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　   「私たちのちかい」を通して

て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
の
信
巻
に
、
真
の
信
心
を
い

た
だ
い
た
者
に
そ
な
わ
る
十
種
の
利り

益や
く

を
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
中
の
一
つ
に
「
常

じ
ょ
う

行ぎ
ょ
う

大
悲
の
益
」
が
あ
り
ま
す
。

お
念
仏
の
人
に
常
に
大
悲
を
行ぎ

ょ
う

じ
さ
せ
る
、
南
無
阿
弥
陀
仏

の
は
た
ら
き
で
す
。
同
じ
く
行
巻
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲

の
願
い
は
ま
る
で
磁
石
の
よ
う
だ
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
私

た
ち
の
ち
か
い
」
に
お
示
し
く
だ
さ
る
「
慈
悲
に
満
ち
み
ち

た
仏
さ
ま
の
よ
う
に
」と
は
、私
が
阿
弥
陀
仏
の
よ
う
に
な
る

の
で
は
な
く
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
大
悲
の
磁
力
が
私
の

い
の
ち
の
中
に
入
り
込
み
、
私
の
い
の
ち
に
満
ち
み
ち
て
、

今
度
は
私
か
ら
他
の
い
の
ち
に
向
か
っ
て
放
た
れ
て
い
く
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
に
、
大
慈
悲
心
に
生
き
る
者
と
し
て
積
極

的
に
関
わ
っ
て
い
く
活
動
を
、
ビ
ハ
ー
ラ
と
い
い
ま
す
。
私

は
今
、「
子
ど
も
食
堂
」
と
い
う
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
を
し
て
い

ま
す
。
こ
の
活
動
は
、
ひ
と
り
親
世
帯
な
ど
に
多
い
経
済
的

困
窮
状
態
の
中
、
食
事
を
充
分
に
摂と

れ
て
い
な
い
子
ど
も
た

ち
や
、
孤こ

食し
ょ
く

（
独
り
で
食
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
の

子
ど
も
た
ち
に
、
無
料
で
食
事
の
支
援
と
居
場
所
を
提
供
す

る
活
動
で
す
。
子
ど
も
食
堂
は
５
年
前
か
ら
、
毎
月
２
回
開

催
し
て
い
ま
す
が
、
昨
年
か
ら
の
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
、
全

国
一
斉
に
学
校
が
長
期
間
休
み
に
な
っ
た
時
や
、
夏
休
み
・

冬
休
み
・
春
休
み
中
に
も
毎
日
、
無
料
の
お
弁
当
を
子
ど
も

た
ち
の
元
へ
配
達
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
活
動
に
は
当
然
お
金
も
必
要
な
の
で
す
が
、
一
方
で

私
自
身
の
生
活
も
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
に
厳
し
い
経
済
状
況
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
状
況
を
知
る
知
人
が
「
自

分
の
生
活
が
苦
し
い
時
に
ま
で
、
こ
の
活
動
を
し
な
く
て
も

い
い
の
で
は
」
と
心
配
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
と
て
も
あ

り
が
た
い
お
言
葉
で
し
た
が
、
私
は
こ
の
活
動
を
休
止
す
る

つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
分
の
経
済
状
況

が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
目
の
前
に
苦
し
ん
で
い
る
人
が
い
る

の
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
南
無
阿
弥
陀

仏
の
大
悲
心
の
は
た
ら
き
は
、
私
に
そ
の
よ
う
に
は
た
ら
い

悲
心
を
自
ら
行
う
と
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
大
慈
悲
心

の
は
た
ら
き
に
よ
り
、
私
の
身
体
と
言
葉
と
心
が
そ
の
よ
う

に
動
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

私
の
、
生
き
る
た
め
の
基
本
的
な
物
差
し
は
「
自
分
フ
ァ

ー
ス
ト
」
。
何
よ
り
も
自
分
が
一
番
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
し
か
し
こ
の
物
差
し
は
、
ひ
と
つ
間
違
う
と
自
分
の
利

益
を
追
求
す
る
あ
ま
り
に
、
隣
の
人
の
苦
し
み
に
気
づ
か
な

く
な
る
「
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
」
と
い
う
自
己
中
心
的
な
生

き
方
に
陥

お
ち
い

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
自
分
が
一
番
大
事
な
の
は
私

だ
け
で
は
な
く
隣
の
人
も
同
じ
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
を

大
事
に
す
る
な
ら
ば
、
同
時
に
隣
の
人
も
大
事
に
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
は
ず
で
す
。

　

「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
に
は
「
自
分
だ
け
を
大
事
に
す
る

こ
と
な
く
、
人
と
喜
び
や
悲
し
み
を
分
か
ち
合
い
ま
す
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
自
己
中
心
的
な
生
き
方
を
し
て

い
る
私
た
ち
に
、
念
仏
者
と
し
て
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
悲
心
に

生
き
て
い
く
こ
と
を
勧
め
て
い
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。た
だ
、

こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
悲
心
に
生

き
る
こ
と
は
、
念
仏
者
に
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
「
責
任
」
や
「
義
務
」
や
「
正
義
」
が
課
せ
ら
れ
る
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

老
病
死
を
は
じ
め
と
す
る
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
に
あ
る

　ご門主が２０１６年の伝灯奉告法要初日に、私た

ち念仏者が現実世界でどのように生きていくべ

きかを示された「念仏者の生き方」。その肝要

を２０１８年に４カ条にまとめられたのが、「私た

ちのちかい」です（別掲）。そこで「私たちの

ちかい」に親しんでもらうため、３条目の「自

分だけを大事にすることなく 人と喜びや悲し

みを分かち合います 慈
じ

悲
ひ

に満ちみちた仏さま

のように」の味わいを、連研中央講師の漢
あ や

見
み

覚

恵さんに執筆してもらいました。

「
私
た
ち
の
ち
か
い
」を
通
し
て

私
た
ち
の
ち
か
い

一
、
自
分
の
殻か

ら

に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く

　
　

穏お
だ

や
か
な
顔
と
優
し
い
言
葉
を
大
切
に
し
ま
す

　
　

微ほ
ほ

笑え

み
語
り
か
け
る
仏
さ
ま
の
よ
う
に

一
、
む
さ
ぼ
り
、
い
か
り
、
お
ろ
か
さ
に
流
さ
れ
ず

　
　

し
な
や
か
な
心
と
振
る
舞
い
を
心
が
け
ま
す

　
　

心
安
ら
か
な
仏
さ
ま
の
よ
う
に

一
、
自
分
だ
け
を
大
事
に
す
る
こ
と
な
く

　
　

人
と
喜
び
や
悲
し
み
を
分
か
ち
合
い
ま
す

　
　

慈じ

悲ひ

に
満
ち
み
ち
た
仏
さ
ま
の
よ
う
に

一
、
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き

　
　

日
々
に
精せ

い

一い
っ

杯ぱ
い

つ
と
め
ま
す

　
　

人
び
と
の
救
い
に
尽
く
す
仏
さ
ま
の
よ
う
に

が
、
昔
は
『
ま
ね
ぶ
』
と
読
ん
で
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

聞
い
た
こ
と
を
真ま

似ね

る
と
い
う
意
味
だ
か
ら
で
す
。
で
す
か

ら
、
聴
聞
と
は
教
え
を
聞
い
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
聞
い
た

こ
と
を
真
似
て
い
く
、
教
え
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
」
と
教
わ
り
ま
し
た
。

　

阿
弥
陀
仏
の
大
悲
心
を
聞
い
て
、
そ
の
大
悲
心
を
自
ら
行

う
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
ま
ず
大
悲
心
と

は
、「
慈
悲
の
心
」
の
こ
と
で
す
。
そ
の
「
慈
」
と
は
「
最

高
の
友
情
」
、「
悲
」
と
は
「
悲
し
い
気
持
ち
を
共
に
す
る
」

と
い
う
意
味
で
す
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
仏
が
最
高
の
友
情

を
も
っ
て
私
の
悲
し
み
を
共
に
し
て
く
だ
さ
り
、
私
の
悲
し

み
を
抜
い
て
よ
ろ
こ
び
を
与
え
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
、
大
悲

心
と
い
う
の
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
の
『
正

し
ょ
う

像ぞ
う

末ま
つ

和わ

讃さ
ん

』
の
中
に
、

　
　

如に
ょ

来ら
い

の
作さ

願が
ん

を
た
づ
ぬ
れ
ば

　
　
　

苦く

悩の
う

の
有う

情じ
ょ
う

を
す
て
ず
し
て

　
　
　

回え

向こ
う

を
首し

ゅ

と
し
た
ま
ひ
て

　
　
　

大だ
い

悲ひ

心し
ん

を
ば
成

じ
ょ
う

就じ
ゅ

せ
り　
　
　
（
註
釈
版
聖
典
６０６
㌻
）

と
あ
り
ま
す
。阿
弥
陀
仏
は
、苦
悩
す
る
私
の
姿
を
見
抜
い

て
、
そ
の
苦
悩
を
抜
き
去
ろ
う
と
、
自
ら
の
こ
と
を
後
回
し

に
し
て
願
い
を
立
て
ら
れ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
大
慈

悲
心
の
は
た
ら
き
に
完
成
さ
れ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
大

一
、
自
分
だ
け
を
大
事
に
す
る
こ
と
な
く

　
　

人
と
喜
び
や
悲
し
み
を
分
か
ち
合
い
ま
す

　
　

慈じ

悲ひ

に
満
ち
み
ち
た
仏
さ
ま
の
よ
う
に

　

私
は
大
学
生
の
時
、
浄
土
真
宗
の
基
礎
を
学
ぶ
講
義
を
１

年
間
を
通
し
て
受
け
ま
し
た
。
私
が
念
仏
者
と
し
て
尊
敬
し

て
い
た
先
生
は
あ
る
日
の
講
義
で
、「
浄
土
真
宗
で
最
も
大

切
に
す
る
こ
と
は
聴

ち
ょ
う

聞も
ん

で
す
が
、
聴
聞
の
意
味
は
？
」
と
私

た
ち
に
問
い
か
け
た
後
、
黒
板
に
大
き
な
文
字
で
「
学が

く

仏ぶ
つ

大だ
い

悲ひ

心し
ん

」（
七
高
僧
の
第
５
祖
、
中
国
・
善ぜ

ん

導ど
う

大だ
い

師し

著
述
『
観か

ん

経ぎ
ょ
う

四し

帖じ
ょ
う

疏し
ょ

』
は
じ
め
に
あ
る
「
帰き

三さ
ん

宝ぼ
う

偈げ

」
の
一
句
）
と
書

か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

　

「
こ
の
学
仏
大
悲
心
こ
そ
が
聴
聞
の
意
味
で
す
。
聴
聞
と

は
教
え
を
聞
く
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
聞
く
と
こ
ろ
の
教
え

と
は
何
か
と
い
う
と
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
心
で
す
。
そ
し
て
、

一
番
大
事
な
の
は
、
聞
く
こ
と
は
学
ぶ
こ
と
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
学
ぶ
と
い
う
字
は
、
今
は
『
ま
な
ぶ
』
と
読
み
ま
す

南
無
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
が
私
の
い
の
ち
に
満
ち
み
ち

私
か
ら
他
の
い
の
ち
に
向
か
っ
て
放
た
れ
て
い
く

教
え
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
く

「
学
仏
大
悲
心
」

大
慈
悲
心
に
生
き
て
い
く

「
自
分
フ
ァ
ー
ス
ト
」の
私
が漢

あ や

見
み

　覚
か く

恵
え
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