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～和合～  
 第 5 0 号 に て 極 楽 往 生 に は 杖 と 和 合 が 大 事 で あ る 事 が 分 か り ま し た 。

皆 様 が 感 じ 取 ら れ た 和 合 は 多 分 家 族 が 仲 良 く 平 和 に 暮 ら せ る 様 に 努 力

す る 事 だ と 理 解 さ れ た と 思 い ま す 。そ れ は そ れ で 良 い の で す が あ く ま で

そ れ は 基 礎 で あ り ま す 。 で す か ら 、 つ づ い て 和 合 を 目 的 と し た 布 施 行 に

精 進 し て ほ し い の で す 。 で は 一 口 に 精 進 と 言 っ て も 色 々 あ り ま す の で 、

こ こ で は 五 つ の 精 進 に つ い て 説 明 し ま す 。               

父 母 孝 養 の 爲 ： 子 が 親 （ 含 、 先 祖 ） に 対 し 孝 養 を つ く せ ば 良 し 。

観 経 に 父 母 に 教 養 し 、世 の 仁 慈 を 行 え と あ り ま す 。                  

功 徳 善 根 の 爲 ： 佛 、 法 、 僧 の 三 宝 を 敬 う 事 が 福 徳 円 満 を 導 く 。         

国 土 豊 饒
ほうじょう

の 爲：聖 徳 太 子 、1 7 条 の 憲 法 、第 1 条 に 和 を 以 っ て 貴 し 。

と あ る 如 く 、 國 の 栄 え を 願 っ て 行 動 を す る 。         

一 切 衆 生 の 爲： 生 ま れ た 人 す べ て 佛 と な る 本 性 を も っ て い る 故 に 、

お 互 い 間 違 い の 無 い 様 に 仏 道 を 進 む 事 。           

無 上 菩 提 の 爲 ： 煩 悩 も 消 え 、 迷 い も 消 え 、 澄 み わ た る 心 身 に も っ

て い く こ と 、 最 高 の 悟 り の 事 で す 。             

こ の 五 つ を 修 め る 事 は 低 学 年 か ら 必 要 で す 。例 え ば 、良 か れ と 思 い 注 意

す れ ば 悲 惨 な め に 遭 わ れ る 方 が た く さ ん み え ま す 。 こ れ は 共 同 生 活 の

倫 理 が 失 わ れ た 結 果 で あ り 、 個 の 尊 重 が 招 い た 他 へ の 無 関 心 、 Ｊ .Ｒ 西

日 本 の 会 社 組 織 と 同 じ で す 。 今 や 、 大 人 .子 供 の 区 別 な く 和 合 共 生 の 生

活 と は 何 た る か を 教 え 実 践 さ せ な く て は 亡 国 の 道 を 歩 く 事 に な り そ う

で す 。 で す か ら 一 日 も 早 く も っ て 生 ま れ た 佛 性 を そ だ て る 環 境 を 作 る

の が 責 務 と い う 事 に な り ま す 。      善入院油掛地藏尊         


