
豆

腐

と
う

ふ

寒
い
で
す
ね
。
湯
豆
腐
が
恋
し
く

な
り
ま
す
。

豆
腐
と
い
え
ば
、
高
野
豆
腐
、
南

禅
寺
豆
腐
、
空
也
豆
腐
な
ど
と
、
何

と
な
く
仏
教
に
関
係
あ
る
と
思
い
ま

せ
ん
か
。

豆
腐
が
仏
教
語
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
豆
腐
は
中
国
で
作

ら
れ
、
入
唐
僧
に
よ
っ
て
日
本
に
伝

え
ら
れ
、
ま
ず
寺
院
に
普
及
し
、
や

が
て
、
民
間
に
も
広
ま
っ
て
い
っ
た

の
で
す
か
ら
、
仏
教
に
深
い
関
係
の

あ
る
食
べ
物
な
の
で
す
。

僧
は
魚
食
肉
食
を
し
な
か
っ
た
の

で
、
大
切
な
蛋
白
源
と
し
て
愛
用
し

ま
し
た
。
油
揚
げ
、
生
揚
げ
、
が
ん

も
ど
き
な
ど
の
材
料
と
も
な
り
ま
す
。

ま
た
、
同
じ
よ
う
に
、
日
本
に
渡

来
し
た
も
の
に
、
味
噌
、
納
豆
と
饅

頭
が
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
寺
院
か
ら
民
間
に
普
及

し
日
本
化
し
ま
し
た
。

味
噌
は
中
国
の
鑑
真
が
伝
え
た
と

い
わ
れ
、
納
豆
の
初
め
は
寺
納
豆
と

い
い
、
饅
頭
は
入
唐
僧
に
随
従
し
て

来
日
し
た
中
国
人
の
弟
子
が
製
造
し

た
奈
良
饅
頭
が
最
初
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

仏
教
と
と
も
に
渡
来
し
た
食
べ
物

は
数
多
く
あ
る
の
で
す
。

さ
て
、
今
夜
は
湯
豆
腐
で
一
パ
イ

な
ど
…
…
。

（
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
）

四
月
か
ら
今
月
一
日
ま
で
朝
の
ひ

と
時
を
楽
し
く
し
て
く
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ

朝
の
連
ド
ラ
「
と
と
ね
ん
ち
ゃ
ん
」

が
終
わ
り
ま
し
た
ね
。
残
念
で
す
。

三
日
か
ら
は
「
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
」
に

な
り
ま
し
た
。
題
名
の
「
べ
っ
ぴ
ん
」
、

て
っ
き
り
、
美
人
・
美
女
と
い
う
意

味
、
漢
字
に
す
る
と
「
別
嬪
」
か
な

と
思
っ
て
い
た
ら
、
特
別
に
良
い
品

と
い
う
意
味
の
「
別
品
」
だ
そ
う
で

す
。
後
者
は
私
の
辞
書
に
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
今
は
主
役
を
子
役
さ

ん
が
演
じ
て
い
ま
す
の
で
、
継
続
し

て
視
聴
す
る
こ
と
に
な
る
か
、
ま
だ

分
か
り
ま
せ
ん
。
▼
今
月
号
三
頁
下

段
に
「
恩
講
・
秋
参
り
」
の
日
程
を

掲
載
し
ま
し
た
。
本
年
、
ご
自
宅
で

仏
事
が
な
か
っ
た
お
宅
は
私
お
参
り

の
ご
縁
は
初
め
て
に
な
り
ま
す
。
親

鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
を
偲
ぶ
と
と
も
に
、

親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
を
縁
と
し
て
つ

と
め
る
一
年
に
一
度
の
ご
縁
で
す
。

ど
う
ぞ
、
日
程
を
ご
確
認
の
上
、
お

仏
壇
を
掃
除
し
、
お
花
を
活
け
替
え
、

で
き
れ
ば
、
一
緒
に
お
座
り
い
た
だ

き
、
阿
弥
陀
さ
ま
と
親
鸞
聖
人
報
恩

の
思
い
を
と
念
ず
る
こ
と
で
す
。
最

後
に
も
う
一
度
の
お
願
い
、
お
花
は

生
花
で
活
け
、
造
花
は
下
げ
て
く
だ

さ
い
。
（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 台風が過ぎた５日撮影、秋の花の代表 コスモス

今月のことば

まどいの眼には見えねども ほとけはつねに照らします
め て

今月の法語は、七高僧の第六祖、源信和尚を
しち げんしん か しょう

讃仰された「正信偈」本文、「煩悩障眼雖不見
さんごう しょうしん げ ぼんのう しょうげん す い ふ けん

大悲無倦常照我」〔煩悩、眼を障へて見たて
だい ひ む けんじょうしょうが まなこ さ

まつらずといへども、大悲、倦きことなくして
ものう

つねにわれを照らしたまふといへり〕について

の意訳です。

和尚が著した『往生要集』に「極重の悪人は、
おうじょうようしゅう ごくじゅう あくにん

他の方便なし。ただ仏を称念して、極楽に生ず
た ほうべん ぶつ しょうねん ごくらく しょう

ることを得」と浄土教における往生行の要点を
う

示し、愚悪の人間が極楽に生まれる手だてはた
ぐ あく

だ称名念仏するほかなきことを闡明にされたの
しょうみょう せんめい

でした。

愚悪の者とは、抜きがたい自己への執着心、

我が身可愛いという自己中心の思いのやむこと

のない、われわれ人間のことです。和尚が自身

を深く誡めらた名聞利養の執心もそのあらわれ
いまし みょうもん り よう しゅうしん

であって、今月の言葉「まどいの眼には見えね

ども」とは、まさにそのような真理(智慧)に暗
ち え

く煩悩に翻弄されながら苦悩していく、人間の
ほんろう

有様を示されるのです。思い通りにしたいとい
ありさま

う我欲の心(惑)は、思い通りにいかぬゆえに怒
が よく わく

りとなり、愚かしき言動となって表出（業）し、
おろ ごう

他を傷つけていくことになります。そして新た

な苦悩（苦）をさらによび起こしていきます。

こうした無知の行為と結果が連鎖してとどまる

ことなく循環していくという、そのことに無自

覚であるゆえに愚悪といわれるのです。

親鸞聖人は、さわりなき仏光は苦悩の根元で

あるまどいを照破して必ず大悲心のうちに摂め
しょう は

取り、さとりの浄土に往生させようとつねに信
しん

心の人を休むことなく怠りなく照らしまもって
じん おこた

くださる、といわれています。

（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。

◎ １０月
１５日（土） 午 後
１６日（日） 終 日

◎ １２月
９日（金） 終 日

１５日（木） 終 日
１６日（金） 終 日
２２日（木） 終 日

２０１７(平成２９)年
◎ ４ 月
３日（月)～５日（水)

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/

10月５日現在 アクセス数 ７８，０３５人

９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 ９月２６日寂 満９０歳
道の上 竹 岡 フミカ 様
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相
次
ぐ
台
風
の
接
近
、
幸
い
、

鞍
岡
で
は
そ
う
影
響
も
な
く
ほ
っ

と
し
た
こ
と
で
し
た
が
、
全
国
的

に
は
い
た
る
所
で
大
き
な
被
害
が

あ
り
ま
し
た
。
被
災
さ
れ
た
方
々

に
は
お
見
舞
い
申
し
上
げ
る
ば
か

り
で
す
。

さ
て
、
先
月
号
で
記
載
し
た
と

お
り
、
今
月
は
、
福
岡
県
願
応
寺

ご
住
職
、
本
願
寺
派
布
教
使
並
び

に
仏

教
婦

人
会
総

連
盟

講
師

の

中
川

清
昭

先
生
が

お
盆

の
施

本

な
か
が
わ

き
よ
あ
き

（
本
願
寺
出
版
社
発
行
）
中
「
蓮

の
花
に
想
う
」
と
題
し
て
書
か
れ

た
文
章
か
ら
「
蓮
の
花
の
徳
」
四

つ
の
内
、
三
番
目
と
四
番
目
を
紹

介
し
ま
す
。
（
以
下
、
原
文
の
ま

ま
）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
。

（
一
番
目
と
二
番
目
は
先
月

号
で
紹
介
し
た
の
で
割
愛
）

三
番
目
に
「
華
果
同
時
」
（
蓮

け

か

ど
う

じ

の
花
は
、
花
が
咲
い
た
と
き
に
は

同
時
に
実
を
つ
け
て
い
る
）
。
こ

れ
は
、
『
歎
異
抄
』
に
「
弥
陀
の

た
ん

に

し
ょ
う

み

だ

誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ゐ

せ
い
が
ん

ふ

し

ぎ

ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り

お
う
じ
ょ
う

と
信
じ
て
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
ひ

し
ん

ね
ん
ぶ
つ
も
う

た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す

な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ

せ
っ
し
ゅ

ふ

し

ゃ

り

や
く

け
し
め
た
ま
ふ
な
り
」
（
『
注
釈

版
聖
典
』
八
三
一
頁
）
と
あ
る
よ

う
に
、
念
仏
申
す
と
い
う
私
達
の

宗
教
行
為
と
、
摂
取
不
捨
と
い
う

利
益
が
同
時
で
あ
る
こ
と
を
表
し

て
い
ま
す
。
今
め
ぐ
ま
れ
た
こ
の

い
の
ち
を
精
い
っ
ぱ
い
に
生
き
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

四
番
目
に
は
、
「
泥
中
君
子
」

で
い
ち
ゅ
う
く
ん

し

（
「
蓮
は
花
よ
り
出
で
て
泥
に
染

ま
ら
ず
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

汚
れ
た
泥
の
中
か
ら
茎
を
伸
ば
し
、

清
ら
か
な
花
を
咲
か
す
）
。
蓮
の

花
は
、
真
水
の
よ
う
な
清
ら
か
な

水
の
中
で
は
小
さ
い
花
し
か
咲
か

せ
ず
、
泥
が
濃
い
け
れ
ば
濃
い
ほ

ど
大
輪
の
花
を
咲
か
す
そ
う
で
す
。

こ

の

こ

と

を

親

鸞

聖

人

は

、

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

『
教
行
信
証
』
に
「
〈
淤
泥
華
〉

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

お

で
い

け

と
は
、
『
経
』
（
維
摩
経
）
に
の

き
ょ
う

ゆ
い

ま

き
ょ
う

た
ま
は
く
、
〈
高
原
の
陸
地
に
は

こ
う
げ
ん

ろ

く

じ

蓮
華
を
生
ぜ
ず
。
卑
湿
の
淤
泥
に

れ

ん

げ

し
ょ
う

ひ

し
ゅ
う

お

で
い

い
ま
し
蓮
華
を
生
ず
〉
と
。
こ
れ

れ

ん

げ

し
ょ
う

は
凡
夫
、
煩
悩
の
泥
の
中
に
あ
り

ぼ
ん

ぶ

ぼ
ん
の
う

ど
ろ

な
か

て
、
菩
薩
の
た
め
に
開
導
せ
ら
れ

ぼ

さ
つ

か
い
ど
う

て
、
よ
く
仏
の
正
覚
の
華
を
生
ず

ぶ
つ

し
ょ
う
が
く

は
な

し
ょ
う

る
に
喩
ふ
」
（
『
注
釈
版
聖
典
』

た
と

三
一
九
頁
）
と
お
示
し
で
、
泥
を

私
た
ち
の
煩
悩
に
た
と
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

（
二
〇
一
六
年
お
盆
の
施
本

「
お
盆
」
本
願
寺
出
版
社
発
行

七
〜
八
頁
）

以
上
、
二
月
に
分
け
て
「
朝
開

ふ
た
つ
き

ち
ょ
う
か
い

夕
閉

」
「
一

茎
一

花
（

果
）

」

ゆ
う
へ
い

い
っ
け
い

い
っ

か

か

「
華
果
同
時
」
「
泥
中
君
子
」
の

け

か

ど
う

じ

で
い
ち
ゅ
う
く
ん

し

四
つ
の
蓮
の
花
の
徳
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
し
た
。

親
鸞
聖
人
は
、
「
正
信
偈
」
に

し
ょ
う
し
ん

げ

『
一
切
善
悪
凡
夫
人

聞
信
如
来

い
っ
さ
い
ぜ
ん
ま
く
ぼ
ん

ぶ

に
ん

も
ん
し
ん
に
ょ
ら
い

弘
誓
願

仏
言
広
大
勝
解
者

是

ぐ

ぜ
い
が
ん

ぶ
つ
ご
ん
こ
う
だ
い
し
ょ
う
げ
し
ゃ

ぜ

人
名
分
陀
利
華
』
と
お
示
し
に
な
っ

に
ん
み
ょ
う
ふ
ん
だ

り

け

て
い
ま
す
。

最
後
の
「
分
陀
利
華
」
と
は
阿

弥
陀
仏
の
誓
い
を
依
り
ど
こ
ろ
と

し
て
生
き
る
人
の
こ
と
で
、
別
の

言
葉
で
表
す
と
「
白
蓮
華
」
。
多

び
ゃ
く
れ
ん

げ

く
の
仏
さ
ま
は
「
蓮
台
」
す
な
わ

れ
ん
だ
い

ち
蓮
の
花
の
台
座
に
ご
安
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
、
蓮
の

花
は
お
釈
迦
さ
ま
の
お
さ
と
り
の

象
徴
と
さ
れ
、
尊
敬
す
る
人
に
差

し
上
げ
る
花
だ
そ
う
で
す
。

煩
悩
に
ま
み
れ
た
凡
夫
が
、
阿

弥
陀
さ
ま
の
誓
い
を
依
り
ど
こ
ろ

と
し
て
生
き
て
い
く
、
念
佛
の
行

者
と
し
て
の
ご
縁
を
い
た
だ
く
と
、

「
白
蓮
華
」
と
親
鸞
聖
人
か
ら
最

大
の
賛
辞
を
賜
り
ま
す
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

善
従
申
さ
れ
候
ふ
と
て
、
前
住
上
人
（
実
如
）
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。

ぜ
ん
じ
ゅ
う
も
う

そ
う
ろ

ぜ
ん
じ
ゅ
う
し
ょ
う
に
ん

じ
つ
に
ょ

お
お

そ
う
ろ

あ
る
人
、
善
従
の
宿
所
へ
行
き
候
ふ
と
こ
ろ
に
、
履
を
も
脱
ぎ

ひ
と

ぜ
ん
じ
ゅ
う

し
ゅ
く
し
ょ

ゆ

そ
う
ろ

く
つ

ぬ

候
は
ぬ
に
、
仏
法
の
こ
と
申
し
か
け
ら
れ
候
ふ
。
ま
た
あ
る
人

そ
う
ら

ぶ
っ
ぽ
う

も
う

そ
う
ろ

ひ
と

申
さ
れ
候
ふ
は
、
履
を
さ
へ
ぬ
が
れ
候
は
ぬ
に
、
い
そ
ぎ
か
や

も
う

そ
う
ろ

く
つ

そ
う
ら

う
に
は
な
に
と
て
仰
せ
候
ふ
ぞ
と
、
人
申
し
け
れ
ば
、
善
従
申

お
お

そ
う
ろ

ひ
と
も
う

ぜ
ん
じ
ゅ
う
も
う

さ
れ
候
ふ
は
、
出
づ
る
息
は
入
る
を
ま
た
ぬ
浮
世
な
り
、
も
し

そ
う
ろ

い

い
き

い

う
き

よ

履
を
ぬ
が
れ
ぬ
ま
に
死
去
候
は
ば
、
い
か
が
候
ふ
べ
き
と
申
さ

く
つ

し

き

ょ

そ
う
ら

そ
う
ろ

も
う

れ
候
ふ
。
た
だ
仏
法
の
こ
と
を
ば
、
さ
し
急
ぎ
申
す
べ
き
の
よ

そ
う
ろ

ぶ
っ
ぽ
う

い
そ

も
う

し
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
九
十
八
）

お
お

そ
う
ろ

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

実
如
上
人
が
善
従
の
逸
話
を
紹
介
し
て
、
「
あ
る
人
が
善
従
の
住
い

じ
つ
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ぜ
ん
じ
ゅ
う

い
つ

わ

し
ょ
う
か
い

ひ
と

ぜ
ん
じ
ゅ
う

す
ま

を
訪
ね
た
と
き
、
ま
だ
履
物
も
脱
が
な
い
う
ち
か
ら
、
善
従
が
仏
法
に

た
ず

は
き
も
の

ぬ

ぜ
ん
じ
ゅ
う

ぶ
っ
ぽ
う

つ
い
て
話
し
は
じ
め
た
。
側
に
い
た
人
が
、
〈
履
物
さ
え
ま
だ
脱
い
で

ひ
と

は
き
も
の

ぬ

お
ら
れ
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
急
い
で
話
し
始
め
る
の
で

い
そ

は
な

は
じ

す
か
〉
と
い
う
と
、
善
従
は
、
〈
息
を
吐
い
て
吸
う
間
も
な
い
う
ち
に

ぜ
ん
じ
ゅ
う

い
き

は

す

ま

命
が
尽
き
て
し
ま
う
無
常
の
世
で
す
。
も
し
履
物
を
脱
が
な
い
う
ち
に
、

い
の
ち

つ

む

じ
ょ
う

よ

は
き
も
の

ぬ

命
が
尽
き
た
ら
ど
う
す
る
の
で
す
か
〉
と
答
え
た
の
で
あ
っ
た
。
何
を

い
の
ち

つ

お
い
て
も
、
仏
法
の
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

ぶ
っ
ぽ
う

い
そ

で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

お
お

２３

蓮
の
花
の
お
徳
２

２０１６(平成２８)年 恩講・秋参り日程（予定）のお知らせ

本年の恩講・秋参りの日程についてお知らせします。
恩講の期日が未定の地区（倉本、古賀西、波帰）は早目に日程の相談をお願いします。
秋参りは過去の状況を参考に大まかな予定をたてました。あくまでも予定です。葬儀、
仏事や恩講が入りますと日程を変更します。遠方(熊本市、益城町、御船町、宇城市、
高千穂町、延岡市、日向市、宮崎市）と中入・大平、渡瀬、山都町の秋参りはハガキで
お参りの日を連絡します。
お茶の接待はご遠慮申し上げます。

■ 恩講 ■ 秋参り
１０月２９日 大石の内 １０月１４日 協和・長崎、芋の八重、小切畑
１１月 １日 深谷・折立・矢惣園 １９日 祇園町、芋の八重、矢惣園上

２日 古賀東 ２４日 丁子、中村、笠部
９日 広瀬 ２５日 中園、東光寺、寺村
１２日 小川 ２６日 東光寺、寺村、中園
１７日 本屋敷 ２７日 予備日
１８日 木合屋・水流 ３１日 予備日
１９日 長峯 １１月 ２日 一の瀬
２０日 揚
２２日 スクナ原・原尾野
２３日 荻原
２４日 道の上

１２月 ４日 荒谷


