
　

ご
本
尊
と
し
て
の
阿
弥
陀
さ
ま
で
す
か

ら
、「
阿
弥
陀
仏
」
だ
け
で
い
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ

な
の
に
、
な
ぜ
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
六
字

を
本
尊
と
す
る
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
は
、
私
た
ち
が
直
接
出
遇
わ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
「
聞
其
名
号
」
と
し
て
の
阿

弥
陀
さ
ま
の
よ
び
声
は
、
私
た
ち
の
「
南
無
」

ま
で
含
め
て
届
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

「
南
無
」
と
は
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
の
言

葉「
ｎナ

マ

ス

ａ
ｍ
ａ
ｓ
」が
発
音
し
や
す
い
よ
う
に

変
化
し
た
音
便
形「
ｎ

ナ

モ

ａ
ｍ
ｏ
」を
音
写
し
た

も
の
で
、漢
字
自
体
に
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。

意
味
の
上
で
は
、「
帰き

命み
ょ
う

」
と
翻ほ

ん

訳や
く

さ
れ
る

よ
う
に
、
す
べ
て
を
お
ま
か
せ
す
る
〝
帰き

依え

信し
ん

順じ
ゅ
ん

す
る
心
〞
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
私

た
ち
が「
阿
弥
陀
仏
」と
い
う
仏
さ
ま
に「
南

無
」す
る
の
で
す
。「
正
信
偈
」の
冒
頭
も「
帰

命
無
量
寿
如
来   

南
無
不
可
思
議
光
」
と
あ

り
、
光
寿
無
量
の
阿
弥
陀
仏
に
「
帰
命
」「
南

無
」
す
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
私
た
ち
に
直
接

届
い
て
く
だ
さ
る
時
に
は
、
私
た
ち
の
「
南

無
」
ま
で
含
め
て
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の

六
字
と
し
て
届
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で

す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
阿
弥
陀
さ
ま
に
す

べ
て
を
お
ま
か
せ
す
る
「
信
心
」
さ
え
も
が
、

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
届
け
ら
れ
る
〝
他
力
廻え

向こ
う

の
信
心
〞
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
迷
い

の
も
と
が
雑ま

じ
っ
た
私
の
心
が
は
た
ら
い
た

の
で
は
、
仏
因
に
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
こ
そ
「
南
無
」
ま
で
含
め
て
、
私
た
ち
の

も
と
へ
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
届
い
て
く
だ

さ
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
本
尊
と
し
て
い
る
の

で
す
。

◇

　

ち
な
み
に
、
蓮
如
上
人
の
お
示
し
に
「
他

流
に
は
、
名
号
よ
り
は
絵
像
、
絵
像
よ
り
は

木
像
と
い
ふ
な
り
。
当
流
に
は
、
木
像
よ
り

は
絵
像
、
絵
像
よ
り
は
名
号
と
い
ふ
な
り
」

（
註
釈
版
聖
典
１
２
５
３
㌻
）
と
あ
り
ま
す

が
、こ
れ
は
他
流
の
論
理
で
は
、木
像
が
最
も

詳
細
な
お
姿
で
、絵
像
、名
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ

さ
ら
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
で

あ
る
の
に
対
し
、
当
流
で
は
そ
の
よ
う
な
価

値
観
は
取
り
ま
せ
ん
と
の
説
示
な
の
で
す
。

　

決
し
て「
木
像
は
低
位
な
本
尊
で
す
」と
仰

っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。確
か
に
、私

た
ち
が
直
接
出
遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る

の
は「
聞
其
名
号
」と
言
わ
れ
る「
名
号
」な
の

で
す
が
、「
木
像
」や「
絵
像
」が
偽
り
や
低
級

だ
と
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
証
拠

に
、
当
の
蓮
如
上
人
が
建
立
さ
れ
た
山
科
本

願
寺
の
ご
本
尊
は
「
木
像
」
で
あ
っ
た
こ
と

が
記
録
か
ら
判
明
し
て
い
ま
す
。
最
初
に
申

し
ま
し
た
よ
う
に
、「
木
像
」
に
は
、
お
寺

の
本
堂
で
は
横
か
ら
も
拝
め
る
利
点
が
あ
る

か
ら
で
す
。 （
８
月
20
日
号
は「
摂
取
不
捨
」）

木
像
・
絵
像
・
名
号

ご
本
尊
は
３
種
類

六
字
の
本
尊

私
の「
南
無
」ま
で

満み
つ

井い

　
秀し

ゅ
う

城じ
ょ
う

筆
者
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浄
土
真
宗
の
ご
本
尊
に
は
、「
木も

く

像ぞ
う

」「
絵え

像ぞ
う

」「
名み

ょ
う

号ご
う

（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
」
の
３
種
類

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
内
「
木
像
」
と
「
絵
像
」

は
阿
弥
陀
さ
ま
を
お
姿
で
表
し
た
も
の
で
、

『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経
の
中
で
韋い

提だ
い

希け

夫ぶ

人に
ん

の
前
に
現
れ
出
ら
れ
た
、
お
立
ち
の

お
姿
を
再
現
す
る
形
で
表
し
て
い
ま
す
。

　

お
寺
の
本
堂
で
の
お
つ
と
め
は
、
ご
本
尊

に
正
面
か
ら
礼
拝
す
る
だ
け
で
な
く
、
内
陣

に
出
勤
さ
れ
た
僧
侶
の
方
々
は
横
か
ら
礼
拝

し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
横
か
ら
も
拝
め
る
よ

う
に
３
次
元
の
立
体
的
な
お
姿
と
し
て
、「
木

像
」
を
ご
安
置
す
る
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し

ご
家
庭
の
お
仏
壇
は
、
正
面
か
ら
向
か
う
だ

け
で
す
か
ら
、
２
次
元
の
平
面
的
な
「
絵
像
」

で
充
分
な
わ
け
で
す
。

　
「
木
像
」「
絵
像
」
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
は

た
ら
き
を
お
姿
で
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、

「
名
号
」
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
は
た
ら
き
を

文
字
で
表
し
て
い
ま
す
。
経
典
の
根
拠
と
し

て
は
『
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
願
成じ

ょ
う

就じ
ゅ

文も
ん

に

「
聞も

ん

其ご

名み
ょ
う

号ご
う

、
信し

ん

心じ
ん

歓か
ん

喜ぎ

」（
無
量
寿
仏
の

　

阿
弥
陀
さ
ま
が
私
た
ち
に
呼
び
か
け
て
く

だ
さ
る
の
に
あ
た
っ
て
、
ど
う
し
て
「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
と
、
ご
自
身
の
名
前
で
呼
び
か

け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。「
○
○
さ
ん
」
と
、

個
別
の
名
前
で
呼
ん
で
く
だ
さ
れ
ば
い
い
の

に
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

島
根
県
の
あ
る
お
医
者
さ
ん
が
、
こ
ん
な

話
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
記
憶
し
て
い
る

範
囲
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

あ
る
少
年
が
、
急
な
病
気
に
か
か
り
ま
し

た
。
普
段
は
元
気
だ
っ
た
の
に
、
突
然
身
体

の
不
調
を
訴
え
、
病
院
に
行
く
と
「
す
ぐ
入

院
し
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

お
父
さ
ん
が
別
室
に
呼
ば
れ
、「
命
に
か

か
わ
る
難
病
で
す
」
と
言
う
の
で
す
。
に
わ

か
に
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
と
に
か

く
入
院
さ
せ
、
お
父
さ
ん
は
会
社
の
帰
り
に

毎
日
お
見
舞
い
に
寄
っ
て
い
ま
し
た
。
元
気

そ
う
に
見
え
て
い
た
頃
は
、「
○
○
君
、
頑

張
れ
よ
」「
○
○
君
、
早
く
元
気
に
な
っ
て

帰
ろ
う
ね
」と
呼
び
か
け
て
い
た
の
で
す
が
、

お
医
者
さ
ん
の
見
立
て
通
り
、
日
に
日
に
や

つ
れ
、
衰
弱
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
わ
が
子
に
対
し
て
は
「
○
○
君
、

頑
張
れ
よ
」
と
は
言
え
ず
、「
お
父
さ
ん
が

こ
こ
に
い
る
よ
」
と
し
か
言
え
な
か
っ
た
と

言
い
ま
す
。

　

私
た
ち
も
、
あ
ら
ゆ
る
仏
方
が
「
こ
の
人

だ
け
は
、
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
」
と
匙さ

じ

を

投
げ
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中

に
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
と
い
う
仏
さ
ま
だ

け
が
、「
わ
が
名
を
称
え
よ
。
私
が
い
つ
も

そ
ば
に
い
ま
す
よ
」
と
、
ご
自
身
の
名
を
も

っ
て
、
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

わ
が
名
を
称
え
よ

い
つ
も
そ
ば
に
い
ま
す
よ

名
を
聞
い
て
信
じ
喜
び
）
と
あ
る
よ
う
に
、

私
た
ち
に
と
っ
て
仏
と
な
る
た
め
の
種
（
仏

因
）
と
な
る
「
信
心
」
を
成
立
さ
せ
る
、「
よ

び
声
」
と
し
て
の
は
た
ら
き
で
す
。
す
な
わ

ち
、
私
た
ち
が
直
接
出
遇あ

っ
て
い
る
仏
さ
ま

は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
「
よ
び
声
」
と
な
ら

れ
た
「
名
号
」
で
、
そ
れ
を
ご
本
尊
と
し
て

い
る
わ
け
で
す
。

え／ひじ　みえ み教えの言葉を学ぶ① 

　浄土真宗のみ教えを伝えるためのキーワードはいくつかありますが、「難しそう」「よくわ

からない」という声も聞かれます。そこで私たちになじみの深い「南無阿弥陀仏（名号本尊）」

「摂取不捨」「他力本願」の３つの言葉について、本願寺派総合研究所の満井秀城副所長に

解説していただきます。今号は「南無阿弥陀仏（名号本尊）」です。

－如来のよび声－－如来のよび声－
南無阿弥陀仏（名号本尊）

ぶつ みょう ごう ほん ぞんな も あ み だ


