
、

一 と… ナ 　 、

浄 土 刀くの 皇じ え，
。 轟
・ 義１

⑧

念

仏

を

唱

え

る

こ

と

い

ま

か

ら

約

八

百

年

前

に
、

法

然

上

人

が

浄

土

宗

を

開

か

れ

ま

し

た
。

阿

弥

陀
仏

を

信

じ

て

念

仏

（
阿

弥

陀

仏

の

名

を

唱

え

る
）
を

す

れ

ば
、

す

べ

て

の

人

々

が

阿

弥

陀

仏

の

国

（
極

楽

浄

土
）

に

生

ま

れ

往

く

こ

と

〔
往

生
Ｖ

が

で

き

る

と

い

う

教

え

を

示

さ

れ

ま

し

た
。

で

す

か

ら

浄

土

宗

に

お

い

て
．

念

仏

は

非

常

に

大

切

な

も

の

で

あ

る

と

い

え

ま

す
。

い

ま

こ

こ

で

は
、

こ

の

念

仏

す

な

わ

ち
「
南

無

阿

弥
陀

仏
』

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

胸

話

し

た

い

と

思

い

ま

す
．

法

然

上

八

の

教

え

は
．

念

仏

を

唱

え

る

こ

と

を

第

一

と

し

て

い

ま

す
。

浄

上

信

仰

の

実

践

に

は
、

お

経

を

読

む

こ

と

（
読

涌
）
、

仏

さ

ま

や

浄

土

の

姿

を

思

い

浮

か

べ

る

こ

と

（
観

察
）
、

仏

を

拝

む

こ

と

（
礼

拝
）
、

仏

の

徳

を

ほ

め

た

た

え

る

こ

と
（
讃

歎

供

養
）
な

ど
、

数

々

の

方

法

が

あ

り

ま

す
．

し

か

し

念

仏

を

唱

え

る

こ

と
、

こ

れ

を

称

名

と

い

い
、

浄

土

宗

に

お

い

て

は

こ

の

称

名

こ

そ

が

正

行

と

さ

れ

て

い

ま

す
。

で

す

か

ら

ひ

た

す

ら

に

念

仏

す

る

こ

と

が

大

切

な

の

で

す
。

阿

弥

陀

仏

が

い
る

極

楽

浄

土

に

往

生

す

る

た

め

に

は
、

念

仏

が

】

番

近

道

だ

と

い

う

こ

と

で

す
。

法

然

上

人

の

残

さ

れ

た

『
一

枚

起

請

文
』

の

中

に
．

但

し

三

心

四

修

と

中

す

こ

と

の

そ

う

ろ

う

は
、

み

な

決

定

し

て
、

南

無

阿

弥

陀

仏

に

て

往

生

す

る

ぞ

と

思

う

う

ち

に

こ

も

り

そ

う

ろ

う

な

り

と

の

べ

ら

れ

て

い

ま

す
。

い

ろ

い

ろ

と

難

し

い

こ

と

も

あ

り

ま

す

が
、

心

を

決

め

て

と

も

か

く

南

無

阿

弥

陀

仏

と

唱

え

る

こ

と

が

第

一

で
、

ひ

た

す

ら

に

念

仏

を

唱

え

る

こ

と

が

往
生

の

近

道

で

あ

る

と

い

う

こ

と

を

示

さ

れ

て

い

ま

す
。

ま

た
、

同

じ

く

法

然

上

人

の

お

手

紙

に
、

コ

紙

小

消

息
」
と

い

わ

れ

る

も

の

が

あ

り

ま

す
。

そ

の

中

に
、

行

は
一

念

十

念

な

を

空

し

か

ら

ず

と

信

じ

て
、

無

聞

に

修

す

べ

し
、

一

念

な

を

生

る
、

況

ん

や

多

念

を

や

と

あ

り

ま

す
。

一

回

の

念

仏

で

も

往

生

さ

せ

て

い

た

だ

け

る

の

で

あ

り

ま

す

か

ら
、

ひ

た

す

ら

念

仏

を

唱

え

さ

え

す

れ

ば

往

生

で

き

な

い
わ

け

が

な

い

と

い

う

こ

と

だ

と

思

い

ま

す
。

一

回

と

か

十

回

と

か

数

の

問
．
題

で

は

な

く
、

　

生

懸

命

に

唱

え

る

こ

と

が

大

切

で

あ

る

と

教

え

二
小

さ

れ

て

い

ま

す
．

一

見

そ

れ

は

非

常

に

難

し

い

こ

と

の

よ

う

に

思

わ

れ

が

ち

で

す

が
、

法

然

上

人

は

決

し

て

難

し

い

理

屈

を

い

っ

て

は

い

ま

せ

ん
。

あ

り

の

ま

ま

の

姿

で

素

直

に

唱

え

れ
ば

よ

い

と

い

わ

れ

て

い

ま

す
。

阿

弥

陀

仏

を

信

じ

て
、

阿

弥

陀

仏

に

向

か

い

「
助

け

た

ま

え
」

と

念

じ
、

そ

の

気

持

が

念

仏

と

な

っ

て

「
南

無

阿

弥

陀

仏
」

．
と

口

か

ら

発

せ

ら

れ

る

時
、

そ

れ

が

そ

の

ま

ま

阿

弥

陀

仏

の

救

い

に

な

つ

て

い

る

の

で

す
。

人

は
、

「
自

分

で

は
、

ど

う

し

よ

う

も

な

い
．

な

す

術

が

み

つ

か

ら

な

い
」

な

ど
、

そ

ん

な

心

境

の

峙

に
、

何

か

に

す

が

ろ

う

と

し

ま

す
。

ま

さ

に

こ

の

時

こ

そ

阿

弥

陀

仏

に

す

が

っ

て

く

だ

さ

い
。

「
南

無

阿

弥

陀

仏
」

と

お

念

仏

を

唱

え

て

く

だ

さ

い
。

何

か

に

す

が

る

と

い

う

こ

と

は
、

自

分

の

狭

い

考

え

や

計

ら

い

を

捨

て

て
、

素

直

な

心

で

向

か

い

合

う

と

い

う

こ

と

だ

と

思

い

ま

す
。

「
南

無

阿

弥

陀

仏
」

を

唱

え

る

こ

と

は
、

阿

弥

陀

仏

の

前

に

あ

り

の

ま

ま

の

自

分

の

姿

を

さ

ら

け

出

す

と

い

う

こ

と
．

で

す
。

す

な

わ

ち
、

そ

れ
．
は

自

分

自

身

の

無

力

さ

を

知

る

こ

と

に

な

る

の

で

す
。

そ

こ

か

ら

困

難

に

向

か

え

る

何

か
が

出

て

く

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か
。

こ

の

よ

う

に

何

か

を

気

づ

か

せ

る

力
が

お

念

仏
．
に

は

あ

り

ま

す
。

こ

れ

が

他

力

と

い

う

こ

と

だ

と

思

い

ま

す
。

念

仏

を

多

く

唱

え

た

か

ら

偉

い
と

か

偉

く

な

い

と

か
、

往

生

で

き

る

で

き

な

い

と

か

が

問

題

な
、
の

で

は

な

く
．

あ

な

た

の

心

の

中

に

あ

る

信

じ

る

心
、

弥

陀

に

す
が

る

心

が

ど

う

な

の

か

が

問
題

な

の

で

す
。

層

「

．

‘



皆
、

仏

性

を

も

っ

て

い

る

仏

性

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

詣

を

し

た

い

と

思

い

ま

す
．

一

切

衆

生

に

皆

仏

性

あ

り

と

『
浬

盤

経
』

に

説

か

れ

て

い

ま

す
。

こ

れ

は
、

生

き

と

し

生

け

る

も

の

す

べ

て

の

八
、

い

や

す

べ

て

の

命

あ

る

も

の

に

は
．

仏

と

な

る

種

が

あ

る

と

い

う

こ

と

を

示

し

て

い

る

言

葉

で

あ

り

ま

す
．

す

な

わ

ち

悟

り

を

開

き
、

仏

と

な

る

こ

と

が

で

き

る
，

そ

う

い

う

可

能

性

を

だ

れ

も

が

も

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

り

ま

す

。

し

か

し

仏

性

と

い

っ

て

も

目

に

兄

え

る

も

の

で

は

な

い

の

で
、

だ

れ

も

が

気

が

つ
ぐ

と

い

う

も

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん
。

そ

の

こ

と

を

訟

経

の

中

で

は
、

た

と

え

を

も

っ

て

説

明

さ

れ

て

い

ま

す
。

一

つ

は

米
．

麦
、

粟

な

ど

の

穀

物

に

た

と

え

ら

れ

ま

す
。

米

や

麦

な

ど

の

穀

物

は
、

実

が

籾

殻

に

よ

っ

て

護

ら

れ

て

い

ま

す
。

そ

の

糧

を

取

り

去

ら

な

け

れ

ば
、

お

い

し

い

食

握

と

し

て

の

川

を

な

さ

な

い

の

で

す
。

食

用

に

し

よ

う

と

す

れ
ば

籾

殻

を

除

き

皮

や

糠

を

と

っ

て

精

選

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

の
で

暴
綴
ボ
纏
鷺
蕪

を

大

切

に

す

る

こ

と
、

生

か

す

こ

と

に

は

な

ら

な

い

と

い

う

こ

と

を

示

し

て

い

ま

す
。

ま

た
、

実

は

種

と

し

て

芽

を

出

さ

せ
、

新

ら

し

い

命

を

ひ

き

つ

い

で

い

く

と

い

う

働

き

が

あ

り

ま

す
。

何

千

年

前

の

蓮

の

実
（
種
）
か

ら

き

れ

い

な

花
が

咲

い

た

よ

う

に
、

わ

た

し

た

ち

に

は

想

像

も

で

き

な

い

不

思

議

な

力

が

実

の

中

に

は

あ

る

と

い

う

こ

と

を

示

し

て

い

ま

す
．

古

歌

に
、

年

ご

と

に

咲

く

や

吉

野

の

桜

花

木

を

割

り

て

み

よ

花

の

あ
．
り

か

を

と

い

う

の

が

あ

り

ま

す
。

桜

は
．

毎

年

春

に

な

れ

ば

き

れ

い

な

花

を

咲

か

せ
、

我

々

を

楽

し

ま

せ

て

く

れ

ま

す
。

し

か

し
、

そ

の

桜

の

木

も
、

花

を

咲

か

せ

る

前

に

は
、

だ

れ

も

振

ゲ

返

っ

て

兇

て

は

く

れ

ま

せ

ん
。

静

か

に

寒

さ

に

耐

え

て

冬

を

過

ご

し

春

が

く

る

の

を

待

っ

て

い

ま

す
。

美

し

い

花

を

咲

か

せ

る

た

め

に

力

を

蓄

え

て

い

る

の

で

す
。

桜

の

木

を

割

っ

た

り
、

切

り

き

ざ

ん

だ

り

し

て

も
、

美

し

い

花

を

咲

か

せ

る

力

が

何

で

あ

る

の

か

分

か

ウ

ま

せ

ん
．

け

れ

ど

も

桜

の

木

に

は
、

実

し

い

花

を

咲

か

せ

る

力
、

可

能

性

が

あ

る

こ

と

は

確

か

な

の

で

す
。

二

つ

に

は
、

金

塊

に

た

と

え

ら
．
れ

ま

す
。

金

塊
が

悪

臭

漂

う

糞

尿

や

腐

敗

物

な

ど

の

不

浄

な

所

に

落
ち

て

い

る

と

し

ま

す
。

年

月

を

経

て

も

壊

さ

れ

る

こ

と

も

な

く
、

隠

れ

て

現

れ

る

こ

と

も

な

く
、

衆

生

を

利

益

す

る

こ

と

も

な

く
．

だ

れ

に

も

知

ら

れ

ず

に

そ

こ

に

あ

り

ま

す
。

金

は
、

い

か

な

る

と

こ

ろ

に

あ
．
っ

て

も

決

し

て

腐

り

な

く

な

っ

て

し

ま

う

こ

と

ば

あ
．
り

ま

せ

ん
．

で

す

か

ら

い

つ

か

捜

し

出

す

こ

と

が

で

き

た

ら
、

人

々

に

大

き

な

利

益

を

与

え

る

こ

と

に

な

り

ま

す
。

金

銭

的

な

こ

と

で

は

な

く
、

心

の

豊

か

な

人

に

な

る

こ

と

に

よ

っ

て
、

分

か

っ

て

ゆ

く

こ

と

で

は

な

い

か

と

思

い

ま

す
．

三

つ

に

は
、

宝

の

蔵

に

た

と

え

ら

れ

ま

す
。

貧

し

い

人

の

家

の
地

下

に

大

き

な

宝

が

蔵

さ

れ

て

い

た

と

し

ま

す
．

宝

は

「
わ

た

し

は
、

こ

の

地

下

に

お

り

ま

す
」

と
、

そ

の

家

の

主

に

い

ラ

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

か

ら
．

宝

の

上

を

往

来

し

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
、

そ

の

下

に

宝

が

あ

る

と

い

う

こ

と

を

知

ら

な

い

し
、

児

る

こ

と

も

聞

く

こ

と

も

で

き

な

い

と

あ

り

ま

す
。

こ

れ

は

よ

く

「
自

分

の

足

元

を

児

よ
」

と

い

わ

れ

ま

す

が
、

自

己

中

心

の

考

え

方
、

偏

っ

た

兄

方
、

じ

が

狭

く

貧

し

い

人

に

は

で

き

な

い

こ

と

で

す
。

人

の

話

を

素

直

に

聞

く

心
、

同

り

を

み

ま

わ

し
、

振

り

返

る

こ

と

が

で

き

る

余

裕

の

あ

る

人

が

そ

れ

に
気

づ

く

の

だ

と

思

い

ま

す
。

四

つ

に

は
、

金

の

仏

像

に

た

と

え

ら

れ

よ

す
。

金

で

で

き

た

仏

像

を

大

切

に

し

て

い

た

旅

人

が
、

人

に

知

ら

れ

て

盗

賊

に

盗

ま

れ

る

こ

と

が

な

い

よ

う

に
、

そ

の
金

の

仏

像

を

汚

い

布

で

包

み

荒

野

の

険

し

い

道

を

行

く

う

ち
、

突

然

死

ん

で

し

ま

っ

た

の

で

す
。

道

行

く

人

達

は
．

路

傍

の

汚

い

布

で

包

ま

れ

た

仏

像

を

そ

れ

と

は

ま

っ

た

く

気

づ

か

ず

に

踏

ん

で

通

り
．
過

ぎ

て

行

っ

て

Ｌ

ま

っ

た

そ

う

で

す
。

わ

た

し

た

ち

は
、

ど

う

し

て

も

汚

い

も

の

を

避

け
、

厭

な

こ

と

か

ら

逃

れ

よ

う

と

し

ま

す
。

ト

イ

レ

や

ド

ブ

掃

除

は

あ

ま

り

や

り

た

く

は

あ

り

ま

せ

ん
。

街

頭

の

募

金

が

自

然

に

で

き

な

か

っ

た

り
、

困

っ

て

い

る

人

に

手

を

貸

さ

ず

に

傍

観

し

て

い

た

り

す

る

こ

と

が

あ

り

ま

す
。

し

か

し
、

少

し

の

心

遣

い

で
、

相

手

も

そ

し

て

臼

分

も

気

持

の

よ

い

時
が

も

て

る

こ

と

が

あ
．
り

ま

す
。
「
あ

り

が

と

う
」

「
お

か

げ
で

助

か

り
ま

し

た
」
と

い

わ

れ

た

ら
、

心

が

暖

か

く

な

っ

て

き

ま

す
。

そ

の

よ

う

な

心

を

持

つ

こ

と

に

よ
・

っ

て

仏

性

の

あ

る

こ

と

が

分

か

っ

て

く

る

の

だ

と

思

い

ま

す
。

こ

の

よ

う

に

「
実
」
「
金
」
「
仏

像
」

な

ど
、

素

晴

ら

し

い

働

き

を

持

ち
．

時

間

が

経

っ

て

も

変

わ

ら

な

い

も

の

を

仏

性

に

た

と

え

て
、

ど

ん

な

と

こ

ろ

に

も

．

「

ｒ

．

一 ．



貧

富
、

貴

賎

の

い

か

ん

を

閻

わ

ず
、

ど

ん

な

人

に

も

皆

ひ

と

し

く

珠

玉

の

心

が

宿

っ

て

い

る

こ

と

を

示

さ

れ

て

い

ま

す
。

そ

し

て

そ

れ

は

手

の

届

か

な

い

所

に

あ

る

の

で

は

な

く
、

我

々

と

常

に

共

に

あ

る

の

に
、

そ

れ

に

気

が

つ

か

な

い

だ

け

で

あ

る

と

い

っ

て

い

ま

す
。

何

か

に

気

づ

く

た

め

に
、

何

を

為

す

べ

き

か
。

そ

れ

が

閏

題

で

あ

る
。

お

か

げ

さ

ま

で

い

ま
、

こ

こ

に

生

を

受

け

て

存

在

し

て

い

る

の

は
、

す

べ

て

自

分

の

身

の

回

り

一

切

の

も

の
．
の

お

陰

に

よ

り

生

か

さ

れ

て

い

る

と

い

う

ふ

う

に

よ

く

い

わ

れ

て

い

ま

す

．

そ

れ
で

は

身

の

回

り

一

切

の

も

の

と

い

う

の

は

一

体

ど

う

い

う

も

の
で

あ

る

か

と

い

う

と
「
天

地
」
「
宇

宙
」
「
自

然
」
、

そ

し

て

こ

こ

か

ら

も

た

ら
．
さ

れ

る

食

物

の

恵

み
、

そ

れ

か

ら

生

活

基

盤

と

な

っ

て

い

る

社

会
、

そ

れ

に

か

か

わ

る

自

分

の

周

囲
で

活

動

を

共

に

す

る

人

々

な

ど

で

あ

り

ま

す
。

目

本

に

住

ん

で

い

ま

す

と
．

四

季

の

移

ろ

い

や

天

候

の

変

化

な

ど

と

い

う

も

の

を
、

さ

も

当

た

り

前

の

よ

う

に

受

け

取

り

が

ち

で

す

が
、

こ

れ

だ

け

明

瞭

に

春

夏

秋

冬
、

四

季

の

変

化

を

肌

で

感

じ

ら

れ

る

の

は

日

本

独

持

の

思

恵

で

あ

り

ま

す
。

冬

が

過

ぎ
、

春

の

柔

ら

か

く

ま

る

で

仏

の

眼

の

よ

う

な

慈

し

み

に

あ
．
ふ

れ

た

光
。

そ

し

て

夏

の

前
、

植

物

の

成

育

に

か

か

せ

な

い

梅

雨
。

激

し

く

も

真

摯

に

生

き

る

こ

と

を

教

え

て

く

れ

る

よ

う

な

夏
．

実

ウ

の

時

を

向

か

え
、

暑

か

っ

た

夏

に

一

息

つ

か

せ

て

く

れ
、

再

び

躍

動

感

を

思

い

起

こ

さ

せ

て

く

れ

る

秋
。

一

年

の

終

わ

り

に

や

っ

て

く

る

冬
。

そ

れ

は

ま

る

で

．一

年

を

静

か

に

搬

り

返

ら

せ

て

く

れ
、

次

な

る

活

動

に

鋭

気

を

養

わ

せ

て

く

れ

ん

が

為

の

季

節
。

こ

の

よ

う

に

季

節

の

移

ろ

い

だ

け

を

考

え

て

も
、

何

と

す

ば

ら

し

く

情

緒

に

あ
．
ふ

れ
、

人

間

的

で

あ

り
、

心

を

耕

さ

せ

て

く

れ

る

こ

と

で

あ
．
ろ

う

か

。

ま

た
．

口

々

の

大

候

に

し

て

も
、

陽

ざ

し

の

さ

ん

さ

ん

と

降

り

そ

そ

ぐ

日

も

あ
．
れ

ば
、

曇

っ

た

り
、

気

持

を

憂

う

つ

に

さ

せ

る

し

と

し

と

雨

だ

っ

た

り

と
．

当

た

ウ

前

の

こ

と

で

は

あ

り

ま

す

が
、

季

節

・

天

候

の

移

ろ

い

が

私

た

ち

の

心

に

微

妙

な

影

響

を

与

え
、

ま

た

逆

に

何

と

豊

か

な

気

持

に

も

さ

せ

て

く

れ

る

こ

と

で

し

ょ

う

か
．

こ

れ

す

べ

て

臼

然

の

大

摂

理

の

な

せ

る

術

で

あ

り
、

わ

た

し

た

ち

ひ

と

り

ひ

と

り

で

は

到
底

ど

う

す

る

こ

と

も

で

き

な

い

現

象

で

あ

り

ま

す

が
、

そ

の

こ

と

が

色

々

な

豊

か

さ
、

沢

山

の

恵

み

を

与

え

て

く

れ

る

こ

と

な

の

で

し

ょ

う
。

．

ま

た
、

そ

こ

か

ら

も

た

ら

さ

れ

る

食

物

の

恵

み

も

無

論

あ

り

ま

す
。

八
．
の

食

欲

を

満

た

し

て

く

れ

る

こ

と

は

い

う

に

及

ば

ず
、

食

す

る

こ

と

の

喜

び

も

教

え

て

く

れ

ま

す
。

そ

れ

は

創

造

力

豊

か

に

作

る

こ

と

の

す

ば

ら

し

さ

を

も

教

え

て

く

れ

る

の

で

す
。

ご

飯

一

粒

と

っ

て

み

て

も
、

食

前

の

目

の

前

に

あ

た

た

か

い

湯

気

を

立

て

て
、

「
さ

あ
、

い

た

だ

き

ま

す
」

と

い

う

状

態

に

な

る

ま

で

に

は
、

一

体

ど

れ

ほ

ど

の

慈

し

み

と

入

々

の

手

が

か

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

で

し

ょ

う
。

目

照
、

雨

な

ど

の

天

地

の

恵

み

を

受

け
、

愛

情

を

注

い

で

作

ら

れ

た

人

々

の

思

い
、

そ

ん

な

あ

ら

ゆ

る

自

然

・

技

術

・

愛

情

の

結

晶

が

い

ま

口

の

前

に

あ

る
一

粒

の

ホ

カ

ホ

カ

の

お

米

な

の

で

す
。

こ

の

時

こ

そ

当

た

り

前

の

中

に

有

難

さ

を

実

感

し
、

素

直

に

感

謝

の

気

持

を

込

め

て

「
い
た

だ

き

ま

す
」

と

い

え

る

す
ば

ら

し

さ

に

勝

る

も

の

が

あ

る

で

し

ょ

う

か
。

人

の

有

難

さ

と

い

う

こ

と

も

た

く

さ

ん

実

感

で

き

ま

す
．

自

分

一

人

で

は

立

っ

て

い

ら

れ

な

く

な

っ

た

時
、

支

え

て

く

れ

る

の

は

他

な

ら
ぬ

「
人
」

な

の

で

す
。

昨

今
、

社

会

生

活

が

急

速

に

進

展

し
、．

い

ま

や

何

で

あ

ろ

う

と

で

き

な

い

こ

と

の

な

い

く

ら．
い

ハ

イ

テ

ク

／

ロ

ジ

ー

の

世

の
．
中

で

す
。

当

然
、

利

便

性

を

享

受

す

る

反

面
、

ス

ト

レ

ス

だ

っ

て

あ

り

ま

す
。

ま

た
、

い

ま

ま

で

そ

う

多

く

は

な

か

っ

た

文

明

病

と

も

い

わ

れ

る

神

経

症
、

疲

労

病

な

ど

が

蔓

延

し
、

一

歩

違

え

る

と

死

と

隣

あ

わ

せ

と

い

う

こ

と

も

あ

り

ま

す
。

そ

れ

ら

は

ほ

と

ん

ど

人

間

自

ら

の

手
で

造

り

出

し

た

も

の

が

起

因

な

の

で

す
。

そ

の

人

の

造

り

出

し

た

も

の
．
に

よ

り

住

ず

る

“
つ

ら

さ
”

を

癒

し

て

く

れ
．
る

の

も
、

ま

た

「
人
」

に

ほ

か

な

ら．
な

い

の

で

す
．

素

直

に

い

つ

で

も

胸

襟

を

開

い

て

い

る

と

裏

切

ら

れ

る

こ

と

だ

っ

て

あ
．
る

か

も

し

れ

ま

せ

ん
。

し

か

し
、

い

つ

で

も

心

を

両

手

で

覆

っ

て

ば

か

り

で

は
、

人

と

本

当

の

交

り

を

す

る

こ

と

も

な

か

な

か

叶

い

ま

せ

ん
。

勇

気

を

出

し

て

ほ

ほ

笑

み

合

い
、

優

し

さ

を

分

か

ち

合

い
、

「
有

難

う
」
と

い

え

る

な

ら

ば
、

互

い

の

距

離

も

ち

ぢ

ま

り
昌

人

の

有

難

み

を

感

じ

る

こ

と

が

で

き

る

か

も

・
…

－
。

い

や
、

か

な

ら

ず

で

き

る

に

違

い

あ

り

ま

せ

ん
．

ふ

と

自

分

自

身

を

省

み

た

く

な

っ

た

時
、

仏

様

の

お

顔

を

ご

覧

に

な

っ

て

み

て

は

い

か

が

で

し

ょ

う
。

「

ｒ

．

ゴ



仏

様

の

蒋

顔

と

い

う

の

は
、

自

分

の

心

の

中

を

そ

っ

く

り

そ

の

ま

ま

写

し

出

す

鑑

の

よ

う

な

も

の
で

あ

る

と

い

い

ま

す
。

そ

れ

は

何

故

か

と

い

い

ま

す

と
、

仏

様

の

前

に

座

っ

て

お

勤

め

い

た

し

ま

す

時
、

臼

分

の

心

の

中

が

す

っ

き

り

し

て

い

な

か

っ

た

り
、

だ

れ

か

と

い

さ

か

い

が

あ

っ

た

り
、

不

平

不

満

が

渦

ま

い

て

い

た

り

す

る

と
、

仏

様

の

お

顔

は

柔

和

な

巾
－
に

も

何

か

鞄

怒

り

に

な

っ

た

よ

う

な
、

ま

た

諭

さ

れ

て

い

る

よ

う

な

お

顔

を

し

て

い

る

よ

う

に

感

じ

ら

れ

る

か

ら

な

の

で

す
．

ま

た
、

そ

の

逆

に

臼

分

の

心

の

中

が

す

っ

き

り

し

て

い

て

何

の

わ

だ

か

ま

り

も

な

い

時

に

は
、

そ

れ

こ

そ

す
べ

て

を

包

み

込

ん

で

く

れ

る

よ

う

な

寛

大

な

お

顔

を

さ

れ

て

い

れ

る

よ

う

な

気

が

Ｌ

ま

す
。

で

す

か

ら
．
不

思

議

な

も

切

で
、

臼

分

の

心

の

中

の

状

態

い
か

ん

よ

っ

て
、

同

じ

仏

様

の

お

顔

も

違

っ

た

様

予

に

受

け

と

れ

る
．
訳

な

の

で

す
。

い

ま

の

世

の

中
、

い

ろ

い

ろ

な

人

々

に

出

会

い
、

共

に

仕

事

を

し

た

り
、

会

話

を

し

た

り

し
ま

す
。

そ

の

過

租

で

さ

ま

ざ

ま

な

出

来

事

に

も

遭

遇

し

ま

す
。

そ

の

よ

う

な

時
、

い

つ

も

臼

分

の

心

の

中

が

し

っ

か

り

し

て

い

て
、

ゆ

っ

た

り

と

落
ち

っ

い

て

冷

静

な

状

態

で

な

け

れ

ば

相
手

の

本

当

の

姿

や

思

っ

て

い

る

こ

と

な

ど

を

受

け

と

め

る

こ
と

が

で

き

な

い

か

も

し

れ

ま

せ

ん
．

か

え

っ

て

相

手

の

本

意

が

分

か

ら

ず

に

誤

解

を

生

じ

気

ま

ず

く

な

っ

て

し

ま

う

こ

と

が

な

い

と

も

か

ぎ

り

ま

せ

ん
．

や

は

り

素

直

な

心

で

い

る

こ

と

が

一

番

か

と

思

わ

れ

ま

す
。

心

に

迷

い

が

生

じ

た

時
、

仏

様

の

前

に

座

り

お

顔

を

拝

し

ま

す

と
、

そ

っ

く

り

そ

の

ま

ま

い

ま

の

心

の

状

態
が

仏

様

の

お

顔

に

写

し

出

さ

れ

て

ハ

ッ

と

気

が

つ

く

時

が

あ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん
。

そ

ん

な

時
、

静

か

に

雰

勤

め

を

申

し

上

げ

ま

す

と

気

持

も

鎮

り
、

仏

様

の

お

顔

を

見

あ

げ

ま

す

と

に

っ

こ

り

ほ

ぽ

笑

み

か

け

て

く

れ

て

い

る

よ

う

に

感

じ

ら

れ

る
．
も

の

で

す
。

心

の

巾

で

そ

っ

と

「
仏

様

の

お

か

げ

で

す
。

有

難

う

ご

ざ

い

ま

す
」

と

素

直

に

い

え

る

白
．
分
・旧

身

に

喜

べ

る

こ

と

と

恐

い

ま

す
．

法

然

上

人

の

御

歌

に

学

ぶ

月

影

の

い

た

ら

ぬ

黒

は

な

け

れ

ど

も

な

が

む

る

人

の

心

に

ぞ

す

む

こ

の

歌

は
．

浄

上

宗

宗

祖

法

然

上

人

が

「
光

明

遍

照

十

方

世

界

念

仏

衆

生

摂

取

不

捨
」

と

い

う

浄

土

宗

の

法

要

で

か

な

ら

ず

唱

え

ら

れ

る

経

文

の

意

味

を
、

歌

に

し

て

詠

ん

だ

も

の

で

あ

ワ
ま

す
。

こ

の

経

文

は

「
観

無

量

寿

経
』

と

い

う

経

典

の

中

に

出

て

く

る

も

の

で
，
「
阿

弥

陀

仏

の

光

明

は

す

べ

て

の

世

界
を

照

ら

し
、

お

念

仏

を

唱

え

る

人

々

を

か

な

ら

ず

救

い
取

り

ま

す
」

と

い

う

阿

弥

陀

仏

の

広

大

な

慈

悲

を

表

し

た

も

の

で

す
。

さ

て
、

こ

の

歌

を

直
．訳

し

ま

す

と
．

「
月

の

光

は

ど

の

よ

う

な

場

所

に

で

も

平

等

に

降

り

そ

そ

い

で

い

る

が
．

そ

の

光

が

降

り

そ

そ

い

で

い

る

こ
と

に

気

が

つ

い

て
、

じ

っ

く

り

観

察

す

る

人

の

心

の

巾

に

は

さ

ら

に

美

し

く
．輝

く
」

と

な

ワ

ま

し

よ

う
。

「
月

影
」

と

は
、

ま

さ

に

阿

弥

陀

仏

の

発

す

る

光

明

の

こ

と

で

あ

り

ま

す
。

こ

の

光

が

何

物

に

も

遮

ら

れ

ず

に
．

す

べ

て

の

入

々

に
、

広

く

平

等

に
．

常

時

照

ら

し

つ

づ

け

ら

れ

て

い

る
。

つ

ま

り

阿

弥

陀

仏

の

救

い

の

手

が
、

購

に

我

々

に

差

し

延

べ

ら

れ

て

い

る

様

子

が

「
い

た

ら

ぬ

里

は

な

け

れ

ど

も
」

で

表

さ

れ

て

お

ワ

ま

す
。

救

済

の

手

が

差

し

延

べ

ら

れ

て

い

る

こ

と

に

気

が

つ

い

た

「
な

が

む

る

入
」

が

「
南

無

阿

弥
陀

仏
」

と

念

仏

を

お

唱

え

す

る

な

ら

ば
、

そ

の

救

い

の

手

に

よ

っ

て

救

済

さ

れ

る
、

と

い

う

の

で

あ

り

ま

す
。

つ

ま

る

と

こ

ろ

は
、

阿

弥

陀

仏

か

ら

楽

を

与

え
（
慈
）
、

苦

を

抜

く
（
悲
）
、

光

の

働

き

か

け

が

常

に

あ

り
、

我

々
は

そ

れ

に

応

え

て

初

め

て

救

い

取

ら

れ

る
、

と

い

う
ま

さ

に

浄

土

宗

の

教

義

そ

の

も

の

を

示

し

た

歌

と

い

え

る

で

し

よ

う
。

と

こ

ろ

で
、

我

々

の

普

段

の

生

橘

を

見

つ

め

て

み

ま

す

と
．

ス

イ

ッ

チ

ひ

と

つ

で

電

灯

を

つ

け
、

暑

い

寒

い

を

冷

暖

房

器

具

で

解

消

し
、

蛇

口

を

ひ

ね

れ

ば

水

ど

こ

ろ

か

お

湯

ま

で

出

る

中

で

営

ん

で

い

ま

す
。

電

気

や

ガ

ス

な

ど

な

か

っ

た

時

代

の

人

々

の

生

活

の

様

子
な

ど

想

像

も

つ

か

ず
、

こ

れ

ら

が

な

か

っ

た

ら

何

と

不

便

に

感

じ

る

こ

と

で

し

ょ

う
。

食

生

活

も
．

大

変

豊

か

で

あ

り

ま

す
。

ま

た

社
会

生

活

に

し

て

も

周

り

の

人

々

の

た

く

さ

ん

の

お

世

話

を

受

け

て

成

り

立

た

せ

て

い

ま

す
。

し

か

し

我

々

は
、

そ

の

よ

う

な

生

活

に

す

っ

か

ワ

慣

れ

て

し

ま

い
、

そ

の

便

利

さ
．

有

難

さ

を

と

か

く

忘

れ

が

ち

に
な

り

ま

す
。

こ

の

歌

は
．

降

り

そ

そ

ぐ

月

の

光

の

よ

う

に
．

阿

弥

陀

仏

の

慈

悲

の

光

に

は
、

さ

ま

ざ

ま

な

恩

恵

と

い

う

も

の

が

あ

り
、

そ

れ

が

常

に

す

べ

て

の

人

々

に

与

え

ら

れ

て

い

る

の

だ

と

い

う

こ

と

を

気

づ

か

せ

て

く

れ

ま

す
。

そ

れ

ら

に

よ

っ

て

自

分

が

生

か

さ

れ

て

い

る

こ

と

を
、

し

っ

か

り

自

覚

す
べ

き

と

教

え

て

い

る

素

晴

ら

し

い

歌

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

の

で

す
．

＼

亜ア

「

ｆ

‘


