
〈
研

究

論

文

２

〉

日
本
浄
上
教
思
想
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

は

じ

め

に

本

稿

の

狙

い

は

二

点

あ

る

。

ひ

と

つ

は

自

分

の

研

究

対

象

で

あ

る

親

鷽

思

想
の
特
性
を
際
立
た
せ
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
親
鷽
（
一
一
七
三
-
一
二
六

二
）
と
、
同
じ
浄
土
仏
教
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
法
然
（
一
一
三
三
－
-
一
二

二
）
・
一
遍
（
一
二
三
九
-
一
二
八
九
）
と
を
影
響
比
較
的
に
考
察
す
る
。
そ
し

て

時

代

や

文

化

を

隔

て

な

が

ら

し

ば

し

ば

親

鸞

と

の

類

似

性

を

取

り

沙

汰

さ

れ

る

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル
　
（
Ｓ

．　
Ａ

．　
Ｋ
ｉｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｇ
ａ
ａ
ｒ
ｄ

．　
１
８
１
３
-
１
８
５
５
）

と

を

対

比

比

較

研

究

す

る

。

も

う

一

点

は

日

本

浄

土

教

思

想

の

メ

ン

タ

リ

テ

ィ

を

明

確
化
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
-
一
九
六
六
）
は
そ
の

著

『
日

本

的

霊

性

』

に

お

い

て

法

然

と

親

鸞

と

を

ひ

と

つ

の

人

格

と

捉

え

る

こ

と

の

重

要

性

を

指

摘

し

た

。

今

回

は

こ

れ

に

一

遍

と

い

う

要

素

を

加

え

る

こ

と

に

よ

り

、

日

本

仏

教

に

お

け

る

ひ

と

つ

の

傾

向

を

提

示

し

た

い

と

考

え

釋
　
　

徹
　

宗

る
。仏

教
と

キ
リ
ス
ト
教
を
比
較
研
究
す
る
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
救
い
」

タ
イ
プ
と

「
悟
り
」

タ
イ

プ
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
多
い
。
今
回
も
宗
教
を

便
宜
上

「
覚

悟
型
」

と
「
被
救
型
」

に
類
型
し
て
考
察
を
進
め
て

ゆ
き

た
い
。

法

然
・
親
鷽

・
一
遍

の
三
者

と
キ
ェ
ル

ケ
ゴ

ー
ル
と
を
比

較
す

る
場

合
、

「
被
救
型
」

と
い
う
お
そ
ら
く
あ
ら
ゆ
る
文
化

に
確
認
す

る
こ
と
が
で
き

る

で

あ
ろ
う
宗
教
形

態
で
あ
る
点
は
同
じ
、
と
す
れ
ば
理
解
を
容
易
に
す
る
こ

と
が
で
き

る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
三
者
と

キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
比
較
は
、

土
壌
が
違
え

ば
「
被
狡
型
宗
教
」
に
も
こ

う
い
う
差
異
が
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
に
よ

っ
て

、
ど
う

い
う
相
違
が
生
ま
れ
る
の
か
も
明
確
化
で
き
よ
う
。

一
　

法

然

に
よ

る

仏

教
解

体

構

築



ま
ず

法

然

に

対

す

る

批
判

を

見
て

み
ょ

う

。

代

表

的

な

も

の

は

明

恵

（
一

一
七
三
-
一
二
三
二
）
の
『
摧
邪
輪
』
で
あ
る
。
「
こ
こ
に
近
代
上
人
有
り
、

一
巻

の

書

を

作

り

名

づ

け

て

選
択

本

願

念

仏

集

と

い

ふ

。

経

論

に

迷
惑

し
、

諸
人

を

欺

誑

す

。

往

生

の

行

を
以

て

宗

と

為

す

と

雖

も

、
反

て

往

生

の

行

を

妨
ぐ

。
」
（
浄
土
宗
全
書

８
-ｐ
.３
７
５
）

と
し

て

、
『
選

択

集

』

に

展

開
す

る

主

張

が

全

く

仏

教

に

は
非

ら

ざ

る
邪

道

で
あ

る

と

酷

評

す

る
。

ま
た
道
元
（
一
二
〇
〇
-
一
二
一
五
三
）
は
、

「
又

読
経

念

仏

等

の

つ
と

め

に
う

る

と

こ

ろ

の

功

徳

を

、

な

ん

ち

し

る
や

い

な
や

、

た

た
し

た

を
う

こ

な
し

、

こ

ゑ

を

あ

く

る

を

、

仏

事

功

徳

と

お

も

へ

る
、

い

と

は

か

な
し

。

仏

法

に
擬

す

る

に

、

う

た

た

と

ほ
く

、

い
よ

い

よ

は

る

か

な
り

。
」
（
『
正

法
眼
蔵
弁
道
話
』
大
久
保
本
道
元
禅
師
全
集
ｐ
. ２
０
）

と

し

て

、

い

か

に

仏

教

が
様

々

な
宗

に

分

か

れ

て

い

よ

う

と

も

た

だ

念

仏
す

る
だ

け

の
仏

教

な

ど

な

い

、
と

批
判

し

て

い

る

。

仏

教

と

い

う

宗

教

の

特
質

を

考
え

れ

ば

、

こ

れ

ら

の

批
判

は

当

然

で

あ

る

。

本

来

は
修

行

の

一
補

助

的
手

段

で

あ

っ

た
念

仏

を

、

し

か

も

称

名

だ
け

を
選

択

し

他

の
行

は

排
除

。

い
や

、

法

然

は

「
阿

弥

陀

仏

の

本

願

で

あ

る

称

名

に

よ

っ
て

浄

土

に

往
生

す

る
」

こ

と

以

外

す

べ

て

の
要

素

を

捨

て

て

い

る

。

「

た
だ

極

楽

往
生

の

た

め

に

は
南

無

阿

弥

陀

仏

と

申

し

て

、

疑

い

な

く

往

生

す

る

そ

と

思

い

と

り

て

申

す

外

別

の

子

さ

い

侯

は

す

。
」
（
「
一

枚
起
請

文
」
『
法

然
上

人
全
集
』
ｐ

． ４
１
６
）

「
凡

そ

仏

教

多

し

と

い
え

ど

も

、

所

詮

は
戒

・
定

・

慧

の
三

学

に
過

ぎ
ず

。

（
中
略
）

然

る

に

我

が

此

の
身

は

戒

行

に

お

い

て

は
一

戒

を
も

持

た

ず

、

禅

定

に

お

い

て

も

一
も

こ
れ

を

得

ず

、

智

慧

に

お

い

て
断

惑

証

果

の
正

智

を

得

ず

（
中
略
）

こ

こ

に
予

が

ご

と

き

は

、

す

で

に

戒

・
定

・
慧

の

三

学

の
器

に

あ

ら

ず

。
」
（
弁
長

『
徹
選
択
集
』
浄
土
全

７
-ｐ

．９
５
）

仏
教
思
想
の
基
礎
構
造
で
あ
っ
た
「
戒
-
定
-
慧
」
(
s
i
ａ
ｍ
-
ｓ
ａ
ｍ
ａ
ｄ
ｈ
ｉ

ｌ
ｐ
ａ
ｎ
ｎ
ａ
）
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
道
元
が
言
う
よ
う
に
も
は
や
仏
教

で

は

な

い

と

批

判

さ

れ
て

も

仕

方

が

な

い
。

こ

れ

ら

法

然

の
主

体

的

な

取

捨

選

択

と

い

う

意

味

だ
け

に
止

ま

ら

ず

、

仏

教

と

い
う

宗

教

自
体

の
読

み

替

え

で

あ

る

。

そ

の

内

部

に

と
ど

ま

っ
て

土

台

を

ゆ

る

が

せ

、

新

た
な

可

能

性

を

目

覚

め

さ

せ

る

、

と

い

う

デ
リ

ダ

（
Ｊ
.　
Ｄ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｄ
ａ
）

の
概

念

に
従

え

ば

、

法

然

の
思

想

は

、
「
仏

教

の
解

体

構

築
」

と

捉

え

る

こ

と

も

で

き

る
。

つ

ま

り

覚

悟

型

か

ら

か

な

り

は

っ
き

り

と

し

た
被

救

型

宗

教

へ

の
再

構

築

で

あ

る

。

「
戒
－

定
－

慧

」

構

造

か

ら

疎

外

さ

れ

る

現

存

在

の

た

め

に

解

体

構

築

（
Ｄ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔｒ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

す

る
、

こ

こ

に

意

図

が

あ

っ

た
こ

と

は
明

確

に

読

み

取

る

こ

と

が

で

き

る

。

二
　

法

然

以

後

の

傾

向

法

然

思

想

の

継

承

を

概
観

す

る

に
、

大

き

く

一
念

義

傾

向
と

他

念

義

傾

向

に

分

類

で

き

よ

う

。

こ

の

分
類

の
基

準

も

種

々
あ

る
が

、

一
念

義

系

統

は

い

わ

ば

純

粋

浄

土

教

型

フ

ァ
ウ

ン

ダ

メ

ン

タ
リ

ズ

ム
と

も

言

う
べ

き

他

力

・
救

済

強
調

タ
イ

プ

で

あ

る

。

ま

た
そ

の

ア

ン
チ

テ

ー

ゼ
の

よ

う
な

多

念

義

系

統

は

仏

教

倫

理

保

守

的

で
あ

り

、

一
念

義

が

観

念

的

で

あ

る

の

に
対

し

プ

ラ

グ



マ
テ

ィ
ズ
ム
的
保
守
浄
土
教

タ
イ
プ
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
を
法
然

に

引
き
寄
せ
て
見

れ
ば
、
双
方
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
然
の
言
行

に
は

一
念
義

的
思

想
も
多
念
義
的
思
想
も
あ
る
。
法
然
に
お
け
る

ラ
デ
ィ
カ
ル
な

側
面
が

一
念

義
系
統
を
生
み
、
天
台
僧
と
し
て
の
保
守
的
側
面
が
多
念
義
系

統
を
生

ん
だ
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
一
念
義
傾
向
を
極

限

に
ま
で

推
し
進
め
た
形
態
が
智
真
房
一
遍
と
い
う
人
物
で
あ

る
。

三
　

一

遍

に
よ

る
日

本

浄

土

仏

教

の

成

熟

化

法
然

に
よ

っ
て
解
体
さ
れ
た
仏
教
は
一
遍
に
お
い
て
極

め
て
日
本
的

に
再

構

築
さ
れ
る
。
し
ば
し
ば
一
遍
は
、
法
然
・
親
鸞
と

い
う
流
れ
で

は
な
く
、

平
安
浄

土
教
で

あ
る

空
也
（
九
ニ

ー

九
七
二
）
、
融
通
念

仏
を
主
張

し
た
良

忍
（
一
〇
七
二
-
一
一
三
二
）
の
系
列
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
近
年
に

な
っ
て

、
柳
宗
悦
や
唐
木
順
三
が
日
本
浄
土
仏
教
の
完
成
者
と
し
て
紹
介
す

る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
一
遍
本
人
は
、

「
念
仏
の
機
に
三
品
あ
り
、
上
根

は
妻
子
を
帯
し
家

に
在
り
な
が
ら
、
著

せ
ず
し
て
往
生
す
。
中
根

は
妻
子
を
棄
つ
る
と

い
へ
ど
も

、
住
処
と
衣
食

を
帯
し
て
、
著
せ
ず
し
て
往
生
す
。
下
根

は
万
事

に
捨
棄
し
て

往
生
す
。
」

（「
播
磨
法
語
集
」
『
一
遍
上
人
全
集
』
ｐ
．　１５
４
）

と
述
べ
た
と

さ
れ
て

お
り

、
法
然
や
親
鸞
そ

の
他
の
法
然
門
下

を
意

識
し
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
こ

の
上
・
中
・
下
根
の
分
類

は
ま

こ
と

に
奇
異
で

あ
る
。
こ

の
場
合

の
上
根

は
親
鸞
、
中
根

は
法
然
、
下
根

は
一
遍
自
身
で
あ

る
と
言
わ
れ

る
が

、
妻
帯
在
家
生
活

を
し
な
が
ら

の
往
生

が
出

家
生
活

の
往

生

よ

り

上

位

に
捉

え

ら

れ

て

い
る

。

一

遍

は

「

在

俗

に
あ

り

な

が

ら

な

お

そ

れ

に

と

ら

わ

れ

な

い
こ

と

こ

そ

最

上

な

の

だ

、

そ

う
で

き

な

い
者

が

仕

方

な

く

出

家

す

る

の
で

あ

る
。
」

と

い

う

解

釈

を

つ
け

て

い

る

が

、

こ

れ

は
仏

教

の

形

態

自

体

が

転

倒

し

て

い

る
。

一
遍

は

極

め
ら

れ

た
浄

土
仏

教

の

理

念
で

、

大

乗

仏

教

そ

の
も

の

を

受

け

取

り

直

し

て

い

る

の

で
あ

る
。

も

は
や

こ

こ

に

は
自

力

と

他

力

の
境

界

さ
え

無

く

な

っ
て

い

る

。

一
遍

思

想

の
特

性

は

こ

の

よ

う

な

同

一

化

に
あ

る
。

念

仏

も

信

心

も

問

わ

ず

、
す

べ
て

た
だ

「
南

無
阿

弥

陀

仏

」

に
同

化

し

て

し

ま

う

。

「
自

力

他

力

を

絶

し

、

機

法

を

絶

す

る

所

を

南

無
阿

弥

陀

仏

と

い
へ

り

。
」

（
『
一
遍
上

人
全
集
』
ｐ

．　１
６
０
）

「

機

法

不

二

の

名

号

な

れ

ば

、

南

無
阿

弥
陀

仏

の
外

に

、
能

帰

も

な

く

、

ま

た

所

帰

も

な

き

な

り

。
」
（
前
掲
書
ｐ

．　１
８
４
）

も

は

や

一

念

も

多

念

も

、

信

不

信
も

、

臨
終

も

平

生

も

な
い

。

こ

こ

に

は

救

済

者

と

被

救

済

者

の

主

客

は
同

一
化

さ

れ
て

い

る
。

聖

と

俗

の

境

界

も
不

明

瞭

と

な

る

。

「
信
不
信
を
い
は
ず
、
有
罪
無
罪
を
論
ぜ
ず
。
」
（
前
掲
書
ｐ
．
　
１
７
５
)

「
称

ふ

れ

ば

仏

も

わ
れ

も

な

か
り
け

り

。
」
（
「
補
遺
」
前
掲
書
ｐ

．２
３
１
）

で

あ

る

。

そ

し

て

名

号

の
札

を
配

布

す

る

と

い

う

「

賦

算
」

と

い
う

習

俗

・

呪

術

色

が

強

い
形

態

が

生

ま

れ

る

の

だ

。

一

遍

思

想

の
根

底

に

は
、

西

山

派

の

「
白
木

の

念
仏

」

が
あ

る
。

何

の

色

取

り

も

な

く

た

だ
ほ

れ

ぼ

れ

と

称

え

る

南

無
阿

弥

陀

仏
こ

そ
理

想

の

念

仏

な

の

で

あ

る
。

そ

こ

に

は

、
白

紙

で

あ

る

本

来

の

状

態

へ
還

元

し

よ
う

と

す

る

、



ま

た
そ
の
状
態
を
是
と
す
る
日
本
的
人
間

観
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

法
然

に
よ

っ
て
構
築
さ
れ

た
「
覚
悟
型
宗

教
で
あ

る
仏
教

に
お
け

る
被
狡

型
宗
教
」
で
あ
る
浄
土
仏
教

は
、
一
遍

に
よ

っ
て

日
本
文
化
の
宗
教
的
心
性

で
あ

る
「
中
空
・
同
質
化
」
の
傾
向
が
強
化

さ
れ

る
こ
と

に
よ
り
完
成
す

る

の
で
あ
る
。

四
　

親

鸞

の
立

脚

点

『
教
行
証
文
類
』
は
、
仏
教
と

い
う
構
造

の
中
で
法
然
思
想
の
正
当
性
を
証

明
し
よ
う
と
書
か
れ
た
も

の
で
あ
ろ

う
。
『
選
択
集
』

を
ほ
と
ん
ど
引

用
し

な

い
不
自
然
さ
が
そ
れ
を
表
し
て

い
る
。
親
鸞

は
相
次
ぐ
法
然
へ
の
批
判
に

対
し
て
、
様
々
な
文
献
を
も

っ
て
答
え
よ
う
と
し
た
。
法
然
は
決
し
て
仏
教

を
解
体
し
た
異
端
者
で
は
な
く
。
本
来
仏
教

の
中
で
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て

き
た
も
の
を
主
張
し
た
の
だ
、
そ
う
内
外

に
示
す
こ
と
が

『
教
行
証
文
類
』

制
作
の
意
図
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
目
的

は
達
成

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
の
著
作
が
そ
の
後
、
法
然
の
正
当
性
・
妥
当
性

の
証
文
と
し
て
広
く
用

い

ら
れ

る
こ
と

は
な
か

っ
た
。
そ
の
意
味

に
お
い
て

『
教
行
証
文
類
』

は
不
遇

の
書
で
あ
る
。
し
か
し
親
鸞
の
強

い
個
性

は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に

か
か
わ

ら
ず
主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て

『
教
行
証
』
は
親
鸞
の
オ
リ

ジ

ナ
リ
テ
ィ
を
、
法
然
と
の
相
違
を
顕
在
化
す
る
こ
と
と
な
る
。

「
戒
－

定
－

慧
」
と
い
う
仏
教
構
造
の
解
体

は
親
鸞

に
お
い
て
さ
ら

に
進
め

ら
れ
る
。
プ

ロ
セ
ス
そ
の
も
の
さ
え
否
定
さ
れ
る
か
の
ご
と
き
側
面
さ
え
見

せ
る
。
「
信
一
念
」
で
あ
る
。

た
だ

ひ

た
す

ら

称

名

す

れ

ば

お

の

ず

と

三

心
が

備

わ

っ
て

ゆ

く

、

と

し

て

「
仏

道

の
プ

ロ

セ

ス
」

を

重

視

し

た

法

然

に
比

べ
れ

ば

、
「
信

心

決

定
」

即

ち

「
正

定

聚

」

と

い
う

ま

こ

と

に

非

仏

教

的

方

向

性

を

も

つ
。

た

だ

巷

間

言

わ

れ

る

「
法

然

は

念

仏

往

生

で

、

親

鷽

は

信

心
往

生

」

と

い
う

比

較

は
正

確

で

は
な

い
。

親

鸞

は

一

貫

し

て

念

仏

往

生

に

立
脚

し

て

お

り

、

信

心

往

生

と

は

一
度

も

述

べ

て

い
な

い
。

し

か

し

親

鸞

は
そ

の

念

仏

を

問

う

。
「
某

の
念

仏

は
本

物

で

あ

る

の
か

。
」

そ

う

問

い

続
け

る

。

思

想

の
構

造

自

体

は

法

然

に

よ

っ
て

既

に

完

成

さ

れ

て

い

る

の

だ

が

、

親
鸞

の
場

合

は

安

直

に

「
救
済

」

が

成

立

し

な

い

の
で

あ

る
。

ひ

た

す

ら

仏

に
背

き

続

け

る

自
己

で

あ

る

こ
と

を

、

繰

り

返

し

表

白

す

る

。

親

鸞

は

「
摂
取

」

の
左

訓

に

モ

ノ

ノ

ニ
グ

ル

ヲ

オ
ワ

エ

ト
ル

ナ
リ

と

し

て

い

る

。

ま

さ

に
仏

か
ら

逃

げ

続
け

て

い

る

の
が

自

分

、

と

い
う

訳

だ

。

だ

か
ら

こ

そ

親

鷽

は

曇

鷲

（
Ｔ
’ａ

ｎ
-
ｌｕ
ａ
ｎ
　
４
７
６
-５
４
２
）

に

惹

か

れ

る

の
で

あ

る
。

法

然

は

「
偏

依

善

導

一

師

」

と

自

ら

宣

言

し

て

い

る

ほ

ど

善

導

（
Ｓ
ｈ
ａ
ｎ
-
Ｔ
ａ
ｏ
　
６
１
３
-６
８
１
）

に

依

拠

し

て

い

る
。

そ

の

た

め

善

導

が

重

視

し

た

『
観

無

量

寿

経

』

に

重

心

が

あ

る

。

し

か
し

親

鷲

は

『
無

量

寿

経
』

で

あ

る
。

こ

れ

は

天

親

（
Ｖ
ａ
ｓ
ｕ
ｂ
ａ
ｎ
ｄ
ｈ
ｕ
　
４
Ｃ
）

の

『
無

量

寿

経

優

婆

提

舎

願

生

偈

』

お
よ

び

曇

鸞

の

『
無

量

寿

経

優

婆

提

舎
願

生

偈

註

』

に

大
き

く
依

存

し

て

い

る

か
ら

で

あ

り

。
『
教

行

証

文

類

』

を

一

読

す

れ

ば

い

か

に

親

鸞

が

曇

鸞

に

傾

倒

し

て

い
る

か

は

容
易

に

理
解

で

き

る
。

こ

れ

は
親

鸞

が

法

然

の
よ

う

に

す

っ
き

り

救

わ

れ

る

と

は

い

か
ず

に
、

背

き

続
け

る
自

己

を

見

い
だ

し

、



「
悪

性

さ

ら

に
や

め

が

た

し
　

こ

こ

ろ

は

蛇

蝎

の

こ

と

く

な

り
　

修

善

も

雑

毒

な

る
ゆ

へ
に
　

虚

仮

の

行

と

ぞ

な

づ
け

た

る
」
（
「
正

像
末
和
讃
」
『
真

宗
聖
教
全
書
』
２
-
p
．
５
２
７
）

「
愚

禿

が

心

は

内

は

愚

に

し

て

外

は

賢

な

り
」
（
「
愚

禿

鈔
」

前

掲

書

２
-ｐ

．４
６
４
）

ど

こ

ま
で

も

仏

と

は
異

質

で

あ

る
こ

と

を

意

識

し

続
け

る

の
で

あ

る
。

そ

し
て
、
絶
対
に
異
質
だ
か
ら
同
一
な
の
だ
、
異
の
ま
ま
同
、
と
い
う
論
理
は

ま

さ

に
曇

鸞

の
も

の

な

の
で

あ

る
。

「
生

死

即

涅

槃

」
（
曇
鷽

『
無
量
寿
経
優
婆

提
舎
願
生

偶
註
』
下
巻

『
浄
土
論
註

総
索
引
』
真
宗
教
学
研
究
所
刊
ｐ

．
 ８
５
）

「
不

断

煩

悩

得

涅

槃

」
（
前
掲
書
上
巻
ｐ

． ４
６
）

曇

鷽

の
こ

の

思

想

は
親

鸞

の

心

を

捉

え

た

に
違

い

な

い
。

こ

の

よ
う

な

「
仏

に
背

き

続

け

る
自

己

」

の

自
覚

は

親
鸞

の
体

験

か
ら

で

た
実

感

で

あ

ろ

う
。

例

え
ば

親

鸞

は
し

ば
し

ば

経

・

論

を

恣

意

的

に
改

読
し

て

い

る

が

、

そ

れ

は
す

べ
て

阿

弥
陀

仏

の
真

実

性

と

自

己

の

虚

妄
性

の

対
比

に

お

い

て

為

さ

れ
て

い

る
。

こ

れ

に

対

し

て

一

遍

は

、

「

は

ね

ば

は

ね

踊

ら

は

む

を

ど

れ

春

駒

の

の

り

の

道

を

ば

し

る

人

ぞ

し

る

。
」
（
「
一
遍
上
人
聖
絵
」
『
一

遍
上
人

全
集
』
ｐ

．
 ３
３
春
秋
社

１
９
８
９
）

「
山

河

草

木

吹

く

風

立

つ

波

の

音

ま

で

も

念

仏

な

ら

ず

と

い

ふ

こ

と

な

し

。
」
（
前
掲
書
ｐ
ｐ

． ２
２
１
-２
２
）

と

、

親

鸞

の

妥

協

の

な

い

粘

着

気

質

に

比

べ

て

循

環

気

質

的

で

あ

る

。

一

遍

の

シ

ン

ク

レ

テ

ィ

ズ

ム

的

心

性

は

日

本

宗

教

文

化

の

基

層

と

強

い

親

和

性

を

も

つ

。

「

悲

嘆

述

懐

和

讃

」

に

代

表

さ

れ

る

よ

う

な

、

内

面

に

お

け

る

光

と

闇

の

ダ

イ

ナ

ミ

ク

ス

は

親

鶯

の

特

性

で

あ

る

が

、

そ

れ

は

日

本

宗

教

文

化

の

心

性

か

ら

見

れ

ば

異

質

な

の

で

あ

る

。

五
　

親

鸞

と

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

1
　
通
底
部
へ
の
考
察

上

述

の

親

鷽

に

お

け

る

方

向

性

に

し

ば

し

ば

比

せ

ら

れ

る

の

が

、

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

で

あ

る

。

法

然

と

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

に

は

、

人

間

の

理

知

に

対

す

る

懐

疑

（

ｄ
ｏ
ｕ

ｂ
ｔ

）

と

い

う

共

通

基

盤

が

あ

る

。

そ

し

て

親

鷽

と

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

に

は

、

自

己

の

内

実

と

対

峙

し

続

け

る

（

安

易

に

統

合

せ

ず

、

そ

れ

を

抱

え

続

け

て

生

き

る

）

と

い

う

通

奏

低

音

を

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

い

ず

れ

も

「

被

救

型

宗

教

」

に

よ

く

見

ら

れ

る

特

徴

で

あ

る

。

し

か

し

そ

れ

ぞ

れ

の

特

性

を

強

調

し

て

比

較

す

れ

ば

、

や

は

り

三

師

の

中

で

親

鷽

が

最

も

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

と

近

似

し

て

い

る

。

「

神

と

人

間

は

、

無

限

の

質

的

差

異

に

よ

っ

て

分

か

れ

る

二

つ

の

質

な

の

で
あ
る
。
」
（
拙
訳
、
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｉ
ｃ
ｋ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
　
Ｄ
ｅ
ａ
ｔ
ｈ
，
　
Ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ
ｔ
ｏ
ｎ
，
　
ｐ
.
　
１
２
６
)

と

い

う

点

は

、

一

遍

に

は

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

そ

し

て

、

「

神

に

向

か

っ

て

最

も

迫

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

は

、

神

か

ら

最

も

遠

く

離

れ

て

い

る

も

の

で

あ

る

。
」

（

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

，
　
ｐ
.
　１
１
４

」



と

い

う

立

場

は

、

親

鷽

の

二

種

深

信

理

解

と

通

底
す

る

。

こ

の

点

、

親

鷽

と

キ

ェ
ル

ケ
ゴ

ー

ル

は

神

秘

主

義

に

対

し

て

懐

疑

的

で

あ

る

。

絶

対

と

自

己

と

の

合

一
を

軽

々

し

く

肯

定

し

な

い

。

ま

た

絶

対

に

よ

っ
て

自

己

が

滅

す

る

と

も

言

わ

な

い

。

自

己

は

超

越

者

に

よ

っ
て

ど

こ

ま

で

も

否

定

さ

れ

る

の

で

あ

る

が

、

逆

説

的

（
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
ｏ
ｘ
）

に

ど

こ

ま

で
も

自

己

は

く

っ
き

り

と

浮

か

び

上

が

っ
て

く

る

。

と

す

る

。

法

然

に

は

親

鸞

や

キ

ェ
ル

ケ
ゴ

ー

ル

の

よ

う

な

弁

証

法

的

思

考

は

見

ら

れ

な

い
。

法

然

思

想

は

基

本

的

に

聖

道

門

・

浄

土

門

、

親

・

疎

、

純

・

雑

と

い

っ
た

二
項

対

立

的

で

あ

り

、

阿

弥

陀

仏

や

浄

土

も

外

部

化

さ

れ

て

い
る

。

彼

は

善

導

の

論

を

根

拠

と

し

て

、

繰

り

返

し

阿

弥

陀

仏

の

救

済

者

と

し

て

の

能

力

を

強

調
す

る

。

そ

し

て

対

立

的

に
捉

え

ら

れ

た

事

象

を

選

択

す

る
、

選

び

取

り

、

選

び

捨

て

る

の

が

法

然

の

姿

勢

で

あ

る

。

ゆ

え

に

「
阿

弥

陀

仏

の

本

願

で

あ

る

念

仏

も

う

し

て

、

浄

土

に
往

生

す

る
。
」

と

い

う

ま

こ

と

に
明

解

な

論

理

と

な

る

。

ま

た

一
遍

に

も

キ

ェ
ル

ケ

ゴ

ー

ル

の
よ

う

な
緊

張

関

係

は

確
認

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

一
遍

に
お

い
て

は
す

べ
て

が

同

一
化

・
無

化

す

る
方

向

に

あ

る

か
ら

で

あ

る

。

テ

ィ
リ

ッ

ヒ

（
Ｐ

．　
Ｔ
ｉ
ｌｌ
ｉｃ
ｈ
　
１
８
８
６
-１
９
６
５
）

、

日
本

仏

教

は

絶

対

無

が

基

底

に

お

か
れ

て

い

て

罪

の
性

格

が

な

い

。

と
述

べ

た

の

に
対

し

大

谷

長

が

「
そ
れ
は
親
鷽
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
。
」
と
反
論
し
て
い
る
が
、
つ
ま
り
そ
れ

だ

け

親

鷽

が

異

質

と

い
う

こ

と

で

も

あ
ろ

う

。

2
　
相
違
点
の
考
察

と

こ

ろ
が

親

鷺

に

は

、

す

べ
て

は
同

一
化

す

る

（
曇

鸞

的

に
）

と

い
う

側

面

も

あ

る

。

こ

れ

は

造

物

主

で

あ

る

「
神

」

と

、

成

っ
て

ゆ

く

「
仏
」

と

の

根

源

的

に

相

違

に

よ

る

も

の
で

あ

ろ

う

か
。

や

は

り

「
神

」

と

「
阿

弥

陀

仏

」

は

異

な

る

概

念

で

あ

る

。
「
阿

弥

陀

仏

は
私

が

往

生

し

な

い

限

り

存

在

し

得

な

い

。
」

と

い
う

相

存

関

係

が

そ

れ

を
示

し

て

い

る
。

つ

ま

り

多

分

に

キ
リ

ス

ト

教

的

だ

と

言

及

さ

れ

る

浄
土

教

思

想

で

は

あ

る

が

、

仏

教

で

あ

る

限

り

例

え

救

済

型

で

も

キ

ェ
ル

ケ
ゴ

ー

ル

的

「
神

」

は

措

定

さ

れ

な

い

の
で

あ

る

。

「
罪

」

に

関

し

て

も

や

は
り

親

鸞

は

、

「
罪

障

功

徳

の

体

と

な

る
　

こ

ほ
り

み

づ

の
ご

と

く

に

て
　

こ

ほ
り

お

お

き

に

み

づ

お

ほ

し
　

さ

は

り

お
ほ

き

に
徳

お

ほ

し

」
（
「
高
僧

和
讃
」
『
真
宗

聖
教
全
書
』
２
-ｐ

．５
０
６
）

「
本

願

力

に
あ

ひ

ぬ
れ

ば
　

む

な

し

く

す
ぐ

る
ひ

と

ぞ

な

き
　

功

徳

の

宝

海

み

ち

み

ち

て
　

煩
悩

の
濁

水

へ

だ

て

な
し

」
（
前
掲
書

２
-ｐ

．
５
０
２
）

と

い
う

和

讃

が

あ

る

よ

う

に
、

つ

い
に

は

同

質
化

す

る
こ

と

を

語

る

の
で

あ

る
。で

は

「
他

者

」

の

問
題

は
ど

う
で

あ

ろ

う

。

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

に

お
け

る

以

下

の
文

章

を

読

ん

で

、
親

鸞

の

「
御

同

朋

・

御

同
行

」

と

い
う

言
葉

を

連

想
す

る
人

は
多

い

に
違

い

な

い
。

「
一
人

の
人

間

に

な

ん
ら

か

の
意

見

、

確

信

ま

た

は
信

仰

を

強

い

る
よ

う

な

こ

と

は

ど

ん

な

こ
と

が

あ

ろ

う

と

私

に

は
で

き

な

い
。
」
（
Ｔ
ｈ
ｅ
　ｐ
ｏ
ｉｎ
ｔ

ｏ
ｆ
　Ｖ
ｉｅ
ｗ

「
田
淵
義

三
郎
訳

『
わ
が
著
作
活

動
へ
の
視
点
』

キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
著
作



集
　

白

水
社

１
８
-ｐ

．
４
７
）

「
私

は

教

師

な

ど

で

は

な

い

。

単

に

学

友

で

あ

る

に

過

ぎ

な

い

。
」

（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ，

　
ｐ
.
９
４
)

た

だ

、

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は

大

衆

と

対

置

す

る

地

点

に

お

り

、

目

覚

め

を

呼

び

か

け

て

い

る

。

や

は

り

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は

宗

教

的

「
著

作

者

」

な

の

だ

。「

し

か

し

、

ち

ょ

う

ど

人

は

書

物

の

結

末

を

知

り

た

が

る

よ

う

に

、

こ

と

の

結

果

に

興

味

が

あ

る

の

だ

。

不

安

・

苦

難

・

逆

説

な

ど

に

つ

い

て

は

少

し

も

知

り

た

が

ら

な

い

。
」

（
拙

訳

Ｆ
ｅ
ａ
ｒ
　ａ
ｎ
ｄ
　
Ｔ
ｒ
ｅ
ｍ

ｂ
ｌｉｎ

ｇ

，　
Ｐ
ｒ
ｉｎ
ｃ
ｅ
ｔｏ
ｎ

，

１
９
８
３，

　
ｐ
ｐ
．
６
３
-
６
４
)

「
真

の

キ

リ

ス

ト

者

」

の

在

り

方

を

示

そ

う

と

す

る

意

思

が

あ

る

。

そ

し

て

名

ば

か

り

の

キ

リ

ス

ト

者

を

痛

烈

に

非

難

す

る

の

で

あ

る

。

「
私

の

全

著

作

活

動

は

キ

リ

ス

ト

教

界

と

よ

ぱ

れ

て

い

る

こ

の

巨

大

な

錯

覚

、

す

な

わ

ち

あ

る

国

土

に

お

い

て

こ

れ

ほ

ど

ま

で

に

誰

も

彼

も

が

、

こ

れ

ほ

ど

ま

で

に

キ

リ

ス

ト

者

で

あ

る

と

い

う

錯

覚

を

陰

に

陽

に

攻

撃

目

標

と

し

つ

つ

、

キ

リ

ス

ト

教

に

…

…

い

か

に

し

て

人

は

キ

リ

ス

ト

者

と

な

る

か

、

と

い

う

問

題

に

ふ

れ

よ

う

と

す

る

も

の

で

あ

る

。
」
（
ｉｂ
ｉｄ

，
　
ｐ
．　１
２
」

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

に

は

普

遍

的

に

あ

る

べ

き

姿

、

あ

ら

ね

ば

な

ら

ぬ

状

態

と

い

う

概

念

が

あ

る

。

ま

た

汝

な

す

べ

し

（
ｔ
ｈ
ｏ
ｕ
　
ｓ
ｈ
ａ
ｌｔ
）

が

宗

教

に

は

不

可

欠

で

あ

る

と

認

識

し

て

い

る

。

こ

れ

に

対

し

て

親

鸞

は

、

他

と

の

関

わ

り

に

完

全

性

を

求

め

、
「
還

相

」

と

い

う

論

理

を

構

築

す

る

。

こ

れ

は

親

鷽

に

お

け

る

他

者

の

問

題

の

み

な

ら

ず

、

彼

の

思

想

上

大

き

な

特

傲

の

ひ

と

つ

で

あ

る

が

こ

こ

で

は

紙

数

の

都

合

で

割

愛

す

る

。

む

す

び

法

然

は

救

済

す

る

側

と

救

済

さ

れ

る

側

の

二

元

的

構

造

に

よ

っ

て

、

仏

教

を

再

構

築

し

た

。

そ

れ

に

よ

っ
て

疎

外

さ

れ

が

ち

な

領

域

を

取

り

込

む

こ

と

こ

そ

彼

の

主

眼

だ

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

一

遍

は

そ

れ

を

徹

底

し

た

同

一

化

の

論

理

を

も

っ

て

。

内

部

化

す

る

。

法

然

が

提

示

し

た

世

界

を

日

本

的

心

性

に

融

合

さ

せ

て

し

ま

う

の

で

あ

る

。

た

だ

日

本

仏

教

文

化

の

宗

教

的

心

性

か

ら

見

れ

ば

、

一
遍

的

同

一

化

が

ベ

ー

ス

に

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

富

永

仲

基

的
（
一
七
一
五
-
一
七
四
六
）
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
同
一
化
・
中
空
化
は
日

本
仏
教
の
「
く
せ
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
浅
原
才
市
（
一
八
五
〇
-

一
九
三
二
）
、
お
園
（
不
詳
）
、
庄
松
（
一
八
二
〇
-
一
八
九
二
）
な
ど
妙
好
人
は

多

分

に

一

遍

的

で

あ

る

。

さ

ら

に

言

う

な

ら

ぱ

、

こ

の

同

一

化

の

傾

向

は

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

と

大

き

く

相

違

す

る

点

な

の

だ

。

そ

れ

ら

に

比

し

て

、

親

鷽

は

自

己

と

絶

対

と

を

ど

こ

ま

で

も

異

質

と

捉

え

、

だ

か

ら

こ

そ

同

化

す

る

、

と

し

た

。

親

鸞

に

お

い

て

は

阿

弥

陀

仏

と

自

己

は

光

と

影

の

よ

う

に

対

比

さ

れ

、

例

え

ば

二

種

深

信

に

代

表

さ

れ

る

よ

う

な

相

反

す

る

原

理

の

緊

張

関

係

の

た

だ

中

に

救

済

は

成

立

す

る

の

で

あ

る

。

こ

の

弁

証

法

（
ｄ
ｉａ
ｌｅ
ｃ
ｔ
ｉｃ
　ｏ
ｆ
　ｑ
ｕ
ａ
ｌｉ
ｔ
ｉｅ
ｓ
）

的

緊

張

関

係

こ

そ

、

親

鷽

と

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

の

共

通

点

で

あ

る

。

そ

の

意

味

に

お

い

て

、

親

鷽

の

存

在

特

性

は

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

に

よ

っ
て

明

確

化

す

る

。

親

鷽

は

そ

の

立

脚

点

、

姿

勢

、

生

き

様

に

こ

そ

独

自

性

が

あ

る

。

そ

れ

は

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

と

対

比

さ

せ

る



こ

と

に

よ

り

浮

か

び

上

が

る

と

思

わ

れ

る

。

（
1
）
　
メ
ン
シ
ン
グ
（
Ｇ
.
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｇ
）
’
ハ
イ
ラ
ー
（
Ｆ
．
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｅ
ｒ
）
な
ど
。
し

か
し

キ
リ

ス

ト
教

で

も

エ

ッ

ク

ハ

ル
ト

な

ど

神

秘

主

義

傾

向

の
強

い
思

想

も

あ

り

、

仏

教

で

も

「
救

い
型

」

が

あ

る
こ

と

は

周

知

の
と

お

り

で

あ

る
。

（
２
）
『
長
阿
含
経
』
二
　
大
正
蔵
1
-
ｐ
.
１
２

（
３

）
　
法

然

に
よ

る
解

体

構

築

が

い

か

に
そ

の

後

の

日

本

仏

教

界

を

変

え

た

か
と

い

う

こ
と

は
、

例

え

ば

日

蓮

の

「
唱

題

目

」

な

ど

か
ら

も

確

認

で

き

る
。

日

本

仏

教

の

オ
リ

ジ

ナ

リ

テ

ィ
を

生

み

出

す

力

と

な

っ
て

い

る
。

（
４
）
　

過

激

派

を

生

む

の

は
原

理
主

義

タ
イ

プ

に
あ

り

が

ち

で

、

実

際
、

社

会

的

に

問

題

視

さ

れ

た

の

は
こ

の
系

統

で

あ

っ
た

。

（
５
）
　

ま

た

法

然

は

教

育

者

と

し

て

も

優

秀

で

あ

っ
た

た

め
、

対

機

的

指

導

を

行

っ

た

こ

と

も

原

因

の
ひ

と

つ
で

あ

ろ

う

。

（
６
）
　

日

本

文

化

の

宗

教

的

心

性

に

つ

い
て

は

、

拙

論

「
親

鷽

と

一
遍

の
比

較

に
関

す

る

一
考

察

」
「
中

・

近

世

日

本
文

化

に

見

ら

れ

る

宗

教

的

救

済

」

を

参

照

し

て

い

た
だ

き

た

い

。

（
７
）
　

親

鷽

に
関

す

る
著

述

が

真

宗

教

団

以

外

に

ほ

と

ん
ど

な

い

た

め

、

一

時
期

そ

の

実

在

さ

え

疑

問
視

さ

れ

た

こ

と

は
ご

案

内

の

通

り
で

あ

る

。

（
８

）

「
浄

土

和

讃

」
『
定
本

親

鷽

聖
人

全

集

』

２
-ｐ
.
５
１
.

（
９
）
　

法

然

は

「
第

一

の
深

信

」

と

「
第

二

の
深

信

」

と
を

前

後

関

係

で

理

解

し

て

お
り

、

親

鸞

の
よ

う
な

弁

法

的

関

係

で

は
な

い

。

（
1
0
）
　

「

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

と

親
鷽

に

お
け

る
絶

対

他
者

啓

示

信

仰

の

普

遍

性

」
参

照

『

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル
と

日

本

の
仏

教

・
哲

学

』

東

方

出

版
　

一

九

九

二

年

。

（
1
1
）
　

仏

教

で

あ

る
限

り

「
悟

り

」

と

「
救

い
」

は
根

源
的

事

態

に

お

い

て
区

別

が

な

い
こ

と

を

玉

城

康
四

郎

は
論

じ

て

い

る

。
「
仏

教

に

お

け

る

悟

り

と

救

い

」

『
悟

り

と

救

い

』

平

楽

寺

書

店
　

一

九

七

九

年

ｐ
． １
５

．

（
1
2
）
　

拙

論

「
中

・
近

世

日

本

宗

教

文

化

に

お
け

る

救

済

」
『
宗

教

研

究

』

第

七

十

二

巻

所

収
　

参

照

。

（
1
3
）
　
ｉｂ
ｉ
ｄ
,　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｉｃ
ｋｎ
ｅ
ｓ
ｓ
　ｕ
ｎ
ａ
　Ｄ
ｅａ
ｔ
ｈ

，　ｐ
. １
１
５
.

（
1
4
）
　
テ

ィ
リ

ッ

ヒ
が

仏

教

の

特
性

を

「
同

一

性

の

論

理

」
、

キ

リ

ス

ト

教

の

特

性

を

「
関

与

の

論

理

」

と

し

た

こ
と

は
多

く

の
示

唆

を

含

ん

で

い

る

。
し

か
し

こ

れ

は

特

に

「
日

本

仏

教

」

に

お

い
て

顕

著

で

あ

ろ

う

。

（
し
ゃ
く
・
て
っ
し
ゅ
う
、
比
較
文
化
・
比
較
宗
教
思
想
。

龍

谷

大

学

講

師

）
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