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今月は『尊号真像銘文』からの言葉です。
そんごうしんぞうめいもん

浄土真宗については、「聞の宗教」あるいは
もん

「聞名の宗教」という言葉であらわされる場
もんみょう

合があります。

『仏説無 量 寿経』本願 成 就文には「あら
ぶっせつ む りょうじゅきょう じょうじゅもん

ゆる衆生、その名号を聞きて信心歓喜せんこ
しゅじょう みょうごう か ん ぎ

と、乃至一念せん、至心に回向したまへり。
な い しいちねん し し ん え こう

かの国に生れんと願ずれば、すなはち往生を
うま がん

得、不退転に住せん。ただ五逆と誹謗正法と
え ふ たいてん じゅう ご ぎゃく ひ ほ う しょうぼう

をば除く」と、阿弥陀仏の名を聞くことの大

きな意味が説かれています。そして、「聞其
もん ご

名号」（その名号を聞きて）の語に続いて
みょうごう

「信心歓喜」とありますように、聞くことと

信ずることとは一つであることが示されてい

ることも大事な点であるといえます。

阿弥陀仏は、光明無量・寿命無量の仏です。

煩悩に覆われた私の眼には見ることのできな
ぼんのう

い仏です。そこで願いのとおりの仏として言

葉になって、すなわち名号となって、私のと

ころに到り届いておられるのです。その名号
いた

には仏の徳のすべてが込められています。で

すから、お念仏申すということは、仏が私と

一緒におられるということです。また名号と

は、仏の名前であるとともに、仏の名のりで

あるといわれます。こうして、声となって喚
よ

んでいてくださるのが名号です。

本願成就の名号と呼ばれ、本願によってで

きあがった名号ですから、名号のいわれを聞

くということは、本願のいわれを聞くといっ

ても同じことです。冒頭に掲げられている

「如来のちかいの御な」とある文によっても、
み

誓いと御名（名号）のその意が理解されると
み な

ころです。

（本願寺出版社刊「大乗」誌掲載

『月々のことば』より抜粋 転載）

今月法語カレンダーのことば

聞というは如来のちかいの御なを信ずともうすなり
もん にょらい み しん

▲ハイ、いい顔。木村心華ちゃん（左）、柚音ちゃん児参式 （11月４日）
み はな ゆ の

今
月
号
の
表
紙
の
写
真
如
何
で

し
た
か
。
私
は
可
愛
い
笑
顔
で
、

と
て
も
癒
さ
れ
ま
し
た
。
木
村
和

史
さ
ん
の
三
女
心
華
ち
ゃ
ん
と
木

村
隆
之
さ
ん
の
長
女
柚
音
ち
ゃ
ん

の
七
五
三
、
三
歳
の
お
参
り
で
し

た
。
写
真
を
二
枚
撮
っ
た
の
で
す

が
、
二
人
の
笑
顔
の
い
い
方
の
写

真
を
表
紙
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
写
真
の
笑
顔
も
良
か
っ
た

の
で
す
が
、
名
前
を
呼
ぶ
の
で
返

事
を
し
て
く
だ
さ
い
に
、
二
人
と

も
大
き
な
声
で
「
ハ
ー
イ
」
と
素

直
に
素
敵
な
返
事
を
く
れ
ま
し
た
。

こ
の
ま
ま
天
真
爛
漫
に
明
る
く
育
っ

て
欲
し
い
な
と
思
っ
た
こ
と
で
し

た
。
▼
先
月
号
本
欄
で
「
ロ
ト
７
」

に
つ
い
て
触
れ
た
と
こ
ろ
、
多
く

の
方
か
ら
言
葉
を
か
け
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
「
ど
こ
で
買
い
よ
る

と
」
や
「
買
い
方
を
詳
し
く
教
え

て
」
な
ど
。
そ
ん
な
中
「
当
っ
た

ら
教
え
て
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、

私
は
「
教
え
ま
せ
ん
け
ど
、
当
選

金
で
本
堂
の
改
修
を
す
る
つ
も
り

で
す
。
本
堂
を
改
修
し
た
と
い
う

こ
と
は
寺
報
に
書
く
つ
も
り
で
す
。

そ
の
記
事
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
」

と
答
え
ま
し
た
。
当
ら
な
い
と
は

思
い
ま
す
が
、
「
買
わ
な
け
れ
ば

当
た
ら
な
い
」
と
の
言
葉
を
信
じ
、

当
た
る
日
を
夢
見
て
い
ま
す
。
本

堂
改
修
の
記
事
を
書
く
日
が
来
な

い
か
な
ー
。
（
住
職

松
井
卓
郎
）
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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

９日（日） 終 日
１５日（土） 終 日
１６日（日） 終 日

仏事お休みのお知らせ

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。

２０１８年１０月 １日 満９１歳
祇園町 寺 岡 正 光 様

２０１８年１０月１９日 満８８歳
渡 瀬 熊 川 あきみ 様

２０１８年１０月２８日 満９３歳
揚 青 木 一 義 様

ホームページ開いています。

ＵＲＬ http://konkouji. jp/

11月６日現在アクセス数 ８４，３２５人

住
職
ひ
と
り
ご
と

暑

さ

寒

さ

も

彼

岸

ま

で

彼
岸
の
中
日
で
あ
る
「
春
分
の
日
」
と

「
秋
分
の
日
」
の
気
温
を
、
京
都
を
例
に
調

べ
て
み
ま
し
た
。

春
分
の
日
の
平
均
気
温
は
だ
い
た
い
、
最

高
十
三
・
四
度
、
最
低
三
・
四
度
、
秋
分
の

日
は
最
高
二
六
・
七
度
、
最
低
十
八
・
〇
度

ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
春
分
の
日
の
最
高
気

温
は
秋
分
の
日
の
最
低
気
温
よ
り
五
度
近
く

も
低
い
の
で
す
ね
。

春
と
秋
の
彼
岸
で
は
、
こ
れ
だ
け
の
温
度

差
が
あ
る
の
に
、
ど
ち
ら
も
同
じ
よ
う
に
、

ホ
ッ
と
し
た
、
な
ご
や
か
な
気
分
を
感
じ
さ

せ
て
く
れ
ま
す
。

こ
の
諺
（
こ
と
わ
ざ
）
は
、
猛
々
し
い
残

た
け
だ
け

暑
も
秋
の
彼
岸
と
も
な
れ
ば
め
っ
き
り
衰
え
、

余
寒
の
厳
し
さ
も
春
の
彼
岸
の
頃
に
は
薄
ら

ぎ
、
や
が
て
、
し
の
ぎ
や
す
い
季
節
が
来
る

よ
、
と
囁
（
さ
さ
や
）
き
ま
す
。

冷
暖
房
完
備
の
生
活
で
は
、
味
わ
え
な
い

風
情
（
ふ
ぜ
い
）
で
す
ね
。

彼
岸
会
（
え
）
は
春
・
秋
分
の
日
を
中
日

と
し
て
七
日
間
勤
め
ら
れ
る
、
日
本
独
自
の

仏
事
で
す
。

聖
徳
太
子
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
で
す

が
、
平
安
初
期
か
ら
朝
廷
で
行
わ
れ
、
江
戸

時
代
に
は
庶
民
の
間
で
年
中
行
事
と
な
り
ま

し
た
。
こ
の
諺
も
寛
政
年
間
に
編
纂
（
へ
ん

さ
ん
）
さ
れ
た
辞
書
『
諺
苑
（
げ
ん
え
ん
）
』

に
あ
る
も
の
で
す
。

「
毎
年
よ

彼
岸
の
入
に
寒
い
の
は
」

い
り

正
岡
子
規
の
名
句
で
す
。

こ
の
句
に
は
、
「
母
の
詞
自
（
お
の
ず
）

こ
と
ば

か
ら
句
と
な
り
て
」
と
い
う
前
書
き
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
「
彼
岸
だ
と
い
う
の
に
寒
い
な

あ
」
に
対
す
る
お
母
さ
ん
の
答
え
で
し
ょ
う
。

い
い
雰
囲
気
で
す
ね
。

彼
岸
の
中
日
に
は
、
太
陽
は
真
西
に
沈
み

ま

に
し

ま
す
。

彼
岸
に
な
ご
や
か
さ
を
感
じ
る
の
は
、
厳

し
い
暑
さ
や
寒
さ
か
ら
の
解
放
と
と
も
に
、

西
へ
帰
る
太
陽
を
見
て
、
安
ら
ぎ
を
感
じ
る

か
ら
で
し
ょ
う
か
。

お
浄
土
は
真
西
に
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。

（
本
願
寺
出
版
社
発
行

辻
本
敬
順
著

「
仏
教
名
言
ノ
ー
ト
」
か
ら
）

仏
教
名
言
ノ
ー
ト


