
教

授
・
講

師

き
ょ
う

じ
ゅ

こ
う

し

前
に
「
学
生
」
を
紹
介
し
ま
し
た

の
で
、
今
回
は
、
大
学
の
先
生
が
た

の
番
で
す
。

仏
教
で
は
、
教
授
と
は
、
法
を
教・

え
道
を
授
け
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

・

仏
教
の
入
門
式
で
あ
る
具
足
戒
を

受
け
る
と
き
に
は
、
三
師
七
証
と
い
っ

て
、
三
人
の
師
匠
と
七
人
の
証
人
が

必
要
で
す
。

そ
の
三
師
の
一
人
に
、
教
授
阿
闍

梨
と
か
教
授
師
と
い
う
師
匠
が
い
ま

す
。
こ
れ
は
戒
場
で
受
者
に
行
儀
や

作
法
を
教
え
る
役
で
す
。

『
五
分
律
』
に
「
具
足
戒
を
受
く

る
の
時
、
威
儀
法
を
教
う
る
、
是
を

教
授
阿
闍
梨
と
名
づ
く
」
と
あ
り
ま

す
。講

師
は
、
僧
尼
を
指
導
し
、
仏
教

を
講
説
す
る
僧
で
す
。

も
と
は
、
国
師
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。

国
ご
と
に
一
名
ず
つ
任
命
さ
れ
、

国
分
寺
で
も
っ
ぱ
ら
経
典
の
講
説
に

た
ず
さ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

天
台
宗
で
は
、
論
議
の
と
き
問
者

の
質
問
に
答
え
る
人
の
こ
と
で
す
。

現
在
で
は
、
教
授
も
講
師
も
学
生

も
、
大
学
の
先
生
と
生
徒
の
こ
と
を

指
し
ま
す
が
、
本
来
は
、
仏
教
を
教

え
、
仏
法
を
講
説
し
、
仏
法
を
学
問

す
る
人
な
の
で
す
。

（
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
）

少
し
ず
つ
春
め
い
て
き
ま
し
た
。

暖
か
い
の
で
、
草
引
き
を
し
て
い
る

と
境
内
に
フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
が
三
株
咲

い
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
思
わ
ず
う

れ
し
く
な
り
ま
し
た
。
枯
ら
さ
ず
に

育
て
た
い
な
、
増
え
れ
ば
い
い
な
と

思
い
に
や
に
や
。
周
り
か
ら
見
る
と

変
人
、
と
思
わ
れ
て
も
い
け
な
い
の

で
、
気
持
ち
を
取
り
直
し
て
草
引
き

再
開
と
な
り
ま
し
た
。
▼
熊
本
の
春

の
植
木
市
に
一
回
行
き
た
い
な
と
思
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
思
い
が
け
ず
実

現
し
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
息
子

の
花
粉
症
対
策
に
空
気
清
浄
器
を
届

け
に
行
き
、
夕
飯
を
一
緒
に
食
べ
帰

宅
。
帰
り
着
く
と
携
帯
電
話
を
忘
れ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
そ
れ
か
ら
捜

索
。
夕
飯
を
食
べ
た
お
店
に
忘
れ
、

翌
日
取
り
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
た
だ
行
く
の
も
も
っ
た
い
な
い

の
で
、
植
木
市
に
寄
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。
携
帯
を
忘
れ
て
坊
守
と

息
子
に
は
非
難
さ
れ
ま
し
た
が
、
私

的
に
は
良
か
っ
た
と
思
っ
て
ま
す
。

▼
高
校
入
試
も
こ
の
寺
報
が
届
く
こ

ろ
に
は
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
中
学
校

に
面
接
指
導
に
行
っ
た
の
で
結
果
が

気
に
な
り
ま
す
。
み
ん
な
志
望
校
に

合
格
で
き
る
と
い
い
の
で
す
が
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 熊本植木市で求めた沈丁花。香りと花が楽しめます（６日・境内）

今月のことば

参れると思うて 参れぬお浄土へ 本願力にて往生す
まい おも まい じょう ど ほんがんりき おうじょう

（ 稲 垣 瑞 劍 ）
いな がき ずい けん

三月の法語は、稲垣最三師（法名・瑞劍）のお
さいぞう ずいけん

言葉です。浄土真宗のみ教えに、そして教義の奥

義に研鑽を積まれ、仏法伝道に一生を捧げられま

した。そして多くの著述、信心発露する詩歌を著
しんじんはつ ろ

わされ、多くの門信徒に他力の教えを伝えられま

した。

瑞劍師は、毎月の法座などで「本願力にて往生

す」と、つねづね口癖のように語られて、本願力

のおはたらきについて説き続けられました。

阿弥陀さまは、あらゆる生きとし生けるものを

助けなければおかぬという本願をたてられ、完成

してくださった。その阿弥陀さまの智慧と慈悲の
ち え じ ひ

円満した功徳の力を私たちが信ずるところ、すな
く どく

わち本願力を信ずるところに、無量の功徳が私た

ちのいのちとなり、往生する種となり、浄土往生

の救いが実現する。このように、阿弥陀さまの大

智慧のおはたらき、大慈悲のおはたらきが本願力

となって、この「私」にはたらいてくださってい

る、それゆえこの本願がありがたい、と示されて

います。

煩悩具足の凡夫として、あるいはこの迷いの世
ぼんのう ぐ そく ぼん ぶ

界にある人間として、自分中心の思いや自らのは

からいから離れるということは、不可能なことと

いえるでしょう。釈尊ご自身がそのようにご教示

くださっており、また阿弥陀さまの大慈悲心も、

そのような凡愚のものであるとお示しくださって、
ぼん ぐ

大悲のはたらきをこの「私」にはたらかせてくだ

さっています。「私」の方では、わが身を慚愧す
ざん ぎ

る以外になく、大慈悲のおはたらきをそのままに

受けさせていただき、たよりとさせていただくば

かりなのです。

（本願寺出版社刊「大乗」誌より転載）

上記の写真、ローソク立てに立っている
赤いものを木蝋（もくろう）といいます。
普段、ローソクを灯さない時に立てるもの
です。（作法上そう決まっています）
未使用のローソクや使用しているローソ

ク、或いは何も立ってない状況よりかっこ
いいと思いませんか。一寸で１３００円く
らい。仏壇店にあります。

金光寺よろずコーナー

ホームページ開いてます。
URL /konkhoji.jp/

３月６日現在 入室者数 １５，０１８人

２月、金光寺ご門徒の次の方がご往生な
さいました。さとりの智慧をいただかれ尊
いお導きをと念じることです。
２０１３年２月１１日寂 満７９歳

倉 本 松 本 洋 子 様
２０１３年２月１８日寂 満９５歳

笠 部 藤 本 ナツエ 様
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先
月
に
続
き
、
い
じ
め
の
こ
と
を

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
い
じ
め
と
は
関
係
あ
り
ま

せ
ん
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
と
慈
悲

に
つ
い
て
少
し
触
れ
た
い
と
思
い
ま

す
。阿

弥
陀
さ
ま
は
智
慧
と
慈
悲
が
完

成
し
た
仏
さ
ま
で
す
。
ま
た
、
阿
弥

陀
さ
ま
の
浄
土
は
智
慧
と
慈
悲
が
ま

ど
か
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
世
界
で
す
。

で
は
、
智
慧
と
は
？
智
慧
と
は
あ

ら
ゆ
る
も
の
の
本
質
を
知
り
尽
く
す

は
た
ら
き
の
こ
と
で
す
。

慈
悲
と
は
？
慈
悲
と
は
煩
悩
に
苛

さ
い
な

ま
れ
て
い
る
も
の
を
摂
め
取
ら
ず
に

は
お
か
な
い
と
い
う
は
た
ら
き
で
す
。

智
慧
・
慈
悲
は
、
い
ず
れ
も
は
た

ら
き
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
と
そ

の
お
浄
土
は
常
に
は
た
ら
い
て
い
ま

す
。さ

て
、
い
じ
め
の
問
題
に
戻
り
ま

す
。
私
た
ち
は
死
ぬ
ま
で
煩
悩
か
ら

離
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
従
っ

て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
よ
う
に
完
成
さ

れ
た
智
慧
も
慈
悲
も
持
ち
合
わ
せ
て

い
ま
せ
ん
。
当
然
、
学
校
の
先
生
や

私
た
ち
大
人
は
い
じ
め
の
加
害
行
為

を
し
て
い
る
子
ど
も
の
表
面
に
出
て

い
る
そ
の
行
為
の
み
に
対
し
て
指
導

し
た
り
、
責
め
た
り
し
て
し
ま
い
が

ち
で
す
。
そ
の
子
の
本
質
に
つ
い
て

知
り
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

し
ょ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

だ
と
し
て
も
、
い
じ
め
と
い
う
行

為
を
放
置
し
て
は
お
け
ま
せ
ん
。

先
月
号
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
私

た
ち
は
い
じ
め
を
受
け
て
い
る
被
害

者
に
も
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
い

が
ち
で
す
。
し
か
し
、
い
じ
め
を
受

け
て
い
る
被
害
者
に
は
責
任
は
な
い

の
で
す
。

私
た
ち
が
加
害
行
為
を
す
る
子
ど

も
に
対
し
て
発
す
る
「
自
分
が
さ
れ

た
ら
い
や
で
し
ょ
う
」
と
い
う
言
葉

は
そ
の
子
た
ち
に
は
届
き
ま
せ
ん
。

加
害
行
為
を
繰
り
返
す
と
、
相
手
が

傷
つ
く
こ
と
が
快
感
に
な
っ
て
し
ま

う
状
況
が
存
在
す
る
の
で
す
。

い
じ
め
は
い
じ
め
を
す
る
子
ど
も

た
ち
の
問
題
で
す
。
当
り
前
の
こ
と

で
す
が
、
加
害
行
為
を
や
め
た
時
、

い
じ
め
問
題
は
解
決
す
る
の
で
す
。

被
害
者
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
い
じ

め
行
為
を
し
て
い
た
子
ど
も
の
傷
つ

い
た
心
も
回
復
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

い
じ
め
加
害
者
も
幸
せ
に
生
き
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
。
人
間
の

尊
厳
、
尊
い
い
の
ち
の
存
在
さ
え
も

脅
か
し
て
い
た
愚
か
な
行
為
に
気
づ

い
て
、
人
間
は
平
等
に
生
き
て
い
く

権
利
が
あ
る
、
お
互
い
が
支
え
あ
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
生
き
て
い
く
こ
と

は
で
き
な
い
、
そ
ん
な
大
事
な
こ
と

に
気
づ
い
て
、
今
後
の
人
生
を
幸
せ

に
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。
い
じ
め
は
、
い
じ
め
加
害
者

の
心
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

冒
頭
に
触
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈

悲
。
煩
悩
に
苛
ま
れ
た
も
の
を
摂
め

取
ら
ず
に
は
お
か
な
い
は
た
ら
き
。

そ
ん
な
完
成
さ
れ
た
慈
悲
は
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
い
私
た
ち
で
す
が
、
少

し
で
も
周
り
の
人
に
寄
り
添
う
、
相

手
の
立
場
を
思
う
、
そ
ん
な
優
し
い

心
を
持
ち
た
い
も
の
で
す
。

人
は
人
と
出
会
い
、
つ
な
が
り
な

が
ら
生
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
私

た
ち
は
「
人
間
」
と
い
う
言
葉
を
使

う
の
で
す
。
「
私
た
ち
人
間
は
」
と

は
言
う
け
れ
ど
、
「
私
た
ち
人
は
」

と
は
言
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
人
と

人
と
の
間
で
生
き
て
い
る
の
で
す
。

死
ぬ
ま
で
そ
の
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
中
で
生
き
て
い
く
の
で
す
。
だ

か
ら
こ
そ
、
相
手
を
思
い
や
る
優
し

い
心
が
必
要
な
の
で
す
。

力
を
合
わ
せ
「
い
じ
め
の
な
い
社

会
」
を
目
指
し
た
い
で
す
ね
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

仏
説
に
信
謗
あ
る
べ
き
よ
し
説
き
お
き
た
ま
へ
り
。
信
ず
る
も

ぶ
っ
せ
つ

し
ん
ぼ
う

と

し
ん

の
ば
か
り
に
て
謗
ず
る
人
な
く
て
は
、
説
き
お
き
た
ま
ふ
こ
と

ほ
う

ひ
と

と

い
か
が
と
も
思
ふ
べ
き
に
、
は
や
謗
ず
る
も
の
あ
る
う
へ
は
、

お
も

ほ
う

信
ぜ
ん
に
お
い
て
は
か
な
ら
ず
往
生
決
定
と
の
仰
せ
に
候
ふ
。

し
ん

お
う
じ
ょ
う
け
つ
じ
ょ
う

お
お

そ
う
ろ

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

百
五
十
三
）

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
教
え
を
信
じ
る
人
も
い
れ
ば
謗
る
人
も
い
る
と
、
釈
尊
は

ね
ん
ぶ
つ

お
し

し
ん

ひ
と

そ
し

ひ
と

し
ゃ
く
そ
ん

お
説
き
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
信
じ
る
人
だ
け
が
い
て
、
謗
る
人
が
い

と

し
ん

ひ
と

そ
し

ひ
と

な
か
っ
た
な
ら
、
釈
尊
の
お
説
き
に
な
っ
た
こ
と
は
本
当
な
の
か
と
思

し
ゃ
く
そ
ん

と

ほ
ん
と
う

お
も

う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
は
り
謗
る
人
が
い
る
の
だ
か
ら
、
仏
説
の

そ
し

ひ
と

ぶ
っ
せ
つ

通
り
、
本
願
を
信
じ
る
人
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
確
か
に
定
ま

と
お

ほ
ん
が
ん

し
ん

ひ
と

じ
ょ
う
ど

お
う
じ
ょ
う

た
し

さ
だ

る
の
で
あ
る
」
と
、
蓮
如
上
人
は
お
説
き
に
な
り
ま
し
た
。

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

と

《
用
語
の
解
説
》

信
謗
…
…
仏
法
を
信
じ
る
も
の
と
そ
し
る
者
。

し
ん
ぼ
う

２３

い
じ
め
を
思
う

２

二
〇
一
三
年
春
季
彼
岸
会
法
要
の
お
知
ら
せ

期

日

三
月
二
〇
日

午
前
九
時
三
〇
分
〜

場

所

金
光
寺
本
堂

勤

行

正
信
念
仏
偈
（
草
譜
）
・
六
首
引
き

講

師

眞
楽
寺
（
日
之
影
町
）
衆
徒

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
布
教
使

竹

井

豊

実

師

そ
の
他

お
参
り
の
際
は
、
式
章
・
念
珠
・
お
経
本
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

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
会
員
の
皆
さ
ん
は
ご

参
詣
く
だ
さ
い
。
会
員
以
外
の
皆
さ
ん
の
参
詣

も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

仏事お休みのお知らせ

下記の日はお葬式以外の仏事は行い
ません。ご協力ください。

記

◎ ３ 月

２０日 彼岸会法要
２４日 私用（高校用務）

◎ ４ 月

２７日 私用（高校用務）

◎ ５ 月

４日 私用（親戚用務）

◎ ６ 月

１５日・１６日終日
私用（高校用務）


