


お

ん

な

ヽ`

つ
　
あ
”

是
奮
常

な
く
、

ご

う

た

は

な

な
分

離
る
る
あ
り
。

『て
行
発
』
よ
う

愛
し
い
者
は
い
つ
ま
で
も
お
ら
ず
、

出
会
う
も
の
に
は
別
離
が
あ
る
。

『遊
行
経
』
は
、
釈
尊
の
入
滅
直
前
の
説
法
や
、
弟
子
と
の
別
離

の
様
子
、
釈
尊
の
葬
儀
の
あ
り
方
な
ど
が
説
か
れ
た
経
典
で
す
。

八
十
歳
の
釈
尊
は
、
旅
の
途
中
で
、
も
う
人
生
の
先
が
長
く

な
い
事
を
弟
子
た
ち
に
伝
え
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
弟
子
た
ち

は
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
、
叫
ん
だ
り
、
倒
れ
た
り
、
取
り
乱
す
の

で
す
が
、
釈
尊
は
「悲
じ
む
べ
き
で
は
な
い
」
と
言
い
、
こ
の
言

葉
を
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。

「常
な
く
」
と
い
う
の
は
、
釈
尊
が
多
く
の
場
面
で
お
っ
し
や
っ

て
き
た
展
小常
」
と
い
う
事
で
す
。
弟
子
た
ち
も
こ
れ
を
よ
く
心

得
、
修
行
に
励
ん
で
き
た
事
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
弟
子
た

ち
で
あ

っ
て
も
、
釈
尊
の
入
滅
を
目
の
当
た
り
し
て
、
感
情
を

抑
え
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。
私
た
ち
も
、
身
近
な

人
と
の
別
れ
を
経
験
す
る
と
き
、
悲
嘆
に
く
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
簡
単
に
は
断

つ
こ
と
、
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
感
情
の
発
露
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
事
は
親
鸞
聖
人
も
「恩
愛
は
な
は
だ
た
ち
が
た
く

生
死

は
な
は
だ
つ
き
が
た
し

念
仏
三
味
行
じ
て
ぞ

罪
障
を
滅
じ
度

脱
せ
し
宍
『高
僧
和
讃
』龍
樹
讃

第
十
首
目
『註
釈
版
聖
典
』
五
八
〇
頁
）

と
、
お
示
し
く
だ
さ

っ
て
い
ま
す
。

仏
典
は
多
く
の
箇
所
で
、
死
別
の
悲
嘆
に
寄
り
添
う
よ
う
に

説
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
そ
こ
で
、
悲
し
み
、
嘆
く
も
の
た
ち

の
た
め
に
、
法
が
示
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、

昨
今
の
葬
儀
不
要
論
の
中
に
は
、
釈
尊
の
教
説
と
は
違

っ
た
方

向
に
進
ん
で
い
る
論
調
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
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―
真
宗
に
出
遇
わ
れ
た
ご
縁
は
？

安
芸
門
徒
に
生
ま
れ
た
こ
と
で
す
。
子
ど

も
の
時
、
親
が
ず

っ
と

「
正
信
偶
」
を
お
つ
と

め
し
て
い
た
か
ら
、
小
学
校
に
行
く

頃
に
は

「
正
信
掲
」
を
覚
え
て
い
た
。
短
い
『
御
文
章
』

も
覚
え
て
い
た
。
お
勤
め
を
終
え
な
い
と
ご
飯

を
食
べ
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
か
ら
、
最
後
に
お

勤
め
す
る

『
御
文
章

』
の
「
あ
な
か
し
こ
」
が

早
く
こ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
た
。
安
芸
門
徒

は
ど
こ
の
家
で
も
こ
ん
な
も
ん
で
し
た
。

広
島
仏
教
学
院
に
入
っ
た
と
き
、
当
時

の

院
長
で
あ
っ
た
高
松
和
上
に
出
会
い
ま
し
た
。

こ
の
方
は
理
想
の
お
坊
さ
ん
で
す
ね
。
和
上

が
法
話
を
す
る
時
に
は
、
村
中
の
人
が
お
寺

に
お
参
り
に
な
る
の
で
、
一
一時
間
く
ら
い
早
く

行

か
な
い
と
本
堂

が

一
杯
に
な
っ
て
会

え
な

い
。
あ
ん
な
お
坊
さ
ん
に
な
り
た
い
な
あ
、
と

田
ち

て
い
ま
し
た
。
あ
ま
り
良
い
動
機
で
は
な

い
ね
。
（笑
）

―
ど
の
よ
う
に
し

て
真
宗
を
学
ば
れ
た
の

で
す
か
？

真
宗
学
の
恩
師
、
桐
渓
先
生
の
代
わ
り
に

中
央

仏
教
学
院
の
講
義
を
受

け
持
ち
ま
し

た
。
講
義

の
前
日
は
逮
夜
参
り
を
調
整
し
て

ず

っ
と
勉
強
を
し
た
。
教
え
る
と
で
２

」
と

は
、
そ
れ
く
ら
い
し
な
い
と
い
け
な
い
。
一
時
間

講
義
を
し
よ
う

と
思
っ
た
ら
、
最
低

三
倍
は

勉
強
し
な
い
と
い
け
な
い
。
だ
か
ら
教
え
る
こ

と
は
良
い
勉
強
に
な
る
。

三
部
経
概
論

の
講
義
を
受

け
持
ち
ま
し

た
。
『
大
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
チ
ベ
ツ
ト
語

も
サ
ン
ス
ク
リ
ツ
ト
語
も
あ
り
ま
す
が
、
辞
書

は
梵
英
と
蔵
英
し
か
な
い
。
調
べ
れ
ば
い
く
ら

で
も
分
か
ら
な
じ

」
と
が
で
て
く
る
。
学
問
と

い
つヽ
の
は
そ

つヽ
い
つヽ
も
の
で
す
。
デ
カ
ル
ト
の

「
た
だ
学
び
て
無
知
を
知
る
の
み
」
は
名
言
で

す
よ
。

―

桐
渓
和
上
か
ら
お
聞
き

に
な

っ
た
心

に

残
っ
て
い
る
こ
と
は
？

「
浄
土
真
宗
は
聴
聞
に
極
ま
る
」
と
で
？

」

と
で
す
。
坊
さ
ん
の
一
番
大
切
な
こ
と
は
聴
聞

で
あ
っ
て
、
話
す
こ
と
で
は
な
い
で
す
よ
。
ま
ず

住
職
が
聴
聞
し
な
い
と
い
け
な
い
。
『
大
無
量

寿
経
』
で
は
、
お
釈
迦
様
が
大
寂
定
弥
陀
三

味
に
入
り
聴
聞
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら

坊
さ
ん
も
同
行
も
な
い
、
聴

聞
す
る
こ
と
が

大
事
。
聴
間
を
怠
っ
た
ら
駄
目
な
ん
で
す
。

足
利
義
山
和
上
ほ
ど
の
あ
り
が
た
い
学
者

は
い
な
い
。
い
つ
も
総
会
所
に
参
っ
て
い
た
と
い

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
「
和
上
が
参

っ
て
い
た
ら

布
教
使
が
話
を
し
に
く
い
」
と
職
員
が
で
つ

も
の
だ
か
ら
、
長
女
が
和
上
に
聴
聞
を
遠
慮

す
る
よ
う
い
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
と
こ

ろ
「
わ
し
は
聴
聞
も
で
き
ん
よ
う
に
な
っ
た
」

と
い
っ
て
泣
か
れ
た
そ
う
な
。
そ
れ
か
ら
は
、

俗
服
で
柱
の
影
に
隠
れ
て
聞
く
よ
う
に
な
っ

た
。
」ヽ
の
聴
聞
す
る
姿
勢
が
大
事
な
ん
で
す
。

―

後
学
の
者

へ
励

ま
し
の
お
言
葉
を
頂
戴

で
き
ま
す
か
。

浄
土
真
宗
の
肝
は
い
つ
で
も
臨
終
法
話
に

あ
り
ま
す
。
蓮
如
さ
ん
は
「
仏
法
に
は
明
日

と
い
ふ
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
旨

冒

如
上
人
型

代

聞
重

註
釈

版

〕
器

ｏ
Ｅ

と

い
わ

れ

る

。
宣
（
宗

の

法

話
は
臨
終
の
法
話
だ
か
ら
、
い
ま
が
終
い
で
も

間
に
あ
っ
て
い
る
．
そ
れ
が
平
生
業
成
と
い
つ

こ
と
な
ん
で
す
ｃ
今
晩
か
明
日
の
朝
ま
で
い
の

ち
が
な
い
と
で
つ
人
か
ら
、
「
法
話
を
聞
か
せ

て
く
れ
」
と
い
つ
て
応
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
ら
、

僧
侶
は
袈
裟
を
と
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
明
日

に
も
い
の
ち
が
な
い
、
そ
れ
で
も
間
に
合
う
く

ら
い
充

分
に
間
に
あ

っ
て
い
る
の
が
浄

土
真

一示
、
そ
れ
が
平
生
業
成
で
す
。

浄
土
真
宗
で
は
平
生
業
成
を
明
ら
か
に
し

な
い
と
い
け
な
い
。
平
生
と
い
っ
た
ら
「
い
ま

一

い
つ
で
も

「
い
ま
」
と
い
う
こ
と
、
明
日
‐こ
な
´́

た
ら
平
生
に
な
ら
な
い
ヽ
平
生
は
昨

目
で
も

な
い
「
い
ま
」
で
す
。
で
す
か
ら

一
教
行
信
証

一

に
は
、
「
総
序
」
の
終
い
に
「
遇
い
が
た
く
し
て

い
ま
遇
う
こ
と
を
得
た
り
旨
註
釈
瞥

∞ＮＥ

、
一二

願
転
入
の
二
十
願
か
ら
十
八
願
の
転
入
の
と

こ
ろ
に
「
い
ま
こ
と
に
方

便

の
真

門
を
出

で

て
、
選
択

の
願
海
に
転

入
せ
り
旨

註
釈
版
卜
〓

５

と

「
い
ま
」
が
二
ヶ
所
で
て
く
る
。
仏
法
は

「
い
ま
」
を
説
い
て
い
る
。
死
ん
で
か
ら
で
は
な

い
。
「
い
ま

」
と
い
っ
た
ら
わ
し
が
居
る
と
こ

ろ
。
わ
し
が
ど
こ
に
居
る
か
。
わ
し
が
居
る
と

こ
ろ
が
助
か
る
場
所
。
本
願
成
就
だ
か
ら
、
助

か
る
が
先
に
届
い
て
居
る
ん
で
す
。

浄
土
真
宗
で
は
臨
終
法
話
が
で
き
な
い
と

僧
侶
の
資
格
は
な
い
。
そ
の
臨
終
と
は
「
い
ま
」

で
す
か
ら
。
「
仏
法
に
は
明
日
と
い
ふ
こ
と
は

あ

る
ま

じ
き

」
、
い
ま
助

か
る
法

で
す

か
ら

ね
。
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／
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今
回
は

７
」
の
よ
び
声
を
聞
き
ひ
ら
き
」
か
ら
の
第

二
段
。

名
号
の
よ
び
声
を
聞
き
ひ
ら
い
た
と
こ
ろ
に
定
ま
る

信
心
の
た
し
か
さ
と
、
そ
の
よ
ろ
こ
び
が
表
さ
れ

て
い
ま
す
。

気

な

の
よ

び

ご

え

阿
弥

陀
如
来

の
本
願
は
、
「
南
無

阿
弥
陀

仏
」
の
名
号
と
な
り
、
た
え
ず
私
た
ち
に
よ
び
か

け
、
は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
ｃ
し

か
し
、
そ
の
は
た
ら
き
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
。

「
は
た
ら
き
な
ん
か
、
見
え
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」

「
救
わ
れ
て
い
る
な
ん
て
思
え
な
い
よ
」

救
い
の
は
た
ら
き
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
も
、
そ

れ
を
実
感
で
き
ず
、
と
ま
ど
う
こ
と
も
あ
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
願
い
と
そ
の
は
た

ら
き
は
確
か
に
私
た
ち
の
元
へ
届
け
ら
れ
て
い

ま
す
っ

念
仏
す
る
身
へ
の
お
育
て

ひ
と
声

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
声
に
出
す
と

き
、
私
の
日
か
ら
は
、
尊
い
功
徳
に
満
ち
た
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
の
お
名
前
が
現
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
本
来
、
お
念
仏
な
ど
す
る
は
ず
の

な
か
っ
た
身
で
す
．
そ
れ
が
ど
う
し
て
お
念
仏

す
る
身
に
な
っ
た
の
で
し
ま
つ
。
かヽ
り
か
え
っ
て

み
る
と
、
こ
の
私
を
お
念
仏
す
る
身
に
ま
で
育

て
て
く
だ
さ
つ
て
い
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
縁
、
は
た

ら
き
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
幼
い
口
に
家
族
と
と
も
に
、
お
仏
壇

の
前
に
座
っ
た
懐
か
し
く
温
か
い
思
い
出
で
あ
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
大
切
な
人
と
の

別
れ
な
ど
、
悲
し
く
寂
し
い
で
き
ご
と
で
あ
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
こ
私
た
ち
は
、
そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま

な
で
き
ご
と
の
中
で
、
念
仏
す
る
身
へ
と
育
て
ら

れ
、
仏
さ
ま
の
教
え
へ
と
導
び
か
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
で
し
ま
つ
か
．

〈
「
、
ひ
と
声

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
こ
の
回
か

ら
出
て
く
だ
さ
る
ま
で
に
は
、
私
を
お
念
仏
へ
と

導
い
て
く
だ
さ
つ
た
ご
縁
が
あ
り
、
た
え
ず
よ
び

続
け
て
く
だ
さ
つ
て
い
た
阿
弥
陀
如
来
の
は
た

ら
き
が
あ
っ
た
の
で
す
。

永

遠

に

消

え

な

い
灯

火

‐
‐本

剛
の
信
心

阿
弥
陀
如
来
の
「
よ
び
声
を
聞
き
ひ
ら
く
」

と
は
、
す
で
に
、
私
を
願
い
の
対
象
と
し
、
よ
び
続

け
て
い
た
声
が
あ
り
、
育
く
み
続
け
て
く
だ
さ
っ

て
い
た
は
た
ら
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
知

ら
さ
れ
、
出
遇
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
の
た
え
る
こ
と
な
い
「
ま
か
せ

よ
」
と
の
よ
び
声
、
「
救
い
取
っ
て
捨
て
な
い
（摂
取

不
捨
こ
と
い
つ
確
か
な
救
い
の
は
た
ら
き
と
の
出

遇
い
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
よ
ろ
こ
び
の
心
を

「
信
心
」
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
が
は
か
ら

い
、
造
り
あ
げ
る
心
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
如
来
の

確
か
な
救
い
の
は
た
ら
き
と
出
遇
う
こ
と
の
で

き
た
よ
ろ
こ
び
の
心
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
そ
の
阿
弥
陀
如
来
よ
り
与
え

ら
れ
た
信
心
を
「
金
剛
心
｝
―
す
な
わ
ち
、
き
わ

め
て
堅
く
、
決
し
て
壊
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

′し、
と

讃
え
ら
れ
て
い
ま
す
ｃ

阿
弥
陀
如
来
の
確
か
な
救
い
と
、
そ
の
救
い
に

出

遇

え

た

よ

ろ

こ
び

の
心

（
阿
弥
陀
如
来
よ
り
与
え
ら

れ
た
停
ｔ

は
、
「
永

遠

に
消

え
な

い
灯

火

」
と
し

て
、
迷

い
の
中

に
あ

る
苦

し
み
、
悲

し
み
の
多

い

私
た
ち
の
人
生
を
照
ら
し
続

け
て
く
だ
さ
る
も

の
と
な
る
の
で
す
．

中
平

丁
悟
（教
学
伝
導
研
究
ヤ
ンタ
ー
研
究
員
）

「
仏
願

の
生

起
本

末
」

―
本
願
の
い
わ
れ
を
聞
く

一
開
」
と
い
か
は
、
衆
生
、

仏
願
の
生
起
本
末
を
１１１１
き

て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
、

こ
れ
を
１１１１
と
∵
か
な
り

一
信
心
ｉ

添

かヽ
は
、

す
な
は
ち
本
願
カ
ー‐‐―
向
の

信
心
な
り
．

一
‐――――‥‐‥
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確
か
な
信
心

弥
陀
の
誓

―――――
は
無
明

員
夜

の
お
ほ
き
な
る

と
も
し
び
な
り
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こ
の
よ
び
声
を
聞
き
ひ
ら
き

如
来
の
救

い
に
ま
か
す
と
き

永
遠
に
消
え
な
い
灯
火
が

私
の
心
に
と
も
り
ま
す
。



世 界 の仏 教

夕ニヨー比丘/1977年 生まれ。バンコク出身。23歳で

来日。龍谷大学大学院仏教学専攻博士後期課程を経て、

現在、仏教文化研究所客員研究員。

「
生
ま
れ
た
の
は
昭
和
五
十
二
年
で
す
」

オ
レ
ィ
ン
色
の
袈
裟
を
着
た
僧
侶
は
、
笑
顔
で

仰
っ
た
。
あ
ま
り
に
流
暢
だ
っ
た
の
で
、
田
心
わ
ず

「
ン
ョ
ウ
ワ
？
」
と
聞
き
返
し
て
し
ま
っ
た
。

夕
一百

１
さ
ん
は
、
タ
イ
の
大
学
で
は
機
械

工
学
を
学
び
二
十
歳
で
出
家
。
龍
谷
大
学
で

仏
教
を
学
ぶ
た
め
に
来
日
し
て
十
年
に
な
る
。

彼
は
、
お
昼
の
十
二
時
以
降
は
水
以
外
の
も

の
を
口
に
し
な
い
。
不
非
時
食

（正
午
以
後
に
食

事
を
摂
ら
な
じ
と
い
つ
戒
を
守
る
た
め
だ
。

同
じ
仏
教
な
の
に
明
ら
か
に
違
う
仏
教
。

私
た
ち
の
知
ら
な
い
タ
イ
の
仏
教
に
つ
い
て
お

話
を
聞
い
て
み
た
。

現
在
タ
イ
王
国
は
人
口
約
六
千
万
人
、
〓
一

万
六
千
の
仏
教
寺
院
が
あ
る
と
い
つ
。
人
口
も

寺
院
数
も
、
ち
ま

つ
ど
日
本
の
半
分
く
ら
い

だ
。国

民
の
９
５
パ
ー
セ
ン
ト
が
仏
教
徒
で
、
タ

イ
の
人
々
の
生
活
に
、
お
坊
さ
ん
や
お
寺
が
欠

か
せ
な
い
事
を
タ
ニ
ヨ
ー
さ
ん
は
、
教
え
て
く

れ
た
。

「
僧
侶
は
仕
事
を
し
な
い
の
で
お
金
や
食
べ

物
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
物
質
的
な
も
の

を
信
者
さ
ん
か
ら
い
た
だ
き
ま
す
。
反
対
に
、

信
者
さ
ん
は
仏
教
の
勉
強
の
時
間
が
あ
り
ま

せ
ん
。
で
す
か
ら
僧
侶
は
教
え
を
簡
単
に
分

り
や
す
く
信
者
さ
ん
に
お
伝
え
し
ま
す
。
精

神

的
な
も

の
を
提

供

す

る
と
い
２

」
と
で

す
。
」

タ
イ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
財
施

（衣
食
な
ど
の
物
質

を
提
供
す
こ

と
法
施

（教
えヽ
を
説
く
）
の
相
互
関

係
が
、
し
っ
か
り
と
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ

Ｚω
。で

は
、
な
ぜ
タ
イ
を
離
れ
て
、
日
本
を
留
学

先
に
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

「
日
本
は
、
大
乗
仏
教
で
す
ね
。
大
乗
仏
教

と
上
座
部
仏
教
は
鳥
の
両
翼
の
よ
う
な
も
の

だ
と
、
タ
イ
の
師
匠
に
教
わ
っ
た
事
が
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
両
方
が
そ
ろ
っ
て
な
い
と
進
め
な

い
と
で
２

」
と
で
す
。
龍
谷
大
学
で
は
日
本
の

大
乗
仏
教
を
学
ぶ
機
会
を
得
、
大
乗
仏
教
の

素
晴
ら
し
さ
を
知
り
ま
し
た

ズ^
フ
後
に
活
か

す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
　
一

ま
た
、
仏
教
を
日
本
語
で
学
ぶ
こ
と
の
意
義

を
日
本
人
で
あ
る
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
た
。

「
タ
イ
で
は
仏
教
の
勉
強
は
で
き
ま
す
が
、

仏
教
学
の
勉
強
は
難
し
い
の
で
す
。
仏
教
の
学

び
と
、
仏
教
学
研
究
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
日

本
の
仏
教
学
研
究
は
、
世
界
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
多
く
の
仏
典
が

日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
日
本
語
が
わ

か
れ
ば
、
本
当
に
多

く

の
事

が
学
べ
る
の
で

す
。
」

最
後
に
も
う

一
つ
、
日
本
に
来
た
大
切
な
理

由
を
教
え
て
く
れ
た
。

「
私
は
日
本
に
い
る
タ
イ
の
人
た
ち
の
役
に

立
ち
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
」

「
世
界
の
仏
教
」
で
は
、
外
国
人
僧
侶
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
改
め
て
わ
た
し
た
ち
念

仏
者
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
て
み
た
い
。

金
沢

菫
景
教
学
伝
道
研
究
ヤ
ン
タ
ー
研
究
助
手
）



《
菱

一面
》
東
山

・泉
涌
寺
周
辺
を
歩
く

日
本

に
仏
教
が

伝

え
ら
れ

て

一
五
〇

〇
年

。
　

　

　

Ｌ
一

そ
の
教

え
は
、
人

々
の
心

に
受

け
継
が

れ

、
　
　

　

　

声
〓

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
の
こし
てき
ま
し
た
。　
　
　
森酸

カ
メ
ラ
と
地
図
を
片
手
に
歩
く
と
、

意
外
な
日
本
仏
教
の
風
景
が

見
え
て
き
ま
す
。

今

回
は
、
現
在
も
多
く
の
古
刹
が
た
ち
な
ら
び
、

季
節
ご
と
に
装
い
を
変
え
る
東
山

・
泉
涌
寺
周
辺
の

エ
リ
ア
に
、
浄
土
教
の
面
影
を
探
し
ま
す
。

群|

意壼江、森・
翼職|lr
::''・ 11‐‐■ ..

竃

ゆ
る
や
か
な
坂
道
の
参
道
を
上
っ
て
い
く

と
、
ふ
っ
と
空
気
の
変
わ
る
瞬
間
が
あ
る
。

車
の
行
き
交
う
東
大
路
通
り
か
ら
わ
ず
か

徒
歩
十
分
の
距
離
だ
が
、
東
山
三
十
六
峰
の

一
つ
、
月
輪
山

３
き
の
わ
さ
ι

の
麓
に
位
置

し
、
新
緑
の
本
立
に
囲
ま
れ
た
泉
涌
寺
曾
本言

宗
泉
涌
寺
派
）
は
、
真
夏
で
も
ひ
ん
や
り
と
し

た
空
気
に
満
ち
て
お
り
、
寂
静
と
い
う
言
葉

が
ふ
さ
わ
し
い
。

「
こ
こ
一
、
二
年
で
女
性
の
参
拝
者
が
ぐ
っ

と
増
え
ま
し
た
」
と
西
谷
功
氏

票

涌
寺
心
照

殿
学
芸
［５
が
語
っ
て
く
れ
た
。
ど
う
や
ら
流

行
の
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
と
し
て
メ
デ
ィ
ア

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
の
こ
と
。
何
ら
か
の

「
パ
ワ
ー
」
を
感
じ
た
い
現
代
人
が
日
頃
の

ス
ト
レ
ス
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
場
所
と
し
て
注

目
す
る
の
は
わ
か
ら
な
く
は
な
い
。

泉
涌
寺
の
歴
史
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
。
現
在
の
寺
域
を
築
く
大
き

な
功
績
を
残
し
た
の
は
、
俊
高
律
師
Ｃ

ゅ
ん

じ
さ
つ
／
〓
杢
ハ
～
一一
〓
モ
）だ
。
親
鸞
聖
人
と

ほ
ぼ
同
時
代
に
生
き
た
俊
高
は
、
一壬

一歳
の

時
、
宋
に
わ
た
り
、
中
国
各
地
で
律

・禅

。
天

台
な
ど
諸
宗
を
学
ん
だ
。
帰
国
後
、
フし
ｃ
東

山
の
仙
遊
寺

（泉
涌
寺
２
則
身
）
を
寄
進
さ
れ

る
と
、
フ」
の
地
で
戒
律
の
復
興
を
行
っ
た
。

実
は
も
う

一
つ
、
入
宋
僧

で
あ
っ
た
俊
祷

の
功
績
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
。
宋
代
の
最
先
端
の
浄
土
教
を
、
日
本



1,三 頭寺院の一つ、悲田院の駐車場からは京都市内が一望でき

こ=モ れた名所た。2月 輪山を背景に建つ仏殿 (重 要文化財 )

3総 門のすぐ手前に位置する即成院。4本尊の阿弥陀如来 (重

要文化財)と 二十五菩薩。(写 真提供 :即 成院)5毎年 10月 に行

われる二十五書薩お練り供養。京都市内でも数少ない仏教儀ネし

た。事前の申し込みを行えば、参加も可能。(写 真提供 :西谷 功 )

6「 実は平安高校の出身なんですよ」と語る即成院ご住職の平野

師。7泉涌寺道の入り口に横える定食屋「祭Jの ランチメニュー。

ヘルシーなおばんざいがうれしい。専属契約の近江米をつかつ

た炊きたてのご飯はお代わり自由。

に
持
ち
帰

っ
た
こ
と
だ
。
「
一
乗
の
極
唱
、
終

帰
は
こ
と
ご
と
く
楽
邦
を
指
す
穴
『阿
弥
陀
経

義
疏
』）
と
念
仏
往
生
を
す
す
め
る
元
照
貧
○

四
八
～
〓
Ｉ
Ｃ
の
思
想
は
、
俊
高
に
よ
っ
て
日

本
に
も
た
ら
さ
れ
、
法
然
聖
人
の
門
流
は
大

き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
『
教
行

信
証
』
に
元
照
の
著
作
を
多
く
依
用
さ
れ
た

親
鸞
聖
人
も
ま
た
そ
の
一人
で
あ
る
。

「お
浄
上
の
教
え
は
私
た
ち
日
本
人
の
心

性
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
一と
軍
牙

雅
章
師

策

涌
寺
派
教
学
部
唇

は
語
る

■
〓
〓

師
が
住
職
を
務
め
る
即
成
院
は
、
い
ま
も
浄

土
教
の
香
り
を
色
濃
く
伝
え
る
泉
涌
寺
の

塔
頭
寺
院
の
一
つ
だ
。

源
信
和
尚
の
創
建
と
伝
え
ら
れ
る
即
成

院
に
は
、
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
を
中
心
に
極

楽
浄
土
か
ら
の
来
迎
を
表
現
す
る
二
十
五

菩
薩
の
彫
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

毎
年

一
〇
月
に
は
、
境
内
で
菩
薩
装
束
を

つ
け
た
稚
児
た
ち
が
お
練
り
を
行
い
、
来
迎

を
表
現
す
る
。
京
都
の
年
中
行
事
の
な
か
で

も
、
ひ
と
き
わ
印
象
深
い
。

親
鸞
聖
人
が
生
き
た
鎌
倉
時
代
。
［不
派

の
枠
を
越
え
、
お
念
仏
の
み
教
え
を
伝
え
る

多
く
の
仏
教
者
が
登
場
す
る
時
代
で
あ
っ
た
。

初
秋
、
東
山
の
峰
々
が
色
づ
く
頃
。
浄
土

教
の
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
も
う

一

度
、
こ
の
地
を
歩
い
て
み
た
い
。

野
呂

靖
（教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー

研
究
員
）



有国 智光 著

遊雲さん父 さん
小児がんを生きたわが子との対話
本願寺出版社 1,260円

まえがき

第1章 まさか

第3章 日常

第3章 がん

第4章 死

・第5章 生

・第6章 そして

,あ とがき

遊雲と小児がんとの三年

この世の中で何が悲しいといつても、わが子に先立たれるほどの悲しみはない。病気であれ、事故であ

れ、誰もがそういうことに見舞われないという保証はないのがこの世の生である。

だが、この本がすばらしいのは、まえがきにもあるとおり、「私たちはふつうならば嘆き悲しむしかない

出来事を『楽しんで』いられる」とおつしゃつているところである。そして、「死はすばらしいご縁ですよ、ご

まかして内に抱え込んでしまうのではなく、かけがえのない『今』を照らし出してくれる外として、顔を上

げて出会つていきましよう」と結論づけていることである。

死を私と縁のないもの、とか、生の陰部として語るのでなく、生の「外」、生を輪郭づけてくれる外として

とらえることを教えてくれている。

この本を読みながら、自分を重ね合わせていたが、とても自分にはできない一心さで我が子の重い問

題に取り組んでいかれた有国さんの真摯な姿と気迫がありありと伝わつてくる本であつた。

この本は、12歳 (小 学6年生)のご長男が小児がんを発病され、それから3年余りを父親としてお子さんと

共にがんと向き合つて歩まれ、さらに、浄土真宗、親鸞聖人の教えをいただく僧侶という立場から子ども

の死というものをどう受け止めていくかを苦悩しつつ問いつづけられた赤裸々な回想の書である。

著者は「がんのほんとうの怖さは、現実の痛みにではなくて、『死ぬかもしれない』という宙ぶらりんさ

にある」と述べ、死を突きつけられることで、実は、はかなく脆いものだつた生の本性があばかれたあや

うい生に対するおびえである、ともいつている。

でも、彼は、切羽詰つたなかで、「でも、何があつても、大丈夫だからね」と口に出たという。「大丈夫だと

言つてくださるのは阿弥陀女口来です。何があつても、大丈夫。そう口にできる環境――ご縁――を恵まれ

ていたことに、ただ、感謝しました」とも述べている。

死は、人によつて3通 りの現われ方をするそうだ。死を通じて虚無に出会う人、自己に出会う人、そし

て、仏と出会う人。そして、仏と出会うとは、「いのち」としての仏に会うことで、「死にたくない」というのは

「永遠のいのちと出会いたい」という意味の叫びだ、という。

ご長男、遊雲さんの言葉として「死ぬことをきちんと考えるつて、ほんとうはそんなに大変なことじやな

くて、今を精一杯楽しむつてこと」という言葉をあ↓六遊雲さんを「かわいそう」がる必要などなかつた、遊

雲さんは「死にかけて」いるのではない、いつもその時そのときにいのちを輝かせているだけなのだ、遊

雲さんが今、ただ生きて静かに確かにいのちを輝かせていることは、そのまま父さんのおびえでありおの

のきであり、そしてそのまま父さんのいのちの輝きだつた、という境地にたどり着いている。そして、親鸞

聖人の漸愧は、「わが生のただ中に、生きて生かされたおののきであり、喜びであつたに違いない」、とい

い、浄土真宗は、死後を問題にしているのではなくて、生者のための教えだ、ともいつている。著者は、この

出来事を通して、浄土真宗の教えの深さをも極めている点でも、是非ご一読をお薦めする本である。

仏 教
教 学
に 伝
関 道
す 研

皐奪
み ン
や タ

言』
界で
い

た
し
ま
す

評者/田 中 教照 (武蔵野女子学院学院長・武蔵野大学教授)



圭
日 籍 紹 介

か化 みの哲学

侮村整

爾
‐

竹 内 整 ― 著

|||■||11‐■■■■|| 
‐

日本放送出版協会 (NHKブ ックス)1,018円

倫理学 日本思想史を専門とする著者は、これまで 月」れ_「 はかなさ」等を主題として、日本人の精

神史を読み解いてきた。本書では、「かなしみ」の感層に親和していくことで根源的なものにつながつ

ていく日本人の思想性・精神性を、多様な文献を駆使して説き明かしていく。

まず、「人生は苦である」よりも「人生はかなしい_の 方が、なぜ日本人の心を打つのか一 という仏

教にとつての重要な問いへの回答を示し、その後、「かなしみJが「おのずから(無限1生 )Jと「みずから

(有 限性)」 の「あわい」に呼び起こされる構造を示す。「かなしみ」を有限性/無限性の感情として理解

する立論の中には、日本仏教思想を理解するためのヒントが隠されている。

碑文谷 創 著

|■ ■■■|■ ■|■ ■ ||

講談社 (講談社十α文庫)780円

著者は、葬祭専門誌『SOGI』 の編集長をつとめる葬送 ジヤーナ リス ト。本書は、その著者が、自らの

体験と取材をもとに、現代 における「死」や「葬儀」のあり方を論 じたものである。

著者は、現在は人間関係が希薄となつたことか ら「死が共同性 を失 い、個的な営みで しかない地平

に追いや られ」ているが、死 とは本来、死 にゆく者と「看取るものとの共同の営み」であり、また、儀礼

としての「お葬式」ιよ、そうした看取りから始まるプロセスの中の「点」に位置づけられるものである

という。                     ・

著者が体験した数々の葬儀の事例が示す、「具体的な」一人一人の人間の「死Jの多様性が、現代に

おける「死」や「葬儀」のあり方について改めて考えるきつかけを与えてくれている。

丸山 顕子 著

1‐ ■■■|.■ ■|.■ ■■ ■1■ ■■■■■|■ |■■

自照社出版 1,260円

「いつちよんひげん」とは著者の故郷の言葉で「何もかも嫌だ。全然面白くない。総てが辛い」という

意味。著者は、自分は「望まれなかつた子」だと思い込み、また父の死に際して自分のせいだという罪

の意識を抱き、数回自殺を図つた。本書は、そんな著者がやがて真宗カウンセリング研究会に出会

い、劣等感から解放されていく過程を描いている。

教えに出会うことで、著者は「ああ、阿弥陀様は、こんな私でもいい、と言つて下さるんだなあ」と感

じ、「私が私であることを許されているという実感」を得た。著者は「絶望してもいいから、生きて、そ

こからやり直して欲しい。絶望は愚か者の結論かもしれないが、愚かでもいい」というメッセージを

記している。
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東京夫所
だ よ り

夕多多彩

イ |

″

″

東京支所は膨大な情報がllR集・発信されている東京に拠点を置き、情報の

収集・分析作業などを行つています。その事業の一環として、より多くの人々

が仏教書を親しみ、仏教への理解を深めてもらうことをめざし、近年刊行さ

れた仏教書を紹介する「仏教書レビュー」(前ページ参照)を行つておりま魂

人々はどのような仏教書を求めているのでしようか。これについて調査をするため、仏教書を販売して

いる店員の方に、最近の仏教書の売れ行きを尋ねました。今回は、全国に店舗を展開している紀伊國屋書

店新宿本店を訪れました。

ここ3年 間の全国の紀伊國屋書店での売上ランキングは、適当な価格で持ち運びに便利な文庫や新書

が中心となつています。『歎異抄』や『般若心経』、禅語に不動の人気があるようです。

また最近売れている仏教書は、『ダライ 'ラマの「中論」講義』(大 蔵出版)や スリランカ僧のアルボムッレ・

スマナサーラ著『怒らないこと』けンガ新書)と のこと。これに加えて、僧侶が書いた自己啓発本も売れている

そうです。

さらに昨今のブームを反映した仏像関連書、これまであまり知られていなかつた僧侶の生活や宿坊を紹

介した書籍も関心が寄せられています。その他、年配の方を中心に、原典である仏典や各宗派の違いと要

点を知ることができる書籍も恒常的に売れているそうです。

最後に「こんな仏教書があつたら」という質問をしたところ、紀伊國屋書店の村上育世さんは「流行と教

えの橋渡しをするような本」や「40代、50代の研究者が仏教の教えをわかりやすく書いた本」を望まれて

いました。

最近の仏教書の傾向は、読者にとつて魅力的な人物の著書や、手軽に読めて具体的な生活スタイルを提

示した書籍が人気を集めているほか、読者の趣味や関心事に結びついた書籍が注目されていることがわ

かります。また仏教の核心を学びたいという人も増えているのではないかと考えられます。

以上、今回の調査より人々が仏教書、さらに仏教に何を求めているのか、その一端が明らかになつたの

ではないかと考えます。
前田壽雄(教 学伝道研究センター研究員)

近年3年 間の全国紀伊國屋書店売上ベスト10

1 1-日 一生 (酒 井雄調

2 1 Soka 2010(聖教新聞社)

31道 元「禅」の言葉 (境野勝慟

41歎 異抄をひらく (高 森顕徹)

51池 田 大 作 の 軌 跡 2(「池田大作の軌跡J編纂委員会)

61愚 の力 (大 谷光真)

71私 訳 歎異抄 (五木寛之)

8 ふつと心がかるくなる禅の言葉 (永 井政之)

9 般若心経、心の「大そうじ」(名 取芳彦)

〃

鏃

颯

颯

鐵

鏃

鰊

人気のコミック『坊主 DAYS』 、『聖☆おにいさん 1』 を

手にした、紀伊國屋書店新宿本店の村上育世さん 10  1懸 らないこと (アルボムッレスマナサーラ)

提供 紀伊國屋書店

杉
形



現
代
社
会
の

自
死
を

考
え
る

②

多

く

の
人
が

「
生
き
づ
ら
さ
」
を

感

じ
る
時

代

そ
の
苦

悩

に
寄
り
添

い

そ
の
思
い
を

傾
聴

す

る
た
め
に

「
寄
り
添
う
」
「
傾
聴
す
る
」
、
言
葉
に
す
る
の
は
、
じ

つ
に
簡
単
で
す
。
か
た
ち
だ
け
な
ら
、
そ
れ
な
り
の
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
実
践
す
る
と

な
れ
ば
、
「」れ
ほ
ど
難
し
い
」と
は
な
い
と
痛
感
し
ま
す
。

空
気
の
よ
う
に
、
た
だ
傍
ら
に
い
る
だ
け
で
、
そ
こ
に

安
心
感
が
生
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
よ
ほ
ど
の
信

頼
関
係
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
し
ま
つ
。
そ
う
し
た
人
間
関

係
や
安
心
で
き
る
雰
囲
気
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
は
、

語
ら
れ
る
思
い
を
聴
い
て
い
く
中
で
、
そ
こ
に
共
感
し
て

い
く
と
で
つ
で

ュヽ
ニ
ケ
ー
ンヽ
ョ
ン
が
大
切
で
す
。
人
は
、

聴
い
て
く
れ
る
人
に
対
し
て
語
る
こ
と
で
、
な
霊
父
ぜ
ら

れ
る
気
持
ち
が
整
理
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
聴
く
」
と
い
つ
行
為
は
、
相
手
の
コ
巾
り
」
が
あ
っ
て

は
じ
め
て
成
立
し
ま
す
。
し
か
し
、
」ゝち
ら
か
ら
何
も
は

た
ら
き
か
け
な
く
と
も
、
三
中
り
手
が

一
方
的
に
語
り
つ

づ
け
る
こ
と
で
、
「
聴
く
こ
と
」
が
成
立
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
と
は
い
え
、
多
く
の
場
合
、
聴
き
手
が
何
も
し

な
く
て
い
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聴
き
手
の
能
動

的
な
は
た
ら
き
か
け
も
必
要
で
す
し
、
相
手
の
思
い
を

受
け
止
め
た
こ
と
を
示
す
言
動
も
必
要
で
し
ま
つ
。

と
こ
ろ
が
、
心
の
状
態
が
デ
リ
ケ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る

人
に
そ
れ
を
す
る
場
合
、
聴
き
手
に
は
そ
れ
な
り
の
コ

ミ
〓
一ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、

過
度
の
質
問
は
、
相
手
の
里
山
り
」
の
方
向
性
を
こ
ち
ら

が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
相

手
が
本
当
に
語
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
感
情
が
言
葉
と

な
っ
て
つ
む
が
れ
て
い
く
に
は
、
時
に
は
沈
黙
も
大
き
な

意
味
を
持
ち
ま
す
。

そ
し
て
、
思
い
を
受
け
止
め
た
こ
と
を
ど
う
伝
え
る

か
と
い
つ
こ
と
も
、
そ
ん
な
に
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
相
槌
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
た
だ
し
ぐ
さ

だ
け
で
気
持
ち
が
こ
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
相
手

に
伝
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
相
手
の
言
葉
を
繰
り

返
す
↑
フ
レ
イ
と
と
い
つ
手
法
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

が
小
手
先
だ
け
な
ら
ば
、
「
聴
い
て
い
な
じ

」
と
」
が
相

手
に
伝
わ
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
素
直
な
気

持
ち
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
、
相
手
の
心
を
解
き
ほ

ぐ
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
な
か
な

か
う
ま
く
は
い
き
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
も
で
」れ
を
言
う

と
傷
つ
け
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
躊
躇
し
た
経
験
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
で
「
傾
聴
」
と
は
、
広
辞
苑
に
「
耳
を
傾
け
て

き
く
こ
と
」
「
熱
心
に
き
く
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
「
聴
」
と
で
つ
文
字
に
は
「
耳
を
立
て
て
よ
く
聞
く
こ

と
」
と
い
つ
意
味
に
加
え
て
、
「
聞
き
入
れ
る
こ
と
」
「
ゆ

る
す
こ
と
」
と
で
つ
意
味
も
あ
り
ま
す
。
」ヽ
の
「
ゆ
る

す
」
は
、
「
許
可
・承
諾
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
あ
れ
ば
、

そ
こ
に
上
下
関
係
が
前
提
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
援

助
的
場
面
で
の
「
傾
聴
」
は
、
そ
う
し
た
意
味
は
持
ち
得

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
の
「
ゆ
る
す
」
と
は
、
で
ヽ
」ろ
を
ゆ
る

す
」
「
と
が
め
だ
て
し
な
い
」
「
認
め
る
」
と
い
つ
意
味
で

あ
り
ま
し
ま
つ
。

つ
ま
り
「
傾
聴
」
す
る
と
は
、
相
手
を
決
し
て
否
定
せ

ず
に
、
相
手
の
存
在
を
そ
の
ま
ま
を
認
め
、
受
け
入
れ
て

い
く
態
度
で
、
聴
く
こ
と
だ
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
相
手

の
こ
れ
ま
で
／
こ
れ
か
ら
の
人
生
、
い
ま
の
気
持
ち
に
同

化
す
る
よ
う
な
気
持
ち
で
、
耳
を
傾
け
て
い
く
こ
と
で

す
。
こ
れ
に
は
相
当
な
労
力
を
要
し
ま
す
が
、
苦
悩
す

る
人
に
と
っ
て
は
、
一
生
懸
命
に
理
解
し
よ
う
と
聴
い
て

く
れ
る
人
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
さ
が
れ
た

心
が
少
し
ず
つ
開
か
れ
て
い
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

次
回
も
引
き
続
き
、
「
聴
く
号
」と
を
考
え
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

武
田

慶
之
（教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）



一
、
お
坊
さ
ん
の
危
機

近
年
、
お
葬
式
の
会

場
か
ら
、
読
経
の
声

や
、
お
坊
さ
ん
の
姿
が
消
え
る
と
で
つ
事
態

が
牛
じ
て
い
ま
す
二

体
、
読
経
は
何
の
た
め

に
行

ニ́
ニ

る
の
で
し
ま
つ
．僧
侶
の
本
分
と

一〓
■̈

，、〓
フ
イ
，ヽ
モ
ｒ
つ

一
一、
わ

が

身

を

賀

茂

川

の
魚

に

私
た
ち
は
、
お
葬
式
の
意
味
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う

に
考
え
た
ら
良

い
の
で
し
ま
つ
か
。

先

ず

は
、
お
聖

教

を
組

解

い
て
み
ま

し
ょ

う
。
『
改

邪
妙
７
一冗
如
上
人
童

の
中
に
、
次
の

よ
う
な
親
鸞

聖
人
の
お
言
葉
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

某

親
鸞

閉
眼
せ
ば
、
賀
茂
河
に
い
れ

て
魚
に
あ
た
ふ
べ
し
。

隼
註
釈
版
聖
典
』
九
三
七
頁
）

恐
ら
く
、
ヽ
」の
聖
人
の
お
言
葉
を
聞
い
て
、

当
時
の
門
弟
や
門
信
徒
の
方
々
は
、
大
き
な

衝
撃
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ

は
、
本
願
他
力
の
教
え
を
明
ら
か
に
し
て
く

だ
さ
っ
た
聖
人
の
亡
骸
を
賀
茂
川
の
魚
に
与

え

る
な
ど
考

え
も

し
な
∵

）
と
だ
か
ら
で

す
。
＞」
の
お
言
葉

の
真
意
は
ど
こ
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

二
一、
最
も
大
切
な
こ
と

聖
人
に
と

つ
て
、
最
も
大

切
な
こ
と
は
、

何
な
の
で
し
ま
つ
か
っ
右
記
の
文
章

に
続

い

て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
す

な
は
ち

こ
の
肉

身
を
軽
ん
じ

て
仏
法

の
信

心
を
本
と
す
べ
き

よ
し

．

を

あ

ら
は
し
ま
し
ま
す

ゆ
ゑ
な
り

。

こ
れ
を

も

つ
て
お
も

ふ
に
、
い
よ
い
よ

喪
葬
を

一
大
事
と
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。

も
つ
と
も
停
止
す
べ
し
。

二
註
釈
版
聖
典
」
九
三
七
頁
）

す
な
わ
ち
、
故
人
も
後
に
遺
さ
れ
た
も
の

も
、
阿
弥
陀
仏
に
等
し
く
摂
め
取
ら
れ
て
い

る
と
で
２

」と
に
心
を
傾
け
ず
、
形
に
と
ら

わ
れ
た
お
葬
式
が

一
大
事
の
よ
う
に
思
う
こ

と
が
誤
り
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

四

、
親

鸞

聖

人

の
最

期

聖
人
の
臨
終
時
？

」様
子
に
つ
い
て
、
『
御

伝
妙

言

寛̈
如
上
人
著
）に
、
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
ま
す

．

聖
人

鳥

ぜ

弘
長
二
歳

壬
成

仲
冬
下

旬

の
候
よ
り
、
い
さ
さ
か
不
例
の
気
ま

し
ま
す

。
そ
れ
よ
り

こ
の
か
た
、
日
に

世
事
を
ま
じ
へ
ず
、
た
だ
仏
恩
の
ふ
か

き
こ
と
を
の
ぃか
。
声
に
余
言
を
あ
ら
は

さ
ず
、
も
つ
ぱ
ら
称
名
た
ゆ
る
こ
と
な

しヽ
。
　
　
　
　
　
亀
註
釈
版
聖
典
〓

〇
五
九
頁
）

聖
人
は
、
生
涯
を
終
え
ら
れ
る
そ
の
時
ま

で
、
世
間
話
を

一
切
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ

阿
弥
陀
仏
？

菌
心
の
深
で

ア
）を
述
が
ら
れ

て
は
、
お
念
仏
を
申
さ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
ヽ
）
」
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の

は
た
ら
き

の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
、
ひ
た
す

ら
慶
ば
れ
て
い
る
と
い
つ
お
姿
が
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

五
、
お

葬

式

の
意

味

聖
人
の
ご
往
生
の
後
に
行
わ
れ
た
お
葬

式
の
様
子
は
、
『御
伝
砂
』
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
お
葬
式
が

執
り
行
わ
れ
た
の
で
し
ま
つ
か
。

そ
れ
は
、
聖
人
の
が
）遺
徳
を
偲
ぶ
と
と
も

に
、
聖
人
も
後
に
遺
さ
れ
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仏教と看護 〈2〉

看病する比丘のなすべきこと

今回は律蔵に見られる看病のきまりを紹介したいと思います。看病する比丘 (以下、看病

比丘)に は、大小便の処理を厭わずできること、病気に応じた薬・食事を与えること、慈し

みの心で看護することなどが、看病の際に要請されます。これらに加えて、「説法し喜ば

せること」も看病比丘に要請されます。これは仏教ならではの看病のきまりと言えるでし

ょう。このきまりについて詳しく見てみましよう。『十誦律』に次のような記述があります。

看病比丘は、いつでも病人のところに行き、深遠な教えと正しい道と過つた道を説

いて、智慧を起こさせるようつとめなければならない。比丘は次のように心がけて

説法しなさい。もし、人里離れた場所で修行する者が病の場合には、病気の比丘 (以

下、病比丘)の もとを訪れ、辺地での行について讃嘆しなさい。経を学′い者だつたなら

ば、経を学ぶことを讃嘆しなさい。もし、律を学ぶ者だつたならば、律を讃嘆しなさ

い。もし、法師 (説法をなす人)だ つたならば、法義を讃嘆しなさい。もし、僧団運営の雑

事をなすならば、僧団運営の雑事をなすことを讃嘆しなさい…。

この記述からは、病比丘がこれまでに学んできたこと、やつてきたことを讃嘆する説法

が看病比丘に期待されていることが分かります。客観的事実や真理、あるいは看病比丘

が得意とする説法が看病の際に要求されているわけではありません。相手の今までの人

生を語り、深めていく内容の説法が要求されているのです。

また、看病比丘に説法が課せられていることからは、看病の場が、単に病気治癒の手

助けをする場ではなく、病気の人と看病者が互いに協力して仏教理解を深めていく場で

あると分かります。いま、「互いに協力して」と言いましたが、これは仏教における看護の

一つの特徴になります。次回はこのことをもつと詳しく知るために、病比丘の義務につい

て、紹介していきたいと思います。

鈴木 健太 (北 海道武蔵女子短期大学 講師/元教学伝道研究センター 研究助手)



教 学 相 談 メモ

毎日が生前葬?

本願寺では生前葬をどう考えるのか、という質問が時々あります。

結論だけなら単純です。本願寺派の規範に「生前葬」という名目の法要はありません。が、それだ

け答えて門前払いと思われては残念です。規範に無いことは承知の上で、浄土真宗なりの生前葬の

意義を考えてみることにしましよう。

そこで大切なのは、質問者がどのような気持ちで生前葬を捉えているのかを、具体的にお聞き

することです。例えば、「死後の葬儀で家族に負担をかけたくないから代わりに生前葬をしたい」と

いう方がいました。ご家族への思いやりが感じられます。しかし、実はそのような方にこそ、生前葬

は死後の葬儀の代わりにはならないということを明確に伝えなければなりません。

私たちが身近な人の死を受け入れてゆくためには、まずはきちんと悲しむことが必要だといわ

れています。その、きちんと悲しむ場として、葬儀は重要な役害」を担つているのです。生前葬でも、あ

る程度は将来の悲しみを想像できるかもしれません。しかし、いざ死別が現実のこととなれば、想

像したのとは比べものにならない悲しみに直面します。その時、生前葬をしたから死後の葬儀は

無用としてしまうと、きちんと悲しむ場が失われ、ご家族を思いやつたつもりが、逆に精神的に無

理をさせてしまう可能性すらあるので魂

また、「今のうちに供養してもらえばいつ死んでも安心」と生前葬を希望する方もいます。浄土真

宗の葬儀は冥福のための追善供養ではありません。この方はそれを誤解しているわけですが、一

方で、後生の一大事をご自身の上で受け止めている、と見ることもできます。実は真貪|に 仏法を求

めているそのような方に、生前葬をきつかけにして懇切にお取り次ぎができるというのは、まこと

に得難いご縁なのではないでしようか。

結局、浄土真宗なりの生前葬の意義というのは、入仏法要や初参式などといつた種々の法要・儀

式の意義と変わらないことに気付かされます。すなわち、様々な節目において、この私が仏法を聞

き味わわせていただく法縁であり、仏恩報謝の営みなのです。「生前葬」という名目によつて、自分

自身の生死の問題により強く心が向くことはあるかもしれません。ですが、よく考えてみればそれ

は本来、浄土真宗の法要・儀式全てに共通する重要な意義のはずです。

蓮如上人はお正月の挨拶に訪れた門弟の道徳に、「道徳はいくつになるぞ。道徳念仏申さるベ

し」(『 註釈版聖典』1231頁 )と 仰せになりました※。このお言葉を、生前葬について考えながら味わう

と、私たちの人生、お正月であろうがいつであろうが毎日が生前葬なのだぞと教えられているよう

でもあります。
(「 いのちと念仏J相 談センター )

※『拝読 浄土真宗のみ教え』38頁「折々のことば お正月J参照。

なお、数え年の場合は誕生日に関係なく1月 1日 に1歳 年をとります。



私たちのいのちとは、誕生のときだけではなしに、

自立して生きていると自分で思つているときでも、そして死んだあとでも、

他 者 に よ つ て 与 え ら れ 、支 え ら れ て い る の で す。 (鷲 田清―氏の基調講演より)

2010年 2月 5日 (金 )、 自殺対策フォーラム「生きることの支援―いま、京都からの発信一」

が、間法会館にて開催された。当日は400人 を超える参加者があり、新聞・テレビなど各種メ

ディアでも取り上げられるなど、大きな反響を得た。

このフォーラムでは、前原誠司氏 (衆議院議員)を はじめとする4名の方から寄せられたビデ

オメッセージの上映、鷲田清一氏 (大阪大学総長)の 基調請演、それらを受けて、自殺対策に関

わる専門家によるパネルディスカッションが行われた。

「自らいのちを絶つた人と、そして絶たなかつた私たちの間に決定的な差異つて本当にあ

るのだろうか」「私たちにとつて、自らいのちを絶つた方の死は、決して他人の死ではないの

ではないか」と語る鷲田氏からは、臨床哲学の立場から、自死という枠を超えて「他者との

関係のなかで生きる」ということについて、お話いただいた。

真名子晃征(教学伝道研究センター臨時勤務員)

※自殺対策フォーラムの詳細については、ブックレットとして2010年度内に発刊予定です。

教 団 付 置 研 究 所 懇 話 会 生 命 倫 理 研 究 部 会 報 告

2010年 6月 4日 (金 )、 大本東京本部にて教団付置研究所懇話会・生命倫理研究部会が開

催され、清水哲郎氏 (東 京大学大学院教授)よ り、「尊厳あるいのちの最期のために一安楽死・尊

厳死問題とその周辺」と題する講演が行われた。

清水哲郎氏は、医療現場の手む諸問題に対して、臨床的かつ哲学的な立場から貴重な提

言をされてきた。その基本姿勢は「医療現場に臨み、そこで活動する方たちと共に考える」と

いうものである。今回は、臨床的な視点から「尊厳死」「安楽死」についてご講演いただいた。

清水氏は「尊厳死」を「尊厳をもつて最期まで生きる」「尊厳ある生を生き抜く」(dying

with dignlty)と 定義された。その上で、尊厳をもつて生き抜くために終末期に何が希望と

なるかを問われた。終末期は病気が改善する可能性が閉ざされ、生きる希望が持ちにくい。

そこで清水氏が提案されたのが、「自分を肯定する」「他人によつて肯定される」である。すな

わち「今の自分を好き」と言え、その気持ちが「共に生きる人々の輪」によつて支えられ、そこ

に希望 (=前 向きに生きる)が生まれるのだ、と。

僧侶はご高齢の方に接する機会が多く、「生きていても仕方ない」「早くお浄土へ行きたい」

という声をしばしば聞く。そんな方々の声に応えていく処方がここに隠されてはいまいか。

藤丸 智雄 (教 学伝道研究センター 常任研究員)
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季刊せもヽてん

編集 :教 学伝道研究センター

本願寺出版社刊 700円

聖典拝読の手引に、グループ

学習のテキストに適した、浄

土真宗の教えを読んで味わう

学習誌。

新センター所長島いさつ

浅井成海先生が6月 はじめに急逝され、残念に思いま

す。その後を受け継ぐようにと、所長を拝命いたしまし

た。まつたく晴天の諄震という思いを強くしています。

しかし、本研究所が、親鸞聖人の深いみ教えを現代社

会に生きる多くの方々に伝えるために、教義内容のみな

らず、現代の宗教事情、社会問題などの研究や出版物の

発干」などをすすめていることは、本願寺派のシンクタン

クとしても、また布教伝道の柱としても、重要な場である

と考えています。その意味で、本研究所の研究活動がま

すます充実し発展するよう、微力ながらつとめなければ

と思つている次第です。

今後とも、みなさまのご指導、ご支援をお願いいたし

ます。
佐々木 悪精 (教 学伝道研究センター 所長)

浅井成海前センター所長 (聞思院澤成海)は、2010年 6月

6日、往生の素懐をとげられました。

新センター所長のもと業務に励んでまいります。

1驚會警|||‡‡||‡‡‡|‐

編集 :教 学伝道研究センター

本願寺出版社刊

「別離の悲しみを考える会」の記録。リメンバー名古

屋自死遺族の会の鷹見有紀子さん、北千住旭クリ

ニック院長の平山正実さんの講演を収録。遺族の心

情に思いを馳せ、葬儀や日々の法務での僧侶のあり

方を問う。悲嘆感情によりそうことの難しさと大切

さを考えさせられる一冊。

自死 遺さ4tた 人たち21

饉
=二

:」:塾二=___

世

寄
＼
漱
珈

囃
前

所 長 あ い さつ

「葬式仏教」と椰楡される日本の仏教が、今や「葬式」

さえ人々の心から離れつつあると言われています。お通

夜やお葬式が、それがたとえ社交儀礼だとしても、今ま

で仏縁のなかつた人にとつて、み教えに触れる数少ない

機縁ですから、それが失われていくことに危機感を覚え

ます。宗教や仏教に意義や必要性を見出せないからでし

ようか。

仏教や真宗の教えがなぜ必要なのでしよう。それに

は、まずその魅力に実際に触れてもらう事が大事かもし

れません。いくら「おいしいよ」と勧めても、その本当の

おいしさは、実際に食べて貰わないとわかりません。

肩ひじ張らずに読めて、それでいて、その中にこもつて

いる真実に触れて、心が動かされる。そういう実感が必

要でしよう。当センターではその様な素材を、これからも

さまざまに提供 していきたいと願つています。ご住職方

のご活動の一助となるよう努力してまいります。今後と

もご理解とご協力をお願いいたします。

数学伝道研究センター

究

番増

物

案

秀城 (本願寺教学伝道研究所

http://crs hongwanji or.jp/kyogaku/


