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『中
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村
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かおる

講
こう

話
わ

集
しゅう

全５巻』

『正
しょう

信
しん

偈
げ

62 講』

『出
で

会
あ

いそして別
わか

れのいのち』

第回 36 真宗大谷派大阪教区同朋大会記念講演録

ー現代人のための親鸞入門

④「いのちの確かめ」

　　－いのちの確かめ

　　－女人往生

⑤「響き合ういのち」

　　－金子みすゞとお念仏

　　－宮沢賢治とお念仏

中村薫師の講演録、法蔵館より発刊。

１９９８年１月 30 日第１刷発行。

①「いのちを差別するもの」

　　－人間解放への道

　　－青少年といじめ

②「自然のいのち」

　　ー自然のことわり

　　－いのちは誰のものか

③「いのちの宗教」

　　－真実の宗教

　　－蓮如上人と現代

本書は、もともと真宗大谷派高山教区の「ひだご坊」という新聞に、毎月

１回５年間ほどかけて掲載したものです。編集子の方からの要望は、『正

信偈』を現代に問う意味で、社会問題を含めて先生の自由な発想を含めて

書いてほしいということでした。( あとがきより )

本書は２００５年５月 29 日に第 36 回真宗大谷派大阪教区同朋大会に

おいて、中村薫氏 ( 同朋大学教授 ) が「出会いそして別れのいのち」と

いう講題でお話しされたものを加筆訂正いただいたもの。( あとがきより )
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ー
『
ー
『
歎歎た

ん

異異に

抄抄
し
ょ
う

』
ー
』
ー

　
こ
れ
は
『
歎た

ん

異に

抄し
ょ
う

第
16
章
』
の

「
一い

っ

向こ
う

専せ
ん

修じ
ゅ

の
ひ
と
に
お
い
て
は
、

回え

心し
ん

と
い
う
こ
と
た
だ
ひ
と
た
び

あ
る
べ
し
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

回
心
と
は
、「
自
己
の
不ふ

信し
ん

の
心し

ん

に
気
付
き
、
宗
教
の
世
界
に
向

か
っ
て
目
が
開
か
れ
る
こ
と
」
で

あ
り
、
特
に
浄じ

ょ
う

土ど

教き
ょ
う

で
は
、「
自じ

力り
き

の
心し

ん

を
ひ
る
が
え
し
て
、
本ほ

ん

願が
ん

他た

力り
き

に
帰き

す
る
こ
と
」
を
い
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
自
力
の
心
で
は
阿

弥
陀
仏
を
信
じ
ら
れ
な
い
、
と
い

う
気
付
き
に
よ
っ
て
ひ
る
が
え

り
、
阿
弥
陀
仏
の
摂せ

っ

取し
ゅ

不ふ

捨し
ゃ

の
本

願
他
力
の
世
界
に
向
か
っ
て
目
が

開
か
れ
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
か

と
思
い
ま
す
。

　
次
の
よ
う
な
心
理
学
者
の
言
葉

が
あ
り
ま
す
。「
究き

ゅ
う
き
ょ
く
て
き

極
的
な
自じ

己こ

受じ
ゅ

容よ
う

と
は
、生
き
て
い
る
だ
け
で
、

存
在
し
て
い
る
だ
け
で
価
値
が
あ

る
。
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
己

評
価
よ
り
も
も
っ
と
深
い
も
の
で

す
。
そ
れ
は
、
理
性
を
超
え
、
道

徳
を
超
え
た
自
己
肯こ

う

定て
い

感か
ん

な
の

で
す
。( 

ナ
サ
ニ
エ
ル
・
ブ
ラ
ン

デ
ン)

」
こ
こ
に
、
阿
弥
陀
仏
の

摂
取
不
捨
の
心
の
表
現
を
感
じ
ま

す
。
し
か
し
、
著
書
の
中
で
は
こ

の
一
文
以
外
、
徹
底
し
て
自
己
評

価
を
高
め
る
方
法
と
訓
練
を
奨
め

て
い
ま
す
。
私
は
そ
ち
ら
の
方
に

心
惹
か
れ
、
そ
の
自
力
の
行
に

よ
っ
て
善
い
人
間
と
な
り
、
助
か

り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
私
は
、
阿
弥
陀
仏
の
摂

取
不
捨
の
誓せ

い

願が
ん

を
前
に
し
て
頷
け

ず
に
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
同
章

の
中
で
は
、「
や
は
り
善ぜ

ん

人に
ん

だ
け

を
救
う
の
だ
ろ
う
と
思
う
か
ら
、

他
力
に
お
ま
か
せ
す
る
心
が
欠
け

る
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

こ
そ
が
頷
け
な
い
私
の
心
の
正

体
、自
力
の
執し

ゅ
う

心し
ん

な
の
で
し
ょ
う
。

　
改
め
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
本

願
を
信
じ
て
一
筋
に
念
仏
す
る
人

に
と
っ
て
の
回
心
と
は
、
そ
の
た

び
そ
の
た
び
、
悔
い
改
め
て
善
人

に
な
ろ
う
と
し
て
生
き
る
、
そ
う

い
う
私
た
ち
の
自
力
の
執
心
が
ひ

る
が
え
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
藤
沢
政
至
）
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ょ
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邦ほ
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帰
し
た
ま
い
き
。

　

30
年
以
上
前
だ
ろ
う
か
、

自
坊
の
報ほ

う

恩お
ん

講こ
う

に
松ま

つ

井い

恵え

光こ
う

先
生
が
ご
法
話
に
来
ら
れ
て

い
た
。
ど
ん
な
お
話
だ
っ
た

か
は
覚
え
て
い
な
い
の
だ

が
、
法
話
の
中
で
「
う
ち
の
家か

内な
い

が
な
ぁ
、
お
寺
の
近
く
で

カ
ラ
ス
が
鳴
く
と
な
ぁ
、『
お

父
さ
ん
カ
ラ
ス
鳴
い
て
る

わ
ぁ
、
ま
た
お
葬
式
や
で
』
っ

て
、
こ
ん
な
こ
と
言
い
よ
り

ま
ん
ね
ん
で
ぇ
」
と
、
柔
ら

か
な
河か

わ

ち内
弁べ

ん

で
語
り
、
参さ

ん

詣け
い

者し
ゃ

を
ド
ッ
と
沸わ

か
せ
た
。
そ

し
て
こ
う
言
葉
を
続
け
ら
れ

た
「
自
分
が
死
ぬ
と
も
知
ら

ん
と
な
ぁ
」
ま
た

ド
ッ
と
沸
く
。
し
か

し
そ
の
後
ド
キ
ッ
と

す
る
。
そ
う
な
の
で

す
、
カ
ラ
ス
が
鳴
い

て
誰
か
死
ぬ
と
い
う

の
も
お
か
し
な
話
で

す
が
、
そ
ん
な
時
に

死
ぬ
の
は
い
つ
も
自
分
以
外

の
人
だ
と
思
っ
て
い
る
の
が

私
た
ち
の
常
な
の
で
す
。

　

親し
ん

鸞ら
ん

聖
し
ょ
う

人に
ん

が
ご
和わ

讃さ
ん

で

「
外げ

儀ぎ

は
仏
教
の
す
が
た
に

て
内な

い

心し
ん

外げ

道ど
う

を
帰き

敬
き
ょ
う

せ
り
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
外
道
の
特
徴
は
吉き

っ

凶
き
ょ
う

禍か

福ふ
く

に
迷
う
こ
と
で
す
。
い
つ
の

時
代
に
お
い
て
も
、
息そ

く

災さ
い

延え
ん

命め
い

を
願
わ
な
い
人
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
災
い
が
止
み
、
寿

命
が
延
び
る
こ
と
が
吉
で
あ

り
。
そ
の
反
対
に
災
い
が
続

き
、
寿
命
が
終
わ
っ
て
ゆ
く

こ
と
が
凶
な
の
で
す
。
だ
か

ら
外
道
が
最
終
的
に
求
め
る

も
の
は
不ふ

老ろ
う

長
ち
ょ
う

寿じ
ゅ

な
の
で

す
。
そ
し
て
そ
の
不
老
長
寿

こ
そ
が
曇ど

ん

鸞ら
ん

大だ
い

師し

が
握
り
締

め
た
仙せ

ん

経
ぎ
ょ
う

の
中
身
で
す
。
そ

れ
は
現
代
の
私
た
ち
に
も

「
死
ん
だ
ら
終
わ
り
」
「
生
き

て
い
る
内
が
花
」
と
、
長
生

き
を
願
う
こ
と
と
し
て
続
い

て
い
ま
す
。
「
人
生
１
０
０

年
時
代
に
向
け
て
」
と
厚

労
省
も
唱
っ
て
い
ま
す
が
、

日
本
に
は
１
０
０
歳
以
上

の
人
が
既
に
６
万
人
以
上
。

２
０
５
０
年
に
は
１
０
０
万

人
を
突
破
す
る
見
込
み
だ
そ

う
で
す
。
不
老
不
死
な
ど
あ

り
得
な
い
の
は
百
も
承
知
の

は
ず
で
す
が
、
何
か
「
死
な

な
い
生
き
方
」
を
模も

索さ
く

し
て

い
る
私
た
ち
の
姿
が
そ
こ
に

あ
り
ま
す
。

　

か
つ
て
信の

ぶ

国く
に

淳
あ
つ
し

先
生
は

「
汝

な
ん
じ

、
無む

量
り
ょ
う

寿じ
ゅ

に
帰
れ
。
無

量
寿
に
帰
っ
て
、
無
量
寿
を

生
き
よ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ

ま
し
た
。
そ
れ
は
菩ぼ

提だ
い

流る

支し

が
、
仙
経
を
握
り
締
め
て
い

の
ち
を
私
有
化
し
て
い
る
曇

鸞
大
師
に
、
「
百
年
生
き
て

も
、
必
ず
死
ぬ
い
の
ち
で
は

な
い
か
。
そ
の
迷
い
を
超
え

る
道
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
無

量
寿
の
教
え
を
示
さ
れ
た
こ

と
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
浄

土
の
教
え
を
授
か
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
な
に
か
新
し
い

も
の
を
受
け
取
っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
。
そ
れ
ま
で

握
り
締
め
て
い
た
息
災
延
命

の
願
い
を
棄
て
て
、
本
来
の

い
の
ち
へ
帰
っ
て
行
く
と
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　

（
廣
瀨　

俊
）
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も
し
も
し
相
談

法法ほ
う
ほ
う

名名
み
ょ
う

み
ょ
う

軸軸じ
く
じ
く

とと
過過かか

去去ここ

帳帳
ち
ょ
う

ち
ょ
う

ど
ち
ら
が
正
式
？

ど
ち
ら
が
正
式
？

（
過か

去こ

帳
ち
ょ
う

）
を
置
く
か
、
法ほ

う

名
み
ょ
う

軸じ
く

を
お
掛
け
し
て
お
勤
め
し

ま
す
。

　

法
名
記
・
法
名
軸
に
は
戒か

い

名
み
ょ
う

で
は
な
く
、
法
名
を
記
入

し
ま
す
。
一
般
的
に
は
「
ど

ち
ら
で
も
同
じ
だ
」
と
思
わ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
戒

名
は
出

し
ゅ
っ

家け

し
、
戒か

い

律り
つ

を
守
り
、

厳
し
い
修し

ゅ

行
ぎ
ょ
う

を
さ
れ
た
方
に

与
え
ら
れ
る
名
で
す
。
法
名

は
、
出
家
や
修
行
を
し
な
く

て
も
、
誰
で
も
い
た
だ
け
ま

す
。
法
名
は
始
め
に
「
釋

し
ゃ
く

」

と
い
う
字
が
つ
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
仏ぶ

つ

弟で

子し

で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
大
切
な

人
生
に
お
い
て
念
仏
の
教
え

を
依よ

り
処

ど
こ
ろ

と
し
て
生
き
て
い

く
証
で
も
あ
り
ま
す
。

　

四
十
八
歳
の
貴
方
が
法
名

の
こ
と
に
関
心
を
懐い

だ

か
れ
た

の
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
亡
く

な
ら
れ
た
お
父
様
の
ご
催さ

い

促そ
く

か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
法
名

の
こ
と
を
通
し
て
貴
方
に
「
お

前
も
浄

じ
ょ
う

土ど

真し
ん

宗
し
ゅ
う

の
教
え
を
聴

ち
ょ
う

聞も
ん

し
、
大
切
な
人
生
を
歩
ん

で
欲
し
い
」
と
願
っ
て
お
ら

れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

筆
者
は
今
年
の
八
月
で

七
十
四
歳
に
な
っ
た
老
人
で

す
。
娘
三
人
と
五
人
の
孫
を

頂
き
ま
し
た
。
彼
等
に
も
、

親し
ん

鸞ら
ん

聖
し
ょ
う

人に
ん

の
南な

無む

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

の
教
え
に
出で

遇あ

っ
て
欲
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
貴
方
の

お
父
様
も
、
私
の
亡
く
な
っ

た
父
母
も
共
に
諸し

ょ

仏ぶ
つ

と
な
っ

て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
讃さ

ん

嘆だ
ん

し
、
念
仏
を
称
え
る
こ
と
を

勧
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。

　

貴
方
の
質
問
に
対
す
る
答

え
は
、「
法
名
記
（
過
去
帳
）

で
も
法
名
軸
で
も
ど
ち
ら
で

も
正
式
で
す
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
し
て
、
御ご

命め
い

日に
ち

に

法
名
軸
を
掛
け
る
か
、
法
名

記
を
開
く
か
し
て
、
南
無
阿

弥
陀
仏
と
念
仏
す
る
生
活
を

始
め
ら
れ
る
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。
儀ぎ

式し
き

や
荘

し
ょ
う

厳ご
ん

は
心

の
表
現
で
あ
り
、
真
実
に
気

付
く
た
め
の
方ほ

う

便べ
ん

な
の
で
す
。

真
実
に
出
遇
う
に
は
、
縁
・
時
・

機
が
熟

じ
ゅ
く

さ
な
け
れ
ば
自
分
の

ち
か
ら
で
は
ど
う
に
も
な
り

ま
せ
ん
。
今
回
の
貴
方
の
問

い
は
、
縁
と
時
が
熟
し
た
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

ま
だ
機
が
熟
し
た
と
は
い
え

ま
せ
ん
。
機
と
は
人
間
の
こ

と
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
こ

と
で
す
。
貴
方
が
「
心
の
奥

深
く
に
求
め
て
い
る
こ
と
」

に
気
付
か
れ
る
こ
と
を
機
が

熟
す
と
い
う
の
で
す
。

　
　
　
　
　

（
安
城　

正
人
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
日
ご
住

じ
ゅ
う

職
し
ょ
く

さ
ん
に
、

父
の
位い

牌は
い

を
作
る
相
談

を
し
た
ら
、
法
名
は
「
お
軸じ

く

」
に

し
て
仏ぶ

つ

壇だ
ん

の
側
面
に
掛
け
る
よ
う

に
言
わ
れ
ま
し
た
。
友
人
は
「
過か

去こ

帳
ち
ょ
う

」
に
記
入
す
る
よ
う
に
と
、

手
次
の
住
職
さ
ん
に
言
わ
れ
た
そ

う
で
す
。
で
き
る
だ
け
正
式
に
し

て
あ
げ
た
い
の
で
す
が
、
ど
う
し

た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　

（
48
歳
・
男
性
）

面
に
本ほ

ん

尊ぞ
ん

を
掛
け
、
位い

牌は
い

を

安あ
ん

置ち

し
、
先せ

ん

祖ぞ

供く

養よ
う

を
し
て

い
ま
す
。
真し

ん

宗
し
ゅ
う

門も
ん

徒と

は
、
お

内な
い

仏ぶ
つ

の
中
心
に
本
尊
（
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

）
を
掛
け
、
法ほ

う

名
み
ょ
う

記き

　

一
般
的
に
仏ぶ

っ

教
き
ょ
う

徒と

は
、
仏ぶ

つ

壇だ
ん

の
正
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グ
ッ
デ
ィ
ラ
は

病
や
ま
い

の
母は

は

の
た
め

琵び

わ琶
を
練れ

ん
し
ゅ
う習

し
…

つ
い
に
は

国く
に

一い
ち
ば
ん番

の
楽が

く

師し

と

な
り
ま
し
た

グ
ッ
デ
ィ
ラ
は

母は
は
お
や親

の
た
め
に

琵び

わ琶
を
弾ひ

か
な
く

な
り
ま
し
た

や
が
て
母は

は

は

亡な

く
な
り
ー

慢ま
ん
し
ん心

な
き

音ね

色い
ろ

は

澄す

み
切き

っ
て

優や
さ

し
い

仏ぶ
つ

の
教お

し

え
の

よ
うそ

の
音ね

色い
ろ

は

都
み
や
こ

中
じ
ゅ
う

に

響ひ
び

き
渡わ

た

り
ま
し
た

ど
う
だ
い
？

母か
あ

さ
ん

前ま
え

の
方ほ

う

が

良よ

か
っ
た
よ

思お
も

い
出だ

し
た
よ

母か
あ

さ
ん
…

母か
あ

さ
ん
…

聞き

い
て
ほ
し
い

今い
ま

の
音ね

色い
ろ

は
ま
る
で

自じ

慢ま

ん

し
て
い
る
よ
う
だ

あ
な
た
に

喜
よ
ろ
こ

ん
で
ほ
し
い
か
ら

琵び

わ琶
を
始は

じ

め
た
こ
と
を
…

分わ

か
っ
て
な
い
な
ー

僕ぼ
く

の
琵び

わ琶
は

国く

に

一い
ち

ば
ん番

だ
ぜ
！

始は
じ

め
た

キ
ッ
カ
ケ
は
？

お
母か

あ

さ
ん
が

ほ
め
て
く
れ
た

か
ら

楽
が く

師
し

グッディラ
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仏典ﾏﾝｶﾞ・仏さまのおしえ
絵 ： 小川ゆきえ 〈182〉
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