
真

宗

の

聖

典

に

『

歎

異

抄

』

と

い

う

書

物

が

あ

り

ま

す

。

そ

の

第

十

三

章

に

「

よ

き

こ

と

も

、

あ

し

き

こ

と

も

、

業

報

に

さ

し

ま

か

せ

て

、

ひ

と

え

に

本

願

を

た

の

み

ま

い

ら

す

れ

ば

こ

そ

、

他

力

に

て

は

そ

う

ら

え

」

と

い

う

お

言

葉

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

「

よ

き

こ

と

も

、

あ

し

き

こ

と

も

、

業

報

に

さ

し

ま

か

せ

て

」

と

い

う

意

味

で

す

が

、

「

よ

き

こ

と

も

、

あ

し

き

こ

と

も

」

と

い

わ

れ

る

「

よ

き

こ

と

」

「

あ

し

き

こ

と

」

と

は

、

自

分

の

行

い

（

身

口

意

）

の

上

に

起

こ

る

善

で

あ

り

悪

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

こ

の

歎

異

抄

で

言

わ

れ

る

〈

業

報

〉

と

い

う

こ

と

は

、

過

去

の

業

（

自

分

の

善

悪

の

行

い

）

が

、

現

在

の

私

の

心

や

行

い

の

上

に

報

い

現

れ

て

き

て

、

現

在

の

私

の

心

や

行

い

を

制

限

束

縛

す

る

の

で

、

自

分

の

心

も

行

動

も

自

由

に

は

な

ら

な

い

と

い

う

、

い

わ

ば

自

分

で

自

分

を

コ

ン

ト

ロ

ー

ル

で

き

な

い

身

、

自

分

の

思

案

や

努

力

で

悟

り

（

幸

せ

）

を

実

現

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

身

で

あ

る

と

い

わ

れ

、

自

ら

の

力

で

は

迷

い

を

離

れ

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

い

う

自

覚

を

う

な

が

す

言

葉

で

す

。

い

わ

ば

、

自

分

が

過

去

の

業

に

縛

ら

れ

て

、

自

分

で

自

分

を

変

え

る

こ

と

の

で

き

な

い

存

在

だ

と

い

う

こ

と

を

言

お

う

と

さ

れ

る

言

葉

な

の

で

す

。

そ

れ

ゆ

え

「

阿

弥

陀

仏

の

ご

本

願

を

た

の

ん

で

念

仏

申

し

て

生

き

な

さ

い

」

と

仰

せ

ら

れ

る

の

で

す

。

こ

の

「

よ

き

こ

と

」

「

あ

し

き

こ

と

」

を

も

う

少

し

広

い

意

味

に

理

解

し

て

、

「

よ

き

こ

と

」

と

は

自

分

に

と

っ

て

都

合

に

良

い

こ

と

、

「

あ

し

き

こ

と

」

と

は

自

分

に

と

っ

て

都

合

の

悪

い

こ

と

と

受

け

と

る

こ

と

も

で

き

ま

し

ょ

う

。

具

体

的

に

良

い

こ

と

と

は

、

体

調

が

良

い

と

か

、

試

験

に

合

格

す

る

と

か

、

い

い

就

職

口

が

見

つ

か

る

と

か

な

ど

と

考

え

て

も

良

い

で

し

ょ

う

。

そ

し

て

「

あ

し

き

こ

と

」

と

は

病

気

に

な

る

と

か

、

交

通

事

故

に

あ

う

と

か

、

借

金

を

か

か

え

こ

む

と

か

、

な

ど

と

受

け

取

る

こ

と

も

で

き

ま

し

ょ

う

。

一

般

に

は

都

合

が

良

い

こ

と

は

当

然

受

け

と

り

や

す

い

で

す

か

ら

、

苦

し

む

こ

と

は

な

い

で

し

ょ

う

が

、

「

あ

し

き

こ

と

」

が

降

り

か

か

っ

て

く

る

と

、

な

か

な

か

そ

れ

を

受

け

入

れ

る

こ

と

は

難

し

く

な

り

ま

す

。

た

と

え

ば

治

り

に

く

い

病

気

に

か

か

る

と

、

そ

れ

を

そ

の

ま

ま

受

け

と

め

ら

れ

ず

、

「

な

ん

で

こ

ん

な

目

に

あ

っ

た

の

か

、

何

も

悪

い

こ

と

を

し

て

い

な

い

の

に

」

と

嘆

い

た

り

、
「

自

分

は

運

が

悪

い

」

と

か

、

あ

る

い

は

「

か

か

り

つ

け

の

お

医

者

さ

ん

が

十

分

診

て

く

れ

な

か

っ

た

か

ら

」

と

か

「

弱

い

体

に

産

ん

だ

親

が

悪

い

」

な

ど

と

他

者

を

責

め

た

り

、

や

や

も

す

る

と

「

先

祖

の

た

た

り

だ

」

「

先

祖

の

バ

チ

が

あ

た

っ

た

」

な

ど

と

い

っ

た

、

こ

う

し

た

愚

痴

が

出

て

き

ま

す

。

長

年

難

病

で

歩

行

も

困

難

な

お

方

が

お

ら

れ

、

そ

の

方

が

時

々

「

お

医

者

さ

ん

か

ら

百

人

に

一

人

位

の

格

率

で

こ

の

病

気

に

か

か

る

と

云

わ

れ

る

の

で

す

が

、

ど

う

し

て

私

が

そ

の

一

人

に

な

っ

た

の

か

。

何

も

悪

い

こ

と

は

し

て

な

い

の

に

」

と

云

わ

れ

ま

す

。

そ

う

い

う

の

も

愚

痴

と

云

え

ば

愚

痴

で

す

が

、

こ

う

云

い

た

く

な

る

気

持

ち

は

よ

く

分

か

り

ま

す

。

だ

れ

で

も

そ

う

云

い

た

く

な

る

と

思

い

ま

す

。

た

だ

、

い

く

ら

そ

う

云

っ

て

み

た

と

こ

ろ

で

現

実

は

簡

単

に

は

変

わ

ら

な

い

し

、

変

わ

ら

な

い

か

ら

こ

そ

愚

痴

が

出

る

の

で

し

ょ

う

。

こ

ん

な

時

に

カ

ウ

ン

セ

ラ

ー

な

ど

に

相

談

し

ま

す

と

、

「

そ

れ

は

大

変

お

辛

い

で

し

ょ

う

ね

」

と

同

感

し

て

下

さ

る

の

で

そ

の

時

は

少

し

楽

に

な

り

ま

し

ょ

う

が

、

多

く

は

そ

れ

止

ま

り

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

そ

う

い

う

よ

う

な

「

あ

し

き

こ

と

」

に

な

っ

た

時

、

グ

チ

っ

て

み

て

も

、

あ

る

い

は

他

者

や

世

の

中

を

責

め

て

み

て

も

ど

う

に

も

な

り

ま

せ

ん

。

こ

の

歎

異

抄

の

お

言

葉

で

は

「

業

報

に

さ

し

ま

か

せ

て

」

と

い

わ

れ
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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。

業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て

《

念
佛
寺
永
代
経
法
要
》

四
月
二
十
二
日
（

土

）

午

後

二

時

始

法

話

渡

邊

愛

子

先

生

＊

同

日

（

四

月

二

十

二

日

）

午

前

十

時

・

勤

行

法

話

（

念

佛

寺

住

職

の

法

話

で

す

）



て

い

ま

す

が

、

業

報

と

は

過

去

の

善

悪

の

行

い

（

業

）

の

報

い

と

い

て

苦

・

楽

と

い

う

結

果

が

現

れ

て

く

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

こ

う

い

う

業

報

の

話

に

対

し

て

、

そ

れ

を

否

定

し

て

「

業

報

だ

な

ど

と

い

わ

れ

る

の

は

納

得

が

い

か

な

い

」

と

思

わ

れ

る

方

も

あ

り

ま

し

ょ

う

。

一

方

「

自

分

に

は

分

か

ら

な

い

け

ど

過

去

の

自

分

の

行

い

の

結

果

が

現

れ

て

今

の

状

態

に

な

っ

た

の

だ

ろ

う

な

あ

」

と

受

け

取

る

お

方

も

あ

り

ま

し

ょ

う

。

た

だ

、

こ

う

い

う

〈

業

報

〉

と

い

う

こ

と

は

仏

の

教

を

お

聞

か

せ

に

あ

ず

か

る

自

分

自

身

へ

の

反

省

に

お

い

て

い

わ

れ

る

こ

と

で

あ

っ

て

、

た

と

え

ば

病

気

で

苦

し

ん

で

い

る

他

者

に

対

し

て

「

あ

ん

た

が

病

気

な

の

は

あ

ん

た

の

過

去

の

罪

業

の

せ

い

だ

」

な

ど

と

他

者

を

責

め

た

り

、

あ

る

い

は

教

え

さ

と

し

た

り

す

る

、

い

わ

ば

私

た

ち

が

他

者

に

対

し

て

い

う

、

そ

う

い

う

話

し

で

は

あ

り

ま

せ

ん

の

で

、

こ

の

点

は

十

分

注

意

を

し

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

実

際

、

病

気

に

な

っ

た

と

い

う

場

合

、

病

気

に

自

分

が

か

か

る

と

い

う

条

件

は

い

ろ

い

ろ

あ

り

ま

し

ょ

う

。

老

化

と

か

、

他

者

か

ら

感

染

す

る

と

か

、

た

ま

た

ま

食

べ

た

も

の

が

悪

か

っ

た

と

か

、

職

場

の

劣

悪

な

状

態

と

か

、

空

気

や

水

の

汚

染

と

か

、

遺

伝

的

な

影

響

と

か

、

さ

ま

ざ

ま

な

縁

が

あ

り

ま

し

ょ

う

。

だ

か

ら

自

分

の

業

報

だ

と

い

わ

れ

て

納

得

で

き

な

い

と

い

わ

れ

る

こ

と

も

、

そ

の

通

り

だ

と

思

い

ま

す

。

た

だ

、

そ

れ

は

当

然

あ

り

な

が

ら

、

「

業

報

な

の

だ

」

と

の

言

葉

に

よ

っ

て

、

苦

し

い

状

況

に

陥

っ

た

時

に

、

自

ら

の

罪

を

そ

こ

に

感

じ

て

「

あ

あ

今

ま

で

ど

れ

ほ

ど

多

く

の

他

の

生

き

物

の

命

を

奪

っ

て

食

べ

て

き

た

こ

と

か

、

そ

う

し

た

罪

の

結

果

が

我

身

に

現

れ

て

も

仕

方

が

無

い

、

当

然

な

の

だ

な

」

と

自

分

の

罪

悪

の

身

で

あ

る

と

い

う

自

己

批

判

を

さ

せ

て

下

さ

る

お

言

葉

と

し

て

〈

業

報

〉

か

ら

お

聞

か

せ

い

た

だ

く

こ

と

も

で

き

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

そ

こ

で

こ

の

歎

異

抄

十

三

章

の

「

よ

き

こ

と

も

、

あ

し

き

こ

と

も

、

業

報

に

さ

し

ま

か

せ

て

」

と

い

わ

れ

る

の

は

、

「

あ

な

た

の

身

の

上

に

起

こ

る

良

い

こ

と

も

悪

い

こ

と

も

、

過

去

の

あ

な

た

の

業

（

行

い

）

の

結

果

が

現

れ

て

き

た

の

で

あ

っ

て

、

そ

れ

は

今

ど

う

す

る

こ

と

も

で

き

な

い

が

、

そ

れ

は

そ

の

ま

ま

で

」

と

言

わ

れ

る

の

で

し

ょ

う

。

そ

う

い

う

こ

と

で

歎

異

抄

の

こ

の

お

言

葉

は

、

私

た

ち

の

業

報

を

単

に

指

摘

す

る

の

が

目

的

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

そ

れ

は

、

い

ろ

い

ろ

現

実

の

思

い

通

り

に

な

ら

な

い

事

に

で

あ

っ

て

グ

チ

っ

て

し

ま

う

私

に

、

ま

ず

は

「

汝

は

業

報

に

縛

ら

れ

た

不

自

由

な

身

で

あ

る

が

、

そ

れ

は

そ

の

ま

ま

で

」

と

示

し

、

そ

し

て

お

勧

め

に

な

る

の

は

「

本

願

を

た

の

み

ま

い

ら

せ

」

と

仰

せ

下

さ

る

大

悲

な

の

で

す

。

こ

こ

が

一

番

大

事

な

と

こ

ろ

な

の

で

す

。

で

す

か

ら

「

業

報

だ

か

ら

仕

方

が

な

い

か

ら

あ

き

ら

め

よ

」

と

お

っ

し

ゃ

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

の

で

す

。

仏

教

は

、

苦

し

み

が

や

っ

て

き

た

と

き

に

、

「

仕

方

が

な

い

、

そ

れ

は

お

前

の

責

任

だ

」

と

、

自

分

の

不

都

合

な

状

態

を

無

理

に

受

け

入

れ

さ

せ

よ

う

と

す

る

教

え

で

は

あ

り

ま

せ

ん

し

、

ま

た

「

汝

は

罪

深

い

者

な

の

だ

」

と

自

己

批

判

を

さ

せ

る

だ

け

の

教

え

で

は

勿

論

あ

り

ま

せ

ん

。

歎

異

抄

十

三

章

の

主

旨

は

そ

う

し

た

業

報

の

話

で

は

な

く

て

「

本

願

を

た

の

め

」

と

仰

せ

に

な

る

、

こ

こ

が

主

眼

な

の

で

す

。

で

す

か

ら

、

た

と

え

業

報

で

都

合

の

悪

い

こ

と

が

起

こ

っ

た

の

だ

と

い

う

話

に

納

得

で

き

な

く

て

も

よ

い

の

で

す

。

た

だ

「

本

願

を

た

の

め

」

と

の

仰

せ

に

し

た

が

う

こ

と

、

そ

れ

が

こ

こ

で

は

お

勧

め

な

の

で

す

。

「

本

願

を

た

の

め

」

と

は

、

具

体

的

に

い

い

ま

す

と

、

「

我

が

名

を

称

え

よ

」

と

の

仰

せ

の

ま

ま

に

お

念

仏

を

申

し

、

お

念

仏

を

聞

く

こ

と

で

す

。

辛

く

て

苦

し

い

現

在

の

状

態

を

嘆

い

た

り

愚

痴

を

言

っ

て

い

る

私

に

、

「

そ

の

ま

ま

な

り

で

我

を

た

の

め

」

「

我

が

名

を

称

え

よ

」

と

の

仰

せ

で

あ

り

、

仰

せ

の

ま

ま

に

お

念

仏

申

す

こ

と

で

あ

り

ま

す

。

そ

の

仰

せ

を

聞

く

こ

と

で

あ

り

ま

す

。

口

に

現

れ

、

耳

に

聞

か

し

め

ら

れ

る

ナ

ム

ア

ミ

ダ

ブ

ツ

。

そ

の

ナ

ム

ア

ミ

ダ

ブ

ツ

の

声

は

「

我

は

汝

と

と

も

に

い

る

、

汝

を

抱

い

て

離

さ

な

い

」

「

引

き

受

け

て

い

る

」

と

呼

び

か

け

た

も

う

阿

弥

陀

仏

の

仰

せ

で

あ

り

ま

す

。

阿

弥

陀

仏

は

今

こ

こ

に

と

も

に

ま

し

ま

す

。

大

い

な

る

大

悲

の

い

の

ち

の

働

き

で

あ

り

、

声

（

ナ

ム

ア

ミ

ダ

ブ

ツ

）

で

あ

り

ま

す

。

そ

れ

を

聞

か

せ

て

い

た

だ

く

。

そ

の

お

念

仏

に

お

い

て

「

あ

あ

阿

弥

陀

様

が

私

と

と

も

に

い

て

下

さ

る

。

私

の

人

生

の

重

い

荷

物

を

と

も

に

に

な

っ

て

下

さ

っ

て

い

る

」

と

聞

か

せ

て

い

た

だ

く

、

そ

れ

が

「

本

願

を

た

の

む

」

と

い

う

こ

と

で

あ

り

ま

す

。

阿

弥

陀

仏

が

私

の

い

の

ち

の

主

で

あ

り

、

阿

弥

陀

仏

が

私

の

人

生

の

土

台

に

な

っ

て

下

さ

っ

て

い

る

の

で

あ

り

ま

す

。

阿

弥

陀

仏

の

い

の

ち

の

外

に

私

は

な

い

の

だ

と

い

う

こ

と

が

ほ

の

か

な

が

ら

も

知

ら

さ

れ

、

業

報

の

身

を

越

え

た

阿

弥

陀

仏

の

い

の

ち

を

知

ら

さ

れ

ま

す

。

本

願

を

た

の

む

と

は

そ

の

阿

弥

陀

仏

に

業

報

の

身

を

引

き

渡

す

こ

と

な

の

で

す

そ

こ

に

業

報

の

苦

悩

多

き

身

で

あ

り

な

が

ら

、

重

い

障

り

を

軽

く

受

け

て

い

き

、

生

き

る

力

を

与

え

ら

れ

て

く

る

の

で

す

。

こ

う

し

て

阿

弥

陀

仏

が

主

に

な

っ

て

下

さ

っ

て

い

る

と

い

う

智

慧

が

与

え

ら

れ

ま

す

。

そ

の

信

心

の

智

慧

こ

そ

、

自

分

の

都

合

の

良

い

こ

と

も

悪

い

こ

と

も

、

阿

弥

陀

仏

の

お

ん

い

の

ち

の

中

で

あ

る

こ

と

を

知

る

智

慧

で

あ

り

、

重

い

障

り

を

軽

く

受

け

取

ら

せ

て

下

さ

る

智

慧

な

の

で

す

。

（

了

）

《

訂

正

個

所

》

『

松

並

松

五

郎

念

佛

語

録

』

＊

２

１

９

頁

３

行

目

逃

げ

出

す

こ

と

の

身

䢪

䢪

逃

げ

出

す

こ

と

の

出

来

ぬ

身

＊

２

３

９

頁

９

行

目

ほ

れ

ら

え

て

䢪

䢪

ほ

れ

ら

れ

て



七

宝

講

堂

道

場

樹

し

っ

ぽ

う
方

便

化

身

の

浄

土

な

り

十

方

来

生

き

わ

も

な

し

ら

い

し

ょ

う

講

堂

道

場

礼

す

べ

し

（

語

句

）

七

宝

ー

ー

ー

金

・

銀

・

瑠

璃

・

珊

る

り

さ

ん

瑚

・

琥

珀

・

硨

磲

・

碼

碯

な

ど

の

ご

こ

は

く

し

ゃ

こ

め

の

う

宝

石

。

現

代

語

訳

ー

ー

七

宝

で

飾

ら

れ

た

講

堂

や

、

お

さ

と

り

の

木

で

あ

る

道

場

樹

（

菩

提

樹

）

が

あ

る

と

説

か

れ

て

い

る

お

浄

土

は

、

衆

生

を

真

実

の

浄

土

に

導

く

た

め

に

、

仮

に

設

け

ら

れ

た

方

便

化

身

の

浄

土

で

あ

る

。

こ

の

方

便

の

浄

土

へ

十

方

世

界

か

ら

往

生

す

る

人

々

は

際

限

が

な

い

。

こ

の

よ

う

に

講

堂

道

場

樹

な

ど

の

方

便

の

手

だ

て

で

お

導

き

下

さ

る

如

来

浄

土

を

礼

拝

せ

よ

。

＊

＊

Ｎ

「

こ

の

ご

和

讚

で

す

が

、

〈

七

宝

講

堂

道

場

樹

方

便

化

身

の

浄

土

な

り

〉

と

は

ど

う

い

う

意

味

で

す

か

」

Ｄ

「

宝

石

で

で

き

た

講

堂

と

か

、

お

さ

と

り

の

木

で

あ

る

道

場

樹

（

菩

提

樹

）

が

あ

る

と

説

か

れ

て

い

る

お

浄

土

は

、

真

実

の

浄

土

で

は

な

く

て

、

阿

弥

陀

仏

の

お

助

け

を

疑

惑

し

自

力

を

た

の

む

行

者

を

真

実

の

浄

土

へ

導

き

入

れ

ん

が

た

め

に

設

け

ら

れ

た

仮

の

浄

土

で

あ

る

、

と

の

仰

せ

で

す

」

Ｎ

「

七

宝

講

堂

道

場

樹

と

い

う

の

は

も

と

も

と

ど

こ

に

説

か

れ

て

い

る

の

で

す

か

」

Ｄ

「

仏

説

無

量

寿

経

に

〈

講

堂

・

精

舎

・

宮

殿

・

楼

観

、

み

な

七

宝

し

ょ

う

じ

ゃ

く

で

ん

ろ

う

か

ん

荘

厳

し

て

自

然

に

化

成

す

〉

と

か

け

じ

ょ

う

〈

ま

た

無

量

寿

仏

の

そ

の

道

場

樹

は

、

高

さ

四

百

万

里

な

り

。

そ

の

本

、

周

囲

五

十

由

旬

な

り

〉

な

ど

と

説

か

れ

て

い

ま

す

」

Ｎ

「

な

ぜ

阿

弥

陀

仏

の

お

浄

土

は

七

宝

の

宝

で

飾

ら

れ

、

浄

土

の

お

さ

と

り

の

樹

の

高

さ

は

四

百

万

里

も

あ

る

な

ど

と

説

か

れ

て

い

る

の

で

し

ょ

う

か

」

Ｄ

「

も

と

も

と

無

量

寿

経

で

も

阿

弥

陀

経

で

も

、

浄

土

の

経

典

に

阿

弥

陀

仏

の

極

楽

浄

土

が

説

か

れ

る

場

合

、

お

浄

土

が

極

め

て

安

ら

か

で

清

ら

か

で

素

晴

ら

し

い

領

域

で

あ

る

こ

と

を

、

釈

尊

は

迷

い

の

衆

生

（

凡

夫

）

に

説

く

た

め

に

、

比

喩

的

に

説

か

れ

、

〈

浄

土

に

は

金

銀

宝

石

で

出

来

た

建

物

や

樹

木

や

池

が

あ

り

、

美

し

い

声

で

鳴

く

鳥

が

飛

び

か

い

、

美

し

い

花

が

咲

き

、

寒

か

ら

ず

熱

か

ら

ず

、

ま

た

美

し

い

音

楽

が

響

い

て

い

る

な

ど

と

説

か

れ

て

い

ま

す

。

そ

れ

は

そ

の

説

法

を

聞

い

て

私

た

ち

が

〈

あ

あ

そ

れ

ほ

ど

尊

く

有

難

い

世

界

で

あ

る

浄

土

に

私

も

生

ま

れ

た

い

〉

と

い

う

願

い

（

願

生

心

）

を

起

こ

す

。

そ

の

た

め

に

説

か

れ

た

と

い

え

ま

し

ょ

う

」

Ｎ

「

阿

弥

陀

経

で

は

浄

土

の

こ

と

を

極

楽

と

い

わ

れ

、

〈

極

楽

国

土

に

は

、

七

宝

の

池

あ

り

。

八

功

徳

水

そ

の

中

に

充

満

せ

り

。

池

の

底

に

も

っ

ぱ

ら

金

沙

を

も

っ

て

地

に

布

こ

ん

さ

し

け

り

。

四

辺

に

階

道

あ

り

、

金

・

銀

・

瑠

璃

・

玻

瓈

、

合

成

せ

り

〉

る

り

は

り

な

ど

、

浄

土

の

池

は

浄

ら

か

な

水

が

満

ち

、

池

の

底

は

砂

金

が

し

か

れ

、

池

の

周

り

の

道

は

金

銀

宝

石

で

飾

ら

れ

て

い

る

な

ど

と

も

説

か

れ

て

い

ま

す

ね

」

Ｄ

「

え

え

、

お

経

が

説

か

れ

た

対

象

は

イ

ン

ド

の

一

般

大

衆

で

し

ょ

う

。

イ

ン

ド

の

大

衆

に

と

っ

て

は

宝

石

と

か

金

銀

は

こ

の

世

で

の

最

も

価

値

の

あ

る

も

の

で

あ

り

、

そ

れ

で

も

っ

て

浄

土

が

で

き

て

い

る

と

の

仏

陀

の

説

法

を

聞

く

こ

と

に

よ

っ

て

、

浄

土

を

イ

メ

ー

ジ

し

、

浄

土

に

生

ま

れ

た

い

と

い

う

心

（

願

生

心

）

を

衆

生

が

起

こ

す

。

そ

う

い

う

よ

う

に

浄

土

へ

生

ま

れ

た

い

と

い

う

心

（

願

生

心

）

を

起

こ

さ

せ

る

た

め

に

、

方

便

（

教

育

的

手

段

）

と

し

て

象

徴

的

、

比

喩

的

に

仏

陀

が

説

か

れ

た

と

い

え

る

の

で

す

ね

」

Ｎ

「

も

し

釈

尊

が

イ

ン

ド

人

で

は

な

く

て

日

本

人

の

大

衆

に

浄

土

を

説

か

れ

る

と

す

る

と

ま

た

違

っ

た

風

に

も

説

か

れ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

ね

」

Ｄ

「

そ

う

か

も

し

れ

ま

せ

ん

」

Ｎ

「

た

だ

こ

こ

で

は

そ

の

浄

土

は

〈

方

便

化

身

の

浄

土

な

り

〉

と

い

わ

れ

ま

す

ね

。

こ

れ

は

ど

う

い

う

こ

と

な

の

で

す

か

」

Ｄ

「

こ

の

ご

和

讚

で

は

、

衆

生

に

願

生

心

を

起

こ

さ

せ

る

と

い

う

の

と

は

違

っ

た

意

味

で

お

っ

し

ゃ

っ

て

ま

す

。

聖

人

は

無

量

寿

経

に

説

か

れ

て

い

る

七

宝

で

で

き

た

講

堂

（

説

法

の

場

所

）

や

道

場

に

あ

る

菩

提

樹

（

道

場

樹

）

な

ど

と

説

か

れ

て

い

る

浄

土

は

、

真

実

の

浄

土

（

真

実

報

土

）

で

は

な

く

て

〈

方

便

化

身

の

浄

土

〉

だ

と

こ

こ

で

は

云

わ

れ

て

い

ま

す

」

Ｎ

「

で

は

方

便

化

身

の

土

と

は

」

Ｄ

「

方

便

化

身

土

と

は

方

便

化

土

と

も

い

わ

れ

、

真

実

報

土

に

対

し

て

い

わ

れ

る

浄

土

で

す

。

真

実

報

土

は

法

蔵

菩

薩

が

願

行

成

就

し

て

し

あ

げ

た

も

う

た

真

実

の

世

界

で

あ

っ

て

、

清

浄

で

あ

り

、

光

明

に

輝

き

、

は

か

り

な

き

寿

命

の

不

可

思

議

な

お

さ

と

り

の

領

域

な

の

で

す

ね

。

そ

れ

に

た

い

し

て

方

便

化

土

は

真

実

報

土

に

衆

生

を

導

き

入

れ

る

た

め

に

如

来

法

蔵

様

が

仮

に

設

定

さ

れ

た

お

浄

土

で

す

」

Ｎ

「

な

ぜ

方

便

化

土

が

説

か

れ

た

の

で

す

か

」

Ｄ

「

阿

弥

陀

仏

の

浄

土

に

生

ま

れ

た

い

と

思

っ

て

も

、

自

力

疑

心

を

離

れ

る

こ

と

が

で

き

ず

本

願

を

信

じ

る

こ

と

が

出

来

な

い

者

、

そ

う

い

う

者

を

も

真

実

の

浄

土

に

導

か

ん

が

為

に

、

そ

こ

へ

生

ま

れ

し

め

、

そ

こ

で

自

力

の

心

い

わ

ゆ

る

本

願

を

疑

う

罪

を

自

覚

さ

せ

罪

を

除

い

て

弥

陀

の

本

願

を

信

じ

る

よ

う

に

教

化

す

る

場

所

、

そ

う

い

う

場

所

と

し

て

の

仮

の

浄

土

の

こ

と

で

す

」

Ｎ

「

そ

れ

は

ど

こ

に

あ

る

の

で

し

ょ

う

か

」

Ｄ

「

真

実

浄

土

の

真

ん

中

で

は

な

く

て

か

た

ほ

と

り

（

辺

地

）

に

あ

る

と

説

か

れ

て

い

ま

す

。

か

た

ほ

と

り

と

い

う

意

味

は

、

真

実

浄

土

に

中

に

あ

っ

て

も

自

分

の

自

力

疑

心

の

想

念

に

よ

っ

て

覆

わ

れ

て

い

る

状

態

（

領

域

）

の

領

域

で

あ

る

と

い

え

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

」

Ｎ

「

方

便

化

身

の

浄

土

は

、

自

力

疑

心

の

者

を

そ

こ

で

教

え

育

て

て

疑

惑

の

罪

を

自

覚

さ

せ

て

弥

陀

の

救

い

に

目

覚

ま

し

め

る

た

め

に

阿

弥

陀

仏

が

設

け

ら

れ

た

の

で

す

ね

」

七
宝
講
堂
道
場
樹

（

和

讚

問

答

）



Ｄ

「

え

え

、

そ

れ

は

疑

心

自

力

に

と

ど

ま

る

衆

生

が

多

く

、

そ

う

い

う

衆

生

を

放

っ

て

お

け

な

い

。

い

か

に

し

て

も

真

実

の

浄

土

に

生

ま

れ

さ

せ

て

仏

に

し

て

や

り

た

い

、

せ

ず

に

は

お

か

な

い

と

い

う

や

る

せ

な

い

阿

弥

陀

仏

の

大

悲

か

ら

設

け

ら

れ

た

世

界

で

あ

り

ま

し

ょ

う

」

Ｎ

「

こ

の

世

で

皆

が

皆

真

実

の

信

心

を

頂

い

て

真

実

報

土

の

浄

土

に

生

ま

れ

る

者

に

な

る

と

い

う

の

が

理

想

で

す

け

ど

、

衆

生

の

自

力

執

心

は

強

く

、

仏

智

を

疑

惑

す

る

心

は

離

れ

が

た

く

、

そ

れ

ゆ

え

こ

の

世

で

阿

弥

陀

仏

の

本

願

に

お

あ

い

し

て

も

な

お

自

力

を

募

り

、

仏

の

つ

の

本

願

を

疑

っ

て

こ

の

世

の

生

を

終

え

て

し

ま

う

、

そ

う

い

う

衆

生

に

も

な

お

手

を

差

し

の

べ

て

下

さ

り

、

そ

こ

へ

と

生

ま

れ

し

め

て

、

自

力

疑

心

の

罪

を

自

覚

さ

せ

、

弥

陀

の

本

願

の

広

大

な

お

働

き

に

気

づ

か

せ

よ

う

と

し

て

設

定

さ

れ

た

浄

土

が

方

便

化

身

の

浄

土

と

い

わ

れ

る

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

え

え

、

で

す

か

ら

こ

の

浄

土

に

も十

方

来

生

き

わ

も

な

し

ら

い

し

ょ

う

で

、

十

方

世

界

か

ら

化

土

に

生

ま

れ

る

衆

生

は

際

限

な

い

ほ

ど

多

い

と

い

わ

れ

る

の

で

す

。

そ

れ

ほ

ど

ま

で

に

大

悲

を

注

い

で

真

実

報

土

に

生

ま

れ

て

仏

に

な

ら

し

め

た

い

と

い

う

弥

陀

の

大

悲

は

深

い

の

で

す

。

で

す

か

ら

講

堂

道

場

の

化

土

ま

で

も

ご

方

便

下

さ

る

弥

陀

の

大

悲

を

思

っ

て

、

如

来

浄

土

を

礼

拝

せ

よ

と

お

勧

め

下

さ

る

の

で

す

」

Ｎ

「

方

便

化

土

が

説

か

れ

て

い

る

意

義

が

少

し

分

か

っ

て

き

ま

し

た

」

Ｄ

「

こ

れ

に

つ

い

て

、

参

考

に

な

る

話

が

あ

り

ま

す

。

実

は

キ

リ

ス

ト

教

に

お

い

て

も

こ

う

し

た

問

題

は

深

刻

な

問

題

な

の

で

す

。

こ

の

世

で

キ

リ

ス

ト

教

に

入

っ

て

も

キ

リ

ス

ト

へ

の

ま

こ

と

の

信

仰

を

得

る

人

は

多

く

は

あ

り

ま

せ

ん

。

そ

う

い

う

人

は

ど

う

な

る

の

か

と

い

う

問

題

で

す

。

キ

リ

ス

ト

教

で

は

人

が

亡

く

な

る

と

こ

の

世

の

終

末

（

あ

る

い

は

直

ぐ

に

）

に

、

神

の

裁

き

に

よ

っ

て

天

国

に

生

ま

れ

る

か

地

獄

に

生

ま

れ

る

か

、

あ

る

い

は

煉

獄

に

生

ま

れ

る

、

と

い

わ

れ

ま

す

。

ひ

と

た

び

そ

こ

へ

生

ま

れ

た

ら

も

う

そ

こ

か

ら

は

出

る

こ

と

が

無

い

、

と

説

か

れ

て

い

ま

す

ね

。

し

か

し

、

皆

が

皆

、

キ

リ

ス

ト

を

信

じ

て

天

国

に

生

ま

れ

る

と

い

う

こ

と

は

な

い

。

い

や

そ

れ

ど

こ

ろ

か

、

天

国

に

生

ま

れ

る

人

は

少

数

だ

と

い

え

ま

す

。

そ

う

す

る

と

後

の

者

は

地

獄

な

り

に

生

ま

れ

て

、

そ

れ

で

一

切

終

わ

り

と

な

る

。

そ

う

す

る

と

救

わ

れ

る

人

は

わ

ず

か

に

な

り

ま

し

ょ

う

。

そ

う

い

う

大

き

な

問

題

に

た

い

し

て

、

野

呂

芳

男

（

神

学

博

士

。

一

九

二

五

～

二

〇

一

〇

）

は

、

そ

れ

で

は

神

の

愛

は

限

定

的

な

も

の

に

す

ぎ

な

い

と

考

え

、

仏

教

思

想

に

影

響

さ

れ

て

、

神

を

信

じ

る

こ

と

の

で

き

な

い

不

信

仰

な

者

も

こ

の

世

が

終

わ

っ

て

す

ぐ

に

天

国

に

生

ま

れ

な

く

て

も

、

天

国

へ

の

道

程

と

し

て

の

世

界

（

ス

テ

ー

ジ

）

に

生

ま

れ

さ

せ

、

そ

こ

で

教

育

し

訓

練

し

て

、

真

実

の

信

仰

を

持

た

せ

て

、

や

が

て

天

国

に

生

ま

れ

さ

せ

よ

う

と

し

て

下

さ

る

、

と

説

き

ま

し

た

。

天

国

に

生

ま

れ

る

こ

と

の

で

き

な

い

不

信

仰

な

者

を

導

き

訓

練

す

る

領

域

を

考

え

て

、

そ

こ

に

生

ま

れ

さ

せ

て

、

天

国

へ

導

こ

う

と

さ

れ

る

。

そ

れ

が

愛

の

深

い

神

で

あ

る

、

と

説

い

た

の

で

す

」

Ｎ

「

そ

う

い

う

こ

と

を

思

い

ま

す

と

、

阿

弥

陀

仏

が

方

便

化

土

と

い

う

教

育

的

な

世

界

を

設

定

さ

れ

て

、

そ

こ

へ

疑

惑

不

信

の

者

を

導

き

入

れ

て

救

っ

て

い

こ

う

と

さ

れ

た

の

は

深

い

大

慈

大

悲

の

思

召

し

か

ら

な

の

で

す

ね

」

Ｄ

「

え

え

、

そ

こ

ま

で

の

ご

配

慮

を

し

て

下

さ

っ

た

大

悲

で

す

。

仏

教

思

想

に

な

じ

ん

で

い

た

野

呂

氏

は

そ

う

い

う

仏

教

の

考

え

に

大

き

な

ヒ

ン

ト

を

得

た

の

だ

と

思

い

ま

す

。

私

は

野

呂

教

授

の

こ

の

話

で

逆

に

、

無

量

寿

経

に

、

阿

弥

陀

仏

が

方

便

化

土

を

設

け

ら

れ

た

こ

と

に

、

ど

ん

な

者

を

も

見

捨

て

ず

救

わ

ず

ば

お

か

な

い

と

い

う

大

悲

の

深

く

広

い

こ

と

を

感

じ

ま

す

」

念

佛

聞

法

者

Ａ

さ

ん

か

ら

の

便

り

（

抜

粋

）

（

二

〇

一

七

年

一

月

）

＊

本

日

も

聞

か

せ

て

頂

き

有

難

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

業

報

は

他

者

に

使

う

言

葉

で

は

無

く

、

自

ら

の

身

に

の

み

引

き

当

て

る

言

葉

だ

と

教

え

て

頂

き

ま

し

た

。

ま

た

、

法

然

、

親

鸞

両

聖

人

、

と

も

に

「

道

が

無

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

方

々

」

の

お

言

葉

が

響

き

ま

し

た

。

肉

の

か

た

ま

り

、

我

執

我

愛

の

か

た

ま

り

、

で

あ

る

私

に

、

だ

か

ら

「

汝

を

捨

て

な

い

、

我

が

名

を

称

え

よ

」

の

如

来

の

仰

せ

が

か

か

っ

て

い

る

こ

と

、

し

み

じ

み

思

い

ま

す

。

「

た

だ

我

が

名

を

称

え

る

ば

か

り

で

助

け

る

」

と

い

う

言

葉

・

形

・

声

を

、

た

だ

認

識

す

る

の

で

は

な

く

、

一

声

称

え

さ

せ

聞

か

し

む

る

如

来

の

本

願

力

、

そ

の

「

ど

う

し

て

も

救

わ

ず

ば

お

か

ん

」

の

無

縁

の

大

悲

に

よ

っ

て

往

生

さ

せ

て

頂

く

の

で

あ

っ

て

、

決

し

て

我

が

身

、

我

が

心

、

我

が

口

、

行

い

に

も

う

用

事

は

な

い

の

で

あ

り

ま

す

。

専

ら

大

悲

を

仰

ぎ

、

た

だ

念

佛

を

聞

か

せ

て

頂

く

ば

か

り

で

す

。

引

き

続

き

大

悲

を

お

聞

か

せ

下

さ

い

。

南

無

阿

弥

陀

仏

（

了

）

〈

遠

方

法

話

予

定

〉

＊

二

月

十

七

日

。

愛

知

県

刈

谷

市

。

乗

願

寺

。

午

前

十

時

か

ら

午

後

三

時

ま

で

。

＊

三

月

四

日

。

福

井

別

院

。

午

前

十

時

。

法

話

座

談

＊

三

月

十

七

日

。

名

古

屋

市

。

高

畑

聞

法

会

館

。

午

前

十

時

。

法

話

座

談

＊

四

月

十

五

日

か

ら

十

六

日

。

広

島

市

。

龍

善

寺

。

午

後

か

ら

午

後

ま

で

。

＊

五

月

十

日

。

名

古

屋

市

。

高

畑

聞

法

会

館

。

午

前

十

時

。

法

話

座

談

。

＊

五

月

十

九

日

か

ら

二

十

一

日

。

福

井

別

院

。

午

後

か

ら

午

後

ま

で

。

法

話

座

談

。

（

詳

し

く

は

念

佛

寺

に

お

尋

ね

下

さ

い

）

お

便

り

【

法

味

寸

言

】

佐

々

木

蓮

麿

師

一

。

他

力

の

信

と

は

、

私

に

は

イ

キ

の

切

れ

る

ま

で

信

が

な

い

と

知

ら

せ

て

も

ら

う

こ

と

。

一

。

順

境

は

仏

か

ら

は

な

れ

や

す

く

、

逆

境

は

仏

に

近

づ

き

や

す

い

。

一

。

誰

の

話

を

聞

い

て

も

、

よ

い

と

こ

ろ

を

取

っ

て

よ

ろ

こ

べ

る

の

が

念

仏

者

。


