
〈
研

究

論

文

７

〉

ア
ン
セ
ル
ム
ス
と
親
鸞
の
罪
悪
観

キ

リ

ス
ト

教

と

仏
教

と

い

う

異
宗

教

の
伝

統

の
下

で

、
思

索

と
行

動

を

し

た
思
想
家
で
あ
る
キ
ャ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
聖
ア
ン
セ
ル
ム
ス
（
１
０
３
３
-
１
１
０
９
）
と
、

親

鷽

聖
人

日

７
３
-１
２
６
２
）
と

は

、

思

想

系

統

・

思

想

形

態

な

ど

が

異

な

る
。

こ

の
小

論

の
意

図

は

、
両

者

の

罪
悪

観

を
中

心

に
対

比

・

考

察

し

て

、

そ

の

類

似

性

と

差

異

性

と

を

尋

究

し

て

、
両

思
想

の

根

本

的

特

徴

を

、

よ

り

明

確

に
把

捉

す

る

こ

と

に

あ

る

。

中

世

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

に

お
け

る
ス

コ

ラ

哲
学

の

父

と

呼

ば

れ

る
ア

ン

セ
ル

ム

ス

は

、

キ

リ

ス
ト

教

神

学

者

で

哲

学

者

で

あ

る

。

ア

ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ
ス

が

主

張

し

た

「

真

の

哲

学

」
（
ｖ
ｅ
ｒ
ａ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉａ
）
’

即

ち

神

学

と

分

離

し

て

い

な

い

哲

学

の

系

譜

を

引

く

人

で

あ

り

、
「
第

二

の

ア

ウ

グ

ス
テ

ィ

ヌ

ス
」

（
ａ
ｌｔｅ
ｒ
　Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
ｉｎ
ｕ
ｓ
）

と

も

称

讃

さ

れ

た

。

罪

そ

の

も

の
は

実

体

で
は

な
い

の

で

、

伝

統

的

に

「
欠

如

」

と

さ

れ

て

い

た

。

ア

ン

セ

タ

ム
。ス

が
問

題

に
し

た
の

は

、
「
譯

を

犯

す

と
は

ど

の

よ

う

な

笠
　

井
　
　
　

貞

こ

と
か
」

と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

彼

は
、
『
ク
ー
ル
・
デ
ウ
ス
・
ホ
モ
ー
』

に

お
い
て

、「
罪

を
犯
す

と
い
う
の
は
、

神

に
そ
の
負
債

を
返

さ
な
い

こ

と

に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
借
り
て
い
る
の
は
返
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
神

に
負
う
て

い
る
負
債
を
弁
済
す
れ
ば
誰
も
罪

を
犯

さ
ず
、
そ
れ
を
弁
済
し
な

い
者

は
す

べ
て
罪

を
犯

す
の
で
あ
る
。
こ
の

こ

と

が
、
「
正

し
さ
」
（
ｒ
ｅ
ｃ
ｔｉ
-

ｔｕ
ｄｏ
）

で
あ
り

、
こ
の
正
し

さ
は
、
我
々

が
神
に
負
い
、
ま
た
神

が
我
々
に

要
求
す
る
、
唯
一
で
完
全
な
「
栄
誉
」
（
ｈｏ
ｎ
ｏ
ｒ
）
な
の
で
あ
る
。
神
に
負
う

て
い
る
借
力
と
は
何
か
と
い
え

ば
、
理
性
的

な
被
造
物
の
意
志
は
、
す

べ
て

神
の
意
志
に
服
従
し
て
ぃ
な
け
れ

ぱ
な
ら

な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
ど

ん
な
に
小
さ
い
こ
と
で
も
、
知

っ
て
ぃ
な
が
ら
神
の
意
志

に
反
し

て
こ
と
を
行
う
と
、
我

々
は
重

い
罪

を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
神
は
罪

の
量
に
従
っ
て
贖
罪
を
要
求
す
る
と
い
う
。
結
局
、
神
に
服
従
す
る
と
は
、

神
を
敬
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
、
神
を
敬
愛
す
る
義
務
を
持
っ
て
い
る
に
人
間
が
、



神

を
尊
敬
せ

ず
、
神

の
栄
誉

を
傷

つ
け
る
の
が
罪

を
犯
す
こ

と
で
あ
り

、
罪

を
犯
し

た
者

は
、
皆

そ
の
人

が
奪
っ
た
栄
誉

を
神
に
返
さ

な
け
れ

ば
な
ら

な

い
。
そ
れ

が
、
す

べ
て
の
罪
人

が
神

に
果

た
す

べ
き
償
い
で
あ
る

と
い
う
。

「
負
債

が
全
く
返

さ
れ
な
く
て

も
、

憐

れ
み
だ
け
で
罪
を
赦
す

こ

と
は
、

神
に
ふ
さ
わ
し
い

か
」
と
し
て
、
ア

ン
セ
ル
ム
ス
は
、
そ
れ
は
神
に
ふ
さ
わ

し
い
こ
と
で
は
な
い
と
主
張
す

る
。
即
ち
、
罪
を
そ
の
よ
う
に
赦
す
こ
と
は
、

罰
し

な
い
こ

と
と
同
じ
で
あ

っ
て

、
償
い

を
果
た
さ
な
い
罪
に
正
し
い
秩
序

を
与

え
る
と
い
う
こ
と
は
、
罪

を
罰
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
若
し
そ

の
罪

が
罰
せ
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
無
秩
序

の
ま
ま
放
免
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
神
の
支
配
下

に
何
も
の
か
を
無

秩
序

の
ま
ま
放
免
す

る
の
は
、
神
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

若
し

そ
う
し
て

お
け
ば
、
神

は
罪
人
も
、
罪
無
き
人
も
差
別
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
神

に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
。

罪
が
償
わ
れ
ず
、
罰
せ
ら
れ
も
し
な
い
な
ら
、
ど
の
よ

う
な
掟

の
下

に
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
憐
れ
み

だ
け
か
ら
赦

さ
れ

る
と
す

れ
ば
、
不

正

の
方
が
正

義
よ
り
も
自
由
で
あ
り

、
更
に
不
正

を
神

に
似
た
も
の
に
見
せ

る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
神
に
ふ
さ
わ
し

く
な
い
。
被
造
物

が
、

創
造
者
に
帰

せ
ら
れ
る

べ
き
栄
誉

を
奪
い
、
そ
れ
を
返

さ
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
事

象
の
秩
序
に
お
い
て

、
決
し
て
容
認
さ
れ
て

は
な
ら

ず
、
そ
れ

を
容

認
す
る
ほ
ど
不
正

な
こ
と
は
な
い
。
若
し
神
よ
り
も
大
き

く
、
よ
り
善

い
も

の
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
神
自
身
に
外

な
ら

な
い
最
高
の
正
義

が
、
事
象

の
管
理

に
お
い
て

そ
の
栄
誉
を
維
神
す
る
よ
り
も
正
し
い
こ

と
は
な
い

と
し

て
い

る
。

罪

人

が

そ

の

奪

っ

た

も

の

を

返

さ

な

い

で

罰

せ

ら

れ

る

場

合

は

、

罪

人

へ

の

罰

は

神

の

栄

誉

で

は

な

い

と

す

る

と

、

神

は

自

己

の

栄

誉

を

失

い

、

回

復

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

の

で

は

な

い

か

と

い

う

問

い

に

対

し

て

、

ア

ン

セ

ル

ム

ス

は

、
「

神

の

栄

誉

に

関

す

る

限

り

、

そ

れ

に

何

も

の

も

付

け

加

え

る

こ

と

も

、

そ

れ

か

ら

何

も

の

も

減

ら

す

こ

と

も

で

き

な

い

。

神

の

こ

の

栄

誉

は
、
不
滅
で
全
く
不
易
で
あ
る
か
ら
」
と
説
く
の
で
あ
る
。
人
間
が
神
の
栄

誉

を

奪

っ

た

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

栄

誉

を

返

す

か

、

或

は

罰

を

受

け

る

か

と

い

う

こ

と

に

な

る

、

即

ち

、
「

罪

の

償

い

を

す

る

か

、

罰

を

受

け

る

か

」

（
ｓ
ａ
ｔ
ｉｓ
ｆａ
ｃ
ｔ
ｉｏ
　ａ
ｕ
ｔ
　ｐ
ｏ
ｅ
ｎ
ａ
）

の

二

途

の

う

ち

の

、

ど

ち

ら

か

を

人

間

は

選

択

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

ア

ン

セ

ル

ム

ス

は

、
「

人

間

は

、

罪

の

償
い
な
し
に
は
、
救
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
。
罪
人
が
償
い
を

し

な

け

れ

ば

、

即

ち

そ

の

負

債

を

自

発

的

に

償

わ

な

け

れ

ば

、

神

も

罪

を

罰

し

な

い

ま

ま

で

赦

す

こ

と

は

で

き

な

い

し

、

ま

た

罪

を

犯

す

前

に

持

っ

て

い

た

よ

う

な

幸

福

に

さ

え

達

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

そ

し

て

、

罪

の

償

い

は

、

罪

の

程

度

に

従

う

べ

き

で

あ

っ

て

、

ま

た

人

間

は

、

自

力

で

償

い

を

す

る

こ

と

は

不

可

能

で

あ

る

と

す

る

。

人

間

は

、

唯

一

の

主

に

よ

っ

て

、

無

か

ら

創

造

さ

れ

て

、

殆

ど

存

在

せ

ず

、

辛

う

じ

て

存

在

す

る

も

の

で

、

創

造

者

た

る

神

の

僕

な

の

で

あ

り

、

罪

の

償

い

に

つ

い

て

無

力

な

の

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、
「

愛

に

よ

っ

て

働

く

」

キ

リ

ス

ト

教

の

信

仰

に

お

い

て

、

自

分

が

救

わ

れ

る

こ

と

が

で

き

る

と

い

う

希

望

を

持

つ

こ

と

が

で

き

る

と

す

る

の

で

あ

る

。ア

ン

セ

ル

ム

ス

に

よ

れ

ば

、

人

間

は

、

神

に

よ

っ
て

理

性

的

に

創

ら

れ

た



の
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
義
と
不
正
、
善
と
悪
、
よ
り
大
き
な
善
と
よ
り
小
さ

な

善

と

を
区

別

す

る

た

め

な

の
で

あ

る
。

人

間

は
理

性

的
本

性

で

あ

る
か

ら

、

神

を

享

受

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

幸

福

で

あ

る

よ

う

に
正

義

の

者

と
し

て

創

ら

れ

た

の

で

あ

る

。
神

は
人

間

を
正

義

の

者

と
し

て

、
永

遠

の
幸

福

へ
向

け

て

創

ら

れ

た
の

に

、
罪

な

き
人

に
死

を
受

け
容

れ

さ

せ

る

と
す

れ

ば
、

そ

れ

は

神

の

知

恵

と
正

義

と

に
反

す

る
。

従

っ
て

、
若

し
人

間

が
罪

を
犯

さ

な

か

っ

た
な

ら

ぱ

、

決

し

て
死

ぬ
こ

と

は

な

か

っ

た
で

あ

ろ

う

と
い

う

帰

結

に

な

る
。

人
間

は

本

来

、
不

死

で

あ

っ

た

が

、
罪

を
犯

し

た

の

で

、
死

を
避

け

る
こ

と

が

で

き

な

く

な

っ
た

の

で
あ

る
。

ま

た
人

間

が
罪

を
犯

さ

な

か

っ

た
と

し

た

ら

、

人

間

が

持

っ
て

い

た

そ

の
同

じ

肉
体

の

ま

ま

、
不

滅
の

状

態

に

変

え

ら

れ

る

筈

で

あ

っ
た

よ

う

に
、

復

活

は

、

こ

の

世

で
生

き

て

い

る

肉
体

の

ま

ま

回

復

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

の
で

あ

る
。

人

間

は

償

い

に

よ

っ
て
救

わ

れ

る

の

で

あ

る

が

、

償

い

は
、
「
神
一

人

」

（
ｄ
ｅ
ｕ
ｓ
-
ｈ
ｏ
ｍ
ｏ
）
以
外
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
、

お
よ

そ

次

の

よ

う

に

考

え

て

い

る
。

贖

罪

は

、

人

間

の

罪

の

た

め

に

、
神

以

外

の

一

切

の

存

在

す

る

も

の

に

ま

さ

る

何

も

の

か

で

、

神

に

償

う
者

が

い

な

け

れ

ば
成

就

さ

れ
な

い

。

神

の
支

配

下

に

あ

る
一
切

の

も

の

を

越
え

る

何

も

の
か

を
神

に

与

え

る
こ

と

が
で

き

る

者

は

、

神

以

外

の

一
切

の

も

の

よ

り

も

大

で

な
け

れ

ば

な
ら

な
い

。

し

か
し

、

神

以

外

に

、

神

で

な

い

一
切

の

も

の

を
越

え

る
も

の

は
何

も

存

在

し

な
い

か

ら

、

神

だ

け

し

か
、

こ

の

償

い

を

す

る
こ

と

が
で

き

な
い

。

け

れ

ど

も

、

償

い

を

す

べ
き

は

、
人

間

以

外

の

も

の

で

は

な
い

。

そ

う

で

な

け

れ

ば

、

人

間

が
償

う

こ

と

に

な
ら

な

い

。

こ

の

よ

う

に

し

て

、
ア

ン

セ

ル

ム

ス
は

、

償

い

を
す

る
こ

と

の

で

き

る

も
の
が
、
真
の
神
で
あ
り
、
真
の
人
間
で
あ
る
も
の
、
「
神
-
人
」
（
ｄ
ｅ
ｕ
ｓ
-

ｈ
ｏ
ｍ
ｏ
）

で

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

い

と
い

う

結

論

を

導

出

し

た
。

罪

の

償

い

を

す

る
者

は

、

同

時

に

完

全

な
神

で

、

ま

た
完

全

な

人
間

で

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

。

神

の

本

性

と

人

間

の

本
性

と

は

、
両

本

性

が
完

全

に

保
持

さ

れ

て

い

て

、

し

か

も

完

全

な

一

つ

の

位

格
（
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ａ
）

結

合

し

て
い

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
。
即
ち
、
自
己
自
身
が
神
で
あ
っ
て
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
、
罪
人
た
ち
を

神

と

和

解

さ

せ

る

人

に

よ

っ
て

で

な
け

れ

ば

、
罪

の

赦

し

は

で
き

な
い

の

で

あ

る
。

そ

れ

故

に

、

我

々
人

間

の

た

め
に

死

ん
だ

、

神

で
あ

り

人

で

も

あ

る

と

我

々

が
告

白

す

る
キ

リ

ス
ト

を
探

し
当

て

た
の

で

あ

る
。

ま

た
天

上

の

国

は

、

人

間

に

よ

っ
て

完
成

さ

れ

る

べ
き

こ

と

、

そ

し

て

そ
れ

は

罪

の

赦

し

が

な

け

れ

ば
で

き

な

い

、

と

い

う

こ

と

を
理

性

的

必

然

性

が

明
示

し

て

い

る

と

す

る
。

ア

ン

セ

ル

ム

ス

に

お
い

て

、

罪

人

が
自

己

の
罪

を
償

う

こ

と

は
で

き

な
い

の

で

あ

る
。

に

も

拘
ら

ず

、

罪

を

償

わ

な

い
限

り

、
人

間

が

救

わ

れ

る
こ

と

は

で

き

な

い
。

そ

こ
で

人

間

の

た

め

に

、

キ
リ

ス

ト
に

よ

る

罪

の
償

い

が
必

要
な
の
で
あ
る
。
神
一
人
キ
リ
ス
ト
は
、
自
由
意
志
に
よ
り
、
そ
の
生
命
を

人

間

の

罪

の
償

い

と
し

て

神

に

与

え

た

。

慣

習

に

よ

っ
て

、

子

が
自

発

的

に

自

己
自

身

を
父

に

提

供

し

た
と

い

う

け

れ

ど

も

、

そ

れ
は

自

己

が

神

、
即

ち

神

の

子

で

あ

る

か

ら

、
自

己

の

栄

誉

の

た

め

に
自

己

を
、

父

と

聖
霊

に
提

供

す

る

よ

う

に

、
自

己

に
提

供

し

た
こ

と

な

の

で

あ

る
。

神

の
正

義

と
人

間

の
罪

を
考

え

る

と

、
神

の
「
憐

れ
み
」
（
m
i
ｓｅ
ｒ
ｉｃ
ｏ
ｒ
ｄ
ｉａ
）



は

、

あ

な

た

に

は

滅

び

る

か

に

見
え

た

で
あ

ろ

う

が

、

神

の

憐

れ

み

は

、
正

義

と

一

致

す

る

も

の

な

の

で

あ

る

、

と
ア

ン

セ
ル

ム

ス

は

、
『

ク

ー

ル

・

デ

ウ
ス
・
ホ
モ
ー
』
の
末
尾
近
く
で
主
張
す
る
。
何
故
な
ら
、
永
遠
の
責
苦
を

宣

告

さ

れ
て

、

そ

こ

か

ら
自

己

を
救

う
道

を
持

っ
て

い
な

い
罪

人

に
向

か

っ

て

、

父

な

る
神

が

、
私

の
独

り

子

を
受

け
て

、
あ

な

た

の
代

り

に
供

え

よ

と

云

い

、

ま

た
子

自

身

が

、
私

を
享

け
て

、

あ

な

た

を
救

え

と
云

っ

た
時

以

上

に

憐

れ
み

深

い
こ

と

を
考

え

る
こ

と

が
で

き

な
い

で

あ

ろ
う

。

父

と
子

と

が
、

我

々

を
キ

リ

ス
ト

教

信

仰
に

導

引

す

る
時

、

こ

の

よ

う

に
語

る

と
い

う

。

神

が

我

々
の

負

債

を
赦

し

て

、

す

べ
て

の

負

債

よ

り

価

値

の

高

い

独

り

子

を
与

え

て
下

さ
る

憐

れ
み

は

、
最

高

の
正

義

で

あ

っ
て

、

そ

れ
故

に

、

最

高

の

憐

れ

み

と

最

高

の
正

義

と

は

完

全

に

一

致

す

る

と

い

う

わ

け

で

あ

る
。

こ

こ

に

至

っ
て

、

即

ち

、
『

ク

ー

ル
・

デ

ウ

ス

・

ホ

モ

ー
』

の

結

び

の

箇

所

で

、

単

な

る
贖

罪

を

越

え

て

、

神

と

人

と

の
和

解

へ

の
道

を
指

示

し

て

い

る
。

『

瞑

想

集

』

は

、

ア

ン

セ

タ

ム

ス
の

学

問

的

著

述

で

は

な

い

。

確

実

に
本

人

の

も

の

と

し

て

残

さ
れ

て

い

る

の

は

僅

か
三

篶

だ

け

で

あ

る

。

だ

が

、
罪

深

い

自

己

を

凝

視

し

、

神

の

憐

れ

み

を

乞
う

信

仰
告

白

的

な

性

格

を
備

え

て

い

る

の

で

、

考

察

す

る

価

値

が

あ

る
。

以

下

に

お

い

て

、

そ

の

概

要

を

ま

と

め

る

と

次

の

よ

う

に

な

る

。
『

瞑

想
』

一

の

、
「

襲

っ
て

来

る

怖

れ

に

つ

い

て

の

瞑

想

」

で

は

、
「
私

の

生
活

は
私

を
不

安

に

し

て

い

る

」
（
Ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
ｔ

ｖ
ｉｔａ
　ｍ
ｅ
ａ
）

と

し

、

そ

の
理

由

を

述

べ
て

い

る
。

生

活

が

全

く
罪

の
中

に
あ

る
こ

と

を

悲

し

み

、
人

間

で

は

な
く

て

、
人

間

の
恥

辱

で

あ

る

と
自

己

反

省

し
、
審
判
の
日
は
近
づ
い
て
来
て
い
る
と
す
る
。
神
の
栄
誉
を
奪
い
、
神
の

全

能

に

挑

戦

し

た

罪

人

と

し

て

、

救

い

主

イ

エ

ス

の

憐

れ

み

を

乞

う

て

い

る

。

『
瞑

想

』

二

の

、
「
不

幸

に

も

喪

失

し

た

純

潔

に

つ

い

て

の

嘆

き

」

で

も

、

「
私
は
罪
人
で
あ
る
。
主
よ
」
（
Ｐ
ｅ
ｃ
ｃ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
　
ｓ
ｕ
m
　
ｅ
ｇ
ｏ
,
　
ｄ
ｏ
ｍ
ｉ
ｎ
ｅ
)
と
嘆
き
、

恵

み

深

い

神

の

救

い

を

願

っ
て

い

る

。
『

瞑

想

』

三

の

、
「

人

間

の

贖

罪

に

つ

い

て

の

瞑

想

」

は

、
『

ク

ー

ル

・

デ

ウ

ス

・

ホ

モ

ー

』

著

述

以

後

の

作

と

さ

れ
て
い
る
。
罪
深
い
人
間
を
救
う
の
は
、
神
-
人
た
る
キ
リ
ス
ト
の
「
力
」

（
ｖ
ｉｒ

ｔｕ
ｓ
）

で

あ

る

。

キ

リ

ス

ト

自

身

は

罪

人

で

な

か

っ

た

の

に

自

己

の

生

命

を

、

父

な

る

神

の

栄

誉

の

た

め

自

ら

与

え

た

。

人

間

の

心

は

、

神

の

面

前

に

あ

り

努

力

す

る

が

、

自

力

で

は

で

き

な

い

と

し

て

、

神

の

愛

を

求

め

て

い

る

。

オ

リ

ゲ

ネ

ス

や

ア

ン

ブ

ロ

シ

ウ

ス

、

そ

し

て

ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス

ら

の

所

説

に

基

づ

い

て

、

こ

の

時

代

に

至

る

ま

で

支

配

し

て

い

た

、

重

い

罪

を

犯

し

て

、

悪

魔

に

魂

を

売

り

渡

し

た

人

間

の

た

め

に

、

神

が

、

キ

リ

ス

ト

の

生

命

を

賠

償

と

し

て

悪

魔

に

支

払

っ

た

と

い

う

説

に

比

較

す

る

と

、

ア

ン

セ

ル

ム

ス

に

よ

る

神

‐

人

キ

リ

ス

ト

に

よ

る

罪

の

償

い

と

い

う

説

は

、

キ

リ

ス

ト

教

哲

学

・

神

学

史

上

に

お

け

る

斬

新

な

見

解

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

親

鷽

は

、
『

教

行

信

証

』

に

お

い

て

、

選

択

本

願

の

行

信

を

受

け

る

も

の

に
つ
い
て
、
「
其
機
者
則
一
切
善
悪
大
小
凡
愚
也
」
と
い
い
、
『
正
信
念
仏

偈

』

で

も

、
「

一

切

善

悪

凡

夫

人

、

聞

信

如

来

弘

誓

願

」

云

々

と

説

く

。
『

愚

禿

鈔

』

で

は

、

人

間

に

善

機

と

悪

機

と

が

あ

り

、

ま

た

善

性

と

悪

性

と

が

あ

り

、

更

に

善

機

に

二

種

、

悪

機

に

七

種

（

十

悪

・

四

重

・
破

見

・

破

戒

・

五

逆

・

謗

法

・

闡

提

）

あ

る

と

し

て

い

る

。

即

ち

、

人

間

に

は

善

人

も

悪

人

も

お

り

、

ま

た

善

・
悪

そ

の

も

の

に

種

々

あ

る

と

さ

れ

る

。

人

間

を

倫

理

的

立



場

か
ら
見
れ
ば
、
そ
う
い

う
こ

と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
し

か
し
、
人
間

が
如

来
の
光
に
照
ら

さ
れ
て
、
自
己

を
反
省
す

る
時
、
そ
こ
に
見
出

さ
れ
る
の
は
、

罪

人
と
し
て
の
自
己
自
身

で
あ

る
と
親
鷽

は
知
り

、
そ
し
て
一
切

の
人
間
は
、

罪
悪

生
死

の
凡
夫

で
あ

る
、
罪
悪
深
重

・
煩
悩
熾

盛
の
衆
生
で
あ
る
と
す

る
。

こ

れ
は
倫
理
的
次
元
か
ら
見
て
い

る
の
で
な
く
て

、
宗
教
的
次
元
に
お
け

る

人

間
観
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』
で
親
鸞
は
、
「
誠
知
悲
哉
愚
禿
鸞
沈
没
於
緩
欲
広
海
迷
惑
於

名
利

太
山
不
喜
入

定
聚
之
数
不
快
近
真
証
之
証
可
恥
可
傷
矣
」

と
、
悲
歎

述

懐

し
て
い
る
。
こ

こ
で
「
愛
欲

の
広
海
に
沈
没
」
は
、
貪

の
内
の
淫
貪
で
あ

り

、「

名
利

の
太
山

に
迷
惑
」

は
、

貪

の
内

の
財
貪

と
、

瞋
恚
憎
嫉
の
瞋
で

あ
力

、「
定

聚
の
数
に
入

る
こ

と
を
喜

ば
ず
、

真
証

の
証
に
近

づ
く

こ
と

を

快
ま
ず
」
は
、
無
上
菩
提
に
至
ろ
う
と
思
う
心
を
発
さ
せ
な
い
癡
で
あ
っ
て
、

親
鸞
が
、
「
貪
瞋
癡
」
の
三
毒
に
繋
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
慚
愧
し
、
懺
悔

し
て
い
る
の
で

あ
る
。

『
教
行
信
証
』

に
お
け
る
〔
至
心

の
釈
〕

で
は
、
「
一
切

の
群
生

海
、
無
始

よ
り
こ
の
か
た
、
乃
至
今
日
今
時

に
至

る
ま
で
、
積
悪
汚
染
に

し
て
清
浄

の

心
な
し
。
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の
心
な
し
」
と
述

べ
て

お

り

、
〔
信
楽

の

釈
〕
で
は
、「

然
る
に
無
始

よ
り
こ
の
か
た
、

一
切

群
生
海
、

無
明
海

に
流

転

し
、
諸
有
輪
に
沈
迷
し

、
衆
苦

輪
に
繋
縛

せ
ら
れ
て

、
清
浄

の
信
楽

な
し
。

法
爾
と
し
て
真
実
の
信
楽
な
し
」
と
説
い
て
お
り
、
〔
欲
生
の
釈
〕
で
は
、

「
然
る
に
微
塵
界
の
有

情
、
煩
悩
海

に
流
転
し
、

生
死
海

に
漂
没

し
て
、

真

実
の
廻
向
心
な
し
。
清
浄
の
廻
向
心
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

一
切

の
人
間
は
罪
悪
の
身
、
一
切
衆
生
は
罪
悪

の
存
在
で
あ
る
と
、
親

鷽
は

捉
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

『
和
讃
』

に
お
い
七

、
親
鷽
は
、

罪
深
い
自
己

を
凝
視
し
、

弥
陀
の
本
願

だ
け
が
末
法

の
世

を
救
う
と
い
う
信
念
を
述
懐
し
て
い

る
の
で
、
和

讃
を
資

料

と
し
て
考
察
を
試
み
よ
う
。

「
浄
土
真
宗
に
帰
す

れ
ど
も

真

実
の
心

は
あ
り

が
た
し

虚
仮
不
実

の
わ
が
身

に
て

清
浄
の
心
も

さ
ら
に

な
し
」

嘘
、
偽
り
、
不
真
実

の
わ
が
身
の
実
態
を
反
省
し
て

、
清
ら
か
な
心
も
更

に
な
い
之
、
親
鷽
は
嘆
い
て
い
る
。

「
外
儀

の
す

が
た
は
ひ
と
ご
と
に

賢
善

精
進
現
ぜ
し
む

貪

瞋
邪
偽
お
ほ
き
ゆ
へ

訐
詐
も
も
は
し
身
に
み
て
力
」

人
は
誰
も

が
、
外

相
は
善
人

ぶ
り

、
精
進
し
て
い
る
よ
う

に
見
せ

か
け
て

い
る

が
、
内

心
は
貪

欲
と
瞋

恚
と
邪

偽
に
満
ち
て
い
る
か
ら
、
数
多
く
の
悪

賢
く
て
人
を
騙
す
行

い
を
す
る
、
と
反
省
し
て
い
る
。

「
悪

性
さ
ら
に
や
め

が
た
し

こ
こ
ろ
は
蛇
蝎
の
ご
と
く
な
り

修
善
も
雑
毒
な
る
ゆ
へ
に

虚
仮
の
行

と
そ
な
づ
け
た
る
」



生
来
の
悪
性
は
ど
う
に
も
な
ら
ず
、
そ
の
心
は
蛇
や
蝎
の
よ
う
に
恐
ろ
し

い

。

た

と

え

善

い

行

い

を

し

て

も

、

煩

悩

の

毒

が

混

じ

っ

て

い

る

の

で

、

所

詮

、

虚

仮

の

行

と

い

わ

れ

る

の

で

あ

る

と

、

親

鷽

は

、

救

わ

れ

難

い

自

己

自

身

を

見

て

い

る

。

「

無

慚

無

愧

の

こ

の

み

に

て

ま

こ

と

の

こ

こ

ろ

は

な

け

れ

ど

も

弥

陀

の

廻

向

の

御

名

な

れ

ば

功

徳

は

十

方

に

み

ち

た

ま

ふ

」

自

己

の

罪

を

恥

じ

な

い

こ

の

私

で

あ

り

、

真

実

の

心

は

持

ち

合

わ

せ

て

い

な

い

が

、

弥

陀

如

来

の

廻

向

さ

れ

る

名

号

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

名

号

の

功

徳

は

十

方

に

満

ち

充

ち

る

と

説

い

て

い

る

。

親

鷽

の

罪

悪

観

の

一

つ

は

、

人

間

は

無

常

な

存

在

で

壊

れ

る

も

の

、

不

浄

な

も

の

で

あ

る

か

ら

、

煩

悩

具

足

の

凡

夫

、

罪

悪

深

重

の

身

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

、

も

う

一

つ

は

、

末

法

の

時

代

に

生

を

稟

け

た

一

切

の

人

が

極

重

悪

人

で

あ

る

こ

と

に

思

い

を

致

す

べ

き

で

あ

る

と

い

う

こ

と

な

の

で

あ

る

。

「

末

法

五

濁

の

有

情

の

行

証

か

な

は

ぬ

と

き

な

れ

ば

釈

迦

の

遺

法

こ

と

ご

と

く

龍

宮

に

い

り

た

ま

ひ

に

き

」

末

法

時

代

の

汚

れ

た

現

実

世

界

で

、

人

間

は

自

力

修

行

に

よ

っ

て

証

果

を

得

る

こ

と

が

で

き

な

い

た

め

に

、

釈

迦

の

説

か

れ

た

教

法

は

悉

く

こ

の

世

か

ら

隠

れ

て

し

ま

っ

た

と

親

鸞

は

見

て

い

る

の

で

あ

る

。

元

来
、
仏
教

で
は
、
悪
と
罪

と
を
明
確
に
区
別
し
て
い

な
か

っ
た
。
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
卜
語
の
ａ
ｋ
ｕ
s
ａ
ｌ
ａ
は
、
漢
訳
仏
典
で
、
悪
・
不
善
・
罪
な
ど
と
さ

れ
、
ま
た

鶚
１

は
、
惡
・
不
善
・
悪
業
・
罪
・
罪

業
・
罪
悪
・
重
罪
な
ど

と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
基
本
的
に
は
思
想
形
態
の
差
異

に
由
来
す
る
。
親

鷽

の
『
愚
禿
鈔
』

に
お
け
る
善

・
悪
の
分
類
は

最

初
に

引
用
し
た

が
、
『
教

行

信
証
』

に
お
け
る
「
罪
悪
」
の
具
体
的
内

容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い

え

ば
、
人
間
の
犯
す
根
本
的
な
重
罪
た
る
「
五
逆
罪
」
、
そ
れ
に
「
十
悪
」
、

そ
の
十
悪

の
中
の

四
つ
の
極
重
の
罪

と

さ
れ
る
「
四
重
」（

殺
生
・
偸
盗
・

邪
婬

・
妄
語
）
、
ま
た
謗
法
や
闡
提
、
そ
れ
か
ら
破
戒

・
破
見
な
ど
で
あ
る
。

何
故

、
こ
れ
ら
は
罪
悪
で
あ
る
の
か
。
こ

れ
ら
は
正
法
に
反
す
る
、
真
如
に

背
く
か
ら
で
あ
る
。
罪
悪

の
根
本
は
、
真
如

を
真
如
と
知
ら
な
い
無
明
に
あ

る
。
真
如
に
背
く
こ
と
は
如

来
に
背
く
こ

と
で
、
如
来
に
反

す
る
こ
と
は
真

如
に
反
す

る
こ
と
で
あ
る
。〈

す

べ
て
の
生
き
物

は
、
他
の
動

植
物

を
食

べ
て

生
き
て
。
い
る
こ
と
か
ら
、
十
悪
乃
至
四
重
罪
に
お
け
る
殺
生
罪
か
ら
し
て
も
、

一
切
衆
生
は
罪
悪
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

涅
槃

を
滅
度
・
無
為
・
安
楽
・
常
楽
・
実
相

・
法
身
・
法
性
・
真

訪

）
一

如

・
仏
性

・
如
来
と
い
う
と
親
鷽
は
、
『
唯
信
鈔
文
意
』
で
説
い
て

い

る
。

こ
れ
ら
は
仏
教
の
根
本
真
理
た
る
真
如
の
異

名
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
は
、
真

如
の
世
界
か
ら
来
生
し
た
報
身
仏
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
究
極
の
根
拠
は
、

即
ち
、
真
如
・
法
身
で
あ
る
。
法
性
即
ち
法
身

は
、
色
も
形

も
な
く
、
心
も

言
葉
も
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
。

報
身

仏
は
、

無
碍
光
如
来

で
あ
る
。
『
一

念
多
念
文
意
』
で
、
親
鷽
が
説
く
よ
弘
り
阿
弥
陀
仏
は
、
報
身
如
来
で
あ



り
、
方
便
法

身
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
は
、
光
明
で

あ
り
　

光
明

は
智

慧
で
あ

る
。
智
慧
は
光
の
形

で
あ
り

、
智
慧
は
形

が
な
い
の
で
、
不
可

思
議

光
仏
と

い
う
。
十

方
微
塵
世

界
に
充
満
し
て
い
る
の
で
無
辺

光
仏
と
い
う
。

こ
の
阿

弥
陀
仏
は
、
深

重
の
誓
願

を
発
し
て
、
光
明
名
号

を
以

て
十

方
の
衆
生
を
摂

化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
教
行

信
証
』

に
お
け
る
「

二
種
深

信
」
、
こ
れ
は
善
導
の

思
想
系

統
で
あ

る

が
、
そ
の
う
ち

の
一
つ
は
、
自

己
は
罪
悪

生
死

の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
深

く
信
ず
る
こ

と
で
あ
り

、
も
う
一
つ
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
に
対
す
る
確

信
で
あ
る
。
罪
悪

生
死
の
凡
夫

が
、
そ
の
ま
ま
正
定

聚
の
菩
薩
の
位
に
さ
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

依
然
と
し
て
罪
悪
深

重
の
凡

夫
で
あ
ゐ
に
相
違
な
い
に

も
拘
ら
ず
、
他
力
廻

向
さ
れ
た
信
心
自
体
の
価
値
か
ら
い
え

ば
、
尊
い
正

定

聚
に
さ
せ
ら

れ
て
い

る
。
罪

人
が
そ
の
ま

ま
菩

薩
、
凡
夫

が
即
ち
正

定
聚
の

人

な
の
で
あ

る
。
罪
悪
生
死

の
凡

夫

が
正
定

聚
の
身
分

に
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

が
、
親
鷽

に
お
け
る
救
済
で
あ
る
。
そ
れ
は
凡
夫

が
凡
夫

を
全
く
脱
却
す
る

の
で
は
な
く
て
、
弥
陀
如

来
廻
向
の
至

徳
の
名
号

を
具
足

す
る
立
場

か
ら
い

え

ば
、
正
定

聚
の
位

で
あ
り

、
衆
生
の
立
場

か
ら
い
え

ば
、
罪
悪
深

重
の
凡

夫

な
の
で
あ

る
。
罪
悪
生
死

の
凡

夫
が
、
如

来
の
本
願
力

に
よ
っ
て

、
往

生

決
定

の
正
定
聚
の
人

と
な
っ
て

い
る
の
で

あ
る
。

親
鸞
に
お
い
て
は
、
罪
悪

に
対
す

る
断
惑
滅
罪
・
断
滅
の
思
想
よ
り
も

、

転
悪
成
善
・
転
成
の
思
想

が
濃
厚

で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
の
〔
海

の
釈
〕
で

、

「
海
と
い
う
は
、

久
遠
よ
り
こ

の
か
た
、

凡
聖
所
修
の
雑
修
雑
善

の
川
水

を

転
じ
、
逆
謗
闡
提
恒
沙
無
明
の
海
水
を
転
じ
て
、
本
願
大
悲
智
慧
真
実
恒
沙

万

徳
の
大

宝
海
水

と
な
る
、
こ

れ
を
海
の
如
き
に
喩
う
る
な
り
」

と
説
い
て

い
る
。
『
正

像
末
和

讃
』
で
は
、

「

弥
陀
智
願

の
広
海
に

凡
夫
善
悪

の
心
水
も

帰

入
し
ぬ
れ
ぱ
す
な
は
ち
に

大
悲
心
と
ぞ
転
ず
な
る
」

と
歌
わ
れ
て
い
る
。
要

す
る
に
、
雑
修
雑
善
の
自
力
の
凡
夫

の
善
心
や
、
五

逆
罪
を
犯
し
た
り
す
る
凡
夫
の
悪
心

が
、
弥
陀
の
本
願

の
広
大

な
智
慧
の
海

に
流
れ
込
ん
で
、
そ
れ
ら

が
忽
ち
他
力
の
信
た
る
大
悲
心

に
転

換
す

る
と
い

う
の
で
あ
る
。

「

転
悪
成

善
」
の
「

転
ず
」
と
い
う

の
は
、

仮
名
聖
教
本
の
『
唯
信
鈔
文

意
』

に
よ
れ
ば
、
罪

を
消
し
失

わ
ず
し
て
善
に
な
す
こ

と
、
即
ち
河
の
水
が

大
海
の
中

に
入

る
と
、
ど
の
河

の
水
も
同

じ
海

の
潮
水

と
な
る
よ
う
に
、
煩

悩
が
あ
っ
て

も
、
そ
れ

が
何
ら
の
妨
げ
も
持
た
な
く
な
っ
た
所
、
そ
こ

が
涅

槃
の
境
地

で
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
『
高
僧
和
讃
』
に

詠
ま

れ

て
い
る
歌

を
見
る
こ

と
に
し
よ
う
。

「
無

礙
光

の
利

益
よ
り

威

徳
広
大
の
信
を
え
て

か
な
ら

ず
煩
悩

の
こ
ほ
り
と
け

す

な
は
ち
菩
提

の
み

づ
と
な
る
」

阿
弥

陀
如
来

の
無
礙
光
の
利
益

に
よ
り

、
威
徳

広
大

な
他
力
の
信
心
を
得

尭
人

は
、
煩
悩

の
氷

が
解
け
て
、
そ
の
ま
ま
菩
提
の
水
と
な
る
。



「
罪
障
功
徳
の
体
と
な
る

こ
ほ
り
と
み
づ
の
ご
と
く
に
て

こ

ほ
り
お
ほ
き
に
み
づ

お
ほ
し

さ
は
り

お
ほ
き
に
徳
お
ほ
し
」

菩
提

の
障
碍
と

な
る
罪
業
も
、
氷

と
水

と
の
関
係
の
よ
う
で
、
異
な
る
も

の
で

な
く
、
如
来
の
働
き
に
よ
り
、
功
徳
の
体
と
な
る
。

悪

を
転
じ
て
善

を
成
す
こ
と

が

で
き

る
の
は
、

善
悪
共
に
、
「
無
自
性
」

で
あ

る
、
衆
生
の
煩
悩

が
無
自
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
罪
と
い
う
の
は
、
実
体

の

な
い
「
空
」
で
あ
る
。
人
間
の
心
は
、
本
来
清
浄
で
あ
る
が
、
自

分

が
起

す
妄
想
顛
倒
の
考
え

か
ら
罪
悪

が
生
ず

る
。
罪
・
罪
業
は
、
人
間

の
迷
い
と

が
煩
悩
に
よ

っ
て
形

成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
心
性
本
浄
説
を
認

め
て
い

な
が
ら
も
、
煩
悩
具
足
、
罪
悪
深
重
の
凡
夫
で
あ
る
と
自

己
を
捉
え

て
い

る
・

逆
悪
雑
善
を
転
じ
て
、
真
実
功
徳
に
成
ず
る
も
の
は
、
名
号
、
即

ち
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
る
と
す
る
。
弥
陀
の
本
願
の
働
き
に
出

会
え

ば
、

空

し
く
過

ご
す
人

は
い

な
い
。
諸

々
の
功
徳

が
具
わ
っ
て
い
る
名
号

の
功
徳

が
信

ず
る
人

の
身
に
充
満
し
て
、
煩
悩

が
名
号
の
功
徳
と
一
味
に

な
る
と
い

う
。
念

仏
の
功
徳

に
よ
り

、
悪

が
悪

と
し
て
の
働
き

を
持

た
な
く
な
り
、
主

体

的
に
は
悪

を
超
克
し

た
こ
と
に

な
る

の
で
あ
る
。
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即

涅
槃

と
い
う
が
、
煩
悩

を
な
く
し
、
生
死

を
な
く
す

る
の
で
は
な
く
て
、
転

じ
て
菩

提
と
し

、
涅
槃

と
す

る
の
で
あ

る
。
煩
悩

は
、
人
間
の
根
本
構
造
に

根

ざ
す
も
の
だ
か
ら
、
断

滅
で
き

ず
、
涅
槃

を
求

め
よ
う
と
す
れ
ば
す

る
程
、

自
己

の
罪
悪
深
重

を
自
覚
す

る
こ

と
に

な
る
の
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』
の
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」

と
い
う
こ

と
は
、
一
般
的

な
倫
理
の
次
元
で
は
な
く
、
宗
教
的
立
場
で
あ
る
。

罪
悪
深

重
の
凡
夫

、
煩
悩
具
足

の
我

々
は
、
ど
ん
な
に
自
力
の
修
行
を
積
ん

で
も
、
到
底

、
迷
い

か
ら
離

れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
を
憐
れ

ん

で
本
願

を
た
て
ら
れ

だ
阿

弥
陀
如
来

の
本
意
は
、
悪
人
成

仏
の
た
め
で
あ
る

か
ら
、
本
願
他
力

を
た
の
む
悪

人
こ
そ
は
、
先

ず
浄
土
往
生
の
果
を
得
る
正

因
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
善
人
で
さ
え
浄
土
に
往
生
で
き

る
、
ま
し
て
悪
人

が
往

生
で
き

な
い
筈
は

な
い

と
す

る
の
で
あ
る
。

他
力
廻
向
の
信
心

を
得

た
人

は
、
現
世
に
お
い
て
正
定
聚
の
位
に
住
す
る

の
で
あ

る
。
性
信

房
へ
の
親
鸞

の
書
簡
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
弥
勒
は
す
で
に
仏
に
ち

か
く
ま
し
ま

せ
ば
、
弥
勒
仏
と
諸
宗
の
な
ら

ひ
は
ま
ふ
す

な
り

、
し

か
れ
ぱ
弥
勒
に
お
な
じ
く
ら
ゐ
な
れ
ば
、
正

定

聚
の
ひ

と
は
如
来

と
ひ

と
し
と
も
ま
ふ
す
な
り
。
浄
土
の
真
実
信
心
の

ひ
と
は
、
こ

の
身

こ
そ

あ
さ
ま
し
き
不

浄
造
悪

の
身

な
れ
ど
も
、
こ
こ

ろ
は
す
で

に
如
来

と
ひ
と
し
け
れ
ば
、
如
来
と
ひ
と
し

と
ま
ふ
す
こ
と

も
あ
る

べ
し
と
し
ら
せ

た
ま
へ
。」

如

来
と
全
く
同

じ
に
な
る
の
は
、
涅
槃
に
至

っ
て

か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し

て
、
罪
悪
深
重

の
凡
夫

が
救

わ
れ
て

、
正
定
聚
の
位
に
住
す

る
時
、
そ
こ
に

感
謝
の
心

が
生

ず
る
の
で
あ

る
。『
正
像
末
和
讃
』

に
、

次
の
よ
う
に

詠
ま

れ
て

い
る
。

「
如
来
人
悲
の
恩
徳

は

身

を
粉
に
し
て
も
報

ず

べ
し



師
主
知
識
の
恩
徳
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

骨
を
砕
き
て
も
謝

す

べ
し
」

如
来
や
善
知
識
に
対
し
て
、
身
を
粉
に
し
、
骨
を
砕
く
ほ
ど
の
努
力

に
よ

る
報
恩
謝
徳
を
、
親
鸞
は
勧
め
て

い
る
の
で

あ
る
。

以
上

に
お
い
て

、
罪

悪
観
を
中
核
に
据
え
て

、
両
者

の
所
論
の
概
要

を
考

察
し
た
。

浄
土

系
仏
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教

と
対
比

し
て

、
確

か
に
種
々
の
点

で
表
面

的
に
は
近
似
し
て

い
る
。
親
鷽

に
お
い
て

重
要

な
問
題
の
一
つ
で

あ

る
罪
悪

意
識
は
、
キ
リ
ス
ト
教

系
思
想

に
お
い
て

極
め
て

重
要

な
問
題
で

あ

る
。

キ
リ
ス
ト
教

と
仏
教
の
比

較
研

究
の
一
端

と
し
て

、
こ
こ
で

は
、
ア

ン

セ
ル
ム
ス
と
親
鸞

の
罪
悪

観
を
取
り
上
げ

た
の
で
あ

る
。

ア

ン
セ
ル
ム
ス
に
よ
れ
ば
、
罪

の
起
源
、
即
ち
原
罪

は
、
人
間

の
始
源
ア

ダ
ム
の
、
神
へ

の
背
反

に
あ
る
。
そ
れ
以

後
、
人
類
は
生
来
、
原
罪
を
持
つ
、

罪

の
奴
隷

と
な
っ
た
と
い
う
。
親
鷽
に
よ
れ
ば
、
一
切
衆
生
は
、
無
始
久
遠

の
昔

か
ら

、
今
に
至

る
ま
で

、
無
明
・
煩
悩
の
海
に
流
転
し
、
罪
に
汚
れ
て
、

少

し
も
清
浄

な
心

を
持

っ
て
い

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ア

ン
セ
ル
ム
ス
に

お
け
る
罪
悪
と

は
、
生
き
て
い

る
絶
対
者

た
る
神

を
敬
わ
ず
、
神
の
栄
誉
を

傷
つ
け
る
ご
と
で
あ
る
。
罪
の
償
い
は
、
神
‐
人
キ
リ
ス
ト
に
代
っ
て
も
ら

っ
て
、
人
間
は
救
済

さ
れ

る
。
親
鷽
に
お
い
て
罪
悪
と
は
、
正

法
に
反
す
る

こ
と
、
真
如
に
背
く
こ
と
で
、
そ
れ
は
真
如
に
対
す
る
無
明
に
由
来
す
る
。

罪
悪

生
死

の
凡
夫
を
隣
れ
む
阿
弥
陀
如
来
に
よ
っ
て

、
人
間

は
救

済
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
即
ち
、
ア

ン
セ
ル

ム
ス
の
場
合

は
、
人
間

は
、
神
の
像
と
し
て

創
造
さ
れ
て

、
罪

を
犯
さ
な
い
こ

と
が
で
き

る
自
由

を
与
え

ら
れ
て

い
た
に

も
拘
ら
ず

堕
罪
し
て
し
ま

っ
匁

そ
の
原
罪
を
自
覚
し
、
神

―
人
キ
リ
ス
ト

に
よ

っ
て
、
神
に
対
す
る
罪

を
償

っ
て
も
ら

っ
て
、
意
志
の
正
し

さ
の
回
復

を
目
指
す
。
親
鷽
の
場
合
、
心
性
本
来
清
浄
で
あ

る
に
も
拘
ら
ず
、
妄
想
顛

倒
に
よ

っ
て
穢
悪

と
苦
悩
に
満
ち

た
罪
悪
深
重
の
凡
夫

が
、
阿
弥
陀
仏
の
本

願
力
に
よ

っ
て
、
転
じ
て
、
往
生
即
成
仏
を
目
指
す
。

前
者

は
神
の
憐
れ
み

（

慈
恵
）
、
後

者
は
阿
弥
陀
如

来
の
大
慈
悲
に
よ

っ
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ア

ン
セ
ル

ム
ス
の
神
は
、
父

・
子
・
聖
霊
の
三
位
一
体
神
で
あ
る
。
親
鸞

に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
は
、
究
極
の
根
拠
た
る
法
性
法
身

と
、
人
格
的
な
応
身

た
る
釈
迦
牟
尼
仏
と
の
間
に
あ

っ
て
、
人
格
的
且
つ
非

人
格

的
で
あ
る
。

従

っ
て

、
阿
弥
陀
仏
と
神
一
人
キ
リ

ス
ト
は
全
く
異
質

な
も
の
で
あ
り
、
こ

れ

を
対
応

さ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

基
本
的
構

造
の
相
違
の
た

め
、
罪
悪
思

想
そ

の
他

に
お
い
て
も

、
差
異
性
が
見

ら
れ

る
の
で
あ

る
。
差
異
性
を
見
逃

し
て

、
類
似
性

だ
け
を
捕
え
て
、
習
合

を
試
み

る
こ

と
は
正
し
い
方
法
で
は

な
い

と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

存
在

は
、
ア

ン
セ
ル
ム
ス
に
お
い
て
は
、
神

に
よ
っ
て
、
「
無
か
ら
創
造
」

さ
れ

た
の
で

あ
る
。

キ
リ

ス
ト
教
で
は
、
神

に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
か
ち
こ

そ
存
在

・
人

間

存
在

は
意
味
を
有

し
て
い

る
と
す

る

の

で

あ

る
。
存
在

を

「
縁
起
」

に
よ
っ
て
説
く
仏
教
思
想

の
系
統

を

引
い
て
い
る
親
鸞
は
、

無
か

ら
の
創
造
と
い
う
思
想

を
持

っ
て
い

な
い
。
縁
起
説
に
よ
れ
ば
、
実
体
と
し

て
の
神
は
理
論
的
に
否
認
さ
れ
る
。

仏
教

は
「
法
」
（
ｄ
ｈａｒ
m
a）

を
縁
起
と

す
る
。

縁
起
の
法
は
、
そ
の
法
を
覚
証
す
る
「
覚
者

」（

仏
）

が
、

こ
の
世

に
出

現
し
て
も
し
な
く
も
存
在
す
る
法
則
・
真
理
で
あ
る
。
こ
の
非
人
格
的



な

法

が

仏

に

優

位

し

、

仏

は

法

が

あ

っ

て

の

仏

で

あ

る

。

法

を

覚

っ

た

人

は

誰

で

も

仏

で

あ

る

。

仏

は

決

し

て

創

造

者

で

も

な

け

れ

ば

、

絶

対

者

・

超

越

者

で

も

な

い

。

仏

教

の

根

本

真

理

で

あ

る

「

法

」

を

、

親

鷽

も

究

極

の

根

拠

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

『

教

行

信

証

』

で

、

『

大

智

度

論

』

の

「

四

依

」

の

釈

の

「

依

法

不

依

人

…

…

」

を

親

鷽

は

引

用

し

て

い

る

。

法

に

依

り

て

人

に

依

ら

ざ

る

べ

し

、

こ

れ

こ

そ

が

仏

教

思

想

の

基

本

な

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

対

し

て

、

キ

リ

ス

ト

教

思

想

の

系

統

を

引

い

て

い

る

ア

ン

セ

ル

ム

ス

の

思

想

の

特

徴

は

、

人

格

神

が

、

万

物

の

創

造

者

で

あ

り

、

超

越

者

・

究

極

的

実

在

な

の

で

あ

る

。

究

極

的

な

も

の

が

、

非

人

格

的

で

あ

る

と

い

う

の

は

仏

教

者

の

偏

見

で

は

な

い

か

と

い

わ

れ

れ

ば

、

反

対

に

、

究

極

的

な

も

の

は

、

人

格

的

で

あ

る

べ

き

で

あ

る

と

す

る

の

は

キ

リ

ス

ト

者

の

偏

見

で

あ

ろ

う

と

主

張

す

る

思

想

家

も

い

る

。

究

極

的

な

も

の

が

、

非

人

格

的

な

「

法

」

で

あ

る

こ

と

が

仏

教

の

特

長

で

あ

り

、

人

格

的

な

「

神

」

で

あ

る

こ

と

が

キ

リ

ス

ト

教

の

長

所

な

の

で

あ

る

。

罪

悪

観

の

比

較

が

論

題

で

あ

る

が

、

両

思

想

の

根

本

構

造

に

言

及

し

た

。

根

本

的

構

造

の

差

異

の

明

確

な

認

識

に

よ

っ

て

、

正

し

い

比

較

、

相

互

理

解

、

異

な

る

思

想

の

刺

戟
.

衝

撃

に

よ

る

思

想

の

発

展

も

期

待

で

き

る

の

で

あ

る

か

ら

。

（

１

）

Ｓ
.

　

Ａ

ｎ

ｓ
ｅ

ｌ
ｍ

ｉ
　

Ｃ

ａ

ｎ

ｔ
ｕ

ａ
ｒ

ｉｅ
ｎ

ｓ

ｉｓ

　

Ａ

ｒ
ｃ

ｈ

ｉｅ

ｐ

ｉｓ
ｃ

ｏ

ｐ

ｉ
　

Ｏ

ｐ

ｅ
ｒ
ａ

　

Ｏ

ｍ

ｎ

ｉ
ａ

．

ｒ
ｅ
ｃ

ｅ
ｎ

ｓ
ｕ

ｉ
ｔ
　

Ｆ

． 　
Ｓ

．
　

Ｓ
ｃ

ｈ

ｍ

ｉ
ｔ
ｔ
,
　

Ｓ

ｔ
ｕ

ｔ
ｔ
ｇ

ａ

ｒ

ｔ
-
Ｂ

ａ

ｄ

　
Ｃ

ａ

ｎ

ｓ

ｔ
ａ

ｔ
ｔ

，
　

１

９
６
８
,

　
ｖ

ｏ

ｌ
．

Ｉ
Ｉ
,
　
ｐ

． 　
６
８

．
　
（

Ｃ

ｕ

ｒ

　
ｄ
ｅ

ｕ

ｓ

　
ｈ

ｏ

ｍ

ｏ
,

　
Ｉ
Ｉ
,
　
Ｃ

．
　
１
１

．
）

ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
「
罪
」
ｐ
ｅ
ｃ
ｃ
ａ
ｔ
ｕ
m
　
と
い
う
ラ
テ
ン
語
は
、
新
約
聖
書
ギ

リ
シ
ア
語
原
典
の
■
■
■
■
■
で
、
こ
の
語
は
、
旧
約
聖
書
の
ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ａ
，
ｔ
ｈ
に

該
当
す
る
。
こ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
語
源
は
、
「
目
標
か
ら
は
ず
れ
る
」
意
味
で
、

神

の

意

志

か

ら

は

ず

れ

る

（

神

に

背

く

こ

と

で

あ

る

。

（

２

）
　

Ｓ

．
　
Ａ

ｎ

ｓ
ｅ

ｌ
ｍ

ｉ
　
Ｏ

．
　Ｏ

．
，
　
ｖ

ｏ

ｌ
.
　
Ｉ
Ｉ
,

　
ｐ

．
６

９
．

（

３

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
。
　
ｐ

．
　
７

２

．

（

４

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，
　
ｐ

．
　
７

４

．

（

５

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.

，
　
ｐ

．
　
８

４

。

Ｑ

ｕ

ｏ

ｄ
.
　ｈ

ｏ

ｍ

ｏ

　
ｎ

ｏ

ｎ

　
ｐ

ｏ

ｓ
ｓ

ｉ
ｔ

　
ｓ
ａ

ｌｖ

ａ
ｒ

ｉ
　

ｓ

ｉｎ

ｅ

　
ｐ

ｅ
ｃ

ｃ
ａ

ｔ
ｉ
　

ｓ
ａ

ｔ
ｉｓ

ｆ
ａ

ｃ

ｔ
ｉｏ

ｎ

ｅ

．

（

６

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，
　
ｐ

．
　
９

７

　ｆ

．

（

７

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，
　
ｐ

．
　
１
０

１

　ｆ
ｆ

．

（

８

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，
　
ｐ

．
　
１
３

１

　ｆ
．

（
９
）
　
Ｓ

．

Ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｌ
ｍ
ｉ
　
Ｏ

．
o
.
,
 
ｖ
ｏ
ｌ
．
　
Ⅲ
,
　
ｐ
ｐ
．
　
７
６
-
９
１
．

（

1 0
）
　
Ｓ

．

Ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｌ
ｍ
ｉ
　
Ｏ

．
o
.
,
　
ｖ
ｏ

ｌ
．

Ｉ

，
　
ｐ

．
　
１
４

２

．

（
1
1
）
　
Ｓ

．

Ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｌ
ｍ
ｉ
　
Ｏ

．
Ｏ

．
,
　
ｖ
ｏ

ｌ
．

Ⅲ

,
　
ｐ
．
　
５
３
　
ｆ
ｆ

．

（

1 2

）
　

定

本

親

鸞

聖

人

全

集

法

蔵

館

第

一

巻
　

八

四

頁

（

1 3

）
　

同

書
　

八

七

頁

（

1 4
）
　
全
集
　
第
二
巻
　
漢
文
篇
　
一
四
-
一
六
頁

（

1 5

）
　

全

集
　

第

一

巻
　

一

五

三

頁

（

1 6
）
　
同
書
　
一
一
六
-
一
一
七
頁

（

1 7
）
　
同
書
　
一
二
〇
頁

（
1
8
）
　
同
書
　
一
一
七
頁

（

1 9

）
　

全

集
　

第

二

巻
　

和

讃

篇
　

三

上

二

三

頁

（
2
0

）
　

全

集
　

第

一

巻
　

一

〇

七

頁

親

鸞

は

、

「

十

悪

五

逆

の

悪

人

、

謗

法

闡

提

の

罪

人

」

（
『

唯

信

鈔

文

意

』

全

集
　

第

三

巻
　

和

文

篇
　

一

六

六

頁

）

と

い

い

、

「

十

悪

五

逆

の

罪

人

」

（

『

末

燈

鈔

』

全

集
　

第

三

巻
　

書

簡

篇
　

五

九

頁

）

と

も

い

う

よ

う

に

、

悪

と

罪

と

を

峻

別

し

て

い

な

い

。

（
2
1
）
　
全
集
　
第
三
巻
　
和
文
篇
　
一
七
〇
-
一
七
一
頁



（
2
2）

全
集
　

第
三
巻
　

和
文
篇
　

一
四

六
頁

（
2
3）
　
全
集
　

第
一
巻
　

一
〇

三
頁

（
2
4
）
　
同
書
　

七
八
頁

「
言
海
者
従
久
遠
已
来
転
凡
聖
所
修
雑
修
雑
善
川
水
転
逆
謗
閑
提
恒
沙
無
明
海

水
成
本
願
大
悲
智
慧
真
実
恒
沙
万

徳
大

宝
海
水
喩
之
如
海
也
」

（
2
5
）
　
全
集
第
四
巻
　
言
行
篇
1
　
六
頁

（
2
6）

全

集

第
三
巻

書
簡
篇

六

九
－

七
〇
頁

（
2
7）
　
全
集

第
一
巻
　
三

一
〇
頁

（

か

さ

い

・

た

だ

し

、

宗

教

哲

学

、

群

馬
大

学

教

授
）
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