
道

場

ど
う

じ
ょ
う

「
タ
ノ
モ
ー
」
「
ド
ー
レ
」

道
場
と
い
う
と
、
ど
う
も
武
道
の

道
場
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
ね
。

剣
道
や
柔
道
な
ど
の
「
道
」
を
実

践
す
る
「
場
」
と
い
う
意
味
で
し
ょ

う
が
、
最
近
で
は
、
受
験
道
場
や
カ

ラ
オ
ケ
道
場
な
ど
、
い
ろ
ん
な
道
場

が
で
き
ま
し
た
。

道
場
は
、
本
来
、
お
釈
迦
さ
ま
が

悟
り
を
開
い
た
と
こ
ろ
を
意
味
し
ま

す
。仏

教
で
は
、
「
道
」
は
悟
り
の
こ

と
で
す
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
が
悟
り

を
得
た
「
場
」
、
つ
ま
り
、
ブ
ッ
タ
・

ガ
ヤ
ー
の
菩
提
樹
下
の
金
剛
座
が

「
道
場
」
な
の
で
す
。

そ
れ
が
や
が
て
、
と
こ
ろ
は
ど
こ

で
も
よ
く
「
悟
り
を
開
く
場
所
」
を

い
う
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
一
般

に
「
修
行
を
す
る
場
所
」
と
な
り
ま

し
た
。

初
期
の
浄
土
真
宗
で
は
、
ま
だ
寺

院
で
は
な
い
が
、
信
者
が
集
ま
っ
て

念
仏
を
称
え
る
と
こ
ろ
を
「
道
場
」

「
念
仏
道
場
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
の
仏
教
語
が
、
武
芸
を
練
習
す

る
場
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
身
体
を

鍛
錬
す
る
だ
け
で
な
く
、
精
神
を
も

修
養
し
た
の
で
す
。

い
ろ
ん
な
道
場
へ
通
う
皆
さ
ん
、

技
術
習
得
だ
け
で
な
く
、
精
神
修
養

も
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
ね
。

（
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
）

夏
の
暑
さ
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
た

リ
オ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
甲
子
園
の
高

校
野
球
が
終
わ
り
ま
し
た
。
何
を
楽

し
み
に
こ
れ
か
ら
過
ご
し
て
い
け
ば

い
い
の
か
と
、
一
時
虚
脱
感
に
襲
わ

れ
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
、
気
持
ち

を
立
て
直
し
、
落
ち
葉
掃
除
に
励
ん

で
い
ま
す
。
リ
オ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で

は
卓
球
の
福
原
愛
ち
ゃ
ん
の
涙
と
コ

メ
ン
ト
に
感
動
し
、
陸
上
男
子
の
四

×
一
〇
〇
ｍ
リ
レ
ー
の
銀
メ
ダ
ル
獲

得
に
興
奮
し
ま
し
た
。
三
走
か
ら
ア

ン
カ
ー
に
バ
ト
ン
が
渡
っ
た
時
は
一

位
で
し
た
よ
ね
。
ボ
ル
ト
が
恐
ら
く

出
な
い
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
金
メ

ダ
ル
を
期
待
し
ま
し
ょ
う
。
▼
甲
子

園
が
終
わ
っ
た
後
、
吹
奏
楽
と
高
校

野
球
に
つ
い
て
の
番
組
が
Ｂ
Ｓ
の
五

チ
ャ
ン
ネ
ル
で
あ
り
ま
し
た
が
見
ま

し
た
？
本
番
の
甲
子
園
も
良
か
っ
た

の
で
す
が
、
吹
奏
楽
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て
、
応
援
す
る
側
と
プ
レ
ー
す
る

側
の
取
材
を
し
た
番
組
は
感
動
も
の

で
し
た
。
特
に
千
葉
県
の
高
校
野
球

県
予
選
を
見
に
行
く
人
た
ち
が
野
球

も
楽
し
み
、
習
志
野
高
校
吹
奏
楽
部

の
応
援
も
楽
し
み
と
言
っ
た
言
葉
に

テ
レ
ビ
を
見
な
が
ら
思
わ
ず
う
な
ず

き
ま
し
た
。
二
百
人
の
演
奏
は
本
当

に
凄
か
っ
た
。
（
住
職

松
井
卓
郎
）
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１ ４

▲ 花の大きさは直径２～３センチ、愛らしい花です （１日撮影）

今月のことば

一生悪を造るとも 弘誓に値いて救わるる
いっしょうあく つく ぐ ぜい あ すく

今月の法語は、「正信偈」にある「一生造悪
いっしょう ぞうあく

値弘誓 至安養界 証妙果」〔一生悪を造れども
ち ぐ ぜい し あんにょうがい しょうみょうか

弘誓に値ひぬれば 安養界に至りて妙果を証
ぐ ぜい もうあ あんようかい みょうか しょう

せしむといへり〕のおこころを詠われたもので

す。これは、七高僧の第四祖であります道綽禅
しち どうしゃく ぜん

師（５６２～６４５）の教えを称えられたご文
じ たた もん

の一部です。

胸に手をあててわが身の姿を省みるとき、と
かえり

きには善いことをもし、殊勝な心がけの言葉を
よ しゅしょう

言ったとしても、その内実はそれとは裏腹な煩
ぼん

悩が起こってくることは如何ともし難いのです。
のう い か ん がた

貪欲の煩悩をおさえたかと思うと、一方では瞋
とんよく しん

恚や愚痴の煩悩が燃え上がっている。あわてて
に ぐ ち

瞋恚の煩悩をおさえても、また貪欲や愚痴の煩

悩の火が吹き出してしまい、どうすることもで

きないのが私たち人間のすがたといえましょう。

そのような悪人でも、いや、そのような悪人

なればこそ、救わずにはおれないという、悲痛

な誓願をたてられたのが阿弥陀如来でありまし
せいがん

た。

私たちはこのような尊い教えにはからずも出

遇わせていただくのですが、それによってその
あ

人の人生が転換するような大きな出遇い、その

ことを「弘誓に値いて 救わるる」と示されま
ぐ ぜい あ

す。このように、本願との出遇いを「値」とい

う漢字で示されました。「あう」といってもい

ろいろな漢字がありますが、「値う」とは、ね

じ付きの蓋が寸分の隙間もなくピタッとあわさっ
ふた

た状態をいいます。この罪業深い器しか持ちあ
ざいごう うつわ

わせていないこの私のためのご本願に出遇えた

喜びを、この言葉に込められているのでしょう。

（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。

◎ ９ 月
８日（木） 終 日

１５日（木） 終 日
２９日（木） 午 後
３０日（金） 終 日

◎ １０月
１５日（土） 午 後
１６日（日） 終 日

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２日現在 アクセス数 ７７，８６６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。

２０１６年 ８月 ７日寂 満９７歳
荻 原 甲 斐 ヒサ子 様

２０１６年 ８月２２日寂 満２１歳
馬見原 稲 田 省 吾 様

２０１６年 ８月２９日寂 満８６歳
小 川 飯 干 エミ子 様
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「
盆
と
正
月
が
一
緒
に
来
た
よ

う
ね
。
」
普
段
口
に
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
ご
馳
走
を
い
た
だ
く
時

な
ど
に
よ
く
聞
く
、
あ
る
い
は
、

よ
く
言
う
言
葉
で
す
。

今
年
も
八
月
十
三
日
か
ら
十
五

日
ま
で
二
十
四
軒
、
二
十
五
人
の

方
の
初
盆
参
り
の
ご
縁
を
つ
と
め

ま
し
た
。
そ
の
際
、
本
願
寺
出
版

社
が
発
行
す
る
お
盆
用
の
施
本
を

初
盆
を
迎
え
ら
れ
た
ご
家
庭
に
差

し
上
げ
ま
し
た
。

こ
の
施
本
、
実
は
私
の
楽
し
み

で
も
あ
り
ま
す
。
布
教
使
の
先
生

や
阿
弥
陀
さ
ま
に
帰
依
さ
れ
た
方
々

の
お
取
次
ぎ
を
読
め
ま
す
し
、
知

ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
く

こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。

今
年
の
施
本
か
ら
も
尊
い
お
示

し
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
つ
は
、
昔
か
ら
の
疑
問
だ
っ
た

「
七
夕
に
何
故
お
墓
に
お
参
り
す

る
の
か
な
」
が
解
決
で
き
た
こ
と

で
す
。
広
島
県
専
教
寺
ご
住
職
で

前
中
央
仏
教
学
院
長
（
本
山
が
運

営
し
て
い
る
浄
土
真
宗
の
教
学
な

ど
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
学
院
）

白
川
晴
顕
先
生
が
正
月
を
迎
え
る

し
ら
か
わ
は
る
あ
き

事
始
め
は
十
二
月
十
三
日
、
お
盆

で
は
七
夕
が
そ
れ
に
相
当
し
、
七

夕
を
「
七
日
盆
」
と
か
「
七
日
日
」

な

の

か
ぼ
ん

な

の

か

び

と
読
ん
で
お
盆
の
一
部
と
し
て
扱

い
、
ご
先
祖
を
迎
え
る
た
め
の
準

備
を
行
う
風
習
が
全
国
的
に
見
ら

れ
る
と
施
本
に
お
書
き
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
お
正
月
と
お
盆
は
こ

ん
な
共
通
点
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

な
る
ほ
ど
と
思
わ
ず
う
な
ず
い
た

こ
と
で
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ

て
冒
頭
に
盆
と
正
月
の
こ
と
を
書

き
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
福
岡
県
願
応
寺
ご

住
職
で
本
願
寺
派
布
教
使
並
び
に

仏
教
婦
人
会
総
連
盟
講
師
の
中
川

な
か
が
わ

清
昭
先
生
が
蓮
の
花
の
徳
に
つ
い

き
よ
あ
き

て
お
書
き
に
な
ら
れ
て
い
た
こ
と

で
す
。

施
本
を
全
家
庭
に
お
届
け
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
今
月
と
来
月
の
二

回
に
分
け
て
「
蓮
の
花
の
お
徳
」

に
つ
い
て
お
届
け
し
ま
す
。
（
以

下
、
原
文
）

中
国
で
は
蓮
の
花
に
は
四
つ
の

徳
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
徳
を
浄
土
真
宗
の
門
徒
の
立

場
か
ら
考
え
て
み
ま
す
。

ま
ず
、
「
朝
開
夕
閉
」
（
蓮
の

ち
ょ
う
か
い
ゆ
う
へ
い

花
は
朝
開
い
て
、
夕
方
閉
じ
る
）
。

こ
れ
は
、
私
た
ち
の
信
仰
生
活
の

け
じ
め
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
朝
お
仏
壇
の
扉

を
開
け
、
花
を
供
え
、
ろ
う
そ
く

に
明
か
り
を
と
も
し
、
お
香
を
梵

い
て
合
掌
、
礼
拝
、
そ
し
て
勤
行

し
ま
す
。
今
日
も
い
の
ち
を
い
た

だ
い
た
こ
と
に
感
謝
し
、
精
い
っ

ぱ
い
の
一
日
を
送
る
こ
と
を
仏
さ

ま
に
表
明
し
ま
す
。
一
日
の
つ
と

め
を
終
え
た
ら
、
そ
の
一
日
を
振

り
返
り
な
が
ら
お
参
り
を
し
、
静

か
に
お
仏
壇
の
扉
を
閉
め
る
。
こ

の
よ
う
な
日
々
を
お
く
り
た
い
も

の
で
す

二
番
目
に
「
一
茎
一
花
（
果
）
」

い

っ

け
い
い
っ
か

（
蓮
の
花
は
、
一
つ
の
茎
が
枝
分

か
れ
し
て
い
く
つ
も
の
花
や
実
を

つ
け
る
こ
と
は
な
い
。
一
つ
の
茎

に
一
つ
の
花
も
し
く
は
実
を
つ
け

る
）
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
信
仰

の
純
粋
性
を
表
し
ま
す
。
私
た
ち

の
周
り
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教

や
俗
信
、
迷
信
に
惑
わ
さ
れ
ず
、

私
の
人
生
は
た
だ
一
つ
で
た
だ
一

度
き
り
の
も
の
、
だ
か
ら
い
た
だ

く
教
え
も
た
だ
一
つ
で
十
分
と
阿

弥
陀
さ
ま
を
仰
い
で
い
く
姿
を
表

す
も
の
で
し
ょ
う
。

（
二
〇
一
六
年
お
盆
の
施
本

「
お
盆
」
本
願
寺
出
版
社
発
行

六
〜
七
頁
）

如
何
で
す
か
？
来
月
は
残
り
二

つ
を
お
届
け
し
ま
す
。
お
楽
し
み

に
！
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

金
森
の
善
従
に
、
あ
る
人
申
さ
れ
候
ふ
。
こ
の
あ
ひ
だ
、
さ
こ

か
ね
が
も
り

ぜ
ん
じ
ゅ
う

ひ
と
も
う

そ
う
ろ

そ
徒
然
に
御
入
り
候
ひ
つ
ら
ん
と
申
し
け
れ
ば
、
善
従
申
さ
れ

つ
れ
づ
れ

お
ん

い

そ
う
ら

も
う

ぜ
ん
じ
ゅ
う

も
う

候
ふ
。
わ
が
身
は
八
十
に
あ
ま
る
ま
で
徒
然
と
い
ふ
こ
と
を
し

そ
う
ろ

み

は
ち
じ
ゅ
う

つ
れ
づ
れ

ら
ず
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
弥
陀
の
御
恩
の
あ
り
が
た
き
ほ
ど
を
存

み

だ

ご

お
ん

ぞ
ん

じ
、
和
讃
・

聖

教
等
を
拝
見
申
し
候
へ
ば
、
心
お
も
し
ろ
く
も
、

わ

さ
ん

し
ょ
う
ぎ
ょ
う
と
う

は
い
け
ん
も
う

そ
う
ら

こ
こ
ろ

ま
た
た
ふ
と
き
こ
と
充
満
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
徒
然
な
る
こ
と
も

じ
ゅ
う
ま
ん

つ
れ
づ
れ

さ
ら
に
な
く
候
ふ
と
申
さ
れ
候
ふ
よ
し
に
候
ふ
。

そ
う
ろ

も
う

そ
う
ろ

そ
う
ろ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
九
十
六
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

あ
る
人
が
金
森
の
善
従
に
、
「
こ
の
ご
ろ
は
、
あ
な
た
も
さ
ぞ
か
し

か
ね
が
も
り

ぜ
ん
じ
ゅ
う

退
屈
で
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
善
従
は
、

た
い
く
つ

ぜ
ん
じ
ゅ
う

「
私
は
八
十
を
超
え
る
こ
の
年
ま
で
、
退
屈
と
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま

わ
た
し

は
ち
じ
ゅ
う

こ

と
し

た
い
く
つ

か
ん

せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
弥
陀
の
ご
恩
の
あ
り
が
た
さ
を
思
い
、
ご
和
讃

み

だ

お
ん

お
も

わ

さ
ん

や
お
聖
教
な
ど
を
拝
読
し
て
い
ま
す
の
で
、
心
は
晴
れ
ば
れ
と
楽
し
く
、

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

は
い
ど
く

こ
こ
ろ

は

た
の

尊
さ
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
だ
か
ら
、
少
し
も
退
屈
と
い
う
こ
と
が
な
い

と
う
と

す
こ

た
い
く
つ

の
で
す
」
と
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
（
現
代
語
版
）
』
百
十
六
頁
）

２３

蓮
の
花
の
お
徳
１

姉妹三人そろって児参式参拝

８月１２日、藤木 誠・理加さんご夫妻の
長女乙寧ちゃん（５歳）、次女陽葵ちゃん

お と ね ひ ま り

（２歳）、三女心晴ちゃん（４カ月）がご両
こ は る

親、おばあさんと一緒に児参式で参拝してく
れました。
乙寧ちゃん、陽葵ちゃんは浴衣姿で、心晴

ちゃんはご両親に抱かれての児参式のご縁。
小さい手を一生懸命あわせてお参りしてく

れる姿は、周りをほのぼのとしてくれました。
最後に記念写真を撮影し、お帰りになりまし
た。

二
〇
一
六
年
秋
季
彼
岸
会
法
要
の
お
知
ら
せ

日

時

九
月
二
十
二
日
（
木
）

午
前
十
時
〜

場

所

金
光
寺
本
堂
・
門
徒
会
館

勤

行

正
信
念
仏
偈
（
草
譜
）
和
讃
六
首
引
き

持
参
品

念
珠
・
門
徒
式
章
・
お
経
本

そ
の
他

彼
岸
会
法
要
は
仏
教
婦
人
会
の
例
会
に
な
っ

て
い
ま
す
。
仏
教
婦
人
会
の
皆
さ
ん
の
参
詣
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

一
般
の
門
信
徒
の
皆
さ
ん
の
参
詣
も
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。


