
道

楽

ど
う

ら
く

「
お
や
じ
ギ
ャ
ル
」
「
お
じ
ん
ギ
ャ

ル
」
を
ご
存
じ
で
す
か
。

ゴ
ル
フ
、
カ
ラ
オ
ケ
、
温
泉
、
パ

チ
ン
コ
、
競
馬
、
屋
台
酒
な
ど
、
と

に
か
く
、
今
ま
で
は
お
や
じ
た
ち
の

も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
趣
味
を
、
自

分
の
趣
味
と
し
て
楽
し
む
女
の
子
の

こ
と
だ
そ
う
で
す
。

趣
味
の
世
界
も
、
時
代
と
と
も
に

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
ね
。

昔
は
「
道
楽
」
と
い
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
ち
ら
は
、
道
楽
者
と
か

道
楽
息
子
の
よ
う
に
放
蕩
（
ほ
う
と

う
）
的
な
意
味
合
い
が
あ
り
、
品
行

の
よ
く
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
ま

す
。仏

教
で
は
、
道
楽
と
は
「
道
を
解

・

し
て
自
ら
楽
し
む
こ
と
」
で
、
仏
道

・

修
行
に
よ
っ
て
得
た
悟
り
の
楽
し
み

を
意
味
し
、
法
悦
の
境
界
を
い
う
言

葉
な
の
で
す
。

経
典
に
も
、
「
今
已
に
道
楽
を
得

た
り
」
（
阿
育
王
経
）
と
あ
り
ま
す
。

道
は
仏
道
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
道
楽
と
い
う
語
も
、
広
く
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ず
い
ぶ
ん

か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
た
も
の
で

す
ね
。

さ
て
、
ギ
ャ
ル
た
ち
は
趣
味
の
世

界
を
広
げ
て
い
ま
す
よ
。
お
や
じ
た

ち
は
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
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
）

や
ら
か
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
寺

報
先
月
号
当
山
報
恩
講
開
催
案
内
の

中
、
ご
講
師
の
肩
書
を
「
両
徳
寺
副

住
職
」
と
記
載
し
た
の
で
す
が
、
正

し
く
は
「
両
徳
寺
住
職
」
で
す
。
訂

正
し
舟
川
先
生
に
は
お
詫
び
申
し
上

げ
ま
す
。
き
ち
ん
と
確
認
す
れ
ば
よ

か
っ
た
の
で
す
が
、
昨
年
電
話
し
た

時
に
舟
川
先
生
の
こ
と
を
、
ご
母
堂

さ
ま
が
「
若
は
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ

て
い
た
の
で
「
副
住
職
」
だ
と
思
い

込
ん
で
い
ま
し
た
。
先
生
か
ら
お
手

紙
を
い
た
だ
き
、
顔
か
ら
火
が
ふ
く

よ
う
な
恥
ず
か
し
さ
を
覚
え
た
こ
と

で
す
。
▼
暖
か
い
日
々
が
続
い
た
の

で
す
が
、
当
山
の
報
恩
講
が
近
づ
く

に
つ
れ
、
だ
ん
だ
ん
、
寒
さ
が
訪
れ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
「
御
正
忌
寒

（
ご
し
ょ
う
き
が
ん
）
」
と
昔
か
ら

言
う
そ
う
で
す
が
、
ま
さ
に
そ
の
と

お
り
の
気
候
で
す
。
今
は
毎
日
テ
レ

ビ
の
天
気
予
報
を
見
て
は
、
「
晴
れ

る
か
な
？
気
温
は
高
い
か
な
？
」
と

や
き
も
き
す
る
日
々
で
す
。
十
月
か

ら
当
山
報
恩
講
に
向
け
て
お
参
り
し
、

当
日
が
一
人
で
も
多
く
の
方
の
ご
縁

を
と
思
う
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
ま
す
。

自
分
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
の
で
後
は
ま
さ
に
天
ま
か
せ

で
す
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 家族お揃いで木村家星華ちゃん七五三のお参り（11月13日撮影）
せい な

今月のことば

世のもろびとよ みなともに このみさとしを 信ずべし
よ しん

「正信偈」最後の二句「道俗時衆共同心 唯
どうぞく じ しゅ ぐ どうしん ゆい

可信斯高僧説」〔道俗時衆ともに同心に ただ
か しん し こうそうせつ どうしん

この高僧の説を信ずべしと。〕の意訳になりま

す。

「このみさとしを信ずべし」とは、これまで

「正信偈」で述べられた『仏説無量寿経』の法
ぶっせつ む りょうじゅ きょう

義、インド（龍樹・天親）、中国（曇鸞・道綽・
りゅうじゅ てんじん どんらん どうしゃく

善導）、日本（源信・源空）の七人の高僧方の
ぜんどう げんしん げんくう

教法におしたがいしましょう、という意味です。
きょうぼう

ここでは釈尊が出世された本意はひとえに阿弥

陀如来の本願真実を説かんがためであり、この
と

世のすべての人々にたいし、高僧方の導きによっ

て『仏説無量寿経』に説かれる本願を信じ念仏

申す身となり、出家（道）も在家（俗）も、時
どう ぞく

の人（時衆）みなともに（共同心）、浄土に往
じ し ゅ ぐ どうしん

生させていただきましょう、と勧められ、百二
すす

十句の偈文を結ばれるのであります。
げ もん

阿弥陀如来は「安心して帰せよ、わが世界に
き

至れよ」と一人ひとりの苦悩の人生に喚びかけ
よ

られています。そして私が称える念仏には、親
とな

鸞聖人をはじめ三国の祖師方、さらに浄土に往
そ し

生された幾多の念仏者の願いがこもっているこ

とが知られます。

この「正信偈」は自信教人信の書であるとい
じ しんきょうにんしん

われます。本願のまことは「親鸞一人がため」
いちにん

（自信）と聖人によって受けとめられ、さらに

「十方衆生みなもれず往生すべし」（教人信）
じっぽうしゅじょう

とすべての人々に開かれた救いでありました。

親鸞聖人はみずから信じ、たよりとされたこの

「みさとし」を、すべての人びとに「どうか信

じてください、お念仏申してください」とよび

かけられているのです。

（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。

◎ １２月
１５日（木） 終 日
１６日（金） 終 日
２２日（木） 終 日

２０１７(平成２９)年

◎ １ 月
２０日（金） 終 日

◎ ２ 月
７日（火） 終 日
８日（水） 午 後

◎ 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/

1２月８日現在 アクセス数 ７８，３５４人

11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１１月 ７日寂 満８３歳
山都町 木 村 榮 様
２０１６年１１月３０日寂 満８６歳
祇園町 西 村 茂 様
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十
二
月
四
日
荒
谷
地
区
の
恩
講

が
終
わ
り
、
二
百
九
十
六
軒
ご
門

徒
宅
の
秋
参
り
（
在
家
報
恩
講
）

と
恩
講
（
地
区
報
恩
講
）
の
お
参

り
が
終
わ
り
ま
し
た
。
ま
だ
、
数

軒
秋
参
り
の
お
参
り
が
残
っ
て
お

り
ま
す
が
、
当
山
の
御
正
忌
報
恩

講
の
準
備
が
佳
境
を
迎
え
て
お
り

ま
す
。
何
と
か
、
時
間
を
作
り
お

参
り
に
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
延
岡
市
で
在
家
報

恩
講
の
お
参
り
を
終
え
、
お
茶
を

い
た
だ
き
な
が
ら
お
仏
壇
の
横
を

見
る
と
亡
く
な
ら
れ
た
お
子
さ
ま

の
絵
の
横
に
写
真
が
一
枚
あ
り
ま

し
た
。
次
の
文
字
が
書
か
れ
た
写

真
。飲

ま
ず
と
も
水
を
あ
げ
た
い

食
べ
ず
と
も
美
味
を
供
え
た
い

見
え
ず
と
も
花
で
飾
り
た
い

答
え
ず
と
も
語
り
か
け
た
い

納
骨
堂
の
あ
る
霊
園
に
墓
石
屋
さ

ん
が
刻
ま
れ
た
石
碑
の
文
字
と
の

こ
と
。
こ
の
石
碑
を
見
て
心
動
か

さ
れ
、
写
真
を
撮
り
、
お
仏
壇
の

横
に
置
か
れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

今
年
も
一
月
か
ら
本
日
ま
で
に

当
山
の
門
信
徒
十
七
名
の
方
々
が

お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
皆

さ
ん
別
れ
の
悲
し
み
の
中
、
還
相

の
菩
薩
と
な
ら
れ
た
故
人
の
お
導

き
を
い
た
だ
き
、
仏
前
で
手
を
合

わ
せ
て
お
参
り
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
語
り
か
け
て
く
る
こ

と
は
な
い
け
れ
ど
も
仏
壇
に
向
か

い
「
行
っ
て
き
ま
す
」
「
た
だ
今
」

な
ど
と
声
を
か
け
て
お
ら
れ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
正
に
「
答
え

ず
と
も
語
り
か
け
た
い
」
で
す
ね
。

ま
た
、
私
は
常
々
「
お
仏
壇
の

お
荘
厳
に
水
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

が
、
故
人
が
好
き
だ
っ
た
、
ど
う

し
て
も
お
供
え
し
た
い
と
の
お
心

で
し
た
ら
お
供
え
く
だ
さ
い
」
と

申
し

上
げ

て
お
り

ま
す

。
正

に

「
飲
ま
ず
と
も
水
を
あ
げ
た
い
」

で
す
ね
。

石
碑
の
文
字
は
霊
園
（
墓
地
）

に
あ
る
も
の
で
す
の
で
納
骨
堂
前

で
の
心
に
つ
い
て
を
書
か
れ
た
も

の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
仏
壇
の

前
に
も
当
て
は
ま
る
私
た
ち
の
心

を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え

ま
す
。

し
か
し
、
私
に
と
っ
て
故
人
に

対
す
る
一
番
の
思
い
は

お
浄
土
で

再
び
会
い
し
ま
し
ょ
う

『
仏

説
阿

弥
陀
経

』
の

お
示

し

ぶ
っ
せ
つ

あ

み

だ

き
ょ
う

「
倶
会
一
処
」
で
す
。

く

え

い
っ
し
ょ

で
は
、
「
倶
会
一
処
」
を
か
な

え
る
た
め
に
は
ど
う
あ
れ
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
。

『
歎
異
抄
』
「
第
十
六
条
」
に

た
ん

に

し
ょ
う

は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

一
向
専
修
の
ひ
と
に
お
い
て
は
、

い
っ
こ
う
せ
ん
じ
ゅ

廻
心
と
い
ふ
こ
と
、
た
だ
ひ
と

え

し
ん

た
び
あ
る
べ
し
。
そ
の
廻
心
は
、

え

し
ん

日
ご
ろ
本
願
他
力
の
真
宗
を
し

ひ

ほ
ん
が
ん

た

り
き

し
ん
し
ゅ
う

ら
ざ
る
ひ
と
、
弥
陀
の
智
慧
を

み

だ

ち

え

た
ま
は
り
て
、
日
ご
ろ
の
こ
こ

ひ

ろ
に
て
は
往
生
か
な
ふ
べ
か
ら

お
う
じ
ょ
う

ず
と
お
も
ひ
て
、
も
と
の
こ
こ

ろ
を
ひ
き
か
へ
て
、
本
願
を
た

ほ
ん
が
ん

の
み
ま
ゐ
ら
す
る
を
こ
そ
、
廻え

心
と
は
申
し
候
へ
。

し
ん

も
う

そ
う
ら

（
『
浄
土
真
宗
聖
典
』
注
釈
版

八
四
八
頁
）

本
願
他
力
真
宗
を
知
ら
な
か
っ

た
人
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
を
い

た
だ
い
て
、
心
を
ひ
る
が
え
し
て

阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
を
信
じ
る
こ

と
が
「
廻
心
」
と
親
鸞
聖
人
は
述

べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
倶
会
一
処
」
が
か
な
う
の
は

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
浄
土
。
お
浄
土

に
救
わ
れ
る
た
め
に
は
「
本
願
他

力
を
知
ら
な
か
っ
た
人
が
心
を
ひ

る
が
え
し
て
本
願
を
信
じ
る
こ
と
」

な
の
で
す
。

「
廻
心
」
の
こ
こ
ろ
を
分
か
り

や
す
く
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
親
鸞

聖
人
の
お
命
日
を
縁
と
し
て
、
親

鸞
聖
人
三
十
三
回
忌
か
ら
ず
っ
と

お
つ
と
ま
り
に
な
る
報
恩
講
。
当

山
の
報
恩
講
は
今
月
十
五
、
十
六

日
で
す
。
多
数
の
ご
参
詣
を
お
待

ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

前
々
住
上
人
（
蓮
如
）
、
東
山
を
御
出
候
ひ
て
、
い
づ
か
た
に

ぜ
ん
ぜ
ん
じ
ゅ
う
し
ょ
う
に
ん

れ
ん
に
ょ

ひ
が
し
や
ま

お
ん
い
で
そ
う
ら

御
座
候
ふ
と
も
、
人
存
ぜ
ず
候
ひ
し
に
、
こ
の
善
従
あ
な
た
こ

ご

ざ

そ
う
ろ

ひ
と
ぞ
ん

そ
う
ら

ぜ
ん
じ
ゅ
う

な
た
尋
ね
ま
う
さ
れ
け
れ
ば
、
あ
る
所
に
て
御
目
に
か
か
ら
れ

た
ず

と
こ
ろ

お
ん

め

候
ふ
。

一
段
御

迷
惑
の

体
に
て

候
ひ
つ

る
あ
ひ

だ
、
前

々
住

そ
う
ろ

い
ち
だ
ん

ご

め
い
わ
く

て
い

そ
う
ら

ぜ
ん
ぜ
ん
じ
ゅ
う

上
人
に
も
さ
だ
め
て
善
従
か
な
し
ま
れ
ま
す
べ
き
と
思
し
召
さ

し
ょ
う
に
ん

ぜ
ん
じ
ゅ
う

お
ぼ

め

れ
候
へ
ば
、
善
従
御
目
に
か
か
ら
れ
、
あ
ら
あ
り
が
た
や
、
は

そ
う
ら

ぜ
ん
じ
ゅ
う

お
ん

め

や
仏
法
は
ひ
ら
け
ま
う
す
べ
き
よ
と
申
さ
れ
候
ふ
。
つ
ひ
に
こ

ぶ
っ
ぽ
う

も
う

そ
う
ろ

の
詞
符
号
候
ふ
。
善
従
は
不
思
議
の
人
な
り
と
、
蓮
如
上

人
仰

こ
と
ば

ふ

ご
う

そ
う
ろ

ぜ
ん
じ
ゅ
う

ふ

し

ぎ

ひ
と

れ
ん
に
ょ

し
ょ
う
に
ん
お
お

せ
ら
れ
候
ひ
し
よ
し
、
上
人
（
実
如
）
仰
せ
ら
れ
候
ひ
き
。

そ
う
ら

し
ょ
う
に
ん

じ
つ
に
ょ

お
お

そ
う
ら

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

二
百
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

「
東
山
の
大
谷
本
願
寺
が
比
叡
山
の
法
師
た
ち
に
よ
っ
て
打
ち
壊
さ

ひ
が
し
や
ま

お
お
た
に
ほ
ん
が
ん

じ

ひ

え
い
ざ
ん

ほ
う

し

う

こ
わ

れ
た
と
き
、
蓮
如
上
人
は
避
難
さ
れ
て
、
ど
こ
に
お
い
で
に
な
る
の
か

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ひ

な
ん

だ
れ
も
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
善
従
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
尋
ね
捜
し
て
、

し

ぜ
ん
じ
ゅ
う

た
ず

さ
が

あ
る
所
で
上
人
に
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
と
き
、
上
人
は

と
こ
ろ

し
ょ
う
に
ん

あ

し
ょ
う
に
ん

た
い
そ
う
な
お
困
り
の
様
子
で
あ
っ
た
の
で
、
〈
こ
の
あ
り
さ
ま
を
見

こ
ま

よ
う

す

み

る
と
、
善
従
も
き
っ
と
悲
し
む
こ
と
で
あ
ろ
う
〉
と
お
思
い
に
な
っ
た

ぜ
ん
じ
ゅ
う

か
な

お
も

の
だ
が
、
善
従
は
上
人
に
お
目
に
か
か
る
や
、
〈
あ
あ
、
あ
り
が
た
い
。

ぜ
ん
じ
ゅ
う

し
ょ
う
に
ん

め

す
ぐ
に
も
仏
法
は
栄
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
〉
と
い
っ
た
。
そ
し
て
つ
い

ぶ
っ
ぽ
う

さ
か

に
こ
の
言
葉
通
り
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
善
従
は
不
思
議
な
人
だ
〉

こ
と

ば

ど
お

ぜ
ん
じ
ゅ
う

ふ

し

ぎ

ひ
と

と
蓮
如
上
人
も
仰
せ
に
な
っ
て
い
た
」
と
、
実
如
上
人
も
仰
せ
に
な
り

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

お
お

じ
つ
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

お
お

ま
し
た
。

２３

倶
会
一
処
の
縁

廻
心二

〇
一
六
（
平
成
二
十
八
）
年

金
光
寺
報
恩
講
の
お
知
ら
せ

日

時
十
二
月
十
五
日

午
前
十
時
〜

日
中
法
要
（
上
下
参
り
）

（
九
区
・
十
三
区
・
十
四
区
地
区
）

午
後
七
時
〜

逮
夜
法
要
（
お
蕃
）

十
二
月
十
六
日

午
前
十
時
〜

日
中
法
要
（
中
央
参
り
）

（
十
区
・
十
一
区
・
十
二
区
地
区
）

講

師
北
豊
教
区

京
仲
組

両
徳
寺
住
職

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
布
教
使

舟

川

智

也

師

そ
の
他

お
参
り
の
際
は
、
門
徒
式
章
、
念
珠
と
聖
典
（
お
経
本
）

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

報
恩
講
期
間
中
の
日
中
法
要
（
午
前
十
時
か
ら
の
法
要
）

に
お
仕
事
等
で
お
参
り
で
き
な
い
方
は
、
十
二
月
十
五
日

午
後
七
時
か
ら
の
逮
夜
法
要
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

報
恩
講
は
、
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
を
縁
と
し
て
、

浄
土
真
宗
の
門
信
徒
が
一
年
に
一
度
手
次
ぎ
寺
に

そ
ろ
っ
て
参
詣
し
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
み
教
え
に
出

遇
わ
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
浄
土
真
宗
で
は
一
番
重

要
な
法
要
・
法
座
で
す
。

是
非
、
ご
勝
縁
を
お
結
び
く
だ
さ
い
。


