
人

の

心

に

深

く

根

を

張

っ

て

い

る

の

が

自

己

愛

、

自

己

保

身

の

心

で

す

。

先

日

、

沖

縄

の

基

地

問

題

で

、

沖

縄

県

知

事

が

政

府

の

や

り

方

を

訴

え

た

裁

判

で

、

裁

判

官

の

判

断

は

か

な

り

政

府

寄

り

の

判

定

で

し

た

。

過

去

の

い

ろ

い

ろ

な

裁

判

で

も

同

様

で

す

が

、

裁

判

所

の

判

定

は

と

か

く

政

府

よ

り

の

裁

定

が

多

い

よ

う

に

思

い

ま

す

。

こ

れ

は

私

の

偏

見

か

も

知

れ

ま

せ

ん

が

、

裁

判

官

の

判

定

の

中

に

は

裁

判

官

自

身

の

自

己

保

身

が

含

ま

れ

て

い

る

の

を

時

々

感

じ

ま

す

。

判

定

は

本

当

に

公

正

な

の

か

、

そ

れ

を

疑

う

判

定

を

い

く

つ

も

経

験

し

ま

し

た

の

で

そ

う

感

じ

る

の

で

す

。と

い

う

の

は

、

判

断

を

下

す

人

は

、

仏

様

で

は

な

く

て

凡

夫

と

し

て

の

裁

判

官

で

す

。

で

す

か

ら

、

も

し

政

府

見

解

に

反

し

た

判

定

を

す

る

と

そ

の

裁

判

官

の

将

来

（

出

世

な

ど

）

に

な

ん

ら

か

の

影

響

が

あ

り

、

そ

れ

を

考

慮

し

て

な

さ

れ

る

判

定

が

無

い

と

は

い

え

ま

せ

ん

。

東

大

法

学

部

を

出

た

優

秀

な

知

人

が

い

ま

し

た

が

、

彼

は

か

っ

て

の

東

大

で

の

大

学

紛

争

で

反

政

府

的

な

行

動

を

と

っ

た

の

で

、

卒

業

後

の

人

生

は

社

会

的

な

位

置

に

は

恵

ま

れ

な

か

っ

た

よ

う

に

思

い

ま

す

。

逆

に

自

己

保

身

で

権

力

に

う

ま

く

寄

り

添

っ

て

立

ち

回

っ

た

人

た

ち

が

国

家

権

力

の

中

枢

に

近

く

い

て

重

く

用

い

ら

れ

る

場

合

が

あ

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

今

日

、

テ

レ

ビ

や

新

聞

な

ど

の

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ズ

ム

の

世

界

で

も

、

政

府

批

判

を

す

る

よ

う

な

評

論

家

や

学

者

は

遠

ざ

け

ら

れ

て

、

マ

ス

コ

ミ

を

賑

わ

せ

て

い

る

の

は

時

の

政

権

に

「

ど

っ

こ

い

し

ょ

」

の

知

識

人

や

タ

レ

ン

ト

が

多

い

よ

う

に

感

じ

ま

す

。

ア

メ

リ

カ

で

９

・

１

１

事

件

が

起

こ

り

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

の

高

層

ビ

ル

が

イ

ス

ラ

ム

教

徒

に

よ

っ

て

破

壊

さ

れ

た

と

き

、

「

報

復

せ

よ

」

の

声

が

湧

き

上

が

り

、

マ

ス

コ

ミ

を

挙

げ

て

「

イ

ラ

ク

を

や

っ

つ

け

ろ

」

と

な

っ

て

イ

ラ

ク

戦

争

へ

と

つ

っ

ぱ

し

て

い

き

ま

し

た

。

民

主

主

義

大

国

と

言

わ

れ

る

ア

メ

リ

カ

で

す

か

ら

、

こ

う

し

た

世

の

声

に

反

対

す

る

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト

は

い

た

と

思

い

ま

す

が

、

沸

き

立

つ

怒

り

の

渦

の

中

で

は

、

彼

ら

は

自

ら

の

声

を

上

げ

な

か

っ

た

よ

う

に

思

い

ま

し

た

。

そ

こ

に

も

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト

の

自

己

保

身

の

姿

を

感

じ

る

の

で

す

。

こ

う

し

た

行

動

に

潜

ん

で

い

る

自

己

保

身

の

心

、

自

分

と

家

族

を

守

る

意

識

、

こ

れ

は

決

し

て

特

定

の

人

の

話

で

は

な

く

て

、

こ

う

い

う

私

の

中

に

も

、

ま

た

一

人

一

人

の

中

に

も

根

を

張

っ

て

い

る

よ

う

に

思

い

ま

す

。

そ

う

い

う

凡

夫

が

集

ま

っ

て

社

会

を

作

っ

て

い

ま

す

の

で

、

い

つ

ま

で

た

っ

て

も

こ

の

世

は

浄

土

に

は

な

ら

ず

穢

土

の

ま

ま

で

す

。

け

れ

ど

も

私

た

ち

は

、

こ

の

穢

土

に

働

い

て

下

さ

る

清

浄

な

世

界

（

浄

土

）

か

ら

の

光

（

教

法

）

に

照

ら

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ

の

光

は

、

穢

土

を

作

っ

て

い

る

我

執

我

愛

の

自

己

保

身

の

私

た

ち

の

心

を

反

省

せ

し

め

、

少

し

づ

つ

で

も

あ

る

べ

き

社

会

へ

と

向

か

わ

せ

て

下

さ

る

は

た

ら

き

を

し

て

下

さ

っ

て

い

る

の

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。更

に

、

私

た

ち

の

自

己

保

身

の

心

を

問

う

て

み

ま

す

と

、

次

の

よ

う

な

こ

と

が

う

か

が

わ

れ

ま

す

。

こ

の

心

は

人

間

だ

け

で

は

な

く

、

魚

も

ト

ン

ボ

も

ネ

ズ

ミ

に

も

あ

り

ま

し

ょ

う

。

近

づ

く

と

皆

さ

っ

と

逃

げ

ま

す

。

生

き

物

は

す

べ

て

自

ら

の

い

の

ち

を

護

ろ

う

と

し

て

い

ま

す

。

死

に

た

く

な

い

の

で

す

。

私

た

ち

の

い

の

ち

に

自

己

保

身

の

意

識

が

あ

る

の

は

、

そ

の

も

と

は

皆

「

死

に

た

く

な

い

」

か

ら

で

し

ょ

う

。

そ

れ

は

裏

か

ら

い

う

と

、

死

に

た

く

な

い

心

は

死

な

な

い

い

の

ち

が

欲

し

い

、

い

わ

ば

永

遠

の

い

の

ち

を

求

め

て

い

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

そ

れ

が

生

き

て

い

る

も

の

の

根

源

的

な

願

い

だ

と

思

い
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《 聞法会ご案内 》

○〈同朋の会〉

毎月２２日 午後２時始。

○〈念仏座談会〉

毎月２日と１２日午後３時始

○〈聖典学習会〉

毎月６日午後７時始。

○〈真宗入門講座〉

毎月１８日午後 6 時 30 分始。
＊８月は２日の念仏座談会と６

日の聖典学習会以外は休み。

自
己
保
身
の
心

《
念
佛
寺
報
恩
講
》

十
二
月
二
十
二
日
（
木
）

午

後

二

時

始

ご

講

師

滋

賀

県

・

大

谷

派

玄

照

寺

住

職

瓜

生

崇

師

＊

な

お

同

日

十

二

月

二

十

二

日

は

午

前

十

時

よ

り

勤

行

・

法

話

（

念

佛

寺

住

職

）

が

あ

り

ま

す

。



ま

す

。

こ

の

願

い

は

有

情

（

生

き

物

）

の

根

源

の

願

い

で

す

が

、

し

か

し

人

間

以

外

の

動

物

な

ど

の

存

在

（

衆

生

）

は

ど

う

や

ら

こ

の

願

い

を

自

覚

で

き

な

い

よ

う

で

す

。

自

覚

し

て

、

し

か

も

永

遠

の

い

の

ち

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

の

は

ま

ず

人

間

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

だ

か

ら

人

間

に

生

ま

れ

た

と

い

う

こ

と

は

「

ど

こ

ま

で

も

生

き

た

い

」

「

死

な

な

い

い

の

ち

に

な

り

た

い

」

と

い

う

根

本

欲

求

を

実

現

す

べ

く

生

き

て

い

る

と

い

え

ま

す

。

そ

れ

は

い

わ

ば

「

仏

（

無

量

の

い

の

ち

）

に

な

り

た

い

」

、

す

な

わ

ち

「

仏

に

な

る

べ

く

」

生

き

て

い

る

と

い

え

ま

し

ょ

う

。

衆

生

の

根

源

的

欲

求

（

宗

教

的

欲

求

）

を

実

現

し

仏

に

な

る

こ

と

こ

そ

、

仏

法

で

あ

り

ま

す

。

に

も

か

か

わ

ら

ず

、「

生

き

た

い

」

と

い

う

限

り

な

い

欲

求

を

、

〈

健

康

で

長

生

き

を

〉

と

い

う

肉

体

の

い

の

ち

へ

の

願

望

（

執

着

）

に

留

ま

と

ど

り

続

け

、

自

己

保

存

欲

に

潜

む

根

本

的

欲

求

（

宗

教

的

欲

求

）

か

ら

そ

れ

て

し

ま

う

と

こ

ろ

に

、

罪

や

苦

を

超

え

ら

れ

ず

に

、

人

の

生

を

終

わ

っ

て

し

ま

う

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

（

了

）

阿

弥

陀

仏

の

御

名

を

き

き

歓

喜

讃

仰

せ

し

む

れ

ば

か

ん

ぎ

さ

ん

ご

う

功

徳

の

宝

を

具

足

し

て

ほ

う

一

念

大

利

無

上

な

り

（

浄

土

和

讚

）

現

代

語

訳

（

阿

弥

陀

仏

の

名

号

を

聞

い

て

、

喜

び

た

た

え

ま

つ

れ

ば

、

そ

の

功

徳

は

我

が

身

に

具

わ

っ

て

、

一

声

の

信

心

の

称

名

に

も

こ

の

上

な

い

涅

槃

の

さ

と

り

を

得

る

利

益

を

こ

う

む

る

）

典

拠

䢣

『

仏

説

無

量

寿

経

』

て

ん

き

よ

〈

仏

、

弥

勒

に

語

り

た

ま

わ

く

、

み

ろ

く

そ

れ

か

の

仏

の

名

号

を

聞

く

こ

と

を

得

て

、

歓

喜

踊

躍

し

て

乃

至

一

ゆ

や

く

念

す

る

こ

と

あ

ら

ん

。

ま

さ

に

知

る

べ

し

、

こ

の

人

は

大

利

を

得

と

す

。

す

な

わ

ち

こ

れ

無

上

の

功

徳

を

具

足

す

る

な

り

と

〉

＊

Ｎ

「

〈

阿

弥

陀

仏

の

御

名

を

き

き

〉

と

は

」

Ｄ

「

南

無

阿

弥

陀

仏

と

い

う

阿

弥

陀

仏

の

名

号

を

聞

く

、

こ

と

で

す

」

Ｎ

「

な

ぜ

、

御

名

を

聞

く

の

で

す

か

」

Ｄ

「

如

来

法

蔵

様

（

阿

弥

陀

仏

）

は

愚

か

な

私

た

ち

に

、

真

実

の

言

葉

、

大

慈

悲

の

こ

も

っ

た

言

葉

、

救

い

の

言

葉

、

す

な

わ

ち

南

無

阿

弥

陀

仏

の

言

葉

と

な

っ

て

喚

び

か

け

、

喚

び

づ

め

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

そ

れ

に

よ

っ

て

、

〈

衆

生

は

必

ず

気

が

つ

い

て

く

れ

る

、

仏

と

で

あ

う

こ

と

が

で

き

る

〉

と

、

働

き

づ

め

に

働

い

て

下

さ

っ

て

い

る

の

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

そ

の

御

名

を

聞

く

の

で

す

」

Ｎ

「

南

無

阿

弥

陀

仏

と

な

っ

て

喚

び

か

け

ら

れ

て

い

る

、

そ

れ

に

よ

っ

て

私

た

ち

は

阿

弥

陀

仏

に

出

あ

う

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

え

え

そ

う

で

す

。

無

量

無

辺

の

阿

弥

陀

仏

が

南

無

阿

弥

陀

仏

と

い

う

真

実

大

悲

の

言

葉

と

ま

で

縮

ま

っ

て

私

た

ち

に

御

自

身

を

露

わ

に

し

て

下

さ

る

。

そ

れ

に

よ

っ

て

は

か

ら

ず

も

、

私

た

ち

の

よ

う

に

真

実

を

知

ら

ず

右

も

左

も

分

か

ら

ぬ

愚

鈍

の

身

も

阿

弥

陀

仏

に

お

あ

い

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

す

」

Ｎ

「

有

難

い

で

す

ね

」

Ｄ

「

え

え

。

曽

我

量

深

先

生

の

言

葉

に

〈

南

無

阿

弥

陀

仏

は

生

け

る

言

葉

の

仏

身

な

り

〉

と

あ

り

ま

す

。

生

き

た

阿

弥

陀

仏

そ

の

も

の

が

形

を

取

り

、

南

無

阿

弥

陀

仏

の

言

葉

と

な

っ

て

喚

び

か

け

た

も

う

の

で

す

」

Ｎ

「

南

無

阿

弥

陀

仏

の

言

葉

が

阿

弥

陀

仏

そ

の

も

の

な

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

え

え

そ

う

で

す

。

で

す

か

ら

南

無

阿

弥

陀

仏

の

言

葉

に

出

あ

う

こ

と

が

阿

弥

陀

仏

に

出

あ

う

こ

と

で

あ

り

、

阿

弥

陀

仏

の

大

悲

心

に

出

あ

う

こ

と

な

の

で

す

」

Ｎ

「

阿

弥

陀

仏

に

出

あ

う

と

い

う

こ

と

は

阿

弥

陀

仏

の

お

心

に

出

あ

う

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

私

た

ち

の

本

質

は

心

で

す

。

そ

れ

も

凡

夫

の

心

（

凡

心

）

で

す

。

こ

の

心

に

南

無

阿

弥

陀

仏

の

仏

心

が

出

あ

い

た

も

う

の

で

す

。

心

と

心

が

出

あ

っ

て

、

融

合

す

る

と

い

う

か

離

れ

な

く

な

る

の

で

す

」

Ｎ

「

不

思

議

で

す

ね

。

な

ぜ

そ

う

い

う

こ

と

が

可

能

な

の

で

す

か

」

Ｄ

「

分

か

り

ま

せ

ん

。

不

思

議

と

し

か

い

い

よ

う

は

あ

り

ま

せ

ん

。

仏

の

心

は

私

の

心

の

中

枢

に

届

い

て

下

さ

る

の

で

す

。

仏

の

慈

悲

心

、

あ

わ

れ

み

、

情

け

が

余

り

に

深

く

広

大

で

あ

っ

て

そ

の

大

慈

大

悲

の

あ

わ

れ

み

が

凡

心

に

浸

透

し

て

流

れ

込

ん

で

下

さ

る

か

ら

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

」

Ｎ

「

そ

の

阿

弥

陀

仏

の

大

悲

の

お

心

は

ど

こ

に

示

さ

れ

て

い

ま

す

か

」

Ｄ

「

釈

尊

の

説

か

れ

た

『

仏

説

無

量

寿

経

』

に

で

す

。

そ

こ

に

阿

弥

陀

仏

の

本

願

、

四

十

八

願

が

説

か

れ

て

い

ま

す

。

そ

の

中

で

こ

と

に

第

十

八

願

に

仏

の

大

慈

悲

心

が

よ

く

表

さ

れ

て

い

ま

す

」

Ｎ

「

そ

れ

は

ど

ん

な

内

容

で

す

か

」

Ｄ

「

第

十

八

願

文

の

中

で

〈

乃

至

十

念

若

不

生

者

不

取

正

覚

〉

と

い

う

お

誓

い

、

こ

こ

に

阿

弥

陀

仏

の

窮

ま

り

な

き

大

悲

心

が

表

さ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

お

心

に

つ

い

て

は

今

ま

で

何

度

も

申

し

上

げ

ま

し

た

」

Ｎ

「

我

執

・

我

愛

と

疑

惑

の

罪

に

よ

っ

て

、

生

死

流

転

し

続

け

て

き

た

私

た

ち

に

、

如

来

法

蔵

様

が

〈

た

だ

称

え

る

ば

か

り

で

浄

土

に

生

ま

れ

さ

せ

る

〉

す

な

わ

ち

〈

そ

の

ま

ま

な

り

で

ま

る

ま

る

助

け

る

〉

と

い

う

絶

対

救

済

の

お

言

葉

で

す

ね

」

Ｄ

「

え

え

そ

う

で

す

。

驚

く

べ

き

大

悲

の

お

心

で

す

」

Ｎ

「

〈

た

だ

称

え

る

ば

か

り

で

助

け

る

〉

と

い

う

丸

だ

す

け

の

お

心

を

ど

こ

で

聞

く

の

で

す

か

」

Ｄ

「

あ

な

た

が

念

仏

す

る

、

そ

こ

に

聞

く

の

で

す

」

Ｎ

「

口

に

称

え

て

い

る

念

佛

の

声

に

お

い

て

聞

く

の

で

す

か

」

Ｄ

「

え

え

そ

う

で

す

。

そ

れ

が

一

番

具

体

的

で

す

。

ナ

ム

ア

ミ

ダ

ブ

ツ

と

称

え

る

、

そ

の

一

声

一

声

の

お

念

仏

は

〈

称

え

る

ば

か

り

で

助

け

る

〉

と

い

う

阿

弥

陀

仏

の

大

慈

阿
弥
陀
仏
の
御
名
を
き
き

（

和

讚

問

答

）



悲

心

の

現

れ

、

す

な

わ

ち

仰

せ

で

す

。

一

声

一

声

の

お

念

仏

は

阿

弥

陀

仏

が

〈

助

け

る

、

助

け

る

〉

の

仰

せ

で

す

」

Ｎ

「

南

無

阿

弥

陀

仏

の

一

声

に

お

い

て

大

悲

を

聞

か

さ

れ

る

と

い

う

こ

と

で

す

が

、

ま

ず

お

念

仏

を

称

え

る

こ

と

が

始

め

に

あ

り

ま

す

ね

」

Ｄ

「

え

え

そ

う

な

ん

で

す

。

で

す

か

ら

古

来

諸

仏

方

が

、

〈

お

念

仏

を

称

え

よ

〉

と

お

勧

め

下

さ

る

の

で

す

。

な

ぜ

〈

お

念

仏

申

せ

〉

と

伝

え

ら

れ

て

き

た

か

と

い

う

と

、

仏

法

の

お

話

し

を

聞

く

だ

け

は

仏

法

が

観

念

化

し

が

ち

で

す

。

具

体

的

な

行

を

通

さ

な

い

と

身

に

つ

か

な

い

と

い

う

こ

と

を

法

蔵

菩

薩

は

す

で

に

知

り

ぬ

い

て

お

ら

れ

て

、

お

念

仏

で

救

お

う

と

い

う

ご

本

願

を

建

て

ら

れ

た

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

」

Ｎ

「

と

も

か

く

ま

ず

お

念

仏

を

称

え

る

。

そ

う

す

る

と

お

念

仏

の

声

が

耳

に

聞

こ

え

る

。

そ

の

一

声

の

ナ

ム

ア

ミ

ダ

ブ

ツ

の

お

声

に

お

い

て

、

大

悲

心

を

お

聞

か

せ

を

い

た

だ

く

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

そ

れ

が

〈

阿

弥

陀

仏

の

御

名

を

き

き

〉

な

の

で

す

ね

」

Ｎ

「

え

え

そ

う

で

す

。

た

だ

、

こ

こ

の

〈

御

名

を

き

き

〉

は

、

南

無

阿

弥

陀

仏

を

聞

く

の

で

す

が

、

南

無

阿

弥

陀

仏

の

お

心

（

仏

心

大

悲

）

が

本

当

に

身

に

し

み

て

聞

こ

え

た

、

と

い

う

い

わ

ば

〈

聞

き

受

け

ら

れ

た

〉

と

い

う

、

そ

う

い

う

〈

き

き

〉

な

の

で

す

」

Ｎ

「

単

に

耳

に

ナ

ム

ア

ミ

ダ

ブ

ツ

の

音

声

が

聞

こ

え

る

と

い

う

の

で

は

な

く

、

ナ

ム

ア

ミ

ダ

ブ

ツ

に

お

い

て

阿

弥

陀

仏

の

大

慈

悲

心

を

知

ら

し

め

ら

れ

た

。

初

め

て

〈

あ

あ

有

難

い

〉

と

聞

き

受

け

ら

れ

た

と

い

う

こ

と

な

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

え

え

そ

う

で

す

」

Ｎ

「

で

は

〈

歓

喜

讃

仰

せ

し

む

れ

か

ん

ぎ

さ

ん

ご

う

ば

〉

と

は

」

Ｄ

「

南

無

阿

弥

陀

仏

の

仰

せ

で

あ

る

〈

そ

の

ま

ま

な

り

で

助

け

る

〉

の

仰

せ

を

聞

い

て

、

あ

あ

有

難

い

阿

弥

陀

様

な

れ

ば

こ

そ

、

よ

う

こ

そ

よ

う

こ

そ

、

と

阿

弥

陀

仏

の

大

悲

を

喜

び

阿

弥

陀

仏

を

讃

え

る

こ

と

で

す

」

Ｎ

「

阿

弥

陀

仏

の

本

願

の

仰

せ

を

聞

け

ば

、

有

難

い

と

受

け

と

ら

れ

ず

に

は

お

れ

な

い

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

え

え

、

こ

の

阿

弥

陀

仏

と

の

出

あ

い

の

喜

び

、

こ

れ

に

越

し

た

喜

び

は

な

い

で

す

ね

。

こ

れ

に

較

べ

た

ら

、

こ

の

世

の

喜

び

は

一

時

的

な

も

の

で

あ

り

、

感

覚

を

楽

し

ま

せ

る

だ

け

の

底

の

浅

い

喜

び

が

ほ

と

ん

ど

で

し

ょ

う

」

Ｎ

「

飲

ん

だ

り

食

べ

た

り

す

る

喜

び

、

映

画

や

音

楽

を

聴

く

喜

び

、

ス

ポ

ー

ツ

を

楽

し

む

喜

び

な

ど

、

ず

い

ぶ

ん

沢

山

の

喜

び

や

楽

し

み

が

世

の

中

に

は

あ

り

ま

す

。

〈

人

生

は

楽

し

む

た

め

に

あ

る

の

だ

〉

と

い

う

人

生

観

を

語

る

人

も

ず

い

ぶ

ん

い

ま

す

」

Ｎ

「

そ

れ

は

、

見

た

り

、

聞

い

た

り

、

食

べ

た

り

、

触

れ

た

り

す

る

五

つ

の

感

覚

を

刺

戟

し

て

快

感

を

求

め

て

い

る

と

も

い

え

る

で

し

ょ

う

ね

」

Ｄ

「

え

え

、

そ

う

で

す

ね

。

こ

う

い

う

現

代

の

特

色

は

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

だ

と

い

え

ま

す

。

い

わ

ゆ

る

〈

何

の

た

め

に

生

き

て

い

る

の

か

意

味

が

分

か

ら

な

い

。

生

き

る

本

当

の

意

味

な

ん

て

な

い

、

生

き

る

意

味

を

求

め

て

も

し

か

た

が

な

い

。

生

き

る

意

味

は

分

か

ら

な

く

て

も

色

ん

な

楽

し

い

こ

と

や

面

白

い

こ

と

が

あ

る

の

で

、

そ

れ

ら

を

求

め

る

だ

け

〉

と

い

う

、

そ

れ

が

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の

特

徴

だ

と

思

い

ま

す

。

も

う

一

つ

い

え

ば

〈

神

も

仏

も

な

い

、

死

ん

だ

ら

そ

れ

で

お

し

ま

い

。

生

き

て

い

る

う

ち

に

楽

し

い

こ

と

を

一

杯

し

て

、

死

ぬ

と

き

に

後

悔

の

な

い

よ

う

に

し

た

い

。

健

康

で

お

金

が

な

い

と

そ

れ

も

で

き

な

い

か

ら

、

健

康

と

お

金

が

一

番

大

事

〉

と

い

う

、

そ

う

い

う

人

生

観

で

す

」

Ｎ

「

死

ぬ

の

は

し

か

た

が

な

い

。

死

ぬ

ま

で

は

楽

し

み

た

い

。

だ

か

ら

お

金

と

健

康

が

一

番

大

事

と

い

う

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

そ

う

い

う

人

生

観

を

支

え

て

い

る

の

が

自

然

科

学

的

な

物

質

中

心

の

見

方

で

あ

り

、

経

済

中

心

主

義

の

現

代

社

会

の

潮

流

で

す

ね

」

Ｎ

「

で

は

生

き

る

意

味

は

仏

教

で

は

ど

う

説

か

れ

る

の

で

す

か

」

Ｄ

「

一

言

で

言

え

ば

、

真

理

を

求

め

真

理

に

目

覚

め

真

理

に

そ

っ

て

生

き

よ

、

と

い

う

の

で

す

。

真

理

を

仏

と

い

っ

て

も

い

い

で

す

。

で

す

か

ら

人

生

は

仏

に

あ

い

、

仏

に

な

る

た

め

に

生

き

る

、

い

わ

ゆ

る

成

仏

道

を

歩

む

た

め

の

人

生

と

教

え

ら

れ

ま

す

」

Ｎ

「

ず

い

ぶ

ん

、

堅

苦

し

い

道

で

す

ね

」

Ｄ

「

そ

う

見

え

ま

す

が

、

一

方

で

仏

法

は

安

楽

の

法

門

と

い

わ

れ

、

本

当

の

楽

、

毀

れ

な

い

楽

、

窮

極

こ

わ

の

楽

（

極

楽

）

を

実

現

す

る

道

な

の

で

す

。

こ

の

世

の

娯

楽

・

道

楽

・

快

楽

は

確

か

に

楽

し

い

で

す

が

、

一

時

的

で

そ

の

場

限

り

の

場

合

が

殆

ど

で

あ

り

、

ま

た

す

ぐ

物

足

り

な

く

な

り

ま

す

。

そ

れ

を

繰

り

か

え

し

て

い

ま

す

。

し

か

も

楽

し

み

が

沢

山

あ

る

人

生

に

お

い

て

も

、

老

病

死

を

免

れ

ま

せ

ん

か

ら

心

の

底

に

不

安

と

か

や

り

き

れ

な

さ

と

か

憂

い

を

か

か

え

て

い

ま

す

」

Ｎ

「

そ

う

で

す

ね

。

そ

れ

と

現

実

の

人

生

は

楽

し

い

こ

と

ば

か

り

で

は

な

く

て

、

結

構

苦

し

い

こ

と

や

悲

し

い

こ

と

が

多

い

の

も

事

実

で

、

そ

う

な

る

と

本

当

に

毀

れ

な

く

、

こ

わ

心

か

ら

満

足

で

き

る

喜

び

は

何

か

と

問

う

て

み

る

と

こ

の

世

の

中

に

は

そ

う

い

う

も

の

は

な

い

で

す

ね

」

Ｎ

「

で

は

次

に

〈

功

徳

の

宝

を

具

足

し

て

一

念

大

利

無

上

な

り

〉

と

は

」

Ｄ

「

阿

弥

陀

仏

の

本

願

を

信

じ

た

人

は

信

じ

た

そ

の

時

、

阿

弥

陀

仏

の

功

徳

の

宝

を

い

た

だ

い

て

、

こ

の

上

な

い

仏

に

な

ら

し

め

ら

れ

る

と

い

う

広

大

な

利

益

を

い

た

だ

く

の

で

あ

る

、

と

釈

尊

が

讃

え

て

下

さ

る

の

で

す

」

Ｎ

「

で

は

、

本

願

を

信

じ

た

ら

、

無

上

の

功

徳

を

自

分

は

身

に

い

た

だ

い

た

の

だ

と

実

感

で

き

る

の

で

し

ょ

う

か

」

Ｄ

「

実

際

に

は

、

無

上

大

利

と

い

わ

れ

る

ほ

ど

の

大

功

徳

を

実

感

す

る

こ

と

は

難

し

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

」

Ｎ

「

で

は

な

ぜ

、

功

徳

の

宝

を

身

に

い

た

だ

く

と

か

こ

の

上

な

い

大

き

な

利

益

を

い

た

だ

く

と

か

い

わ

れ

る

の

で

し

ょ

う

か

」

Ｄ

「

念

佛

を

信

じ

る

人

に

は

こ

の

上

な

い

尊

い

功

徳

を

身

に

い

た

だ

い

た

の

だ

よ

、

と

釈

尊

は

、

そ

れ

ほ

ど

の

功

徳

と

知

ら

な

い

私

た

ち

に

恵

み

の

大

い

な

る

こ

と

を

教

え

て

下

さ

る

の

で

し

ょ

う

」

Ｎ

「

と

い

う

こ

と

は

現

在

、

弥

陀

の

本

願

を

信

じ

て

そ

れ

ほ

ど

の

功

徳

を

い

た

だ

い

た

と

は

感

じ

な

く

て

も

、

弥

陀

の

本

願

を

受

け

い

れ

た

人

は

、

大

い

な

る

利

益

い

わ

ゆ



る

仏

に

な

る

と

い

う

利

益

を

い

た

だ

い

た

身

で

す

よ

と

、

釈

尊

が

教

え

て

下

さ

る

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

え

え

、

そ

れ

ほ

ど

の

利

益

が

あ

る

こ

と

を

教

え

て

下

さ

り

、

そ

れ

ゆ

え

弥

陀

の

本

願

を

信

じ

よ

と

、

大

衆

に

お

念

仏

を

信

じ

る

こ

と

を

お

勧

め

下

さ

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

」

Ｎ

「

お

念

仏

の

功

徳

は

莫

大

な

こ

と

を

説

か

れ

、

一

切

衆

生

に

本

願

を

信

じ

念

佛

申

す

こ

と

を

お

勧

め

下

さ

る

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

そ

う

お

聞

き

し

て

ま

す

。

ご

く

卑

近

な

喩

え

で

い

え

ば

、

家

の

ひ

き

ん

た

と

庭

を

掘

っ

て

い

る

と

、

あ

る

日

突

然

に

地

下

か

ら

お

湯

が

沸

き

出

し

た

。

湧

き

出

た

お

湯

の

量

は

少

し

で

あ

っ

て

も

、

専

門

家

が

、

地

下

に

は

限

り

な

い

量

の

湯

脈

が

あ

っ

て

お

湯

が

出

続

け

る

と

教

え

て

下

さ

る

よ

う

な

も

の

で

す

。

地

上

に

出

て

く

る

お

湯

は

毎

日

少

し

で

も

そ

の

源

は

量

り

無

い

量

で

あ

る

よ

う

に

、

日

々

の

お

念

仏

の

功

徳

は

た

と

え

少

し

し

か

感

じ

な

く

て

も

、

お

念

仏

の

功

徳

は

こ

の

上

な

い

無

量

の

功

徳

に

連

な

っ

て

い

る

の

で

す

。

そ

の

こ

と

を

知

ら

な

い

私

た

ち

、

ま

た

未

だ

信

じ

て

い

な

い

人

に

、

お

念

仏

を

聞

信

す

る

一

念

に

た

ま

わ

る

利

益

は

無

上

の

功

徳

だ

と

釈

尊

は

お

知

ら

せ

下

さ

り

、

お

勧

め

下

さ

る

の

で

あ

り

ま

し

ょ

う

」

（

了

）

九

月

二

十

四

日

、

高

校

三

年

の

同

じ

ク

ラ

ス

だ

け

の

同

期

会

に

参

加

し

た

。

Ｊ

Ｒ

岡

山

駅

の

近

く

の

料

理

屋

で

八

名

ほ

ど

が

集

ま

っ

た

。

物

故

者

は

九

名

ほ

ど

い

て

、

同

期

の

二

割

程

度

が

も

う

こ

の

世

の

人

で

は

無

い

。

ど

こ

え

行

っ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

最

初

に

物

故

者

へ

の

黙

祷

。

二

〇

年

ほ

ど

中

国

の

上

海

や

南

京

大

学

で

日

本

語

を

教

え

て

こ

の

七

月

に

帰

国

し

た

者

、

地

方

の

新

聞

の

コ

ラ

ム

を

書

き

続

け

て

い

る

者

、

歯

医

者

を

し

て

い

る

者

、

市

の

社

会

福

祉

協

議

会

の

会

長

を

し

て

い

る

者

、

東

京

の

商

社

を

リ

タ

イ

ア

ー

し

て

郷

里

に

帰

っ

て

農

業

を

し

て

い

る

者

、

東

京

で

事

業

を

し

郷

里

に

帰

っ

て

き

た

者

な

ど

な

ど

多

彩

で

あ

る

。

隠

居

老

人

の

よ

う

な

人

は

い

な

い

。

皆

戦

後

の

貧

し

い

時

代

か

ら

、

高

度

成

長

期

そ

し

て

バ

ブ

ル

崩

壊

を

生

き

ぬ

い

て

き

た

者

た

ち

ば

か

り

で

あ

る

。

続

い

て

十

月

一

日

に

も

中

学

校

の

同

窓

会

に

十

年

ぶ

り

で

出

席

し

た

。

同

窓

会

の

案

内

が

あ

っ

て

も

何

か

し

ら

の

用

事

で

な

か

な

か

行

け

な

い

の

だ

が

、

今

回

は

二

つ

も

出

席

し

た

。

一

番

感

じ

た

の

は

出

席

し

て

い

る

人

が

私

よ

り

元

気

そ

う

な

者

た

ち

ば

か

り

で

、

自

分

の

老

化

の

進

み

の

早

い

の

が

実

感

さ

せ

ら

れ

た

。

五

十

五

名

の

参

加

で

、

卒

業

以

来

の

人

も

結

構

い

た

。

円

卓

テ

ー

ブ

ル

に

ク

ジ

で

坐

り

、

ち

ょ

う

ど

右

隣

り

に

小

学

校

も

同

じ

だ

っ

た

Ｆ

君

と

同

席

、

左

隣

り

は

ま

っ

た

く

憶

え

の

な

い

女

性

で

あ

っ

た

。

出

席

し

て

い

る

女

性

は

お

化

粧

し

て

着

飾

っ

て

い

る

人

も

い

れ

ば

、

ふ

だ

ん

着

の

よ

う

な

日

常

の

姿

で

出

席

し

て

い

る

人

も

い

た

。

飾

り

気

の

な

い

姿

で

出

席

す

る

人

に

何

か

し

ら

尊

敬

の

念

を

お

ぼ

え

る

。

私

も

同

窓

会

へ

の

出

席

と

な

る

と

散

髪

ぐ

ら

い

は

し

て

や

は

り

見

栄

え

を

良

く

し

、

若

く

思

わ

れ

れ

た

い

と

い

う

煩

悩

が

湧

く

か

ら

で

あ

る

。

そ

し

て

慣

例

の

集

合

写

真

を

撮

っ

た

。

こ

の

場

で

も

よ

り

良

く

映

り

た

い

と

い

う

煩

悩

が

起

こ

る

。

我

愛

の

心

の

強

い

こ

と

は

人

の

中

に

出

る

と

よ

く

分

か

る

。

時

々

は

こ

う

い

う

場

所

に

出

て

自

分

の

心

が

ど

う

動

く

か

を

知

る

の

も

い

い

経

験

で

あ

る

。

ア

ト

ラ

ク

シ

ョ

ン

が

途

中

で

あ

っ

た

が

、

そ

れ

に

は

皆

さ

ん

あ

ま

り

興

味

が

な

さ

そ

う

で

お

喋

り

に

夢

中

で

あ

っ

た

。

同

窓

会

で

い

い

の

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

社

会

的

な

位

置

や

学

歴

や

仕

事

の

如

何

に

関

わ

ら

ず

、

「

お

い

、

お

前

」

と

気

さ

く

に

話

が

交

わ

せ

る

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

は

親

族

以

外

の

関

係

で

は

な

か

な

か

な

い

こ

と

で

あ

る

。

会

も

後

半

に

な

っ

て

、

一

人

一

人

が

壇

上

に

立

っ

て

一

分

以

内

に

近

況

を

報

告

す

る

。

私

は

最

後

か

ら

二

番

目

で

あ

っ

た

。

そ

れ

ぞ

れ

の

話

は

自

分

の

体

の

健

康

に

つ

い

て

が

一

番

多

い

、

そ

し

て

子

や

孫

の

話

で

あ

る

。

現

在

も

ク

ス

リ

を

一

つ

も

飲

ま

ず

に

生

活

し

て

百

才

迄

は

生

き

る

つ

も

り

と

い

う

話

も

あ

っ

た

。

私

は

特

に

話

す

こ

と

も

無

か

っ

た

が

、

「

七

十

才

を

過

ぎ

て

、

も

う

充

分

に

生

き

た

と

い

う

思

い

に

な

っ

た

。

生

き

足

ら

な

い

と

い

う

こ

と

は

な

く

な

っ

た

。

中

学

時

代

に

自

分

が

問

題

と

な

っ

て

以

後

、

仏

教

に

で

あ

っ

て

坊

主

を

ず

っ

と

や

っ

て

ま

す

」

と

簡

単

に

述

べ

た

。

話

し

た

後

で

、

「

そ

れ

じ

ゃ

あ

君

は

い

つ

死

ん

で

も

い

い

の

だ

な

」

と

思

わ

れ

そ

う

で

、

「

ま

だ

ま

だ

生

き

た

い

と

い

う

心

も

当

然

起

こ

る

」

こ

と

を

話

し

に

付

け

加

え

る

の

を

忘

れ

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

っ

た

。

中

学

時

代

一

番

仲

が

良

か

っ

た

友

は

誰

も

来

て

い

な

か

っ

た

。

一

人

は

入

院

中

と

聞

く

。

い

ろ

ん

な

事

情

で

や

む

を

得

ず

出

席

で

き

な

い

人

も

沢

山

い

た

に

違

い

な

い

。

ど

う

し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

往

復

、

長

時

間

高

速

バ

ス

に

乗

っ

た

の

で

、

か

な

り

腰

に

こ

た

え

た

。

（

了

）

〈

遠

方

法

話

予

定

〉

十

月

十

三

日

～

十

五

日

。

福

井

別

院

。

朝

事

後

法

話

と

午

後

法

話

・

座

談

。

宿

泊

可

（

℡

〇

七

七

六

・

二

一

・

四

四

四

四

）

＊

十

月

十

九

日

。

名

古

屋

市

中

川

区

。

坪

井

氏

宅

近

く

の

聞

法

会

館

午

前

十

時

法

話

・

午

後

座

談

＊

十

月

二

十

三

日

～

二

十

五

日

。

札

幌

別

院

報

恩

講

法

話

＊

十

一

月

二

十

三

日

～

二

十

四

日

。

石

川

県

金

沢

市

。

名

聲

寺

。

午

後

か

ら

午

後

迄

＊

十

二

月

十

日

か

ら

十

一

日

。

姫

路

市

。

西

源

寺

。

夜

か

ら

午

後

迄

。

＊

十

二

月

十

七

日

。

福

井

別

院

。

午

前

十

時

法

話

・

午

後

座

談

平

成

二

十

九

年

度

一

月

十

五

日

。

十

時

。

芦

屋

仏

教

会

館

（

詳

し

く

は

念

佛

寺

の

方

に

お

問

い

合

わ

せ

下

さ

い

）

《
お
知
ら
せ
》

十

一

月

六

日

の

共

学

会

（

午

後

七

時

）

は

十

一

月

五

日

に

変

更

い

た

し

ま

す

。

住

職

雑

感

Ｎ

Ｈ

Ｋ

ラ

ジ

オ

第

二

放

送

「

宗

教

の

時

間

」

『

木

村

無

相

さ

ん

を

偲

ん

で

」

土

井

紀

明

十

一

月

六

日

（

日

）

午

前

八

時

半

三

十

分

間

（

再

放

送

）

十

一

月

十

三

日

（

日

）

午

後

六

時

半


