
無

尽

蔵

む

じ
ん

ぞ
う

テ
レ
ビ
や
新
聞
の
報
道
を
見
る
と
、

日
本
は
世
界
一
の
経
済
大
国
だ
そ
う

で
す
。
外
国
の
人
は
、
日
本
に
は
無

尽
蔵
に
お
金
が
あ
る
と
思
っ
て
お
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
錯
覚
し
て

し
ま
い
そ
う
で
す
。

「
無
尽
蔵
」
は
、
取
っ
て
も
取
っ

て
も
尽
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
言

葉
で
す
。

『
仏
教
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、

無
尽
蔵
の
説
明
の
中
に
、
昔
、
中
国

で
庶
民
の
金
融
機
関
と
し
て
、
寺
院

に
設
け
ら
れ
た
質
庫
。
ま
た
、
唐
の

信
行
の
教
団
が
作
っ
た
経
済
機
構
で
、

多
少
を
問
わ
ず
信
者
の
喜
捨
を
蓄
積

し
て
、
低
利
で
信
用
融
資
し
た
、
と

あ
り
ま
す
。
日
本
の
無
尽
講
や
頼
母

子
講
の
起
源
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
や
っ
ぱ
り
お

金
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
そ
う
で
す
が
、

本
来
の
意
味
は
違
う
の
で
す
。

『
大
乗
義
章
』
に
は
「
徳
広
く
し

だ
い
じ
ょ
う

ぎ

し
ょ
う

て
窮
ま
り
難
き
を
無
尽
と
名
づ
け
、

無
尽
の
徳
を
包
含
す
る
を
蔵
と
い
う
」

と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
徳
が
広
大

で
あ
っ
て
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
蔵

と
い
う
こ
と
で
、
早
く
い
え
ば
、
仏

教
の
教
え
の
こ
と
な
の
で
す
。

わ
が
国
は
、
徳
の
方
面
で
も
大
国

に
な
り
た
い
も
の
で
す
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
）

二
年
ぶ
り
に
今
月
三
日
に
開
催
さ

れ
た
十
区
体
育
祭
に
参
加
し
ま
し
た
。

過
去
二
年
は
法
事
が
あ
り
参
加
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
年
は
寺
村
組

の
組
長
と
い
う
こ
と
で
三
日
の
仏
事

は
お
断
り
し
た
た
め
参
加
で
き
ま
し

た
。
▼
十
区
体
育
祭
、
今
年
は
五
十

回
目
で
し
た
。
途
中
、
二
回
ほ
ど
開

催
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
私

が
八
歳
の
時
に
は
始
ま
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。
ず
い
ぶ
ん
古
い
こ
と
な
の

で
記
憶
が
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

鞍
岡
の
区
対
抗
運
動
会
が
終
わ
っ
た

翌
年
に
始
ま
り
ま
し
た
。
本
当
に
よ

く
続
い
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
▼

今
年
は
九
区
か
ら
お
二
人
ほ
ど
体
育

祭
を
見
に
お
出
で
で
し
た
。
十
一
区

か
ら
は
多
く
の
子
供
た
ち
が
来
て
、

競
技
に
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。
十

二
区
か
ら
も
一
組
親
子
で
見
に
来
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
最
近
は
参
加
者

が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
あ

り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。
▼
小
学
生

の
徒
競
走
に
参
加
し
、
こ
け
る
こ
と

な
く
走
れ
ま
し
た
。
で
も
翌
日
で
は

な
く
数
日
後
の
筋
肉
痛
を
心
配
し
た

の
で
す
が
、
五
日
後
の
今
日
（
八
日
）

に
な
っ
て
も
出
ま
せ
ん
。
も
う
大
丈

夫
で
し
ょ
う
。
油
断
大
敵
で
し
ょ
う

か
！

（
住
職

松
井
卓
郎
）

第１９７号 慧 光 ２０１７（平成２９）年１１月 第１９７号 慧 光 ２０１７（平成２９）年１１月

慧

光

え

こ

う

金光寺寺報
第１９７号

発行所 金光寺
宮崎県西臼杵郡

五ヶ瀬町大字鞍岡

５９２７番地

℡０９８２

８３－２３３８

仏
教
用
語
豆
辞
典

住
職
ひ
と
り
ご
と

１ ４

▲ 雨に打たれて色鮮やかな紅葉 （１１月８日撮影）
こうよう

今月法語カレンダーのことば

信心の智慧にいりてこそ 仏恩報ずる身とはなれ
しんじん ち え ぶっとんほう み

今月は『正像末和讃』の、
しょうぞうまつ わ さん

釈迦・弥陀の慈悲よりぞ
し ゃ か み だ じ ひ

願作仏心はえしめたる
がん さ ぶっしん

信心の智慧にいりてこそ
しんじん ち え

仏恩報ずる身とはなれ
ぶっとん ほう み

（注釈版聖典６０６ページ）

から引用されています。現代語版では、「釈尊

と阿弥陀仏の慈悲により、仏になろうと願う心
ほとけ

すなわち願作仏心を得させていただいた。信心

の智慧を得ることで、はじめて阿弥陀仏のご恩

に報いる身となるのである」とされています。
むく

親鸞聖人は、阿弥陀さまやお釈迦さまの慈悲

心によって、大菩提心である願作仏心をたまわっ
しん だい ぼ だい しん

た人間は、すべての生きとし生けるものを仏に

したいと願う信心の智慧を同時にたまわるのだ

から、本当に仏の恩に報いる生き方がどのよう

なものかを知ることができる、とおっしゃりた

かったのでしょう。これまで救いのうちにあり

ながらも、そのことに気付かなかった私たちが、

あらためて救われることが決まっている尊い存

在としての自覚を持ち、すべての生きとし生け

るものとともに生きている事実に目覚める智慧

をいただく身となるならば、これまで恩に報い

ることを考えなかった存在が、恩に報いる生き

方を考えるようになるということでもあります。

そもそも自分にはないはずの智慧にもとづい

た慈悲心が、阿弥陀さまからあたえられてそな

わる経験、回向された信心の智慧だといいかえ
え こう

ることができるでしょう。だから、救われてい

るという自覚が仏の恩を知ることにつながりま

すから、「仏恩報ずる身」としてその恩に報い

ていく生き方がはじまるということなのです。

（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。

◎ １１月
２１日（火）終日

◎ １２月
２１日（木）終日

２０１８年
◎ ２月

７日（水）午後
◎ ３月

５日（月）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/

1１月９日現在 アクセス数 ８０，２９８

10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１０月 ２日寂 満８７歳
大石の内 西 山 エミ子 様
２０１７年１０月 ２日寂 満９８歳
倉 本 森 本 晴 視 様
２０１７年１０月１０日寂 満８８歳
東光寺 山 下 マツ子 様
２０１７年１０月２５日寂 満９５歳
揚 古小路 ヒサ子 様

２０１７年１０月２９日寂 満９７歳
高鍋町 渡 邊 コ ト 様
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昨
年
十
一
月
の
寺
報
を
見
る
と
、

「
雨
の
多
い
十
月
が
過
ぎ
去
り
、

十
一
月
に
入
っ
た
途
端
に
寒
く
な

り
ま
し
た
ね
。
祇
園
山
も
よ
う
や

く
色
づ
き
始
め
ま
し
た
。
寺
報
が

お
手
元
に
届
く
頃
に
は
紅
葉
も
見

ご
ろ
を
迎
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
」
と
書
い
て
い
ま
し
た
。
今

年
も
全
く
同
じ
状
況
で
す
。
昔
は

十
月
は
晴
れ
の
日
が
多
か
っ
た
よ

う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ

も
地
球
温
暖
化
現
象
の
影
響
で
し
ょ

う
か
。

今
年
は
十
月
の
二
日
か
ら
秋
参

り
を
始
め
ま
し
た
。
恩
講
も
今
月

一
日
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
今
日

（
八
日
）
現
在
、
百
十
七
軒
が
終

わ
り
、
残
り
百
九
十
七
軒
を
お
参

り
し
ま
す
。
毎
年
の
こ
と
で
す
が
、

暖
か
く
晴
れ
に
恵
ま
れ
て
、
バ
イ

ク
で
お
参
り
で
き
れ
ば
と
思
う
こ

と
で
す
。

当
山
の
報
恩
講
は
三
ペ
ー
ジ
に

ほ
う
お
ん
こ
う

書
い
て
い
る
と
お
り
、
来
月
十
五

日
と
十
六
日
で
す
。
報
恩
講
で
は

ご
講
師
ご
法
話
の
後
、
「
恩
徳
讃
」

お
ん
ど
く
さ
ん

を
斉
唱
し
ま
す
。
「
恩
徳
讃
」
と

は
『
正
像
末
和
讃
』
に
あ
る
次
の

し
ょ
う
ぞ
う
ま
つ

わ

さ
ん

一
首
で
す
。

如
来
大
悲
の
恩
徳
は

に
ょ
ら
い
だ
い

ひ

お
ん
ど
く

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し

み

こ

ほ
う

師
主
知
識
の
恩
徳
も

し

し
ゅ

ち

し
き

お
ん
ど
く

ほ
ね
を
く
だ
き
て
も謝

す
べ
し

し
ゃ

現
代
語
に
訳
し
ま
す
と

「
阿
弥
陀
如
来
が
私
に
か
け
て
く

だ
さ
る
大
い
な
る
慈
悲
の
恩
徳
は
、

こ
の
身
を
粉
に
し
て
も
報
じ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
釈
尊
を
は
じ
め

し
ゃ
く
そ
ん

七
高
僧
な
ど
、
如
来
の
大
悲
を
明

し
ち
こ
う
そ
う

ら
か
に
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
人
々

の
恩
徳
も
、
骨
を
く
だ
い
て
も
報

謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

親
鸞
聖
人
は
本
願
念
仏
南
無
阿

し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ

な

も

あ

弥
陀
仏
に
出
遇
え
た
と
い
う
こ
と

み

だ

ぶ
つ

あ

は
、
こ
の
私
の
身
を
粉
に
し
て
も
、

骨
を
く
だ
い
て
も
報
謝
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
恵
み
な
の
だ
と

受
け
留
め
ら
れ
、
か
つ
、
す
べ
て

の
人
々
に
語
り
か
け
て
お
ら
れ
ま

す
。こ

の
和
讃
を
口
に
す
る
と
き
、

私
た
ち
は
「
身
を
粉
に
し
て
も
、

骨
を
く
だ
い
て
も
報
謝
し
よ
う
」

と
言
わ
れ
る
親
鸞
聖
人
の
お
気
持

ち
は
、
そ
の
ま
ま
が
、
親
鸞
聖
人

へ
の
私
た
ち
の
気
持
で
も
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

ま
す
。

「
報
恩
講
」
と
い
う
行
事
を
う

み
だ
し
た
先
人
の
こ
こ
ろ
も
、
そ

の
伝
統
を
現
在
に
至
る
ま
で
連
綿

と
受
け
つ
い
で
き
た
人
々
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
も
、
親
鸞
聖
人
へ
の
報
謝

の
心
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
恩
と
い
う
言
葉
は
、

例
え
ば
恩
返
し
と
い
う
よ
う
に
、

一
般
に
は
だ
れ
か
特
に
世
話
に
な
っ

た

人

へ
の

感

謝

の

気

持
ち

や

行

動

を

表
現

し

て

使
わ
れ
ま
す
が
、

本

来

は
い

つ

く

し
み
・
め
ぐ
み
を
意
味
す
る
言
葉

で
す
。
例
え
ば
親
の
恩
と
い
う
と

き
、
ま
ず
、
そ
れ
は
親
の
い
つ
く

し
み
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
、

物
心
つ
か
ぬ
う
ち
か
ら
私
に
か
け

ら
れ
て
い
た
親
の
い
つ
く
し
み
に

気
づ
く
と
こ
ろ
に
、
子
が
親
に
持

つ
い
つ
く
し
み
が
あ
り
、
そ
れ
は

感
謝
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ

る
の
で
報
恩
と
い
う
の
で
す
。
し

か
も
、
恩
は
ど
こ
ま
で
も
い
つ
く

し
み
で
す
か
ら
、
子
は
ま
た
自
ら

が
親
と
な
る
こ
と
に
お
い
て
わ
が

子
へ
の
い
つ
く
し
み
を
持
つ
こ
と

で
も
あ
る
の
で
す
。

過
去
か
ら
か
け
ら
れ
て
き
た
い

つ
く
し
み
に
感
謝
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
同
時
に
、
未
来
を
つ
く
る

物
へ
の
い
つ
く
し
み
を
持
つ
こ
と

に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
心
に
刻
み
、

今
年
の
「
報
恩
講
」
を
迎
え
ま
し
ょ

う
。多

く
の
方
々
の
ご
参
詣
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

蓮
如
上
人
、
あ
る
い
は
人
に
御
酒
を
も
下
さ
れ
、
物
を
も
下
さ

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ひ
と

ご

し
ゅ

く
だ

も
の

く
だ

れ
て
、
か
や
う
の
こ
と
ど
も
あ
り
が
た
く
存
ぜ
さ
せ
近
づ
け
さ

ぞ
ん

ち
か

せ
ら
れ
候
ひ
て
、
仏
法
を
御
き
か
せ
候
ふ
。
さ
れ
ば
か
や
う
に

そ
う
ら

ぶ
っ
ぽ
う

お
ん

そ
う
ろ

物
を
下
さ
れ
候
ふ
こ
と
も
、
信
を
と
ら
せ
ら
る
べ
き
た
め
と
思

も
の

く
だ

そ
う
ろ

し
ん

お
ぼ

し
召
せ

ば
、
報

謝
と
思

し
召
し

候
ふ
よ

し
仰
せ

ら
れ
候

ふ
と

め

ほ
う
し
ゃ

お
ぼ

め

そ
う
ろ

お
お

そ
う
ろ

云
々
。

う
ん
ぬ
ん

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

二
百
十
二
）

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
は
、
あ
る
と
き
に
は
訪
ね
て
来
た
人
に
酒
を
飲
ま
せ
た
り
、

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

た
ず

き

ひ
と

さ
け

の

も
の
を
与
え
た
り
し
て
、
こ
の
よ
う
な
も
て
な
し
を
あ
り
が
た
い
こ
と

あ
た

だ
と
喜
ば
せ
、
近
づ
き
や
す
く
さ
せ
て
、
仏
法
の
話
を
お
聞
か
せ
に
な

よ
ろ
こ

ち
か

ぶ
っ
ぽ
う

は
な
し

き

り
ま
し
た
。
「
こ
の
よ
う
に
も
の
を
与
え
る
こ
と
も
、
信
心
を
得
さ
せ

あ
た

し
ん
じ
ん

え

る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
仏
恩
報
謝
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
」
と
仰
せ
に

ぶ
っ
と
ん
ほ
う
し
ゃ

お
も

お
お

な
り
ま
し
た
。

２３

い
つ
く
し
み
の
心
「
恩
」
を
届
け
よ
う

二
〇
一
七
（
平
成
二
十
九
）
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
番
）

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
福
岡
教
区

夜
須
組

淨
覚
寺
副
住
職

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
布
教
使

渡

邉

崇

之

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
お
命
日
を
縁
と
し
て
、

浄
土
真
宗
の
門
信
徒
が
一
年
に
一
度
手
継
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
。


