
夜

叉

や

し
ゃ

「
熱
海
の
海
岸
散
歩
す
る
、
寛
一

お
宮
の
二
人
づ
れ
」

尾
崎
紅
葉
の
『
金
色
夜
叉
』
の
名

場
面
で
す
。

金
の
た
め
に
許
婚
（
い
い
な
づ
け
）

の
お
宮
を
奪
わ
れ
た
寛
一
が
、
高
利

貸
し
と
な
っ
て
、
金
の
力
で
、
宮
や

世
間
に
対
し
復
讐
の
鬼
と
な
る
物
語

で
す
ね
。

「
外
面
似
菩
薩
、
内
心
如
夜
叉
」

と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
り
、
「
夜
叉

の
面
」
を
見
た
り
す
る
と
、
夜
叉
は

恐
ろ
し
い
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

夜
叉
は
古
代
イ
ン
ド
語
「
ヤ
ク
シ
ャ
」

の
音
写
で
、
勇
健
、
鬼
神
と
訳
さ
れ

ま
す
。

ヤ
ク
シ
ャ
は
古
代
イ
ン
ド
の
神
話

に
登
場
す
る
半
神
半
鬼
で
、
神
通
変

化
の
力
を
持
っ
て
お
り
、
人
間
を
助

け
恵
み
を
施
す
善
神
の
反
面
、
害
を

な
し
人
を
食
う
凶
悪
な
鬼
類
で
も
あ

り
ま
す
。

そ
の
伴
侶
が
、
魅
力
的
な
若
い
女

性
で
、
セ
ク
シ
ー
な
姿
に
表
現
さ
れ

て
い
る
ヤ
ク
シ
ー
で
す
。

こ
の
夜
叉
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
説

法
に
よ
り
、
仏
法
を
護
持
す
る
八
部

衆
の
一
神
と
な
り
、
毘
沙
門
天
の
配

下
と
し
て
北
方
を
守
護
し
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
、
信
心
あ
る
人
を
守
っ
て

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
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
）

皆
さ
ん
、
ど
の
よ
う
な
お
正
月
を

過
ご
さ
れ
ま
し
た
か
？
私
は
元
日
か

ら
テ
レ
ビ
に
て
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
三
昧

で
し
た
。
実
業
団
駅
伝
、
箱
根
駅
伝
、

ア
メ
フ
ト
、
実
業
団
ラ
グ
ビ
ー
、
高

校
ラ
グ
ビ
ー
、
春
高
バ
レ
ー
と
昨
日

（
八
日
）
ま
で
退
屈
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
じ
っ

と
座
っ
て
目
の
前
に
あ
る
食
べ
物
に

手
を
出
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
を
す

る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
で
、
せ
っ

か
く
五
キ
ロ
の
減
量
に
成
功
し
た
体

が
メ
タ
ボ
体
型
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
は
と
体
重
計
に
乗
る
の
が
心
配

で
す
。
▼
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
て
寺

報
を
作
成
し
て
い
る
の
で
す
が
、
パ

ソ
コ
ン
が
古
く
な
っ
て
き
て
い
る
の

か
、
今
月
号
を
作
成
し
て
い
る
と
二

ペ
ー
ジ
「
年
頭
の
辞
」
の
四
段
目
最

後
の
何
行
か
で
文
字
に
不
具
合
が
生

じ
ま
し
た
。
液
晶
画
面
の
不
具
合
な

の
か
、
実
際
文
字
に
不
具
合
が
生
じ

て
い
る
の
か
判
断
で
き
ま
せ
ん
。
印

刷
し
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
の
で

す
が
、
こ
の
コ
ラ
ム
を
書
き
終
え
る

と
印
刷
作
業
に
入
り
ま
す
。
と
い
う

こ
と
は
、
印
刷
し
て
文
字
の
不
具
合

と
分
か
っ
て
も
修
正
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
際
は
お
許
し
く
だ
さ
い
。

（
住
職

松
井
卓
郎
）
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▲ 昨年１２月、当山報恩講にての渡邊先生お取次ぎの様子

今月法語カレンダーのことば

帰命と申すは 如来の勅命に したがうこころなり
き みょう もう にょらい ちょくめい

一月の法語は、『尊号真像銘文』からの一文
そんごう しんぞうめいもん

で、天親菩薩の『浄土論』冒頭の帰 敬 偈「世尊
てんじん き きょう げ せ そん

我一心 帰 命 尽十方 無礙光如来」の「帰命」
が いっしん き みょうじんじっぽう む げ こうにょらい

を解釈された一文です。

帰命と申すは如来の勅命に
き みょう もう にょらい ちょくめい

したがふこころなり

（注釈版聖典６５１ページ）

（「帰命」とは「南無」であり、また「帰命」
な も

というのは阿弥陀仏の本願の仰せにしたがうと
おお

いう意味である。）

この文は、「帰命と申すは如来の勅命にした

がうこころなり」と、如来より「帰命せよ」と

の招喚に信順し真実信心を頂戴した、衆生の立
しょうかん しんじゅん ちょうだい しゅじょう

場からご解釈されています。

一方で、『教行信証』「行文類」では六字の
きょうぎょうしんしょう ぎょうもんるい

名号をご自釈されて、「南無」とは、私の信順
みょうごう じ しゃく

に先んじた如来の招喚する「帰せよ」の勅命で、

如来がすでに因位の時に誓願を起こされ発願さ
いん に ほつがん

れて、衆生の行を回施された（「発願回向」）
ぎょう え せ ほつがん え こう

如来の大悲心とされます。また、それは如来が
しん

第十八願に誓われた行（「即是其行」）である
そく ぜ ご ぎょう

と、六字の全体を阿弥陀さまの救いのお立場か

ら解釈されています。

このように親鸞聖人は、釈迦・弥陀の勧めと
すす

喚び声に対して信順され、「帰命」と名号を称
よ とな

えて、浄土往生を願われたのでした。私たちは、

天親菩薩が力をつくして示された仏さまの救い

の御名を聞いて、阿弥陀さまの真実功徳が、ま
み な く どく

さにこの凡夫の世界に満ち満ち、いかなる時に
ぼん ぶ

おいてもその大悲の中に願われ生かされている

ことを知らねばなりません。その阿弥陀さまに

信順するところに間違いなく浄土に生まれさせ

ていただける安心ができるのであります。

（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。

２０１８年

◎ １月

１８日（木）～１９日（金）

◎ ２月

７日（水）午後

◎ ３月

５日（月）終日

２１日（水）午前中

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/

1月９日現在 アクセス数 ８０，７０４人

昨年1２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１２月 １日寂 満６８歳
寺 村 秋 岡 正 章 様

２０１７年１２月 ３日寂 満９１歳
小 川 藤 本 定 幸 様



第１９９号 慧 光 ２０１８（平成３０）年 １月

命
の
縁
あ
っ
て
、
二
〇
一
八

（
平
成
三
十
）
年
を
迎
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

皆
さ
ま
と
と
も
に
新
春
を
迎
え

ら
れ
た
こ
と
喜
び
た
い
と
存
じ
ま

す
。本

年
も
金
光
寺
の
護
持
と
寺
報

に
つ
い
て
の
お
育
て
を
と
念
じ
る

こ
と
で
す
。

ま
た
、
お
念
仏
の
お
慈
悲
た
ま

わ
る
身
で
あ
る
こ
と
を
、
念
仏
申

し
な
が
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
一
年

で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
も
思
う
こ

と
で
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。浄

土
真
宗
本
願
寺
派
ご
門
主
大

谷
光
淳
さ
ま
が
本
願
寺
出
版
社
発

行
「
大
乗
」
誌
に
年
頭
の
ご
挨
拶

を
申
し
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
本
年
も
全
文
を
そ
の
ま
ま
ご

紹
介
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
お
読
み
く
だ
さ
い
。

門
主

大
谷
光
淳

新
し
い
年
の
は
じ
め
に
あ
た
り
、

ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
「
平
成
二
十
九
年
七
月

九
州
北
部
豪
雨
災
害
」
に
お
い
て
、

多
く
の
ご
門
徒
の
方
々
が
被
災
さ

れ
ま
し
た
。
犠
牲
と
な
ら
れ
た
方

に
衷
心
よ
り
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
と
と
も
に
、
被
災
さ
れ
た
方
々

に
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま

す
。
ま
た
、
昨
年
三
月
に
は
東
日

本
大
震
災
の
発
生
か
ら
七
回
忌
を
、

四
月
に
は
平
成
二
十
八
年
熊
本
地

震
か
ら
一
周
忌
を
迎
え
ま
し
た
。

災
害
に
よ
っ
て
多
く
の
方
が
犠
牲

と
な
ら
れ
、
被
災
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
諸
行
無
常
」
の
世
で
あ
る
こ
と

を
痛
感
す
る
と
と
も
に
、
今
、
様
々

な
ご
縁
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る

い
の
ち
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
ま

す
。
今
後
も
宗
門
と
し
て
、
被
災

各
地
へ
の
支
援
活
動
を
続
け
て
ま

い
り
ま
し
ょ
う
。

昨
年
、
五
月
三
十
一
日
ま
で
の

十
期
八
十
日
間
に
わ
た
る
「
伝
灯

奉
告
法
要
」
に
は
、
約
四
十
五
万

人
の
方
に
本
願
寺
へ
ご
参
拝
い
た

だ
き
ま
し
た
。
大
変
あ
り
が
た
く
、

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
法
要
初
日

の
親
教
「
念
仏
者
の
生
き
方
」
と

「
伝
灯
奉
告
法
要
御
満
座
の
消
息
」

ご

ま
ん

ざ

に
お
い
て
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え

を
聞
き
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
は
た

ら
き
の
中
で
生
き
る
私
た
ち
の
生

き
方
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
時
代
状
況

の
中
、
二
〇
一
五
年
、
国
連
で
は

「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
・
エ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ
）
」

が
採
択
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、

今
の
ま
ま
で
は
将
来
の
世
代
に
人

類
が
生
存
で
き
る
地
球
を
受
け
継

ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
強
い

危
機
感
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
そ

こ
で
は
「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
」

を
理
念
と
し
て
、
「
貧
困
」
や

「
不
平
等
」
「
環
境
」
「
平
和
」

な
ど
十
七
の
課
題
解
決
の
た
め
の

目
標
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
は
た
ら
き
の

中
、
そ
の
大
智
大
悲
の
お
心
に
促

さ
れ
導
か
れ
て
社
会
的
課
題
に
積

極
的
に
取
り
組
み
、
す
べ
て
の
人

び
と
が
心
豊
か
に
生
き
ら
れ
る
社

会
の
実
現
を
目
指
す
の
が
私
た
ち

念
仏
者
で
す
。
本
年
も
、
浄
土
真

宗
の
み
教
え
を
聞
き
、
阿
弥
陀
さ

ま
の
お
は
た
ら
き
の
も
と
、
念
仏

者
と
し
て
精
一
杯
歩
ん
で
ま
い
り

ま
し
ょ
う
。
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法
語
の
世
界

《
原

文
》

蓮
如
上
人
、
幼
少
な
る
も
の
に
は
、
ま
づ
物
を
よ
め
と
仰
せ
ら

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

よ
う
し
ょ
う

も
の

お
お

れ
候
ふ
。
ま
た
そ
の
後
は
、
い
か
に
よ
む
と
も
複
せ
ず
詮
あ
る

そ
う
ろ

の
ち

ふ
く

せ
ん

べ
か
ら
ざ
る
よ
し
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
ち
と
物
に
心
も
つ
き
候
ら

お
お

そ
う
ろ

も
の

こ
こ
ろ

そ
う
ら

へ
ば
、
い
か
に
物
を
よ
み
声
を
よ
く
よ
み
し
り
た
る
と
も
、
義

も
の

し
ょ
う

ぎ

理
を
わ
き
ま
へ
て
こ
そ
と
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
そ
の
後
は
、
い
か
に

り

お
お

そ
う
ろ

の
ち

文
釈
を
覚
え
た
り
と
も
、
信
が
な
く
は
い
た
づ
ら
ご
と
よ
と
仰

も
ん
し
ゃ
く

お
ぼ

し
ん

お
お

せ
ら
れ
候
ふ
。

（
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

二
百
十
五
）

そ
う
ろ

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
、
年
少
の
者
に
対
し
て
は
「
と
も
か
く
ま
ず
お
聖
教
を

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ね
ん
し
ょ
う

も
の

た
い

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

読
み
な
さ
い
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
後
は
、
「
ど
れ

よ

お
お

あ
と

ほ
ど
た
く
さ
ん
の
お
聖
教
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
繰
り
返
し
読
ま
な
け

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

よ

く

か
え

よ

れ
ば
、
そ
の
甲
斐
が
な
い
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
成
長

か

い

お
お

せ
い
ち
ょ
う

し
て
少
し
物
事
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
と
、
「
ど
れ
ほ
ど
お
聖
教
を
読

す
こ

も
の
ご
と

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

よ

み
、
漢
字
の
音
な
ど
を
よ
く
学
ん
だ
と
し
て
も
、
書
か
れ
て
い
る
意
味

か

ん

じ

お
ん

ま
な

か

い

み

が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
本
当
に
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
仰
せ

ほ
ん
と
う

よ

お
お

に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
は
、
「
お
聖
教
の
文
や
そ
の
解
釈

あ
と

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

も
ん

か
い
し
ゃ
く

を
ど
れ
ほ
ど
覚
え
た
と
し
て
も
、
信
心
が
な
け
れ
ば
何
の
意
味
も
な
い
」

お
ぼ

し
ん
じ
ん

な
ん

い

み

と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

お
お

２３

年

頭

の

辞

新
年
あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

旧
年
中
は
金
光
寺
の
護
持
に

格
別
の
ご
協
力
を
た
ま
わ
り

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

ま
た
法
座
へ
の
ご
参
詣
に
つ
い
て
も

多
く
の
方
々
に
お
出
で
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

二
〇
一
八
（
平
成
三
十
）
年

一
月

金
光
寺
役
員
・
総
代
・
仏
婦
役
員
一
同

金

光

寺

寺

内

一

同

仏事予約についてお願い

ご自宅での年回忌法要ではな
く、当山にての年回忌法要(仏参)
の際に、前日に「明日、○○忌
をお寺でお願いしたいのですが」
と依頼をいただくことがありま
す。できれば、前日ではなく連
絡をいただきたいと存じます。

早目の連絡についてご協力を
よろしくをお願いします。


