
達

者

た
っ

し
ゃ

「
お
達
者
で
な
に
よ
り
で
す
ね
」

「
こ
の
人
は
水
泳
が
達
者
で
ね
」

「
あ
の
人
は
芸
達
者
で
す
よ
」

「
お
達
者
な
お
口
で
す
こ
と
」

達
者
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ

る
よ
う
で
す
。

そ
う
い
え
ば
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の
番

組
に
「
お
達
者
く
ら
ぶ
」
と
い
う
の

が
あ
り
ま
す
ね
。

学
術
や
技
芸
の
道
に
熟
達
し
た
人
、

も
の
ご
と
に
上
手
な
人
、
ち
ょ
っ
と

軽
蔑
の
意
味
を
込
め
て
し
た
た
か
者
、

あ
る
い
は
、
健
康
状
態
の
秀
れ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
は
、
足
の
丈
夫
な
こ

と
な
ど
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

さ
ま
ざ
ま
で
す
。

聖
徳
太
子
の
『
十
七
条
憲
法
』
の

第
一
条
「
和
を
以
っ
て
貴
し
と
為
す
」

は
有
名
で
す
が
、
そ
の
後
に
「
亦
、

達
者
少
し
」
と
い
う
語
句
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
、
達
者
を
「
さ
と
れ

る
も
の
」
と
読
ん
で
い
ま
す
。

仏
教
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
真
理

に
通
達
し
た
者
と
か
、
さ
と
っ
た
者

の
こ
と
を
達
者
と
い
い
ま
し
た
。
達

人
と
か
達
道
人
と
い
う
場
合
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味

に
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

み
な
さ
ん
、
お
達
者
で
お
過
ご
し

く
だ
さ
い
。

（
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
）

法
事
の
席
で
フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
の
こ

と
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
つ

ぼ
み
が
出
て
い
る
と
聞
き
、
我
が
家

の
フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
は
ど
う
か
な
と
見

に
行
く
と
つ
ぼ
み
が
出
て
い
ま
し
た
。

開
花
も
間
近
か
な
と
思
っ
た
こ
と
で

す
。
そ
れ
に
し
て
も
数
日
前
ま
で
は

そ
こ
に
は
四
、
五
十
セ
ン
チ
の
雪
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
す
ご
い
生
命
力

だ
と
感
じ
ま
し
た
。
▼
つ
ぼ
み
と
い

え
ば
、
し
だ
れ
梅
の
木
に
た
く
さ
ん

の
雀
が
こ
の
時
期
と
ま
り
ま
す
。
梅

の
つ
ぼ
み
を
つ
い
ば
ん
で
い
る
の
で

す
。
こ
の
ま
ま
で
は
今
年
も
満
開
の

梅
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

大
声
を
出
し
て
追
い
払
っ
て
も
し
ば

ら
く
す
る
と
ま
た
鈴
な
り
の
雀
で
す
。

何
か
良
い
対
策
法
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

教
え
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

▼
今
日
（
八
日
）
、
テ
レ
ビ
を
見
て

い
た
ら
座
り
っ
ぱ
な
し
だ
と
ガ
ン
や

糖
尿
病
な
ど
に
罹
患
し
、
早
死
に
す

る
割
合
が
高
く
な
る
と
言
っ
て
ま
し

た
。
三
十
分
ほ
ど
座
っ
た
ら
、
二
、

三
分
ほ
ど
立
ち
上
が
ら
な
い
と
い
け

な
い
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
見
た
後
、

も
う
三
時
間
ほ
ど
座
り
っ
ぱ
な
し
で

パ
ソ
コ
ン
を
触
っ
て
い
ま
す
。
約
一

時
間
ほ
ど
寿
命
が
縮
ん
だ
よ
う
で
す
。

大
変
！
（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲雪とフクジュソウ （古い写真でごめんなさい）

今月のことば

生きとしいくるものすべて このみひかりのうちにあり
い

二月の法語は「和訳正信偈」の第四首後半で

す。一月の法語（第四首前半）に続くご文で、

「正信偈」では、

……一切群生蒙光照
いっさい ぐんじょう む こうしょう

……一切の群生、光照を蒙る
かぶる

とある句にあたります。現代語版では、

……すべての衆生は、その光明に照らされる
しゅじょう

とあって、阿弥陀さまの無量無限のひかりに、

私ども迷いの中にある生きとし生けるものすべ

てが照らされている、そのはたらきの中にいだ

かれてあると、その慶びを詠われています。
よろこ うた

光雲無礙如虚空
こううん む げ にょ こ くう

一切の有礙にさはりなし
いっさい う げ

光沢かぶらぬものぞなき
こうたく

難思義を帰命せよ
なん じ ぎ き みょう

「十二光」について詠う中で、「無礙光」を
うた む げ こう

讃えるご和讃です。現代語訳してみますと、
たた

阿弥陀さまのひかりは輝く雲のようであり、

何ものにもさまたげられない大空のようである。

すべての障碍（＝煩悩）にさまたげられること
しょうがい ぼんのう

なく、そのひかりのはたらきを受けないものは

ない。はかり知ることのできない「難思義」

〔なる阿弥陀仏〕に帰依しなさい。
き え

十二光の中の「無礙なる光」のはたらきを示
む げ

されて、そのような阿弥陀さまに帰依しなさい

と詠います。「無礙」とは、さまたげるものが

ない、障碍となるものがないということで、阿

弥陀さまのまなこは自由自在にものをとらえ、

その大慈悲のはたらきを邪魔するものは何一つ

としてないということなのです。

（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。

◎ ２ 月
１５日（月） 午前中
１６日（火） 終日
１８日（木） 午後
２０日（土） 終日
２３日（火）～２４日（水）
２５日（木） 終日

◎ ３ 月
８日（火） 終日

１０日（木） 終日
２３日（水）～２４日（木）

◎ ４ 月
５日（火）～ ７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/

２月９日現在 アクセス数 ７６，９４２人

１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。
２０１６年 １月 ４日寂 満９５歳

丁 子 藤 本 トヨ子 様
２０１６年 １月２７日寂 満４４歳
大石の内 馬 原 龍 生 様
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鞍
岡
の
冬
は
や
は
り
寒
か
っ
た

で
す
ね
。
先
月
は
二
度
も
積
雪
が

あ
り
ま
し
た
。
特
に
二
回
目
の
積

雪
は
吹
き
だ
ま
り
は
六
十
セ
ン
チ

に
も
な
り
、
除
雪
が
と
て
も
大
変

で
し
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
マ
イ
ナ
ス
十

℃
を
超
え
る
寒
波
が
襲
来
し
、
水

道
が
破
裂
し
て
通
常
二
十
五
ト
ン

く
ら
い
の
水
道
使
用
量
が
六
十
四

ト
ン
に
も
な
り
ま
し
た
。
幸
い
、

破
裂
箇
所
が
早
め
に
わ
か
り
修
理

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
被

害
も
比
較
的
軽
度
で
済
み
ま
し
た
。

早
く
暖
か
く
な
っ
て
欲
し
い
の

で
す
が
、
ス
キ
ー
場
は
お
客
さ
ん

が
少
な
い
よ
う
で
す
。
十
二
日
か

ら
は
強
い
雨
が
降
る
と
の
天
気
予

報
で
す
の
で
、
ス
キ
ー
場
の
雪
が

融
け
る
の
で
は
と
心
配
で
す
。
と

い
う
こ
と
で
、
今
の
時
期
ら
し
い

気
候
で
と
思
い
直
し
た
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
こ
ん
な
で
気
温
が
下
が

り
雪
が
降
る
と
外
に
出
る
こ
と
も

な
く
家
の
中
で
過
ご
し
て
し
ま
い

ま
す
。
す
る
こ
と
と
い
え
ば
、
テ

レ
ビ
を
見
る
か
、
読
書
す
る
か
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
回
の

降
雪
で
は
芦
屋
仏
教
会
館
編
「
妙

好
人
に
学
ぶ
」
と
い
う
故

梯

實

か
け
は
し
じ
つ

圓
和
上
と
松
田
正
典
広
島
大
学
名

え
ん

わ

じ
ょ
う

誉
教
授
の
講
演
を
テ
ー
プ
起
こ
し

し
た
本
を
読
み
ま
し
た
。

妙
好
人
と
は
、
お
念
仏
を
喜
ぶ

み
ょ
う
こ
う
に
ん

人
の
こ
と
で
、
泥
沼
に
咲
い
た
白
び
ゃ
く

蓮
華
の
よ
う
な
麗
し
い
人
と
仏
さ

れ

ん

げ

ま
が
誉
め
て
く
だ
さ
る
方
で
す
。

そ
の
妙
好
人
の
中
、
「
三
河
の
お

そ
の
」
と
言
わ
れ
た
方
の
こ
と
に

つ
い
て
松
田
先
生
が
紹
介
さ
れ
た

お
言
葉
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思

い
ま
す
。

伊
勢
か
ら
「
お
そ
の
さ
ん
」
を

訪
ね
て
き
た
女
性
の
お
同
行
が

「
後
生
の
一
大
事
が
一
大
事
と

ご

し
ょ
う

思
え
な
い
し
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
救

い
が
本
当
の
こ
と
と
思
え
な
い
。

そ
ん
な
疑
い
心
が
晴
れ
る
秘
法
が

あ
っ
た
ら
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
」

と
お
願
い
し
た
の
に
対
し
て
、
お

そ
の
さ
ん
は
に
こ
に
こ
し
な
が
ら

「
秘
法
を
知
り
た
い
の
、
知
り
た

い
な
ら
教
え
て
あ
げ
る
」
と
言
っ

た
後
、
「
わ
た
し
が
今
か
ら
言
う

言
葉
を
二
、
三
年
言
い
続
け
た
ら

必
ず
信
心
が
得
ら
れ
る
ぞ
」
「
如

来
さ
ま
の
仰
せ
じ
ゃ
と
思
う
て
、

お
差
し
支
え
な
し
、
ご
注
文
な
し
、

さ

つ
か

ち
ゅ
う
も
ん

お
差
し
支
え
な
し
、
ご
注
文
な
し
、

こ
れ
だ
け
の
言
葉
を
二
、
三
年
言

う
て
み
な
さ
れ
、
何
の
注
文
も
せ

ん
ぞ
、
何
の
差
し
支
え
も
な
い
ぞ

と
仏
さ
ま
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る

か
ら
」
と
伝
え
ま
し
た
。

女
性
は
「
お
差
し
支
え
な
し
、

ご
注
文
な
し
、
お
差
し
支
え
な
し
、

ご
注
文
な
し
」
と
言
い
な
が
ら
帰
っ

て
行
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
三
、
四
日
後
再
び
お

そ
の

さ
ん

の
も

と

を
訪

ね
た

そ
の

女

性
、

「
言

わ
れ

た

と
お

り
に

し
て

お

り
ま

す
が

、
心

に

何
の

変
化

も
あ

り

ま
せ
ん
」
と
お
そ
の
さ
ん
に
伝
え

る
と
お
そ
の
さ
ん
は
た
だ
「
お
差

し
支
え
な
し
、
ご
注
文
な
し
」
と

言
う
ば
か
り
。
二
、
三
度
そ
れ
を

繰
り
返
し
て
い
る
と
つ
い
に
そ
の

女
性
は
、
自
分
で
自
分
の
心
は
直

せ
る
も
の
で
は
な
い
、
阿
弥
陀
さ

ま
の
「
そ
の
ま
ま
で
差
し
支
え
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
。
何
も
注
文
は
し

ま
せ
ん
よ
」
の
お
慈
悲
に
我
が
身

を
ま
か
せ
る
こ
と
が
大
事
な
こ
と

だ
と
気
付
き
ま
し
た
。

「
煩
悩
持
っ
た
ま
ま
の
身
で
い

ぼ
ん
の
う

い
で
す
よ
（
差
し
支
え
な
し
）
、

厳
し
い
行
を
お
さ
め
て
煩
悩
を
滅

し
て
く
だ
さ
い
な
ど
と
言
い
ま
せ

ん
よ
（
ご
注
文
な
し
）
」
の
阿
弥

陀
さ
ま
の
お
慈
悲
を
疑
い
な
く
い

た
だ
く
道
が
私
た
ち
が
歩
ま
せ
て

い
た
だ
く
「
生
死
出
ず
べ
き
道
」

し
ょ
う
じ

い

な
の
で
し
ょ
う
。

降
雪
の
お
か
げ
で
あ
り
が
た
い

お
言
葉
に
出
遇
え
ま
し
た
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

前
々

住

上
人
（
蓮
如
）
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
思
ひ
よ
ら
ぬ
も
の

ぜ
ん
ぜ
ん

じ
ゅ
う
し
ょ
う
に
ん

れ
ん
に
ょ

お
お

そ
う
ろ

お
も

が
分
に
過
ぎ
て
物
を
出
し
候
は
ば
、
一
子
細
あ
る
べ
き
と
思
ふ

ぶ
ん

す

も
の

い
だ

そ
う
ら

ひ
と

し

さ
い

お
も

べ
し
。
わ
が
こ
こ
ろ
な
ら
ひ
に
人
よ
り
も
の
を
出
せ
ば
う
れ
し

ひ
と

い
だ

く
思
ふ
ほ
ど
に
、
な
ん
ぞ
用
を
い
ふ
べ
き
時
は
、
人
が
さ
や
う

お
も

よ
う

と
き

ひ
と

に
す
る
な
り
と
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。

お
お

そ
う
ろ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
九
十
）

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
、
「
思
い
も
よ
ら
な
い
人
が
過
分
の
贈
物
を
も
っ
て
き

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

お
も

ひ
と

か

ぶ
ん

お
く
り
も
の

た
と
き
は
、
何
か
わ
け
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
い
な
さ
い
。
人
か
ら

な
に

ち
が

お
も

ひ
と

も
の
を
贈
ら
れ
る
と
、
う
れ
し
く
思
う
の
が
人
の
心
だ
か
ら
、
何
か
を

お
く

お
も

ひ
と

こ
こ
ろ

な
に

頼
も
う
と
す
る
と
き
は
、
人
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
も
の
で
あ
る
」

た
の

ひ
と

と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

お
お

《
用
語
の
解
説
》

こ
こ
ろ
な
ら
ひ
…
…
心
の
な
ら
わ
し
。
性
癖
。

２３

お
差
し
支
え
な
し

ご
注
文
な
し

二
〇
一
六
年
春
季
彼
岸
会
法
要
の
お
知
ら
せ

日

時

三
月
二
十
日

午
前
九
時
三
十
分
〜

場

所

金
光
寺
本
堂

勤

行

正
信
念
仏
偈
（
草
譜
）
六
首
引
き

講

師

未

定

そ
の
他

彼
岸
会
法
要
は
金
光
寺
仏
教
婦
人
会

の
例
会
で
す
。
会
員
の
皆
さ
ま
の
ご
参

詣
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
般
の
門
信
徒
の
皆
さ
ま
の
ご
参
詣

も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
法
要
終
了

後
、
仏
教
婦
人
会
の
総
会
を
行
い
ま
す
。

本堂は念仏の道場
お念仏を声に出して

称えましょう

阿弥陀さまは救いの手立てとして南無
阿弥陀仏の六字のお名号をご用意くださ
いました。
設我得仏 十方衆生 至心信楽欲生我

国 乃至十念 若不生者 不取正覚 唯
除五逆 誹謗正法
のご本願は「必ずあなたを救うから私を
信じてその身をまかせ、わずか十声でよ
いから私の名を称えてください」とのお
呼び声です。
常にはたらき続けてくださる阿弥陀さ

まのご恩に報いるお念仏を「南無阿弥陀
仏」とわが声で申しながら「必ず救う
その身をまかせよ」と阿弥陀さまのお呼
び声として聞かせていただくのです。
いつでもどこでも声に出してお念仏を

申すことが念仏の行者としての道ですが、
特に本堂はお念仏申させていただく道場
です。本堂では声高らかにお念仏申しま
しょう。


