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 平
成

三
十

年
十

一
月

二
十

三
日

 
正

信
寺

報
恩

講
 

法
話

 

極
楽
往
生

極
楽
往
生

極
楽
往
生

極
楽
往
生
に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

 

釋
英

和
 

 【
は
じ
め
に
】

 

本
日

は
、

お
忙

し
い

中
お

繰
り

合
わ

せ
い

た
だ

き
、

お
参

り
い

た
だ

き
ま

し
て

、

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
す

。
お

盆
の

時
期

は
、
例

年
に

な
く

早
い

梅
雨

明
け

を
迎

え
、

暑
い

夏
で

し
た

が
、

そ
れ

も
過

ぎ
ま

し
て

、
あ

っ
と

い
う

間
に

、
報

恩
講

を
迎

え
る

こ
と

に
な

り
ま

し
た

。
皆

様
、

い
か

が
お

過
ご

し
で

し
ょ

う
か

。
 

 本
日

は
、

阿
弥

陀
経

の
教

え
に

沿
っ

た
、

楽
往

生
に

つ
い

て
お

話
し

さ
せ

て
い

た

だ
き

た
い

と
思

い
ま

す
。

 

 

【
鳩
摩
羅
什
】

 

夏
の

お
盆

の
法

話
で

、
浄

土
と

い
う

の
は

鳩
摩

羅
什

と
い

う
三

蔵
法

師
が

サ
ン

ス

ク
リ

ッ
ト

語
の

ス
カ

ヴ
ァ

ー
テ

ィ
を

翻
訳

す
る

と
き

に
、

訳
語

と
し

て
発

明
し

た
と

い
う

話
を

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

し
た

。
 

ベ
ー

ス
ボ

ー
ル

と
い

う
英

語
を

正
岡

子
規

が
明

治
時

代
に

野
球

と
翻

訳
し

た
よ

う

な
も

の
だ

と
思

い
ま

す
。

 

ち
な

み
に

、
三

蔵
法

師
と

い
う

の
は

、
孫

悟
空

の
話

に
出

て
く

る
玄

奘
三

蔵
の

こ

と
だ

と
私

も
思

っ
て

い
ま

し
た

。
実

は
、

固
有

名
詞

で
は

な
く

、
仏

教
に

お
け

る
経

蔵
、
律

蔵
、
論

蔵
に

精
通

し
た

人
の

こ
と

で
す

。
そ

れ
が

転
じ

て
、
経

典
を

イ
ン

ド
か

ら
持

ち
帰

り
翻

訳
し

た
お

坊
さ

ん
の

こ
と

を
三

蔵
法

師
と

い
う

よ
う

に
な

っ
た

と
も

い
わ

れ
て

い
ま

す
。

 

 

鳩
摩

羅
什

は
、

西
暦

三
四

四
年

に
中

央
ア

ジ
ア

の
ク

チ
ャ

に
生

ま
れ

ま
し

た
。

西

域
と

呼
ば

れ
る

地
域

で
、

現
在

は
、

中
国

の
新

疆
省

で
す

。
 

七
歳

の
時

に
、

母
と

と
も

に
出

家
し

ま
し

た
。

教
育

熱
心

な
母

は
、

羅
什

を
名

僧

バ
ン

ズ
ダ

ッ
タ

の
も

と
で

勉
強

さ
せ

、
十

二
歳

く
ら

い
ま

で
に

大
乗

小
乗

の
仏

教
経

典
だ

け
で

な
く

、
バ

ラ
モ

ン
教

ま
で

学
び

、
そ

の
名

声
は

中
国

の
都

長
安

ま
で

響
い

て
い

た
と

い
わ

れ
ま

す
。

 

五
十

一
歳

の
時

、
後

秦
の

国
王

に
国

師
と

し
て

長
安

に
招

か
れ

、
仏

典
翻

訳
に

勤

し
み

ま
す

。
全

国
か

ら
集

め
ら

れ
た

八
百

人
の

優
秀

な
僧

を
助

手
と

し
て

、「
阿

弥
陀

経
」
、「

法
華

経
」
、「

般
若

経
」
、「

維
摩

経
」
、「

大
智

度
論

」
、「

中
論

」
な

ど
、
五

十
九

歳
で

没
す

る
ま

で
、

三
八

四
巻

の
訳

本
を

完
成

さ
せ

ま
す

。
 

羅
什

は
仕

事
場

で
突

然
生

涯
を

閉
じ

た
と

い
わ

れ
て

い
ま

す
。

激
務

だ
っ

た
と

思

い
ま

す
が

、
素

晴
ら

し
い

生
涯

だ
っ

た
と

思
い

ま
す

。
 

そ
れ

に
し

て
も

、
羅

什
は

ク
チ

ャ
の

母
国

語
と

サ
ン

ス
ク

リ
ッ

ト
語

、
漢

語
を

正

確
に

理
解

し
て

い
な

い
と

、
仏

教
の

哲
学

的
な

意
味

合
い

を
伝

え
る

こ
と

が
で

き
ま

せ
ん

。
私

た
ち

に
置

き
換

え
る

と
、

日
本

語
を

母
国

語
と

し
な

が
ら

、
英

語
の

文
献

を
中

国
語

に
正

確
に

、
中

国
人

が
感
動

す
る

よ
う

に
翻

訳
す

る
よ

う
な

も
の

な
の

で

す
か

ら
、

そ
の
苦
労

は
大
変

な
こ

と
だ

と
、
感

じ
て

い
た

だ
け

る
の

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
。

 

 

【
経
典
の
翻
訳
作
業
】

 

仏
教

の
経

典
に
古

訳
、
旧

訳
（

く
や

く
）
、
と

新
訳

が
あ

る
の

を
ご
存
知

で
し

ょ
う

か
。

 

キ
リ

ス
ト

教
に

、
旧
約

と
新
約
聖
書

が
あ

り
ま

す
が

、
こ

れ
は

、
キ

リ
ス

ト
が

生

ま
れ

る
前

の
教

え
を
旧
約

、
キ

リ
ス

ト
が

生
ま

れ
て
キ

リ
ス

ト
の
布

教
の

様
子
や
奇

跡
を
起

こ
し

た
内
容

が
書

か
れ

て
い

る
の

が
新
約
聖
書

で
す

。
「

訳
」

の
字

が
「
約

」

に
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

も
わ

か
る

よ
う

に
、
キ

リ
ス

ト
教

は
神

様
と

の
契
約

な
の

で
、
約

の
字

を
使

い
ま

す
。
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仏
典

は
、
翻

訳
し

た
時

代
の

こ
と

を
言

う
の

で
、「

訳
」
の
字

を
使

い
ま

す
。
古

訳

は
、

仏
教

が
中

国
に

伝
来

し
た
当

時
の

も
の

で
、

翻
訳

に
携

わ
っ

た
人

が
わ

か
ら

な

い
も

の
で

す
。

 

鳩
摩

羅
什

が
翻

訳
し

て
か

ら
は

、
旧

訳
と

呼
ば

れ
、
効
率

よ
く

翻
訳

す
る

た
め
役

割
分
担

を
行

い
、

そ
の
担
当
者

の
記
録

が
残

っ
て

い
る

も
の

を
指

し
ま

す
。

翻
訳

す

る
作
業

場
を

訳
場

と
い

い
ま

す
。

訳
場

は
訳

経
道

場
の

意
味

で
す

。
訳

経
事
業

は
国

王
の
保
護

の
も

と
に
行

わ
れ

る
こ

と
が
多

か
っ

た
の

で
、

訳
場

は
大

寺
院

だ
け

で
な

く
宮
殿
禁
苑
内

に
も

置
か

れ
ま

し
た

。
 

玄
奘

三
蔵

は
、

鳩
摩

羅
什

が
訳

し
た
音
写

が
、

サ
ン

ス
ク

リ
ッ

ト
語

に
忠

実
で

な

い
、
あ

る
い

は
、
意

味
が
忠

実
で

な
い

と
し

て
、
新

た
に

翻
訳

を
し

ま
し

た
。
玄

奘
三

蔵
以
降

の
翻

訳
を

新
訳

と
い

い
ま

す
。

 

 

確
か

に
、

玄
奘

三
蔵

の
新

訳
の
方

が
、

サ
ン

ス
ク

リ
ッ

ト
語

の
音

に
近

い
よ

う
で

す
。
ま

た
、

sa
ttiv

a
は

、
心

あ
る

も
の

と
い

う
意

味
で

す
の

で
、
衆

生
よ

り
有
情

の

訳
が
近

い
よ

う
に

思
い

ま
す

。
 

羅
什

が
翻

訳
し

た
頃

の
南
北
朝

時
代

の
漢
字

の
発
音

と
、

玄
奘

の
唐

時
代

の
発
音

が
違

う
の

で
、

こ
の

よ
う

な
差

が
出

た
と

い
う

学
説

も
あ

り
ま

す
。

 

 翻
訳

の
役
割

は
九
種
類

の
分
担

が
あ

り
、
間
違

い
が

生
じ

な
い

よ
う

に
、
そ

し
て

、

読
み
物

と
し

て
格
調
高

く
す

る
た

め
の
役
割

ま
で

あ
り

ま
し

た
。

 

 
. 訳
主
（
や

く
し
ゅ
）

 
梵

語
で
記

さ
れ

た
経

典
を
読
上
げ

、
漢

語
に

訳
す
役

。
 

 
証
義
（

し
ょ

う
ぎ
）
 

訳
主

の
左
側

で
、
訳

が
適
切

か
ど

う
か

を
判
定

す
る
役

。
 

 
証

文
（

し
ょ

う
も

ん
）

 
訳
主

の
右
側

で
、

訳
主

の
読
む
梵

文
に
誤

り
が

な
い

か
を

確
認

す
る
役

。
 

 
書
写
（

し
ょ

し
ゃ
）

 
梵

文
を
聞

い
て

、
梵

語
の

発
音

を
そ

の
ま

ま
を

漢
字

に

写
す
＝
音
写

す
る
役

。
 

 
筆
受
（
ひ

つ
じ
ゅ
）

 
訳
主

の
訳

し
た
言
葉

を
そ

の
ま

ま
筆
記

す
る
役

。
 

 
綴

文
（

て
つ

も
ん
）

 
筆
受

し
た

漢
文

を
よ

り
漢

文
ら

し
い
形

に
直

す
役

。
 

 
参

訳
（

さ
ん
や

く
）

 
梵

文
と

漢
文

を
比
べ

て
誤

り
の

な
い

よ
う

に
す

る
役

。
 

 
刊
定
（

か
ん

じ
ょ

う
）

 
冗

長
の

文
を
削

っ
て

の
意

味
を
定

め
る
役

。
 

 
潤

文
（

じ
ゅ

ん
も

ん
）

 
訳

し
た

文
を
潤
色

す
る
役

。
 

 

【
阿
弥
陀
経
に
書
か
れ
た
浄
土
】

 

阿
弥

陀
経

に
は

、
お
釈
迦

さ
ま

が
、
弟

子
の
舎
利
弗

に
向

か
っ

て
、

浄
土

に
つ

い

て
説

か
れ

て
い

る
様

子
が
書

か
れ

て
い

ま
す

。「
舎
利
弗

」
と

三
十
六
回

も
語

り
掛

け

て
い

ま
す

。
大

き
く

四
つ

の
内
容

が
書

か
れ

て
い

ま
す

。
 

（
一

. ）
 極

楽
浄

土
の
世
界

の
あ

り
さ

ま
に

つ
い

て
 

（
二

. ）
 極

楽
浄

土
の
主

、
阿

弥
陀

仏
に

つ
い

て
 

（
三

. ）
 念

仏
に

よ
る
救

い
 

（
四

. ）
 六
方

の
諸

仏
 

極
楽

浄
土

の
世
界

の
あ

り
さ

ま
に
関

し
て

、
簡
単

に
ま

と
め

る
と

、
次

の
よ

う
な

こ
と

で
す

。
 

サンスクリット語サンスクリット語サンスクリット語サンスクリット語 旧訳旧訳旧訳旧訳 新訳新訳新訳新訳

samaadhi 三昧（さんまい） 三摩地（さんまじ）

yojana 由旬（ゆじゅん） 踰闍那（ゆじゃな）

sattva 衆生（しゅじょう） 有情（うじょう）

旧訳と新訳の違い旧訳と新訳の違い旧訳と新訳の違い旧訳と新訳の違い
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極

楽
は

、
こ

こ
を
去

る
こ

と
十
万
億

の
利
（

国
土
）

の
か

な
た

、
西
方

に
あ

る
 

 
地
獄

、
餓
鬼

、
畜

生
な

ど
が
存

在
し

な
い

 
四
季

も
な

い
 

 
国

土
は

七
宝
（
金
・
銀
・
瑠
璃
・
玻
璃
・
硨
磲
・
珊
瑚
・
瑪
瑙
）
で

で
き

て
い

る
 

 
七
宝

の
樹
木

で
飾

ら
れ

、
優

れ
た
天

の
音

楽
が
流

れ
、
宝
樹

が
風

に
吹

か
れ

て
良

い
音

を
出

す
 

 
一

本
の
巨

大
な
菩
提
樹

が
あ

る
 

 
山

も
な

く
海

も
な

い
が
池

が
あ

る
（
水
浴

の
池

、
蓮
池

、
宝
池
）

 

凡
夫

の
た

め
に

、
極

楽
浄

土
が

素
晴

ら
し

い
場
所

で
あ

る
こ

と
を
説

法
さ

れ
て

い

る
と
感

じ
ま

す
。

な
ん

だ
か

、
旅
行

の
テ
レ
ビ
番
組

で
、
風
光

明
媚

な
リ
ゾ

ー
ト

地

を
紹
介

し
て

い
る

よ
う

で
す
ね

。
 

 さ
て

、
お
釈
迦

さ
ま

が
、
舎
利
弗

を
含

め
千

二
百

五
十

人
の
弟

子
に
「

阿
弥

陀
経

」

の
内
容

を
語

っ
た

場
所

は
、
「
祇
樹
給
孤
独
園
（

ぎ
じ
ゅ

ぎ
こ

ど
く

お
ん
）
」

と
い

う

場
所

で
す

。
こ

れ
を
縮

め
て
言

う
と

、
祇
園

精
舎

の
こ

と
で

す
。
京

都
の
祇
園

を
は

じ
め

、
全

国
に
祇
園

と
い

う
地

名
が

あ
り

ま
す

。
そ

の
多

く
は

、
繁

華
街
や
商
業
施

設
が

あ
る

と
こ
ろ

が
多

い
よ

う
で

す
。

 

祇
樹
給
孤
独
園

は
、

お
釈
迦

様
の
故
郷
コ

ー
サ

ラ
国

に
、
祇

陀
太

子
が
樹
（
建
築

材
料
）
を

、
給
孤
独

と
い

う
お
金

持
ち

が
園
（

土
地
）
を
寄
進

し
て
建

て
ら

れ
た

こ
と

か
ら
命

名
さ

れ
た

と
い

わ
れ

て
い

ま
す

。
 

 

【
極
楽
浄
土
と
い
う
場
所
】

 

こ
こ

を
去

る
こ

と
十
万
億

の
国

土
の

か
な

た
と

い
う

こ
と

は
、

か
な

り
遠

い
と

こ

ろ
に

あ
る

と
書

か
れ

て
い

ま
す

。
 

実
は

、
お
釈
迦

さ
ま

が
、
ブ

ッ
ダ
ガ
ヤ

で
悟

り
を
開

い
た

と
き

、
極

楽
浄

土
に

往

生
す

る
と

い
う

子
を
考

え
て

い
な

か
っ

た
と

思
い

ま
す

。
 

涅
槃

に
達

す
る

の
は

、
一
切

の
煩
悩

か
ら

解
脱

し
、
不

生
不
滅

の
高

い
境

地
と

い

わ
れ

て
い

ま
す

。
縁
起

の
法
則

を
理

解
し

、
苦

を
滅

す
る

こ
と

が
涅
槃

す
な

わ
ち
極

楽
な

の
で

す
。

と
い

う
こ

と
は

、
涅
槃

は
自
分

の
心

の
中

に
あ

り
、
遠

い
と

こ
ろ

に

あ
る

と
い

う
考

え
に

は
な

ら
な

か
っ

た
と

思
い

ま
す

。
 

反
面

、
遠

い
と

こ
ろ

に
あ

る
と

い
う

こ
と

は
、
自
分

で
は
到
達

で
き

な
い

と
い

う

意
味

で
、
他
力

に
す

が
る

よ
り
到
達

す
る

よ
り

手
立

て
が

な
い

と
い

う
よ

う
に

解
釈

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
。

 

 

【
阿
弥
陀
佛
に
つ
い
て
】

 

阿
弥

陀
経

に
は

、
浄

土
の
主

人
で

あ
る

阿
弥

陀
仏

は
光

明
無
量

、
寿
命
無
量

の
仏

様
と
書

か
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
は

、
智
慧

の
働

き
が
無
限

で
、

い
つ

ま
で

も
続

く
と

い
う

意
味

に
捉

え
て
良

い
と

思
い

ま
す

。
 

ま
た

、
阿

弥
陀

仏
の
寿
命

と
仏

国
土

に
い

る
人

の
寿
命

も
限

り
な

く
、
既

に
、

十

功
と

い
う

長
い

時
間

が
過

ぎ
て

い
る

と
書

か
れ

て
い

ま
す

。
 

生
病
老
死

と
い

う
苦

を
乗

り
越

え
た
永
遠

の
命

を
、

仏
国

土
で

は
与

え
て

く
だ

さ

る
阿

弥
陀

仏
は

、
慈
悲

の
力

も
限

り
な

い
と

い
う

意
味

で
す

。
 

阿
弥

陀
仏

に
導

か
れ

る
極

楽
浄

土
に
行

く
と

、
苦

の
な

い
世
界

に
生

ま
れ

る
と

い

う
こ

と
で

す
。

 

 「
あ

る
い

は
一

日
、
あ

る
い

は
二

日
・
・
・
あ

る
い

は
七

日
、
一

心
不
乱

に
念

仏
す

れ
ば

、
臨
終

の
と

き
に

、
阿

弥
陀

仏
が
多

く
の
菩
薩

と
と

も
に

現
れ

て
、
極

楽
浄

土

に
生

ま
れ

さ
せ

て
く

だ
さ

る
」

と
説

か
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
を

、
自
力

の
念

仏
と
捉

え
る

人
も

い
ま

す
が

、
一

心
不
乱

に
念

仏
す

る
と

い
う

と
こ
ろ

に
、

二
心

な
く

本
願

を
一
筋

に
信

じ
る

と
、
救

わ
れ

る
と

い
う

意
味

が
含

ま
れ

て
い

ま
す

。
 

 煩
悩

か
ら

解
脱

で
き

れ
ば

、
悟

り
の
世
界
（
涅
槃
＝
極

楽
浄

土
）

に
達

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
仏

教
で

は
考

え
ま

す
。

し
た

が
っ

て
、

生
き

て
い

る
間

に
往

生
し

よ
う

と
修
行

に
励
む
宗
派

も
あ

り
ま

す
。

 

し
か

し
、
凡
夫

は
、
念

仏
に

よ
っ

て
阿

弥
陀

仏
に

す
が

り
、
臨
終

の
と

き
に
即
徳
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往
生

す
る
考

え
に

な
る

と
、
極

楽
浄

土
が
死

後
の
世
界

と
認
識

さ
れ

る
よ

う
に

な
っ

て
き

た
の

だ
と
感

じ
ま

す
。

 

 

【
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
ど
う
な
る
の
か
】

 

極
楽

浄
土

に
生

ま
れ

る
と

、
煩
悩

か
ら

解
放

さ
れ

、
苦

を
味

合
わ

な
い

と
い

う
こ

と
な

の
で

す
が

、
こ

の
状
態

を
イ
メ

ー
ジ

す
る

の
は

、
な

か
な

か
難

し
い

と
思

い
ま

す
。
言
葉

に
す

る
こ

と
は

、
更

に
、
難

し
い

と
思

い
ま

す
。

 

 そ
れ

を
分

か
っ

た
う

え
で

、
説

明
し

て
み

ま
す

。
 

今
病
気
や
怪
我

で
苦

し
ん

で
い

る
人

は
、
極

楽
浄

土
に

往
生

す
る

と
、

そ
の
痛

み

や
苦

し
み

か
ら

解
放

さ
れ

る
と

い
う

の
は

わ
か

り
や

す
い

と
思

い
ま

す
. 

 女
性

の
方

と
話

し
て

い
る

と
、
息

子
の
嫁

と
一
緒

の
墓

で
は
嫌

だ
と

か
、
先
祖

代
々

の
墓

に
入

り
た

く
な

い
と

い
う

話
題

が
で

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
 

念
仏

を
唱

え
て
極

楽
浄

土
に

往
生

し
て

し
ま

っ
た

人
は

、
煩
悩

か
ら
脱
却

し
て

い

ま
す

か
ら

、
嫌

い
と

か
好

き
と

か
い

う
執
着

す
る
概
念

が
な

い
と

思
い

ま
す

。
こ

の

世
で

は
、

本
当

に
嫌

い
だ

っ
た
舅
姑

が
隣

に
い

て
も

、
何

も
感

じ
な

い
の

が
極

楽
浄

土
な

の
で

は
な

い
か

と
思

い
ま

す
。

 

永
遠

の
寿
命

が
あ

れ
ば

、
会

い
た

い
人

に
も
会

え
る

と
思

い
ま

す
し

、
会

い
た

く

な
い

人
に
会

っ
て

も
、

い
や

に
思

わ
な

い
と

い
う

こ
と

な
の

で
し

ょ
う

。
 

 極
楽

浄
土

で
永
遠

の
寿
命

が
与

え
ら

れ
る

と
、

私
に

は
、
却

っ
て
退
屈

な
よ

う
な

気
持

に
な

り
ま

す
。

こ
の

法
話

の
内
容

を
考

え
な

け
れ

ば
と

思
う

の
も

、
報

恩
講

と

い
う

期
限

が
あ

る
か

ら
だ

と
思

い
ま

す
。

 

年
を
取

る
と
体
力

が
落

ち
、
気
力

が
な

く
な

っ
て
面
倒

に
な

る
か

ら
、
今

の
う

ち

か
ら

ボ
ケ
防
止

の
た

め
に

、
勉

強
し

た
り
運
動

し
た

り
す

る
気
力

を
奮

い
立

た
せ

る

こ
と

が
あ

る
の

で
す

が
、
無
限

の
命

が
あ

り
、
無
限

の
知
恵

が
あ

れ
ば

、
ど

う
し

た

ら
努
力

で
き

る
の

か
、

な
か

な
か

理
解

で
き

ま
せ

ん
。

し
か

し
、

こ
う

し
た
努
力

が

な
く

て
も

智
慧

が
あ
ふ

れ
出

る
の

で
、
締
切
や
結
果

を
気

に
し

な
く

て
も

よ
い

の
か

も
し

れ
ま

せ
ん

。
 

 

【
末
法
思
想
と
極
楽
】

 

末
法

思
想

と
は

、
お
釈
迦

様
が
説

い
た

正
し

い
教

え
が
世

で
行

わ
れ
修
行

し
て

悟

る
人

が
い

る
時

代
（

正
法
）

が
過

ぎ
る

と
、
次

に
教

え
が
行

わ
れ

て
も
外
見

だ
け

が

修
行
者

に
似

る
だ

け
で

悟
る

人
が

い
な

い
時

代
（
像

法
）

が
来

て
、

そ
の
次

に
は

人

も
世

も
最
悪

と
な

り
正

法
が

ま
っ

た
く
行

わ
れ

な
い

時
代
（

法
滅
＝
末

法
）
が
来

る
、

と
す

る
歴
史
観

の
こ

と
で

す
。

 

残
念

な
が

ら
、

現
代

の
科

学
中

心
の
世
界

で
は

、
産
業
革
命

が
起

き
、
高

度
経
済

成
長

が
あ

り
、

IT
に

よ
る
情

報
革
命

が
お

こ
り

、
A

I
が

発
達

す
る

と
知
識

も
人

間
を

超
え

る
よ

う
な

発
展
史
観

で
す

。
で

も
、
金
儲

け
主
義

で
、
謙
虚

な
心
や
倫

理
観

、
更

に
報

恩
感
謝

の
心

が
不
足

し
て

い
る
末

法
な

の
で

は
な

い
か

と
感

じ
ま

す
。

 

阿
弥

陀
経

の
中

で
は

、
五
濁
悪
世

と
い

う
表

現
で

、
末

法
を
嘆

き
、
煩
悩

を
抱

え

た
凡
夫

は
、

阿
弥

陀
仏

よ
り

た
ま

わ
っ

た
正

し
い

智
慧

と
不
可

思
議

な
功
徳

を
信

じ

る
よ

う
、
無
数

の
諸

仏
が
薦

め
て

お
ら

れ
る

と
説

か
れ

て
い

ま
す

。
 

 五
濁
悪
世

の
五
濁

と
は

、
次

の
よ

う
な

こ
と

で
す

。
 

 
劫
濁

( こ
う

じ
ょ

く
) 
時

代
の
汚

れ
。
飢
饉
や
疫
病

、
戦
争

な
ど

の
社
会
悪

が
増

大
す

る
こ

と
。

 

 
見
濁

( け
ん

じ
ょ

く
) 
思
想

の
乱

れ
。
邪
悪

な
思
想

、
見

解
が

は
び

こ
る

こ
と

。
 

 
煩
悩
濁

( ぼ
ん

の
う

じ
ょ

く
) 
貪

( と
ん

) ・
瞋

( じ
ん

) ・
痴

( ち
) 等

の
煩
悩

が
盛

ん

に
な

る
こ

と
。

 

 
衆

生
濁

( し
ゅ

じ
ょ

う
じ

ょ
く

) 
衆

生
の
資
質

が
低
下

し
、

十
悪

を
ほ

し
い

ま
ま

に
す

る
こ

と
。

 

 
命
濁

( み
ょ

う
じ

ょ
く

) 
衆

生
の
寿
命

が
次
第

に
短

く
な

る
こ

と
。
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 五
濁
悪
世

を
文
章

に
す

る
と

、
極

楽
浄

土
と

は
全

く
逆

の
こ

と
が

発
生

し
て

い
る

と
、

お
釈
迦

さ
ま

が
嘆

い
て

い
る

よ
う

に
思

い
ま

す
。

 

阿
弥

陀
経

の
最

後
で

は
、

お
釈
迦

さ
ま

は
、

こ
う

語
り

ま
す

。
 

「
こ

の
濁

り
に
満

ち
た
悪
世

に
あ

っ
て

、
難

し
い

事
を

成
し
遂
げ

て
、
仏

と
な

り
、

あ
ら
ゆ

る
世

の
人
々

の
た

め
、

こ
の

信
じ

る
の

が
難

し
い

法
を

と
い

た
の

で
す

。
難

し
い

事
で

し
た

。
」

 

 

【
極
楽
浄
土
を
信
じ
る
の
は
難
し
い
】

 

親
鸞
聖

人
も

、
聖
道
門

で
あ

る
、
専
修
念

仏
の
易
行

が
最

も
浄

土
に
達

し
や

す
い

が
、
信

じ
る

の
が
難

し
い

と
教
行

信
証

の
中

で
何

度
も
述
べ

て
い

ま
す

。
疑

い
な

く
、

す
な

わ
ち

、
二

心
な

く
一

心
に
念

仏
を
唱

え
る

こ
と

も
、
難

し
い

と
書

か
れ

て
い

ま

す
。

 

阿
弥

陀
経

の
最

後
で

も
、
難

信
の

法
と
述
べ

て
い

ま
す

が
、

そ
の

理
由

を
推
測

し

ま
す

。
こ

れ
は

、
親
鸞
聖

人
の

教
え

を
伝

え
て

い
く
上

で
、
常
々
自
分

で
も
感

じ
る

こ
と

で
す

。
 

 
教

え
の

実
証

的
な
説

明
が
難

し
い

 

 
自
力

と
他
力

の
区
別

が
つ

け
づ

ら
い
（
他
力

に
専
念

す
る

と
自
力

に
な

り
や

す

い
）

 

 
他
力

の
信

心
は

、
念

仏
を

こ
こ

ま
で
や

れ
ば

大
丈
夫

と
か
他

人
よ

り
自
分

の
方

が
救

わ
れ

た
い

と
い

う
自
惚

れ
が

生
じ
や

す
い

 

 

こ
う

し
た

場
合

に
は

、
阿

弥
陀

仏
の

お
心

を
問

う
こ

と
、
不
遜

で
は

あ
り

ま
す

が
、

阿
弥

陀
仏

の
立

場
に
立

っ
て
衆

生
を
救

う
た

め
に
何

を
考

え
る

か
と

い
う

こ
と

に
、

心
を
致

し
て

み
ま

す
。

 

「
五
濁
悪
世

に
生

き
、
殺

生
を

し
な

い
と

生
き

て
い

け
な

い
煩
悩

の
多

い
凡
夫

が
浄

土
に

生
ま

れ
る

に
は

、
代

わ
り

に
修
行

を
し

て
仏

に
な

っ
た

私
（

阿
弥

陀
仏
）

の
名
前

を
呼
べ

ば
、
必
ず
救

い
と
ろ

う
と

い
う
願

が
成
就

し
た

こ
と

を
信

じ
な

さ

い
と

伝
え

た
い

。
」

こ
う

思
っ

て
い

る
の

で
し

ょ
う

。
 

し
か

し
、
小

さ
い

時
か

ら
「
気

を
付

け
よ

う
、
甘

い
言
葉

と
暗

い
道

」
な

ど
と

い

う
標

語
で

育
っ

て
き

た
我

が
身

か
ら

す
る

と
、

こ
ん

な
簡
単

な
こ

と
で
極

楽
浄

土

に
行

け
る

の
だ
ろ

う
か

と
、
軽
々

し
く

信
じ

る
こ

と
が

で
き

な
い
自
分

が
い

る
わ

け
で

す
。

 

 難
信

の
も

う
一

つ
の

意
味

と
し

て
、
「

信
じ

が
た

い
ほ

ど
の

あ
り

が
た

い
教

え
」

と
い

う
こ

と
だ

と
考

え
る

人
も

い
ま

す
。
阿

弥
陀

経
の
最

後
に

、
舎
利
弗

を
は

じ
め

天
人

阿
修

羅
な

ど
が

、
教

え
を

信
じ

、
歓
喜

し
て

、
お
礼

を
言

っ
て
立

ち
去

っ
た

と

書
か

れ
て

い
る

こ
と

を
理
由

に
あ
げ

ま
す

。
 

 

【
お
わ
り
に
】

 

仏
教

を
信

じ
よ

う
と

し
て

経
典

を
読

ん
で

い
る

人
や

こ
れ

か
ら

信
じ

よ
う

と
し

て
い

る
人

に
、「

こ
の
考

え
は

、
信

じ
る

の
が
難

し
い

よ
」
と
宣
言

す
る

の
は

、
い

か
が

な
も

の
か

と
、
若

い
こ
ろ

に
は
感

じ
ま

し
た

。
難

し
い

と
い

う
の

で
あ

れ
ば

、

易
し

く
説

明
し

て
ほ

し
い

と
不
満

に
感

じ
て

い
ま

し
た

。
最
近

は
、
そ

れ
を

解
説

す

る
の

が
仏
門

に
入

っ
た

僧
の

仕
事

な
の

で
は

な
い

か
と

、
考

え
て

い
ま

す
。

 

最
近

、
地
震
や
水
害

で
家
や

家
族

を
失

っ
た

人
を
見

て
、
か

わ
い

そ
う

と
思

う
こ

と
と

、
不
遇

な
境

地
か

ら
立

ち
直

っ
て
立
派

だ
と

お
も

う
こ

と
が
相
俟

っ
て

い
ま

す
。

 

生
き

る
こ

と
が
困
難

な
時

で
も

一
生
懸
命

生
き

る
と

、
自

然
と
感
謝

の
気

持
ち

が
現

れ
る

よ
う

に
も

思
え

ま
す

。
 

今
の

私
の
立

場
か

ら
す

る
と

、
先
達

に
抱

い
て

い
た
「
何

と
な

く
不
満

」
を

、
自

分
の

も
の

と
し

て
、
極

楽
浄

土
へ

の
往

生
の
気

持
ち

を
深

め
て

い
こ

う
と
考

え
て

い
ま

す
。
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私
は

、
毎
週
木
曜

日
に

、
声

明
学
園

と
い

う
お

経
を

勉
強

す
る

学
校

に
通

学
し

て

い
ま

す
。
そ

こ
に

、
会
社

を
定

年
し

て
得

度
し

た
一

年
生

が
通

っ
て

い
る

の
で

す
が

、

「
声

明
だ

け
で

は
な

く
仏

教
学

な
ど

も
勉

強
し

な
い

と
悟

り
を
得

ら
れ

ま
せ

ん

か
？

」
と

い
う
問

い
が

あ
り

ま
し

た
。
私

を
含

め
た
上
級

生
は

、「
称

名
念

仏
」
が

正
業

で
、
あ

と
は

助
業

と
答

え
ま

し
た

。
念

仏
以
外

で
は
救

わ
れ

な
い

と
い

う
教

え

も
伝

え
ま

し
た

。
 

で
も

、
こ

の
世

で
往

生
が
定

ま
る

に
は

、
念

仏
に
加

え
、
迷

う
こ

と
な

く
一

心
に

念
仏

す
る

と
い

う
気

持
ち

の
裏
付

け
が
必
要

と
私

は
感

じ
て

い
る

の
も

、
正
直

な

お
話

で
、
念

仏
に
専
念

し
て
極

楽
往

生
で

き
る

と
信

じ
る

の
は

本
当

に
難

し
い

と

感
じ

て
い

ま
す

。
 

 本
日

は
、

ご
清
聴

い
た

だ
き

、
誠

に
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

。
 

  

 


