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 浄土真宗は「ダメ人間」のための教えだと言われている。自分は「ダメ人間だ」と心から頭が下が

らなければ、暗闇の世界から抜け出すことはできないという教えでもある。そういう意味合いからす

れば、真宗門徒として生きるということは「どうすれば偉い人になれるのか」ではなく、「どうすれば

ダメ人間を自覚できるか」ということが最大の課題ともなってくるのだ。 

 頭を「下げる」ではなく、「下がる」ということは文句なしの懺悔でもあることから、そこには利害

から生じてくる形式化された思いではない。ただ心からの頷きの表出としての「下がる」ということ

になるのである。「俺が、俺が」の生き方には、「下がる」という自覚が促されてくることはないとい

うことであろう。 

私たちは「下がる」ご縁の日常を生きていながらも、阿弥陀如来の光によって常に照らしだされて

いる真実の姿に目覚めさせていただくことはなかなかできないものだ。それは凡夫の身であること

の悲しさなのだろうが、だからこそ如来の凡夫を憐れ続けて下さっているお慈悲におすがりするほ

かないのであろう。 

「自力から他力へ」、「生きているから生かされているへ」さらには「生かして、生かされて、生きて

いるへ」の自覚を深め、感謝の人生を歩もうではないか。 

 

お
盆
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て 
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Ｓ 

 

昔
、日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
の
家
庭
に
お
仏
壇
が
あ
っ
て
、子
供
た
ち 

は
祖
父
や
祖
母
や
、両
親
が
日
常
的
に
お
参
り
し
て
い
る
姿
を
見
な 

が
ら
、自
然
と
お
仏
壇
や
お
墓
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ
す
こ
と
を
覚 

え
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
習
慣
の
中
か
ら
、子
供
た
ち
は
命
の
大 

切
さ
や
思
い
や
り
、家
族
の
絆
と
い
う
こ
と
を
自
然
と
身
に
着
け
て 

い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

し
か
し
、戦
後
の
高
度
成
長
と
と
も
に
人
々
は
仕
事
を
求
め
て
都
会 

に
出
か
け
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
家
族
が
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
、
次
第
に
か
つ
て

の
日
常
は
失
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
手
を
合
わ
す
機
会
は
め
っ
き
り
無
く
な
り
、
お
参
り
す

る
意
味
が
見
い
だ
せ
な
く
な
っ
た
大
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
た
同
時
に
親
殺
し
や
い
じ
め
、自
殺
と
い
っ
た
社
会
問
題
も
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
る
よ
う
に
も
な
り
、
食
べ
物
や
生
き
物
の
命
を
粗
末
に
し
、
自
分
の
利
益
ば
か
り
を
優
先

し
て
他
人
へ
の
思
い
や
り
が
で
き
な
い
人
間
が
多
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。 

 

今
や
世
界
か
ら
真
面
目
で
礼
儀
正
し
く
優
し
い
と
称
賛
さ
れ
た
国
民
性
は
失
わ
れ
つ
つ

あ
り
ま
す
。 

 

私
は
常
々
思
う
の
で
す
。
子
供
を
良
い
子
に
育
て
た
け
れ
ば
手
を
合
わ
せ
る
子
に
育
て
れ

ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
こ
に
は
何
の
言
葉
も
必
要
が
な
い
。
た
だ
大
人
の
姿
を
見
せ

る
こ
と
の
大
切
さ
を
思
う
ば
か
り
で
す
。 

 

今
年
も
お
盆
の
頃
と
な
り
ま
し
た
。
平
生
は
散
り
散
り
と
な
っ
て
い
た
家
族
も
、
お
盆
を
ご

縁
と
し
て
心
を
一
つ
に
し
、
今
あ
る
「
い
の
ち
」
の
不
思
議
さ
と
尊
さ
に
思
い
を
致
し
て
い
た

だ
け
た
ら
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
家
族
一
人
ひ
と
り
が
「
感
謝
」
に
生
き
る
こ
と
の
大

事
さ
を
確
認
す
る
機
会
に
も
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

先
祖
の
た
め
で
は
な
く
私
の
た
め
に
、
そ
し
て
家
族
の
た
め
に
手
を
合
わ
せ
る
縁
と
し
て

い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
の
で
す
。 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

九
月
二
十
二
日
（秋
分
の
日
）  

お
斎
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
前 

 

九
時
半 

お
勤
め 

 
 

十
時
半 

 
 
 

法
話 

寺
族
に
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
後 

 

十
三
時 

お
勤
め 

 
 

十
三
時
半  

落
語 

 

 

落
語 

笑
福
亭
智
丸
さ
ん
（ 

聞
き
に
来
て
ね
！ 

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

光
受
寺
喫
茶
を
始
め
て
一
か
月
余
り 

 

毎
週
金
曜
日
に
は
聴
風
庵
に
お
い
て
、
お

茶
を
飲
み
な
が
ら
の
歓
談
会
を
行
っ
て
い
ま

す
。 今

ま
で
の
と
こ
ろ
、
平
均
４
名
ほ
ど
の
方
が

来
寺
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

光
受
寺
と
は
今
ま
で
に
ご
縁
の
な
か
っ
た

方
々
も
４
名
ほ
ど
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し

た
。 あ

り
が
た
い
こ
と
で
す
。 

光
受
寺
通
信
が
ほ
し
い
と
言
わ
れ
る
方

や
、
つ
い
先
日
に
は
ポ
ケ
モ
ン
を
探
し
な
が

ら
の
若
者
も
来
て
く
れ
ま
し
た
。
ど
う
や
ら

光
受
寺
は
墨
俣
の
一
夜
城
、
脇
本
陣
と
地
図

上
の
起
点
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
ポ
ケ
モ
ン

捕
獲
の
ア
イ
テ
ム
を
手
に
入
れ
る
場
所
の
よ

う
で
す
。 

た
だ
何
と
な
く
訪
れ
て
い
た
だ
け
る
こ
と

を
期
待
し
て
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

 

昔
で
は
当
た
り
前
に
あ
っ
た
光
景
が

今
で
は
目
に
す
る
こ
と
が
ず
い
ぶ
ん

少
な
く
な
り
ま
し
た
。 

 

「
い
の
ち
」
の
大
切
さ
も
、
働
く
こ
と

の
意
味
も
、
協
力
す
る
こ
と
も
、
優
し

さ
も
、
そ
し
て
感
謝
も
、
そ
の
体
験
を

通
し
て
育
ま
れ
て
い
く
よ
う
で
、こ
れ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

こ
そ
が
お
念
仏
の
相

続
の
姿
な
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
た
こ

と
で
し
た
。  

← 

上 

７月の学習会

のご報告より 
 
７月９日（土） 

１７時～ 

Ｍさん一家の 

家族との 

関わり方 

（孫たちの栽培

体験と祖先祭） 

 

Ｍ
・Ｍ
ご
家
族
は
年
に
何
回
か
は
家
族
そ
ろ
っ

て
「
祖
先
祭
」
と
名
付
け
ら
れ
た
家
族
で
の
行

事
を
執
り
行
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
。 

神
様
と
仏
さ
ま
へ
の
感
謝
の
思
い
を
家
族

全
員
で
表
す
行
事
の
よ
う
だ
。 

導
師
も
交
代
で
行
わ
れ
、家
族
の
絆
の
強
さ

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
た
、
Ｍ
さ
ん
は
孫
た
ち
に
作
物
栽
培
の
体

験
を
通
し
、
豊
か
な
心
の
育
成
を
願
っ
て
お
ら

れ
る
よ
う
で
、
今
回
は
そ
の
長
年
に
わ
た
っ
て

残
さ
れ
た
映
像
を
も
と
に
研
修
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

孫の導師で正信偈を読む 

ジャガイモの収穫作業 

孫たちによる黒豆選別

作業 

孫
た
ち
に
よ
る
お
磨
き
風
景 

九
月
の
学
習
会 

 

第
二
土
曜
日 

十
日 

午
後
七
時
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
時
半 

法
話
と
座
談 

新
聞
原
稿
求
む 

内
容
・・・ど
ん
な
こ
と
で
も
可
。 

責
任
を
も
っ
て
記
事
に
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
。 


