
貧
者
の
一
灯

ひ
ん
じ
ゃ

い
っ
と
う

街
は
お
中
元
セ
ー
ル
の
真
っ
最
中

で
す
。
そ
こ
で
今
回
は
『
阿
闍
世
王

受
決
経
』
に
出
て
く
る
「
貧
者
の
一

灯
」
の
物
語
を
一
席
。

王
舎
城
の
阿
闍
世
王
は
、
お
釈
迦

さ
ま
を
招
待
し
て
手
厚
く
供
養
し
た

が
、
今
度
は
灯
を
さ
さ
げ
た
い
と
、

百
石
の
麻
の
油
を
と
と
の
え
、
こ
れ

を
車
に
乗
せ
て
霊
鷲
山
の
お
釈
迦
さ

ま
の
も
と
へ
贈
っ
た
。

王
舎
城
の
町
の
片
隅
に
、
一
人
の

貧
し
い
老
女
が
住
ん
で
い
た
。
常
日

頃
、
お
釈
迦
さ
ま
に
供
養
を
さ
さ
げ

た
い
と
願
っ
て
い
た
が
、
孤
独
貧
困

の
実
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な

か
っ
た
。

こ
の
老
女
が
道
ば
た
で
、
王
が
贈

る
麻
油
の
車
に
出
会
い
、
自
分
も
一

灯
を
献
じ
た
い
と
、
道
行
く
人
々
に

た
の
ん
で
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
お
金

を
得
た
。

そ
の
お
金
を
手
に
油
屋
へ
行
く
と
、

主
人
が
感
激
し
て
、
二
合
分
の
代
金

で
五
合
の
油
を
売
っ
て
く
れ
た
。
老

女
は
喜
ん
で
、
そ
の
一
灯
を
お
釈
迦

さ
ま
に
捧
げ
た
の
で
あ
る
。

翌
朝
、
王
の
万
灯
は
す
っ
か
り
消

え
て
い
た
が
、
老
女
の
さ
さ
げ
た
一

灯
だ
け
は
、
い
つ
ま
で
も
燃
え
続
け

て
い
た
と
い
う
…
…
。

物
よ
り
心
を
大
切
に
し
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
）

大
塚
製
薬
や
大
塚
食
品
な
ど
大
塚

グ
ル
ー
プ
の
創
業
者
が
造
ら
れ
た
徳

島
県
鳴
門
市
に
あ
る
大
塚
国
際
美
術

館
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
日

本
国
内
で
リ
ピ
ー
タ
ー
率
ナ
ン
バ
ー

ワ
ン
の
美
術
館
だ
そ
う
で
、
規
模
・

展
示
品
の
数
な
ど
素
晴
ら
し
い
も
の

で
し
た
。
た
だ
、
展
示
品
は
全
て
陶

板
に
よ
る
複
製
品
で
写
真
を
撮
れ
る

し
、
作
品
に
直
刷
触
れ
る
こ
と
も
で

き
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
本
物
に
あ

る
オ
ー
ラ
は
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
▼
作
品
を
見
て
い
る

最
中
に
昼
食
の
時
間
に
な
り
ま
し
た

の
で
、
館
内
に
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
で

「
最
後
の
晩
餐
」
と
銘
打
っ
た
洋
食

を
注
文
。
他
の
メ
ニ
ュ
ー
は
パ
ン
か

ご
飯
が
選
択
で
き
る
の
で
す
が
、
注

文
し
た
食
べ
物
は
パ
ン
だ
け
。
ご
飯

に
替
え
て
と
頼
ん
だ
の
で
す
が
、
ダ

メ
と
の
返
答
。
食
後
、
ダ
ビ
ン
チ
の

最
後
の
晩
餐
を
見
、
そ
の
説
明
書
き

に
「
パ
ン
を
私
の
体
と
思
い
、
ワ
イ

ン
を
私
の
血
と
思
っ
て
食
事
を
し
て

と
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
聞
き
な
が

ら
晩
餐
を
食
し
た
」
と
あ
り
ま
し
た
。

パ
ン
を
ご
飯
に
替
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
理
由
が
わ
か
り
納
得
し
た
と
同

時
に
と
て
も
恥
ず
か
し
く
な
り
ま
し

た
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 秋岡幸助くん、ご両親と初参式 （４月２１日撮影）

今月のことば

大信心は仏性なり 仏性すなわち如来なり
だいしんじん ぶっしょう ぶっしょう にょらい

今月のことばは、親鸞聖人の『浄土和讃』の
わ さん

中、「諸経讃」と呼ばれる一首です。さまざま
しょきょうさん

な経典の言葉を通して阿弥陀さまと浄土の功徳
く どく

を讃嘆するもので、この一節では信心について
さんだん

示されています。

はじめに「大信心は仏性なり（大いなる信心
だいしんじん ぶっしょう

は仏性である）」とあります。信心とは私が信

じるのであって、私の心のことをいうのだとす

ると、そこに大の字がついて大いなる信心と表

現されるのはおかしいのではないでしょうか。

親鸞聖人が、自分の心をそのように立派なもの

とお示しになるとは、考えにくいように思いま

す。

親鸞聖人は、私の心、すなわち凡夫のはから
ぼん ぶ

いによる思いがいかにたよりにならないもので

あるかを、明らかにしてくださいました。この

私が信じるとか、信じないとかいった場合、い

くら言葉を尽くして信じているといっても、あ

るいは確固たる信念で信じ続けるなどといって

も、自分の考えで信じている以上、都合が悪く

なると信じなくなってしまいます。

親鸞聖人がお示しになった信心とは、他力の

信心です。阿弥陀さまから与えられる、たまわ

りたる信心のことです。阿弥陀さまから回向さ
え こう

れるので大信心（大いなる信心）といえるので

あり、金剛心や一心ともあらわされるのです。
こんごうしん いっしん

阿弥陀さまは、たよりにならない私の心を自分

で何とかせよとおっしゃるのではありません。

私たち衆生が煩悩を身にそなえた凡夫であるこ
しゅじょう ぼんのう

とをはじめから知っておられて、救わずにおか

ないと大いなる慈悲の心で本願をおこされたの

でした。

（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。

◎ ５ 月
１４日（日） 終 日
２２日（月） 終 日

◎ ６ 月
１日（木）～２日（金）

２４日（土） 午 後
２５日（日） 終 日

◎ ８ 月
５日（土） 終 日

◎ ９ 月
１４日（木） 終 日
２７日（水） 午 後

◎ １０月
２１日（土）午後

～２２日（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/

５月８日現在 アクセス数 ７９，０４２人

４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。

２０１７年 ４月２０日寂 満３７歳
渡 瀬 中 塚 祐 子 様
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二
月
か
ら
葬
儀
関
連
の
仏
事
で

つ
と
め
る
ご
和
讃
に
つ
い
て
掲
載

わ

さ
ん

し
て
い
ま
す
。
今
月
は
還
骨
勤

行

か
ん
こ
つ
ご
ん
ぎ
ょ
う

で
つ
と
め
る
ご
和
讃
の
お
示
し
を

皆
さ
ん
と
と
も
に
味
わ
い
た
い
と

思
い
ま
す
。

還

骨

勤

行

か
ん

こ
つ

ご
ん

ぎ
ょ
う

（
原

文
）

観
音
勢
至
も
ろ
と
も
に

か
ん
の
ん
せ
い

し

慈
光
世
界
を
照
曜
し

じ

こ
う

せ

か
い

し
ょ
う
よ
う

有
縁
を
度
し
て
し
ば
ら
く
も

う

え
ん

ど

休
息
あ
る
こ
と
な
か
り
け
り

く

そ
く

（
現
代
語
）

観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
は
、
と
も
に

か
ん
の
ん

ぼ

さ
つ

せ
い

し

ぼ

さ
つ

慈
し
み
の
光
で
迷
い
の
世
界
を
明
る
く

い
つ
く

ひ
か
り

ま
よ

せ

か
い

あ
か

照
ら
し
、
縁
あ
る
も
の
を
救
い
取
っ
て
、

て

え
ん

す
く

と

少
し
の
間
も
休
む
こ
と
が
な
い

す
こ

あ
い
だ

や
す

（
原

文
）

安
楽

浄
土
に
い
た
る
ひ
と

あ
ん
ら
く

じ
ょ
う
ど

五
濁

悪
世
に
か
へ
り
て
は

ご

じ
ょ
く
あ
く

せ

釋
迦
牟
尼
佛
の
ご
と
く
に
て

し

ゃ

か

む

に

ぶ
つ

利
益
衆
生
は
き
は
も
な
し

り

や
く
し
ゅ
じ
ょ
う

（
現
代
語
）

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
し
た
人
は
、

あ

み

だ

ぶ
つ

じ
ょ
う

ど

お
う
じ
ょ
う

ひ
と

さ
ま
ざ
ま
な
濁
り
と
悪
に
満
ち
た
世
に

に
ご

あ
く

み

よ

還
り
来
て
、
釈
尊
と
同
じ
よ
う
に
ど
こ

か
え

き

し
ゃ
く
そ
ん

お
な

ま
で
も
す
べ
て
の
も
の
を
救
う
の
で
あ

す
く

る
。

（
和
讃
二
首
の
原
文
・
現
代
語
は
、
紙
面

の
都
合
上
字
体
を
小
さ
く
し
ま
し
た
）

身
近
な
方
が
お
亡
く
な
り
に
な

り
、
臨
終
勤
行
を
つ
と
め
、
お
通

夜
を
つ
と
め
、
葬
儀
を
つ
と
め
て

ご
遺
体
を
荼
毘
に
付
し
て
、
火
葬

だ

び

が
終
わ
る
と
、
身
近
な
方
の
ご
遺

骨
は
瀬
戸
物
の
骨
壺
に
納
ま
り
、

こ
つ
つ
ぼ

ご
自
宅
に
か
え
り
ま
す
。

そ
こ
に
あ
り

か
し
こ
に
あ
り
し
な
が
姿

寂
し
や
瀬
戸
の
壺
に
お
さ
ま
る

元
気
な
時
は
そ
こ
・
か
し
こ

で
見
る
こ
と
の
で
き
た
あ
な
た

の
お
姿
で
す
が
、
一
た
び
荼
毘

に
付
さ
れ
る
と
悲
し
い
こ
と
に

瀬
戸
物
の
骨
壺
に
納
ま
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

先
人
の
作
ら
れ
た
お
詩
で
す
。

う
た

葬
儀
ま
で
は
身
近
な
方
の
お
体
が

存
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
ま

ま
に
し
て
は
お
け
な
い
の
で
火
葬

を
す
る
と
小
さ
な
骨
壺
に
納
ま
っ

て
し
ま
い
、
寂
し
さ
・
悲
し
さ
が

募
り
ま
す
ね
。

そ
の
ご
遺
骨
が
ご
自
宅
に
か
え

ら
れ
た
時
に
つ
と
め
る
法
要
を
還

骨
勤
行
と
い
い
ま
す
。

そ
の
時
に
も
和
讃
を
二
首
添
え

ま
す
。
今
回
の
和
讃
は
、
『
浄
土

じ
ょ
う

ど

和
讃
』
「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
」
の
中

さ
ん

あ

み

だ

ぶ
つ

げ

に
あ
る
も
の
で
す
。

二
首
目
の
和
讃
を
つ
と
め
な
が

ら
、
娑
婆
の
縁
尽
き
、
お
浄
土
に

し

ゃ

ば

生
ま
れ
ら
れ
た
故
人
は
も
う
す
で

に
縁
あ
る
世
界
に
還
り
来
て
、
休

か
え

む
こ
と
な
く
は
た
ら
い
て
下
さ
る

還
相
の
菩
薩
さ
ま
に
な
っ
て
い
ら
っ

げ
ん
そ
う

し
ゃ
る
の
だ
な
と
思
い
ま
す
。
こ

の
和
讃
を
い
た
だ
い
て
、
そ
の
こ

と
に
お
気
づ
き
い
た
だ
い
て
ほ
し

い
な
と
も
思
い
ま
す
。

故
人
を
偲
び
、
故
人
に
導
か
れ

し
の

て
手
を
合
わ
せ
る
な
か
で
、
こ
の

世
の
い
の
ち
終
え
て
浄
土
に
生
ま

れ
、
仏
に
な
る
人
生
で
あ
る
こ
と

に
気
付
か
さ
れ
る
の
が
、
臨
終
勤

行
か
ら
還
骨
勤
行
ま
で
の
ご
縁
な

の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

本
願
に
よ
っ
て
念
仏
申
す
身
と
育

て
ら
れ
、
命
終
え
て
お
浄
土
へ
生

ま
れ
往
く
教
え
を
「
浄
土
真
宗
」

い

と
し
て
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

蓮
如
上
人
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
に

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

摂
め
取
ら
れ
て
歩
む
お
浄
土
へ
の

お
さ人

生
を
、
「
後
生
の
一
大
事
」
と

ご

し
ょ
う

い
ち
だ
い

じ

し
て
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
先
の
人
生
に
は
、
い

ろ
い
ろ
な
出
来
事
が
お
こ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
、
後
生
の

一
大
事
を
心
に
か
け
て
念
仏
申
す

人
生
、
摂
め
取
っ
て
捨
て
な
い
ま

こ
と
の
願
い
に
出
遇
っ
て
い
た
こ

あ

と
が
、
き
っ
と
私
を
支
え
て
く
れ

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
と
も
に
、

お
念
仏
の
な
か
、
お
浄
土
へ
の
道

を
精
い
っ
ぱ
い
歩
ま
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
ょ
う
。
（
了
）
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

前
々
住
上
人
（
蓮
如
）
御

病

中

に
、
兼
誉
・
兼
縁
御
前
に
伺

ぜ
ん
ぜ
ん
じ
ゅ
う
し
ょ
う
に
ん

れ
ん
に
ょ

ご

び
ょ
う
ち
ゅ
う

け
ん

よ

け
ん
え
ん

ご

ぜ
ん

し

候
し
て
、
あ
る
時
尋
ね
ま
う
さ
れ
候
ふ
。
冥
加
と
い
ふ
こ
と
は

こ
う

と
き

た
ず

そ
う
ろ

み
ょ
う

が

な
に
と
し
た
る
こ
と
に
て
候
ふ
と
申
せ
ば
、
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。

そ
う
ろ

も
う

お
お

そ
う
ろ

冥

加
に
叶
ふ
と
い
ふ
は
、
弥
陀
を
た
の
む
こ
と
な
る
よ
し
仰
せ

み
ょ
う

が

か
な

み

だ

お
お

ら
れ
候
ふ
云
々
。

そ
う
ろ

う
ん
ぬ
ん

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

二
百
六
）

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
が
ご
病
床
に
あ
っ
た
と
き
、
ご
子
息
の
蓮
淳
さ
ま
、
蓮
悟

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

び
ょ
う
し
ょ
う

し

そ
く

れ
ん
じ
ゅ
ん

れ
ん

ご

さ
ま
が
上
人
の
も
と
へ
お
う
か
が
い
し
、
「
目
に
見
え
な
い
仏
の
お
は

し
ょ
う
に
ん

め

み

ほ
と
け

た
ら
き
に
か
な
う
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
」
と

お
尋
ね
す
る
と
、
上
人
は
、
「
そ
れ
は
、
弥
陀
を
信
じ
て
お
ま
か
せ
す

た
ず

し
ょ
う
に
ん

み

だ

し
ん

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

お
お

２３

葬
儀
と
和
讃

④

法事日時について

法事の日時について、ご連絡をい

ただいた順に日程を決めています。

希望の日時がありましたら、早目に

ご連絡ください。

なお、年回忌法要はお命日を過ぎ

てつとめても大丈夫です。

初盆会の日程について

毎年、初盆会はご連絡を頂いた順に日程を決めて

います。本年初盆をお迎えするお宅で、時間を決め

て法要後のお斎をお考えのところは早目にご連絡く
とき

ださい。

なお、下記は日程が決まっています。

記

8月13日 10時、11時、12時、13時、14時

8月14日 11時、12時、13時、15時


