
人

そ

れ

ぞ

れ

の

人

生

、

生

活

、

境

遇

な

ど

は

み

な

バ

ラ

バ

ラ

で

あ

り

、

違

い

が

あ

り

ま

す

。

め

い

め

い

の

性

格

、

容

貌

、

体

質

は

も

と

よ

り

、

家

庭

状

況

、

収

入

、

社

会

環

境

、

自

然

環

境

ま

で

含

め

て

実

に

さ

ま

ざ

ま

で

す

。

な

ぜ

こ

の

様

に

多

様

で

あ

り

、

差

違

が

あ

る

の

で

し

ょ

う

か

。

そ

の

理

由

は

、

と

問

わ

れ

る

と

合

理

的

な

説

明

は

非

常

に

難

し

い

と

思

い

ま

す

。

し

か

も

、

こ

う

し

た

違

い

が

あ

る

の

は

何

故

な

の

か

と

い

う

問

い

は

な

く

な

り

ま

せ

ん

。

そ

れ

で

も

そ

の

訳

を

仏

教

に

問

う

て

み

る

と

、

そ

れ

は

一

言

で

言

う

と

「

業

因

縁

」

（

業

因

・

業

縁

）

の

故

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

業

因

と

は

一

人

一

人

の

善

悪

の

行

い

（

業

）

で

あ

り

、

そ

の

行

い

に

よ

っ

て

、

行

い

の

結

果

が

そ

の

人

の

主

体

や

境

遇

に

現

れ

て

く

る

と

い

わ

れ

ま

す

。

た

と

え

ば

、

現

在

の

境

遇

が

恵

ま

れ

て

い

る

と

す

る

と

、

そ

れ

は

過

去

に

為

し

て

き

た

自

分

の

善

な

る

行

い

が

原

因

と

な

っ

て

、

そ

の

結

果

が

現

在

の

私

の

良

い

状

態

と

な

っ

て

い

る

、

と

そ

う

説

か

れ

て

い

ま

す

。

実

際

、

人

を

傷

つ

け

ず

、

利

得

の

た

め

に

ウ

ソ

を

言

わ

ず

、

ま

じ

め

で

誠

実

な

行

い

を

し

、

仕

事

に

励

む

、

そ

う

し

た

善

い

行

い

（

業

因

）

を

続

け

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

そ

の

人

の

生

活

が

安

定

し

て

く

る

の

だ

、

と

い

わ

れ

ま

す

が

、

そ

れ

は

納

得

い

く

道

理

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

逆

に

、

ま

じ

め

に

働

か

ず

、

す

ぐ

人

と

ケ

ン

カ

を

し

た

り

、

利

得

の

た

め

に

ご

ま

か

し

た

り

す

る

よ

う

な

こ

と

を

続

け

る

と

、

そ

の

結

果

、

生

活

が

不

安

定

に

な

る

と

い

う

こ

と

は

、

よ

く

見

聞

す

る

こ

と

で

す

。

だ

か

ら

自

分

の

生

活

が

「

ど

う

も

う

ま

く

い

か

な

い

」

と

い

う

こ

と

で

、

「

そ

れ

は

あ

な

た

の

責

任

で

す

よ

」

と

言

わ

れ

る

と

、

イ

ヤ

と

は

い

え

な

い

の

で

す

。

確

か

に

自

分

の

過

去

の

行

い

の

善

し

悪

し

が

現

在

の

私

の

境

遇

全

体

の

状

況

に

関

わ

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

、

そ

れ

は

当

然

言

え

る

こ

と

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

そ

う

い

う

意

味

で

「

業

因

縁

」

の

中

で

、

人

が

行

う

「

業

因

」

（

行

い

の

因

）

に

よ

っ

て

、

そ

の

結

果

に

お

い

て

人

の

生

活

に

差

違

が

出

て

く

る

、

と

言

う

こ

と

は

納

得

が

い

き

ま

す

。し

か

し

だ

か

ら

と

い

っ

て

、

一

人

一

人

の

行

い

の

善

し

悪

し

だ

け

で

そ

の

人

の

人

生

生

活

が

決

定

さ

れ

て

来

る

の

か

と

い

う

と

、

そ

う

で

は

な

く

て

「

業

因

縁

」

の

中

の

「

業

縁

」

が

深

く

関

わ

っ

て

い

る

こ

と

も

事

実

で

す

。

業

縁

は

、

人

が

行

為

（

業

）

す

る

時

、

で

あ

う

さ

ま

ざ

ま

な

外

の

縁

で

あ

り

、

ま

た

自

ら

の

行

い

に

直

接

関

わ

ら

ず

と

も

ふ

り

か

か

っ

て

く

る

多

く

の

外

的

な

条

件

や

出

来

事

は

す

べ

て

縁

（

条

件

）

と

い

っ

て

よ

く

、

そ

う

い

う

意

味

で

無

数

の

縁

が

一

人

一

人

の

人

生

生

活

に

関

わ

っ

て

く

る

と

い

う

の

も

事

実

で

す

。

た

と

え

ば

ど

う

い

う

時

代

社

会

の

中

で

生

活

し

て

い

る

か

、

と

い

う

こ

と

も

そ

う

で

す

。

現

代

の

シ

リ

ア

の

よ

う

な

状

態

の

中

で

生

き

ざ

る

を

得

な

い

よ

う

な

人

た

ち

は

、

い

か

に

ま

じ

め

に

日

々

を

送

っ

て

も

、

な

か

な

か

幸

せ

に

は

な

れ

ず

不

安

定

な

生

活

に

な

り

や

す

い

で

し

ょ

う

。

あ

る

い

は

平

穏

無

事

で

生

活

し

て

い

た

人

が

突

然

の

地

震

や

津

波

に

あ

っ

て

家

族

を

失

い

財

産

を

失

う

。

あ

る

い

は

健

康

で

元

気

で

働

い

て

い

て

も

や

っ

か

い

な

病

気

に

襲

わ

れ

る

。

あ

る

い

は

ま

じ

め

に

働

い

て

い

て

収

入

が

安

定

し

て

い

て

も

、

世

界

経

済

の

動

向

に

よ

っ

て

会

社

の

倒

産

に

あ

い

、

リ

ス

ト

ラ

さ

れ

て

所

得

が

激

減

す

る

な

ど

、

い

く

ら

で

も

あ

り

え

ま

す

。そ

う

い

う

さ

ま

ざ

ま

な

外

か

ら

の

縁

に

よ

っ

て

、

安

定

し

て

い

た

生

活

が

あ

っ

と

い

う

ま

に

不

安

定

に

な

り

困

窮

し

て

く

る

、

と

い

う

こ

と

は

よ

く

あ

り

ま

す

。

そ

れ

は

そ

の

人

の

行

い

の

善

し

悪

し

に

直

接

関

わ

る

と

は

い

え

ず

、

業

縁

に

よ

る

も

の

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

い

わ

ば

外

か

ら

の

い

ろ

ん

な

偶

然

的

な

縁

（

偶

縁

）

に

よ

っ

て

そ

う

な

る

の

で

あ

る

と

い

え

ま

し

ょ

う

。

（

こ

う

し

た

さ

ま

ざ

ま

な

外

縁

も
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そ

の

人

の

過

去

の

行

為

の

結

果

で

あ

る

と

い

う

説

も

あ

り

ま

す

が

、

私

は

そ

の

説

を

取

り

ま

せ

ん

）

そ

う

す

る

と

人

そ

れ

ぞ

れ

の

生

活

に

違

い

や

差

違

が

出

て

く

る

の

は

、

「

業

因

縁

」

に

よ

っ

て

で

あ

る

と

総

括

す

る

こ

と

で

き

る

と

思

い

ま

す

。

な

お

、

業

縁

の

こ

と

を

世

間

で

は

「

運

が

い

い

」

と

か

「

運

が

悪

い

」

と

か

言

い

ま

す

が

、

仏

教

で

は

運

と

は

い

わ

ず

、

「

や

っ

て

く

る

さ

ま

ざ

ま

な

縁

で

」

と

言

い

ま

す

。

こ

う

い

う

意

味

で

は

人

生

生

活

の

違

い

は

、

自

己

責

任

の

部

分

も

あ

れ

ば

、

不

可

抗

力

の

偶

然

的

な

縁

に

よ

っ

て

で

あ

る

と

も

言

え

ま

し

ょ

う

。

で

は

私

の

人

生

の

幸

不

幸

は

、

要

す

る

に

「

自

分

の

せ

い

」

で

あ

っ

た

り

「

運

命

の

せ

い

」

で

あ

っ

て

、

そ

れ

以

外

ど

う

し

て

み

よ

う

も

な

い

の

で

あ

る

か

と

い

う

と

、

決

し

て

そ

う

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

業

因

縁

を

説

い

て

、

人

の

幸

不

幸

は

業

因

縁

に

よ

る

の

で

あ

っ

て

、

あ

と

は

そ

れ

ぞ

れ

が

自

分

の

現

在

の

境

遇

と

し

て

受

け

入

れ

る

か

受

け

入

れ

な

い

だ

け

だ

、

と

か

、

あ

る

い

は

ど

ん

な

に

不

幸

で

あ

っ

て

も

善

を

為

し

悪

を

慎

む

行

い

を

し

て

い

く

と

、

そ

の

結

果

幸

せ

に

な

る

な

ど

と

説

か

れ

る

の

は

真

宗

の

教

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

そ

う

で

は

な

く

て

、

真

宗

は

、

ど

ん

な

境

遇

の

人

（

世

間

で

言

う

幸

福

な

人

、

不

幸

な

人

）

で

あ

っ

て

も

、

現

在

「

一

人

一

人

に

阿

弥

陀

仏

が

と

も

に

離

れ

な

く

ま

し

ま

す

」

と

い

う

一

点

に

気

が

つ

く

か

ど

う

か

、

そ

れ

が

本

当

の

幸

不

幸

の

分

か

れ

目

だ

と

い

う

の

で

す

。

た

と

え

世

間

で

い

う

不

幸

な

境

遇

に

あ

る

人

も

、

そ

の

人

の

足

も

と

に

阿

弥

陀

仏

が

ま

し

ま

し

て

摂

め

お

さ

取

っ

て

下

さ

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

。

こ

の

有

難

い

事

実

に

気

が

つ

く

こ

と

、

そ

れ

が

決

定

的

に

大

事

な

こ

と

だ

と

。

阿

弥

陀

仏

は

は

か

り

な

い

い

の

ち

で

あ

り

、

慈

悲

で

あ

り

、

智

慧

で

あ

っ

て

、

阿

弥

陀

仏

に

で

あ

う

人

は

そ

の

功

徳

に

預

か

り

ま

す

。

そ

こ

に

不

幸

（

悪

）

は

転

じ

て

徳

（

幸

い

）

と

な

る

と

い

う

転

悪

成

徳

の

利

益

（

智

慧

）

が

与

え

ら

れ

ま

す

。

で

は

、

外

縁

に

よ

っ

て

重

度

の

障

害

者

に

な

り

、

た

だ

生

き

て

い

る

だ

け

で

、

阿

弥

陀

仏

と

の

出

あ

い

が

自

覚

的

に

不

可

能

と

思

わ

れ

る

人

の

場

合

は

ど

う

で

し

ょ

う

か

。

そ

う

い

う

人

は

ま

た

次

の

世

で

人

間

に

生

ま

れ

て

、

そ

こ

で

阿

弥

陀

仏

に

で

あ

う

こ

と

が

可

能

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

生

は

一

回

限

り

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

ら

（

了

）

十

方

の

無

量

菩

薩

衆

徳

本

う

え

ん

た

め

に

と

て

恭

敬

を

い

た

し

歌

嘆

す

く

ぎ

よ

う

か

た

ん

み

な

ひ

と

婆

伽

婆

を

帰

命

せ

よ

ば

が

ば

浄

土

和

讚

（

語

句

）

婆

伽

婆

䢣

䢣

世

尊

と

い

う

意

味

で

、

こ

こ

で

は

阿

弥

陀

仏

の

こ

と

。

（

現

代

語

訳

）

䢣

䢣

十

方

か

ら

弥

陀

の

浄

土

へ

往

詣

す

る

無

量

の

菩

薩

た

ち

は

、

功

徳

を

修

す

る

た

め

に

弥

陀

を

尊

敬

し

て

、

口

に

も

心

に

も

ほ

め

た

た

え

る

。

こ

の

よ

う

な

弥

陀

仏

を

た

の

み

と

せ

よ

。

（

参

考

資

料

）

香

月

院

深

励

師

『

浄

土

和

讚

講

義

』

よ

り

。

「

も

ろ

も

ろ

の

菩

薩

十

方

よ

り

往

詣

し

て

、

弥

陀

仏

を

供

養

し

た

て

ま

つ

り

、

す

な

わ

ち

そ

の

供

養

は

あ

る

い

は

音

楽

を

奏

し

て

仏

を

歌

嘆

し

、

あ

る

い

は

天

の

妙

華

・

宝

み

よ

う

け

香

・

無

価

衣

を

も

っ

て

如

来

を

供

む

げ

養

し

、

極

楽

浄

土

の

微

妙

難

思

議

な

る

こ

と

を

讃

歎

す

。

そ

の

時

に

さ

ん

た

ん

心

に

思

し

召

す

よ

う

〈

我

ら

も

何

お

ぼ

め

と

ぞ

、

こ

の

極

楽

の

よ

う

な

浄

土

を

建

立

し

た

い

〉

と

思

し

召

す

」

＊

＊

＊

Ｎ

「

こ

の

ご

和

讚

の

内

容

は

ど

う

い

う

意

味

で

す

か

」

Ｄ

「

十

方

世

界

の

仏

国

よ

り

無

数

の

菩

薩

が

阿

弥

陀

仏

の

極

楽

浄

土

に

詣

で

、

阿

弥

陀

仏

を

敬

い

、

供

も

う

養

し

、

阿

弥

陀

仏

と

そ

の

浄

土

を

ほ

め

た

た

え

ら

れ

る

の

で

す

」

Ｎ

「

ど

の

よ

う

に

ほ

め

た

た

え

ら

れ

る

の

で

す

か

」

Ｄ

「

音

楽

を

奏

で

、

花

を

散

ら

し

、

か

な

お

香

を

焚

き

、

素

晴

ら

し

い

衣

を

た

阿

弥

陀

仏

に

お

か

け

し

て

供

養

し

、

阿

弥

陀

仏

と

そ

の

浄

土

を

ほ

め

た

た

え

ら

れ

る

の

で

す

。

そ

の

よ

う

に

無

数

の

菩

薩

方

に

讃

歎

さ

れ

る

阿

弥

陀

仏

（

婆

伽

婆

）

に

よ

り

た

て

ま

つ

れ

と

、

聖

人

は

お

勧

め

下

さ

る

、

そ

う

い

う

ご

和

讚

で

す

」

Ｎ

「

こ

れ

は

ど

こ

に

出

て

い

る

内

容

な

の

で

す

か

」

Ｄ

「

仏

説

無

量

寿

経

の

中

に

説

か

れ

て

い

る

往

覲

偈

と

い

う

偈

文

に

説

か

れ

て

い

ま

す

。

無

量

の

菩

薩

が

阿

弥

陀

仏

と

阿

弥

陀

仏

の

浄

土

を

讃

歎

し

、

そ

し

て

〈

我

ら

も

何

と

ぞ

阿

弥

陀

仏

の

極

楽

浄

土

の

よ

う

な

国

を

建

立

し

た

い

〉

と

い

う

願

い

を

起

こ

さ

れ

る

、

と

」

Ｎ

「

十

方

世

界

の

菩

薩

方

は

阿

弥

陀

仏

の

浄

土

に

往

き

、

〈

私

の

国

も

阿

弥

陀

仏

の

浄

土

の

よ

う

に

し

た

い

〉

と

い

う

広

大

な

願

い

を

お

こ

さ

れ

る

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

え

え

、

そ

う

で

す

」

Ｎ

「

こ

こ

で

十

方

世

界

の

菩

薩

方

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

が

、

こ

の

娑

婆

世

界

の

衆

生

で

、

阿

弥

陀

仏

の

本

願

を

信

じ

て

正

定

聚

に

住

す

る

お

方

は

菩

薩

と

は

い

え

な

い

の

で

し

ょ

う

か

」

Ｄ

「

『

愚

禿

抄

』

に

聖

人

は

信

心

の

ぐ

と

く

行

者

に

つ

い

て

汝

の

言

は

行

者

な

り

、

こ

れ

す

な

わ

ち

必

定

の

菩

薩

と

名

づ

く

と

い

わ

れ

、

凡

夫

で

あ

り

な

が

ら

信

心

の

念

仏

行

者

は

〈

必

定

の

菩

薩

〉

で

あ

る

と

い

う

意

味

が

そ

こ

に

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

で

す

か

ら

、

こ

こ

の

十

方

世

界

の

菩

薩

方

の

一

員

に

、

信

心

の

行

者

も

あ

ら

し

め

ら

れ

て

い

る

と

理

解

し

て

も

い

い

の

で

あ

り

ま

し

ょ

う

」

Ｎ

「

そ

う

し

ま

す

と

、

信

心

の

行

者

が

阿

弥

陀

仏

の

浄

土

を

聞

き

、

そ

の

願

心

を

聞

く

と

〈

我

ら

も

極

楽

浄

土

の

よ

う

な

国

を

打

ち

た

て

た

い

〉

と

い

う

願

い

を

起

こ

す

と

言

い

得

る

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

極

楽

浄

土

に

実

際

に

未

だ

往

生

し

て

い

な

く

て

も

、

阿

弥

陀

仏

の

お

心

に

こ

の

世

で

触

れ

、

阿

弥

陀

仏

の

浄

土

の

相

を

あ

る

べ

き

領

十
方
無
量
の
菩
薩
衆

（

和

讚

問

答

）



域

で

あ

る

と

お

聞

か

せ

て

い

た

だ

き

、

お

浄

土

こ

そ

あ

る

べ

き

世

界

で

あ

る

と

感

じ

る

な

ら

〈

私

た

ち

の

こ

の

娑

婆

世

界

も

浄

土

の

よ

う

で

あ

り

た

い

〉

と

願

う

よ

う

に

な

る

、

と

い

え

ま

し

ょ

う

」

Ｎ

「

で

は

極

楽

浄

土

は

具

体

的

に

ど

う

い

う

世

界

で

し

ょ

う

か

」

Ｄ

「

そ

れ

に

つ

い

て

は

仏

説

無

量

寿

経

に

浄

土

の

相

（

姿

）

が

説

か

れ

て

い

ま

す

。

法

蔵

菩

薩

は

四

十

八

願

を

起

こ

さ

れ

、

そ

れ

を

成

就

さ

れ

た

の

が

極

楽

浄

土

で

す

。

浄

土

の

功

徳

は

無

量

で

あ

り

ま

し

ょ

う

が

、

無

量

寿

経

に

説

か

れ

て

い

る

二

・

三

の

例

で

い

え

ば

、

四

十

八

願

の

中

に

第

一

願

た

と

い

我

、

仏

を

得

ん

に

、

国

に

地

獄

・

餓

鬼

・

畜

生

あ

ら

ば

、

正

覚

を

取

ら

じ

。

（

口

語

訳

ー

ー

わ

た

し

が

仏

に

な

る

と

き

、

わ

た

し

の

国

に

地

獄

や

餓

鬼

や

畜

生

の

も

の

が

い

る

な

ら

、

わ

た

し

は

決

し

て

さ

と

り

を

開

き

ま

せ

ん

）

第

三

願

た

と

い

我

、

仏

を

得

ん

に

、

国

の

中

の

人

天

、

こ

と

ご

と

く

真

金

色

な

ら

ず

ん

ば

、

正

覚

を

取

ら

じ

。

（

口

語

訳

ー

ー

わ

た

し

が

仏

に

な

る

と

き

、

わ

た

し

の

国

の

天

人

や

人

々

が

す

べ

て

金

色

に

輝

く

身

と

な

る

こ

と

が

で

き

な

い

よ

う

な

ら

、

わ

た

し

は

決

し

て

さ

と

り

を

開

き

ま

せ

ん

）

第

四

願

た

と

い

我

、

仏

を

得

ん

に

、

国

の

中

の

人

天

、

形

色

不

同

ぎ

よ

う

し

き

に

し

て

、

好

醜

あ

ら

ば

、

正

覚

を

こ

う

し

ゆ

取

ら

じ

。

（

口

語

訳

ー

ー

わ

た

し

が

仏

に

な

る

と

き

、

わ

た

し

の

国

の

天

人

や

人

々

の

姿

か

た

ち

が

ま

ち

ま

ち

で

、

美

醜

が

あ

る

よ

う

な

ら

、

わ

た

し

は

決

し

て

さ

と

り

を

開

き

ま

せ

ん

）

な

ど

の

願

を

起

こ

さ

れ

、

そ

れ

を

実

現

し

て

い

る

の

が

浄

土

だ

と

説

か

れ

て

い

ま

す

」

Ｎ

「

（

た

と

い

我

、

仏

を

得

ん

に

、

国

に

地

獄

・

餓

鬼

・

畜

生

あ

ら

ば

、

正

覚

を

取

ら

じ

）

と

第

一

願

に

説

か

れ

て

い

ま

す

ね

。

す

る

と

浄

土

は

地

獄

・

餓

鬼

・

畜

生

が

無

い

国

で

あ

る

と

の

こ

と

で

す

が

、

そ

れ

は

現

代

に

生

き

る

私

た

ち

に

と

っ

て

ど

う

い

う

意

味

が

あ

り

ま

す

か

」

Ｄ

「

も

と

も

と

第

一

願

は

、

法

蔵

菩

薩

が

極

楽

浄

土

を

建

立

し

、

そ

の

浄

土

に

生

ま

れ

る

な

ら

ば

、

浄

土

で

は

地

獄

の

衆

生

、

餓

鬼

の

衆

生

、

畜

生

の

衆

生

は

一

切

い

な

い

。

そ

う

い

う

浄

土

に

し

た

い

と

願

わ

れ

て

、

そ

の

願

が

成

就

し

て

浄

土

は

建

立

さ

れ

て

い

る

、

と

説

か

れ

て

い

ま

す

。

そ

こ

で

現

代

に

於

い

て

の

意

味

と

い

う

視

点

で

い

え

ば

、

ま

ず

こ

の

願

の

地

獄

に

つ

い

て

で

す

が

、

地

獄

の

衆

生

は

お

互

い

が

憎

し

み

あ

い

、

害

し

あ

い

、

殺

し

あ

っ

て

る

状

況

、

い

わ

ば

悲

惨

な

ひ

さ

ん

戦

争

状

態

を

つ

く

り

だ

し

て

い

る

。

で

す

の

で

戦

争

の

無

い

極

め

て

平

和

な

世

界

が

浄

土

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

大

無

量

寿

経

に

は

、

浄

土

は

〈

兵

戈

用

い

る

こ

と

な

し

〉

と

説

ひ

よ

う

が

か

れ

、

軍

隊

も

兵

器

も

無

い

平

和

な

世

界

と

示

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ

う

し

ま

す

と

阿

弥

陀

仏

の

本

願

を

お

聞

か

せ

い

た

だ

い

た

私

た

ち

は

、

戦

争

や

紛

争

の

絶

え

な

い

こ

の

世

界

を

、

害

し

あ

う

こ

と

の

な

い

平

和

な

世

界

に

し

た

い

と

願

わ

ざ

る

を

え

ま

せ

ん

。

少

し

で

も

そ

の

よ

う

な

状

態

に

近

づ

け

て

い

き

た

い

と

願

わ

ざ

る

を

得

な

い

の

で

あ

り

ま

し

ょ

う

」

Ｎ

「

で

は

次

に

、

餓

鬼

の

無

い

浄

土

に

し

た

い

と

い

う

阿

弥

陀

仏

の

本

願

に

ふ

れ

る

と

ど

う

い

う

願

い

が

私

た

ち

に

起

こ

る

の

で

し

ょ

う

か

」

Ｄ

「

餓

鬼

は

、

貪

欲

の

煩

悩

に

よ

っ

て

貪

っ

て

や

ま

な

い

浅

ま

し

い

者

、

そ

れ

が

餓

鬼

で

し

ょ

う

。

浄

土

は

餓

鬼

の

い

な

い

世

界

と

説

か

れ

て

い

ま

す

。

こ

う

し

た

浄

土

の

姿

を

聞

い

て

、

餓

鬼

の

よ

う

に

な

っ

て

財

物

を

む

さ

ぼ

り

合

う

こ

と

な

く

、

奪

い

あ

う

こ

と

の

な

く

、

収

奪

す

る

こ

と

の

な

い

、

そ

う

い

う

餓

鬼

の

い

な

い

浄

土

の

よ

う

に

、

こ

の

娑

婆

を

少

し

で

も

近

づ

け

た

い

と

い

う

願

い

が

当

然

起

こ

る

の

で

あ

り

ま

し

ょ

う

」

Ｎ

「

で

は

畜

生

の

い

な

い

浄

土

に

し

た

い

と

い

う

本

願

を

聞

く

者

は

ど

う

い

う

願

い

が

起

こ

る

で

し

ょ

う

か

」

Ｄ

「

牛

や

豚

の

よ

う

に

他

者

に

飼

わ

れ

て

不

自

由

な

在

り

方

を

し

て

い

る

も

の

、

そ

れ

が

畜

生

で

す

。

浄

土

は

畜

生

の

い

な

い

世

界

に

し

た

い

と

い

う

の

が

法

蔵

菩

薩

の

願

で

あ

り

、

そ

の

願

を

聞

く

私

た

ち

は

、

こ

の

娑

婆

も

畜

生

の

よ

う

な

状

態

の

者

が

い

な

い

世

界

に

し

た

い

と

い

う

願

い

が

起

こ

ら

ざ

る

を

得

な

い

の

で

す

。

畜

生

と

は

、

支

配

者

（

あ

る

い

は

階

級

）

に

よ

っ

て

支

配

さ

れ

る

者

、

自

由

を

奪

わ

れ

た

者

た

ち

の

こ

と

と

い

え

ま

し

ょ

う

。

権

力

者

に

よ

っ

て

抑

圧

さ

れ

、

自

由

を

奪

わ

れ

て

隷

属

せ

し

め

ら

れ

て

い

る

人

た

ち

、

そ

う

い

う

人

た

ち

の

い

な

い

世

界

を

願

っ

て

生

き

る

。

そ

れ

が

本

願

に

触

れ

た

者

に

起

こ

る

願

い

で

あ

り

ま

し

ょ

う

し

、

あ

る

べ

き

で

あ

り

ま

す

」

Ｎ

「

で

は

た

と

い

我

、

仏

を

得

ん

に

、

国

の

中

の

人

天

、

こ

と

ご

と

く

真

金

色

な

ら

ず

ん

ば

、

正

覚

を

取

ら

じ

。

た

と

い

我

、

仏

を

得

ん

に

、

国

の

中

の

人

天

、

形

色

不

同

に

し

て

、

ぎ

よ

う

し

き

好

醜

あ

ら

ば

、

正

覚

を

取

ら

じ

。

こ

う

し

ゆ

の

本

願

は

私

た

ち

に

ど

う

願

っ

て

生

き

る

こ

と

を

う

な

が

さ

れ

る

の

で

す

か

」

Ｄ

「

こ

の

二

つ

の

願

を

聞

く

と

、

浄

土

に

は

身

体

的

な

色

や

形

状

に

よ

っ

て

、

差

別

さ

れ

る

こ

と

の

無

い

世

界

が

浄

土

な

の

だ

よ

と

知

ら

さ

れ

ま

す

。

人

類

の

歴

史

、

人

間

生

活

の

上

で

、

一

人

一

人

の

肌

の

色

、

姿

・

形

の

良

し

悪

し

で

ど

れ

ほ

ど

お

互

い

が

そ

の

優

劣

に

よ

っ

て

、

お

ご

っ

た

り

、

劣

等

感

を

も

っ

た

り

、

あ

る

い

は

軽

蔑

さ

れ

た

り

、

差

別

さ

れ

て

き

た

で

し

ょ

う

か

。

そ

し

て

こ

こ

の

〈

好

醜

〉

と

は

美

醜

の

こ

と

で

す

が

、

美

醜

に

よ

っ

て

お

互

い

が

思

い

煩

っ

て

き

た

の

が

私

た

ち

で

す

。

こ

う

し

た

優

劣

や

美

醜

で

の

差

別

の

無

い

の

が

浄

土

で

す

。

で

す

か

ら

弥

陀

の

本

願

を

聞

く

私

た

ち

は

、

そ

う

い

う

色

や

形

の

良

し

悪

し

に

対

す

る

差

別

感

が

な

く

な

り

、

自

分

も

他

者

も

平

等

に

見

る

よ

う

に

な

る

。

そ

う

い

う

状

況

に

す

べ

て

の

人

が

な

る

よ

う

に

願

っ

て

生

き

る

、

そ

れ

が

願

わ

し

い

と

知

ら

さ

れ

ま

す

。

そ

れ

が

本

願

を

現

在

に

聞

い

て

信

順

す

る

者

の

願

い

と

な

る

は

ず

で

あ

り

ま

し

ょ

う

」

（

了

）



（

以

下

の

文

章

は

昨

年

の

十

月

、

札

幌

別

院

で

の

法

話

を

別

院

の

職

員

の

方

が

ま

と

め

て

下

さ

っ

た

も

の

に

多

少

手

を

加

え

た

も

の

で

す

）

＊

＊

＊

法

蔵

菩

薩

は

私

た

ち

に

代

わ

っ

て

ご

修

行

を

さ

れ

、

南

無

阿

弥

陀

仏

を

仏

因

と

し

て

仕

上

げ

、

そ

れ

を

私

た

ち

一

人

一

人

に

与

え

て

下

さ

い

ま

す

。

そ

れ

が

皆

さ

ん

の

口

か

ら

出

て

下

さ

る

お

念

仏

な

の

で

す

。

念

仏

を

称

え

る

と

自

分

の

耳

に

ナ

ム

ア

ミ

ダ

ブ

ツ

と

聞

こ

え

て

き

ま

す

。

こ

れ

は

阿

弥

陀

様

が

私

た

ち

に

喚

び

か

け

て

下

さ

る

阿

弥

陀

様

ご

自

身

の

お

言

葉

な

の

で

す

。

口

に

称

え

耳

に

聞

こ

え

る

お

念

仏

が

ど

う

仰

せ

下

さ

っ

て

い

る

の

か

を

聞

く

、

こ

れ

が

聞

法

の

要

で

す

。

お

念

仏

は

ひ

と

言

で

い

う

と

「

助

か

ら

ぬ

汝

を

助

け

る

」

と

い

う

大

悲

の

誓

い

の

お

言

葉

で

す

。

阿

弥

陀

様

が

そ

う

仰

せ

ら

れ

る

の

は

、

私

た

ち

は

助

か

ら

な

い

者

だ

か

ら

で

す

。

そ

う

仰

せ

ら

れ

て

も

、

「

私

は

今

困

っ

て

い

ま

せ

ん

」

と

思

い

が

ち

で

す

が

、

凡

夫

は

阿

弥

陀

様

か

ら

見

れ

ば

救

わ

れ

が

た

き

心

の

重

病

人

な

の

で

す

。

私

た

ち

は

自

分

が

ど

ん

な

存

在

な

の

か

が

分

か

ら

な

い

の

で

す

。

自

分

を

、

そ

こ

そ

こ

ま

し

な

人

間

で

、

人

に

親

切

が

で

き

て

、

自

分

の

考

え

は

間

違

っ

て

い

な

い

。

そ

し

て

自

分

で

自

分

を

助

け

る

こ

と

が

で

き

る

と

過

信

し

て

い

る

の

で

す

。

だ

か

ら

、

お

念

仏

が

「

ナ

ム

ア

ミ

ダ

ブ

ツ

、

ま

る

ま

る

引

き

受

け

る

」

と

仰

せ

ら

れ

て

も

、

「

間

に

合

っ

て

ま

す

」

と

、

拒

絶

し

て

い

る

の

で

す

。

し

か

し

、

私

自

身

に

は

浄

土

に

生

ま

れ

る

種

は

一

つ

も

な

く

、

縁

が

く

れ

ば

親

を

も

殺

し

か

ね

な

い

可

能

性

を

持

ち

、

本

願

を

疑

い

続

け

て

来

た

救

わ

れ

が

た

き

存

在

な

の

だ

と

、

阿

弥

陀

様

は

見

て

お

ら

れ

る

の

で

す

。

ま

た

、

私

た

ち

は

真

面

目

に

聞

法

し

、

仏

法

を

信

じ

て

、

阿

弥

陀

様

（

仏

法

）

を

掴

ん

で

助

か

ろ

う

と

し

ま

す

。

し

か

し

阿

弥

陀

様

は

掴

め

ま

せ

ん

。

仏

教

の

話

を

山

ほ

ど

聞

い

て

も

、

本

当

の

と

こ

ろ

は

何

も

分

か

っ

て

い

な

い

と

い

う

私

が

ど

う

し

て

も

残

る

の

で

す

。

そ

ん

な

私

に

阿

弥

陀

様

は

「

分

か

れ

」

と

も

「

自

覚

せ

よ

」

と

も

お

っ

し

ゃ

ら

な

い

。

何

も

条

件

を

付

け

ず

に

、

分

か

ら

な

い

ま

ま

「

そ

の

ま

ま

な

り

を

引

き

受

け

る

」

と

ま

で

仰

せ

下

さ

り

、

助

け

る

仕

事

を

全

部

受

け

持

っ

て

下

さ

る

の

で

す

。そ

こ

に

、

私

か

ら

は

掴

め

な

い

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

阿

弥

陀

様

が

私

を

お

さ

め

と

っ

て

下

さ

っ

て

い

る

こ

と

を

、

は

か

ら

ず

も

知

ら

さ

れ

る

の

で

す

。

と

こ

ろ

が

阿

弥

陀

様

の

こ

の

仰

せ

は

、

自

分

の

憍

慢

な

考

え

の

た

め

に

な

か

な

か

聞

こ

え

な

い

の

で

す

。京

都

の

親

鸞

聖

人

の

も

と

に

「

本

当

に

お

念

仏

で

浄

土

に

生

ま

れ

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

す

か

」

と

、

関

東

か

ら

お

弟

子

さ

ん

た

ち

が

命

が

け

で

訪

ね

て

き

ま

し

た

。

昔

の

人

も

現

代

の

人

も

、

真

剣

で

あ

れ

ば

必

ず

こ

の

問

い

が

出

て

き

ま

す

。

し

か

し

聖

人

は

、

念

仏

は

本

当

に

浄

土

に

生

ま

れ

る

種

か

地

獄

に

堕

ち

る

業

か

、

私

は

全

く

知

ら

な

い

と

言

い

切

ら

れ

ま

し

た

。

念

仏

で

浄

土

に

生

ま

れ

る

か

ど

う

か

を

決

定

す

る

の

は

愚

か

な

私

で

は

無

い

、

決

定

し

た

も

う

の

は

阿

弥

陀

様

ご

自

身

だ

と

。

私

は

阿

弥

陀

様

の

「

そ

の

ま

ま

な

り

で

助

け

る

」

と

い

う

大

悲

の

決

定

に

た

だ

信

順

し

て

い

る

だ

け

だ

と

い

わ

れ

る

の

で

す

。

こ

こ

を

聖

人

は

「

信

ず

る

ほ

か

に

別

の

子

細

な

き

な

り

」

と

仰

せ

ら

れ

て

い

ま

す

。

喩

え

ば

、

私

が

真

っ

暗

な

海

に

放

り

出

さ

れ

て

、

今

に

も

お

ぼ

れ

よ

う

と

し

て

い

る

時

に

、

大

き

な

船

が

来

て

「

向

こ

う

岸

に

渡

す

か

ら

す

ぐ

乗

り

な

さ

い

」

と

言

わ

れ

て

、

「

こ

の

船

は

本

当

に

連

れ

て

い

っ

て

く

れ

る

の

だ

ろ

う

か

、

大

丈

夫

だ

ろ

う

か

」

な

ど

と

ぐ

ず

ぐ

ず

思

案

し

て

す

ぐ

乗

ら

な

い

の

は

愚

か

な

こ

と

で

す

。

「

有

難

う

」

と

そ

の

ま

ま

乗

る

だ

け

で

す

。

念

仏

が

本

当

に

浄

土

に

生

ま

れ

る

種

か

ど

う

か

を

私

が

分

か

っ

て

か

ら

、

お

念

仏

を

受

け

入

れ

よ

う

と

し

て

も

、

い

つ

ま

で

た

っ

て

も

受

け

入

れ

る

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。

分

か

ら

ぬ

ま

ま

「

そ

の

ま

ま

な

り

で

ま

か

せ

よ

」

の

広

大

な

大

悲

の

仰

せ

の

ま

ま

に

お

ま

か

せ

す

る

ば

か

り

で

す

。

信

心

の

問

題

で

悩

ん

で

い

る

人

が

厚

信

の

吉

蔵

同

行

を

尋

ね

て

「

他

力

が

ど

う

し

て

も

分

か

り

ま

せ

ん

」

と

苦

衷

を

訴

え

た

ら

、
「

他

力

か

。

く

ち

ゆ

う

わ

し

も

分

か

ら

ん

。

だ

け

ど

な

、

分

か

ら

ん

ま

ん

ま

で

来

い

よ

が

嬉

し

い

」

と

言

わ

れ

た

そ

う

で

す

。

こ

れ

が

信

心

の

姿

な

の

で

す

。

と

か

く

人

間

は

知

性

で

納

得

し

て

助

か

ろ

う

と

し

ま

す

。

仏

法

を

聞

い

て

納

得

し

た

ら

受

け

入

れ

よ

う

、

納

得

で

き

な

け

れ

ば

受

け

入

れ

な

い

と

い

う

の

は

、

仏

様

よ

り

私

が

偉

く

な

っ

て

い

る

憍

慢

な

姿

で

す

。

お

念

仏

し

て

い

る

こ

と

は

、

助

か

る

特

効

薬

を

す

で

に

手

に

持

っ

て

い

る

よ

う

な

も

の

で

す

。

あ

と

は

そ

れ

を

「

ハ

イ

」

と

飲

む

だ

け

。

南

無

阿

弥

陀

仏

は

こ

ん

な

私

の

た

め

で

あ

り

ま

し

た

か

と

、

聞

き

受

け

る

だ

け

で

す

。

（

了

）

《

遠

方

法

話

予

定

》

二

〇

一

七

年

＊

二

月

十

七

日

。

岡

崎

教

区

。

場

所

は

未

定

。

午

前

・

午

後

。

＊

三

月

四

日

。

福

井

別

院

。

十

時

よ

り

一

時

ま

で

。

＊

三

月

十

七

日

。

名

古

屋

市

。

高

畑

聞

法

会

館

。

十

時

よ

り

十

二

時

半

ま

で

。

＊

四

月

十

五

日

～

十

六

日

。

広

島

市

。

龍

善

寺

。

午

後

か

ら

午

後

ま

で

。

（

詳

し

く

は

念

佛

寺

に

お

尋

ね

下

さ

い

）

《

念

佛

寺

刊

行

物

》

＊

『

木

村

無

相

お

念

仏

の

便

り

』

永

田

文

昌

堂

出

版

＊

『

真

宗

の

念

佛

と

信

心

』

＊

『

真

宗

教

学

の

諸

問

題

』

（

一

）

＊

『

仏

に

遇

う

ま

で

』

＊

『

松

並

松

五

郎

念

佛

語

録

』

以

上

四

冊

は

私

家

版


