
名

刹

め
い

さ
つ

秋
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン
と
な
り
ま
し

た
。
い
ろ
い
ろ
な
催
し
の
中
に
、
教

養
の
旅
の
企
画
も
目
に
入
っ
て
き
ま

す
。名

刹
め
ぐ
り
な
ど
と
い
う
の
も
、

秋
ら
し
く
て
い
い
で
す
ね
。

名
刹
と
は
、
有
名
な
由
緒
あ
る
お

寺
の
こ
と
で
す
か
ら
、
刹
は
寺
院
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

刹
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
語
の
「
ヤ

シ
ュ
テ
ィ
」
を
音
写
し
た
語
で
、
杖

と
か
棒
と
か
旗
竿
と
い
う
意
味
で
す
。

旗
竿
が
、
な
ぜ
寺
院
を
意
味
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
、
不
思
議
に

思
わ
れ
る
方
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す

が
、
昔
、
中
国
で
説
法
が
行
わ
れ
る

と
き
に
は
、
お
寺
に
宝
珠
火
焔
形
の

も
の
を
つ
け
た
長
い
竿
を
立
て
、
旗

を
掲
げ
た
の
で
し
た
。
村
人
た
ち
は

こ
の
旗
を
見
て
寺
院
に
参
詣
す
る
の

で
す
。
こ
の
旗
を
刹
幡
（
せ
つ
ぱ
ん
）

と
い
い
ま
す
。

こ
う
し
た
風
景
か
ら
、
刹
は
お
寺

の
し
る
し
と
な
り
ま
し
た
。
寺
院
を

寺
刹
（
じ
さ
つ
）
と
か
梵
刹
（
ぼ
ん

せ
つ
）
な
ど
と
い
い
、
有
名
な
お
寺

を
名
刹
と
い
う
の
で
す
。

他
に
、
刹
に
は
国
土
の
意
味
も
あ

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
刹
は
説
法
が
行
わ

れ
る
知
ら
せ
で
す
か
ら
、
聞
法
の
た

め
に
お
寺
を
訪
れ
て
ほ
し
い
と
思
う

の
で
す
が
…
…
。

（
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
）

先
月
二
十
日
午
前
中
、
み
ぞ
れ
が

降
り
、
高
い
山
は
雪
が
積
も
り
ま
し

た
。
今
日
（
五
日
）
は
午
前
八
時
過

ぎ
か
ら
雪
が
降
り
始
め
、
田
ん
ぼ
や

畑
は
う
っ
す
ら
と
雪
化
粧
。
昨
年
は

十
二
月
四
日
に
雪
が
降
り
ま
し
た
の

で
、
そ
う
い
う
時
期
な
の
で
し
ょ
う

が
、
「
い
よ
い
よ
や
っ
て
来
た
か
」

と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
▼

十
月
、
十
一
月
は
と
て
も
法
務
が
多

く
、
法
衣
を
着
な
か
っ
た
日
は
六
十

一
日
中
わ
ず
か
十
一
日
で
し
た
。
秋

参
り
、
恩
講
に
加
え
て
葬
儀
の
ご
縁

が
ふ
た
月
で
九
件
、
今
月
は
ま
だ
五

日
で
す
が
、
今
月
も
加
え
る
と
十
一

件
に
な
り
ま
す
。
お
経
を
つ
と
め
過

ぎ
た
の
か
、
慢
性
的
な
声
枯
れ
に
な

り
、
電
話
で
話
し
た
人
や
直
接
会
い

会
話
し
た
人
な
ど
か
ら
「
風
邪
、
引

い
た
つ
の
」
と
指
摘
さ
れ
る
ほ
ど
で

し
た
。
▼
当
山
の
報
恩
講
ま
で
に
は

元
の
声
に
戻
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
で
な
く
て
も
、
「
息
子
さ

ん
は
声
も
い
い
し
、
音
量
が
あ
る
の

お
！
」
と
、
あ
な
た
は
声
は
よ
く
な

い
し
、
音
量
も
な
い
と
言
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
て

い
る
の
で
す
か
ら
。
私
も
ま
だ
ま
だ

健
在
で
す
と
大
き
な
声
で
お
つ
と
め

し
ま
す
！

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 妙見さん側から見た冠岳の紅葉

今月法語カレンダーのことば

弥陀の回向の御名なれば 功徳は十方にみちたまう
み だ え こう み な く どく じっぽう

今月は『正像末和讃』の中の「悲嘆述懐讃」
しょうぞうまつ わ さん ひ たん じゅっかいさん

のうちの一首です。

無慚無愧のこの身にて
む ざん む ぎ み

まことのこころはなけれども

弥陀の回向の御名なれば
み だ え こう み な

功徳は十方にみちたまふ
く どく じっぽう

（注釈版聖典６１７ページ）

（罪を恥じる心がないこの身には、まことの心

などないけれども、阿弥陀仏があらゆるものに

回向してくださる名号であるから、その功徳は
みょうごう

すべての世界に満ちわたっている）と示されて

おり、親鸞聖人が、ご自身に罪を感じる心や真

実の心がないことを告白されながらも、実は真

実心がないことに気付けたこと自体が、阿弥陀
しん

さまによって回向された名号の功徳がすべての

世界に満ちわたっているあかしであるという感

動をうたわれたものと、味わってもよいのでは

ないかと思います。

今月のお言葉は、弥陀回向のみ名である名号
な

が回施されることで、すでに功徳が十方に満ち
え せ じっぽう

ている結果として、真実の方向に向くはずもな

かった私の人生が、百八十度ひっくり返って真

実の方向をむかって歩みをはじめたことで、

「無慚無愧」である我が存在の不真実さをしり、

「迷いの世界」を抜け出し、弥陀の願いに生き

ようとしはじめる二つの「しるし」があらわれ

てきたことをよろこばれたお言葉だと考えるこ

とができます。

阿弥陀さまの功徳がすでに十方に満ち満ちて

いることで、離れがたき悪性を厭う人間の生き
あくしょう いと

方が誕生することを示され、この念仏者の具体

的な生き方を功徳として示してくださった尊い

お言葉だと、感謝せずにはおられない気持ちに

なります。

（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。

◎ 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/

1２月５日現在 アクセス数 ８０，４８０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。

２０１７年１１月 ９日寂 満８８歳
中 村 藤 本 知 様
２０１７年１１月１３日寂 満８７歳
水 流 那 須 ユキ子 様
２０１７年１１月１７日寂 満８８歳
本屋敷 黒 木 久 子 様



第１９８号 慧 光 ２０１７（平成２９）年１２月

年
々
、
寒
さ
に
耐
え
る
体
力
が

落
ち
て
き
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
、

で
き
る
だ
け
暖
か
い
内
に
少
し
で

も
お
参
り
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
、

今
年
は
秋
参
り
の
家
庭
報
恩
講
を

十
月
二
日
か
ら
始
め
ま
し
た
。
恩

講
は
十
一
月
一
日
か
ら
始
ま
り
、

残
り
一
座
に
な
り
ま
し
た
。

十
月
、
十
一
月
に
ご
門
徒
ご
往

生
が
九
件
あ
り
ま
し
た
。
葬
儀
が

秋
参
り
や
恩
講
と
日
付
が
重
な
っ

た
こ
と
多
々
あ
り
、
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
お

詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
当
山
の
報
恩
講
も
い
よ

い
よ
今
月
十
五
日
、
十
六
日
に
執

行
で
す
。
多
く
の
皆
さ
ま
の
ご
参

詣
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま

す
。
ご
家
族
お
そ
ろ
い
で
お
出
で

く
だ
さ
い
。

法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
を
お
配
り
し

ま
し
た
。
目
に
つ
き
や
す
い
所
で

使
用
し
て
い
た
だ
き
、
法
味
あ
ふ

れ
る
言
葉
を
日
々
味
わ
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
う
こ
と
で
す
。

第１９８号 慧 光 ２０１７（平成２９）年１２月

法
語
の
世
界

《
原

文
》

お
な
じ
く
仰
せ
に
い
は
く
、
心
得
た
と
思
ふ
は
心
得
ぬ
な
り
。

お
お

こ
こ
ろ

え

お
も

こ
こ
ろ

え

心

得
ぬ
と
思
ふ
は
心
得
た
る
な
り
。
弥
陀
の
御
た
す
け
あ
る
べ

こ
こ
ろ

え

お
も

こ
こ
ろ

え

み

だ

お
ん

き
こ
と
の
た
ふ
と
さ
よ
と
思
ふ
が
、
心
得
た
る
な
り
。
少
し
も

お
も

こ
こ
ろ

え

す
こ

心

得
た
る
と
思
ふ
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
と
仰
せ
ら
れ

こ
こ
ろ

え

お
も

お
お

候
ふ
。
さ
れ
ば
『
口
伝
鈔
』
（
四
）
に
い
は
く
、
「
さ
れ
ば
こ

そ
う
ろ

く

で
ん

し
ょ
う

の
機
の
う
へ
に
た
も
つ
と
こ
ろ
の
弥
陀
の
仏
智
を
つ
の
ら
ん
よ

き

み

だ

ぶ
っ

ち

り
ほ
か
は
、
凡
夫
い
か
で
か
往
生
の
得
分
あ
る
べ
き
や
」
と
い

ぼ
ん

ぶ

お
う
じ
ょ
う

と
く
ぶ
ん

へ
り
。

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

二
百
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
》

蓮
如
上
人
は
、
「
ご
法
義
を
よ
く
心
得
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
も
の

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ほ
う

ぎ

こ
こ
ろ

え

お
も

は
、
実
は
何
も
心
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
反
対
に
、
何
も
心
得
て
い

じ
つ

な
に

こ
こ
ろ

え

は
ん
た
い

な
に

こ
こ
ろ

え

な
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
、
よ
く
心
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
弥
陀
が

お
も

こ
こ
ろ

え

み

だ

お
救
い
く
だ
さ
る
こ
と
を
尊
い
こ
と
だ
と
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
の
が
、

す
く

と
う
と

う

と

よ
く
心
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
物
知
り
顔
を
し
て
、
自

こ
こ
ろ

え

も
の

し

が
お

じ

分
は
ご
法
義
を
よ
く
心
得
て
い
る
な
ど
と
思
う
こ
と
が
少
し
も
あ
っ
て

ぶ
ん

ほ
う

ぎ

こ
こ
ろ

え

お
も

す
こ

は
な
ら
な
い
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
『
口
伝
鈔
』
に

お
お

く

で
ん
し
ょ
う

は
、
「
わ
た
し
た
ち
の
上
に
届
い
て
い
る
弥
陀
の
智
慧
の
は
た
ら
き
に

う
え

と
ど

み

だ

ち

え

お
ま
か
せ
す
る
以
外
、
凡
夫
が
ど
う
し
て
往
生
と
い
う
利
益
を
得
る
こ

い

が
い

ぼ
ん

ぶ

お
う
じ
ょ
う

り

や
く

え

と
が
で
き
よ
う
か
」
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

し
め

２３

報
恩
の
思
い
届
け
る
ご
勝
縁
を
！

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
。

法

語

に

つ

い

て

最
近
、
駅
の
ホ
ー
ム
や
電
車
や
バ
ス
の
車
内
な
ど
で
は
、
本

を
読
ん
で
い
る
人
は
少
な
く
、
多
く
の
人
が
う
つ
む
き
加
減
で

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
触
っ
て
い
る
姿
を
見
か
け
ま
す
。

様
々
な
情
報
を
す
ぐ
に
入
手
で
き
る
半
面
、
ど
こ
ま
で
が
本

当
の
情
報
な
の
だ
ろ
う
か
と
さ
え
疑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
に
多
く
の
情
報
が
渦
巻
く
中
、
た
く
さ
ん
の
文
字
に
接
し

て
い
る
私
た
ち
で
す
が
、
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
出
会
っ

た
言
葉
を
大
切
に
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
、
思
い
を
満
た
し
て
く
れ
る
言
葉
を
探
し
続
け
、

自
ら
生
き
ざ
ま
を
問
う
言
葉
に
出
会
う
こ
と
は
な
か
な
か
難
し

い
よ
う
で
す
。

〝
あ
な
た
は
、
ど
ん
な
言
葉
に
つ
か
ま
れ
て
い
ま
す
か
〞

私
た
ち
は
生
涯
を
通
し
て
、
た
く
さ
ん
の
言
葉
に
出
会
い
ま

す
。
多
く
の
情
報
の
中
か
ら
、
多
く
の
書
籍
の
中
か
ら
、
言
葉

と
の
出
会
い
は
私
の
人
生
に
光
を
あ
て
、
そ
こ
に
あ
る
言
葉
が

私
に
迫
り
、
励
ま
さ
れ
喜
び
、
時
に
涙
す
る
、
悩
ま
さ
れ
、
考

え
続
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

人
は
ひ
と
り
の
人
と
の
出
会
い
か
ら
、
ひ
と
つ
の
言
葉
と
の

出
会
い
か
ら
生
き
る
意
味
を
賜
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

今
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
は
、
親
鸞
聖
人
の
ご
著
作
の
中
か
ら
、

浄
土
真
宗
の
各
派
共
に
ご
門
徒
の
方
々
が
ふ
れ
る
こ
と
の
で
き

る
お
言
葉
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

ひ
と
月
に
ひ
と
つ
の
言
葉
を
味
わ
い
な
が
ら
、
仏
法
に
身
を

浸
し
、
言
葉
に
つ
か
ま
れ
る
、
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
憶
念
す

る
一
年
を
送
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

月 出 拠 注釈版頁

表 紙 唯信鈔文意 ７１０

１月 尊号真像銘文 ６５１

２月 親鸞聖人御消息 ７３５

３月 一念多念文意 ６７８

４月 唯信鈔文意 ７０７

５月 入出二門偈頌 ５４６

６月 親鸞聖人御消息 ７４７

７月 浄土門類聚鈔 ４９２

８月 一念多念文意 ６９２

９月 親鸞聖人御消息 ７７８

１０月 唯信鈔文意 ７０８

１１月 尊号真像銘文 ６４５

１２月 親鸞聖人御消息 ７６８


