん ぎ ち

慧を与える「智慧の光」、常にたえず凡夫の心
え

を照らす「不断の光」、思いはかることのでき

ない、凡夫をそのまま往生せしめる「難思なる
なん じ

光」、説き尽くすことができず言葉も及ばない

「無称なる光」、太陽や月など世間の光に超え
む しょう

すぐれた「超日月の光」 これらを含めて全
ちょうにちがつ

十二の光で、阿弥陀さまの威徳を讃嘆されてい
い とく さんだん

るわけです。

（本願寺出版社刊「大乗」誌より転載）

下記の日は緊急を除き、仏事は行い
ません。ご協力をお願いします。

２０１６（平成２８）年

◎ １ 月
１８日（月） 終日
２９日（金） 終日

◎ ２ 月
２０日（土） 終日

◎ ３ 月
２３日（水）～２４日（木）

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/

1月８日現在 アクセス数 ７６，７９９人

昨年１２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。
２０１５年１２月１０日寂 満９０歳

丁 子 興 梠 良 幸 様
２０１５年１２月１４日寂 満９１歳

延岡市 山 口 宮 子 様
２０１５年１２月１７日寂 満８３歳

水 流 飯 干 高 昭 様
２０１５年１２月２３日寂 満７４歳

原尾野 椎 葉 春 子 様
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二
〇
一
六
（
平
成
二
十
八
）
年

を
命
の
縁
あ
っ
て
迎
え
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と

で
す
。

昨
年
の
当
山
報
恩
講
に
は
十
五

日
、
十
六
日
の
二
日
間
三
座
に
多

く
の
ご
参
詣
を
た
ま
わ
り
、
無
事

に
ご
満
座
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

ご
講
師
和
田
新
吾
先
生
の
あ
り

が
た
い
お
取
次
ぎ
を
聴
聞
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ

と
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
尊
い
お
導

き
で
あ
っ
た
と
思
う
こ
と
で
す
。

本
年
一
月
号
に
ご
門
主
の
年
頭

の
ご
あ
い
さ
つ
が
掲
載
さ
れ
て
お

り
ま
し
た
の
で
、
転
載
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

本
年
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願

に
支
え
ら
れ
、
お
慈
悲
に
遇
わ
せ

て
い
た
だ
く
一
年
で
あ
り
ま
す
よ

う
に
と
念
ず
る
ば
か
り
で
す
。

第１７５号 慧 光 ２０１６（平成２８）年 １月

法
語
の
世
界

《
原

文
》

よ
き
こ
と
を
し
た
る
が
わ
ろ
き
こ
と
あ
り
、
わ
ろ
き
こ
と
を
し

た
る
が
よ
き
こ
と
あ
り
。
よ
き
こ
と
を
し
て
も
、
わ
れ
は
法
義

ほ
う

ぎ

に
つ
き
て
よ
き
こ
と
を
し
た
る
と
思
ひ
、
わ
れ
と
い
ふ
こ
と
あ

お
も

れ
ば
わ
ろ
き
な
り
。
あ
し
き
こ
と
を
し
て
も
、
心
中
を
ひ
る
が

し
ん
ち
ゅ
う

へ
し
本
願
に
帰
す
れ
ば
、
わ
ろ
き
こ
と
を
し
た
る
が
よ
き
道
理

ほ
ん
が
ん

き

ど
う

り

に
な
る
よ
し
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
し
か
れ
ば
、
蓮
如
上
人
は
、
ま

お
お

そ
う
ろ

れ
ん
に
ょ

し
ょ
う
に
ん

ゐ
ら
せ
心
が
わ
ろ
き
と
仰
せ
ら
る
る
と
云
々
。

こ
こ
ろ

お
お

う
ん
ぬ
ん

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
八
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
》

「
善
い
こ
と
を
し
て
も
そ
れ
が
悪
い
場
合
が
あ
り
、
悪
い
こ
と
を
し

よ

わ
る

ば

あ
い

わ
る

て
も
そ
れ
が
善
い
場
合
が
あ
る
。
善
い
こ
と
を
し
て
も
、
自
分
は
ご
法

よ

ば

あ
い

よ

じ

ぶ
ん

ほ
う

義
の
た
め
に
善
い
こ
と
を
し
た
の
だ
と
思
い
、
自
分
こ
そ
が
と
い
う
我

ぎ

よ

お
も

じ

ぶ
ん

が

執
の
心
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
悪
い
の
で
あ
る
。
悪
い
こ
と
を
し
て
も
、

し
ゅ
う

こ
こ
ろ

わ
る

わ
る

そ
の
心
を
あ
ら
た
め
て
、
弥
陀
の
本
願
を
信
じ
れ
ば
、
悪
い
こ
と
を
し

こ
こ
ろ

み

だ

ほ
ん
が
ん

し
ん

わ
る

た
の
が
、
善
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
お
示
し
が
あ
り
ま
す
。

よ

し
め

そ
う
い
う
わ
け
で
、
蓮
如
上
人
は
、
「
善
い
こ
と
を
し
て
そ
の
功
徳
を

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

よ

く

ど
く

仏
に
差
し
上
げ
よ
う
と
す
る
自
力
の
心
が
悪
い
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
の

ほ
と
け

さ

あ

じ

り
き

こ
こ
ろ

わ
る

お
お

で
す
。

２３

ご
門
主
ご
あ
い
さ
つ

光

寿

無

量

ご
法
義
ご
相
続
の
二
〇
一
六
年
を

お
迎
え
の
こ
と
大
慶
に
存
じ
ま
す

ま
す
ま
す
の
お
念
仏
相
続
の

一
年
で
あ
り
ま
す
よ
う

お
念
じ
申
し
上
げ
ま
す

本
年
も
ど
う
ぞよ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

二
〇
一
六
年

一
月

金
光
寺
役
員
・
総
代
一
同

金

光

寺

寺

内

一

同

お通夜には平服で

一月六日、還骨法要（火葬が終
わり、ご遺骨がご自宅に還った時
の法要）の後、ある方からご質問
をいただきました。「昔はお通夜
は礼服を着なかったと思うのです
が、着るのが作法ですか？」と。
このことについては、折にふれ

て申しあげてきたのですが、改め
てお伝えします。私が住職になる
ため本山の研修施設で研修を受講
していた時に勤式担当の山崎昭寿
先生から教えていただきました。
「お通夜は縁あった方の訃報を聞
き、取る物も取りあえずに伺うも
ので、礼服を着ていくことは訃報
を待っていたようなものです」と。
また、この度の当山報恩講でも和
田先生が「お通夜は平服で行くも
のです」とお話しされていました。
私が伝えていることは私の独り

よがりではありません。自信をもっ
てお通夜は平服でお参りください。

年頭の辞
門主 大谷光淳

新
し
い
年
の
は
じ
め
に
あ
た
り
、
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

す
で
に
ご
案
内
の
通
り
、
本
年
十
月
一
日
よ
り
来
年
五
月

ま
で
の
十
期
八
十
日
間
に
わ
た
り
伝
灯
奉
告
法
要
を
お
つ
と

で
ん
と
う
ほ
う
こ
く
ほ
う
よ
う

め
い
た
し
ま
す
。
本
願
寺
の
御
影
堂
に
お
い
て
、
宗
祖
親
鸞

聖
人
の
御
前
に
、
第
二
十
五
代
門
主
と
し
て
法
統
を
継
承
し

お
ん
ま
え

た
こ
と
を
報
告
い
た
し
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
説
か
れ
て
以
来
、

お
よ
そ
八
百
年
の
間
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
は
、
日
本
を
は

じ
め
と
し
て
世
界
各
地
で
説
か
れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
た
び
の
法
要
で
は
、
ご
参
拝
の
皆
さ
ま
と
共
に
そ

の
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
、
次
の
世
代
の
方
へ
と
伝
え
て
い
く
決

意
を
新
た
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
私
た
ち
は
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
は
た
ら
き
の
中
で
、
自
分
自
身
の
真
実
の
姿

に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
物
事
を
自
分
に
と
っ
て
都

合
が
い
い
よ
う
に
考
え
た
り
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
正
当
化

す
る
、
自
己
中
心
的
な
姿
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
社
会
に

お
い
て
、
皆
が
自
分
の
正
当
性
を
主
張
し
た
の
で
は
、
対
立

し
か
生
み
ま
せ
ん
。
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
聞
き
、
阿
弥
陀

さ
ま
の
は
た
ら
き
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
は
、
困

難
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
少
し
で
も
自
己
中
心
的
な
あ

り
方
か
ら
離
れ
、
他
の
人
々
と
共
に
幸
せ
に
生
き
て
い
け
る

よ
う
な
社
会
を
築
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
日
々
の
暮

ら
し
を
送
る
と
と
も
に
、
ご
縁
あ
る
方
へ
も
み
教
え
を
依
り

ど
こ
ろ
と
し
た
生
き
方
を
伝
え
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
伝
灯

奉
告
法
要
に
は
、
ご
縁
あ
る
方
と
共
に
ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま

す
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。


