
つ

さ

か

げ

ゴ
あ
う

よ

う

月
影
杏
葉
紋

宗

紋

》

え

⑤
し浄土宗のみお

あ

な

た

の

お

寺

の

宗

旨

と

お

し

え

を

ご

存

じ

で

す

か
。

浄

土

宗

で

す
。

浄

土

宗

の

教

義

は
、

阿

弥

陀

仏

の

本

願

を

信

じ

南

無

阿

弥

陀

仏

と

称

え

れ

ば

必

ず

極

楽

浄

土

に

往
生

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

い

う

教

え

で

す
．

素

直

な

心

「
至

誠

心
」
、

深

く

信

じ

る

心

「
深

心
」
、

阿

弥

陀

仏

の

極

楽

浄

土

に

往

生

し

た

い

と

願

う

心

「
回

向

発

願

心
」
を

三
心

と
い

い
た

だ
往
生

極
楽

の
た
め

に

南

無

阿

弥

陀

仏

と

称

え

る

な

か

に

自

然

と

こ

も

っ

て

く

る

と

説

か

れ

念

仏

ひ

と

す

じ

の

生

活

を

教

え

て

い

ま

す
。

浄

土

宗

の

経

典
（
疏
）
を

一

も

知

っ

て

い

ま

す

か
。

浄

土

宗

で

は
、

『
無

量

寿

経
』
、

『
観

無

量

寿

経
』
、

『
阿

弥

陀

経
』

の

い

わ

ゆ

る

浄

土

三

部

経

を

所

依

経

典

と

し
、

そ

の

正

し

い

意

味

の

解

明

に

天
親

菩

薩

の

「
往

生

論
』
、

善

導

大

師

の

『
観

無

量

寿

経

疏
』

及
び

法

然
上

人

の

『
選
択

本

願

念

仏

集
」

が

あ

て

ら

れ

ま

す
。

念

仏

と

は

何

で

し

ょ

う

か
。

に

な

る

程

度

を

称

え

ら

れ

る

の

が

よ

い

の

で

す
。

」

と

申

さ

れ

て

お

り

ま

す
。

恵

ま

れ

つ

つ

悩

む

現

代

人
。

豊

か

さ

へ

の

追

求

だ

け

で

は

真

の

心

の

安

ら

ぎ

は
生

ま

れ

ま
せ

ん
。

心

に

阿

弥

陀

様

を

刻

み

込

み
、

や

さ

し

い

心
、

そ

し

て

ど

ん
な

困

難

に

も

堪

え

忍

ん

で

い

け

る

強

い

心

に

育

つ

よ

う

に

毎

日

真

心

こ
め

て

念

仏

を

称

え
．
ま

し

ょ

う
．

数

珠

は

何

の

た

め

の

も

の

で

す

．

か

。

　

浄

土

宗

の

宗

祖

は

誰

で

す

か
。

法

然

上

人

で

す
。

［「

浄

土

宗

の

本

尊

様

は

何

か

知

っ

て

い

ま

す

か
。

Ｌ

阿

弥

陀

仏

で

す
。

浄

土

宗

寺

院

の
本

堂

に

は

中

央

に

阿

弥

陀

仏

を

安

置

し

ま

す
。

あ

る

い

は

弥

陀

三

尊

と

い

っ
．

て

、

阿

弥

陀

仏

と

脇

侍

の

観

音

菩

薩

を

向

か

っ

て

右

側

に

し
、

勢

至

菩

薩

を

左

側

に

安

置

す

る

の

が

普

通

で

す
。

本
堂

の

両

脇

段

に

は

向

か

っ

て

右

側

に

高

祖

善

導

大

師
、

左

側

に

法

然

上

人

の
お

像

が

祀

ら

れ

ま

す
。

口
に

南

無

阿

弥

陀

仏

と

称
え

る

こ

と

で
、

阿

弥

陀

仏

に

帰

依

し
、

全

て

を

お

ま

か

せ

し
、

感

謝

す

る

と

い

う

意

味

が

あ

り

ま

す
．

こ

れ

を

十

返

と

な

え

て

仏

と

の

縁

を

結

ぷ

こ

と

を

十

念

と

い

い

ま

す
。

十

と

い

う

数

は

イ

ン

ド

で

十

進

法

が

発

明

さ

れ
、

数

の

ま

と

ま

っ

た

単

位

と

さ

れ

た

と

こ

ろ
か

ら

来

て

い

る

よ

う

で

す
．

法

然

上

人

の

念

仏

義

は

専

修

念

仏

で

声

高

ら

か

に

南

無

阿

弥

陀

仏

を

数

多

く

称

え

る

ほ

ど

功

徳

が

あ

る

と

し

て

「
数

を

定

め

な

け

れ

ば
怠

け

て

し

ま

う

よ

う

に

な

ワ

ま

す

か

ら
、

数

を

定

め

る

事

が

よ

い

こ

と

な

の

で

す
。

」
…

…

「
念

仏

の

数

は

一

万

遍

を

は

じ

め

と

し

て
、

二

万

、

三

万
、

五

万
、

六

万
、

あ

る

い

は

十

万

遍
ま

で

称

え

る

も

の

で

す
。

こ

の

な

か

で
、

お

心

に

ま

か

せ

て

お

思

い

一

口

で

い

う

な

ら
、

計

算

器

で

す
．

仏

様

の

持

ち

物

の．
一

つ

に

数

珠

が

あ

つ

ま

す
。

宗

派

に

よ

っ

て

数

珠

の

作

法

が

異

な

ワ
、

手

に

か

け

た

ワ
、

首

に

か

け

た

ウ
、

擦

っ

て

音

を

た

て

た

り

し

ま

す
，

一

連

の

数

珠

は
普

通

百

八

の

珠

が

っ

い

て

い

て
、

お

経

を

胆
目
え

な

が

ら

数

珠
を

ジ

ャ

ラ

ジ
ャ

ラ
と

も

む

と

私

達

の

百
八

の

煩

悩

が

消

え

て

な

く

な

る
と

い

う

宗

派

も

あ

り

ま

す
。

語

源

を

た

ど

る

と
、

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

語

で

ジ

ャ

パ

マ

ー

ラ

ー

と

い

い

「
低

い

声

で

ブ

ツ
ブ

ツ

唱

え

る

と

き

に

使

う

輪
」

と

い

う

意

味

で

す
。

ブ

ツ

ブ

ツ

唱

え

る

の

は

古

く

は

呪

文

の
よ

う

な

真

言

で
、

唱

え

た

真

言

の

数

を

数

珠

を

繰

ワ

な

が

ら

数

え

ま

す
。

浄

土

宗

で

は
主

に

二

連

の

数

珠

を

使

い

ま

す
。

大

き

さ

の

違

う

珠

の

二

つ

の

「

．

ｒ

、



浄 土 宗 の み お し え

輸

と
、

二

本

の

珠

の

連

な

ワ

が

つ

い

て

お

ワ
、

珠

の

形

の

違

い

を

利

用

し

て

ソ

ロ
バ

ン

的

に

念

仏

の

数

を

数

え

て

い

ま

す
，
別

時

念

仏

と

い

っ

て

日

に

何

千

回
、

何

万

回

と

南

無

阿

弥

陀

仏

を

お

称

え

す

る

時

に
、
数

え

る

の

に

便

利

な

の

で

す
。

葬

儀

の

時
、

白

い

布
、

白

木

、

白

紙

な

ど

何

故

白

が

多

い

の

で

し

よ

う

か

。

唱

え

る

人

を

導

師

と

呼

ん

だ

の

で

す
。

し

か

し

単

な

る

法

語

の

意

味
で

は

な

く
、

本

来

は

衆

生

た

ち

の

迷

い

を

救

い

、

仏

道

に

導

く

事

を

い

っ

た

も

の

な

の

で

す
。

亡

く

な

る

と

何

故

四

十

九

日

の

供

養

を

す

る

の

で

し

ょ

う
。

葬

儀

は

悲

し

い

こ

と

で
、

前

も

っ

て

準

備

を

し

て

待

つ

こ

と

で

は

な

い

為
、

「
思

わ

ぬ

不

幸
」
．
で

慌

て

た

心

境
、

情

況

に

な

る

の

で

葬

具

は

染

め

た

ワ
，

塗

っ

た

ワ

し

て

い

る

暇

も

な

い

と

い

う

こ

と

を

表

し

て
、
自

が

多

く

な

る

の

で

す
。

「
引

導

を

渡

す
」
と

は

ど

う

い

う

こ

と

で

し

ょ

う

か

。

も

と

は

人
々

を

仏

道

に

引

き

導

く

こ

と

を

意

味

し

ま

す
。

「
引

導

を

渡

す
」

と

い

え

ば

最

後

通

告

す

る
、

最

終

的

な

宣

言

を

す

る

と

い

っ

た

意

味

に

と

ら

れ

て

い

ま

す

が
、

葬

儀

の

場

合
、

導

師

が

訥

文

を

唱

之

て
亡

者

に

仏

縁

を

結

ば

せ

る

こ

と

か

ら

「
引

導

を

渡

す
」

と

い

っ

た

も

の

で

す
。

引

導

は

亡

者

に

向

か

っ

て

唱

え

る

法

語

の

こ

と

を

い

い
、

こ

の

法

語

に

よ

っ

て

迷

え

る

亡

者

を

導

き
、

成

仏

さ
せ

る

と

い
う

こ

と

か

ら

法

語

を

中

陰

が

明

け

る
、

忌

明

け

と

い

う

こ

と

で

す
．

古

来

イ

ン

ド

で

は
、

人

間

は

輪

廻

転

生

す

る

と

考

え

ら

れ

て

い

ま

し

た
。

こ

の

世

に

存

在

し

て

い

る

間

を

本

有

と

い

い
、

さ

ら

に

は

死

の

瞬

間

を

死

有

と

い

い

ま

す
。

生

を

終

え

て

か

ら

次

の

生

を

受

け

る

ま

で

の

期

間

が

四

十

九

日

間

あ

る

と

さ

れ
、

こ

の

間

を

中

有
、

あ

る

い

は

中
陰

と

呼

び

ま

す
．

中

陰

供
養

は

こ

の

問

の

宙

に

迷

っ

て

い

る

霊

を

供

養

し

ま

す
。

初

七

日

か

ら

二

七

日
、

四

七

日
、

五

七

日
、

六

七

日
、

七

七

日
、

と

法

要
が

続

き
、

七

七

日

忌

の

四

十

九

日

に

中

陰

が

明

け

〔
満

中

陰
）

仏

と

な

っ

て

忌

明

け

と

な

り

ま

す
。

こ

の

た

め

四

十

九

日

の

法

要
を

行

う

わ

け

で

す
。

ま

た
、

四

十

九

日
の

満

中

陰

で

忌

明

け

と

な

る

と
、

忌

み

こ

も

ワ

し

て

い

た

遺

族

が

日
常

生

活

に

復

帰

す

る

と

い

う

意

味

も

あ

ワ

ま

す
。

上

地

の

習

慣

に

よ

っ

て

多

少

の

相

違

は

あ

ワ

ま

す

が

四

十

九

日

の

法

要

を

営

ん

だ

後

「
精

進

お

と

し
」

が

営

ま

れ

ま

す
。

今

日

で

は

葬

儀

当

日

に

も

営

ま

れ

て

い

ま

す
。

中

陰

壇

は

取

り

片

づ

け
、

白

木

の

位

牌

は

菩

提

寺

に

返

し

ま

す
．

忌

明

け

に

巾

陰

壇

を

片

づ

け

る

こ

と

を

「
壇

ば

ら

い
」
、

コ
壇

引

き
」

と

も

言

い

習

わ

し

て

い

ま

す
。

仏

壇

の

あ

る

人

は
、

漆

塗

り

の

位

牌

を

つ

く

っ

て

中

に

安

置

し

ま

す
。

中

陰

壇

に

飾

っ

た

遺

影

は

片
づ

け

る

か

仏

壇

の

外

に

飾

る

よ

う

に

し

ま

す
。

こ

の

日

は

「
川

行

き
」
、

「
灘

行

き
」

と

い

っ

て

家

の

内

外

を

清

め

る

こ

と

も

行

わ

れ

ま

す
．

満

中

陰

の

忌

明

け

に

あ

た

っ

て
、

忌

明

け

の

挨

拶

を

兼

ね

葬

儀

の

会

葬
者
［
に

お

礼

を

す

る

習

慣

が

あ

り

ま

す
。

こ

れ

が

香

典

返

し

で

す
。

形

見

分

け

も

こ

の

日

の

法

要

の

後

な

さ

れ

る

こ

と

が

多

い

と

い

え

ま

す
。

し

か

し
、

こ

の

四

十

九

日

の

法

要

は

通

仏

教

的

な

考

え

が

元

に

な

っ

て

お

ワ
、

三

七

日
、

浄

土

宗

で

は
念

仏

を

申

す

も

の

は

こ

の

世

の

生

を

終

わ

る

と
、

阿
弥

陀

様

の

本

願

の

お

力

で

極

楽

往

生

さ

せ

て

い

た

だ

く

こ

と

が

で

き

る

の

で

す
．

し

か

し
、

　

般

の

仏

教

の

習

慣

上

浄

土

宗

で

も

忌

日

法

要

と

し

て

初

七

日

を

は

じ

め
、

七

七

日

の

満

中

陰

の

法

要

も

勤

め

ま

す
。

仏

壇

は
、

家

の

ど

こ

に

置

く

も

の

で

し

ょ

う

か

北

に

置

い

て

南

向

き
、

あ

る

い

は

西

に

置

い

て

東

向

き

と

い

わ

れ

ま

す

が
、

こ

れ

は
、

北

は

最

も

尊

い

方

位
、

西

は

極

楽

浄

土

を

表

し

て

い

る

か

ら

で

す
．

置
く

場

所

は
、

家

の

中

で
一

番

清

々

し

い

所
、

生

活

に

密

着

し

て

い

る

所
、

い

つ

で

も

見

る

こ

と

の

で

き

る

所

な

ど
、

掌

を

合

わ

せ

や
す

い

場

所
が

良

い

と

さ

れ

て

い

ま

す
。

霊

前

に

は

普

通

い

く

つ

の

器

を

供

え

ま

す

か
。

飯

椀

・

汁

椀

・

壷

・

平

二
局

圷

の

五

つ

で

す
。
あ

げ

る

も

の

は

精

進

料

理
〔
肉

・

魚
、

五

辛

・

酒

は

さ

け

る
。
）
で

飯

椀

ー

飯
、

汁

椀

１１

汁
、

壺

ー

な

ま

す

あ

え

も

の

・

煮

豆
、
．
平

１１

煮

物
、

高

堺

１１

漬

物

を

蓋

を

取

っ

て

供

え

ま

す
．

年

回

法

要

は

い

つ
ま

で

続

け
ま

す

か

。

年

回

法

要
は

永

遠

に

続

け

る

の

が

理

想

で

あ

り
、

そ

う

い

う

願

い

を

持

つ

の

は

大

切

な

こ

と

で

す
。

し

か

し
，

亡

く

な

っ

て

百

年

も

過

ぎ

ま

す

と
、

そ

の

故

人

の

生

前

を

知

る

人

は

皆

無

で

故

人

と

い

う

認

識

よ

ワ

も

そ

の

家

の

先

祖

と

い

う

抽

象

的

な

存

在

に

な

り

ま

す
。

で

は

現

実

に

何

回

忌

ま

で

続

け

る

と

い

う

こ

と

で

す

が
、

一

周

忌

は

当

然
、

三

回

忌
、

そ

し

て

七

回

忌
、

一

や

三

と

い

う

規

模

で

な

い

と

し

て

も
、

次
．
に

十

「

「

ｒ

、
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三
、

十

七
、

二

十

三
、

二

十

七

回

忌

に

な

り

ま

す
。

き

ち

ん

と

つ

と

め

る

人．
と

そ

う

で

な

い

人

の

差

が

は

っ

き

ワ

し

て

き

ま

す
。

ま

た
、

二

十

三

回

忌

と

二

十

七

回

忌

を

合

わ

せ

て

二

十

五

回

忌

と

い

う

例

も

あ

り

ま

す
。

と

こ

ろ

が
、

三

十

三

回

忌

に

な

ワ

ま

す

と

再

び

三

回

忌

や

七

回

忌

と

同

じ

く

ら

い

に

つ

と

め

る

家

が

多

く

な

り

ま

す
。

関

東
、

関

西

を

問

わ

ず

最

近

は

ほ

と

ん

ど

こ

の

三

十

三

回

ゴ

忌
、

と

こ

ろ

に

よ

っ

て

は

三

十

七

回

忌

を

故

人

の

年

回

法

要

の

忌

止

め

と

し

て

盛

大

に

つ

と

め

る

と

い

う

こ

と

で

す
。

さ

ら

に

工

十

回

忌
、

．
白

回

忌

と

な

る

と

縁

故

者

も

な

く
、

故

人．
の

血

縁

者

さ

え

不

明

と

な

る

場

合

が

あ

り

ま

す

が
、

そ

の

時

点

で

も

ま

だ

年

回

法

要

を

つ

と

め

る

と

い

う

の

は
、

そ

れ

だ

け

家

が

長

く

続

い

て

い

る

と

い

う

し

る

し

と

な

り
、

、
－
か

え

っ

て

盛

大

な

も

の

に

な

ワ

ま

す

。

年

回

法

要

と

い

う

よ

り

も
、

先

祖

へ

の

感

謝

祭

と

い

う

感

じ

に

な

ワ

ま

す
．

法

要

後

に

行

う

ご

供

養

を

ど

う

し

て

お

齋

（
と

き
）

と

い

う

の

で

し

ょ

う

か

．

齋

と

い

う

字

に

は
、

つ

つ

し

む

と

い

う

意

か

ら

、

罪

を

悔

い

改
．
め

、

身

・

口

・

意

の

三

つ

の

行

為

を

つ

つ

し

み
、

身

を

清

め

る

と

い

う

意

が

あ

り

ま

す
。

こ

れ

と
、

仏

事

の

時

の

食

事

と

い

う

意

が

混

ざ

っ

て

使

わ

れ

て

い

る

の

で

す
．

お

寺

さ

ん

に

差

し

出
す

ノ

シ

袋

の

表

に

は

何

と

書

き

ま

す

か
。

が

労

賃

に

な

っ

て

し

ま

い

ま

す
。

お

盆

は

何

の

た

め

に

あ

り

ま

す

か

。

法

然

上

人

と

門

弟

の

百

四

十

五

箇

条

問

答

か

ら

お

布

施

で

す
。

大

乗

仏

教

で

確
立

さ

れ

た

考

え

方

に

六

波

羅

蜜

と

い

う

も

の

が

あ

ワ
、

悟

り

に

至

る

た

め

の
六

つ

の

修

行
方

法

で

す
．

数

え

上

げ

る

と

布

施

・

持

戒

・

忍

辱

・

精

進

・

禅

定

・

智

慧

の

六

つ

で

す
。

第

一

番

目

に

布

施

が

来

て

重

要

な

修

行

（
菩
薩

道
）
と

い

え
ま

す
，

布

施

と

は

人

に

施

し

を

す

る

こ

と

で

す
。

お

金
、

品

物
、

あ

る

い

は
精

神

的

な

も

の

で

も

か

ま

い

ま

せ

ん
，

釈

尊

の

時

代

や
、

そ

れ

以

前

の

イ

ン

ド

に

も
、

他

人

に

金

品

を

与

之

る

こ

と

は

徳

の

高

い

こ

と

だ

と

す

る

考

え

方

が

あ

り
ま

し

た

が
、

大

乗

仏

教

で

は
そ

の

考

え

方

を

も

っ

と

深

め

菩

薩

道

の

一

つ

と

し

ま

し

た
。

出

家

僧

や

寺

院

に

対

し

て

功

徳

の

た

め

に

在

家

者

が

施

し

を

す

る
の

を

財

施

と

い

い

ま

す
。

ま

た
、

僧

は

反

対

に

在

家

者

に

読

経
、

説
法

を

施

し

法

施

と

い

い

ま

す
。

そ

し

て

不

安

や

畏

れ

を

と

り

除

い

て

心

の

平
安

を

施

し

ま

す
。

こ

れ

を

施

無

畏

と

い

い

ま

す
．

僧

に

よ

る

読

経
、

説

法

に

対

し

て

在

家

者

は

財

施
、

即

ち

布

施

を

も

っ

て

応

え

ま

す
。

お

経

料

な

ど

と

書

く

と

僧

に

よ
．
る

法

施

が

単

な

る

労

働

と

な

っ．
て

し

ま

い
、

お

布

施

先

祖

の

霊

の

大

歓

迎

会

で

す
。

お

盆

は

た

だ

し

く

は

孟

蘭

盆

会

と

書

き
、

梵

語

で

は

ウ

ラ

ン

バ

ナ

と

い

い

ま

す
．

そ

の

起

源

の

一

つ

は
、

古

来

イ

ン

ド

の

農

耕

社

会

の

祖

先

崇

拝

に

発

し

た

も

の

で

子

孫

が

絶

え

て

供

養

さ

れ

な

い

霊

は

逆

さ

吊

り

の

苦

し

み

を

受

け

る

と

さ

れ

て

い

て
、

そ

こ

で

霊

前

に

飲

食

を

供

え

て

供

養

し

た

も

の

で
、

そ

の

後

仏

教

の

行

事

に

組

み

込

ま

れ

ま

し

た
．

も

う

一

つ

の

説

は
、

釈

尊

の

弟

子

の

目

連

が

餓

鬼

道

に

堕

ち

た

偉

親

を

救

済

す

る

た

め

に

釈

尊

に

教

え

を

頼

み

ま

し

た
．

釈

尊

は

七

月

十

五

日

の

自

恣

（
夏

の

終

わ

ワ

に

僧

が

一

堂

に

集

ま

り

臓

悔

し

あ

う

行

事
）

の

時

に

飲

食

を

供

え
、

お

盆

に

こ

の

世

の

甘

い

も

の

全

て

を

の

せ

て

供

養

せ

よ

と

教

え

ま

し

た
口

お

陰

で

傲

親

は

餓

鬼

道

の

苦

し

み

か

ら

救

わ

れ

た

と

い

い

ま

す
。

い

ず

れ

に

し

て

も

先

祖

崇

拝

に

お

盆

の

目

的

が

あ

り

ま

す
．

七

月
、

あ

る

い

は

八

月

の

十

三

日

か

ら

十

六

日

の

四

日

間
．

家

に

精

霊

棚

を

飾

り
、

先

祖

の

霊

を

迎

え

て

た

く

さ

ん

の

供

物

を

供

え

供

養

し
、

僧

侶
を

招

い

て

お

経

を

あ

げ

て

も

ら

い
、

ま

た
、
お

墓

参

ワ

も

し

ま

す
。

○

仏

を

う

ら

む

こ

と

が

あ

り

ま

す

か
。

こ

れ

に

対

し

法

然

上

人

は

「
ど

う

あ

っ

て

も

仏

を

う

ら

ん

で

は

な

ワ

ま

せ

ん
。

信

心

あ

る

者

は

大

罪

で

す

ら

消

え

ま

す
。

信

の

な

い

者

は
．

小

罪

を

犯

し

て

さ

之

も

消

え

ま

せ

ん
。

わ

が

信

の

な

い

こ

と

を

恥

な

さ

い
。

」

と

教

え

て

い

ま

す
。

○

ど

う

し

て

も

心

に

妄

想

が

起

き

る

と

き

は

ど

う

し

た

ら

い

い

と

思

い

ま

す

か
．

こ

れ

に

対

し

法

然

上

人

は

一、
煩

悩

に

よ

っ

て

心

が

動

揺

す

る

の

は

悪

い

こ

と

で

す
．

必

ず

一

心

に

念

仏

を

称

え

な

さ

い
。

」

と

教

え

て

い

ま

す

．

Ｏ

現

在

の

世

を

助

か

る

よ

う

に

祈

る

の

に
、

ご

利

益

の

し

る

し

が

な

い

人

は

ど

う

し

た

ら

よ

い

の

で

し

ょ

う

か
。

こ

れ

に

対

し

法

然

上

人

は

「
現

世

を

祈

る

の

に

そ

の

し

る

し

が

な

い

と

い

う

こ

と

は
、

仏

が

嘘
、

偽

り

を

い

っ

て

い

る

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん
、

自

分

の

本

心

が

説

か

れ

た

と

お

り

に

し

な

い

こ

と

に

よ

っ

て

し

る

し

の

な

い

こ

と

が

あ

ワ

ま

す
。

観

音

を

念

ず

る

に

も

一

心

に

す

れ

ば

し

る

し

は

あ

り

ま

す
。

も

し

一

心

に

し

な

け

れ

ば

し

る

し

は

あ

り

ま

せ

ん
。

宿

縁

が

厚

い

人

は
、

前

の

世

か

ら

定

「「

．

ｒ

、
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ま

っ

て

い

る

報

い

で

す

ら

も

な

お

変

わ

る

も

の

で

す
。

昔

も

今

も

縁

の

浅

い

人

は

塵

ほ

ど

の

わ

ず

か

な

苦

し

み

に

さ

え

も

し

る

し

が

な

い

と

い

っ

て

い

ま

す
．

仏

を

う

ら

み

に

思

い

に

な

っ

て

は

い

け

ま

せ

ん
。

た

だ

こ

の

世

・

後

の

世

の

た

め

に

仏

に

仕

え

る
に

は

真

心

を

込

め

て

真

実

を

励

む

こ

と

で

す
。

す

る

と

こ

の

世
の

思

い

事

も

か

な

い
、

後

の

世

も

浄

土

に

生

ま

れ

る

こ

と

に

な

り

ま

す
。

し

る
し

が

な

け

れ

ば

自

分

の

心

を

恥

な

さ

い

。
」

と

説

い

て

い

ま

す
．

Ｏ

酒

を

の

む

の

は

罪

に

な

る

で

し

よ

う

か

。こ

れ

に

対

し

法

然

上

人

は

「
本

当

は

飲

む

べ

き

で

は

あ

り

ま

せ

ん
．

で

も
、

そ

れ

は

世

の

習

い

で

す
。」

と

教

え

て

い

ま

す
。

ｏ

女

の

人

の

物

事

に

対

す

る

ね

た

み

は

罪

深

い

で

し

ょ

う

か
。

こ

れ

に

対

し

法

然

上

人

は

「
た

だ

た

だ
、

一

心

に

念

仏

を

称

之

な

さ

い
。」

と

教

え

て

い

ま

す
。

法

宝

と

は
、

仏

の

説

か

れ

た

お

経
、

教

法

の

こ

と

で

す
。

僧

宝

と

は
、

観

音

様

や
、

地

蔵

様

か

ら

降

っ

て

は

弘

法

・

法

然

・

日

蓮

等

の

上

人

や

お

坊

さ

ん

等

仏

の

教

を

信

仰

し
、

教

を

守

っ

て

い

こ

う

と

し

て

い

る

人

々

と

い

う

こ

と

で

す
。

こ

れ

ら

の

　

つ

が

欠

け

て

も

仏

教

は

成

り
立

ち

ま

せ

ん

。

坊

主

と

は

ど

ん

な

言

葉

で

し

ょ

う

か

。

三

宝

と

は

何

で

し

ょ

う

か
。

仏

宝

・

法

宝

・

僧

宝

の

こ

と

で

す
。

仏

宝

と

は
、

三

世

の

諸

仏

か

ら
、

下

は

木

仏

・

金

仏

・

画

像

に

至

る

　

切

の

仏

さ

ま

の

こ

と

で

す
．

坊

と

は

大

き

な

本

寺

に

付

属

す

る

僧

た

ち

が

そ

の

寺

域

に

建

て

て

住

居

と

し

た

寺

の

こ

と

で

平

安

時

代

の

後

期

か

ら

多

く

設

け

ら

れ
、

こ

れ

を

塔

頭
「
塔

中
」

と

も

い

い

ま

す

が
、
．
こ

こ

に

い

う

塔

と

は
、

住

職

の

墓

に

立

て

た

供

養

塔

で

あ

り
、

頭

と

は

ほ

と

ワ

の

こ

と

で

住

職

の

死

後

そ

の
遺

徳

を

し

た

う

第

子

た

ち

が

墓

の

ほ

と

り

に

庵

を

造

っ

て

住

ん

だ

こ

と

か

ら

出

た

言
葉

で

あ

り

ま

す
。

坊

の

語

は

様

々

な

使

わ

れ

方

を

し

ま

す
。

住

職

が

坊
主

で

単

に

坊

と

も

い

わ

れ

敬

称

が

つ

い

て

御

坊

と

な

ワ
、

中

世

以

降

は

僧

侶

の

総

称

と

し

て

坊

さ

ん

と

呼

ば

れ

ま

す
．

法

然

坊

な

ど

と
い

う

の

も

そ

の

例

で

す
。

ま

た
、

僧

以

外

で

も

軽

く

親

し

ん

で

い

る

の

が

お

花

坊

の

類

で

そ

０

他

朝

寝

坊
、

食

い

し

ん

坊

な

ど

が

あ

り

ま

す
。

坊

主

の

語

も

中

世

以

降

は

住

職

だ

け

で

な

く

僧

侶

の

総

称

と

な

り
、

さ

ら

に

用

途

が

ひ

ろ

が

っ

て

様

々

に

使

わ

れ

ま

す
．

短

い

頭

髪

を

象

徴

し

て

坊

主

刈

り
、

坊

主

頭

と

呼

ば

れ
、

男

の

子

は

坊

主

刈

り

を

し

て

い

た

の

で

坊

主

と

い

い
、

略

し

て

坊

や

と

呼

ば

れ
、

照

る

照

る

坊

主

か

ら

さ

ら

に

す

り

へ

っ

た

タ

イ

ヤ

ま

で

坊

主

と

い

い
、

魚

釣

ワ

で
．一

匹

も

取

れ

な

い

の

を

今

日

は

坊

主

だ

っ

た

と

言

い

合

う
、

そ

し

て

代

表

的

な

も

の

は

何

を

や

っ

て

も

三

日

と

続

か

な

い

者

を

三

日

坊

主

と

い

う

こ

と

で

す
。

坊

主

と

い

う

言

葉

は

意

味

が

深

い

よ

う

で

す
．入

道

と

い

う

言

葉

の

意

味

は

何

で

し

ょ

う

か

。

仏

道

に

入

る

こ

と

を

意

味

し
、

す

な

わ

ち

出

家

修

行
、

あ

る

い

は

出

家

者

の

こ

と

を

い

い

ま

す
。

平

安

時

代

と

く

に

藤

原

期

か

ら

は

在

俗

の

ま

ま

剃

髪

し

た

人

を

入

道

と

い

ワ

て
、

又

は

入

道

入

り

と

も

い

い

ま

し

た
。

鎌

倉

時

代

か

ら

戦

国
時

代

に

か

け

て

在

家
で

剃

髪

仏

道

に

帰

依

し

た

者

は
数

知

れ

ず

、
い

ず

れ

も

入

道

と

い

い

ま

し

た
．

例
え

ば

上

杉

謙

信
、

武

田

信

玄

な

ど

頭

の

禿

げ

た

者

を

大

入

道

と

い

い
、

ま

た

積

乱

雲

を

入

道

雲

と
い

う

の

も

そ

の

形

を

た

と

え

た

も

の

で

す
．

た

こ

入

道

は

出

家

を

あ

ざ

け

る

差

別

で

は

な

い

で

し

と

ゆ

よ
．
つ

力

入

道

は

出

家

ま

た

は

舎

家

な

ど

の

語

と

と

も

に

イ

ン

ド

で

す

で

に

用

い

ら

れ

て

い

ま

し

た

が

文

字

通

り

仏

道

に

入

る

意

味

な

の

で

す
。

檀

那

と

い
う

言

葉

の

意
味

は

何

で

し

ょ

う

か

。

一

般

に

大

商

人

や
、

お

金

持

ち

の

こ

と

を

い

い

ま

す

が

意

味

は

施

し
（
布

施
）

と

い

う

こ

と

で
、

多

く

の

人

を

養

っ

た

り
、

人

の

お

役

に

た

て

る

立

派

な

人

の

こ

と

で

す

が
、

こ

れ

が

い

つ

の

間

に

か

富

と

混

同

さ

れ

伝

わ

っ

て

し

ま

っ

た

の

で

す
。

お

檀

家

（
物

を

施

す
）

に

対

し
、

そ

の

菩

提

寺

を

檀

那

寺

〔
法
、

教

え

を

施

す

寺
）

と

も

い

い

ま

す
。

つ
も

り
違
い

十
訓

高

い

つ

も

ワ
で

低

い

の
が

教

養

低

い

つ

も

り
で

高

い

の

が

気

位

深
い

つ

も

り
で

浅

い

の
が

知

識

浅

い

つ

も

ワ
で

深

い

の

が

欲

の

皮

厚
い

つ

も

り
で

薄

い

の

が

人

情

薄

い

つ

も

り

で

厚

い

の

が

面

の

皮

強
い

つ

も

ワ

で

弱

い

の
が

根

性

弱

い

つ

も

ワ

で

強

い

の

が

我

多

い

つ

も

ワ

で

少

な

い

の

が

分

別

少

な

い

つ

も

ワ

で

多

い

の

が

無

駄

一 ．

．

ｒ

、


