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『
行

（
ぎ

ょ

う
）
』

な

む

あ

み

だ

ぶ
つ

と
な

～
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
れ
ば
～

行
と

は
文

字

通
り

行
い

の
こ
と

で

す
が
、

仏
教
で

言

う
と

こ

ろ
の
行

は
修

行

の
行

で
す
。

仏

教
に

は
た
く

さ

ん
の

修
行

方
法

が
説

か
れ

て
い

ま
す
。

そ

れ

は
、

仏
教

の
開

祖
で

あ
る
お

釈

迦
様

が
、

出

会
う

人

出
会
う

人

そ
れ
ぞ

れ

の

悩
み

や
、

そ
の

人
の

器

（
う

つ

わ
）

に
あ
わ

せ
て
一

番
最

適
な
修

行
方

法

を

お
授

け
に

な

っ
た
か

ら
な

の
で

す
。

ご

存
じ

の
方
も

多
い
と

は

思
い
ま

す

が
、

そ

の
教

え
が

シ
ル

ク
ロ

ー

ド
を

通
り
、

中

国
を

経
て

日
本
に

も

伝
来
し
、

あ

り
が

た
い

こ
と

に
今

日
ま

で
そ

の
教

え
が

残
っ
て

い

る
の

で
す
。

仏
教

の

教

え
は
八

万

四

千
の
法

門
と

呼
ば

れ
る

ほ
ど

多
い

の
で

す
が
、

日
本

に
渡

っ

て

き
た
経

典

は
五

千
七

百
巻
ほ

ど

に
も

な
っ

た
と
い

わ

れ
て

い
ま

す
。

そ

の

中
に

は
様

々

な
教

え

や
、

修
行

の

方
法

が
説

か
れ
て

い

ま
し

た
。

し

　

う

そ

ほ

う

ね

ん

し

ょ

う

に

ん

私
た
ち

浄

土
宗

の

宗

祖
法

然

上

人

は
、

そ
の

経
典

に

説
か

れ
た

数
多
く

の
教

え
の

中

か
ら
、

お
釈

迦
様

の
時

代
か
ら

遙
か

離
れ

て
し

ま

っ
た

今
の

私

達

の
器
に

あ

っ
た

教
え
は

何
か

を

探
し
、

膨
大
な

経
典

を

五

回
も
読

み
解
い

て

下
さ

っ
た
と

伝
え

ら
れ

て
い

ま

す
。

そ

し
て
お

示
し

下

さ

っ
た
教
え
一

そ

と

．

れ
が

「
お
念

仏
」

な

の
で

す
。

日
々

三

回
読
ん

で
い

た

『
阿
弥

陀
経
』

さ
え

も
、

晩

年
に

は

「
説

か
れ

て
い

る
事

は
往

生
の

為
に
は

念

仏
申

せ
と
い

う

こ

た
だ

た
だ

と

な

の
だ

か
ら
」

と

読
経

の
時
間

を

お
念

仏
に

あ
て
、

唯

々
お
念

仏
を

お
称

え

し

て

い

た

と

伝

え

ら

れ

て

い

ま

す
。

そ

の

「
お
念

仏
」

に
も
、

心
構
え

や

お

称
え

す

る
態

度

が
あ

る

の

で

す
。

さ
ん

じ
ん

お

念

仏

を

お

称

え

す

る

心

構

え

を

三

心

と

い

い
、

．

し

じ

ょ

う

し

ん

・
至

誠

心

（
阿
弥

陀
様

に
嘘
偽

り

の
な

い
の

心
）

じ
ん
し

ん

・

深
心

（
阿

弥
陀

様
を

深
く
信

ず

る
心
）

え

こ

う

ほ

つ

が

ん

じ

ん

・

回
向
発

願

心

（
阿
弥

陀
さ
ま

の

元
へ

行
き

た
い
と

願

う
心
）

し

し

ゆ

お

称
え

す
る

者

の
態

度
と
し

て
は
、

四
修

と

説
か
れ

て
い

て
、

く

ぎ

ょ

う

じ

ゅ

・
恭

敬

修

（
敬
い

の

心
を
持

っ
て

お
称

え

を
す

る
）

む

よ

し

ゅ

・
無

余
修

（
他
の

行
を

せ
ず

お
念

仏
の
み

行
ず

る
）

む

け

ん

じ

ゅ

・
無

間
修

（
時
間
を

空
け
ず

に
お

称
え
を

す
る
Ｖ

じ

よ

う

じ

し

ゅ

・

長

時
修

（
生

涯
を

通
じ

て
お
念

仏

を
お

称
え

す
る
）

こ
の
よ

う
に

書

く
と

「
お
念

仏
を

称
え

る
の

っ
て

難
し

そ

う
…
」

と
思
え

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が
、

法

然

上

人

は

こ
．

う

お

示

し

下

さ

っ

て

お

り

ま

す
。

さ

ん

し

ん

し

し

ゅ

も

う

そ

う

ろ

う

三
心

四
修
と

申
す
こ

と
の

候

は
、

み

な

げ

つ

じ

よ

う

な

む

あ

め

だ

ぶ

つ

お

う

じ

ょ

う

皆

決

定

し
て
南

無

阿
弥
陀
仏
に

て

往

生

す

る
ぞ
と
、

お

も

モ

う

ろ

う

　

思
う
う

ち
に

こ
も

り

候

な

り
。ほ

う

ね

ん

し

ょ

う

に

ん

い

ち

ま

い

き

し

ム

う

も

ん

（
法
然
上

人

『
一
枚
起
請
文
』
よ
り
）
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“

お

念

仏

を

称

え

る
上

で
は

三

つ

の

心
構

え

と

四

つ
の

態

度

が

必

要
と

さ
れ

て
い
ま

す

が
、

そ
れ

ら
さ

え

も
皆

こ
と
ご

と
く
、

「
『
南

無
阿
弥

陀
仏
』

ぞ
な

と
お

称
え
し

て
必
ず

往
生

す

る
の
だ
」

と

思
い
定

め

る
中

に
自

ず
と

具
わ

っ

て

く

る

の

で

す

よ

”
と
。

ま

ず

は

信

じ

て
．

お

称

え

す

る

事

が

大

切

な

の

で

す
。

小
学
校

二

年
に

な
る

息
子

が
、

ス
イ

ミ
ン
グ

ス
ク

ー
ル

に

通
っ
て

い
ま
す
。

や

っ
と
一

つ
上

の

ク

ラ
ス
に
上

が

れ
て

喜
ん

で
い
ま

し

た
が
、

次
第

に
ス

イ

ミ

ン
グ
に

行

く
の

を
嫌

が
る
よ

う

に
な

っ
て
し

ま
い

ま

し
た
．

そ
の

ク

ラ
ス

で

は
ど
う

や

ら

「
息
継
ぎ
」

を

教

え
て

い
る
ら

し
く
、

う
ま
く

出
来

な
い

の

で

嫌
に
な

っ

た
よ

う
で

す
。

し

か

も
二

十
五

メ
ー
ト

ル

が

目
標
で

す
。

教
え

て

い

る

先

生
は

そ

れ

こ
そ

手

取

り

足

取
り

親

切

に

教

え

て

下
さ

っ
て

い

ま

す

が
、

コ
肩
の
力

を
抜

い
て

！
」

と
か
、

「
顔
を

上
げ

る
タ

イ
ミ

ン
グ

が
違

う
」

な

ど

と

色

々

聞
い

て

い

る
う

ち

に

難
し

く

思

え

て

き

て

し

ま

っ
た

よ

う

で

す
。

夏

休
み

の

あ
る

日

「
一

緒
に

市

民
プ
ー

ル
に

行
こ

う
」

と
息

子
に
誘

わ

れ

た

の

で
、

一

緒

に

行

き

ま

し

た
。

少

し

教

え

て

あ

げ

よ

う

と

思

い
、

リ

ラ

．

ッ

ク

ス

さ

せ

よ

う

と

水

遊

び

を

し

な

が

ら
、

時

々

息

継

ぎ

を

教

え

て

い

る

と
、

段
々

と
出
来

る

様
に

な
っ

て
い

き
ま

し
た
。

出
来

る
様

に
な

る
と

さ
ら

に
面

白
く

な
っ
て

き

た
の

か
練

習
に
も

熱

が

入
っ
て
き

ま
す
。

と

う
と

う

目
標
の

二
十

五
メ

ー
ト

ル
を

泳
げ

る
様

に
な

っ

た
の
で
す
。

帰

り

な
が

ら
話
し

を
し

て
い

る
と

「
泳
げ

る

様
に
な

っ
て

先

生
の

言
っ
て

た
こ

と

が
大

切
だ

っ
て
わ

か

っ

た

よ
」

と

言

っ

て

い

ま

し

た
。

．

い

つ

か

は

自

分

も

泳

げ

る

様

に

な

り

た

８

．

い
と

思
う

気
持

ち
と
、

実

際
に

泳
げ

る
様

に
な

っ
て

み
て
、

は

じ
め

て
先

生

の

言

っ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

っ

た

の

で

し

ょ

う
。

お

念
仏

を

称
え

る
と

き
の

心
構
え

や
お

称

え
の

仕
方
、

そ
れ

は
と

て
も

大

切
な

物
で

す
。

し

か
し
、

そ
れ

が
難

し

そ
う
だ

と

思
い
お

念

仏
か
ら

遠
ざ

か

っ

て
し
ま

う

の
は
、

逆

効
果
で

す
。

や
は

り
お

念
仏

を
お

称
え

す

る
こ
と

が

大

切
な

の
で
す
。

信
じ
て

お
称
え

を

す

る
そ

の
中
に

全
て

の

功
徳
が

含
ま

れ
、

三

心
も

四
修
も

自
ず
と

具
わ

っ
て

く

る
の
で

す
。

実
際

私
も

学
生

の
時

に
講

義

で
は
じ

め

て

心
構
え

（
三

心
）

や
、

お
称
え

す

る
者

の
態

度

（
四
修
）

を

教

え

て

頂

い

た

と

き

に

は
、

理

屈

で

は

解

っ

た

も

の

の
、

難

し

く

感

じ
、

と

て

も
自

分
に

具

わ
る

自
信
は

あ
り

ま

せ
ん
で

し

た
．

し

か
し
、

お

称
え

を
続

け
て
い

る
う

ち

に
、

今
で
は

「
お
念

仏
に

全
て

が

込
め
ら

れ
て

い
る

の
だ

な
」

「
あ
り

が
た

い

な
」

と

思
え

る
よ

う

に
な

っ
て

き
た

の
で

す
。

知

ら

ず

知
ら

ず

の

う
ち

に

三

心
も

四
修

も

段

々

と

具

わ

り

深
ま

っ

て

く

る
の
で

す

か
ら
、

肩

に
力
を

入
れ
ず

に
、

ま

ず
は

声
に

出
し

て
お

称
え

を
し

て
み

ま
し

ょ
う
。

や

が
て
は

誰
も

が
、

揺

る
ぎ

な

い
心

で

南
無

阿
弥
陀

仏
と

称
え

ら
れ

る
様

に
な

る
は
ず

で
す
。

見
立
寺

益
良

龍
雄

筆

発
行
者

埼
玉
教
区
浄
土
宗
青
年
会

会

長

渡
辺

昭
彦

編
集
長

益
良

龍
雄
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用
語
解
説

ご

じ

ゅ

う

そ

う

で

ん

え

に
じ
ゅ
う

五

重

相

伝

会

二
重

ぎ

ょ

う

『
行
』

『
五
重

相
伝

会
』

と

は
、

浄

土
宗

の

教
え

の
要

義
を

五

つ
の

段

階

に

分
け
て

伝
え

る
儀

式
の

こ
と

で
す
。

第
一

段
階

で

あ
る

「
初
重
」

は

『
機

（
き
）
』
“

あ

り
の

ま
ま

の

自

分
と

向
き

合
っ

て
、

「
こ

の
愚

か
な

私
」

と

自

分
を
知

り
、

深
く

内

省

さ

せ

て

頂

く

”
こ

と

で

し

た
。

続

い
て
、

二

段

階

目
で
あ

る

「
二

重
」

は

『
行

（
ぎ

ょ
う
）
』
“

そ

の
よ

う
な

私
が

具

体
的

に
い

か
な

る

修

行
に

よ
っ

て
救

わ
れ

て

い
く

の

か

”
を

伝

え

ま

す
。

浄

土
宗
で

は
、
「
こ

の

私
が
阿

弥
陀
さ

ま

に
お

救
い
い

た
だ

く

こ
と

が
で

き
る

の
は
、

仏
教

の

数
多
く

の

教
え

の

中
で
も
、

阿
弥

陀

様
が

私
達

の
全
て

を

見

通
し
た
上

で
ご

用

意
く
だ

さ

っ
た
、
「
た
だ

た

だ

口

に
南

無
阿

弥
陀

仏
と

称
え

る
」

と

い

う
“

お

念

仏

”
な

の

で
す
。

そ

の
お
念

仏

の

中
に

あ
ら

ゆ

る
修
行

の
功
徳

は
含

ま
れ

て

い

る
の

で

す
。

表
紙
の
解
説

く

ま

が

い

ほ

う

り

き

ぼ

う

れ

ん

せ

い

ほ

っ

し

と

う

こ

う

さ

か

さ

う

ま

の

ず

熊
谷
法
力

房
蓮
生

法
師

『
東
行
逆

馬
之
図
』

熊

谷
法

力

房
蓮

生
は
、

武

州
熊

谷
郷
に

生
ま
れ
、

武
士
と

し

て
そ

の
前

半
生

を

過
ご

し
ま

し

た
。

源
頼
朝

ら

に
仕
え
、

陣
幕

の

拝
領

も
受

け
る

ほ
ど

の
強

者
で
し

い

ち

の

た

に

た
が
、

一

乗

谷
の
合

戦
で

心

な
ら
ず

も

平
敦
盛

を

討
ち
、

世
の
無

常

を
感
じ

た

蓮

生
は
、

法

然
上

人
の

も
と

を

訪
れ
，

念

仏
行

者

と
し

て
の
道

を
歩

み

始
め

た
の

で
．

し

た

。
表

紙
の

絵

は
、

法

然
上

人
か

ら
教
え

を

受
け
た

蓮

生
が
、

阿
弥

陀
さ

ま
の

御
慈

悲
を

故
郷

の

人
々
と

分
か

ち
合

う

こ
と
を

願
い
、
久
し

く
留

守
に

し

て
い
た

熊
谷

へ
向

か
う

時

の
お
姿

で
す
。

蓮

生
は

道
中
、

西

方
浄

土
の
阿

弥
陀

さ
ま

に
背

を
向

け
て

は
失

礼
と

考
え
、

馬
に

逆
さ

に
乗

り
、

念

仏
を

称
え

な
が

ら
、

京

都
か

ら
関

東

ま

で

下

っ

た

と

い

う
。

こ

う

さ

た

「
浄

土
に

も
剛

の
者
と

や

沙

汰
す
ら

ん

西
に
向
か
ひ
て
後
ろ
見
せ
ね
ば
」

蓮
生

ふ

は

い

さ

い

ぽ

う

蓮
生

は
、

今

も

不
背
西

方
の

念
仏

行
者
と

し
て

語

り
継

が
れ

て
い

る
。

ヒ ー ．

と

．


