


《

人

の

品

格

》

『報
恩
抄
』
は
建
治
二
年
盆

二
七
六
）
七
月
二
十

一
日
に
書

き
あ
げ
ら
れ
た
長
篇
の
御
遺
文

で
す
。
日
蓮
聖
人
が
清
澄
寺
（現

在
、

千
葉
県
鴨
川
市
天
津
小
湊

町
）
で
出
家
さ
れ
た
と
き
の
御

師
匠
さ
ん
は
道
善
房
と
い
う
人

で
し
た
。

そ
の
道
善
一房
が
六
月

む
ろ
に
な
く
な
ら
れ
た
の
で
、

聖
人
は
師
の
恩
に
感
謝
し
て
こ

法
華
宗
教
学
研
究
所
長

大
平
　
宏
龍

の
『報
恩
抄
』
を
し
た
た
め
、

直

弟

子

の
日
向
師

を

つ
か
わ
し

て
、

清
澄
の
道
善
房
の
御
墓
の

前
で
読
ま
せ
た
の
で
す
。

「
恩
」
と
い
う
漢
字
は
「
め
ぐ

む
、

い
つ
く
し
む
」
な
ど
の
意
味

を
も

っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、

た

と
え
ば
両
親
か
ら
受
け
た
い
つ

く
し
み
を
父
母
の
恩
と
い
い
ま

す
。

そ
れ
に
感
謝
し
、

お
返
し
を

す
る
の
が
「恩
に
報
い
る
こ
と
」

つ
ま
り
「
報
恩
」
で
す
。
し
か
し

私
達
凡
人
は
、

我
身
の
こ
と
で

な
い
と
ピ
ン
と
こ
な
い
の
が
ふ

つ
う
で
す
か
ら
「
子
を
持

っ
て

知
る
親
の
恩
」
な
ど
と
言
わ
れ

る
わ
け
で
す
。

今
回
御
紹
介

の

一
節
は

『報

恩
抄
』
の
最
初
の
所
で
「狐
は
死

ぬ
と
き
、

自
分
が
生
ま
れ
、

住
ん

だ
塚
の
方
に
頭
を
向
け
、

中
国

の
晋
の
時
代
に
毛
宝
と
い
う
人

は
、

土
口
助
け
て
や

っ
た
白
い
亀

に
命
を
救
わ
れ
た
」
と
い
う
故

事
を
あ
げ
、

「動
物
で
す
ら
こ
の

よ
う
に
恩
を
知
り
恩
に
報
い
る

こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
、

人
間

が
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
当
然
で
あ
る
」
と
。

す
な
わ

ち
人
間
と
し
て
笙
き
る
こ
と
の

品
格
を
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。道

善
房
は
聖
人
の
師
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、

お
釈
迦
様
の
真

意
は
法
華
経
で
あ
る
こ
と
が
、

ち
ゃ
ん
と
理
解
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

そ
れ
で

一
度
は
聖
人
に

従
う
よ
う
に
み
え
ま
し
た
が
、

最
後
は
や
は
り
阿
弥
陀
信
仰
に

も
ど

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し

か
し
、

軸
三
人
は
師
の
信
心
を
厳

し
く
批
判
し

つ
つ
も
、

御
自
分

が
法
華
経
の
行
者
と
し
て
教
主

釈
尊
の
御
教
え
を
正
し
く
行
じ

ら
れ
た
の
も
、

も
と
は
と
言
え

ば
御
師
匠
様
の
お
か
げ
で
あ
る

と
し
て
ど
こ
の

一
篇
を
さ
さ
げ

ら
れ
た
の
で
す
。

そ
の
末
尾
は

「花
は
根
に
か

へ
り
、

真
味
は
土

に
と
ど
ま
る
。

此
功
徳
は
故
道

善
一房
の
聖
霊
の
御
身
に
あ
つ
ま

る
べ
し
。

南
無
妙
法
蓮
華
経
、

南

無
妙
法
蓮
華
経
」
と
結
ば
れ
て

い
ま
す
。

「花
の
美
し
さ
も
根
の

お
か
げ

で
あ
り
、

そ
れ
は
大
地

に
育
く
ま
れ
て
の
故
で
あ
る
」

と
。聖

人
の
、

ヤこ
の
橋
調
た
か
い

御
文
章
は
、

人
間
が
人
間
と
し

て
生
き
る
尊
厳
性
含
ｍ
格
）
を
た

か
ら
か
に
示
し
て
余
り
あ
る
も

の
と
言
え
ま
し

よ
う
。

△
回
　
　
曽
手

０

票
祖
の
御
教
員

法
華
宗
教
学
研
究
所
長

大
平
　
宏
龍

０
誰
で
も
分
か
る

現
代
に
生
き
て
い
る
教
学

「お
互
い
が
喜
び
あ
え
る
世
の
中
を

私
達
が
安
心
し
て
通
こ
せ
る
生
活
を
」

一識
法
華
宗
興
隆
出

（０
「第
十
五
回
教
任

特
別
講
習
会
努

兵
庫
県
妙
照
寺
内
　
　
　
　
　
！
！
！
！

大
柿
　
現
昭

０

第
八
期
生
隊
員
の
錬
成
を
実
施

法
事
宗
青
年
伝
道
隊
運
営
委
員
長

斎
藤
　
舜
胎

０

写
経
の
勧
め

●
頚
誰
継
擬
獅
緩
軽
」頒布

替
崎
　
長
生

０
車履
行
研
究
所

「唯

一
の
方
法
」

苦
薩
行
研
究
所
長

原
井
　
慈
鳳

表
紙
写
真撮

影
　
平
成
二
十
年

Ｔ
丹

元
旦
、

初
日
の
出
を
見
よ
う！
≡
千
票
！

の
九
十
九
里
に
行
き
、

シ
ャ
ッ
タ
ー
の
タ

イ
ミ
ン
グ
を
飼
っ
て
い
る
と
、あ

る
親
子

に
出
会
い
ま
し
た
。

「元
旦
生
ま
れ
な
ん

で
す
よ
。△フ
日
で
３
歳
に
な
り
ま
し
た
。」

嬉
し
そ
う
に
お
父
さ
ん
が
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。
自
分
や
自
分
の
大
切
な
人
達

の
幸
せ
な

一
年
を
願
う
こ
の
日
に
、こ

の

親
子
の
幸
せ
も

一
緒
に
願
い
ま
し
た
。

写
真
家
　
小
高
　
雅
也

か 恩角に そ
たく を せ れ

わ す 評 あ
う ら が と

:
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《

し

あ

わ

せ

と

は

》

「今
あ
な
た
は
し
あ
わ
せ
で
す

か
」
。

或
る
人
は
「
し
あ
わ
せ
で

す
」
と
答
え
、

叉
或
る
人
は
「し
あ

わ
せ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
云
う

人
も
あ
り
ま
す
。

人
そ
れ
ぞ
れ
に
感
じ
方
が
違

う
の
が
普
通
で
す
。

「し
あ
わ
せ
」
と
は
、相

対
的
な

も
の
で
、

あ
の
人
よ
り
し
あ
わ

せ
、

あ
の
国
の
人
よ
り
し
あ
わ

せ
、

と
云

っ
た
よ
う
に
、

比
較
の

な
か
で
受
け
と
め
ら
れ
て
い
ま

す
。日

蓮
大
聖
人
は
、私

達
の
住
ん

で
い
る
国
、

日
本
の
現
状
を
憂

い
、正

し
い
国
の
姿
勢
が
保
た
れ

て
こ
そ
、人

々
が
安
心
し
て
生
活

で
き
る
、

国
の
あ
る
べ
き
道
す

じ
、人

間
の
あ
る
べ
き
道
す
じ
を

『立
正
安
国
論
』
の
な
か
で
示
さ

れ
た
の
で
す
。

題
号
の
「立
正
」
と
は
「破
邪
」

の
意
味
で
、

私
達
が
人
間
と
し

て
、去両
り
を
も
っ
て
生
き
て
い
く

上
で
の
、正
し
い
信
仰
姿
勢
を
失

う
こ
と
な
く
、誤
っ
た
信
仰
姿
勢

に
対
し
て
き
び
し
く
対
処
す
る

こ
と
で
あ
り
、

「安
国
」
と
は
「顕

正
」
の
意
味
で
、

釈
尊
の
説
か
れ

た
最
高
の
教
え
で
あ
る
法
華
経
、

そ
し
て
、末

法
現
代
に
生
き
る
私

達
の
た
め
に
日
蓮
大
聖
人
が
勧

め
ら
れ
た
「本
門
八
品
上
行
所
伝

一
本
困
下
種
之
南
無
妙
法
達
華
経
」

“

を
信
じ
、

唱
え
、

多
く
の
人
達
に

聞
か
せ
る
こ
と
こ
そ
、

「
ま
こ
と

の
し
あ
わ
せ
」
が
築
か
れ
る
こ
と

を
こ
の
書
物
に
込
め
ら
れ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

《筋
み
ち
を
間
違
え
た
信
仰
を
た

だ
し
、筋

み
ち
の
正
し
い
信
仰
を

み
き
わ
め
よ
う
》

な
ぜ
国
の
秩
序
が
乱
れ
、政

治

が
腐
敗
す
る
の
か
。

そ
の
原
因
は

「鬼
神
の
乱
れ
」
に
あ
る
と
日
蓮

大
聖
人
は
経
文
を
引
か
れ
て
申

さ
れ
ま
し
た
。

国
を
さ
さ
え
て
い

る
根
本
は
鬼
神
、

つ
ま
り
暮
五
体
」

に
あ
り
、

こ
の
霊
体
で
あ
る
鬼
神

を
安
ん
じ
る
こ
と
が
大
切
で
あ

り
、法

華
経
に
よ
る
霊
体
の
成
仏

こ
そ
が
、

国
家
を
安
泰
さ
せ
、

国

家
の
秩
序
は
保
た
れ
、人

々
の
生

活
も
平
和
に
な
る
と
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

現
在
、

私
達
の
周
囲
に
は
、

さ

ま
ざ
ま
な
宗
教
が
う
す
ま
い
て

い
ま
す
。

人
々
は
「
し
あ
わ
せ
に

な
り
た
い

一
心
」
か
ら
す
す
め
ら

れ
る
ま
ま
に
、

誤
っ
た
信
仰
に
の

め
り
込
ん

で
し
ま

い
が

ち
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

教
え
の
筋
み
ち
を
知
ら
な
い

人
達
が
如
何
に
多
い
か
。私

達
は

信
仰
の
道
す
じ
を
知
ら
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。

仏
教
を
説
か
れ
た
教
え
の
主

は
釈
尊
で
あ
り
、

阿
弥
陀
如
来
や

大
日
如
来
は
架
空
の
仏
な
の
で

す
。た

く
さ
ん
な
教
え
の
な
か
で
、

末
法
現
代
に
生
き
る
私
達
は
、悟

り
の
教
え
で
な
く
信
心
の
教
え

に
よ
っ
て
救
わ
れ
、

そ
こ
に
お
題

目
の
信
心
が
あ
る
の
で
す
。究

極

の
莫
理

一
念
三
千
を
、教

え
の
働

き
と
し
て
つ
つ
ん
だ
「力
」
こ
そ

が
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
の
で
す
。

こ
の
力
に
よ
っ
て
世
の
中
を
浄

化
し
、

誤
り
の
な
い
人
生
を
志
す

の
で
す
。

翁
講
法
」
を
犯
さ
な
い
こ
と
が

大
切
》

正
し
い
信
仰
は
、私

達
が
生
活

し
て
い
く
う
え
で
必
要
不
可
欠

な
も
の
で
す
。

そ
れ
は
人
生
に
悔

い
の
な
い
生
き
方
が
大
切
だ
か

ら
で
す
。充

実
し
た

一
生
は
ど
ん

な
に
か
素
晴
ら
し
い
こ
と
で

し
よ
う
。誤
っ
た
信
仰
は
人
生
を

破
滅
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
す
、祀

ら
れ
て
い
る
本
尊
は

何
か
を
見
極
め
、法

華
宗
以
外
の

お
寺
や
僧
侶
に
「布
施
」
を
し
て

は
な
り
ま
せ
ん
。却
っ
て
悪
業
を

積
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。

《
喜
び
あ
え
る
世
の
中
に
信
心
を

高
め
、多

く
の
人
に
す
す
め
よ
う
》

日
連
大
聖
人
の
時
代
と
同
じ

よ
う
に
、△フ

日
の
社
会
も
大
変
な

不
安
を
か
か
え
た
時
代
で
す
。

世
界
は
よ
り
複
雑
に
な
り
、私

達
の
国
日
本
も
、平

和
を
守
る
た

め

一
層
の
努
力
が
必
要
で
す
。

日
蓮
大
聖
人
は
、私

達
に
と
っ

て
最
も
大
切
な
こ
と
は
、早

く
南

無
妙
法
蓮
華
経
の
信
仰
に
め
ざ

め
、お

題
目
の
世
界
、

つ
ま
り
「秩

序
あ
る
社
▲至
が
実
現
す
れ
ば
、

ま
こ
と
の
平
利
が
実
現
し
、喜

ぴ

あ
え
る
社
会
、安

心
し
て
住
め
る

生
活
が
生
ま
れ
る
と
仰
せ
ら
れ
、・

特
に
自
分
に
だ
け
で
な
く
、世

の

多
く
の
人
達
に
「お
題
目
に
め
ざ

め
さ
せ
る
心
」
を
伝
え
ま
し
よ
う

と
、

「絶
対
の
し
あ
わ
せ
」
が
こ
こ

に
実
現
す
る
こ
と
を
叫
ば
れ
た

の
で
あ
り
ま
す
。

一剛
法
華
宗
興
隆
学
林
専
門
学
校
長

三
浦
　
日
1者

日
連
大
聖
人
の
ご
本
意

「立
正
安
回
論
」
の
叫
ぴ
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平
成
二
十
年
九
月

一
日
～
六

日
ま
で
千
菜
県
茂
原
市
大
本
山

鷲
山
寺
（御
開
山
日
弁
大
正
師
）

に
お
い
て
、受

講
さ
せ
て
頂
き
有

り
難
う
こ
ざ
い
ま
し
た
。

私
の
難
行
苦
行
の
始
ま
り
は
、

受
講
で
き
る
か
否
か
？
鷲
山
寺

へ
迷
わ
す
に
到
着
で
き
る
か
か

ら
で
し
た
。

東
京
駅
で
は
、

何
度

も
聞
き
な
が
ら
京
葉
線
に
着

き
、

市電
車
の
ド
ア
ー
が
開
く
の
を

待
っ
て
い
る
と
「茂
原
に
行
き
ま

す
か
」
と
同
じ
質
問
を
す
る
女

性
の
声
が
し
た
。

そ
の
容
貌
や
手

荷
物
の
様
子
か
ら
受
講
生
と
察

し
自
己
紹
介
し
た
と
こ
ろ
同
じ

兵
庫
県
人
で
、

淡
路
島
か
ら
の

受
講
生
と
分
か
り
気
が
軽
く
な

り
、

帰
り
の
電
車
も
こ

一
緒
し
て

頂
く
御
縁
を
い
た
だ
い
た
。

十

三
時
の
開
講
式
に
始
ま

り
、

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
続

い
て
、

大
塚
日
正
況
下
よ
り
「僧

侶
の
心
得
Ｉ
」
の
講
義
を
頂
戴

し
、

受
講
生
の
自
己
紹
介
で
は

「
私
の
第

一
目
標
は
声
量
の
増

幅
」
で
す
と
告
げ
た
。

「夕
勤
行
」

の
時
間
に
は
先
生
方
の
入
堂
帽

に
導
か
れ
、

そ
の
奥
行
き
と
深
み

の
有
る
声
の
響
き
は
、

ま
さ
に
私

が
目
標
と
す
る
も
の
で
感
激
し

感
動
し
た
。

御
宝
前
の
お
厨
子
が
特
別
に

御
開
帳
さ
れ
、

お
祖
師
様
の
お

姿
を
仰
ぎ
見
た
時
、

余
り
に
も

大
き
な
お
姿
と
御
威
光
に
驚
く

と
共
に
心
身
共
に
吸
い
込
ま
れ

『お
力
を
与
え
て
下
さ
る
。守
っ

て
下
さ
る
』
と
強
く
感
じ
、

開
山

堂
で
日
弁
大
正
師
に
お
会
い
し

て
更
に
心
身
が
引
き
締
ま
る
。

十
九
時
か
ら
の
「
法
要
式
実

習
」
で
は
本
堂
に
て
お
題
目
の
太

鼓
を
叩
く
班
と
、

開
山
堂
に
て

お
経
を
唱
え
る
班
に
分
か
れ
る
。

猛
暑
汗
だ
く
の
中
で
の
、

御
指

導
に
「応
え
な
く
て
は
」
の

て
い

で
曽
さ
ん
と
共
に
頑
張
っ
た
。

翌
日
か
ら
は
五
時
起
床
で
六

時
か
ら
朝
勤
行

・体
操
違
月
掃
等

に
始

ま

り

、
長

時

間

に
渡

る

様
々
な
講
義
を
受
け
て
教
学
を

学
び
、

暑
さ
と
睡
魔
と
足
の
痺

れ
と
の
戦
い
の
日
々
が
続
い
た
。

「何
も
か
も
行
や
」
と
励
ま
し
含

つヽ
。精

一
杯
大
き
な
声
で
唱
題
読

経
の
日
々
に
「
明
日
は
声
が
出

な
く
な
る
の
で
は
…
」
と
心
配
し

た
が
、

有
り
難
い
事
に
声
は
次

第
に
安
定
し
、

叩
く
太
鼓
も
リ

ズ
ミ
カ
ル
に
な
っ
た
。

『お
力
を

頂
戴
し
て
い
る
。守
っ
て
頂
い
て

い
る
』
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
。

教
学
の
部
で
は
、

本
門
八
品

上
行
所
伝
本
因
下
種
の
法
華
経

に
、

何
の
疑
念
も
無
く

て
い
に
信

じ
下
種
行

で
き
る
と
決
意

し

た
。作

法
実
習
で
は
、

始
め
は
進

退
動
作
や
礼
拝
が
ギ
ク
シ
ャ
ク

し
て
い
た
が
、

少
し
は
ス
ム
ー
ズ

に
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

田
正
猟
下
の
「
僧
侶
の
心
得

工
」
と
題
し
た
講
義
で
、

病
気
入

院
患
者
の
お
話
が
有
り
ま
し
た
。

身
に
話
ま
さ
れ
る
お
話
に
止
め

ど
な
く
涙
が
流
れ
落
ち
、

お
題

目
の
不
思
議
な
力
と
、

車
木
も

人
も
魂
が
宿
る
の
は
同
じ
等
の

内
容
で
益
々
信
心
が
篤
く
な
っ

た
。受

講
終
了
前
日
の
朝
、

境
内

で
草
取
り
を
し
な
が
ら
「明
日
は

兵
庫
県

妙
照
寺
内

大
柿
　
現
昭

鷲
山
寺
、

お
祖
師
様
や
日
弁
大

正
師

・先
生
方

・獅
子
吼
会

・陰

で
支
え
て
下
さ
っ
た
方
々
や
受

講
生
と
お
別
れ
か
」
と
涙
し
た
。

最
終
日
は
更
に
、

お
祖
師
様

と
日
弁
大
正
師
の
御
威
光
と
お

題
目
の
力
を
頂
戴
し
た
事
を
確

信
し
、

先
生
方
に
見
守
ら
れ
な

が
ら
鷲
山
寺
を
後
に
し
た
。

九
月

一
日
に
自
宅
を
発
つ
時

に
膨
ら
み
か
け
て
い
た
稲
穂
も
、

帰
宅
す
る
と
垂
れ
か
け
て
い
た
。

在
家
出
身
で
あ
る
が

哀
思
発
起

し
て
真
剣
に
仏
門
に
飛
び
込
ん

だ
私
に
フ
こ
う
で
あ
り
な
さ
い

よ
」
と
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
か

に
思
え
た
。

受
講
の
お
陰
で
私
の

頭
も
少
し
は
垂
れ
た
か
な
と
感

じ
、

法
華
宗
で
良
か
っ
た
と
思
い

ま
し
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
一
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法
華
宗
青
年
伝
道
隊
の
新
規

隊
員
を
養
成
す
る
錬
成
で
は

「人
前
で
堂
々
と
自
分
の
考
え
を

話
す
」
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
主

な
目
標
に
訓
練
が
繰
り
返
さ
れ

る
。

堂
内
で
の
法
話
・街
頭
で
の

説
法

・伝
道
車
を
走
ら
せ
な
が

ら
の
街
宣
。

み
な
話
す
技
術
が
違

築
醜
醒
明
納
薄磁
！

も
の
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
．

交議翻赫帥締郁肺鞠辞的帥

道
隊
の
錬
成
も
終
わ
り
に
近
づ

い
た
頃
、

錬
成
の
道
場
と
な
っ
た

大
本
山
本
紙
寺
様
か
ら
街
頭
唱

題
行
を
し
な
が
ら
こ
こ
に
到
着

し
た
候
補
生
た
ち
は
、

整
然
と

交
差
点
の
四
隅
に
分
か
れ
た
。

ま

わ
り
は
ど
こ
を
見
渡
し
て
も
人
，

人
・人
。

そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ

は
旗
持
ち
、

教
銃
配
り
、

そ
し
て

説
法
を
順
に
務
め
る
。

通
行
人
た

ち
は
私
た
ち
の
前
を
忙
し
そ
う
に

通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
。話

を
聞
い
て

く
れ
る
人
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
な

い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、迷

惑
そ
う
な

ン
ド
マ
イ
ク
を
受
け
取
っ
て
所
定

の
位
置
に
立
っ
た
。

頭
の
中
が
莫
っ
白
に
な
る
。自

分
で
い
っ
た
い
何
を
し
ゃ
べ
っ
て

い
る
の
か
分
か
ら
な
い
。

と
に
か

く
、

「大
き
な
声
で
八
キ
八
キ
話

す
こ
と
」
、

「間
を
充
分
に
取
る
こ

と
」
、

こ
の
二
点
に
気
力
を
集
中

し
た
。時

間
に
す
る
と
た
か
だ
か

五
、

一人
分
く
ら
い
だ
つ
た
よ
う
に

国
官
つ
。

「ふ
―
っ
。終

わ
っ
た
」

全
員
の
実
習
が
終
わ
っ
て
、

太

鼓
を
叩
き
な
が
ら
の
帰
り
道
、

「自
分
は
鎌
倉
の
街
頭
で
日
蓮
聖

人
が
さ
れ
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
を

や
っ
た
ん
だ
」
と
い
う
大
そ
れ
た

充
足
感
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。

こ
の
貴
重
な
経
験
が
、

そ
の
後

の
私
の
伝
道
隊
員
と
し
て
、

ま
た

僧
侶
と
し
て
法
話
を
す
る
時
の

大
き
な
自
信
と
な
っ
て
い
る
。

す

べ
て
の
隊
員
が
多
か
れ
少
な
か

れ
同
じ
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の

法
華
由埜
円
年
伝
道
隊

運
営
委
員
長

斎
藤
　
舜
胎

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　

　
　
一

法
華
宗
青
年
伝
道
隊
伯
≡
」

の
よ
う
な
訓
練
を
積
ん
だ
青
年

僧
た
ち
が
今
日
も
全
国
に
布
教

活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

こ
の
度
、伝

道
隊
の
活
動
を
更

に
強
化
す
る
た
め
、

千
葉
県
茂

原
市
の
大
本
山
鷲
山
寺
様
を
道

場
に
、

一二
月
六
日
よ
り
四
泊
五

日
の
日
程
で
第
八
期
生
の
錬
成

を
行
い
ま
す
。

鷲
山
寺
様
、

並
び

に
関
係
者
の
皆
様
に
は
何
か
と

お
世
話
に
な
る
こ
と
と
存
じ
ま

す
が
、ど

う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

軸蝶一打“中″葬・基．

き
継
選
ま
し
た
示
観
泰
宏

で
す
。

こ
の
度
の
錬
成
で
第
八

期
生
の
フ
レ
ッシ
ュな
隊！！事

た
ち
が
増
員
さ
れ
、

全
国

に
活
発
な
布
教
活
動
を
展

一
一
後
援
会
は
隊
員
の
み
な

さ
ん
の
活
動
を
今
後
ま
す

！ｔ
ｉ▼
支
援
し
て
ゆ
く
つ
も

り
で
す
。

鵡
韓蜘銘離諜
脱詢硫

「法華宗信報」読者のみなさんの

ご協力をお願いいたします。

. 郵 便据替El座番号■■

01110-0-59111
1口座名    ‐

法華宗青年伝道隊後援会
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韓
鐘

の

ぱ
総

《|よじめに》
写経は、法華経に説かれて

いる「五種法師」(受持 ・読 ・

言高・解説・書写)の書写行にあ

たる大変ありがたい修行の

一つです。我々法華宗信徒に

とつては、題目口唱が最も大

切な正行となりますが、さら

に助行として書写行をする

ことで、よリー層に信行を深

めることになります。

《心得・作法》
○写経に使う道具 (孫田筆・下

敷き・文鎮・視・墨)を用意

しましょう。

○写経をはじめる前に部屋

を掃除し、仏間のある家で

は仏間で、なければ気持ち

の落ち着く部屋を選び、室

内を清めてお香をたき し

め、こ自身の身を整えま

しょう。

①なるべく硯で墨をすり、マ

スク等にて息がお経文に

かからなしヽようにして、塗

香を手に塗り、心を落ち着

かせましょう。

①合掌 してお題目を唱えて

から始めましょう。

①日蓮大聖人は「堂堂の文字

は我等が目には黒き文字

と見え候へども、佛の御眼

には一―に皆御佛なり。」

と往l指南されております。

一字一字が仏さまですか

ら、丁寧に心を込めて書き

ましょう。

①最後に写経の目的である

願文(△△家先祖代々追善

供養、当病平癒祈願、安産

祈願、受験合格祈願など)

と書写の年月日、願主 (氏

名 拝 写)を記入 しましょ

う。

①含掌礼拝して、お題目を唱

えて終わります。

①妙法蓮華経法師品に「経典

を受持 し解説すると共に、

これを書写すれば、よく大

願を成就する」とあります

ように、書写行は大変功徳

のある修行です。書き終え

た経文は法華宗の各御本

山及び、寺院・教会に納経

し、お題 目を唱えま しょ

う。

①以上は、あくまで基本的な

方法です。あまりこだわら

す写経の心を生かした、自

分のできるところから始

めてみてください。御家族

をはじめ、お知り合いにも

お勧めいただき、一緒に書

写行に励み共に功徳をお

積みください。

※納経に関してのこ注意

納経する際は、事前に連絡しその方法を確認してくださしヽ。

なお、「法華宗教化センター」にても納経を受け付けており

ますのでお問い合わせ下さい。

お問しヽ合わせ先

〒103口0013東 京都中央区霞本橋人形町2‐19,1

法華宗宗務院内「法華宗教1ヒセンター」宛

電話03・5611413055

rr4孝マ4 紳々 0



「法幸宗写径御手本集」頒布

今宗門では僧俗を挙げて

「苦薩行の実践」を推進し、各

御本山では奉讃事業を展開

しております。法華宗教化セ

ンターでは、この度「法華宗

写経御手本集」を頒布いたす

こととなりました。この良き

機会にぜひ慶讃納経をお勧

めいたします。

私達が日々お唱えしてい

る法華経には信仰上、写経に

よる功徳が随所に強調され

ております。

法華経の修行には次の五

種類が有ります。

①受持… 法華経を聞き、信じ

て日々の生活に信

仰心をもつこと

②読… …法華経を見て経文

を読むこと

③調… …法華経を暗記して

声に出して読むこと

④解説… 法票経を理解し、他

の人に説くこと

⑤書写…法華経を書き写す

こと

これら五種行のうち書写

行が写経です。法華経は一文

字一文字が仏様そのもので

ありますから、心をこめて拝

写することで信心を増進す

る手助けとなる修行です。

写経は法華経を書き写す

ことで自然に読誦します。根

気よく姿勢を保つことで受

持します。仏様そのままをい

ただくのですからよく解説

することができます。

現代のように、めまぐるし

く移り変わる世の中では、生

活の中で気持ちを落ち着か

せて、心を解放する時間を持

つことは難しいようです。

しか し法華経 の文字 を

追つていると不思議に心が

落ち着き、文字に集中して何

事にもとらわれない自分に

気付かされます。これこそ法

華経の功徳なのです。

私達が行う写経は、南無妙

法蓮華経のお題目を何回も

拝写するものと、法華経二十

八品の中、特に従地涌出品第

十五から嘱累品第二十二ま

法華宗教化センター所長 吉 崎  長 生

での本門八品、すべての経典

の肝心となる部分を拝写す

ることが大切です。これに

よつて、こ先祖様の追善供養

とともに自らの罪障消滅を

し、家内安全、子孫繁栄等の

功徳をいただけるのです。こ

の度のセットは「方便品第二」

「如来寿量品第十六」「如来神
りゃくさんぼん

力品第二十一」の略三品で

す。どうぞ、この機会に法華

経信行の肝心である書写行

つまり写経をし、信心増進に

役立ててください。

0法 孝マヤ紳



肝唯一の方法」
言薩行研究所長

原井 薬

アメリカの住宅金融(サブプ

ライムローン)問題が全世界に

激震を与え、日本の株式も乱

降下、多大の富が消えてしま

いました。世界各国首脳もこの

危機を食い止めようと躍起で

すが、速効の妙案はなかなか

出て参りません。

右肩上がりを前提とする経

済政策が問われてしヽますが、

利益の追求が過ぎて、パブル

の破綻がくることは確かです。

「危機」という文字が新間にも

本にも踊つているのは、誰しも

気づく事です。

しかし、誰しも「何とかなる

だろう」「誰かが何とかするだ

ろう」と思つています。でも、何

とかなりません。誰も何とかで

きません。

誰しも「危機」と思いながら、

なぜ地獄に堕ちてゆかなけれ

ばならないのでしょうか。

それは自分だけは利益を得

よう。自分だけは地獄へ堕ちた

くない。その心です。

芥川龍之介の『クモの糸』に

出てくる「カンダタ」という人

物。自分だけが地獄から逃れ

ようと、お釈迦様が極楽から降

ろして下さつたクモの糸をよじ

登りました。生涯の中で一匹の

クモを踏み殺すのを止め、命

を助けたという、たった一つの

よい事をした罪人をお釈迦様

|よ救おうとされたのです。

しかし、同じく地獄から逃れ

ようとして、その同じクモの糸

になiら下がつてくる多くの罪人

たちがいます。

自分のために、他を蹴落と

そうとするカンダタの心の貧

しさのため、クモの糸は切れて

しまいました。カンダタは罪人

と共々また地獄へ堕ちて行き

ました。

政・官・業界の方々もカンダ

タ様が多いの|よ、毎 日のエュ

ースが伝えています。

地球上にある物のエネルギ

ーの総和は、熱力学の法則に

よれば一定です。利益を一人

じめしようとする者が多けれ

ば、一方で苦しむ人が増大す

るのです。飽くなき利益の追

求は市場経済原理であつてそ

の陰で、必す誰かが泣いてい

ます。苦薩行とは相反する原

理です。

ただ、世の中は物のみが支

配しているのではありません。

苦薩行は利益を得たら他に施

す心です。他に供養する心が

地獄から救われる唯一の方法

です。人々の住処である国で

は、世法によつて物事が動かさ

れております。

日蓮大聖人は「人々の生活

の、世法の上に仏法を立てよ」

と叫ばれました。他の宗祖は仏

法を個人の問題、心の問題と

して、世法を問いませんでし

た。

我々は実生活と仏法を切り

離せないのです。実生活その

もの、人々の住処そのものを

悪化から改善してゆかなけれ

ば意味がないからです。

宗祖はこ自身で「世法をもつ

て論すれば日本一貧しい者で

あるが、仏法をもって論すれば

世界一富める者なり」と申され

ました。宗祖は聖人ですから物

の貧しさは物ともされません

が、私達は、実生活の中で何を

幸せとするのかが問われてい

るのです。即ち「信仰の寸心を

改めて実乗の一善に帰せよ」

先す自分が変わらなければ、

危機の世の中は変わりませ

ん。実践する苦薩行それ自体

が、唯―の方法なのです。
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