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1 

 

序

論 

 

私

た

ち

の

生

き

る

現

代

は

、

災

害

、

格

差

、

環

境

問

題

な

ど

様

々

な

問

題

で

溢

れ

て

い

る

。

そ

れ

に

対

し

て

多

く

の

人

が

科

学

、

技

術

的

ア

プ

ロ

ー

チ

か

ら

こ

の

問

題

に

取

り

組

ん

で

い

る

。

実

際

、

地

震

大

国

で

あ

る

日

本

で

は

、

一

人

で

も

多

く

の

人

を

救

う

た

め

、

防

災

ア

ラ

ー

ム

、

免

震

・

耐

震

技

術

、

防

波

堤

の

設

置

な

ど

様

々

な

取

り

組

み

が

な

さ

れ

て

い

る

。

だ

が

一

方

で

、

災

害

で

人

が

死

ぬ

こ

と

に

よ

る

残

さ

れ

た

人

へ

の

心

の

ケ

ア

や

差

別

問

題

な

ど

、
科

学

的

に

解

決

で

き

な

い

こ

と

に

つ

い

て

は
「

仕

方

が

な

い

」

と

諦

め

の

姿

勢

で

い

る

こ

と

が

多

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。「

仕

方

が

な

い

」
と

い

う

言

葉

は

、
そ

の

場

し

の

ぎ

の

も

の

で

し

か

な

く

、

人

び

と

の

心

に

は

何

だ

か

わ

か

ら

な

い

恐

怖

の

み

が

蓄

積

さ

れ

て

い

く

。

ま

た

、

社

会

問

題

の

多

く

は

、

人

間

の

自

己

中

心

性

か

ら

き

て

お

り

、

そ

れ

が

原

因

で

互

い

に

傷

つ

け

あ

っ

た

り

、

環

境

を

破

壊

し

た

り

す

る

。 

 

そ

の

よ

う

な

不

安

を

解

決

す

る

一

つ

の

方

法

に

宗

教

が

あ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

こ

の

論

文

で

は

数

あ

る

宗

教

の

中

で

も

、

浄

土

真

宗

や

仏

教

の

教

え

か

ら

現

代

の

社

会

問

題

に

ど

う

取

り

組

む

べ

き

か

を

論

じ

る

。 

   

本

論 

 

第

一

章 
 

真

宗

教

義

か

ら

考

え

る

自

然

災

害

へ

の

対

応 

 
 

第

一

節 
 

親

鸞

は

災

害

の

時

、

ど

う

し

た

か 

コピー厳禁



2 

 

 
現

代

の

日

本

人

が

災

害

と

い

わ

れ

て

真

っ

先

に

挙

げ

る

の

は

、

東

日

本

大

震

災

だ

ろ

う

。

二

〇

一

一

年

三

月

一

一

日

、

宮

城

県

沖

を

震

源

と

す

る

地

震

で

一

万

八

千

人

以

上

の

方

が

亡

く

な

っ

た

。

前

日

ま

で

何

事

も

な

か

っ

た

生

活

を

突

然

奪

わ

れ

た

人

間

に

私

た

ち

は

ど

う

関

わ

っ

て

い

け

ば

よ

い

の

だ

ろ

う

か

。 

ま

ず

、

親

鸞

が

災

害

に

直

面

し

た

時

、

ど

の

よ

う

な

行

動

を

と

っ

た

の

か

を

三

部

経

千

部

読

誦

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

か

ら

考

察

す

る

。

承

元

の

法

難

に

よ

る

越

後

へ

の

流

罪

を

解

か

れ

、

親

鸞

は

関

東

へ

向

か

っ

た

。

そ

の

道

中

、

彼

は

上

野

国

の

佐

貫(

現

在

の

群

馬

県)
 

で

大

飢

饉

に

遭

遇

し

て

い

る

。
飢

え

に

苦

し

む

人

び

と

を

目

の

当

た

り

に

し

た

彼

は

、
せ

め

て

も

の

と

い

う

思

い

で
『

大

無

量

寿

経

』・

『

阿

弥

陀

経

』
・
『

観

無

量

寿

経

』

か

ら

な

る

浄

土

三

部

経

を

千

回

称

え

る

こ

と

を

思

い

立

っ

た

。

し

か

し

、

彼

は

そ

の

後

読

経

を

中

止

し

た

の

だ

。

恵

信

尼

消

息

に

こ

の

よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る

。 

 
 

こ

の

十

七

八

年

が

そ

の

が

み

、

げ

に

げ

に

し

く

三

部

経

を

千

部

よ

み

て

、

す

ざ

う

利

益

の

た

め

に

と

て

、

よ

み

は

じ

め

て

あ

り

し

を

、
こ

れ

は

な

に

ご

と

ぞ

、
「

自

信

教

人

信 

難

中

転

更

難

」
と

て

、
み

ず

か

ら

信

じ

、
人

を

教

え

て

信

じ

し

む

る

こ

と

、
ま

こ

と

の

仏

恩

を

報

ひ

た

て

ま

つ

る

も

の

と

信

じ

な

か

ら

、

名

号

の

ほ

か

に

は

な

に

ご

と

の

不

足

に

て

、

か

な

ら

ず

経

を

よ

ま

ん

と

す

る

や

と

思

ひ

か

へ

し

て

、

よ

ま

ざ

り

し

こ

と

の

、

さ

れ

ば

な

ほ

も

す

こ

し

残

る

と

こ

ろ

の

あ

り

け

る

や

。

人

の

執

心

、 

 
 

自

力

の

し

ん

は

、

よ

く

よ

く

思

慮

あ

る

べ

し

と

お

も

ひ

な

し

て

の

ち

は

、

経

よ

む

こ

と

は

と

ど

ま

り

ぬ

。

1 

こ

れ

は

、

親

鸞

の

妻

で

あ

る

恵

信

尼

が

娘

の

覚

信

尼

に

親

鸞

の

こ

と

を

伝

え

る

た

め

に

書

か

れ

た

も

の

で

、

現

代

語

訳

は

次

の

通

り 

で

あ

る

。 

 
 

十

七

八

年

ば

か

り

以

前

の

こ

と

、

衆

生

利

益

の

た

め

に

三

部

経

す

な

わ

ち

無

量

寿

経

、

観

無

量

寿

経

、

阿

弥

陀

経

を

千

部

読

も

コピー厳禁



3 

 

う

と

思

つ

て

読

み

は

じ

め

た

が

、

こ

れ

は

と

ん

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

。

自

信

教

人

信

、

難

中

転

更

難

と

あ

る

と

お

り

、

自

ら

信

じ

人

を

教

え

て

信

ぜ

し

む

る

こ

と

が

、

ま

こ

と

に

仏

恩

を

報

謝

し

た

て

ま

つ

る

こ

と

で

あ

る

と

夙

に

信

じ

て

お

り

な

が

ら

、

名

号

を

称

え

て

よ

ろ

こ

ぶ

ほ

か

に

、

何

の

不

足

あ

つ

て

、

か

な

ら

ず

経

を

読

も

う

と

す

る

の

か

と

思

い

か

え

し

て

、

読

ま

な

い

こ

と

に

し

た

の

で

あ

っ

た

。(

中

略)

こ

れ

に

よ

っ

て

人

の

執

心

、

自

力

の

心

と

い

う

も

の

は

し

つ

こ

い

も

の

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。

2 

念

仏

を

称

え

る

以

外

に

救

わ

れ

る

道

は

な

い

と

わ

か

っ

て

い

て

も

、

苦

し

ん

で

い

る

人

を

目

の

当

た

り

に

す

る

と

何

も

せ

ず

に

は

い 

ら

れ

な

い

と

い

う

彼

の

人

間

と

し

て

の

葛

藤

が

伝

わ

っ

て

く

る

。

し

か

し

、

い

く

ら

自

分

が

努

力

し

て

、

自

力

に

よ

っ

て

人

を

救

お 

う

と

し

て

も

思

い

通

り

に

な

ら

な

い

し

、

救

え

た

と

し

て

も

今

、

目

の

前

に

い

る

人

し

か

救

え

な

い

。

彼

は

救

い

と

い

う

こ

と

を

究 

極

に

つ

き

つ

め

た

結

果

、

念

仏

し

て

仏

と

な

り

、

思

い

の

ま

ま

に

衆

生

を

救

お

う

と

い

う

考

え

に

至

っ

た

の

だ

ろ

う

。

こ

の

こ

と

に 

関

し

て

、

福

島

栄

寿

氏

が

こ

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

思

え

ば

、

仏

道

を

歩

む

親

鸞

の

願

い

と

は

、

人

び

と

と

と

も

に

あ

り

つ

つ

、

自

他

が

と

も

に

救

わ

れ

る

世

界

が

開

か

れ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

っ

た

は

ず

で

あ

る

。

そ

の

た

め

に

、

親

鸞

は

、

念

仏

を

称

え

、

急

い

で

仏

に

な

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

と

述

べ

た

の

で

あ

る

。

急

い

で

仏

に

な

ろ

う

と

す

る

の

は

、

も

ち

ろ

ん

人

々

を

救

う

た

め

で

あ

り

、

自

分

一

人

が

救

わ

れ

れ

ば

よ

い

と

い

う

念

仏

で

は

な

い

。(

中

略)

私

が

仏

に

な

り

た

い

と

願

う

こ

と

、

そ

れ

は

、

人

び

と

を

助

け

た

い

と

願

う

心

と

表

裏

一

体

だ

と

い

う

の

で

あ

る

。

3 

親

鸞

が

苦

し

む

人

の

前

で

念

仏

す

る

こ

と

の

意

味

は

明

ら

か

に

な

っ

た

。
だ

が

、
現

代

で

災

害

に

あ

っ

て

い

る

人

に

、「

た

だ

念

仏

す 

コピー厳禁



4 

 

る

だ

け

で

救

わ

れ

ま

す

。
」

と

説

い

て

、

は

た

し

て

人

は

納

得

す

る

だ

ろ

う

か

。

福

島

氏

は

先

述

に

続

い

て

、 
飢

餓

に

苦

し

み

、

生

死

の

極

限

状

態

に

追

い

込

ま

れ

た

人

び

と

を

前

に

し

た

親

鸞

は

、

読

経

と

い

う

「

聖

道

の

慈

悲

」

の

限

界

を

感

じ

て

葛

藤

し

つ

つ

、

そ

れ

で

も

、

た

だ

念

仏

を

称

え

て

い

る

だ

け

で

よ

い

の

だ

ろ

う

か

、

と

自

分

の

無

力

さ

に

打

ち

ひ

し

が

れ

、

苦

し

み

も

が

い

て

い

た

の

で

は

な

か

っ

た

か

。

そ

ん

な

親

鸞

で

あ

る

が

ゆ

え

に

、

確

か

に

、

念

仏

で

人

び

と

の

飢

餓

は

救

え

な

い

、

し

か

し

せ

め

て

、

飢

え

に

苦

し

む

人

び

と

の

心

に

寄

り

添

い

な

が

ら

、

彼

ら

と

と

も

に

念

仏

を

称

え

て

い

こ

う

、

そ

う

決

心

し

た

の

で

は

な

か

っ

た

か

。

4 

と

述

べ

て

い

る

。

究

極

の

救

い

に

つ

い

て

考

え

て

い

た

親

鸞

だ

か

ら

こ

そ

、

苦

し

む

人

を

目

の

前

に

し

て

平

常

心

を

保

ち

な

が

ら

念

仏

す

る

こ

と

な

ど

、

到

底

で

き

な

か

っ

た

の

で

は

な

い

か

。

せ

め

て

、

今

自

分

に

出

来

る

こ

と

は

何

か

を

教

義

と

自

分

の

心

の

間

で

葛

藤

し

な

が

ら

考

え

て

い

た

の

で

は

な

い

か

。

よ

っ

て

、

私

も

親

鸞

は

念

仏

を

通

し

て

苦

し

む

人

び

と

に

寄

り

添

っ

て

い

た

の

で

は

と

考

え

て

い

る

。 

 

で

は

寄

り

添

う

心

と

は

、

具

体

的

に

ど

の

よ

う

な

も

の

だ

ろ

う

か

。 

 

第

二

節 
 

悲

し

む

心

に

寄

り

添

う

こ

と 

鍋

島

直

樹

氏

は

、

親

鸞

が

悲

し

む

心

に

ど

う

向

き

合

っ

た

の

か

を

、

親

鸞

の

曾

孫

に

あ

た

る

覚

如

が

親

鸞

に

つ

い

て

著

し

た

『

口

伝

鈔

』

か

ら

次

の

よ

う

に

分

析

し

て

い

る

。 

た

と

ひ

未

来

の

生

処

を

弥

陀

の

報

土

と

お

も

ひ

さ

だ

め

、

と

も

に

浄

土

の

再

開

を

疑

い

な

し

と

期

す

と

も

、

お

く

れ

さ

き

だ

つ

コピー厳禁



5 

 

一

旦

の

か

な

し

み

、

ま

ど

へ

る

凡

夫

と

し

て

な

ん

ぞ

こ

れ

な

か

ら

ん

。

―

中

略

―

た

だ

あ

り

に

か

ざ

る

と

こ

ろ

な

き

す

が

た

に

て

は

べ

ら

ん

こ

そ

、

浄

土

真

宗

の

本

願

の

正

機

た

る

べ

け

れ

と

、

ま

さ

し

く

仰

せ

あ

り

き

。

―

中

略

―

な

げ

き

も

か

な

し

み

も

も

つ

と

も

ふ

か

か

る

べ

き

に

つ

い

て

、

後

枕

に

な

ら

び

ゐ

て

悲

歎

嗚

咽

し

、

左

右

に

群

中

し

て

恋

慕

涕

泣

す

と

も

、

さ

ら

に

そ

れ

に

よ

る

べ

か

ら

ず

。

―

中

略

―

な

げ

き

か

な

し

ま

ん

を

も

い

さ

む

べ

か

ら

ず

と

云

々

。

5 

鍋

島

氏

は

こ

れ

を

現

代

語

訳

で

次

の

よ

う

に

訳

し

て

い

る

。 

 
 

た

と

い

未

来

に

生

ま

れ

る

と

こ

ろ

が

、

阿

弥

陀

仏

の

浄

土

で

あ

る

と

思

い

定

め

、

と

も

に

浄

土

で

の

再

会

を

疑

い

な

く

信

じ

て

い

て

も

、

死

別

の

ひ

と

た

び

の

悲

し

み

が

、

惑

い

の

多

い

凡

夫

に

ど

う

し

て

な

い

で

し

ょ

う

か

。
「

た

だ

あ

り

の

ま

ま

に

、

何

の

飾

り

よ

う

も

な

い

私

の

姿

を

自

覚

さ

せ

て

く

れ

る

人

こ

そ

、

浄

土

真

宗

に

お

け

る

本

願

の

正

機

に

か

な

っ

た

人

で

あ

ろ

う

」 

 
 

と

親

鸞

聖

人

は

仰

せ

に

な

ら

れ

ま

し

た

。
「

愛

す

る

人

と

の

死

別

の

悲

し

み

は

と

て

も

つ

ら

い

こ

と

で

あ

る

か

ら

、

亡

き

人

の

枕

も

と

や

足

も

と

で

、

む

せ

び

な

き

、

亡

き

人

の

左

右

に

集

ま

っ

て

恋

慕

し

、

声

を

上

げ

て

泣

い

た

と

し

て

も

、

決

し

て

そ

の

涙

に

よ

っ

て

、

往

生

が

左

右

さ

れ

た

り

は

し

な

い

。

だ

か

ら

こ

そ

、

嘆

き

悲

し

ん

で

い

る

の

を

い

さ

め

る

べ

き

で

は

な

い

」

と

親

鸞

聖

人

は

お

っ

し

ゃ

い

ま

し

た

。

6 

こ

こ

か

ら

わ

か

る

よ

う

に

、

人

間

が

本

当

に

悲

し

い

時

、

無

理

に

そ

の

感

情

を

押

し

と

ど

め

る

の

で

は

な

く

、

嘆

き

悲

し

む

凡

夫

と 

し

て

思

い

切

り

悲

し

み

を

吐

き

出

す

こ

と

が

大

切

で

あ

る

と

親

鸞

は

説

い

て

い

る

。

よ

っ

て

、

悲

し

ん

で

い

る

人

に

寄

り

添

う

と

き 

「

頑

張

ろ

う

」

と

か

「

元

気

出

し

て

」

な

ど

、

悲

し

み

か

ら

気

を

逸

ら

す

よ

う

な

励

ま

し

方

を

す

る

の

で

は

な

く

、

悲

し

み

を

吐

き 

出

し

や

す

く

な

る

工

夫

、

例

え

ば

相

手

が

座

っ

て

い

れ

ば

こ

ち

ら

も

同

じ

よ

う

に

座

り

、

目

線

を

同

じ

高

さ

に

す

る

と

か

、

話

を

真 

コピー厳禁
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剣

に

聞

い

て

い

る

こ

と

が

伝

わ

る

よ

う

な

相

づ

ち

を

打

つ

な

ど

、

相

手

の

性

格

に

合

わ

せ

た

工

夫

を

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

は

な

い 

だ

ろ

う

か

。 

 

二

つ

目

に

こ

の

よ

う

な

記

述

か

あ

る

。 

 
 

か

な

し

み

に

か

な

し

み

を

添

ふ

る

や

う

に

は

、

ゆ

め

ゆ

め

と

ぶ

ら

ふ

べ

か

ら

ず

。

も

し

し

か

ら

ば

、

と

ぶ

ら

ひ

た

る

に

は

あ

ら

で

、

い

よ

い

よ

わ

び

し

め

た

る

に

て

あ

る

べ

し

。
「

酒

は

こ

れ

忘

憂

の

名

あ

り

、

こ

れ

を

す

す

め

て

笑

ふ

ほ

ど

に

な

ぐ

さ

め

て

去

る

べ

し

。

さ

て

こ

そ

と

ぶ

ら

ひ

た

る

に

て

あ

れ

」

と

仰

せ

あ

り

き

。

し

る

べ

し

。

7 

鍋

島

氏

は

こ

れ

を

次

の

よ

う

に

訳

し

た

。 

 
 

葬

儀

や

法

事

の

際

、

遺

族

に

対

し

て

、

悲

し

み

に

さ

ら

に

悲

し

み

が

増

す

よ

う

に

は

、

決

し

て

弔

っ

て

は

な

ら

な

い

。

も

し

そ

の

よ

う

に

し

た

な

ら

ば

、

慰

め

た

こ

と

に

は

な

ら

ず

、

ま

す

ま

す

心

寂

し

く

さ

せ

て

し

ま

う

こ

と

に

な

る

で

し

ょ

う

。
「

酒

に

は

、

憂

い

を

忘

れ

る

と

い

う

『

忘

憂

』

と

い

う

呼

び

名

が

あ

る

。

だ

か

ら

こ

の

酒

を

勧

め

て

、

相

手

に

ほ

ほ

え

み

が

生

ま

れ

て

く

る

ほ

ど

に

慰

め

て

帰

る

の

が

よ

い

だ

ろ

う

」

と

、

親

鸞

聖

人

は

仰

せ

に

な

ら

れ

ま

し

た

。

8 

こ

の

よ

う

に

親

鸞

は

、

悲

し

ん

で

い

る

人

を

必

要

以

上

に

悲

し

ま

せ

る

こ

と

は

あ

っ

て

は

な

ら

な

い

と

説

い

て

い

る

。

十

人

悲

し

ん 

で

い

る

人

が

い

れ

ば

、

十

人

と

も

悲

し

ん

で

い

る

度

合

い

や

大

切

な

人

を

亡

く

し

た

背

景

は

違

う

の

で

、

軽

率

な

言

動

は

慎

む

べ

き 

で

あ

ろ

う

。

こ

こ

で

注

意

し

て

お

き

た

い

の

が

、

先

述

の

悲

し

み

を

吐

き

出

し

や

す

い

よ

う

な

工

夫

を

誤

解

し

、

無

理

に

悲

し

い

空

間

を

作

っ

て

し

ま

っ

て

は

な

ら

な

い

と

い

う

点

で

あ

る

。

あ

く

ま

で

も

寄

り

添

う

と

い

う

こ

と

を

大

切

に

し

て

い

き

た

い

。

ま

た

、

こ

こ

で

は

悲

し

み

を

和

ら

げ

る

た

め

に

お

酒

を

飲

む

こ

と

が

勧

め

ら

れ

て

い

る

。

悲

し

み

に

向

き

合

う

こ

と

は

大

切

で

あ

る

が

、

心

コピー厳禁



7 

 

を

休

め

る

こ

と

も

大

切

で

あ

ろ

う

。

ま

た

、

こ

こ

か

ら

親

鸞

の

衆

生

、

悪

人

と

自

覚

す

る

生

き

方

が

み

て

と

れ

る

。 

 

こ

の

よ

う

な

段

階

を

踏

み

、

人

は

確

か

な

心

の

よ

り

ど

こ

ろ

を

見

い

だ

す

こ

と

で

悲

し

み

が

和

ら

い

で

い

く

と

い

う

。

鍋

島

氏

は

『

口

伝

鈔

』

第

十

八

章

の

「

弥

陀

の

浄

土

に

ま

う

で

ん

に

は

と

、

こ

し

ら

へ

お

も

む

け

ば

、

闇

冥

の

悲

歎

や

う

や

く

に

晴

れ

て

、

摂

取

の

光

益

に

な

ど

か

帰

せ

ざ

ら

ん

。
」

9

と

い

う

言

葉

を

次

の

よ

う

に

訳

し

て

い

る

。 

愁

嘆

の

世

界

か

ら

離

れ

て

、

憂

い

の

な

い

浄

土

で

再

会

で

き

る

こ

と

を

心

静

か

に

導

い

て

い

く

な

ら

ば

、

暗

い

闇

に

閉

ざ

さ

れ

た

悲

嘆

は

少

し

ず

つ

晴

れ

て

、

阿

弥

陀

仏

の

摂

取

の

光

に

包

ま

れ

て

ゆ

く

よ

う

に

な

る

で

し

ょ

う

。

1
0 

そ

し

て

こ

の

意

味

を 

 
 

こ

の

よ

う

に

親

鸞

聖

人

は

、

い

か

な

る

悲

し

み

に

も

壊

さ

れ

な

い

他

力

の

道

が

あ

る

こ

と

を

力

強

く

示

さ

れ

て

い

ま

す

。

深

い

憂

い

に

覆

わ

れ

た

こ

の

世

界

の

向

こ

う

に

、

暖

か

い

安

ら

ぎ

の

彼

岸

が

あ

る

こ

と

を

見

い

だ

し

、

私

自

身

が

確

か

に

生

き

て

い

く

な

ら

ば

、

悲

し

み

は

や

が

て

、

思

い

出

を

糧

に

、

新

し

い

成

長

を

う

み

だ

す

と

い

う

の

で

す

。

自

分

の

思

い

の

コ

ン

ト

ロ

ー

ル

に

よ

っ

て

で

は

な

く

、

本

願

他

力

に

よ

っ

て

こ

そ

、

悲

し

み

や

苦

し

さ

を

離

れ

て

い

く

こ

と

が

で

き

る

の

で

す

。

1
1 

と

し

、

確

か

な

心

の

よ

り

ど

こ

ろ

を

見

い

だ

す

こ

と

に

よ

っ

て

、

人

は

前

に

進

ん

で

い

け

る

と

し

て

い

る

。 

 

私

の

祖

母

は

、

娘

を

病

気

で

亡

く

し

て

い

る

の

だ

が

、
「

お

浄

土

で

会

え

る

の

が

楽

し

み

だ

。
」

と

い

つ

も

話

し

て

い

た

の

が

記

憶 

に

残

っ

て

い

る

。

こ

こ

で

問

題

な

の

は

浄

土

が

本

当

に

あ

る

の

か

と

い

う

問

題

で

は

な

い

。

大

切

な

人

を

亡

く

し

た

と

き

、

心

の

よ 

り

ど

こ

ろ

を

ど

の

よ

う

に

見

い

だ

し

、

残

り

の

人

生

を

ど

う

生

き

る

か

が

問

題

で

あ

る

。

ま

た

、

浄

土

で

会

え

る

と

信

じ

て

い

る

内 

は

本

当

の

意

味

で

は

死

な

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

残

さ

れ

た

人

の

心

の

中

に

、

大

切

な

人

の

心

が

生

き

続

け

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。 

コピー厳禁
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こ

れ

ま

で

述

べ

た

通

り

、

悲

し

さ

を

無

理

に

抑

え

る

こ

と

な

く

、

周

り

は

悲

し

み

に

さ

ら

に

悲

し

み

が

増

さ

な

い

よ

う

に

寄

り

添 

い

、

と

き

に

は

お

酒

を

飲

む

な

ど

し

て

心

を

休

め

、

段

階

を

踏

ん

で

確

か

な

心

の

拠

り

ど

こ

ろ

を

見

い

だ

し

、

人

は

徐

々

に

悲

し

み 

を

乗

り

越

え

て

い

け

る

と

い

う

の

が

親

鸞

の

悲

し

む

心

へ

の

向

き

合

い

方

で

あ

る

。 

 

第

三

節 
 

生

き

て

い

る

う

ち

に

考

え

て

お

く

べ

き

こ

と 

 

人

の

亡

く

な

り

方

は

一

人

と

し

て

全

く

同

じ

も

の

は

な

い

が

、

病

気

と

災

害

で

亡

く

な

る

こ

と

の

大

き

な

違

い

は

、

死

ぬ

こ

と

を 

直

前

ま

で

理

解

し

て

い

る

か

ど

う

か

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

私

た

ち

は

普

段

友

達

と

遊

ん

で

い

る

と

き

、

家

族

と

喧

嘩

し

て

い

る

と 

き

な

ど

日

常

生

活

の

中

で

死

に

つ

い

て

考

え

る

こ

と

が

あ

る

だ

ろ

う

か

。
「

命

の

有

限

性

」

に

つ

い

て

普

段

か

ら

考

え

て

お

く

こ

と 

は

、

い

つ

の

時

代

、

ど

ん

な

場

所

で

も

必

要

で

あ

る

。

死

に

つ

い

て

考

え

る

手

掛

か

り

に

な

る

言

葉

に

浄

土

真

宗

の

「

平

生

業

成

」 

が

あ

る

。

こ

れ

に

つ

い

て

本

願

寺

前

門

主

で

あ

る

大

谷

光

真

氏

は

こ

う

述

べ

て

い

る

。 

 
 

浄

土

真

宗

に

は

「

平

生

業

成

」

と

い

う

言

葉

が

あ

り

ま

す

。

往

生

は

普

段

か

ら

決

ま

っ

て

い

る

、

死

ぬ

間

際

に

決

ま

る

の

で

は

な

い

、

と

い

う

教

え

で

す

。

平

生

か

ら

頭

の

片

隅

で

も

い

い

で

す

か

ら

、

人

間

は

死

ぬ

も

の

だ

と

思

っ

て

い

れ

ば

、

そ

の

と

き

は

た

と

え

ジ

タ

バ

タ

し

た

り

右

往

左

往

し

た

と

し

て

も

、

最

終

的

に

は

自

ら

の

死

を

納

得

し

て

受

け

入

れ

ら

れ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

1
2 

ま

た

、

五

木

寛

之

氏

は

こ

の

問

題

に

対

し

て

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

 
 

今

日

で

自

分

の

一

生

が

終

わ

る

、

そ

れ

で

い

い

の

か

と

い

う

こ

と

を

、

五

分

で

も

十

分

で

も

実

感

を

持

っ

て

考

え

る

こ

と

は

、

コピー厳禁
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自

分

が

死

ぬ

と

い

う

こ

と

を

夢

に

も

考

え

な

か

っ

た

よ

り

は

、

爪

の

先

ぐ

ら

い

は

、

慌

て

な

く

て

す

む

の

で

は

な

い

か

と

思

っ

て

い

ま

す

。

も

っ

と

も

、

い

ざ

そ

の

と

き

に

な

っ

た

ら

、

ど

う

な

る

か

分

か

り

ま

せ

ん

が

。

1
3 

今

年

は

関

西

で

自

然

災

害

が

多

い

年

で

あ

っ

た

。

私

が

論

文

を

こ

の

テ

ー

マ

に

し

た

要

因

の

一

つ

で

あ

る

。

特

に

大

阪

地

震

で

は

、 

京

都

で

の

揺

れ

も

強

く

、

死

に

つ

い

て

考

え

る

き

っ

か

け

に

な

っ

た

。

地

震

が

あ

っ

た

日

の

こ

と

で

あ

る

。

揺

れ

が

治

ま

っ

て

し

ば 

ら

く

し

て

外

に

出

て

み

た

の

だ

が

そ

こ

に

は

普

段

と

あ

ま

り

変

わ

ら

な

い

人

び

と

の

生

活

が

あ

っ

た

。

不

思

議

な

こ

と

に

、

そ

れ

が 

有

り

難

い

よ

う

な

、

だ

が

自

分

だ

け

が

地

震

を

恐

れ

て

い

る

か

の

よ

う

な

不

安

な

気

持

ち

が

襲

っ

て

き

た

。

し

か

し

そ

の

不

安

も

、 

時

間

の

経

過

と

と

も

に

薄

れ

て

い

き

、

今

で

は

地

震

が

起

き

る

前

と

同

じ

よ

う

に

死

に

つ

い

て

真

剣

に

考

え

る

こ

と

な

く

暮

ら

し

て 

い

る

。

普

段

か

ら

有

限

性

を

自

覚

し

続

け

る

こ

と

は

思

い

の

ほ

か

難

し

い

。

ま

た

、

お

二

人

が

述

べ

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

、

い

ざ

死 

ぬ

と

き

は

ジ

タ

バ

タ

し

た

り

、

ど

う

な

る

か

わ

か

ら

な

い

。

し

か

し

、

死

に

つ

い

て

全

く

考

え

な

い

よ

り

も

、

考

え

よ

う

と

努

力

し 

続

け

て

い

る

ほ

う

が

有

事

の

際

、

大

き

な

意

味

を

与

え

て

く

れ

る

と

信

じ

て

い

る

。 

 

ま

た

、

有

限

性

を

自

覚

す

る

こ

と

は

死

の

際

の

み

に

活

か

さ

れ

る

も

の

で

は

な

い

。

今

、

生

き

て

い

る

こ

と

の

有

り

難

さ

に

気

づ 

か

さ

れ

、

一

日

一

日

を

大

切

に

生

き

る

こ

と

が

で

き

る

。

さ

ら

に

、

日

常

の

「

あ

た

り

ま

え

」

に

対

し

、

感

謝

す

る

よ

う

に

な

る

。 

よ

っ

て

、

他

の

命

へ

の

尊

重

に

も

つ

な

が

り

、

他

人

を

思

い

や

る

こ

と

が

で

き

た

り

、

普

段

の

食

事

に

感

謝

で

き

、
「

理

想

の

生

き 

方

」

が

宗

教

の

考

え

方

を

通

し

て

で

き

る

よ

う

に

な

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

  

コピー厳禁
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第

二

章 
 

真

宗

教

義

か

ら

考

え

る

差

別

問

題 

 
 

第

一

節 
 

親

鸞

の

平

等

観 

 

人

の

歴

史

を

ま

と

め

て

み

る

と

、

そ

こ

に

は

常

に

差

別

が

存

在

す

る

。

現

代

、

世

界

全

体

で

い

え

ば

、

ユ

ダ

ヤ

人

、

黒

人

、

黄

色 

人

種

な

ど

た

く

さ

ん

の

人

が

差

別

の

対

象

に

な

っ

て

お

り

、

ま

た

差

別

さ

れ

る

側

も

ほ

か

の

人

種

を

差

別

し

、

悪

循

環

に

陥

っ

て

い 

る

。

日

本

で

は

、

部

落

差

別

が

一

世

代

前

に

は

普

通

に

存

在

し

て

お

り

、

ま

た

現

在

で

は

外

国

人

に

対

す

る

差

別

、

さ

ら

に

細

か

く 

い

え

ば

地

方

出

身

者

を

見

下

し

た

り

、

喫

煙

、

肥

満

、

独

身

な

ど

も

差

別

の

対

象

と

し

て

取

り

上

げ

ら

れ

て

い

る

。

ま

た

本

来

、

教 

義

の

上

で

差

別

と

闘

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

は

ず

の

本

願

寺

ま

で

も

、

宿

業

論

を

利

用

し

て

差

別

を

容

認

し

て

い

た

と

い

う

歴

史

も 

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

人

び

と

の

心

に

根

深

く

存

在

し

て

い

る

差

別

に

つ

い

て

親

鸞

は

ど

う

考

え

た

だ

ろ

う

か

。 

『

唯

信

鈔

文

意

』

か

ら

差

別

問

題

を

考

え

る

と

き

、

鍵

と

な

る

の

は

「

い

し

・

か

は

ら

・

つ

ぶ

て

」

や

「

屠

沽

の

下

類

」

と

い

う 

言

葉

で

あ

る

。 

自

力

の

こ

こ

ろ

を

す

つ

と

い

ふ

は

、

や

う

や

う

さ

ま

ざ

ま

の

大

小

の

聖

人

・

善

悪

の

凡

夫

の

、

み

づ

か

ら

が

身

を

よ

し

と

お

も

ふ

こ

こ

ろ

を

す

て

、

身

を

た

の

ま

ず

、

あ

し

き

こ

こ

ろ

を

か

へ

り

み

ず

、

ひ

と

す

ぢ

に

愚

縛

の

凡

愚

・

屠

沽

の

下

類

、

無

礙

光

仏

の

不

可

思

議

の

本

願

、

広

大

智

慧

の

名

号

を

信

楽

す

れ

ば

、

煩

悩

を

具

足

し

な

が

ら

無

上

大

涅

槃

に

い

た

る

な

り

。

具

縛

は

よ

ろ

づ

の

煩

悩

に

し

ば

ら

れ

た

る

わ

れ

ら

な

り

。

煩

は

身

を

わ

づ

ら

は

す

、

脳

は

こ

こ

ろ

を

な

や

ま

す

と

い

ふ

。

屠

は

よ

ろ

づ

の

い

き

た

る

も

の

を

こ

ろ

し

、

ほ

ふ

る

も

の

な

り

、

こ

れ

は

れ

ふ

し

と

い

う

も

の

な

り

。

沽

は

よ

ろ

づ

の

も

の

を

う

り

か

ふ

も

の

な

り

、

こ

れ

は

あ

き

人

な

り

。

こ

れ

ら

を

下

類

と

い

ふ

な

り

。(

中

略)
れ

ふ

し

・

あ

き

人

、

さ

ま

ざ

ま

の

も

の

は

み

な

、

い

コピー厳禁
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し

・

か

は

ら

・

つ

ぶ

て

の

ご

と

く

な

る

わ

れ

ら

な

り

。

如

来

の

御

ち

か

ひ

を

ふ

た

ご

こ

ろ

な

く

信

楽

す

れ

ば

、(

中

略)

い

し

・

か

は

ら

・

つ

ぶ

て

な

ん

ど

を

よ

く

こ

が

ね

と

な

さ

し

め

ん

が

ご

と

し

と

た

と

へ

た

ま

へ

る

な

り

。

1
4 

現

代

語

訳

す

る

と

次

の

よ

う

に

な

る

。 

 
 

自

力

の

心

を

捨

て

る

と

い

う

こ

と

は

、

大

乗

・

小

乗

の

聖

人

、

善

人

・

悪

人

す

べ

て

の

凡

夫

、

そ

の

よ

う

な

色

々

な

人

々

、

さ

ま

ざ

ま

な

も

の

た

ち

が

、

自

分

自

身

を

是

と

す

る

思

い

あ

が

っ

た

心

を

捨

て

、

わ

が

身

を

た

よ

り

と

せ

ず

、

こ

ざ

か

し

く

自

分

の

悪

い

心

を

顧

み

た

り

し

な

い

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

具

縛

の

凡

愚

・

屠

沽

の

下

類

も

、

た

だ

ひ

と

す

じ

に

、

思

い

は

か

る 

 
 

こ

と

の

で

き

な

い

無

礙

光

仏

の

本

願

と

、

そ

の

広

く

大

い

な

る

智

慧

の

名

号

を

信

じ

れ

ば

、

煩

悩

を

身

に

そ

な

え

た

ま

ま

、

必 

 
 

ず

こ

の

上

な

く

す

ぐ

れ

た

仏

の

さ

と

り

に

至

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。「

具

縛

」
と

は

、
あ

ら

ゆ

る

煩

悩

に

縛

ら

れ

て

い

る

わ

た 

 
 

し

た

ち

自

身

の

こ

と

で

あ

る

。
「

煩

」

は

身

を

わ

ず

ら

わ

せ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、
「

悩

」

は

心

を

な

や

ま

せ

る

と

い

う

こ

と 

 
 

で

あ

る

。
「

屠

」

は

、

さ

ま

ざ

ま

な

生

き

も

の

を

殺

し

、

切

り

さ

ば

く

も

の

で

あ

り

、

こ

れ

は

い

わ

ゆ

る

漁

猟

を

行

う

も

の

の 

 
 

こ

と

で

あ

る

。
「

沽

」

は

さ

ま

ざ

ま

な

も

の

を

売

り

買

い

す

る

も

の

で

あ

り

、

こ

れ

は

商

い

を

行

う

人

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

人 

 
 

々

を

「

下

類

」

と

い

う

の

で

あ

る

。(

中

略)

漁

猟

を

行

う

も

の

や

商

い

を

行

う

人

な

ど

、

さ

ま

ざ

ま

な

も

の

と

は

、

い

ず

れ

も 

 
 

み

な

、

石

や

瓦

や

小

石

の

よ

う

な

わ

た

し

た

ち

自

身

の

こ

と

で

あ

る

。

如

来

の

誓

願

を

疑

い

な

く

ひ

と

す

じ

に

信

じ

れ

ば(

中

略)

石

や

瓦

や

小

石

な

ど

を

見

事

に

金

に

し

て

し

ま

う

よ

う

に

救

わ

れ

て

い

く

の

で

あ

る

、

と

た

と

え

て

お

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

1
5 

つ

ま

り

、

自

力

の

心

を

捨

て

、

如

来

の

本

願

を

信

じ

れ

ば

、

漁

猟

を

行

う

者

や

商

い

を

す

る

人

も

身

分

の

隔

て

な

く

仏

の

悟

り

に

至 

コピー厳禁
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る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

ま

た

、

石

や

瓦

や

小

石

の

よ

う

な

私

た

ち

と

い

う

表

現

か

ら

、

人

間

の

作

っ

た

職

業

に

よ

る

身

分

の

差

は 

如

来

の

慈

悲

の

前

で

は

大

し

た

意

味

が

な

い

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

親

鸞

の

生

き

た

時

代

に

も

差

別

が

あ

っ

た

こ

と

が

み 

て

と

れ

る

。 

 

私

が

こ

の

文

章

の

中

で

も

っ

と

も

印

象

に

残

っ

て

い

る

の

は

、
「

い

し

・

か

は

ら

・

つ

ぶ

て

の

ご

と

く

な

る

わ

れ

ら

」

の

「

わ

れ 

ら

」

と

い

う

言

葉

で

あ

る

。

こ

の

「

わ

れ

ら

」

と

は

な

に

を

指

し

て

い

る

の

だ

ろ

う

か

。

親

鸞

は

越

後

に

流

罪

と

な

っ

た

際

、

自

ら 

を

「

非

僧

非

俗

」

と

位

置

づ

け

、

農

民

や

商

人

、

漁

猟

者

な

ど

と

共

に

生

活

し

て

い

た

。

よ

っ

て

、

こ

の

よ

う

な

身

分

の

人

び

と

が 

「

わ

れ

ら

」

に

含

ま

れ

て

い

る

の

は

い

う

ま

で

も

な

い

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

親

鸞

の

徹

底

し

た

平

等

観

は

こ

れ

に

と

ど

ま

ら

な

い

。 

歎

異

抄

第

五

章

に

「

一

切

の

有

情

は

み

な

も

つ

て

世

々

生

々

の

父

母

・

兄

弟

な

り

。
」

1
6

と

あ

る

。

こ

の

意

味

に

つ

い

て

『

講

座

歎 

異

抄

』

に

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

 
 

す

べ

て

の

い

の

ち

あ

る

も

の

は

、

遠

い

過

去

世

か

ら

現

在

に

至

る

ま

で

何

度

も

生

ま

れ

変

わ

っ

て

い

る

間

に

、

そ

の

い

ず

れ

か

の

「

生

」

に

お

い

て

、

親

子

で

あ

り

、

兄

弟

の

関

係

に

あ

り

得

た

と

い

う

の

で

あ

る

。
『

梵

網

経

』

に

「

六

道

の

衆

生

は

、

皆

、

我

が

父

母

な

り

」

と

あ

る

よ

う

に

、

仏

の

い

の

ち

に

目

覚

め

る

と

き

、

す

べ

て

の

い

の

ち

あ

る

も

の

が

、

深

い

つ

な

が

り

を

持

っ

て

生

か

さ

れ

て

い

る

事

実

を

知

ら

さ

れ

る

。

深

い

生

命

観

・

人

間

観

を

表

し

た

言

葉

で

あ

る

。

1
7 

こ

の

よ

う

に

、

親

鸞

は

す

べ

て

の

い

の

ち

あ

る

も

の

を

父

母

で

あ

り

、

兄

弟

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

彼

が

こ

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る 

こ

と

か

ら

考

察

す

る

と

、
「

わ

れ

ら

」

と

は

身

分

の

低

い

と

さ

れ

て

い

た

者

だ

け

で

な

く

、

全

て

の

人

間

、

生

き

物

を

対

象

と

し

て 

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

そ

し

て

、

こ

の

意

味

は

現

代

に

お

い

て

も

非

常

に

重

要

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

差

別

の

対

象

は

流

動

的

で

あ 

コピー厳禁
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り

、

今

差

別

さ

れ

て

い

な

い

者

で

あ

っ

て

も

そ

の

対

象

と

な

る

可

能

性

が

あ

る

か

ら

で

あ

る

。 

 

親

鸞

の

平

等

観

は

徹

底

さ

れ

て

お

り

、

先

に

挙

げ

た

以

外

に

も

、
『

歎

異

抄

』

第

六

章

に

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

 
 

専

修

念

仏

の

と

も

が

ら

の

、

わ

が

弟

子

、

ひ

と

の

弟

子

と

い

ふ

相

論

の

候

ふ

ら

ん

こ

と

、

も

つ

て

の

ほ

か

の

子

細

な

り

。

親

鸞

は

弟

子

一

人

も

も

た

ず

候

ふ

。

よ

の

ゆ

ゑ

は

、

わ

が

は

か

ら

ひ

に

て

、

ひ

と

に

念

仏

を

申

さ

せ

候

は

ば

こ

そ

、

弟

子

に

て

も

候

は

め

。

弥

陀

の

御

も

よ

ほ

し

に

あ

づ

か

つ

て

念

仏

申

し

候

ふ

ひ

と

を

、

わ

が

弟

子

と

申

す

こ

と

、

き

は

め

た

る

荒

涼

の

こ

と

な

り

。

1
8 

現

代

語

訳

は

次

の

通

り

で

あ

る

。 

 
 

も

っ

ぱ

ら

念

仏

を

修

め

て

い

る

人

々

の

間

で

、

自

分

の

弟

子

だ

他

人

の

弟

子

だ

と

い

う

あ

ら

そ

い

が

あ

り

ま

す

よ

う

な

こ

と

は

、

と

ん

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

。

私

、

親

鸞

は

弟

子

を

一

人

た

り

と

も

持

っ

て

お

り

ま

せ

ん

。

と

い

う

の

は

、

私

の

考

え

に

よ

っ

て

ひ

と

に

念

仏

を

申

し

あ

げ

て

い

ま

す

な

ら

ば

、

そ

の

人

は

私

の

弟

子

で

で

も

あ

り

ま

し

ょ

う

け

れ

ど

も

、

阿

弥

陀

仏

の

う

な

が

し

な

さ

る

こ

と

に

あ

ず

か

っ

て

念

仏

申

し

あ

げ

ま

す

人

を

自

分

の

弟

子

だ

と

申

す

こ

と

は

ま

っ

た

く

あ

き

れ

は

て

た

こ

と

で

あ

る

。

1
9 

こ

の

よ

う

に

、

弟

子

を

持

た

な

い

こ

と

か

ら

も

、

親

鸞

の

強

い

平

等

観

が

み

て

と

れ

る

。

彼

は

同

じ

念

仏

者

を

弟

子

の

代

わ

り

に

「

御

同

朋

」

と

呼

ん

で

い

る

。

共

に

念

仏

し

て

阿

弥

陀

仏

に

救

わ

れ

て

い

く

仲

間

で

あ

る

と

捉

え

て

い

た

の

だ

。

さ

ら

に

『

教

行

信

証

』

信

巻

本

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

 
 

お

お

よ

そ

大

信

海

を

按

ん

ず

れ

ば

、

貴

賤

・

緇

素

を

簡

ば

ず

。

男

女

・

老

少

を

謂

わ

ず

。

造

罪

の

多

少

を

問

わ

ず

。

修

行

の

久

コピー厳禁
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近

を

論

ぜ

ず

。

行

に

あ

ら

ず

。

業

に

あ

ら

ず

。

頓

に

あ

ら

ず

。

漸

に

あ

ら

ず

。

定

に

あ

ら

ず

、

散

に

あ

ら

ず

。

正

観

に

あ

ら

ず

。

邪

観

に

あ

ら

ず

。

有

念

に

あ

ら

ず

。

無

念

に

あ

ら

ず

。

尋

常

に

あ

ら

ず

。

臨

終

に

あ

ら

ず

。

多

念

に

あ

ら

ず

。

一

念

に

あ

ら

ず

。

た

だ

こ

れ

不

可

思

議

・

不

可

称

・

不

可

説

の

信

楽

な

り

。

喩

え

ば

阿

迦

陀

薬

の

よ

く

一

切

の

毒

を

滅

す

る

が

ご

と

し

。

如

来

誓

願

の

薬

は

、

よ

く

智

愚

の

毒

を

滅

す

る

な

り

。

2
0 

現

代

語

訳

は

次

の

通

り

で

あ

る

。 

 
 

お

よ

そ

弥

陀

の

大

信

心

の

海

に

つ

い

て

思

い

を

め

ぐ

ら

せ

ば

、

貴

賤

や

僧

俗

を

選

ば

ず

、

老

若

男

女

を

言

わ

ず

、

造

る

罪

の

多

少

を

問

わ

ず

、

修

行

の

長

短

を

論

ぜ

ず

、

信

心

す

る

一

切

の

も

の

を

浄

土

に

迎

え

て

く

だ

さ

れ

る

。

そ

れ

は

自

力

の

行

で

は

な

く

、

自

力

の

善

で

は

な

く

、

自

力

の

頓

悟

で

は

な

く

、

自

力

の

漸

進

で

は

な

く

、

自

力

の

定

善

で

は

な

く

、

自

力

の

散

善

で

は

な

く

、

す

べ

て

自

力

の

正

観

で

も

、

邪

観

で

も

、

有

念

で

も

、

無

念

で

も

、

平

生

時

の

念

仏

で

も

、

臨

終

時

の

念

仏

で

も

、

多

念

で

も

、

一

念

で

も

な

い

。

た

だ

こ

れ

、

思

議

す

べ

か

ら

ざ

る

、

説

く

べ

か

ら

ざ

る

、

言

う

べ

か

ら

ざ

る

信

心

で

あ

る

。

た

と

え

ば

阿

迦

陀

薬(

不

死

の

薬)

が

一

切

の

毒

を

滅

ぼ

す

よ

う

な

も

の

で

あ

る

。

如

来

の

誓

願

の

薬

は

智

者

で

あ

れ

愚

者

で

あ

れ

、

一

切

の

自

力

の

毒

を

滅

ぼ

す

の

で

あ

る

。

2
1 

こ

れ

に

つ

い

て

仲

尾

俊

博

氏

は

『

仏

教

と

差

別

』

に

お

い

て

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

 
 

他

力

の

信

の

世

界

は

人

間

の

差

別

、

人

間

の

思

慮

分

別

を

こ

え

た

世

界

で

あ

り

、

信

心

を

思

想

化

す

る

立

場

を

も

否

定

し

て

い

る

。

す

な

わ

ち

相

対

的

差

別

の

一

切

を

絶

対

否

定

し

て

、

し

か

も

す

べ

て

を

他

力

の

信

に

お

い

て

絶

対

平

等

に

包

容

す

る

超

越

の

世

界

の

風

光

を

し

め

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

絶

対

超

越

の

如

来

の

ま

え

に

は

、

す

べ

て

の

ひ

と

は

「

御

同

朋

、

御

同

行

」

コピー厳禁
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と

し

て

、

人

間

は

お

た

が

い

に

差

別

す

る

の

で

は

な

く

、

賤

視

す

る

の

で

は

な

く

、

お

た

が

い

は

人

間

存

在

と

し

て

現

実

の

み

に

く

い

自

己

を

ふ

か

く

内

観

さ

せ

ら

れ

、

反

省

さ

せ

ら

れ

て

、

差

別

を

超

越

し

た

真

実

平

等

の

世

界

に

つ

つ

ま

れ

る

の

で

あ

る

。

2
2 

 
 

つ

ま

り

我

々

は

、

お

の

お

の

の

醜

さ

、

罪

悪

性

を

内

省

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

仏

と

な

る

の

で

あ

る

。

そ

の

中

に

身

分

の

優

劣

な

ど

存 

在

し

な

い

こ

と

は

あ

き

ら

か

で

あ

る

。

む

し

ろ

、

同

じ

醜

い

存

在

で

あ

る

衆

生

が

、

他

力

に

よ

っ

て

救

わ

れ

て

い

く

と

い

う

こ

と

を 

共

に

喜

び

、

念

仏

す

る

仲

間

で

あ

る

と

捉

え

る

の

が

自

然

で

あ

る

。 

 

以

上

か

ら

、

親

鸞

は

仏

の

も

と

で

は

全

て

の

も

の

が

平

等

で

あ

る

と

考

え

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。 

  
 

第

二

節 
 

「

宿

業

」

に

つ

い

て

ど

う

考

え

る

か 

 

前

節

の

冒

頭

で

も

と

り

あ

げ

た

が

、

真

宗

教

義

か

ら

差

別

に

つ

い

て

考

え

る

際

、

宿

業

と

い

う

言

葉

が

問

題

に

な

っ

て

く

る

。

宿

業

に

つ

い

て

、

次

の

よ

う

に

解

説

さ

れ

て

い

る

。 

「

業

」

は

、

造

作

の

意

で

、

身(

行

為)

、

口(

言

語)
、

意(

意

志)

の

は

た

ら

き(

三

業)

を

い

う

。

こ

れ

ら

の

業

が

因

と

な

っ

て

次

の

在

り

方

が

導

か

れ

る

。

業

の

思

想

は

過

去

の

偶

然

性

に

ゆ

だ

ね

て

悔

み

、

自

己

の

責

任

を

転

嫁

す

る

と

こ

ろ

の

運

命

論

で

は

な

い

。

宿

業

観

は

あ

く

ま

で

、

仏

の

本

願

の

心

に

う

な

ず

く

と

こ

ろ

に

成

り

立

つ

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

信

心

の

内

容

と

し

て

成

立

す

る

の

で

あ

る

。

2
3 

つ

ま

り

、

こ

の

世

の

こ

と

は

も

う

す

で

に

決

ま

っ

て

い

る

か

ら

、

今

起

こ

っ

て

い

る

こ

と

は

仕

方

な

い

と

す

る

も

の

で

は

な

く

、

過

コピー厳禁
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去

世

か

ら

積

み

重

ね

て

き

た

行

い

に

よ

り

、

思

っ

て

も

い

な

い

悪

を

働

い

て

し

ま

う

自

身

を

、

悪

人

で

あ

る

と

認

識

し

戒

め

る

た

め

の

も

の

で

あ

る

。 

現

代

に

お

い

て

、

仏

教

は

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

的

で

あ

る

と

い

う

批

判

を

浴

び

る

要

因

の

ひ

と

つ

に

、

前

者

に

挙

げ

ら

れ

て

い

る

宿

業

の

運

命

論

的

解

釈

が

あ

る

。

実

際

、

過

去

に

そ

れ

を

利

用

し

、
「

差

別

さ

れ

て

い

る

人

は

前

世

か

ら

の

業

に

よ

る

も

の

だ

か

ら

仕

方

な

い

」

と

い

う

自

己

責

任

論

で

差

別

問

題

解

決

に

取

り

組

む

べ

き

で

な

い

と

い

う

主

張

が

あ

っ

た

。

当

然

、

被

差

別

者

か

ら

す

れ

ば

と

ん

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

。

宿

業

を

利

用

し

て

そ

の

よ

う

に

考

え

て

い

る

人

は

、

自

分

や

身

の

回

り

に

と

ん

で

も

な

い

程

の

不

幸

が

訪

れ

た

時

、
「

前

世

で

決

ま

っ

て

い

た

こ

と

だ

か

ら

仕

方

な

い

」

と

果

た

し

て

割

り

切

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

か

。

真

宗

教

義

か

ら

考

え

る

と

、

業

を

持

っ

た

悪

人

同

士

、

み

な

平

等

な

存

在

と

し

て

助

け

合

い

、

救

わ

れ

て

い

く

は

ず

で

あ

る

。 

ま

た

仮

に

、

運

命

論

的

考

え

を

あ

て

は

め

る

と

す

る

な

ら

ば

、

今

差

別

し

て

い

る

人

は

来

世

で

差

別

し

た

報

い

を

受

け

る

こ

と

に

な

る

。

よ

っ

て

、

全

て

の

も

の

は

来

世

以

降

の

た

め

に

現

在

、

差

別

解

消

の

た

め

の

努

力

を

す

べ

き

で

あ

ろ

う

。 

  
 

第

三

節 
 

他

者

を

ど

う

み

る

か 

 

差

別

は

、

他

者

を

蔑

む

こ

と

に

よ

っ

て

自

分

の

自

尊

心

を

高

め

る

た

め

で

あ

る

と

か

、

支

配

階

級

が

下

の

階

級

の

不

満

の

矛

先

と

し

て

さ

ら

に

下

の

階

級

を

設

定

し

、

そ

れ

を

卑

し

い

も

の

と

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

生

じ

た

と

さ

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

差

別

の

原

因

は

「

自

分

中

心

」

の

考

え

方

が

根

底

に

あ

る

と

い

え

る

。

真

宗

教

義

か

ら

考

え

る

と

、

自

分

中

心

の

考

え

方

が

正

し

い

と

は

い

え

な

い

。
『

愚

の

力

』

に

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

コピー厳禁
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互

い

が

支

え

合

っ

て

い

る

か

ら

、

私

が

成

り

立

っ

て

い

る

。

そ

し

て

私

も

ま

わ

り

を

支

え

る

一

端

を

担

っ

て

い

る

こ

と

を

知

る

の

で

す

。

ま

ず

人

間

同

士

の

支

え

合

い

。

家

族

や

友

人

か

ら

地

域

、

社

会

、

国

、

そ

し

て

地

球

全

体

へ

と

人

間

同

士

の

支

え

合

い

の

視

野

を

広

げ

て

み

ま

し

ょ

う

。
さ

ら

に

広

げ

て

、
動

植

物

の

い

の

ち

も

支

え

合

っ

て

い

ま

す

。
そ

こ

が

分

か

っ

て

く

る

と

、

空

気

や

水

が

あ

っ

て

、

す

べ

て

の

い

の

ち

が

成

り

立

っ

て

い

る

と

い

う

ま

で

に

世

界

観

が

広

が

っ

て

ゆ

き

ま

す

。

2
4 

自

分

は

自

分

だ

け

で

生

き

て

い

る

の

で

は

な

い

。

ま

た

他

者

も

他

者

だ

け

で

生

き

て

い

る

の

で

は

な

い

。

祖

先

や

子

孫

な

ど

縦

の

つ 

な

が

り

と

、

今

生

き

て

い

る

全

て

の

存

在

、

横

の

つ

な

が

り

と

が

複

雑

に

絡

み

合

っ

て

、

自

分

が

生

か

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

知

る

の 

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

自

分

と

い

う

存

在

を

遠

く

か

ら

見

て

み

る

と

、

自

分

だ

け

を

中

心

に

し

て

行

動

し

て

い

て

は

い

け

な

い

と 

気

づ

か

さ

れ

る

。 

 

ま

た

、

科

学

的

に

は

な

る

が

、

人

間

だ

け

で

い

う

と

、

も

っ

と

遺

伝

子

レ

ベ

ル

で

他

人

が

自

分

の

こ

と

の

よ

う

に

感

じ

ら

れ

る

研 

究

が

あ

る

。 

 
 

化

石

の

研

究

と

は

別

に

最

近

で

は

、

ミ

ト

コ

ン

ド

リ

ア

の

Ｄ

Ｎ

Ａ

や

Ｙ

染

色

体

の

塩

基

配

列

を

調

べ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

さ

ら

に

厳

密

に

人

間

の

歩

ん

で

来

た

道

が

わ

か

る

よ

う

に

な

っ

て

き

ま

し

た

。(

中

略)

遺

伝

学

者

の

ブ

ラ

イ

ア

ン

・

サ

イ

ク

ス

は

、

骨

か

ら

の

Ｄ

Ｎ

Ａ

を

抽

出

す

る

方

法

を

開

発

し

て

、

世

界

中

の

人

か

ら

採

取

し

た

試

料

の

ミ

ト

コ

ン

ド

リ

ア

Ｄ

Ｎ

Ａ

の

塩

基

配

列

を

比

較

し

ま

し

た

。

そ

の

結

果

、

世

界

中

の

人

の

ミ

ト

コ

ン

ド

リ

ア

Ｄ

Ｎ

Ａ

を

三

五

の

群(

ク

ラ

ス

タ

ー)

に

分

け

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

こ

れ

ら

の

人

々

の

系

譜

を

調

べ

て

い

き

ま

す

と

、

世

界

中

に

暮

ら

す

六

〇

億

人

の

人

た

ち

が

、

た

だ

一

人

の

女

性

の

母

系

子

孫

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

っ

た

の

で

す

。

2
5 

コピー厳禁
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こ

の

よ

う

に

、

現

代

の

地

球

の

全

て

の

人

は

、

何

世

代

も

前

の

世

界

の

一

人

の

母

親

に

よ

っ

て

生

み

出

さ

れ

て

い

る

と

い

う

の

だ

。 

こ

の

こ

と

を

踏

ま

え

て

み

る

と

、

他

人

の

問

題

は

他

人

事

で

は

済

ま

な

い

と

感

じ

る

よ

う

に

な

っ

て

く

る

。

ま

さ

に

「

一

切

の

有

情 

は

み

な

も

っ

て

世

々

生

々

の

父

母

・

兄

弟

な

り

」

な

の

で

あ

る

。

他

者

の

こ

と

を

本

気

で

考

え

る

よ

う

に

な

れ

ば

、

差

別

も

含

め

、 

世

界

の

あ

ら

ゆ

る

問

題

は

解

決

に

向

か

う

だ

ろ

う

。 

   

第

三

章 
 

真

宗

教

義

か

ら

考

え

る

現

代

の

生

物

に

関

す

る

諸

問

題 

 
 

第

一

節 
 

浄

肉

文

か

ら

肉

食

を

考

え

る 

 

現

代

の

日

本

人

は

動

物

に

対

し

て

ど

う

考

え

て

い

る

だ

ろ

う

か

。

動

物

倫

理

を

扱

う

文

献

に

「

民

法

や

刑

法

の

上

で

は

動

物

は

植

物

や

無

生

物

と

ま

っ

た

く

異

な

ら

な

い

「

物

」

と

し

て

扱

わ

れ

、

た

と

え

ば

他

人

の

ペ

ッ

ト

を

殺

し

て

し

ま

っ

た

よ

う

な

場

合

、

第

一

に

適

用

さ

れ

る

の

は

「

器

物

損

壊

罪

」

に

な

り

ま

す

。
」

2
6

と

あ

る

。

ペ

ッ

ト

シ

ョ

ッ

プ

で

は

か

わ

い

い

犬

や

猫

の

ガ

ラ

ス

ケ

ー

ス

の

前

に

人

が

集

ま

り

賑

わ

っ

て

い

る

が

そ

の

一

方

、

動

物

愛

護

セ

ン

タ

ー

で

は

心

無

い

飼

い

主

に

よ

っ

て

捨

て

ら

れ

た

動

物

た

ち

が

殺

処

分

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

食

品

の

廃

棄

も

問

題

に

な

っ

て

い

る

が

、

言

い

換

え

れ

ば

、

た

く

さ

ん

の

生

き

物

た

ち

が

人

間

の

口

に

入

る

こ

と

な

く

処

分

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

な

る

。 

 

現

代

社

会

に

お

い

て

、

取

り

組

ま

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

生

き

物

に

関

す

る

問

題

は

多

そ

う

だ

が

、

そ

の

中

で

も

食

肉

の

問

題

に

つ

い

て

考

え

て

み

る

。

親

鸞

は

肉

を

食

べ

る

こ

と

、

他

の

生

き

物

を

殺

す

こ

と

に

つ

い

て

ど

う

考

え

た

だ

ろ

う

か

。 
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親

鸞

は

『

涅

槃

経

』

か

ら

『

浄

肉

文

』

を

書

写

し

て

い

る

。

食

べ

て

は

い

け

な

い

肉

に

つ

い

て

記

さ

れ

て

お

り

、

人

・

蛇

・

象

・

馬

・

獅

子

・

犬

・

狐

・

猪

・

猿

・

驢

の

十

種

は

不

浄

肉

で

あ

り

、

食

べ

て

は

い

け

な

い

も

の

と

さ

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

そ

の

ほ

か

の

肉

に

つ

い

て

は

食

べ

て

も

よ

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

が

、

そ

こ

で

出

て

く

る

の

が

見

・

聞

・

疑

か

ら

な

る

三

種

の

浄

肉

で

あ

る

。

見

は

殺

さ

れ

る

と

こ

ろ

を

見

て

い

な

い

肉

で

あ

り

、

聞

は

自

分

の

た

め

に

殺

さ

れ

た

の

だ

と

聞

い

て

い

な

い

肉

で

あ

り

、

疑

は

自

分

の

た

め

に

殺

さ

れ

た

も

の

か

も

し

れ

な

い

と

疑

わ

ず

に

食

べ

る

肉

の

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

条

件

を

満

た

す

と

浄

肉

と

な

る

。 

 

親

鸞

は

な

ぜ

、

こ

の

文

を

取

り

上

げ

た

の

だ

ろ

う

か

。

見

・

聞

・

疑

の

条

件

を

満

た

せ

ば

肉

食

が

可

能

と

い

う

の

は

自

分

勝

手

な

考

え

方

で

あ

る

よ

う

に

思

う

。

親

鸞

は

人

間

が

罪

悪

性

に

満

ち

溢

れ

て

い

る

と

説

い

て

い

た

こ

と

か

ら

、

生

き

る

た

め

に

他

の

命

を

奪

わ

な

い

と

生

き

て

い

け

な

い

こ

と

、

ま

た

三

種

の

浄

肉

か

ら

人

間

の

自

己

中

心

性

を

表

現

し

、

慚

愧

の

思

い

か

ら

こ

の

文

を

取

り

上

げ

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

慚

愧

の

念

を

持

ち

生

活

す

る

こ

と

は

、

現

代

社

会

に

お

い

て

も

大

切

で

あ

る

。

ス

ー

パ

ー

マ

ー

ケ

ッ

ト

に

い

く

と

、

き

れ

い

に

包

装

さ

れ

た

肉

や

魚

が

並

ん

で

い

る

。

そ

の

よ

う

な

環

境

で

は

、

ど

う

し

て

も

他

の

命

を

奪

っ

て

い

る

と

い

う

実

感

が

湧

き

に

く

い

。

そ

し

て

、

ド

キ

ュ

メ

ン

タ

リ

ー

番

組

で

肉

食

動

物

が

草

食

動

物

を

狩

っ

て

い

る

シ

ー

ン

を

見

て

「

か

わ

い

そ

う

」

と

い

い

な

が

ら

食

事

を

し

、

そ

れ

を

残

し

、

ご

ち

そ

う

さ

ま

と

言

わ

な

い

よ

う

に

な

っ

て

し

ま

う

。 

他

の

命

を

奪

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

を

頭

の

片

隅

に

置

い

て

お

け

ば

、

節

度

あ

る

生

活

が

で

き

る

よ

う

に

な

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 
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第

二

節 
 

人

間

以

外

の

視

点

で

考

え

る 

 

わ

た

し

は

サ

ケ

で

あ

る

。

先

日

、

人

間

に

妻

と

子

供

た

ち

を

奪

わ

れ

た

。

人

間

世

界

で

は

、

親

子

丼

と

い

う

も

の

が

あ

る

そ

う

だ

。

私

た

ち

を

切

り

身

に

し

た

も

の

と

私

た

ち

の

子

供

を

ご

飯

の

上

に

の

せ

て

食

べ

て

い

る

そ

う

だ

。

恐

ろ

し

い

。

絶

対

に

、

人

間

に

は

つ

か

ま

っ

て

は

な

ら

な

い

。 

 

こ

の

よ

う

に

、

他

の

生

き

物

の

立

場

に

な

っ

て

考

え

た

こ

と

が

あ

る

だ

ろ

う

か

。

私

の

場

合

、

こ

の

よ

う

な

思

考

は

子

供

の

頃

は

豊

か

で

あ

っ

た

が

、

年

を

重

ね

る

に

つ

れ

少

な

く

な

っ

て

き

て

い

る

よ

う

に

思

う

。 

 

金

子

み

す

ゞ

氏

の

詩

に

『

大

漁

』

が

あ

る

。 

 
 

朝

焼

小

焼

だ 

 
 

大

漁

だ

。 

 
 

大

羽

鰮

の 

 
 

大

漁

だ

。 

 
 

浜

は

ま

つ

り

の 

 
 

よ

う

だ

け

ど 

 
 

海

の

な

か

で

は 

 
 

何

万

の 

 
 

鰮

の

と

む

ら

い 

コピー厳禁



21 

 

 
 

す

る

だ

ろ

う

。 

私

は

小

学

校

一

年

生

の

時

、

初

め

て

釣

り

に

行

き

、

い

わ

し

を

釣

っ

た

。

当

時

は

か

わ

い

そ

う

と

感

じ

、

少

し

逃

が

し

た

り

バ

ケ

ツ

で

泳

が

せ

た

り

し

て

い

た

。

今

で

も

た

ま

に

行

く

の

だ

が

、

い

わ

し

を

殺

し

て

も

あ

の

頃

ほ

ど

心

は

痛

ま

な

い

。

あ

の

頃

の

感

覚

を

大

切

に

し

た

い

と

思

う

。

人

間

は

他

の

命

を

奪

っ

て

生

き

て

い

く

こ

と

し

か

で

き

な

い

。

し

か

し

そ

れ

を

も

っ

と

自

分

の

深

い

と

こ

ろ

で

理

解

し

、

慚

愧

し

て

、

節

度

あ

る

生

活

を

す

る

必

要

が

あ

る

と

考

え

る

。

身

近

な

と

こ

ろ

で

は

、

ス

ー

パ

ー

マ

ー

ケ

ッ

ト

で

消

費

期

限

の

近

い

も

の

か

ら

購

入

し

て

廃

棄

の

削

減

に

貢

献

し

た

り

、

暴

飲

暴

食

を

せ

ず

、

食

べ

物

を

粗

末

に

し

な

い

こ

と

な

ど

が

あ

げ

ら

れ

る

。

ま

た

、
「

い

た

だ

き

ま

す

」
「

ご

ち

そ

う

さ

ま

」

と

い

う

言

葉

に

は

、

ほ

か

の

命

を

頂

い

て

い

る

と

い

う

、

人

間

が

忘

れ

が

ち

に

な

っ

て

い

る

こ

と

を

思

い

出

さ

せ

て

く

れ

る

。

こ

の

言

葉

は

仏

教

国

で

あ

る

日

本

だ

か

ら

生

ま

れ

た

言

葉

だ

ろ

う

。

だ

と

し

た

ら

、
「

草

木

国

土

悉

皆

成

仏

」

2
7

を

説

く

仏

教

を

旨

と

し

て

い

る

国

こ

そ

、

率

先

し

て

行

動

し

て

い

く

べ

き

だ

ろ

う

。 

 

最

後

に

、

輪

廻

転

生

か

ら

仏

教

の

生

命

観

に

つ

い

て

考

察

す

る

。

全

て

の

生

命

は

、

一

度

死

ぬ

と

ま

た

ほ

か

の

生

命

に

生

ま

れ

変

わ

る

と

い

う

考

え

方

で

あ

る

。

つ

ま

り

私

た

ち

人

間

も

、

死

後

は

他

の

動

物

や

魚

な

ど

に

な

る

可

能

性

が

あ

る

。

こ

う

考

え

る

と

、

人

間

以

外

の

生

命

に

対

し

て

、

親

近

感

が

湧

い

て

く

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

高

田

文

英

先

生

は

輪

廻

転

生

に

つ

い

て

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

 
 

例

え

ば

土

砂

降

り

の

雨

の

日

に

外

で

出

会

っ

た

知

人

に

は

、

普

段

親

し

く

話

す

間

柄

で

な

く

て

も

「

大

変

な

雨

で

す

ね

」

と

自

然

と

会

話

が

弾

む

こ

と

が

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

互

い

に

苦

し

い

状

況

を

共

有

し

て

い

る

と

い

う

親

近

感

か

ら

で

あ

る

。

仏

教

の

業

の

思

想

に

も

と

づ

く

輪

廻

転

生

の

説

は

、

そ

れ

と

同

じ

よ

う

な

「

お

互

い

に

大

変

で

す

ね

」

と

い

う

親

近

感

を

あ

ら

ゆ

る

生

命

コピー厳禁
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に

対

し

て

育

む

も

の

と

い

う

こ

と

が

言

え

よ

う

。

2
8 

こ

の

よ

う

な

見

方

で

他

の

生

命

と

向

き

合

う

と

、

死

別

の

か

な

し

み

に

自

然

に

寄

り

添

う

こ

と

が

出

来

る

。

差

別

を

解

消

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

そ

し

て

、

動

物

や

魚

、

虫

、

鳥

な

ど

の

生

命

を

尊

重

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 

私

は

一

回

生

の

初

め

て

の

課

題

図

書

レ

ポ

ー

ト

で

輪

廻

転

生

は

あ

る

の

か

と

い

う

題

で

取

り

組

ん

だ

。

そ

の

と

き

は

、

あ

る

の

か

な

い

の

か

と

い

う

面

ば

か

り

を

見

て

し

ま

い

輪

廻

転

生

が

な

に

を

伝

え

よ

う

と

し

て

い

る

の

か

が

理

解

で

き

な

か

っ

た

が

、

偶

然

に

も

私

の

卒

業

論

文

で

問

題

に

し

て

い

た

こ

と

は

、

こ

の

輪

廻

転

生

を

手

掛

か

り

に

し

て

解

決

す

る

こ

と

が

で

き

そ

う

だ

。 

  

結

論 

 

こ

れ

ま

で

三

章

に

渡

り

、

現

代

社

会

の

様

々

な

問

題

に

つ

い

て

述

べ

て

き

た

。

真

宗

教

義

か

ら

考

え

、

一

応

の

対

応

策

は

検

討

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

し

か

し

、

こ

れ

ま

で

述

べ

て

き

た

こ

と

は

か

な

り

理

想

論

的

で

あ

る

。
「

世

々

生

々

の

父

母

・

兄

弟

な

り

」

と

は

い

っ

て

も

、

兄

弟

や

親

や

子

を

殺

し

た

と

い

う

ニ

ュ

ー

ス

は

た

び

た

び

報

道

さ

れ

る

。

ま

た

自

分

一

人

で

生

き

て

い

け

な

い

と

わ

か

っ

て

い

る

の

に

、

高

慢

に

な

り

、

他

人

を

批

判

し

た

り

見

下

し

た

り

す

る

。

普

段

の

生

活

で

は

、

他

の

命

を

奪

っ

て

生

き

て

い

る

こ

と

も

つ

い

つ

い

忘

れ

て

し

ま

い

食

べ

物

を

無

駄

に

し

て

し

ま

う

。

な

ぜ

な

ら

私

た

ち

は

「

人

間

」

だ

か

ら

だ

。

私

た

ち

が

「

人

間

」

で

あ

る

以

上

、

怒

っ

た

り

、

人

を

評

価

す

る

な

ど

、

自

分

中

心

の

行

動

を

し

て

し

ま

う

。

そ

こ

か

ら

さ

ら

に

さ

ま

ざ

ま

な

問

題

へ

と

広

が

っ

て

い

く

。

だ

か

ら

こ

そ

親

鸞

は

、

比

叡

山

を

下

山

し

、

法

然

の

説

く

専

修

念

仏

に

よ

る

他

力

の

道

を

歩

ん

で

い

っ

た

の

コピー厳禁
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だ

ろ

う

。 

 

で

は

私

た

ち

は

、

人

間

が

ど

う

し

よ

う

も

な

い

愚

か

な

存

在

だ

と

知

っ

た

う

え

で

、

ど

う

す

べ

き

で

あ

ろ

う

か

。

そ

こ

は

や

は

り

、

ど

う

し

よ

う

も

な

い

存

在

だ

と

開

き

直

る

の

で

は

な

く

、

ど

う

し

よ

う

も

な

い

存

在

だ

け

れ

ど

も

、

と

い

う

考

え

方

で

自

分

が

出

来

る

こ

と

を

実

行

し

て

い

く

こ

と

だ

ろ

う

。

開

き

直

っ

て

い

る

人

間

は

自

分

の

中

の

悪

が

常

に

働

き

、

暴

走

し

て

し

ま

う

が

、

内

省

的

な

人

は

た

と

え

悪

を

犯

し

て

も

反

省

し

、

歯

止

め

を

か

け

る

だ

ろ

う

。 

 

た

だ

、

人

間

は

決

し

て

悪

い

だ

け

の

存

在

で

は

な

い

。

第

一

章

で

取

り

上

げ

た

よ

う

に

、

悲

し

み

に

よ

り

そ

う

心

を

持

っ

て

、

辛

い

こ

と

を

共

に

乗

り

越

え

て

い

く

力

を

持

っ

て

い

る

。

よ

っ

て

、
「

自

分

は

だ

め

な

や

つ

だ

か

ら

な

に

を

し

て

も

無

駄

だ

」

な

ど

と

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

的

に

な

る

必

要

は

な

い

。 

 

私

た

ち

一

人

一

人

が

人

間

の

罪

悪

性

、

自

己

中

心

性

を

受

け

止

め

た

う

え

で

、

日

々

を

ど

の

よ

う

に

生

き

て

い

く

か

が

大

切

で

あ

る

。 

      

コピー厳禁
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1 

本

願

寺

出

版

社

『

注

釈

版

第

二

版

』

八

一

六

～

八

一

七

頁 
2 

梅

原

眞

隆

『

恵

信

尼

文

書

の

考

究

』

四

十

七

頁 
3 

直

江

清

隆

・

越

智

貢

『

災

害

に

向

き

あ

う

高

校

倫

理

か

ら

の

哲

学

別

巻

』

二

十

九

頁 
4 

直

江

清

隆

・

越

智

貢

『

災

害

に

向

き

あ

う

高

校

倫

理

か

ら

の

哲

学

別

巻

』

二

十

九

～

三

十

頁 
5 

本

願

寺

出

版

社

『

注

釈

版

第

二

版

』

九

〇

五

～

九

〇

六

頁 
6 

本

願

寺

出

版

社

『

死

別

の

悲

し

み

と

生

き

る

―

ビ

ハ

ー

ラ

の

心

を

求

め

て

―

』

八

～

九

頁 
7 

本

願

寺

出

版

社

『

注

釈

版

第

二

版

』

九

〇

七

頁 
8 

本

願

寺

出

版

社

『

死

別

の

悲

し

み

と

生

き

る

―

ビ

ハ

ー

ラ

の

心

を

求

め

て

―

』

十

六

頁 
9 

本

願

寺

出

版

社

『

注

釈

版

第

二

版

』

九

〇

七

頁 
1
0 

本

願

寺

出

版

社

『

死

別

の

悲

し

み

と

生

き

る

―

ビ

ハ

ー

ラ

の

心

を

求

め

て

―

』

二

十

四

頁 
1
1 

本

願

寺

出

版

社

『

死

別

の

悲

し

み

と

生

き

る

―

ビ

ハ

ー

ラ

の

心

を

求

め

て

―

』

二

十

四

頁 
1
2 

大

谷

光

真

『

愚

の

力

』

八

十

二

～

八

十

三

頁 
1
3 

五

木

寛

之

『

他

力

』

六

十

二

頁 
1
4 

本

願

寺

出

版

社

『

注

釈

版

第

二

版

』

七

〇

七

～

七

〇

八

頁 
1
5 

浄

土

真

宗

教

学

研

究

所

『

唯

信

鈔

文

意

現

代

語

版

』

十

九

～

二

十

一

頁 
1
6 

本

願

寺

出

版

社

『

注

釈

版

第

二

版

』

八

三

四

頁 
1
7 

中

西

智

海

『

講

座

歎

異

抄

』

四

十

八

頁 
1
8 

本

願

寺

出

版

社

『

注

釈

版

第

二

版

』

八

三

五

頁 
1
9 

中

西

智

海

『

講

座

歎

異

抄

』

五

十

八

～

五

十

九

頁 
2
0 

本

願

寺

出

版

社

『

注

釈

版

第

二

版

』

二

四

五

～

二

四

六

頁 
2
1 

真

継

伸

彦

『

親

鸞

全

集

１

教

行

信

証

上

』

一

六

六

頁 
2
2 

仲

尾

俊

博

『

仏

教

と

差

別

』

九

頁 
2
3 

中

西

智

海

『

講

座

歎

異

抄

』

一

一

九

頁 
2
4 

大

谷

光

真

『

愚

の

力

』

四

十

六

頁 
2
5 

小

森

龍

邦

『

親

鸞

思

想

に

魅

せ

ら

れ

て

』

五

十

五

頁

・

柳

澤

桂

子

『

永

遠

の

な

か

に

生

き

る

』

よ

り 
2
6 

伊

勢

田

哲

治

・

な

つ

た

か

『

マ

ン

ガ

で

学

ぶ

動

物

倫

理

』

十

六

頁 
2
7 

涅

槃

経

よ

り 
2
8 

高

田

文

英

「

仏

教

・

真

宗

の

生

命

観 

～

人

権

・

平

和

論

へ

の

一

視

座

～

」

四

頁 
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参

考

文

献 

 

書

籍 

 
 

五

木

寛

之

『

他

力

』

講

談

社

・

一

九

九

八

年 

 
 

伊

勢

田

哲

治

・

な

つ

た

か

『

マ

ン

ガ

で

学

ぶ

動

物

倫

理

』

化

学

同

人

・

二

〇

一

五

年 

 
 

梅

原

眞

隆

『

恵

信

尼

文

書

の

考

究

』

永

田

文

昌

堂

・

一

九

六

〇

年 

 
 

大

谷

光

真

『

愚

の

力

』

文

藝

春

秋

・

二

〇

〇

九

年 

 
 

小

林

照

幸

『

ペ

ッ

ト

殺

処

分

』

河

出

書

房

新

社

・

二

〇

一

一

年 

小

森

龍

邦

『

親

鸞

思

想

に

魅

せ

ら

れ

て

』

明

石

書

店

・

二

〇

一

四

年 

浄

土

真

宗

教

学

研

究

所

『

唯

信

鈔

文

意

現

代

語

版

』

本

願

寺

出

版

社

・

二

〇

〇

三

年 

 
 

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

総

合

研

究

所

『

注

釈

版

第

二

版

』

本

願

寺

出

版

社

・

二

〇

〇

四

年 

 
 

同

和

教

育

振

興

会

『

信

心

の

社

会

性

』

探

究

社

・

一

九

九

八

年 

 
 

直

江

清

隆

・

越

智

貢

『

災

害

に

向

き

あ

う

高

校

倫

理

か

ら

の

哲

学

別

巻

』

岩

波

書

店

・

二

〇

一

二

年 

 
 

仲

尾

俊

博

『

仏

教

と

差

別

』

永

田

文

昌

堂

・

一

九

八

五

年 

鍋

島

直

樹

『

死

別

の

悲

し

み

と

生

き

る

―

ビ

ハ

ー

ラ

の

心

を

求

め

て

―

』

本

願

寺

出

版

社

・

二

〇

〇

一

年 

鍋

島

直

樹

・

玉

木

興

慈

・

黒

川

雅

代

子

『

生

死

を

超

え

る

絆

親

鸞

思

想

と

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

』

方

丈

堂

出

版

・

二

〇

一

二

年 

鍋

島

直

樹

『

ア

ジ

ャ

セ

王

の

救

い

王

舎

城

悲

劇

の

深

層

』

方

丈

堂

出

版

・

二

〇

〇

四

年 

真

継

伸

彦

『

親

鸞

全

集

１

教

行

信

証

上

』

法

蔵

館

・

一

九

八

三

年 

Ｂ

・

ガ

ン

タ

ー

『

ペ

ッ

ト

と

生

き

る

―

ペ

ッ

ト

と

人

の

心

理

学

―

』

北

大

路

書

房

・

二

〇

〇

六

年 
 

論

文 
 

 

浅

井

成

海

「

同

朋

運

動

の

基

本

理

念

―

仲

尾

論

文

に

学

ぶ

―

」
『

信

心

の

社

会

性

』

一

九

九

八

年 
 

 

高

田

文

英

「

仏

教

・

真

宗

の

生

命

観 

～

人

権

・

平

和

論

へ

の

一

視

座

～

」
『

日

本

仏

教

学

会

年

報

』

第

八

十

三

号

よ

り 
 

 

仲

尾

俊

博

「

悪

平

等

論

と

宿

業

論

」
『

信

心

の

社

会

性

』

一

九

九

八

年 
 

 

林

智

康

「

親

鸞

と

涅

槃

経

―

肉

食

妻

帯

に

関

し

て

―

」
『

印

度

学

仏

教

学

研

究

』

二

号

・

一

九

七

四

年 

三

明

智

彰

「

親

鸞

の

仏

性

観

」
『

大

谷

学

報

』

二

号

・

一

九

八

四

年 
 

 

吉

田

宗

男

「
『

浄

肉

文

』

を

め

ぐ

る

問

題

」
『

大

谷

学

報

』

四

号

・

一

九

九

六

年 

コピー厳禁


