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〈
研

究

論

文

８

〉

イ

エ

ス

の

祈

り

と

念

仏

は

じ

め

に

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
対
比

は
こ

れ
ま
で
数
多
の

人
び
と
に
よ

っ
て
試
み

ら

れ
て
き

た
歴
史

を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
近
年
に
至

っ
て
漸
く
こ
れ
ま
で

の
杜
撰
な
対
比
の
域

を
脱

し
て
、
従
来
な
さ
れ
て
き

た
実
例
の
示

す
数
々
の

欠

陥
を
批
判

的
に
反

省
し
、
是
正

し
た
上

で
、
よ
り

公
正

で
精
密
な
比
較
・

考
察

の
試
み

が
な
さ

れ
る
段
階
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、

人
為

の
も
つ
当
然

の
限
界
と
し
て
、
考
察
者
が
こ
れ
ま
で
ど
ち
ら
の
思
想
の

影

響
を
よ
り

強
く
受

け
て
き
た
か
に
よ
っ
て
考

察
の
基
準
が
異
っ
て
く
る
と

い
う
免

れ
が
た
い
問

題
が
あ
る
。
よ
ほ
ど
両

者
の
思
想
そ
の
も
の
、
乃
至

は

生
成

基
盤

・
背
景

に
通
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
意

義
あ
る
対
比
す
ら
も
為
し

え

な
い
と
思

わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
出
来
う

べ
く

ん
ば
、
こ
れ
ま
で
先
人
の

明
ら

か
に
し
得
た
成
果
の
上

に
立
っ
て
、
一
層
、
深
化

・
発
展
せ
し
め
る
こ

坂
　
東
　
性
　
純

と

が

望

ま

し

い

こ

と

で

あ

る

が

、

個

人

の

能

力

に

は

限

り

が

あ

り

、

そ

の

欠

陥

は

第

三

者

の

具

眼

の

士

の

指

摘

や

是

正

を

待

つ

外

は

あ

る

ま

い

と

思

わ

れ

る

。こ
こ
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
属
す
る
に
は
違
い
な

い

が

、

カ

ト

リ

ッ

ク

や

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

の

流

れ

で

は

な

く

、

正

教

会

、

あ

る

い

は

東

方

教

会

の

呼

称

を

以

て

知

ら

れ

る

流

れ

の

中

に

伝

承

さ

れ

て

き

た

「
イ
エ
ス
の
祈
り
」
、
T
ｈ
ｅ
　
Ｊ
ｅ
ｓ
ｕ
ｓ
　
Ｐ
ｒ
ａ
ｙ
ｅ
ｒ
と
、
浄
土
門
仏
教
に
お
い
て
行

わ

れ

て

い

る

称

名

念

仏

と

の

対

比

で

あ

る

。
「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

は

、

ま

た

。

「

心

の

祈

り

」

Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｐ
ｒ
ａ
ｙ
ｅ
ｒ
　ｏ
ｆ
　ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｈ
ｅ
ａ
ｒ
ｔ

と

も

言

わ

れ

、

キ

リ

ス

ト

教

の

歴

史

の

中

に

お

い

て

発

生

し

た

さ

ま

ざ

ま

な

祈

り

の

中

で

は

、

最

も

単

純

で

最

も

豊

か

な

内

容

を

宿

す

も

の

と

言

わ

れ

る

。

一

般

に

キ

リ

ス

ト

教

と

仏

教

と

・

対

比

に

お

い

て

は

、

仏

教

の

中

で

も

特

に

浄

土

門

の

教

え

が

一

番

近

似

性

を

も

っ

て

い

る

と

言

わ

れ

る

。

ま

た

、

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

は

キ

リ

II

.1.



１　　･･

丶

ス

ト

教

世

界

の

す

べ

て

の

流

派

で

等

し

並

み

に

用

い

ら

れ

て

い

る

も

の

で

は

た

い

と

は

言

え

、

や

は

り

共

通

の

聖

典

た

る

『

聖

書

』

に

そ

の

根

拠

を

も

っ

て

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

て

い

る

。

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

と

称

名

念

仏

は

全

く

あ

い

異

っ

た

要

因

の

よ

う

に

思

わ

れ

る

が

、

そ

れ

ぞ

れ

な

り

の

伝

統

の

宗

教

的

実

践

の

極

ま

り

を

示

す

も

の

と

見

倣

さ

れ

う

る

ふ

し

が

多

々

認

め

ら

れ

る

の

で

、

と

の

両

者

の

異

同

を

吟

味

し

て

み

る

の

も

、

両

教

の

性

格

探

究

の

一

端

と

し

て

、

強

ち

無

意

義

な

試

み

で

は

な

か

ろ

う

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

一

般

に

知

ら

れ

て

い

な

い

幾

つ

か

の

側

面

に

照

明

が

与

え

ら

れ

る

な

ど

し

て

、

両

教

の

対

比

に

新

し

い

素

材

が

提

供

で

き

る

な

ら

ば

、

こ

の

些

や

か

な

試

み

も

、

そ

れ

な

り

の

意

義

を

帯

び

る

こ

と

に

な

ろ

う

。

た

だ

筆

者

は

こ

れ

迄

仏

教

学

の

分

野

に

身

を

置

い

て

き

た

者

で

あ

り

、

キ

リ

ス

ト

教

に

関

す

る

知

識

は

極

め

て

貧

し

く

、

浅

薄

の

譏

り

を

免

れ

な

い

の

で

、

文

中

筆

者

の

犯

す

か

も

知

れ

ぬ

思

わ

ぬ

錯

誤

や

意

味

の

取

り

違

い

な

ど

に

関

し

て

は

、

読

者

諸

賢

の

是

正

と

ご

批

判

を

乞

う

次

第

で

あ

る

。

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

に

つ

い

て

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

と

は

、

ふ

つ

う

そ

の

形

は

英

語

で

は

”
Ｌ

ｏ
ｒ
ｄ

　
Ｊ
ｅ

ｓ
ｕ
ｓ

Ｃ

ｈ
ｒ

ｉｓ
ｔ

，
　
Ｓ
ｏ
ｎ

　
ｏ

ｆ
　
Ｇ

ｏ

ｄ

，
　
ｈ
ａ
ｖ

ｅ

　
m
e

ｒ
ｃ
ｙ

　
ｕ

ｐ
ｏ

ｎ

　
m
e

，
　
ａ

　ｓ

ｉｎ

ｎ

ｅ
ｒ

．
”

（
「

神

の

み

子

・

主

・

イ

エ

ス

ー

キ

リ

ス

ト

よ

、

罪

人

わ

れ

を

憐

れ

み

た

ま

え

」
）

で

あ

る

が

、

時

に

は

、

「

神

の

み

子

」

や

「

罪

人

」

が

省

略

さ

れ

る

場

合

も

あ

り

、

極

端

に

切

り

つ

め

ら

れ

る

場

合

に

は

「

イ

エ

ス

」

の

一

語

の

み

が

残

さ

れ

る

と
い
う
。
ギ
リ
シ
ヤ
語
で
は
、
ふ
つ
う
"
Ｋ
ｙ
ｒ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｌ
ｅ
ｉ
ｓ
ｏ
ｎ
”
　
（
「
主
よ
憐
れ
み

た
ま

え

」
）

が
聊

え

ら

れ
ヽ

こ

れ

が
「

ク

レ

イ

ソ

ン
」
、

遂

に

は
「

ク

レ
ー

ン

ー
」

と

な
り

、

呼

吸

と

共

に

発

せ
ら

れ

る
よ

う

に

簡
略

化

さ
れ

る

と
い

う

。

こ
れ
は
、
称
名
念
仏
で
言
え
ば
、
博
多
の
七
里
恒
順
師
（
１
８
３
５
-
１
９
０
０
）
　
に

嗣
法

さ

れ

た
伊

勢

の

村

田

静

照

和
上

（
１
８
５
５
-
１
９
３
２
）

の

「
ナ

ー
ナ

ー
」

と

い
う

念

仏

を
想

起

せ

し

め

る

。

こ

の
両

者

に

共

通

し

て

言

え

る
こ

と

は

、
言

葉

の
省

略

は

必
ず

し
も

原

意

の

省

略

を
意

味

す

る
も

の

で

は

な

い

こ

と

で

あ

ろ
う

。

つ

ま
り

、
最

も
簡

略

化

さ

れ

た
言

葉

を

称

え

て

い

る

人

で

も

、

そ

の

意
識

内

容

に

お
い

て
は

、
原

の

言

葉
と

そ

の

意

味

が
潜

在

的

に
保

持

さ

れ
て

い

る
と

考

え

ら

れ

う

る
こ

と

で

あ

る
。

こ

れ

は

他

の

事

例

を
以

て

替

え

る

な

ら

ば

、
草

書

を

書

い

て

い

る
人

は

、

心
の

裡

で

は

そ

の
字

の
楷

書

形

が
意

識

底
に

保

た
れ

て

い

る

よ
う

な

も

の
と

言

っ
て

よ

い

で

あ

ろ

う
。

こ

の
「

ク

レ

ー
ソ
ー
」
の
実
践
は
現
在
で
も
、
エ
ー
ゲ
海
の
北
、
西
か
ら
東
へ
突
き
出
た

三

つ

の

半

島

の

最

北

部

に

あ

る
女

人

禁

制

の
ア

ト

ス
山

Ｍ
ｔ
.　
Ａ
ｔ
ｈ
ｏ
ｓ

で

、

多
く

の
修

道

士

た
ち

が

、

ロ

ザ

リ

オ

を
爪

繰

り

な

が

ら

行

っ
て

い

る

の

を
見

る
こ

と

が

で
き

る
。

こ

れ

は

定

型

化

し

た
儀

式

の

一

環

と

し

て

で

は

な

く

、

日
常
生
活
の
ま
っ
た
だ
中
で
、
そ
れ
こ
そ
時
処
所
縁
を
問
わ
ず
、
始
め
は
口

称

に

よ

り

、

遂

に

は

心

臓

の

鼓

動

と
共

に

心

の
内

で

自

動

的

に

称

え

ら

れ

る

よ
う

に

な

る
こ

と

が

期

待

さ

れ
て

い

る
の

で

あ

る
。

「

イ

エ

ス
の

祈

り

」

が

ま

た
「

心

の

祈

り

」

と

も

呼

ば

れ

る
の

は

こ

の

た

め
で

、
こ

の

場

合

の
「
心

」

と
は
、
口
称
に
対
す
る
「
内
心
」
の
意
と
、
人
の
意
志
を
超
え
て
生
き
て
い

る
間

中

鼓

動

を
止

め

る

こ
と

の

な

い
肉

体

の

中

心

と

し
て

の

「

心
臓

」

が
意

味
さ
れ
て
い
る
事
実
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。



こ

の

祈

り

は

、

聖

書

に

基

い

て

い

る

こ

と

は

確

か

て

あ

る

が

、

こ

の

よ

う

な

形

て

用

い

ら

れ

た

始

め

は

少

く

と

も

紀

元

六

世

紀

以

来

、

シ

ナ

イ

山

Ｍ

ｔ
.

Ｓ

ｉ
ｎ

ａ

ｉ

の

聖

カ

テ

Ｊ

Ｉ

ヌ

の

僧

院

に

お

い

て

用

い

ら

れ

て

い

た

こ

と

が

知

ら

れ

て

い

る

。

十

四

世

紀

に

な

っ

て

、

そ

れ

が

シ

ナ

イ

山

の

グ

レ

ゴ

リ

ー

に

よ

っ

て

マ

ケ

ド

ニ

ア

の

ア

ト

ス

山

に

齎

ら

さ

れ

た

。

そ

こ

で

グ

レ

ゴ

リ

ー

は

、

ア
ト
ス
て
瞑
想
に
没
頭
し
た
り
、
苦
行
を
行
な
っ
て
い
る
僧
た
ち
が
他
の
祈

り
し
か
知
ら
な
か
っ
た
の
て
、
『
新
約
聖
書
』
（
Ⅰ
テ
サ
ロ
ニ
ケ
　
五
・
一
七
）

に
あ
る
「
絶
え
ず
祈
り
な
さ
い
」
と
い
う
聖
パ
ウ
ロ
の
教
え
に
則
っ
て
、
ど

の

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

を

教

示

し

た

と

い

う

。

爾

後

聖

な

る

ア

ト

ス

山

は

、

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

の

中

心

地

と

な

っ

て

今

日

に

至

っ

て

い

る

。

多
く
の
人
び
と
が
こ
の
祈
り
の
実
践
を
始
め
る
や
、
自
ら
の
体
験
を
綴
っ

た

書

き

物

が

著

わ

さ

れ

始

め

、

十

八

世

紀

に

入

っ

て

か

ら

始

め

て

『

フ

ィ

ロ

カ

リ

ア

』

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ

ｏ

ｋ

ａ

ｌ
ｉ

ａ

（

「

善

愛

」

あ

る

い

は

「

美

愛

」

の

意

）

と

題

す

る

ギ

リ
シ
ヤ
語
の
書
物
と
し
て
集
大
成
さ
れ
て
、
一
七
八
二
年
に
ヴ
ェ
ニ
ス
で
出

版

さ

れ

た

。

こ

の

題

名

の

「

美

な

る

も

の

」

あ

る

い

は

「

善

な

る

も

の

」

は

神

の

国

を

指

し

て

い

る

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な

い

。

そ

の

後

十

年

そ

こ

そ

こ

て

、

さ

ら

に

ロ

シ

ア

語

に

翻

訳

さ

れ

、

ロ

シ

ア

語

圏

に

広

く

受

け

入

れ

ら

れ

た

が

、

こ

の

と

と

が

、

ロ

シ

ア

正

教

会

へ

と

、

こ

の

祈

り

が

拡

ま

る

緒

口

を

な

し

た

の

て

あ

る

。

奇

妙

な

こ

と

に

、

こ

の

祈

り

が

西

方

の

キ

リ

ス

ト

教

圏

に

齎

ら

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

今

世

紀

も

半

ば

に

達

し

た

頃

で

あ

っ

た

。

そ

の

わ

け

は

、

こ

の

祈

り

そ

の

も

の

が

単

純

な

た

め

、

無

智

文

盲

の

信

者
ク
ラ
ス
向
き
の
も
の
と
見
倣
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
た
め
と
、
十
一
世
紀
半

ば
（
１
０
５
４
　
Ａ

．

D
）

の

キ

リ

ス

ト

教

会

の

東

西

分

裂

な

ど

に

も

帰

せ

ら

ね

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る

。

『

フ

ィ

ロ

カ

リ

ア

』

（

五

巻

）

の

内

容

は

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

を

中

心

と

し

た

祈

り

の

実

践

に

関

す

る

教

説

で

、

こ

の

教

え

は

一

般

に

Ｈ

ｅ

ｓ
ｙ

ｃ

ｈ

ａ

ｓ
m

の

名
で
知
ら
れ
て
い
る
’
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
静
寂
」
を
意
味
す
る
■

■
■
■
　
（
ｈ
ｅ
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
ｉ
ａ
）
　
か
ら
由
来
す
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
聖
典
は
四
世
紀
の

聖
ア
ン
ト
ニ
ー
Ｓ
ｔ
.
　
Ａ
ｎ
ｔ
ｏ
ｎ
ｙ
　
（
２
５
１
-
３
５
６
　
Ａ
.
　
D
）
か
ら
十
四
世
紀
の
聖

グ
レ
ゴ
リ
ー
・
パ
ラ
マ
ス
S
t
.
　
Ｇ
ｒ
ｅ
ｇ
ｏ
ｒ
ｙ
．
Ｐ
ａ
ｌ
ａ
ｍ
ａ
ｓ
　
（
１
２
９
６
-
１
３
５
９
　
Ａ

．

Ｉ
D
）
に
至
る
、
凡
そ
一
千
年
の
間
に
東
方
教
会
に
輩
出
し
た
三
十
五
名
の
聖

者

の

教

説

を

集

め

た

も

の

て

、

最

初

の

テ

キ

ス

ト

は

ギ

リ

シ

ャ

語

で

あ

る

。

こ

れ

は

二

人

の

編

者

、

す

な

わ

ち

、

コ

リ

ン

ト

の

大

主

教

・

聖

マ

カ

リ

オ

ス

・

ノ
ー
タ
ラ
ス
 
S
t
.
 
Ｍ
ａ
ｃ
ａ
r
i
o
s
　
Ｎ
ｏ
ｔ
ａ
ｒ
ａ
ｓ
　
（
１
７
３
１
-
１
８
０
５
）
と
、
ア
ト
ス
山

の
聖
二
コ
デ
モ
ス
 
S
t
.
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｏ
ｄ
ｅ
ｍ
ｏ
ｓ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ａ
ｇ
ｈ
ｉ
ｏ
ｒ
ｉ
ｔ
ｅ
　
（
１
７
４
８
-
１
８
０
９
）

に
よ
っ
て
一
二
〇
七
頁
の
大
冊
に
初
め
て
ま
と
め
ら
れ
、
一
七
八
二
年
に
グ

ェ

ニ

ス

て

初

め

て

出

版

さ

れ

た

も

の

。

第

一

部

は

十

八

名

、

第

二

部

は

十

九

名
の
教
父
の
教
説
を
含
ん
て
い
る
。
ス
ラ
ヴ
語
訳
は
キ
エ
フ
の
パ
イ
ッ
ジ
ー
・

ヴ
ェ
リ
チ
コ
フ
ス
キ
ー
　
Ｐ
ａ
ｉ
ｓ
ｓ
ｙ
　
Ｖ
ｅ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｏ
ｖ
ｓ
ｋ
ｙ
　
（
１
７
２
２
-
９
４
）
に
よ
っ

て
、
そ
の
翌
年
の
一
七
九
三
年
モ
ス
ク
ワ
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
三
部
に

分

れ

、

そ

れ

ぞ

れ

五

・

七

・

二

名

の

教

父

の

も

の

を

収

録

し

て

い

る

。

ロ

シ

ア
語
版
は
■
■
■
■
■
■
■
■
■
と
題
さ
れ
、
隠
棲
者
テ
オ
フ
ァ
ン
大
主
教

Ｂ

ｉ
ｓ

ｈ

ｏ

ｐ

　
Ｔ

ｈ

ｅ

ｏ

ｐ

ｈ

ａ

ｎ

　
ｔ
ｈ

ｅ

　
Ｒ

ｅ

ｃ

ｌ
ｕ

ｓ
ｅ

　

（

１
８

１

５
-

９

４

）
　

に

よ

り

、

一

八

七

六

年

か

ら

九

〇

年

に

か

け

て

、

全

篇

三

千

頁

が

五

巻

に

分

け

ら

れ

て

モ

ス

ク

ワ



－

，｜

で
出
版
さ
れ
た
。
各
巻
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
五
・
八
・
十
一
・
十
三
名
の
教

父
の
教
え
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
版
は
特
に
十
九
世
紀
初
頭
以
降
の
口

ジ

ア

に

お

け

る

僧

院

制

度

の

再

生

と

、

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

の

実

践

に

、

基

本

的

な

重

要

性

を

も

つ

も

の

で

あ

る

。

英

語

版

は

、

ロ

ジ

・
ア

語

か

ら

の

抄

訳

で

、

Ｗ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
ｆ
ｒ
o
m
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｐ
ｈ
i
l
ｏ
ｋ
ａ
ｈ
ａ
―
ｏ
ｎ
　
Ｐ
ｒ
ａ
ｙ
ｅ
ｒ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｈ
ｅ
ａ
ｒ
ｔ
と
題

し
て
Ｅ
・
カ
ド
ル
ボ
フ
ス
キ
ー
 
E
.
k
a
ｄ
ｉ
ｏ
ｕ
ｂ
ｏ
ｖ
ｓ
ｋ
ｙ
と
Ｇ
・
Ｅ
・
Ｈ
・
パ
ー

マ
ー
　
Ｇ
.
　
Ｅ
.
　
Ｈ
.
　
Ｐ
ａ
ｌ
ｍ
ｅ
ｒ
　
に
よ
り
、
一
九
五
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
Ｆ
ａ
ｂ
ｅ
ｒ

ａ
ｎ

ｄ

　
Ｆ

ａ

ｂ
ｅ

ｒ

社

か

ら

出

版

さ

れ

た

。

こ

れ

は

十

二

名

の

教

父

の

も

の

を

収

め

て

い

る

。

次

い

で

同

じ

く

こ

れ

ら

二

人

の

訳

者

に

よ

り

、

一

九

五

四

年

に

同

所

か

ら

　

Ｅ

ａ

ｒ

ｌｙ

　
Ｆ

ａ

ｔ
ｈ
ｅ

ｒ

ｓ

　
ｆ

ｒ
o
m

　
ｔ
ｈ

ｅ

　

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ

ｏ

ｋ
ａ

ｌ
ｉａ

と

題

し

て

、

新

た

に

出

版

さ

れ

た

が

、

こ

れ

は

、

十

一

世

紀

に

キ

リ

ス

ト

教

が

東

西

分

裂

す

る

以

前
の
教
父
た
ち
の
教
え
、
わ
け
て
も
四
世
紀
か
ら
七
世
紀
位
に
わ
た
る
著
述

を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
付
録
と
し
て
、
呼
吸
の
回
数
以
上
に
称
名

せ

よ

と

教

え

た

テ

サ

ロ

ニ

み

の

大

主

教

・

聖

グ

レ

ゴ

リ

ー

・

パ

ラ

マ

ス

の

問

答

体

に

よ

る

「

心

の

祈

り

」

に

関

す

る

教

え

と

、

そ

の

生

涯

、

及

び

、

ギ

リ

シ
ヤ
語
、
ス
ラ
ヴ
語
、
ロ
シ
ア
語
の
『
フ
ィ
ロ
カ
リ
ア
』
に
収
め
ら
れ
た
教

父

た

ち

の

リ

ス

ト

が

添

え

ら

れ

て

い

る

。

こ

こ

で

は

九

名

の

教

父

た

ち

の

教

え
を
選
ん
で
収
録
し
て
い
る
。
そ
の
他
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
も
幾
種

か

出

版

さ

れ

て

い

る

が

、

現

在

の

執

筆

者

は

そ

れ

ら

を

確

認

す

る

に

至

っ

て

い

な

い

。

こ

の

よ

う

に

、

『

フ

ィ

ロ

カ

リ

ア

』

が

英

・

独

・

仏

等

の

西

欧

語

に

翻

訳

さ

れ

る

に

至

っ

た

と

と

は

、

そ

の

ま

ま

、

そ

の

内

容

た

る

「

イ

エ

ス

心
祈
り
」
が
近
代
西
欧
世
界
に
紹
介
さ
れ
た
事
を
意
味
す
る
。
事
実
最
近

「
イ
エ
ス
の
祈
り
」
に
関
す
る
書
物
の
翻
訳
・
研
究
・
紹
介
や
論
考
が
徐
々

に

増

え

つ

つ

あ

る
1
0

こ

れ

ら

は

何

れ

も

今

世

紀

に

入

っ

て

か

ら

の

現

象

で

あ

る

こ

と

は

、

殊

に

注

意

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

。

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

の

濫

觴

と

構

造

キ

リ

ス

ト

教

に

お

け

る

祈

り

の

位

置

は

極

め

て

重

要

で

、

祈

り

を

除

い

た

な

ら

ば

キ

リ

ス

ト

教

は

存

在

し

な

い

と

す

ら

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

キ

リ

ス

ト

教

圏

で

用

い

ら

れ

て

い

る

祈

り

の

形

は

「

主

の

祈

り

」

を

は

じ

め

と

し

て

数

多

く

存

在

し

て

い

る

が

、

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

も

、

祈

り

の

一

つ

の

形

と

し

て

東

方

教

会

で

は

特

に

重

要

視

さ

れ

、

そ

の

形

態

に

関

す

る

限

り

、

『

新

約

聖

書

』

の

次

の

よ

う

な

箇

処

が

、

そ

の

原

型

を

な

す

も

の

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

一
、
エ
リ
コ
の
市
の
塀
の
外
で
、
盲
目
の
乞
食
パ
ル
テ
マ
が
イ
エ
ス
に
向
っ

て

こ

う

叫

ん

だ

。

"
Ｊ
ｅ
ｓ
ｕ
ｓ
"
　
Ｓ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
Ｄ
ａ
ｖ
ｉ
ｄ
，
　
ｈ
ａ
ｖ
ｅ
　
m
e
ｒ
ｃ
ｙ
　
ｏ
ｎ
　
m
e
！
”
　
（
マ
ル
コ
　
一
○
・

四

七

）

二

、

イ

エ

ス

が

ツ

ロ

と

ジ

ド

ン

と

の

地

方

へ

行

か

れ

た

時

、

カ

ナ

ン

の

女

が

出

て

き

て

次

の

よ

う

に

叫

ん

だ

。

（

後

半

を

略

す

）

"
H
a
v
e
 
m
e
r
c
y
 
o
n
 
m
e
,
 
O
 
L
o
ｒ
ｄ
，
　
Ｓ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
D
ａ
ｖ
ｉ
ｄ
”
　
（
マ
タ
イ
　
一

五

・

二

二

）

三

、

イ

エ

ス

が

サ

マ

ジ

ヤ

と

ガ

リ

ラ

ヤ

の

間

の

あ

る

村

に

入

ら

れ

た

時

、

十

人
の
ラ
イ
病
人
た
ち
が
遠
く
の
方
か
ら
次
の
よ
う
に
叫
ん
だ
。

ｊ

，



－・ ｜㎜ ・ 一畆 ．甬・－ 一 一 一 一
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”
Ｊ
ｅ
ｓ
ｕ
ｓ
，
　
Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
，
　
ｈ
ａ
ｖ
ｅ
　
m
e
ｒ
ｃ
ｙ
　
ｏ
ｎ
　
ｕ
ｓ
”
（
ル
カ
　
一
七
・
一
三
）

以

上

は

共

に

共

観

福

音

書

の

中

に

記

さ

れ

て

い

る

表

現

で

あ

っ

て

、

自

己

な

い

し

は

身

内

の

者

が

、

肉

体

的

病

い

か

ら

解

放

さ

れ

た

い

と

い

う

願

望

を

イ

エ

ス

に

訴

え

、

憐

れ

み

を

乞

う

て

い

る

場

面

に

用

い

ら

れ

た

言

葉

で

あ

る

が

、

イ

エ

ス

在

世

中

か

ら

す

で

に

、

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

に

甚

だ

近

い

、

そ

の

原

型

が

こ

こ

に

見

ら

れ

る

。

肉

体

的

病

い

の

有

る

無

し

に

拘

ら

ず

称

え

ら

れ

る

純

粋

に

精

神

的

な

心

情

を

籠

め

た

祈

り

に

比

べ

れ

ば

、

こ

れ

ら

は

、

は

る

か

に

生

々

し

く

現

実

的

な

響

き

を

も

っ

て

い

る

、

と

言

え

よ

う

。

そ

の

意

味

で

は

あ

く

ま

で

も

原

型

に

す

ぎ

ぬ

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な

い

。

こ

れ

は

恰

も

「

南

無

妙

法

蓮

華

経

」

と

い

う

七

字

の

題

目

が

、

中

国

の

隋

時

代

の

天

台

智

顕

（
５
３
８
-

５
９
７
）

の

撰

し

た

『

法

華

三

昧

懴

儀

』

の

中

に

、

「
南

無

釈

迦

牟

尼

仏

」

や

「

南

無

文

殊

師

利

菩

薩

」

等

と

並

ん

で

既

に

見

ら

れ

る

も

の

の

、

こ

れ

は

あ

く

ま

で

他

の

多

く

の

礼

拝

の

儀

式

中

の

唱

え

文

句

の

中

の

一

つ

で

あ

っ

て

、

相

対

的

意

味

し

か

も

た

ず

、

十

三

世

紀

の

わ

が

国

に

お

け

る

日

蓮

聖

人

（

１
２
２
２
-

１
２
８
２
）

の

創

唱

し

た

純

然

た

る

宗

教

行

と

し

て

の

専

唱

題

目

行

と

は

質

を

異

に

す

る

の

と

似

た

よ

う

な

関

係

に

あ

る

と

言

え

よ

う

。

共

に

言
葉
の
上
だ
け
の
類
似
に
す
ぎ
ぬ
故
偶
然
的
性
格
の
濃
厚
な
原
型
と
し
て
の

言

葉

は

、

し

か

し

な

が

ら

、

後

世

に

い

た

っ

て

そ

れ

の

み

が

代

表

さ

せ

ら

れ

る

に

至

る

歴

史

的

必

然

に

思

い

を

致

す

時

、

そ

の

原

型

と

し

て

の

意

義

は

決

し

て

浅

い

も

の

で

な

い

と

も

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

原

型

と

後

世

の

象

徴

的

宗

教

行

と

し

て

の

称

名

の

型

態

は

、

質

的

に

明

確

な

区

別

が

一

応

な

さ

れ

ね

ぱ

な

ら

な

い

が

、

そ

の

内

面

的

、

精

神

的

な

連

続

性

、

つ

ま

り

そ

の

必

然

的

な

繋

が
り

の
面

に

も

留

意

せ

ら

れ

る

必
要

が
あ

ろ

う

。

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

の

唱
え

方

は
凡

そ

三

段

階

か

ら

成

っ

て

い

る
。

第

一

は

こ

の

祈

り

を

声

に

出

し

て
何

度

も
何

度

も

く

り

返

し

て

唱

え

る

こ

と
で

、

こ

れ

は

い

わ

ば

口

業

な

い

し

は
身

業

の
面

で

の
条

件

づ

け

に

当

る

。
第

二

は

こ

の

祈

り

を
声

に

出

さ

ず

に

心

の
内

で

唱

え
続

け

る

こ
と

で

、

こ

れ

は

意
業

を

習

慣

づ

け

る
こ

と

に

相

当
す

る

。
第

三

は

、

こ

の
内

面

化

が
十

分

に
果

さ

れ

る
と

、

祈

り

は
い

わ

ば
心

臓

の

中
に

入

り

込

ん

だ
状

態

と

な

り

、
鼓

動

と

共

に

自

然

に

唱

え

ら

れ

る
よ

う

に

な

っ
て

い

る
。

こ
れ

は
、

称

え

る

祈
り

と

い
う
よ
り
は
寧
ろ
自
然
に
称
え
し
め
ら
れ
る
境
地
で
、
身
心
一
如
が
達
成
さ

れ

た
窮

極

の

境

地

と

見

做

さ

れ
て

い

る
。

場

合

に

よ

っ
て

は
「

頭

を
下

げ
て

顎

を

胸

に

置

く

よ
う

に

し

て

、

眼

で

心
臓

あ

る

い

は
臍

の
辺

を

注

視

す

る
」

と

い
う

姿

勢

が
薦

め
ら

れ

る
こ

と

が
あ

る

が

、

こ

れ

は

単

に
精

神

集

中

の

一

助

に

す

ぎ

ず

、

一

部

の

人

び
と

に

は
有

用

な
補

助

的
手

段

で

は

あ

っ
て

も

、

す

べ
て

の

人

に

義

務

的

に

課
さ

れ

る
も

の
で

は

な

い
と

い

う

。

帝

政

ロ

シ
ア

の
時

代

、

一
人

の

無

名

の

在

家

の

巡

礼

が

、

「

イ

エ

ス

の
祈

り
」
を
教
え
る
名
師
を
求
め
て
、
キ
エ
フ
、
モ
ス
ク
ワ
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
と

一

人

旅

を

し

た

体

験

を

綴

っ

た

『
巡

礼

の

道

』
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｗ
ａ
ｙ
　ｏ
ｆ
　ａ
　
Ｐ
ｉ
ｌｇ
ｒ
i
m

と

い

う

小

冊

子

が
あ
り

、

独
訳

・
英

訳

・
邦

訳

も

な

さ

れ
て

い

る

が

、

こ

の

中

で

主

人

公

の

巡

礼

が
あ

る

老

修

道
士

か

ら

ロ

ザ
リ

オ

の
助

け

を

か
り

て

、

始

め

は

毎

日

、

三

千

回

、

次

は
六

千
回

、

次

は

一
万

二
午

回

唱

え

る

こ

と

を

教

え

ら

れ

る
く

だ
り

が
あ

る
。

そ

し

て

遂

に

は

唱

え

は

じ

め

る
と

心

が

歓

喜

で

満

た

さ

れ

、
す

べ
て

の
も

の

か

ら

解

放

さ

れ

た
よ
う

に

感
じ

、
違

っ

た
世



界
に
住
む
人

の
よ
う

に
生
活
す

る
こ

と
が
で
き

た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
日
課
念
仏
六
万
遍
乃
至

七
万
遍

を
称
え
た
と
い

わ
れ
る
法
然

聖
人
（
１
１
３
３

-
１
２
１
２
）
の
念
仏
行

を
想
起

さ
せ

る
。

『
勅
修
御
伝
』
（
第
二
十

二
）
に

は
次
の
よ
う
な
法
話

が
見
ら
れ

る
。
「
念

仏
の
か
ず
は
、
一
万
遍

を
は
じ

め
に
て
、
二
万

三
万
五
万
六
万
、
乃
至
十
万

ま
で
申
侯
な
り
。
こ
の

な
か
に
御
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
て
、
お
ぽ
し

め
し
候
は

ん
程
を
、
申
さ
せ
お

は
し
ま
す

べ
し

。」

「

イ
エ
ス
の
祈
り
」
の
末
尾
の
「
罪
人
わ
れ
を
憐
み
た
ま
え
」
の
「
罪
人
」

が
省

略
さ
れ
る
場
合
も
あ
る

が
、
祈
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ

が
そ
の
ま

ま
信
仰

告
白
と
し
て
の
意
義
を
担
っ
て
い
る
事
実
を
顧

み
る
時
、
こ
の
「
罪

人
」
の

言
葉
が
あ
っ
た
方
が
よ
り
適
わ
し
い
と
考
え
ら

れ
る
。
も
っ
と
も
、

さ
き
に
も
指
摘

し
た
よ
う
に
、
た
と
え
言
葉
と
し
て
省
略

さ
れ
た
に
し
て
も
、

意
味
と
し
て

は
籠

め
ら

れ
て
い

る
と
十
分
に
考
え
ら
れ

る
の
で

、
先
ず
末
尾

の
こ
の
言
葉
の
、
こ
の
祈
り
全
体
に
対
し
て
も
っ
て
い

る
意
義

を
考
え
て
み

た
い
。
「
罪
人
わ
れ
」
と
自
称
し
た
実
例
は
、
『
新
約
聖
書
』
（

ル
カ
　

十
八
・

十

三
）

に
出
る
「
取
税
人
の
祈
り
」
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
イ
エ
ス

が

よ
く
知
ら
れ
て
い

る
「

お
お
よ
そ
、
自
分
を
高
く
す
る
者

は
低
く

さ
れ
、
自

分

を
低

く
す
る
者

は
高
く

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
教
え
を
説
く
直
前
に

挙

げ
た
パ
リ
サ
イ
人
と
取
税
人
に
つ
い

て
の
譬
え

の
中

で
、
取

税
人
が
言
っ

た
言
葉
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
取

税
人
は
遠
く
離
れ
て

立
ち
、
目

を
天

に
む
け
よ
う
と
も
せ
ず
、
胸

を
打

ち
な
が
ら
次
の
よ
う
に
言

"
Ｇ
ｏ
ｄ
，
　
ｂ
ｅ
　
m
e
ｒ
ｃ
ｉ
ｆ
ｕ
ｌ
　
ｔ
ｏ
　
m
e
　
ａ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
！
”
（
「
神
さ
ま
、
罪
人
の
わ
た

し

を

お

許

し

く

だ

さ

い

。
」
）

こ

れ

は

目

に

見

え

ぬ

父

な

る

神

へ

の

呼

び

か

け

で

あ

る

が

、

自

己

を

罪

び

と

な

り

と

す

る

自

覚

の

存

在

が

明

瞭

で

あ

る

。

善

導

人

師

（
６
１
３
-

６
８
１
）

の

二

種

深

信

の

教

え

は

、

ま

こ

と

の

信

心

を

裏

付

け

る

も

の

と

し

て

、

法

の

深

信

と

共

に

、

機

の

深

信

す

な

わ

ち

、

自

己

自

身

の

深

い

罪

業

感

を

重

要

な

側

面

と

し

て

指

摘

し

て

い

る

が

、

あ

る

意

味

で

は

、

自

己

を

罪

び

と

な

り

と

は

っ

き

り

と

認

得

で

き

た

人

の

心

に

は

正

信

が

宿

っ

て

お

り

、

そ

の

人

に

は

救

い

の

光

が

す

で

に

届

い

て

い

る

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

曽

我

量

深

師

（
１
８
７
５
-

１
９
７
１
）

が

一

九

五

五

年

に

八

十

歳

で

渡

米

さ

れ

た

時

、

羅

府

東

本

願

寺

別

院

の

輪

番

・

伊

東

抱

竜

師

夫

人

に

法

語

を

書

き

与

え

ら

れ

た

が

、

そ

の

一

節

に

、

「

南

無

阿

弥

陀

仏

と

一
念

疑

な

く

自

力

の

は

か

ら

ひ

を

す

て

て

、

静

か

な

る

心

を

以

て

、

仏

願

は

く

ぱ

、

こ

の

罪

深

き

私

を

助

け

ま

し

ま

せ

と

念

ず

る

の

で

あ

り

ま

す

」
　
（
傍

点
　

筆

者

）

と

い

う

言

葉

を

記

し

て

い

ら

れ

る

。

こ

れ

は

曽

我

師

が

念

仏

の

信

境

に

内

在

す

る

機

の

深

信

を

平

易

な

言

葉

で

表

現

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

が

、

こ

こ

に

は

明

ら

か

に

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

の

中

の

「

罪

人

わ

れ

」

の

自

覚

内

容

と

一

脈

相

通

ず

る

も

の

め

あ

る

こ

と

が

看

取

さ

れ

る

。

何

ら

か

の

意

味

で

自

己

の
不

完

全

性

の

深

い

認

識

に

達

し

た

者

で

な

け

れ

ば

、

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

に

盛

ら

れ

て

い

る

言

葉

の

表

わ

し

て

い

る

内

容

を

、

そ

の

ま

ま

自

己

の

内

心

の

表

白

と

は

為

し

え

な

い

で

あ

ろ

う

。

こ

の

罪

び

と

意

識

は

別

に

道

徳

的

な

意

味

合

い

に

限

ら

れ

る

も

の

で

は

な

く

、

広

く

徳

義

的

に

見

た

自

己

の

卑

小

さ

、

不

完

全

さ

の

実

感

の

表

白

と

不

離

な

る
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も

の
と
見
ら
れ
う

る
で
あ
ろ
う
。
　
　

こ
の
「
イ
エ
ス
の
祈
り
」
が
最
も
短
縮
さ
れ
た
場
合
、
最
後
に
残
る

べ
き

も
の

は
「
イ
エ
ス
」
の
一
語
で
あ
る
と
言
わ
れ
る

が
、
こ
の
こ
と
は
同

時
に
、

こ
の
一
語

が
こ
の
祈
り
の
中

で
最

も
重
要

な
要
因

を
な
し
て

い
る
こ

と
を
示

す

も
の
で
あ
ろ
う
。
超
歴
史
的
な
「

キ
リ
ス
ト
」
（
「
救
世
主
」
、

ヘ
ブ
ラ
イ

語
で
は
「

メ

シ
ア

」）

と
異
な
り

、
「
イ
エ
ス
」
の
方
は
「

歴
史
」

に
係
わ
り

合
い
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
点
が
、「

南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
「

阿
弥
陀
」
と

異

な
る
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
阿
弥
陀
の
い
わ
れ
と
し
て
、
法
蔵
菩
薩

の
五

劫
・
兆
載
永
劫
の
思
惟
・
修

行
と
い
う
も
の

が
そ
の
背
景
と
し
て
説

か

れ
て

い
る
が
、
こ
の
歴
史
性

と
て

も
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
と
い
う
よ
り

は
、
む

し
ろ
形
而
上
学

的
な
時
の

背
景
で

あ
る
に
は
違
い
な
い
。
「

イ
エ
ス
」

に
は

「
ナ

ザ
レ
の
イ
エ
ス
」
と

い
う
明

確
な
歴

史
性
が
離
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
と

し
て
付

帯
し
て

い
る
事
実

は
注
目

さ
る

べ
き

で
あ
る
。
「

イ
エ
ス
」
の
原

意

は
「
敘
う
ひ
と
」
「
救
済
者
で
あ
る
ひ
と
」
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
も
、
単

な

る
「

ひ
と
」
で

は
な
く
「
神

の
子

」
と
し
て
の
人
で
あ
り
、
同

時
に
人
と

な

っ
た
神
で

も
あ
る
わ
け
で

あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
「

イ
エ
ス
」

の
名

は
、
同

時
に
イ

エ
ス
の
受
難
や
十
字

架
や
復
活
や
救
済
の
わ
ざ
を
想
起

せ

し
め
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
こ

の
点
に
お
い
て
も
、
名
は
単
に
名
で

は
な

い
現
実

が
、
こ
の
語
に

お
い
て
も
見
出

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

、
こ

の

場
合

、
名

は
単
に
名
の
み
で
あ
る

の
で

は
な
く
、
名
に
ま
つ
わ
る
す

べ
て

の

も
の
と
共
に
あ
り
、
名
の
い
わ
れ
の

総
体

を
含
ん
だ
名
で

あ
る
。

こ
の
事

は
、

「

南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
名
号
に
つ
い
て

も
同

様
で
あ
る
。
浄
土

教
徒

に

と

っ

て

は
、

名

号

と

は

、

名

号

の

い

わ

れ

を

も
含

め
た

名

で

あ

っ

て

、
決

し

て

レ

ッ
テ

ル

や

記

号

の

ご

と

き

偶
然

的

な

、
置

換

の

利

く

も

の

で

は
な

く

、

い

わ

れ

と
不

可

分

の

名

号

で

あ

る
。

よ

っ
て

念

仏

を

称

え

、
聞

く

人

は
、

同

時

に

名

号

の

い

わ

れ

を
聞

い
て

い

る
の

で

あ

る
。

親
鸞
聖
人
（
１
１
７
３
-
１
２
６
２
）
　
£
阿
弥
陀
仏
の
方
便
法
身
と
い
う
性
格
を
明

瞭

に

さ

れ

た

が

、

「

イ

エ

ス
」

の

名

に

も

歴

史

性

を

所

縁

と
し

て

御

名

を

保

つ
信
者
を
超
歴
史
的
境
涯
に
ま
で
齎
ら
す
役
割
り
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
つ

ま
り

仏

教

的

に
表

現

す

れ

ば
、

御

名

は
法

身

と

片

時

も

離

れ

ぬ
報

身

と

し

て

の

性

格

を

も

っ

て
い

る

の
で

あ

る
。

ま

た
、

史

的

イ

エ

ス

が
す

な

わ

ち

救

世

主

（

キ

リ

ス
ト

）

で

あ

る
と

す

る
こ

と

は
、

キ

リ

ス

ト
教

徒

の

信

仰

の゙
核

心

を

な
す

も

の
で

あ

る
。

し

た

が

っ
て

”
Ｊｅ

ｓ
ｕ
ｓ
　
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉｓ

ｔ
"
（

イ

エ

ス

・

キ

リ

ス

ト
）

と
両

者

を
同

格

に

呼

称

す

る
こ

と

そ

の

も

の

が

、

キ
リ

ス

ト

教

徒

の

信

仰

告

白

の

主
体

を

な
す

こ

と

は
言

う

ま
で

も

な

い

。

こ

れ

は
、

「

イ

エ

ス

は

キ

リ

ス

ト

な
り

」
、

す

な
わ

ち

歴

史

的

人

間

と

さ

れ

て
い

る

イ

エ

ス
こ

そ

は

、

人

間

た

る

と
同

時

に
神

に

ま
し

ま
す

と

い

う

内
容

を
宿

し

て

い

る
か

ら

で

あ

る

。

し

た

が

っ
て

「

イ

ェ

ス

・

キ
リ

ス
ト

」

の

一
言

の
宿

す

内

容

は
極

め
て
重
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
た
と
え
、
「
キ
リ
ス
ト
」

の

称

号

が

言

葉

の
上

か

ら
省

か

れ
て

も

、
内

容

的

に

は
不

変

と

見

做

さ

れ

る

の

で

あ

る
。

「

イ

エ

ス
」

が
最

後

ま

で

残

る
所
以

は

こ

の

よ
う

な

消

息

を

孕

ん

で

い

る

か
ら

で

あ

る

。

こ

の

場
合

の

「

キ
リ

ス
ト

」

は
、

主

の

栄

光

を

意
味

す

る
と

言

わ

れ

る
。

つ

ま
り

超

歴

史

的

な

救

世

主

と
し

て

の
側

面
－

神

性
－

で

、

イ

エ
ス

が

105



？

｣
，

本

来

神

に

属

し

、
神

か

ら

由
来

す

る

こ

と

を
示

し

て

い

る
。

こ

れ

は
同

時

に

超
人
間
的
な
わ
ざ
―
奇
蹟
―
の
す
べ
て
を
も
含
み
、
死
者
を
甦
ら
せ
、

病

人

を

癒

し

、

神

の

国

の

秘

儀

を
人

び
と

に

教

え

、

自

ら

恚
死

か

ら
甦

え
り

昇

天

し

た

と

い

う

側
面

を

さ

す

。

仏

教

的

に

言

え

ば

、

方

便
法

身

と

し
て

の

イ

エ

ス

の

法

身

的

側
面

と
考

え

ら

れ

る
。

ま

た

「

主

」

と

い

う

言

葉

に

関

し

て

で

あ

る

が
、

相

手

を

主

と
呼

ぶ

人

は
、

す

で

に

自

ら

を

僕

の

位

置

に

お

い

て

い

る

こ

と

を
示

す

も

の

で

あ

る
。

こ

の

こ

と

か

ら

し

て

、

自

ら

を

僕

の

地

位

に

置

く
と

と

の

で

き

る

人
の

み

、

イ

エ

ス

を

主

と

呼

べ
る

と

い

う

事

を

意

味
す

る

も

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

イ

エ

ス

を

「

主

」

と

呼

ぷ

こ

と

に

お

い

て

、

イ

エ

ス

を

比

類

な

き

も

の

と

し

て

認

め

、

自

ら

が
仕

え

る
姿

勢

に
あ

る
こ

と

を
表

わ

し

て

い

る

の

で

、

こ

の

亊

実

は

キ

リ

ス

ト

が
イ

エ

ス
と

し

て

現

に

生

き

て

在

る
こ

と

を

証

言

し

て
い

る

こ

と

を
示

し

て

い

る
と

言

っ
て

よ

い

。
゛
仏

教

的

に

言

え

ば

、
こ

れ

は
信

の

表

わ
れ
に
他
な
ら
ず
、
天
親
菩
薩
（
C
,
3
5
0
-
4
5
0
 
A
.
D
）
の
「
世
尊
我
一
心
・

帰
ニ
命
尽
十
方
・
無
礙
光
如
来
ニ
・
願
ズ
生
セ
ン
ト
安
楽
国
ニ
」
の
信
心
の
告
白
に
お

け

る
「

世

尊

」

の

呼

び

か

け

を

想

起

せ

し

め

る

。
「

主

」
と

表
白

で
き

る
と

こ

ろ

、

そ

こ

に

信

の

現

在

が
認

め

ら

れ

る

と

言

え

よ

う

。

イ

エ

ス

の

祈

り

と

念

仏

ま

た

同

じ

く
天

親
菩

薩

が

『
浄

土

論

』

で
示

し

て

い

る

い

わ

ゆ

る
礼

拝

・

讃

歎

・
作

願

・

観

察

・

廻

向
・の

五
念

門

は

、
浄

土

に

往

生

す

る

五

通
り

の

方

法

と

見

倣

さ

れ

て

い

る

が

、
こ

れ

は
同

時

に

一
心

帰

命

と

い
う

事

実

の
帯

び

て

い

る

無

数

の

意

義

の

う

ち

、

五

つ

の

主

な

も

の

を

選

ん

で

示

し

た

も

の

と

も

考

え

ら

れ

う

る

で

あ

ろ

・
う

。

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

も

、

屡

々

、

讃

嘆

の

歌

で

も

あ

り

、

礼

拝

の

行

為

で

も

あ

り

、

感

謝

の

表

白

で

も

あ

り

、

傲

悔

の

思

い

の

告

白

で

も

あ

る

と

説

か

れ

て

い

る

が

、

正

に

そ

う

あ

る

べ

き

と

と

と

思

わ

れ

る

。

「

主

の

祈

り

」

（

マ

タ

イ
　

六

・

九

）

の

中

に

「

御

名

が

あ

が

め

ら

れ

ま

す

よ

う

に

」

’
Ｈ

ａ

ｌ
ｌ
ｏ
w

ｅ

ｄ

　
ｂ
ｅ

　
ｔ
ｈ

ｙ

　
Ｎ

ａ

ｍ

ｅ

＊

と

い

う

表

現

が

含

ま

れ

て

い

る

が

、

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

全

体

が

ま

さ

に

そ

れ

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

よ

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

に

関

し

て

ヽ

そ

れ

は

一

応

は

信

者

が

自

ら

の

囗

で

框

え

て

い

る

よ

う

に

見

え

る

が

、

主

イ

ぶ

ス

に

呼

び

か

け

て

い

る

も

の

、

イ

エ

ス

を

主

と

呼

ば

し

め

て

い

る

も

の

は

、

実

は

聖

霖

に

他

な

ら

な

い

と

い

う

こ

と

が

言

わ

れ

て

い

る

。

キ

リ

ス

ト

教

の

伝

統

に

お

い

て

は

、

神

の

働

き

は

「

聖

霊

」

Ｈ

ｏ

ｌｙ

　
Ｓ
ｐ

ｉｒ

ｉ
ｔ
；
　
Ｈ

ｏ

ｌ
ｙ

　
Ｇ

ｈ

ｏ
ｓ
ｔ

と

呼

ば

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

は

、

仏

教

的

に

表

現

す

れ

ば

、

「

廻

向

」
に

相

当

す

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

廻

向

は

阿

弥

陀

仏

の

本

願

の

表

現

で

あ

る

か

ら

し

て

、

念

仏

を

称

え

る

催

し

は

偏

え

に

他

力

廻

向

に

よ

る

と

い

う

受

取

り

方

が

こ

と

で

は

最

も

適

わ

し

い

対

照

で

あ

ろ

う

。

七

た

が

っ

て

「

呼

ぶ

」

は

「

呼

ぱ

る

る

な

り

」

で

、

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」
い

の

場

合

も

、

聖

霊

が

信

者

の

心

‘
の

内

に

お

い

て

祈

っ

て

い

る

と

言

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

の

消

息

は

『

聖

書

』
＼
（

Ｔ
Ｉ

コ

ジ

ｙ

卜
　

匸

丁

三

）

に

あ

る

パ

ク

ロ

の

次

の

言

葉

を

も

っ

て

屡

々

説

か

れ

て

い

る

。

‘

ｏ
ｎ

ｅ

 

ｃ
ａ
ｎ

 
ｓ
ａ
ｙ

　

’Ｊ
ｅ
ｓ
ｕ

ｓ

　
ｉ
ｓ

　

」
ｏ
ｒ

ｄ
７
　

ｅ
ｘ

ｃ
ｅ
ｐ

ｔ
｡　
ｂ
ｙ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｈ

ｏ

ｌ
ｙ

Ｓ
ｐ

ｉｒ

ｉ
ｔ
.

（

聖

霊

に

よ

ら

な

け

れ

ぱ

、

が

れ

も

「

イ

エ

ス

は

ま

で

あ

る

」

と



ｌ

Ｉ

言

う

こ

と

が

で

き

な

い

。

）

浄

土

教

に

お

い

て

は

、

弥

陀

に

よ

っ

て

廻

向

さ

れ

た

御

名

と

い

う

思

想

が

あ

る

。

そ

し

て

こ

の

名

号

は

一

切

衆

生

を

名

に

よ

っ

て

救

済

し

よ

う

と

、

法

蔵

菩

薩

の

五

劫

の

思

惟

と

兆

載

永

劫

の

修

行

の

結

果

案

じ

出

さ

れ

、

完

成

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

と

す

る

。

こ

れ

は

い

わ

ば

、

名

号

と

い

う

も

の

の

所

与

性

・

他

力

廻

向

的

性

格

を

物

語

る

も

の

で

あ

る

。

「

イ

エ

ス

の

御

名

」

に

関

し

て

も

、

東

方

教

会

で

は

、

称

え

る

こ

と

の

み

な

ら

ず

、

御

名

自

体

も

神

に

よ

っ

て

人

類

に

与

え

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

と

い

う

他

力

廻

向

的

性

格

を

重

要

視

し

、

『

聖

書

』

の

受

胎

告

知

の

く

だ

り

を

指

摘

す

る

。

す

な

わ

ち

「

イ

エ

ス

」

と

い

う

名

を

考

え

出

し

た

の

は

、

ヨ

セ

フ

で

も

マ

リ

ア

で

も

な

く

、

ひ

と

え

に

神

か

ら

由

来

す

る

と

い

う

事

実

が

、

天

使

ガ

ブ

リ

エ

ル

が

先

ず

マ

リ

ア

に

、

次

い

で

、

夢

の

中

で

、

ヨ

セ

フ

に

始

め

て

告

げ

た

と

い

う

事

実

に

象

徴

さ

れ

て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
受
胎
前
の
マ
リ
ア
に
次
の
よ

う

に

言

う

。

「

見

よ

、

あ

な

た

は

み

ご

も

っ

て

男

の

子

を

産

む

で

し

ょ

う

。

そ

の

子

を
イ
エ
ス
と
名
づ
け
な
さ
い
。
」
（
ル
カ
一
・
三
一
）

ま
た
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
夢
の
中
で
ヨ
セ
フ
に
、
マ
リ
ア
が
み
ご
も
っ
た
事
実

を

告

げ

て

次

の

ご

と

く

言

う

。

「

ダ

ビ

デ

の

子

ヨ

セ

フ

よ

。

心

配

し

な

い

で

マ

リ

ア

を

妻

と

し

て

迎

え

る

が

よ

い

。

そ

の

胎

内

に

宿

っ

て

い

る

も

の

は

聖

霊

に

よ

る

の

で

あ

る

。

彼

女

は

男

の

子

を

産

む

で

あ

ろ

う

。

そ

の

名

を

イ

エ

ス

と

名

づ

け

な

さ

い

。

彼
は
、
お
の
れ
の
民
を
そ
の
も
ろ
も
ろ
の
罪
か
ら
救
う
者
と
な
る
か
ら
で

あ
る
。
」
（
マ
タ
イ
　
一
・
二
〇
-
一
）

一

方

、

ル

カ

は

次

の

よ

う

に

証

言

し

て

い

る

。

「

八

日

が

過

ぎ

、

割

礼

を

ほ

ど

こ

す

時

と

な

っ

た

の

で

、

受

胎

の

ま

え

に

天

使

が

告

げ

た

と

お

り

、

幼

な

子

を

イ

エ

ス

と

名

づ

け

た

。
」

（

ル

カ

ニ
・
二
一
)

こ

れ

ら

は

、

正

教

会

で

重

要

視

し

て

い

る

よ

う

に

、

「

イ

エ

ス

」

の

御

名

の

所

与

性

・

神

に

由

来

す

る

こ

と

を

示

唆

し

て

い

る

と

見

ら

れ

得

る

が

、

一

方

、

浄

土

教

の

場

合

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

言

う

ま

で

も

な

く

、

『

無

量

寿

経

』

に

説

か

れ

て

い

る

法

蔵

菩

薩

の

四

十

八

願

の

中

の

第

十

七

・

諸

仏

称

名

の

願

こ

そ

、

名

号

の

阿

弥

陀

仏

に

由

来

す

る

消

息

を

物

語

っ

て

い

る

と

し

て

重

要

視

す

る

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

そ

の

願

文

は

次

の

ご

と

く

で

あ

る

。

設

ひ

我

仏

を

得

ん

に

、

十

方

世

界

の

無

量

の

諸

仏

、

悉

く

我

名

を

咨

嗟

し

称

せ

ず

ば

、

正

覚

を

取

ら

じ

。

神

は

本

来

、

法

性

法

身

的

な

も

の

で

、
目

に

は

見

え

ず

、

「

も

の

」

と

し

て

で

は

な

く

愛

の

「

は

た

ら

き

か

け

」

と

し

て

の

み

存

在

ず

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

が

、

名

と

し

て

人

間

の

呼

び

か

け

の

対

象

と

成

っ

た

イ

エ

ス

・

キ

リ

ス

ト

と

し

て

の

神

は

、

い

わ

ぱ

、

相

対

世

界

に

姿

を

示

し

た

神

と

い

う

こ

と

が

で

き

よ

う

。

こ

の

場

合

、

名

は

神

の

一

部

で

な

く

全

体

で

も

あ

り

、

名

に

お

い

て

神

は

自

己

の

全

分

を

人

類

に

捧

げ

た

の

で

あ

る

と

も

言

わ

れ

る

。

こ

の

捧

げ

る

こ

と

が

仏

教

的

に

表

現

す

れ

ば

廻

向

で

あ

ろ

う

。

親

鸞

聖

人

の

『

末

灯

鈔

』

（

五

）

に

は

。

…
…
弥
陀
仏
の
御
誓
の
、
も
と
よ
り
行
者
の
計
に
あ
ら
ず
し
て
、
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「
南
無
阿
阿
弥
陀
仏
と
た
の
ま
せ
た
ま
ひ
て
迎
ヘ
ん
」
と
計
ら
は
せ
哈
ひ
た

る
に
よ
り
て
、
…
…
誓
の
や
う
は
、
「
無
上
仏
に
成
ら
し
め
ん
」
と
誓
ひ
た

ま
へ
る
な
り
。
…
…

と

説

か

れ
て

い

る

、
こ

の

「
無

上

仏

」

が

「
自

然
」

と

も

「

涅

槃
」

と

も
表

現

さ

れ

る
法

性

法
身

の
こ

と

で

あ

る
。

こ

こ

に

は
南

無

阿
弥

陀

仏

と

い
う

御

名

の

方

便
法

身

た

る
性

格

の

い

か

な

る
も

の

か

が

、
平

易
に

語

ら

れ
て

い

る

。

イ
エ
ス
の
場
合
も
、
ヨ
ハ
ネ
伝
（
十
四
・
六
）
に
、

わ

た
し

は
道

で

あ

り

、

真

理

で

あ

り

、

命

で
あ

る

。

と

先

ず

本

質

に

お
い

て

は
、

法

性

法

身

的

な
も

の

で

あ

る
こ

と

を
明

し

、

次

い
で

だ

れ

で

も

わ

た

し

に

よ

ら

な

い

で

は

、

父

の

み

も

と

に

行

く

こ

と

は

で

き

な

い
。

と

断

言

し
て

い

る
。

こ

れ

は
、

イ

エ

ス
こ

そ

神

に

由
来

す

る
も

の
で

あ

る

が

故
に
、
人
び
と
を
し
て
神
の
も
と
に
導
き
得
る
唯
一
の
て
だ
て
（
道
）
で
あ

る
こ

と

を

明

ら

か

に

し

た
も

の

で

あ

る

。
こ

の

よ
う

な

点
に

こ

そ
、

「

イ

エ

ス
の

祈

り

」

の

呼

び

か

け

が

、

目
に

見

え

ぬ
父

な

る

神

に
対

し

て

は

な
さ

れ

ず

、

子

な

る

神

、
す

な

わ
ち

歴

史

の

上

に
姿

を
示

し

た

キ
リ

ス
ト

た

る
イ

エ

ス
に

呼

び

か

け

ら

れ

て

い

る
所

以

が
存

す

る

の

だ

と

言

え
よ

う

。
そ

の

根

拠

は
、
曇
鸞
大
師
（
４
７
６
-
５
４
２
　
Ａ
．
　
Ｄ
．
）
の
言
葉
を
以
て
す
れ
ば
、
イ
エ
ス

の

御

名

そ

の

も

の

が

、

「
無

上

の

方

便
」

的

性
格

、
す

な

わ

ち

法
身

と

別

で

は

な

く

、
法

身

に
即

し

た
方

便

的
性

格

の

も

の

で

あ

る

点
に

存

す

る
と

見

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

両

者

の

相

似

点

と

相

違

点

筆

者

は

曾

て

、

英

国

の

東

方

教

会

の

一

長

老

の

著

わ

し

た

「

イ

エ

ス

の

祈

び

」

に

関

す

る

小

冊

子

Ｏ

ｎ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｉ
ｎ

ｖ
ｏ
ｃ
ａ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　
ｏ
ｆ

　ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｎ

ａ
ｍ

ｅ

　
ｏ
ｆ

　Ｊ
ｅ
ｓ
ｕ
ｓ

の

和

訳

、

及

び

そ

の

内

容

と

念

仏

と

の

比

較

論

を

発

表

し

た

こ

と

が

あ

る

が

（
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
二
十
四
集
、
ｐ
ｐ
.
　
６
９
-
１
５
９
,
 
１
９
７
１
）
最
近
ス

ウ

ェ

ー

デ

ン

の

ペ

ル

ｌ

ロ

フ

・

ソ

エ

ー

グ

Ｐ

ｅ
ｒ
-
Ｏ

ｌｏ

ｆ
　
Ｓ
ｊ
ｏ
ｇ

ｒ
ｅ
ｎ

師

の

ｌ

　ｎ

ｅ

　ｊ
ｅ
ｓ
ｕ
ｓ

　Ｆ

ｒ
ａ
ｙ
ｅ
ｒ

，
　
Ｌ

ｏ
ｎ

ｄ
ｏ

ｎ

，
　
Ｓ
.
　

Ｐ
.
　

Ｃ
.
　
Ｋ
.

，
　

１
９
７
５

（

ス

ウ

ェ

ー

デ

ン

語

か

ら

の

英

訳

）

を

読

む

機

会

を

得

た

。

こ

れ

ま

で

の

叙

述

は

主

と

し

て

こ

の

書

に

負

う

処

大

で

あ

る

が

、

以

下

は

、

こ

の

書

を

読

ん

で

改

め

て

感

じ

た

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

と

「

念

仏

」

の

同

異

に

関

す

る

覚

え

書

で

あ

る

。

相

似

点

の

第

一

は

、

両

者

に

は

御

名

に

対

す

る

絶

大

な

信

が

基

調

を

々

し

て

お

り

、

共

に

御

名

を

媒

介

と

し

た

救

済

が

目

ざ

さ

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

し

か

も

、

共

に

御

名

に

基

い

た

最

も

簡

潔

な

宗

教

的

実

践

た

る

称

名

行

を

説

い

て

い

る

。

他

の

一

切

の

行

を

捨

象

し

て

御

名

を

称

え

る

こ

と

に

教

え

の

始

終

を

包

含

せ

し

め

た

点

は

、

最

も

顕

著

な

両

者

の

共

通

の

特

質

で

あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
そ
の
名
著
『
ヨ
ー
ガ
』
ｙ
ｏ
ｇ
ａ

（
ｐ
.
　
６
５
）
　
の
中
で
、
イ
ン
ド
の
ヨ
ー
ガ
の
プ
ラ
ー
ナ
ー
ヤ
ー
マ
の
実
修
が
ヘ

シ
カ
ズ
ム
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
蓋
然
性
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
、
ヘ

シ

カ

ズ

ム

の

光

明

体

験

の

強

調

と

ゾ

ロ

ア

ス

タ

ー

教

と

の

関

連

が

、

他

方

に

お

い

て

注

意

さ

れ

る

必

要

が

あ

る

よ

う

に

思

う

。

神

な

り

、

法

性

法

身

が

御

名

の

媒

介

に

よ

っ

て

人

間

に

知

ら

れ

る

の

み

で

な

く

、

御

名

に

よ

っ

て

の

み
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人

の

救

済

が

可

能

と

い

う

結

論

に

達

し

た

宗

教

思

想

の

所

産

で

あ

る

点

、

両

者

は

疑

い

も

な

く

軌

を

一

に

し

て

い

る

。

第

二

に

、

称

名

は

一

応

は

人

の

わ

ざ

で

あ

る

が

、

そ

の

根

柢

を

超

越

的

な

も

の

の

促

が

し

（

聖

霊

あ

る

い

は

本

願

他

力

）

に

よ

る

と

す

る

点

で

共

通

し

た

の

を

も

っ

て

い

る

と

言

え

よ

う

。

祈

り

を

、

聖

霊

の

人

の

心

内

に

お

け

る

う

め

き

に

替

え

た

り

す

る

こ

と

は

、

わ

が

口

か

ら

出

る

念

仏

を

弥

陀

の

呼

び

声

と

聞

く

浄

土

教

徒

の

心

情

に

通

う

も

の

を

も

っ

て

い

る

。

第

三

に

、

両

者

と

も

数

多

く

御

名

を

称

え

る

初

歩

的

な

教

説

を

も

っ

て

い

る

点

が

共

通

し

て

い

る

。

禅

は

身

業

を

入

口

と

し

て

心

の

制

禦

に

向

う

が

、

浄

土

教

は

口

業

を

入

口

と

し

て

同

様

の

方

向

を

目

ざ

す

。

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

は

明

ら

か

に

後

者

の

性

格

を

も

つ

も

の

で

、

最

初

は

自

力

・

漸

悟

的

行

き

方

で

あ

る

が

、

常

に

心

身

一

如

の

は

か

ら

い

を

離

れ

た

境

地

を

目

ざ

す

点

が

共

通

し

て

い

る

。

但

し

こ

の

一

種

の

自

己

修

練

法

的

性

格

を

帯

び

た

称

名

の

実

修

は

、

真

宗

よ

り

は

む

し

ろ

浄

土

宗

的

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。

第

四

に

、

同

一

の

称

名

の

中

に

讃

歎

・

懴

悔

・

礼

拝

・

感

謝

・

信

仰

告

白

等

の

要

素

も

あ

る

の

み

か

、

祈

願

請

求

の

利

己

的

動

機

を

も

包

容

し

て

い

る

点

、

両

者

は

正

に

一

致

し

て

い

る

。

念

仏

の

場

合

、

定

・

散

心

で

称

え

る

自

力

称

名

の

機

類

を

も

称

名

に

内

在

す

る

本

願

力

に

よ

り

、

浄

化

し

て

真

如

の

門

に

転

入

せ

し

め

る

効

力

あ

り

と

の

絶

対

的

な

信

を

伴

っ

て

い

る

こ

と

は

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

が

、

利

用

さ

れ

る

こ

と

を

も

厭

わ

ぬ

性

格

の

論

理

づ

け

は

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

の

場

合

明

確

で

は

な

い

き

ら

い

が

あ

る

も

の

の

、

そ

の

普

遍

的

な

包

括

性

は

、

十

分

そ

の

段

階

ま

で

も

考

慮

に

入

れ

ら

れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
第
五
に
、
雅
名
の
実
修
に
当
っ
て

は

、

善

知

識

の

教

え

を

不

可

欠

の

も

の

と

し

て

い

る

点

で

両

者

は

一

致

す

る

。

第

六

に

、

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

が

称

え

ら

れ

た

こ

と

が

、

神

の

宿

願

が

実

現

し

た

こ

と

と

見

る

思

想

は

、

称

名

に

本

願

成

就

を

見

る

浄

土

教

徒

の

心

情

に

通

う

も

の

が

あ

る

こ

と

を

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

れ

は

「

称

え

て

か

ら

救

わ

れ

る

の

で

は

な

く

、

称

え

ら

れ

た

こ

と

は

、

す

で

に

救

わ

れ

た

こ

と

」

と

い

う

思

想

に

他

な

ら

ず

、

同

一

の

称

名

の

根

柢

に

機

・

法

二

種

の

深

信

の

成

立

を

見

て

い

る

こ

と

に

な

る

わ

け

で

あ

る

。

第

七

に

、

僧

院

に

起

り

、

僧

院

を

出

て

、

広

く

一

般

在

家

信

徒

に

も

及

ん

だ

点

で

共

通

し

た

も

の

が

認

め

ら

れ

る

。

し

か

し

、

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

の

場

合

は

、

そ

の

規

模

は

浄

土

教

の

念

仏

ほ

ど

徹

底

し

一

般

化

し

た

も

の

で

あ

る

と

は

思

え

ぬ

ふ

し

が

あ

る

。

以

上

は

ざ

っ

と

相

似

点

に

関

し

て

概

観

し

て

来

た

わ

け

で

あ

る

が

、

相

異

点

の

方

に

目

を

向

け

る

と

、

第

一

に

、

教

義

内

容

か

ら

見

て

、

親

聲

聖

人

の

念

仏

に

お

け

る

還

相

重

視

－

つ

ま

り

世

間

に

働

き

出

る

側

面

を

も

っ

て

は

じ

め

て

念

仏

往

生

の

完

成

を

見

る

思

想

か

ら

す

れ

ば

、

「

イ

エ

ス

の

祈

り

」

は

、

こ

の

還

相

面

の

重

視

に

お

い

て

念

仏

に

一

歩

譲

る

と

こ

ろ

が

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

こ

の

祈

り

に

関

す

る

教

え

は

、

主

力

が

往

相

の

側

面

に

大

部

分

注

が

れ

て

い

る

と

い

っ

た

印

象

が

強

い

。

宗

教

の

本

来

的

性

格

か

ら

す

れ

ば

、

い

か

に

し

て

救

わ

れ

る

か

は

、

利

他

の

活

動

の

十

全

な

る

発

揮

を

措

し

置

い

て

は

完

全

な

も

の

と

は

言

い

難

い

の

は

当

然

で

あ

る

。

親

鷽

聖

人

の

『

教

行

信

証

』

に

お

い

て

、

信

心

の

実

証

が

取

扱

わ

れ

て

い

る

証

の

巻

は

、

こ

の

自

利

利

他

円

満

の

徳

が

強

調

さ

れ

て

、

救

い

の

完

成

の

唯

一

の
目
安
に
な
っ
て
い
る
点
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
自
利
々
他
の
徳
の
獲
得
成



就
こ
そ
は
、
真
の
救
済
の
完
成
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
思
想
が
、
「
イ
エ
ス
の

祈
り

」
の
場
合

、
余
力
に
も
乏
し
い
き
ら
い

が
あ
る
。
第

一二
に

、
念
仏

を
称

え
る
実
際

的
な
教
え
に
関ヽ

し
て

は
、
法
然
聖

人
の
『
語

灯
録
』

に
は
立

ち
入

っ
た
指
導

が
行

わ
れ
て
い

る
の

を
見

る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か

し
な
が
ら

、

微
に
入
り
細
を
穿
っ
た
説
き
ぶ
り
の
懇
切
さ
は
、
「
イ
エ
ス
の
祈
り
」
の
伝

統
に

は`
遠
く
及

ば
ぬ
で

あ
ろ
う
。

称
名

の
伝
統
に
お
い
て
は
、
称
名
の
背
景

と
意
義
に
関

し
て

は
豊
富

な
教
説

が
説

か
れ
て

は
い
る
が
、
初

心
者
に
た
い

す
る
念
仏
す
る
と
い
う
単
純
な
事
柄
に
係
わ
る
実
践
的
、
即
事
的
な
説
き
ぶ

り

は
極
め
て
乏

し
い
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ

の
理

由
の
背
後
に
は
、
何

ら

か
の
、
両

者
の
特
質
に
基
因
す

る
も

の
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ

の
対
照

は
極

め
て
著

る
し
い
も
の

が
あ

る
。
第

三
に
、
称
名
念

仏
の
普
及

の

範
囲

の
広
大
な

る
こ
と
に
反
し
、
「
イ

エ
ス
の
祈
り
」

の
そ
れ

は
多
分

に
極

限

さ
れ
た
も

の
を
感
ず

る
。
も
し
こ
の
祈
り

が
真
に
僧

俗
を
問

わ
ず
万

人
救

済

の
普
遍

的
宗
教
行
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
圏

に
、
現
在
以
上

の
普
及

と
展
開

を
示
し
て

も
不

思
議

は
な
い
筈
で
あ
る
。
あ
る
い
は
浄
土

教

系
の
「

往
生
伝

」
の
類
い
に
相
当
す

る
記

録
が
皆
無
あ
る
い
は
僅
少
で

あ
る

が
た
め

か
、
あ
る
い
は
現
在
の

と
こ
ろ

知
ら
れ
ず
、
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
が

た

め
で

も
あ
ろ
う
か
。
逆
に

、
一
生
涯
を
無
名
の
ま
ま
で
世
間

に
知
ら
れ
ず

に
「
イ

エ
ス
の
祈
り
」

に
明

け
暮
れ
た
人
び
と
は
実
際
は
、
無

数
に
存
在
し

た

と
い

う
事
実

が
あ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
記
録
が
存
在
せ
ず
、

著
名
な
神
学
者
・
聖
者
の
教
説
の
記
録
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ

の
祈
り

が
真
に

無
名
の
民
衆
に
及
ん
で

い
た
こ
と
を
物

語
る
、
と
い
う
見
方

も
出
来
う
る
が
も
知
れ
な
い
。
し
が
し
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
後
者
の

見
方
を
積
極
的
に
支
持
す
る
ほ
ど
多
く
の
徴
候
は
見
当
ら

な
い
。
第
四
に
、

以

上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
念
仏
に
比

べ
て
「
イ
エ
ス
の
祈
り
」
の
歴
史
的
発

展
段
階
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
程
度
に

は
進
ん
で
い
な
い
と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
僧
院
か
ら
出
発
し
た
こ
の
祈
り

は
、
在
俗
の
人
び
と
の

間
に
紹
介
さ
れ
、
進
出
は
し
た
も
の
の
、
尚
、
ど
こ
か
に
多
分
に
在
家
止
住
の

生
活

者
に
は
ぴ
っ
た
り

と
来
な
い
出
家
隠
遁
者
的
、
あ
る
い

は
静
寂
・
敬
虔
主

義
的
残
滓
が
多
分
に
残
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
こ
の
段
階

を
離
脱
し
て
、
真
に
世

擱
に
参
入
す
る
道

が
、
現
在
少
数
な

が
ら
真
摯
な
唱

道
者
た
ち
に
よ
っ
て
開
か
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
ぬ
。
こ
の
素
朴

な
印
象
は
、
現
在
少
部
数
乍
ら
現
わ
れ
つ
つ
あ
る
出
版
物
一
の
内
容
に
よ
っ
て

も
裏
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
気

が
す
る
。
第
五
に
、
「
イ

エ
ス
の
祈
り
」

の
場

合
、
念
仏
の
裏
付
け
を
な
す

誓
願
に
当
る
も
の
の
位
置

づ
け

が
明
確
に
な
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
き
に
御
名
の
所
与
性

を
論
じ
た
所
で
も
触
れ

た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
の
御
名
の
他
力
廻
向
的
性
格
が
、
信
徒
の
口
に
上
っ
た

称
名

と
の
関
連
で
説
か
れ
る
こ
と

が
乏
し
い
た
め
、
称

名
念
仏

が
即
ち
本
願

成
就

の
何
よ
り
も
の
徴
し
で
あ

る
と
い
う
事
実
に
相
当
す
る
積
極
的
意
味
づ

け
が
不

足
し
て
い

る
か
に
思

わ
れ
る
。

以
上
極
く
大
雑
把
に
両
者
の
特
質

を
相
似
点
と
相
異

点
と
に
分
け
て
概
観

し
て
見

た
が
、
こ
れ

は
極
く
一
部

の
特
性
を
取
上
げ
た
に
す

ぎ
な
い
。
更
に

歴

史
的
・
教

義
的
側
面
に

お
い
て

幾
多
の
考
慮
す

べ
き
重
要

な
問
題

が
解
明

を
待
っ
て
い
る
こ
と
は
論

を
俟
た
な
い
。
そ
れ
ら
の
諸
点
に
関
し
て
の
考
察
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は
他
の
機
会
を
待
た
ざ
る
を
得
な
い
。
最
後
に
こ
の
小
文
を
綴
る
に
当
り
参

考
に
さ
せ
て
頂
い
た
書
物
及
び
参
考
文
献
の
リ
ス
ト
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

今
後
こ
の
分
野
に
関
心
を
懐
く
方

々
の
ご
参
考
と
も

な
ら

ば
幸
甚
で

あ
る
。

へ
シ
カ
ズ
ム
並
び
に
「
イ
エ
ス
の
祈
り
」
に
関
す
る
参
考
文
献
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