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10 日  ・・・・・・・ お逮夜(2:00～) お初夜(7:00～) 

11 日 お日中(10:00～) お逮夜(2:00～) お初夜(7:00～) 
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親親親親    

鸞鸞鸞鸞    

聖聖聖聖    

人人人人    

のののの    

ごごごご    

生生生生    

涯涯涯涯    
  

晩

年

晩

年

晩

年

晩

年

のののの

親

鸞

親

鸞

親

鸞

親

鸞    
  

 

義

絶

後

義

絶

後

義

絶

後

義

絶

後

のののの

親

鸞

親

鸞

親

鸞

親

鸞    
 

往

生

極

楽

の

み

ち 

 

親

鸞

聖

人

は

八

十

三

歳

頃

、

信

心

に

揺

れ

を

生

じ

て

、

関

東

か

ら

十

余

ヶ

国

の

さ

か

い

を

こ

え

て

、

身

命

（

し

ん

み

ょ

う

）

を

か

え

り

み

ず

し

て

訪

ね

て

来

た

門

弟

た

ち

に

対

し

て

、
「

ひ

と

え

に

往

生

極

楽

の

み

ち

を

い

き

か

ん

が

た

め

な

り

」

（

歎

異

抄

第

二

条

）

と

断

定

的

な

お

言

葉

で

ご

教

示

下

さ

い

ま

し

た

。

往

生

極

楽

の

道

と

は

、

後

生

（

ご

し

ょ

う

）

の

一

大

事

と

い

う

こ

と

で

し

ょ

う

。

後

生

の

一

大

事

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

、

大

谷

派

の

曽

我

量

深

師

の

お

言

葉

を

記

し

て

お

き

ま

す

。 

 

命

よ

り

尊

い

も

の

が

な

け

れ

ば

命

の

尊

さ

は

分

か

ら

な

い

。

命

を

懸

け

る

と

い

う

こ

と

が

あ

っ

て

人

生

と

い

う

も

の

が

成

り

立

っ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

。

身

命

よ

り

も

人

間

の

命

よ

り

も

尊

い

も

の

が

あ

る

。

往

生

極

楽

の

道

と

い

う

。

命

よ

り

も

も

っ

と

尊

い

も

の

が

あ

る

。

だ

か

ら

人

間

は

、

そ

の

命

よ

り

も

尊

い

た

っ

た

一

つ

の

も

の

を

明

ら

め

る

た

め

に

、

そ

の

命

を

懸

け

ね

ば

な

ら

ぬ

。

そ

の

命

を

捨

て

ね

ば

な

ら

ぬ

。

そ

の

一

大

事

と

い

う

も

の

を

明

ら

め

る

た

め

に

、

そ

れ

を

解

決

せ

ん

が

た

め

に

、

命

を

大

事

に

し

て

お

る

の

で

あ

る

。

命

は

や

た

ら

に

捨

て

て

は

な

ら

ぬ

。

命

は

人

生

の

一

大

事

の

た

め

に

捨

て

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

（

『

曽

我

量

深

先

生

の

お

言

葉

』

） 

 

 

善

鸞

義

絶 

 

親

鸞

聖

人

が

関

東

を

去

っ

て

二

十

年

近

く

過

ぎ

る

と

、

関

東

の

教

団

に

お

い

て

、

門

弟

や

同

行

の

中

に

自

分

勝

手

な

思

い

や

計

ら

い

で

さ

ま

ざ

ま

な

異

義

を

と

な

え

る

者

が

出

て

き

て

、

大

混

乱

を

引

き

起

こ

し

た

の

で

す

。

聖

人

は

お

手

紙

や

お

聖

教

を

送

っ

て

な

ん

と

か

解

決

し

よ

う

と

力

を

尽

く

さ

れ

ま

し

た

が

、

か

な

わ

ず

、

ご

長

男

の

善

鸞

を

ご

自

身

の

名

代

と

し

て

派

遣

し

て

解

決

し

よ

う

と

さ

れ

た

の

で

す

。

し

か

し

、

力

不

足

と

い

う

か

収

め

る

こ

と

が

で

き

ず

、

か

え

っ

て

異

義

の

方

に

加

担

し

、

ま

た

権

力

者

に

近

づ

い

て

念

仏

者

を

迫

害

す

る

よ

う

に

な

っ

た

の

で

す

。

ま

た

父

親

の

威

を

借

り

て

、

父

親

鸞

か

ら

私

が

夜

中

に

そ

っ

と

聞

い

た

こ

と

が

本

当

だ

か

ら

、

今

ま

で

聞

い

た

こ

と

は

捨

て

な

さ

い

と

、

父

親

に

背

き

仏

法

に

背

く

行

動

に

出

た

の

で

す

。

こ

の

こ

と

を

知

っ

た

聖

人

は

、

深

い

悲

し

み

と

歎

き

の

中

に

善

鸞

を

義

絶

さ

れ

た

の

で

す

。

子

が

親

に

背

く

と

い

う

肉

親

の

間

柄

の

問

題

だ

っ

た

ら

、

ど

こ

に

で

も

あ

る

話

で

義

絶

す

る

こ

と

も

な

か

っ

た

で

し

ょ

う

。

し

か

し

法

に

背

き

、

共

に

念

仏

す

る

人

達

に

背

く

こ

と

は

許

す

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

の

で

す

。

こ

れ

は

五

逆

の

罪

を

犯

し

、

正

法

（

し

ょ

う

ぼ

う

）

を

誹

謗

し

、

教

団

の

和

合

を

破

る

こ

と

に

な

る

の

で

す

。

聖

人

は

、

こ

の

善

鸞

事

件

を

通

し

、

法

に

背

く

息

子

を

持

っ

た

身

の

罪

深

さ

に

悩

ま

さ

れ

続

け

る

と

共

に

、

慚

愧

（

ざ

ん

き

）

の

念

に

耐

え

な

か

っ

た

こ

と

思

わ

れ

ま

す

。

し

か

し

、

聖

人

は

こ

の

罪

悪

深

重

（

ざ

い

あ

く

じ

ん

じ

ゅ

う

）

の

身

を

、

今

一

度

、

如

来

の

本

願

の

前

に

据

え

て

立

ち

上

が

っ

て

い

か

れ

る

の

で

す

。 

 

親

鸞

聖

人

九

十

年

の

ご

生

涯

の

中

で

、

最

も

い

の

ち

を

輝

か

さ

れ

、

信

心

を

深

め

て

い

か

れ

た

の

は

、

こ

の

善

鸞

事

件

の

前

後

の

八

十

一

歳

か

ら

八

十

五

歳

の

間

な

の

で

す

。

思

い

悩

む

日

そ

の

中

に

お

い

て

深

い

思

索

を

重

ね

ら

れ

、

後

の

私

た

ち

に

大

切

な

著

作

を

残

さ

れ

た

の

で

す

。

そ

れ

は

、

曇

鸞

大

師

の

著

わ

さ

れ

た

『

大

無

量

寿

経

』

の

註

釈

書

で

あ

る

『

浄

土

論

註

』

の

み

教

え

に

改

め

て

学

ば

れ

、

ま

た

よ

き

師

法

然

上

人

の

言

行

に

た

ち

帰

っ

て

い

く

と

い

う

営

み

で

し

た

。

そ

の

よ

う

な

な

か

、

聖

人

は

八

十

三

歳

の

と

き

、

火

災

に

遇

っ

て

お

ら

れ

ま

す

。

大

切

な

お

聖

教

や

自

分

が

書

き

残

し

た

も

の

、

ま

た

執

筆

途

中

の

も

の

な

ど

焼

失

し

て

し

ま

っ

た

か

も

知

れ

ま

せ

ん

。

八

十

歳

を

過

ぎ

て

次

か

ら

次

へ

と

辛

い

事

が

ふ

り

か

か

っ

て

き

た

ら

、

大

抵

の

人

は

へ

こ

た

れ

て

し

ま

い

そ

う

で

す

が

、

聖

人

は

決

し

て

へ

こ

た

れ

る

こ

と

は

な

か

っ

た

の

で

す

。

そ

れ

は

聖

人

の

い

の

ち

は

こ

の

世

に

あ

り

な

が

ら

、

本

願

を

生

き

る

い

の

ち

で

あ

り

、

ど

れ

だ

け

こ

の

世

の

辛

さ

が

あ

っ

て

も

、

む

し

ろ

そ

れ

を

業

縁

、

逆

縁

と

し

て

、

か

え

っ

て

信

心

が

深

め

ら

れ

て

い

っ

た

の

で

す

。 

 

夢

告

讃

（

む

こ

く

さ

ん

） 

 

弥

陀

の

本

願

信

ず

べ

し 

 

本

願

信

ず

る

ひ

と

は

み

な 

 

摂

取

不

捨

の

利

益

に

て 

 

無

上

覚

を

ば

さ

と

る

な

り 

こ

の

和

讃

は

、

夢

告

讃

と

い

わ

れ

る

も

の

で

す

。

康

元

二

年

、

聖

人

八

十

五

歳

の

二

月

九

日

の

夜

、

寅

の

時

、

す

な

わ

ち

午

前

四

時

、

旧

暦

で

は

あ

り

ま

す

が

、

二

月

の

午

前

四

時

と

い

え

ば

ま

だ

暗

い

そ

の

時

、

夢

の

告

げ

に

こ

の

ご

和

讃

を

い

た

だ

か

れ

た

の

で

す

。

誰

か

ら

い

た

だ

い

た

と

は

書

か

れ

て

い

ま

せ

ん

が

、

聖

徳

太

子

は

そ

の

化

身

で

あ

る 
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と

い

わ

れ

る

救

世

（

く

せ

）

菩

薩

か

ら

夢

の

中

で

い

た

だ

か

れ

た

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

。 

 

親

鸞

聖

人

は

、

人

生

の

節

目

で

人

生

に

思

い

悩

ん

だ

と

き

、

必

ず

救

世

菩

薩

か

ら

夢

の

告

げ

を

受

け

て

お

ら

れ

る

の

で

す

。

ま

ず

十

九

歳

の

時

、

比

叡

山

で

の

修

行

に

ゆ

き

づ

ま

り

、

聖

徳

太

子

の

磯

長

（

し

な

が

）

の

ご

廟

に

参

籠

さ

れ

た

時

、

「

汝

の

命

根

（

み

ょ

う

こ

ん

）

十

余

歳

な

り

」

と

い

う

夢

告

を

受

け

て

い

ま

す

。

ま

た

二

十

九

歳

の

と

き

、

比

叡

の

山

を

下

り

る

か

ど

う

か

迷

わ

れ

て

京

都

の

六

角

堂

に

百

ヶ

日

参

籠

さ

れ

た

時

に

は

、

同

じ

く

救

世

菩

薩

の

夢

の

告

げ

を

う

け

、

比

叡

山

を

下

り

る

決

心

を

さ

れ

、

吉

水

の

法

然

上

人

の

草

庵

を

た

ず

ね

ら

れ

た

の

で

す

。 

 

聖

人

は

、

我

が

息

子

善

鸞

を

義

絶

さ

れ

て

以

来

、

ご

本

願

を

い

た

だ

き

直

し

な

が

ら

も

、

老

い

の

身

に

は

時

に

は

腰

が

く

だ

け

、

深

い

罪

悪

感

に

さ

い

悩

ま

さ

れ

る

こ

と

が

あ

っ

た

の

で

し

ょ

う

。

そ

の

よ

う

な

時

に

は

、

聖

徳

太

子

を

念

じ

続

け

て

お

ら

れ

た

の

で

す

。

そ

の

よ

う

に

思

い

悩

む

二

月

九

日

の

朝

方

、

救

世

菩

薩

の

夢

の

告

げ

を

受

け

た

の

で

す

。
「

弥

陀

の

本

願

信

ず

べ

し

」

こ

れ

は

誰

か

に

勧

め

る

こ

と

ば

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

聖

人

が

聞

き

取

っ

た

こ

と

ば

で

す

。

「

汝

、

弥

陀

の

本

願

に

た

ち

か

え

り

、

本

願

を

さ

ら

に

聞

き

ひ

ら

い

て

、

本

願

を

生

き

ぬ

け

よ

」

と

い

う

救

世

菩

薩

の

叱

咤

激

励

の

声

を

聞

い

た

の

で

す

。

聖

人

は

こ

の

夢

告

を

受

け

て

、

聖

人

九

十

年

の

ご

生

涯

の

最

期

の

大

仕

事

、

「

正

像

末

和

讃

」

の

作

成

に

と

り

か

か

ら

れ

た

の

で

す

。 

 

悲

泣

に

は

じ

ま

る

仏

道 

 

釈

迦

如

来

か

く

れ

ま

し

ま

し

て 

 

二

千

余

年

に

な

り

た

も

う 

 

正

像

の

二

時

は

お

わ

り

に

き 

 

如

来

の

遺

弟

（

ゆ

い

て

い

）

悲

泣

（

ひ

き

ゅ

う

）

せ

よ 

こ

れ

は

正

像

末

和

讃

全

百

十

六

首

の

第

一

首

目

の

ご

和

讃

で

す

。

「

如

来

の

遺

弟

悲

泣

せ

よ

」

と

い

わ

れ

る

如

来

の

遺

弟

と

は

、

お

釈

迦

さ

ま

な

き

後

の

仏

弟

子

、

私

た

ち

の

こ

と

で

す

。

お

釈

迦

さ

ま

が

な

く

な

っ

て

二

千

余

年

た

っ

て

し

ま

っ

た

、

も

う

お

目

に

か

か

る

こ

と

は

で

き

な

い

、

お

釈

迦

さ

ま

の

影

響

力

も

衰

え

て

仏

道

を

歩

む

こ

と

が

困

難

に

な

っ

た

、

こ

の

よ

う

な

時

代

に

生

ま

れ

合

わ

せ

た

罪

の

深

さ

を

歎

き

悲

し

め

と

い

わ

れ

る

の

で

す

。

し

か

し

、

そ

の

よ

う

な

こ

こ

ろ

は

私

た

ち

に

は

起

こ

り

ま

せ

ん

。

そ

れ

は

私

た

ち

に

仏

道

を

歩

み

た

い

と

い

う

こ

こ

ろ

が

無

い

か

ら

で

す

。

し

か

し

、

そ

の

こ

と

こ

そ

歎

き

悲

し

ま

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

な

の

で

し

ょ

う

。 

 

末

法

五

濁 

仏

道

に

お

い

て

、

時

代

を

正

法

（

し

ょ

う

ぼ

う

）

、

像

法

（

ぞ

う

ぼ

う

）

、

末

法

（

ま

っ

ぽ

う

）

、

法

滅

（

ほ

う

め

つ

）

と

い

う

よ

う

に

分

け

ま

す

。

仏

教

の

歴

史

観

で

す

。

一

般

的

に

は

、

時

代

が

進

む

と

進

歩

発

展

す

る

と

考

え

ら

れ

ま

す

。

し

か

し

、

仏

法

に

お

い

て

は

、

時

代

が

た

つ

に

つ

れ

社

会

や

人

間

は

段

々

と

衰

え

て

い

く

と

説

く

の

で

す

。

正

法

の

時

代

と

は

、

お

釈

迦

さ

ま

が

亡

く

な

っ

て

五

百

年

の

間

は

、

仏

法

が

栄

え

て

仏

法

を

求

め

、

仏

道

を

歩

む

人

が

い

る

時

代

、

次

の

像

法

の

時

代

と

は

、

正

法

の

時

代

が

終

わ

っ

て

一

千

年

の

間

は

ま

だ

お

釈

迦

さ

ま

の

影

響

力

が

残

っ

て

い

て

仏

道

を

歩

む

人

が

い

る

時

代

、

末

法

の

時

代

と

は

、

像

法

の

時

代

が

終

わ

っ

て

一

万

年

の

間

は

お

釈

迦

さ

ま

の

影

響

力

も

無

く

な

っ

て

、

教

え

だ

け

が

残

る

時

代

、

仏

法

を

求

め

て

も

成

就

し

な

い

時

代

で

す

。

末

法

の

時

代

が

終

わ

る

と

法

滅

の

時

代

が

到

来

す

る

と

い

わ

れ

ま

す

。

こ

の

仏

法

の

歴

史

観

は

、

キ

リ

ス

ト

教

な

ど

が

説

く

終

末

思

想

と

は

違

い

ま

す

。

終

末

思

想

は

、

こ

の

地

球

が

滅

亡

す

る

と

い

う

も

の

で

す

。

正

像

末

の

歴

史

観

は

、

仏

法

が

衰

え

て

仏

法

を

求

め

仏

道

を

歩

む

こ

と

が

で

き

な

く

な

る

と

い

う

危

機

感

で

す

。

末

法

は

五

濁

と

い

わ

れ

、

五

つ

の

濁

り

を

内

容

と

し

て

い

ま

す

。 

①

劫

濁

･
･
･

時

代

の

濁

り

で

す

。

世

の

中

が

悪

く

な

っ

て

き

ま

す

。 

②

見

濁

･
･
･

物

の

見

方

が

自

己

中

心

的

に

な

り

邪

見

驕

慢

に

な

る

こ

と

で

す

。 

③

煩

悩

濁

･
･
･

貪

欲

、

瞋

恚

、

愚

癡

の

三

毒

の

煩

悩

が

盛

ん

に

な

る

こ

と

で

す

。 

④

衆

生

濁

…

人

間

の

濁

り

で

す

。

人

間

と

し

て

の

器

が

だ

ん

だ

ん

小

さ

く

な

っ

て

ゆ

き

ま

す

。

 

⑤

命

濁

･
･
･

命

の

濁

り

で

す

。

何

の

た

め

に

生

き

て

い

る

の

か

わ

か

ら

ず

生

き

て

い

る

よ

ろ

こ

び

も

あ

り

ま

せ

ん

。 

私

た

ち

に

お

い

て

、

こ

の

末

法

五

濁

の

世

到

来

と

い

う

悲

し

み

の

と

こ

ろ

に

、

弥

陀

の

本

願

が

聞

こ

え

て

く

る

の

で

す

。

 
 

 
 

 
 

（

住

職

） 
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永

代

経

法

要

に

よ

せ

て 
 

 

仏

法

相

続
 

仏

法

聴

聞

は

先

祖

の

願

い

 

  

家

族

の

者

が

お

亡

く

な

り

に

な

り

ま

す

と

、

喪

主

の

方

が

「

永

代

経

」

を

あ

げ

て

下

さ

い

ま

す

。

そ

れ

に

は

、

仏

法

が

繁

盛

し

、

子

々

孫

々

に

ま

で

相

続

さ

れ

ま

す

よ

う

に

と

い

う

願

い

が

込

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

そ

の

願

い

に

よ

っ

て

勤

め

ら

れ

、

亡

き

人

を

ご

縁

と

し

て

こ

の

私

が

仏

法

聴

聞

さ

せ

て

い

た

だ

く

の

が

永

代

経

法

要

で

す

。 

 

親

鸞

聖

人

は

ご

本

典

『

教

行

信

証

』

を

結

ぶ

に

あ

た

っ

て

、

道

綽

禅

師

の

『

安

楽

集

』

の

お

言

葉

を

引

用

さ

れ

て

い

ま

す

。 
 

前(

さ

き)

に

生

ま

れ

ん

者

は

後(

の

ち)

を

導

き

、

後

に

生

ま

れ

ん

者

は

前

を

訪(

と

ぶ

ら)

え

。

連

続

無

窮(

む

ぐ

う)

に

し

て

、

願

わ

く

ば

休

止(

く

し)

せ

ざ

ら

し

め

ん

と

欲

す

。

無

辺

の

生

死

海

を

尽

く

さ

ん

が

た

め

の

ゆ

え

な

り

と 
 

仏

法

に

ご

縁

を

い

た

だ

い

た

者

に

は

大

き

な

使

命

が

あ

り

ま

す

。

そ

れ

は

自

分

の

両

親

、

祖

父

母

、

ま

た

は

今

は

亡

き

先

祖

の

方

々

が

、

仏

法

を

聴

聞

し

な

が

ら

苦

悩

多

き

こ

の

娑

婆

を

お

念

仏

と

と

も

に

生

き

ら

れ

、

ま

た

お

浄

土

へ

還

ら

れ

た

す

が

た

を

訪

ね

、

学

ば

せ

て

い

た

だ

く

こ

と

で

す

。

そ

し

て

、

後

に

続

く

子

や

孫

に

、

お

念

仏

申

す

こ

と

の

尊

さ

を

教

え

て

い

か

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。 

 

人

生

に

は

お

金

や

財

産

、

地

位

や

名

誉

な

ど

大

切

な

も

の

が

た

く

さ

ん

あ

り

ま

す

が

、

家

族

の

な

か

に

仏

法

が

あ

り

、

そ

れ

が

先

祖

代

々

相

続

さ

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

が

最

も

尊

い

こ

と

な

の

で

す

。 

 

し

か

し

今

日

、

家

族

の

崩

壊

が

い

わ

れ

、

家

族

の

絆

が

叫

ば

れ

て

い

る

な

か

、

仏

法

相

続

す

る

と

い

う

こ

と

は

非

常

に

困

難

な

時

代

に

な

り

ま

し

た

。

私

た

ち

は

聴

聞

を

と

お

し

て

、

仏

法

の

尊

さ

、

必

要

性

を

感

じ

て

い

ま

す

が

、

そ

れ

を

家

族

の

者

に

伝

え

る

と

な

る

と

こ

れ

ほ

ど

む

ず

か

し

い

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

。

若

い

者

に

、

仏

法

を

聞

け

、

お

内

仏

に

参

れ

と

い

く

ら

い

っ

て

も

な

か

な

か

聞

い

て

く

れ

な

い

と

思

い

ま

す

。

そ

れ

は

、

仏

法

は

こ

と

ば

で

な

し

に

そ

の

人

の

人

柄

や

生

き

ざ

ま

を

通

し

て

伝

わ

っ

て

い

く

か

ら

で

す

。 

 

私

も

住

職

と

し

て

お

説

教

を

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

が

、

家

族

の

者

に

は

全

く

響

か

な

い

と

思

い

ま

す

。

そ

れ

は

私

の

一

部

始

終

を

み

な

知

っ

て

い

る

か

ら

で

す

。

い

く

ら

よ

い

こ

と

を

い

っ

て

も

化

け

の

皮

が

は

が

れ

て

し

ま

い

ま

す

。

し

か

し

、

私

に

は

家

族

の

者

が

仏

法

を

聞

い

て

欲

し

い

と

い

う

願

い

は

あ

り

ま

す

。

家

族

の

者

に

信

用

し

て

も

ら

う

と

い

う

よ

り

も

、

一

人

の

凡

夫

、

愚

か

者

に

た

ち

か

え

り

聞

法

さ

せ

て

い

た

だ

く

以

外

に

あ

り

ま

せ

ん

。

仏

法

は

そ

の

人

の

生

き

ざ

ま

、

う

し

ろ

姿

を

と

お

し

て

伝

わ

っ

て

い

く

も

の

で

す

。

自

分

の

思

い

や

計

ら

い

で

伝

わ

っ

て

い

く

も

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

 

  

お

内

仏

の

お

給

仕

を

通

し

て

仏

法

相

続

を

 

  

各

家

庭

に

は

お

仏

間

が

あ

り

、

ご

本

尊

を

奉

安

す

る

お

内

仏

が

あ

り

ま

す

。

お

内

仏

は

家

の

中

心

で

あ

り

、

家

族

の

拠

り

所

で

す

が

、

た

だ

の

飾

り

も

の

に

な

っ

て

い

て

、

心

か

ら

の

お

給

仕

が

な

さ

れ

て

い

な

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

枕

経

に

お

参

り

さ

せ

て

い

た

だ

く

と

、

全

く

日

頃

お

給

仕

さ

れ

て

い

な

い

お

内

仏

が

あ

り

、

淋

し

い

思

い

に

な

る

場

合

が

あ

り

ま

す

。

お

内

仏

に

は

ご

本

尊

、

阿

弥

陀

如

来

が

奉

安

さ

れ

て

い

ま

す

。

ご

本

尊

と

は

「

最

も

尊

い

こ

と

」

と

い

う

こ

と

で

私

の

い

の

ち

よ

り

尊

い

も

の

、

と

い

う

よ

り

も

私

の

い

の

ち

を

本

当

に

尊

い

も

の

と

し

て

、

目

覚

め

し

め

、

生

か

し

め

て

下

さ

る

お

は

た

ら

き

で

す

。

こ

の

ご

本

尊

の

前

に

座

れ

ば

、

他

の

場

所

で

は

絶

対

頭

が

下

が

ら

な

い

私

が

、

頭

が

下

が

る

よ

う

に

お

育

て

を

う

け

る

の

で

す

。

ど

ん

な

が

ん

こ

親

父

で

も

朝

晩

お

内

仏

の

前

に

座

っ

て

頭

を

下

げ

て

合

掌

礼

拝

す

る

、

こ

の

う

し

ろ

姿

に

よ

っ

て

仏

法

が

相

続

さ

れ

て

い

く

の

で

す

。 

 

家

族

の

者

が

そ

れ

ぞ

れ

、

つ

と

め

や

学

校

に

行

き

、

そ

ろ

っ

て

朝

晩

お

内

仏

に

お

参

り

す

る

と

い

う

こ

と

は

む

つ

か

し

い

時

代

に

な

り

ま

し

た

が

、

お

年

寄

り

の

仕

事

と

し

て

、

ま

た

は

お

嫁

さ

ん

の

仕

事

と

し

て

毎

朝

お

仏

飯

を

お

供

え

し

、

お

線

香

を

た

き

、

合

掌

礼

拝

し

ま

し

ょ

う

。

お

花

も

し

お

れ

な

い

よ

う

気

を

つ

け

ま

し

ょ

う

。

時

間

が

あ

る

時

は

舌

々

正

信

偈

（

節

の

な

い

も

の

）

を

あ

げ

ま

す

。

小

さ

な

子

供

さ

ん

が

い

る

場

合

は

ひ

ざ

の

上

に

の

せ

て

い

っ

し

ょ

に

手

を

合

わ

せ

お

つ

と

め

を

し

ま

し

ょ

う

。

そ

れ

が

仏

法

相

続

で

す

。

 

（

住

職

） 
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譬
え
ば
、
太
陽
が
雲
に
覆
わ
れ
て
も
雲
の
下
は
明

る
い
よ
う
に
、
一
度
迷
い
の
闇
夜
が
明
け
た
な
ら
、

心
が
貪
・
愛
・
瞋
・
憎
の
雲
霧
に
覆
わ
れ
て
も
、

真
実
は
明
々
白
々
で
疑
い
よ
う
が
な
い
。 

☆
確
か
に
、
ど
ん
な
に
曇
っ
た
日
で
も
、
地
上
が

真
っ
暗
闇
に
は
な
ら
な
い
な
あ
…
。
宗
教
の
救

い
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
な
？ 

★
心
が
曇
る
と
き
、
例
え
ば
体
の
調
子
が
悪
い
と

き
と
か
、
人
に
馬
鹿
に
さ
れ
た
と
き
と
か
で
も

救
わ
れ
る
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
や
ろ
う
？ 

譬ひ

如に
ょ

日に
っ

光こ
う

覆ふ

雲う
ん

霧む 

雲う
ん

霧む

之し

下げ

明
み
ょ
う

無む

闇あ
ん 

譬た
と

え
ば
、
日に

っ

光こ
う

の
雲う

ん

霧む

に
覆お

お

わ
る
れ
ど
も
、 

雲う
ん

霧む

の
下し

た

、
明あ

き

ら
か
に
し
て
闇く

ら

き
こ
と
無な 

き
が
如ご

と

しし 

の

で

す

。

私

た

ち

は

、

自

分

自

身

の

チ

エ

や

能

力

を

信

頼

し

、

仏

法

な

ど

必

要

と

し

な

く

な

っ

た

の

で

す

。

し

か

し

な

が

ら

昨

年

三

月

の

東

日

本

大

震

災

に

よ

る

原

発

事

故

に

よ

り

人

間

の

チ

エ

の

愚

か

さ

と

限

界

を

思

い

知

ら

さ

れ

ま

し

た

。

私

た

ち

は

ど

れ

だ

け

医

学

が

進

歩

し

て

も

一

人

一

人

は

生

老

病

死

す

る

厳

粛

な

る

い

の

ち

を

生

き

て

い

ま

す

。

一

人

と

し

て

老

病

死

を

ま

ぬ

が

れ

る

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。

ま

た

幸

せ

な

人

生

の

な

か

に

も

ふ

と

生

き

る

こ

と

の

不

安

や

虚

し

さ

、

淋

し

さ

を

感

ず

る

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

清

沢

満

之

と

い

う

先

生

は

、

 

 

人

心

（

じ

ん

し

ん

）

の

至

奥

（

し

お

う

）

よ

り

生

ず

る

至

盛

（

し

じ

ょ

う

）

の

要

求

の

為

に

宗

教

あ

る

な

り

 

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

私

た

ち

の

い

の

ち

は

う

わ

べ

だ

け

の

幸

せ

で

は

な

く

、

も

っ

と

深

い

真

実

な

る

も

の

に

出

遇

い

た

い

と

い

う

要

求

を

も

っ

て

い

る

の

で

す

。

（

住

職

） 末

法

と

は

仏

法

が

廃

れ

て

い

く

時

代

で

す

。

今

日

は

ま

さ

し

く

末

法

で

、

私

た

ち

は

ま

じ

め

に

仏

法

を

求

め

な

く

な

り

ま

し

た

。

科

学

技

術

の

進

歩

発

展

な

ど

に

よ

り

、

私

た

ち

の

生

活

は

便

利

で

豊

か

に

な

り

人

類

は

宇

宙

に

飛

び

出

し

、

い

の

ち

も

人

工

的

に

作

り

出

す

よ

う

に

な

っ

た
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智

慧

の

光

明

 

は

か

り

な

し

 
有

量

の

諸

相

 

こ

と

ご

と

く

 

光

暁

か

む

ら

ぬ

 

も

の

は

な

し

 

真

実

明

に

帰

命

せ

よ

 

大
阪
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阪
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譲
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譲
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下
の
写
真
の
よ
う
に
、
一

般
の
ご
家
庭
の
お
座
敷
で
御

座
（
お
説
教
）
が
つ
と
ま
る

の
は
、
今
で
は
大
変
貴
重
な

こ
と
で
す
。 

し
か
も
、
午
後
２
座
、
夜

２
座
、
翌
朝
２
座
と
、
合
計

６
座
も
聞
法
の
場
所
が
平
か

れ
ま
す
。 

有
る
こ
と
自
体
が
難
し

い
、
有
り
難
い
と
は
、
ま
さ

に
こ
の
こ
と
で
す
。 

ご
近
所
の
お
座
敷
で
す

と
、
徒
歩
や
自
転
車
で
お
参

り
で
き
ま
す
か
ら
、
仕
事
が

終
わ
っ
た
若
い
方
も
お
見
え

で
し
た
。 

こ
れ
も
ひ
と
え
に
、
先
人

方
の
お
育
て
の
た
ま
も
の
で

す
し
、
ひ
い
て
は
仏
さ
ま
の

本
願
力
の
た
ま
も
の
で
す

ね
。 私

た
ち
の
つ
と
め
は
、
先

人
方
の
声
な
き
声
を
、
ひ
い

て
は
仏
さ
ま
の
お
呼
び
声

を
、
た
だ
聞
か
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
で
す
ね
。
（
編
者
） 


