
〈
研

究

論

文
８

）

啓
　

示
　

と
　

本
　

願

―
―
浄
土
真
宗
に
お
け
る
「
聞
」
に
つ
い
て
―
―

狐
　
野
　
利
　
久

四と匹7
7

ｌａ
ｔ
ｉｏｎ

神
の
啓
示
と
い
う
こ
と

を
意
味
す

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
仏

教
で
は
釈
迦
牟
尼
化
身
仏
よ
り
の
啓
示
と

い
う
こ
と
で
、
啓
示
を
受
け

た
形
、
所
啓
示

の
態
で
記
録

せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
博
士
の
言
葉
か
ら
、
「
聞
」
に
は
「
啓
示
」
の
意
味
が
あ
る

と
い
う
事
を
知
る
の
で
あ

る
。

そ
こ
で

「
啓
示

を
受
け

る
」
と
い
う
事
と
、
「
本
願
を
聞
く
」
と

い

う

事

と

を
比
較
考
察
し
て
、
「
聞
」
と

い
う
事
を
明

ら
か
に
し
た
い
と

考
え
る
。

ま
ず
ム
ハ
ン
マ
ド
（
Ｍ
ｕ
ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ａ
ｄ
）
の
場
合
を
例
に
し
て
。
「
啓
示
（
w
a
h
y
）
」

と
い
う
事
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
。
コ
ー
ラ
ン
（
四
二
・
五
〇
―
五
一
）
に
、

普
通
の
人
間
に
ア
ッ
ラ
ー
が
直
接
語
り
か
け
給
う
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
（
話
す
場
合
は
）
必
ず
啓
示
に
よ
る
と
か
、
垂
れ
幕
の
う
し
ろ
か

序

親

鸞

は

『
教

行
信

証

』

の

「
信

の

巻

」

で

聞
と

言

う

は

仏
願

の

生

起

本

末

を

聞

き

て

疑

心
あ

る
こ

と

な

し

。

こ

れ

を

聞

と

い

う

な

り

。

と

言

っ
て

い

る
。
「
聞
」

と

い

う

事

は

、

浄

土

真

宗

の

、

特

に

信

心

の

上

に

お

い
て

、
と

て

も

大

事

な

意

味

を

持

っ
て

い

る
。

そ

こ

で

こ

れ

を
仏

教

の
原

点
に
も
ど
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
と
き
、
山
口
益
博
士
の
次
の
よ
う
な

言

葉

を
思

い

出

す

の
で

あ

る

。

…

…

経

典

は
歴

史
仏

な

る
釈

迦

牟

尼

応

化

身

の
語

ら

れ

た
所

で

在

る

が

、

そ

れ

は

「
そ

れ
が

聞

か

れ

た
」

と

い

う
記

録

の
形

で

我

々

に
伝

え

ら

れ

て

い

る

。

経

典

の

始

め

に

「
如
是

我

聞
」

の
語

が

置

か
れ

て

い

る

の
は
そ
れ
で
あ
る
。
聞
（
Ｃ
ｒ
ｕ
ｔ
ｉ
）
と
は
イ
ン
ド
で
は
一
般
的
に
は
ｒ
ｅ
ｖ
ｅ
-



ら
と
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
使
徒
を
お
遣
わ
し
に
な
っ
て

、
そ
の
者
が

お

許
し
を
え
て
御
心
の
ま
ま
を
人
々
に
明
か
す
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
普
通
の
人
間
に
ア
ッ
ラ
ー
が
直
接

語

り
か
け
る
事
は
な
い
」
と

い
う
言
葉
で

あ
る
。
実

際
に
啓
示

が
下
が

っ
た

時
の
ム
ハ
ン
マ
ド
の
様
子
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
愛
妻
ア
ー
イ
シ
（
'
A
i
-

s
h
a
h
)
の
次
の
よ
う
な
証
言
か
ら
、
こ
の
言
葉
の
意
味
を
解
す
る
事
が
で
き

る
で

あ
ろ
う
。

あ

る
凍
て

つ
く
よ
う
な
寒
い
日
の
こ
と
だ

っ
た
。
啓
示
が
さ
が
っ
た
。

預
言
者

の
額
に
は
玉

な
す
汗
が
流
れ
て

い
た

。
私
は
こ
の
目
で
そ
れ
を

見
た

。

つ
ま
り
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
普
通
の
人
間
か
ら
神
の
預
言
者
（
n
a
b
i
)
へ
と
人

格
的
変
貌
を
遂
げ
る
の
に
、
い
か
に
精
神
的
、
肉
体
的
に
す
さ
ま
じ
い
苦
痛

を
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
事
を
意
味
し
て
い
る
。
井
筒

俊
彦
博
士
は

「
啓
示

」
に
つ
い
て
、

「
啓
示

」
と
は
神
と
人
間
と

の
間

に
演
じ
ら
れ
る
言
語

の
ド
ラ
マ
（
神

が
語
り
か
け
、
人
が
聞
く
）
で

あ
り
同

時
に
そ
れ
は
、
全
存
在
世
界
を

捲
き
こ

ん
だ
神
的
コ
ト
バ
の
宇
宙
的
ド
ラ
マ
で

も
あ
る
。

と
言
っ
て
い
る
。
「
神
か
ら
人
間
へ
の
語
り
か
け
」
と
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

言

語

学

で

言

う

パ

ロ

ー
ル
（
ｐ
ａ
ｒ
ｏ
ｌｅ
）
の

事

で

あ

り

、

そ

の

よ
う

な

神

か

ら

人

間

へ

の

一

方

通

行
と

し

て

の

「
神

の

意

志

そ

の

も

の

の

直
接

の
表

現

」

と

い

う

事

が

「

啓
示

」

と

い

う
事

で

あ

る

と

了

解

さ

れ

る

。
そ

う

し

て

人

格

的

変

貌

を

遂

げ
て

は

じ

め
て

啓

示

を

受

け

る

こ

と

が

可

能

と

な

る

。

誰

か

が

ム

ハ

ン

マ
ド

に

尋

ね

ま
す

、
「
神

の

使

徒

よ
、

あ

な

た

に

は

ど

ん
な

よ

う

に

し

て

啓
示

が
下

が

る

の
で

す

か

。」

預

言

者

が

つ

ぎ

の

よ
う

に

答

え

た

。
「
時

に

よ

る
と

啓

示

は

ベ
ル

の

音

の

よ
う

に

私

の

と

こ

ろ
に

や

っ
て

く

る

。

こ

の
形

式

の
啓
示

が

い

ち
ば

ん
苦

し

い

。
だ

が

、

や

が

て

そ

の

ベ

ル

の

音
が

止

み

、

フ

ッ
と

気

が

つ

い
て

み

る
と

そ

れ

が

言

葉

に

な

っ
て

意

識

に

の

こ

っ
て

い

る
。

「
ベ
ル
（
j
a
r
a
s
）
の
音
（
s
a
l
s
a
l
a
t
）
の
よ
う
に
」
と
い
う
の
は
先
の
コ
ー
ラ
ン

の

言

葉

で

言

え

ば

、
「
垂
れ

幕

の
う

し

ろ

か

ら
」

聞

こ
え

て

く

る

声

に

あ

た

る

の

で

あ

る

が

、
聞

こ
え

て

く

る
声

が

「
ベ

ル

の

音

の
よ

う

だ
」

と

言

う

の

だ

か

ら

、

金
属

的
な

音

か

何

か

で

、
非

言
語

的

な

音

で

あ

っ
た
と

い
う

事

で

あ

る

。
そ

れ
が

、

フ

ッ
と

気

が

つ

い

た
時

に
、

意

味

を

も

っ
た
言

葉

と

し

て

意

識

に

残

っ
た

と

い
う

事

は

、

神
と

ム

ハ

ン

マ

ド
と

の
間

に
演

じ

ら

れ

た

言

語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
同
じ
言
語
記
号
の
コ
ー
ド
・
シ
ス
テ
ム
と
し

て
の
ラ
ン
グ
（
ｌ
ａ
ｎ
ｇ
ｕ
ｅ
）
、
具
体
的
に
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
あ
っ
た
と
い
う
事
を

意

味

し

て

い

る
。

ム
ハ
ン
マ
ド
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
啓
示
を
受
け
る
と
い
う
事
に
ど
ん

な

意

味

が

あ

っ
た

の
だ

ろ

う

か

。

そ
れ

は
直

接

神

の
言

葉

（
Ｋ
ａ
ｌａ
ｍ

　
Ａ
ｌ
ｌａ
ｈ

即
ち
啓
示
の
事
）
を
ム
ハ
ン
マ
ド
が
受
け
る
事
に
よ
っ
て
一
定
の
宗
教
的
・

倫

理

的

義

務

が

課

せ

ら

れ

、
神

に
対

す

る
使

徒

（
ｒ
ａ
ｓ
ｕ
ｌ
）
と

し

て

の

「
責

任

を
負
わ
さ
れ
た
存
在
（
m
ｕ
ｋ
ａ
ｌ
ｌ
ａ
ｆ
）
」
に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事

で

あ

ろ

う

。

一

介

の
商

人

だ

っ
た

ム

ハ

ン

マ
ド

が

「
啓
示

」

を
受

け

る

度

ご

と

に

、

神

の

唯

一

性

、
絶

対

性

が

教

団

の

社

会

的

政

治

的
統

率

者

と

し

て

の



彼

の
上

に
投
影
さ
れ
て
い

っ
た

の
で
あ

っ
た

。

こ

の
よ
う
な

ム
ハ
ン

マ
ド

の
啓
示

体

験

は

外

か

ら

見

る

限

り
、
妖
霊

(
j
i
n
n
）
と
い
っ
た
魔
物
か
何
か
に
憑
か
れ
た
人
や
詩
人
と
い
わ
れ
る
人
と
か

の
体
験
に
似
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
彼

の
場
合

は
そ

の

よ

う

な
「
も
の
憑

き
」

の
類

の
と

は
違
う
と
い
う
事
を

コ
ー
ラ

ン
は
色

々
な
箇
所

で
強
調
し
て

い
る
。、
こ
の
よ
う
に
啓
示
は
、
神

か
ら
人
間
へ

の
言
語
的
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
、
即
ち
パ
ロ
ー
ル
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
パ
ロ
ー
ル
は
全
て
の
人

間
に
働
き

か
け
て
い

る
と
言

え
る
。

２

次

に

本
願
（
ｐ
ｒ
ａ
ｎ
ｉｄ
ｈ
ａ
ｎ
ａ
）
と

い
う

事

を
考

え

て

み

る
。

言

う

ま

で

も

な

く

、

仏
教
は
智
慧
（
p
r
a
j
n
a
）
と
慈
悲
（
k
a
r
u
n
a
氣
）
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
宗
教

で

あ

る

。

世

の

中

の

一
切

が

縁

起

の

道

理

に

よ

る

が

ゆ
え

に
、

無

自

性

、
空

で

あ

る
と

知

る

の

が

智

慧

で

あ

る

。

そ

し

て

二

元

論

的

に
分

別

し

て

考

え

よ

う

と

す

る

私

た

ち

の
考

え

方

を

ど

こ

ま

で

も

、

空

じ
て

い
く

智

慧

の
働

き

が

慈

悲

で

も

あ

る
。

鈴

木

大

拙

博

士

は

、

誓

願

と

い

う

の

は

つ

ま

り

、

こ

れ

も

ま

た

め

ん

ど

う

に

な

る

が

、

い

ち
ば

ん

は

じ

め

に

、

は

じ

め

と

い

う

の

は

時

間

の

は

じ

め

で

な

く

、

論

理

的

な

は

じ

め

で

す

ね

。

そ

の

は

じ

め
に

は

、

い

わ

ゆ

る

仏

教

学

の

空

だ

。

空

が

あ

っ
た

。

そ

の

空

の

中

に

、

そ

の

空

が

動

き

出

し

た

わ

け

で

す

ね
。

な

ぜ

空

が

動

き

出

し

た

か

わ

か

ら

な

い

。

し

か

し

た

ず

ね

る

必

要

も

な

に
も

な

い

ん

で

す

。

空

が

動

き

出

し

た

。

そ

の

動

く

そ

の

こ

と

が
願
だ
と
こ
う
い
う
ん
で
す
。

と
言
っ
て

い
る
し
、
ま

た
曾
我
量
深
師
も

た
だ
の
智
で
な
く
し
て
、
行
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。
空
と

い
う
と
理
の

よ
う
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当

は
空
と
い
う
の
は
空
の
行
で
あ
り

ま
し
ょ
う

。

と
言
っ
て

い
る

。
山

口
益
博
士
も
真
宗
に
お
け
る
本
願
の
性
格
を
本
来
の
仏

教
の
立
場
か
ら
次

の
ご
と
く
説
明
し
て
い
る
。
即

ち
、

空
で
あ

る
慧

が
、
限
り
な
く
空
に
背
い
て
い
る
我

執
我
所
執

な
る
有

を
対

象
と
し
て
、
そ
れ
を
空
じ
打
破
す
る
と
き
に
、
大

悲
で

あ
る
の
で

あ
る
。
実

に
悲
と

は
、
空
が
限
り
な
き
有
を
発
見
し
て

、
そ

れ
を
空
ず

る
と

こ
ろ
に
あ

る
。
限
り
な
き
有
を
発
見
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ

は
山
に
入

り
寺

に
か
く
れ
た
出
家
・
出
世
間
の
な
し
業
で

な
く

、
空
な

る
出
世
間

か
ら
有
な
る
世
間
へ
出
ね
ば
な
ら
な
い
。
世
間
へ
出

る
が
、

而
も
そ
の
世

間
の
ま
ま
に
我

執
我
所
執
に
捉
え
ら
れ
る
の
で

な
く
、

か

え

っ
て
そ
の
我
執
我
所
執

を
打
破
し
空
ず
る
こ
と
が
、
・
…
…
い
ま
前
上

述

べ
る
よ
う
な
悲
の
は
た
ら
く
と
こ
ろ
、
清

浄
化
の
行
な
わ
れ
る
と
こ

ろ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
悲

は
我
執
我
所
執
の
有
で
あ
る
世
間

に

出
て
、
そ
の
世
間
の
我
執
我
所
執
を
打
破
す
る
か
ら
で
あ
る
。

す
る
と
、
空
の
行
が
願
に
な
る
と

い
う
事

は
、
姿
も
な
い
、
形
も
な
い
、
色

も
な
い
「
空
の
行
」
が
ラ
ン
ク
、
即

ち
コ
ト

バ
と
い
う
有

な
る
形

態
を
と

っ

て

本
願
と
し
て
現

わ
れ
た
と
い
う
事
を
意
味

す

る
。
し

た

が

っ
て
「
空
の

行
」

は
パ
ロ
ー
ル
で
あ
る
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
空
の
行
」

ｍと″
Ｑ

″

７



と
し
て

の
パ
ロ
ー
ル
を
、
人
格
的
変
貌
を
遂
げ
た
人

に
お
い
て
初
め
て
、
如

来

の
声
と
し
て
、
聞
く
事
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
親
鸞
は

パ
ロ
ー
ル
と
し
て

の
如
来

の
声

（
本
願
）
を
聞
く
事

に
よ

っ
て
、

ム
ハ
ン
マ
ド
の
よ
う
に
教
団

の
統
率
者
と
し
て

の
「
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
存
在
」

に
は
な
ら
な
か

っ
た
が
、

「
罪
悪
深

重
煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
」
、
あ

る
い
は

「
愚
者
」
の
自
覚
に
立

っ
た
の

で

あ
っ
た
。

こ

の
よ
う

に
、
「
啓
示
」
と
「
本
願
」
と
は
、

パ
ロ
ー
ル
と
い
う
点

に

お

い
て
共
通

す
る
の
で
あ
る
が
、
「
啓
示
」
を
受
け

た
ム
ハ
ン
マ
ド
は
神

に

対

し
て
教
団

の
統
率
者
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
さ
れ

る
存
在
と
な
り
、
一
方
の

「
本
願
」

を
「
親
鸞
一
人
が
た
め
」
と
聞
く
親
鸞

は
「
愚
者
」
の
自
覚

に

立

つ
と

い
う

よ
う

に
、
両
者
の
間
に
相
違
が
見
ら
れ
る
の
は
ど
う
し
て

な
の
で

あ

ろ
う
か
？
　

筆
者
は

パ
ロ
ー
ル
を
二
元
論
的
実
体
論
的
に
捉
え
て
考
え

る

か
、

あ
る
い
は
、
「
空
が
動
き
だ
し
て
願

に

な

る
。
し
か
し
な
ぜ
空
が
動

き

だ
す

の
か
た
ず
ね

る
必
要
も
な
い
」
と
言
う
鈴
木
大
拙
博
士
の
よ
う
に
、
パ

ロ
ー
ル
を
空
の
行
と
し
て
考
え
る
か
と
い
う
と
こ

ろ
に
両
者
の
相
違
が
起
因

し
て

い
る
と

考
え

る
。

３
そ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
両
者

の
相

違
を
更

に
見
て
み

よ
う

。
ム
ハ
ン
マ
ド

の
精

神
活
動

に
お
い
て
片
時

た
り
と

も
失

わ
れ
な
か

っ
た

の
は
、
神
の

「
来

る
べ
き
怒
り
」
、
即
ち
「
最
後

の
審
判
」

に
対

す
る
恐
怖

（
ｔａ
ｑ
w
ａ
）
で
あ
る

の
に
対

し
、
本
願
を
親
鸞
一
人
が

た
め
と
聞

い
て

い
く
親
鸞

の
場
合
に
は
阿

弥
陀
に
対

す
る
畏

れ
が
な

い
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
ま
ず
第
一
の
違

い
を
見
る
。

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
Ｈ
・
Ａ
・
Ｒ
・
ギ
ブ
（
G
i
b
b
）
氏
の
言

葉
を
借
り
れ
ば
、

神
が
全
能

の
主
で
あ
り
、
人
間
は
そ
の
被
造
物
で
あ
り
、
絶
え
ず
そ

の
怒
り
を
身

に
招
く
危
険

に
お
か
れ
て

い
る
と
い
う
観
念
こ
そ

が
、
す

べ
て
の
イ
ス
ラ
ム
神
学
、
倫
理
の
基
礎
で
あ
る

か
ら
、
神
を
慴
れ
る
と
い
う
事
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
の
特
徴
で
あ
る
と
知

る
の
で
あ
る
。

仏
教
に
お
い
て
も
、
我

々
の
我
的
在
り
方
が
智
慧
に
よ

っ
て

ど
こ

ま
で
も

空
じ
ら
れ
て
行
く
と
い
う
事
は
、
我
的
在
り
方

が
根
底
か
ら
否
定

さ
れ
る
と

い
う
事
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
天

変
地
異
が
起
き
る
ほ
ど
の
畏
れ

の
心
が

起
き
て

も
不
思
議
で
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
親
鸞

に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗

教
の
よ
う
な
怒

り
と
か
畏

れ
と
い
う
思

想
が
見

あ
た
ら
な
い
。
そ

の
理
由

は
、

本
願
が
「
先
住
論
」
や

「
相
応
論
」
の
よ
う
な
考
え
を
ど
こ
ま
で

も
空
じ
て

い
く
と
い
う
「
空
の
行
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
阿
弥
陀
仏
は
十

劫
の
昔
成
仏
し
て

い
て
我

々
衆

生
を
救
お
う
と
の
願
を
立
て
て
い
た
と
い
う

よ
う
な
考
え
は
先

住
論

に
な
る
し

、
ま
た
救
済
者
と
し
て

の
阿
弥
陀
仏
と

そ

の
対
象
で
あ
る
我

々
衆

生
と

が
同
時

に
個
別
的
に
存
在
し
て
い
て
、
互
い
に

相
応
し
て
、
救
い
が
成

り
立
つ
と

い
う
よ
う
に
考
え
る
の
が
相
応
論
と
い
う

事
に
な
る
の
で

あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
二
元
論
的
に
実
体
論
的
に
考
え
が
ち

な
我

々
の
考
え

方
を
ど
こ

ま
で

も
空
じ
て
い
こ
う
と
す
る
空
の
行
を
阿
弥
陀

と
い
う
の
で
あ
り
、
そ

の
よ
う

な
空
の
行
が
、
我

々
の
人
間
の
言
葉
、
即

ち



ラ
ン

グ
に
な
る
事
に
よ

っ
て

、
本
願
と
い
う
形

態
を
と

り
、
そ
う
し
て

そ
の

本
願
を
聞
い
て

い
く
事
に
よ

っ
て

、
は
じ
め
て
我

々
の
二
元

論
的
な
実

体
論

的
な
考
え
方
が
打
ち
破
ら
れ
て

、
救
済
さ
れ
る
と

い
う
の
が
「
仏
願
の
生
起

本
末
」
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

、
念
仏
す
る
「
私
」
は
罪
悪

深

重
煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
の
ま
ま
浄
土
の
往
生
人
に
さ
せ
て

も
ら
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
仏
さ
ま
の
ば
ち
が
あ
た
る
」
と
か
「
閻
魔
さ
ま
の
前
に

引

き

ず
り
だ
さ
れ
て

、
こ
の
世
で

の
罪
状
が
記
さ
れ
た
閻

魔
帖
に
基
づ
い
て

裁
か

れ
る
」
と
か
「
無
間
地
獄
に
お
ち
る
」
と
か
と
い
う
よ
う
な
思
想
は
。
先
住

論
と
か
相
応
論
の
考
え
方
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て

、
浄
土
信
仰
が
そ

の
よ
う
な
「
畏

れ
」
「
お
の
の
き
」
の
心
に
基
づ
く

も
の
で

あ
る

限

り
、
イ

ス
ラ

ー
ム
の
宗
教
と

は
何
ら
変
わ
ら
な
い
も
の
に
な

っ
て
し

ま
う
と
言
え

る

で
あ
ろ
う
。

第
二
の
違
い
は
コ

ー
ラ
ン
も
親
鸞
も
、
共
に
存
在
世

界
は
現

世
と
来
世
の

二
重
構
造
な
の
で
あ
る
が
、
イ
ス
ラ

ー
ム
の
宗
教
の
場
合
は
来
世
が
重
要
で

あ
る
。

人
間
共
は
現
世

の
生
活

に
有
頂
天

に
な

っ
て

い
る
。
だ
が
、
現

世
の

生
活
な
ぞ
、
来
世
に
く
ら
べ
た
ら
、
た
だ
束
の
間
の
楽

し

み

だ
。
（
一

三
・
二
六
）

と
コ

ー
ラ
ン
に
あ
る
。
イ
ス
ラ

ー
ム
の
宗
教
の
場
合

は
現
世

主
義
の
よ
う
に

思
わ
れ
が
ち
だ
が
、

イ

ス
ラ

ー
ム
の
現
世
主
義
は
来
世
的
存
在
次
元

を
至
上
価

値
と
し
て

認

め
た
上
で

の
現
世
重
視
で
す
。
来
世
が
至
上
価
値
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
へ
の
準
備
と
し
て
の
現

世
に
も
そ
れ
な
り
の
価
値
を
認
め
る
と
い

う
立
場
で

あ
り
ま
す
。

と
井
筒
博

士
が
言

っ
て

い
る
よ
う
に
来
世

が
大
事
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
親

鸞

の
場
合

は
来
世

主
義

の
よ
う
に
思
わ
れ
が

ち
だ
が
、
現

生
正

定
聚
と
い
う

こ
と

に
重
点
が

お
か
れ
て

い
る
。
曾
我
量
深
師
も
、

浄
土
真
宗

の
教
え

は
正
定
聚
と
滅
度
と
二
つ
あ
る
が
、
ど
っ
ち
が
大

切
か
と
申
せ
ば
、
申
す
ま
で
も
な
く
現
生
正
定
聚
が
眼
目
、
現

生
に
正

定
聚
を
得
れ
ば
滅
度
は
掌
中
に
あ
る
。
つ
ま
り
正
定
聚

の
な
か
に
滅
度

は
握
ら
れ
て

い
る
。

と
言

っ
て

い
る

。
し
た
が

っ
て
、
真
宗
の
場
合
は
「
聞
法
」

を
間
違
え
る
と

イ
ス
ラ

ー
ム
の
宗
教
と
同

じ
よ
う
に
、
死

ん
で
か
ら
の
浄
土
往
生
に
な
る
危

険

性
が

あ
る
と

い
う
こ
と

が
言
え
る
の
で
あ
る
。

５
第

三

の

違

い

は

、

ム

ス
リ

ム
（
Ｍ
ｕ
ｓ
ｌ
ｉｍ

）
は

「
神

を
畏

れ

る
者

」

で

あ

る

が
、
本
願
を
聞
く
者
は
「
一
人
立
ち
」
す
る
独
立
者
で
あ
る
。
ア
ッ
ラ
ー
は

「
愛

の
神

」

で

あ

る
と

と

も

に
、
『
悪

徳
と

畏

懼

の

念

を

教

え
給

う

た
者
（

九

一
・
八
）
」

で

あ

り

「
復

讐

の
神

ｄ
ｈ
ｕ
ｉｎ
ｔ
ｉｑ
a
m
」

で

も

あ

る

。
そ

れ
ゆ

え

、

我

ら

は

人

間

を

創
造

し

た
者

、
人

の

魂

が

ど

ん

な
こ

と

を

さ

さ

や

い

て

い

る
か

す

っ
か

り

知

っ
て

お

る
。

我

ら

は
人

間

各
自

の
頸

の

血

管

よ

″と″118



り
も

っ
と
近
い
。（
五
〇
・
一
五
）

と

い
う
こ
と
で
、

ム
ス
リ

ム
は
神
に
た
い
す
る
畏

れ
、
な
い
し
畏

敬
の
念
を

抱
き

な
が
ら
、
神
を
ご
ま
か
す
こ
と
な
く
、
現
世
を
ま
じ
め
に
生
き
て

い
か

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、

本
願

の
念
仏
に
は
ひ
と
力
だ
ち
を
さ
せ
て
、
助
を
さ
さ
ぬ
也
。
助
さ

す
程

の
人
は
極
楽
の
辺
地

に
む
ま
る
。
す
け
と
申
す
は
智
慧
を
も
助
に

さ
し

、
持
戒
を
も
す
け

に
さ
し
、
道
心

を
も
助

に
さ
し
、
慈
悲
を
も
す

け

に
さ
す
也
。
そ
れ

に
善
人
は
善
人
な
が
ら
念
仏
し
、
悪

人
は
悪

人
な

が
ら
念

仏
し
、
た
だ
む
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
に
て
念
仏
す
る
人
を
、
念
仏

に
す
け

さ
さ

ぬ
と
は
申
す
也
。

と
法

然
上
人
が
和
語
灯
録
で
言

っ
て
い
る
よ
う
に
、
現
生
が
正

定
聚
で
あ
れ

ば
滅
度
は
掌
中
に
あ
る
か
ら
、
「
ひ
と
り
だ
ち
」
し
て
生
き
て

ゆ
け
る

の

で

あ

る
。

そ
れ
か
ら
第
四

に
、
「
本
願
」

を
聞
き
、
そ

の
本
願

に
乗
托
す
る
こ

と

の

で
き

た
人
の
こ
と

を
親
鸞

は
「
真

の
仏
弟
子
」
と
言

い
、
「
金
剛
心
の
行
人
」

と

も
「
信
の
巻
」
で
言

っ
て

い
る
が
、
そ

う
い
う
人

の

生

活

は

「
心
身
柔

軟
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
「
神

を
畏

れ
る
者
」

は
常

に
「
剛
直
な

心
」

で

も

っ
て

生
活
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
「
剛
直
な
る
心
」
と

は

破
邪
顕
正

の
心
で
あ
り
、
ま
た
、
正
善

を
良
し
と
す
る
心
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ

の
生

き

方

は
倫
理
的
で

あ
る
が
、
し
か
し

シ
カ
ゴ
大
学

の
フ
ァ

ズ
ル
ー
ル
・
ラ

フ

マ
ン
（
Ｆ
ａ
ｚ
ｌｕ
ｒ
　Ｒ
ａ
ｈｍ
ａ
ｎ
）
氏

の
よ
う
に
、

…
…
預
言
者
や

コ
ー
ラ
ン
の
本
質
的
な
、
或
は

「
構
造
的
な
」
教
え

と

い
う
も
の

は
疑

い
も
な
く
此
の
世
に
お
け

る
行
為
の
た
め
な
の
で

あ

る
、
と

い
う

の
は
他
人
と

の
関
係
に
お
け

る
己
の
振
舞
い
と

い
う
も
の

の

ガ
イ
ダ
ン
ス
を
人

間
の
た
め
に
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
信
ず

る
者
が
宗
教
倫
理

的
に
経
験
を
積
ん
で
い
る
な
ら
ば
、
神
は
そ
の
人
の

心
の
中

に
お
わ
し

ま
し
て
、
そ
の
人
の
行
為

を
規
制
す
る
の
で
あ
る
が

規
制
さ
れ

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
事
柄

の
本
質
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
よ
う
に
考
え

る
と

、
前

に
述

べ
た
イ
ス
ラ

ー
ム
の
宗
教
の
も
つ
現
世

と
来
世

の
二

重
構
造

を
否
定

す
る
、
あ
ま
り
に
も
現
代
的
解
釈
に
な
り
す
ぎ

て
し
ま
う
嫌
い
が

あ
る
。
「
真

の
仏
弟
子
」
と
言
わ
れ

る
人
の
場

合

は
、
本

願
、
即

ち
パ
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て

「
無
生
法
忍
」

の
心
を
持
ち
な
が
ら
、
一
方

に
お
い
て

「
心
身
柔
軟
」

の
心
で

生
活
を
す
る
人
の
事
で

あ

る
。
「
心
身
柔

軟
」
と

は
金
子
大

栄
師
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
帰

依
せ
ざ
れ
ど
も
、
敢
え
て
そ
れ
を
軽
賎
せ

ぬ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

と
い
う
事
で
あ
る
。
本
願
を
聞
い
て
行
く
人

に
は
「
無
生
法
忍
」

の
心
、
即

ち
、
真
実
信
心
の
智
慧
が
あ
る
か
ら
、
破
邪
顕
正
は
必
要

の
な
い
事

に
な
る
。

と
こ
ろ
が
「
無
生
法
忍

」
の
心
が
な
く
し
て
、
五
濁
の
世

を
生
き

よ
う
と
す

れ
ば
、
ど
う
し
て
も
破
邪
顕
正
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で

あ
ろ

う

し

、「
剛

直
な
心
」
が
必
要

と
な

っ
て
く

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
仏
教
徒
を
「
仮

の
仏
弟
子
」
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
「
仮
の
仏
弟
子
」
は
、
そ
れ

ゆ

え
、
何

Ｑ
乙

８



ら

ム
ス

リ

ム
と

変

わ

ら

な

い

「
剛

直

な

心
」

の
持

ち

主
と

言

え

よ

う

。

７

以

上
の
ご
と

く
両
者
の
違
い
を
概
略
し

た
の

だ
が
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教

で

も
浄
土
真
宗
で

も
、
「
啓
示
」

や
「
本
願
」

に
「
イ

ス
ラ

ー
ム
」
す

る
事
、

あ
る
い
は
「
帰

命
」

す
る
事
を
人

々
に
求

め
て

い
る
点
が
似
て

い
る
。
共
に

パ
ロ

ー
ル
で

あ
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。

よ
い
か
、
本
当

の
信
者
と

い
う
も
の
は
。
一
旦
ア

ッ
ラ

ー
と
使
徒
を

信
じ

た
ら
も

う
決
し
て
疑
い
を
抱
い
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
己
が
財
産

を
投
げ
出
し
、
身
命
を
擲

っ
て
ア
ッ
ラ

ー
の
道
に
奮
闘
す
る
人
の
こ
と
。

こ
う
い
う
人
た
ち
こ
そ
正
真
正
銘
の
信
仰
の
人
。
（
四
九
・
一
五
）

と

コ
ー
ラ
ン
で
言

っ
て
い
る
の
で
、
自
分
自
身

を
神
の
前

に
投

げ

出

す

人

（
即
ち
イ
ス

ー
ラ

ム
す

る
人
）
が
本
当
の
信
仰
の
人
で

あ
る
と

い
う
事

が

解

る

。
一
方
浄
土
真
宗
で
も
、
本
願
を
人
間
す
べ
て

が
「
本
願
召

喚
の
勅
命
」

と
し
て
、
聞
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
し
て

、
親

鸞
が
人

々
に

勧

め
る
の
も
、

「
本
願
名
号
正

定
業
」

で

あ
り
、

「
憶

念
弥
陀

仏
本
願
　
　

自

然
即
時
入
必
定
」

で

、
念
仏
申
さ

ん
と

の
心

が
お
こ
れ
ば
、
即
ち
摂
取
不
捨
の
利
益

に
あ
ず
か

る
か
ら
、
阿
弥
陀
へ
の

「
帰
命
」
と
い
う
事
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う

に
自
分
自
身
を
投
げ
出
す
と
い
う
心
境
、
即

ち
帰
命
の
心
に
な
る
と
い
う

事

は
、
結
果

的
に
神
人
合
一
の
境
地

に
住
す

る
事
に
な
る
か
ら
、
当
然
「
我

は
神
な
り
」
と
か
、
「
我
は
仏
な
り
」
と

い
う
事
が
言
え
な
け
れ
ば
な

ら

な

い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
で
も
浄
土
真
宗
で
も
、
普

通
そ
の
よ
う
な
事

は
言
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
イ
ス
ラ

ー
ム
の
宗
教
で
は
、
ア

ッ
ラ
ー
と
共
通
の
言
語
を
も
っ
た
人
の
事
を
「
神
を
畏
れ
る
者
」
と
言
う
方

が
無
難
で

あ
る
。
そ
し
て
「
神
を
畏

れ
る
者
」

は
、
常
に
神
と
一
緒
と

い
う

安
心
感
を
持

っ
て
い
る
人
で
も
あ
り
、
ま
た
、
神
の
近
く

に
い
る
と

い
う
確

信
は

ム
ス
リ

ム
に
と

っ
て
楽
し
い
感
覚
で
も
あ
る
の
で

あ
る
。

浄

土
真

宗
に
お
い
て

も
、
「
仏
凡
一
体
」
と

か
、
「
機
法
一
体
」
と
か
と
い

う
言
葉
も

あ
る
の
で

、
本
願
召
喚
の
勅
命
を
聞
く
「
真
の
仏
弟
子
」
な
る
人

は
、
「
我

は
仏

な
り
」
と
論
理
的
に
は
言
え

る
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
う

い

う

事

は
「
一
益
法
門
」

に
な

っ
て

し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の
で

、
言
わ
な
い
方

が
無
難
で
あ

る
。
し

か
し
な
が
ら
「
本
願
」
を
聞
い
て

行
く
人

に
と

っ
て

は
、

ム
ス
リ
ム
が
い
つ
も
神
と
一
緒
と

い
う
安
心
感
を
持

っ
て

生
活

し
て
い
る
の

と
同

じ
よ
う

に
、
や

は
り
、
如
来
と
一
緒
と
い
う
安
心
感
を
持

っ
て
人
生
を

生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

結
　
　

び

以

上
「
啓
示

」
と

「
本
願
」
と
を
比
較
し
な

が
ら
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る

「
聞
」
と

い
う
事

を
考
え
て
み
た
の
で
あ

る
が
、
「
啓
示

」
も
「
本
願
」
も
共

に
パ
ロ
ー
ル
で
あ
り
な
が
ら
、
パ
ロ
ー
ル
を
二
元
論
的
実
体
論
的
に
捉
え
て

考
え

る
か
考
え

な
い

か
に
よ
っ
て
、
両
者
の
違
い
が
出
て

く
る
と
い
う
事

、

願本と示啓8
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ま
た
、
浄
土
真

宗
の
場

合
は
パ
ロ

ー
ル
の
有
的
表
現
で
あ

る
本
願
を
二
元
論

的
実
体
論
的
に
聞
い
て

い
く
と

、
「
先
住
論
」
と

か
「
相
応
論
」
と

い
っ
た

よ
う
な
方
便
化

身
土
に
な

っ
て

し
ま
っ
て

、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
と
何

ら
変

ら
な
い
も
の
に
な

っ
て

し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
と

い
う
事

を
指
摘

し
た
い
の

で
あ
る
。

（
１
）
　
山
口
益
『
空
の
世
界
』
理
想
社
、
八
九
―
九
〇
頁
。

（

２

）
　

井

筒

俊

彦

『

コ

ー

ラ

ン

』

岩

波

文

庫

。

以
下
コ
ー
ラ
ン
か
ら
の
引
用
は
岩
波
文
庫
を
使
用
す
る
。

（
３
）
　
井
筒
俊
彦
『
コ
ー
ラ
ン
を
読
む
』
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
　
四
三
〇
頁
。

（
４
）
　
井
箇
俊
彦
「
言
語
現
象
と
し
て
の
啓
示
」
（
岩
波
『
講
座
東
洋
思
想
』
第
四

巻
）
、
五
頁
。

（

５

）
　

井

筒

俊

彦

『

コ

ー

ラ

ン

を

読

む

』

一

九

頁

。

（

６

）
　

井

筒

俊

彦

「

言

語

現

象

と

し

て

の

啓

示

」

四

二

九

頁

。

（

７

）
　

例

え

ぱ

コ

ー

ラ

ン

（

一

〇

・

三

八

）

。

（

８

）

『

コ

ー

ラ

ン

』

（

二

・

三

一

四

）

。

（

９

）

『

親

鸞

の

世

界

』

東

本

願

寺

、

一

一

頁

。

（
1
0

）
　

同
　

六

一

頁

。

（
1
1

）
　

山

口

益

『

動

仏

と

静

仏

』

理

想

社

、

七

七

頁

。

（
1
2
）
『
イ
ス
ラ
ー
ム
』
オ
リ
ェ
ソ
ト
選
書
、
四
九
頁
。

（
1
3
）
　
『
コ
ー
ラ
ン
』
（
三
・
三
）

（
1
4

）
　

山

口

益

『

動

仏

と

静

仏

』

七

三

頁

。

（
1
5
）
　
井
筒
俊
彦
『
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
』
八
八
頁
。

（
1
6

）

『

曾

我

量

深

選

集

』

第

一

一

巻

、

二

七

八

頁

。

（
1
7
）
『
コ
ー
ラ
ン
』
（
五
七
・
ニ
ニ
ー
ニ
四
）

（
1
8
）
　
Ｆ
ａ
ｚ
ｌ
ｕ
ｒ
　
Ｒ
ａ
ｈ
ｍ
ａ
ｎ
：
　
Ｉ
ｓ
ｌ
ａ
ｍ
　
＆
　
Ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
ｉ
ｔ
ｙ
，
　
ｐ
．
　
１
４
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ

ｏ
ｆ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｇ
ｏ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
１
９
８
２
．

（
1
9）
　
金
子
大
栄
『
教
行
信
証
講
読
』
「
真
化
巻
」
三
九
頁
。

（
2
0）
　
同
『
教
行
信
証
講
読
』
「
信
証
巻
」
三
一
八
頁
。

（
こ
の
・
り
き

ゅ
う
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
、
室
蘭
工

業
大
学
教
授
）

４只

ｙ
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