
浄

土

学

卑
、
攻

浄
土
教

へ
の
現
代
的
要
請葭

間

恵

弘

浄
土
教
は
念
仏
を
以
て
主
体

と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
を
称
名

し
、

讚
嘆
供
養
す
る
事
に

よ

っ
て
仏
国
士
花
往
生
ぜ
る
事
を
宗
賃
乏
し

て

い
る
。
思
索
に
た
け
た
印
・度

に
発

七
、
支
那

に
於
て
信
仰
形
態

を

な
し
、
日
'本
に
於
て

一
宗
派
と
し
て
建
立
さ
れ
極
め
て
独
創
的

な

内
容
を
持

つ
に
至

つ
た
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
宗
教
思
想
切

発

見
は
、
人
類
史
上
に
多
大
な
る
寄
与
を
な
し
調
古
来

よ
り
何
億

の
魂
が
救
済
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
.
そ
れ
は
宗
教
思
想

の
極
致

と

も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
艤
倉
時
代
に
於
け
る
新
興
宗
教
と
毛

て

、
栄
西
の
臨
済
宗
、
道
元
の
曹
二胴
実
隔
日
蓮

の
日
菠
帖宗
、
ム親
蠻
}

の
真
宗

、
一
遍
の
睡
宗

、
法
然
の
浄
土
宗

と
六
宗
が
興
起
し
た
が

、

自

ら
の
宗
教
体
験
に
よ

つ
て
念
仏

一
乗
の
法
門
を
樹
立
し
た
法
然

上
人
ほ
ど
画
期
的
な
宗
教
革
命
を
な
し
と
げ
た
宗
教
者
は
な
い
。

そ

の
革
新
は
仏
教
を
民
衆
と
生
活
に
結
び

つ
け
た
点
で
あ
り

、
貴

顕

縉

紳

、

又

は

武

家

階

級

よ

り

一
般

庶

民

の

闇

に

ま

で
念

仏

思

想

を

浸

添

さ

せ

た

点

で

あ
、る

。

田
太
,蠖
渡

来

し
た

仏

教

で

日

本

で
育

成

さ

れ

た
宗

派

中

、
浄

土

宗

ほ

ど

最

も

日
本

的

な

も

の

は

な

い
。

現

代

、

浄

土

教

団

に

欠

如

さ
cれ

て

い
る

も

の

は

何

か

。

そ

れ

は

法

然

上

人

の
金

剛

不

堰

な
信

念

と

、
時

代

人

心

を

把

握

す

る

明

敏

性

、

社

会

民

衆

を

南

無

阿

弥

陀

仏

に

摂

化

す

る

同

化

力

に

乏

し

い
事

で

あ

る

。

第
ー二
次

世

界

大

戦

後

.

新

興

宗

教

抬
、頭

に

際

し

て

も

、
艫

山

の

石

視

し

て
撚

策

観

る

べ
き

も

の

な

べ

以

て
非

な

る
新

宗

教

の

眺

梁

に

ま

か

せ

て

既

成

宗

勤

は

、

あ

は

や

過

去
.の

遺

物
・に
じ

て

現

代

大

衆

の
救

済

に
能

力

'な

べ

、

目

壊
作

弔

を

な

し
づ
-
つ
鷹

り
ど

も

批

判

さ

れ

て
い

る

。

浄

土

宗

も

十

六

年

振

り

に

て

合

同

の
機

会

を

え

た

が

そ

の
間

.
法

廷

に

噛

で

そ

の

鸛

態

を

晒

し
徒

ら

に
社

会

の

顰

蹙

を

招

き

、

宗

教

本

来

の

和

合

体

を

省

み

ず

、

そ

の

歳
月

の

空

白

は
宗

門

に

と

つ
て
多

大

な

る

損

失

で

あ

る
ば

か

り

で

な
ζ

信

者

を

も

混

迷

κ
導

.き

信

教

の

面

に
も

障

害

を

来

た

し
た

の

で

あ

る

。

こ

こ

に

新

興

宗

教

と

い
う

は

、
°日

蓮

宗

系

に

て

は

霊

友

会

、

創

価

学

A
瓜
等

で

あ

り

、

又

は

P

L

教

'団

丶

亠世

界

救

世

教

等

は
全

国

的

に

組

織

を

も

ち

そ

の

行

動

力

は

既
成

仏

教

諸

宗

を

こ

え

つ

丶
あ

る

。



新
宗
教

の
共
通
点
は
皆

.
教
理
の
習
合
的
性
格
と
現
世
利
益
中
心

主
義
で
あ
る
。
特

に
創
価
学
会

の
如
き
は
、
ほ
ろ
び
ゆ
く
邪
教

、

念

仏
な
る
論
説
を
挙
げ
て
鋭
く
非
難
攻
撃

し
、
そ
の
論
旨
は
激
越

を

済
め
た
。
浄
土
教
が
今
や
現
実
的
な
機
能
を
問
わ
れ
る
段
階
に

達

し
た
。
草
木
国
土
悉
有
仏
性
の
文
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
仏
教

の
教
化
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
摂
化
抱
擁
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
が

あ

る

。
特
に
浄
土
教
に
と

っ
て
は
共
存
共
栄
、
共
生
極
楽
成
仏
道
を

行

じ
て

い
る
。
社
会

に
於
け
る
共
存
共
栄
を
発
展
さ
せ
て
、
無
量

寿

、
無
量
光

の
永
生
に
ま
で
昇
華
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
邪
教

念

仏
と
極
論
す
る
に
至

つ
て
は
反
論

せ
ざ
る
を
得
ぬ
。

日
蓮
が
法
華
を
説
く
に
あ
た
り
て
は
天
台
を

つ
ぎ
、
祈
檮
を
重

ん
ず
る
に
際

し
て
は
、
日
蓮
自
ら
真
言
亡
国
と
罵
る
真
言
に
接

し
、

題
目
を
唱
え
る
に
は
念
仏
無
間

の
浄
土
の
称
名
に
影
響
を
う
け
、

そ

の
末
法
思
想

に
至

つ
て
は
厭
離
穢
土
の
浄
土
観
に

っ
な
が
る
も

の

で
あ
る
。
こ

丶
に
於
て
、
浄
土
教

へ
の
現
代
的
要
請
と
念
仏
イ

デ
オ

ロ
ギ
ー
の
現
代
的
価
値
に
論
及
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

浄

土
教
理
よ
り
こ
れ
を
の
べ
れ
ぱ
法
蔵
菩
蒔
の
六

。
八

の
願
の
中

、

王
本
願
と
よ
ば
れ
惹
第
十
八
願
を
挙
げ
る
事
が
出
来
る
・
願
は

「

つ
で

あ

る

が

こ

れ

は

双

巻

経

の

上

巻

下

巻

に
現

れ

て

い

る

。

説

、
我

れ

仏

を

得

た

ら

ん

に

、

+

方

の

衆

生

、

至
・心

に
信

楽

し

て

、
我

国

に

生

れ

ん

と

欲

し

て

乃

至

+

念

せ

λ

に

、
若

し
生

れ

ず

ん

ば

、

正

覚

を

取

ら

じ

。

諸

有

の

衆

生

.

そ

の

名

号

を

聞

き

て

、

信

心

歓

喜

し

、
乃

至

　

念

し

、

至

心

に

廻

向

し

て

彼

の

国

に
生

れ

ん

と

願

ず

れ
ば

.

即

ち

往

生

を

え

て

、
不

退

転

に
住

す

。

ω

善

導

大

師

は

観

経

疏

に

そ

れ

を

釈

し

て

、

も

し
我

れ

仏

と
成

ら

ん

に

、

+

方

の

衆

生

、
我

が

名

号

を

称

ふ

る

こ

と

、
下

十

声

に

至

る

ま

で

、
若

し
生

ぜ

ず

ば

正

覚

を

取

ら

じ

と

、

彼

の
仏

、

今

現

に
世

に
在

し

て

成

仏

し

尭

ま

へ
り

頃

当

に
知

る

べ

し

、

本

誓

の

重

願

、
虚

し
か

ら

ぎ

る

こ

と

を

。

衆

生

称

念

す

れ

ば

.

必

ず

往

生

を

得

。

と

、

法

然

上

人

は
浄

土

宗

略

抄

に

、

も

し

わ

れ

ほ

と

け

に

な

ら

ん

に

、
+

方

の

衆

生

、

わ

が

く

に

丶

う

ま

れ

ん

と

ね
が

ひ

て

、
わ

が

名

号

を

と

な

ふ

る

事

、
下

十

声

に

い

た

る

ま

で

、

わ

が

願

力

に

乗

じ

て

、
も

し
む

ま

れ

ず

ば

、

わ

れ

ほ

と

け

に

な
ら

じ

俊

。

一2一



こ

の

念

仏

往

生

の

願

文

ほ

凡

夫

往

生

の

願

で

あ

り

、

従

つ
て

五

灑

悪

世

、

即

ち

末

法

の

現

代

に

於

て

罪

あ

る

者

.
愚

な

る
者

、
汚

れ

た

る

者

、

邪

な

る

髫

等

の

充

満

す

る
現

実

に

と

つ
て
救

済

の

宗

教

で

あ

り

、
念

仏

こ
そ

は

現

代

の

苦

の

衆

生

に
対

し

て
必

順

不

可

欠

な

る
信

仰

と

云

わ

ね
ば

な

ら

な

い

。

更

に

四

+

八

願

の

う

ち

の

第

四

願

に

、

た

と

ひ

わ

れ

、
仏

を

得

た

ら

ん

に

、

国

の

中

の

入

天

、

形

色

同

じ

か

ら

ず

し
て

、
好

醜

あ
ら

ば

、

正

覚

を

と

ら

じ

。

こ

の
無

有

好

瀞

の

願

文

は

、
善

悪

、

凡

愚

の

差

別

の
彼

岸

に

念

仏

の

一
門

が

立

つ
と

共

に

、
美

醜

の
彼

岸

に
芸

術

の

浄

土

の

あ

る

事

を

示

し

て

い
る

。

こ

丶
に
於

て

か

浄

土
教

は
念

仏

宗

は

、
広

く

一

切

の
文

化

の

φ

に

あ

る

と

い

い
え

る

事

が

出

来

る

。

そ

し

て
末

世

末

法

な

れ

ば

こ

そ

、
厭

離

穢

土

、
欣

求

浄

土

の

信

仰

を

必

要

と

す

る

も

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。
念

仏

は

邪

教

で

も

な
く

呪

文

で

も

な

く

.
況

ん

や

過

去

の
遺

物

で
も

な
く

、

末

法

の

現

代

に

こ

そ

衆

生

救

済

の

指

針

と

な

る

べ
き

も

の

で

あ

る

。

し

か

し
現

代
.の

日

本

民

族

が

精

神

的

に
何

か

欠

け

て

い
る

と

云

う

の

は

何

か

。

そ

れ

は

宗

鍛

心

で

あ

る

と

断

じ

る

事

が

出

来

る

。

か

瓦
る
末

法

の

時

代
に

精

神

の
拠

点

と

な

る

仏

教

は

他

力

門

で

あ

り

、

弥

陀

の

本

願
力

で
あ

る
'こ

と

は

言

う

ま

で

も

な

い
。

応

に

浄

土

門

発

展

興

隆

の
世

代

を

迎

え

た

。

こ

瓦
で

現

代

、

浄

土

教

団

を

展

望

し
て

顧
慮

す

る

点

は

将

し

て

、

激

動

混

迷

の

倒

の
中

に

毒

る

現

代

に

処

し

て

、

而

も

新

興

宗

教

の

あ

く

な
き

攻

勢

に

対

し

て

、

挙

宗

一
致

、
道

俗

、

協

力

協

心

、
身

命

を

隲

し

て

ま

で

の

不

動

の

信

念

あ

り

や

、

に
就

て

は

、

深

く
反

省

を

要

す

る

も

の

で

あ

る

。
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①
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上
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