
〈
研

究

論

文
1
0
〉

「
終
末
論
的
実
存
の
弁
証
法
」
と
自
然
法
爾

―
行
の
必
然
性
の
問
題
か
ら
見
た
Ｋ
・
バ
ル
ト
と
親
鸞
―

一
　

は

じ

め

に

―
「
横
超
・
自
然
法
爾
」
の
次
に
来
る
も
の

私

は

さ

き

頃
、

あ

る

機

会

に
Ｋ

・
バ

ル

ト

の

『
教

会

教

義

学

』
（
Ｋ

Ｄ
）

の

第

四

巻

（
『
和
解
論

』
の
井
上
良
雄
訳
）

か
ら

一

つ

の

誤

引

用

を

な
し

た

も

の

で

あ

る
。

す

な

わ

ち

私

は

そ

の

§
5
7
の

二

つ
の

、

そ

れ

ぞ

れ

か
な

り

長

い

パ

ラ
グ
ラ
フ
に
ま
た
が
っ
て
、

a
「
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
わ
れ
ら
と
共
に
」
と
い
う
言
葉
（
ｄ
ａ
ｓ
　
《
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ

m
ｉ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ｓ
》
）
の
認
識
は
…
…
救
済
そ
の
も
の
の
到
来
以
上
の
も
の
で

も

以

下

の

も

の

で

も

な

い

。

す

な

わ

ち

そ

れ

は

完

全

な

充

実

に

お

け

る

究

極

の

現

在

で

あ

る
」
（
ゴ
マ
点
井
上

訳
、
円

点

お
よ
び
ド
イ

ツ
語

挿
入
引

用
者
）

津
　

田
　

眞
　

一

と

い
う

引

用

を

し

た
の

で

あ

る

が

、

こ

れ

ら

二

つ

の
で

フ
グ
ラ

フ
の
文

脈

は
、

そ

れ

ぞ

れ

。

b
 
　
キ
リ
ス
ト
者
の
「
神
わ
れ
ら
と
共
に
」
と
い
う
言
葉
の
認
識
に
お
い

て

は
、

神

の
恵

み

の
主

権

に

対

す

る

深

い

驚

愕
、

わ
れ

わ

れ

自
身

の

悲

惨

に
対

す

る
深

い
恐

怖

が

、

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
。

c
　
し
か
し
、
受
肉
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
た
め
の
神
の
到
来
…
…
叫

救

済

そ

の
も

の
の

到

来
以

上

の
も

の

で
も

以

下

の
も

の

で

も

な

い

。
す

な

わ
ち

そ

れ

は

完

全

な
充

実

に

お
け

る
究

極

の
現

在

で

あ

る

。
」

と

い
う

も

の

で

あ

っ
た

の

で
あ

る

。
し

か

し
、

私

は
な

ぜ

こ

の

よ
う

な

誤

引

用

を

な

し

た

の

か
…

…

。

そ
れ

は

、

一

つ

に

は
私

が

日

頃

の

「
比

較
思

想

」



的
な
思

考
習

慣
に
お
い
て
、
Ｋ

・
バ
ル
ト
と
親
鷽

の
そ
れ
ぞ
れ
の
思

考
を
導

い
て

い
た
〈
事
態
〉

が
同
一
の
も
の
で

あ
る
こ

と
、
そ
の
同

一
の
〈
事
態
〉

を
目
指

し
て

い
た
彼
ら
の
思
考
に
「
平
行
関

係
」

が
存
在
す
る
こ
と
を
あ
ま

り

に
も

当
然
の
こ
と
と
し
て

き
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
現
に
こ
の
箇
所

に
お
い

て

バ
ル
ト
が
言

っ
て
い
る
の
は
、
ま
ず

「
受

肉
」
に
お
い
て
全
人
類
（
彼
か

ら
す

る
な
ら
全
キ
リ
ス
ト
者
）
の
救
済
が
事
実
と
し
て
完
全
に
実
現
し
て
い

る
（
言

っ
て

み
る
な
ら
ば
、
ア
オ
リ
ス
ト
的
に
実
現
し
、
そ
し
て
そ
の
状
態

が
現

在
完
了
的

に
今
も
持
続
し
て
い
る
）
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
。
す

で

に
救
済
が
完
全
に
実
現
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
事
実
を
知
る
こ
と
に
お

い
て

、
そ
の
人

に
改

め
て
そ
の
同
じ
完
全
な
救
済
が
実
現
す
る
の
だ
、
と
い

う
こ

と
で
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
か
の

『
安
心
決
定
鈔
』
の

問
題

の

パ
ラ
グ
ラ

フ
、

d
「
仏
の
正
覚
な
り
し
と
わ
れ
ら
が
往
生
の
成
就
せ
し
と
は
同
時
な
り
。

仏
の

か
た
よ
り

は
往
生
を
成
ぜ
し

か
ど
も
、
衆
生
が
こ

の
こ
と

わ
り
を

知

る
こ
と
不
同

な
れ
ば
、
す
で

に
往
生
す

る
ひ
と
も
あ
り

、
い
ま

往
生

す

る
ひ
と
も

あ
り

、
当

に
往
生
す
べ
き
ひ
と
も

あ
り
。

機
に
よ
り
て
三

世

は
不
同

な
れ
ど
も
、
弥
陀
か
わ
り
て
成
就
せ

し
正

覚
の
一
念

の
ほ
か

は
、
さ
ら

に
機
よ
り
い
さ
さ
か
も
そ
う

る
こ

と

は
な
き
な
り
。
」
（
原
文

カ
タ
カ
ナ
。
円
点
引
用
者
）

に
対
応

し
、
バ
ル
ト
の
事
態
認
識
の
こ

の
線

が
日
本
仏
教
に
お
け
る
〈
本
覚

思

想

〉

と

パ

ラ

レ

ル

で

あ

る

こ

と

を

例

示

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

通

常

そ

れ

が

親

鸞

の

立

場

で

あ

り

、

し

か

も

そ

れ

が

日

本

仏

教

思

想

の

究

極

の

到

達

点

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る

と

こ

ろ

の

親

鸞

の

〈

一

念

の

行

信

に

お

け

る

横

超

・

自

然

法

爾

〉

の

立

場

も

、

や

は

り

こ

の

〈

本

覚

思

想

〉

的

な

線

の

上

に

あ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
「
行
信
」
と
は
、
私
の
理
解
す
る
と
こ

ろ

、

次

の

よ

う

な

こ

と

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

親

鷽

は

『

唯

信

鈔

文

意

』

に

お

い

て

善

導

の

『

法

事

讃

』

に

い

う

「

極

楽

無

為

涅

槃

界

」

を

説

明

し

、

e
「
涅
槃
お
ば
滅
度
と
い
ふ
、
…
…
仏
性
と
い
ふ
、
仏
性
す
な
わ
ち
如
来

な

り

。

こ

の

如

来

微

塵

世

界

に

み

ち

み

ち

た

ま

へ

り

、

す

な

わ

ち

一

切

群

生

海

の

心

な

り

、

こ

の

心

に

誓

願

を

信

ず

る

が

ゆ

へ

に

、

こ

の

信

心

す

な

わ

ち

仏

性

な

り

、

仏

性

す

な

わ

ち

法

性

な

り

、

法

性

す

な

わ

ち

法

身

な

り

。
」

（

圏

点

引

用

者

）

と

言

う

の

で

あ

る

が

。

「

行

信

」

と

は

す

で

に

こ

の

「

心

に

誓

願

を

信

ず

る

」

と

い

う

内

面

性

か

ら

開

放

さ

れ

、

た

だ

口

に

出

し

て

（

行

為

と

し

て

）
、

し

か

も

た

だ

の

一

返

で

も

「

南

無

阿

弥

陀

仏

」

と

称

え

れ

ば

よ

い

、

そ

の

ま

さ

に

「

機

械

」

的

な

行

為

と

し

て

の

わ

れ

わ

れ

凡

夫

の

心

が

そ

の

ま

ま

信

な

の

で

あ

り

、

そ

の

一

念

の

信

＝

心

が

「

す

な

わ

ち

」
、

全

宇

宙

に

遍

満

す

る

極

大

の

如

来

に

他

な

ら

な

い

の

だ

、

と

す

る

考

え

で

あ

る

。

他
方
、
バ
ル
ト
が
（
a
お
よ
び
b
に
お
い
て
）
「
「
神
わ
れ
ら
と
共
に
」
と
い

う

言

葉

の

認

識

」

と

言

っ

た

と

き

、

こ

の

「

認

識

」

と

い

う

言

葉

の

原

語



E
ｒ
ｋ
ｏ
ｎ
ｎ
ｔｎ
ｉｓ

は

そ

の

言

葉

の

意

味

す

る

と

こ

ろ

を

（
自

ら

思

考

し

て

）

理

解

す

る

、

と

い

う

意

味

だ

け

で

な

く

、

宣

べ

ら

れ

た

そ

の

言

葉

を

そ

の

言

葉

と

し

て

受

け

る

、

要

す

る

に

そ

れ

を

理

解

す

る

以

前

の

、

た

だ

聞

く

、

と

い

う

い

わ

ば

内

面

性

以

前

の

行

為

を

も

意

味

し

得

る

。

で

あ

る

か

ら

私

は

、

親

鷲

の

「
上

述

の

ご

と

き

行

信

」

の

考

え

に

引

か

れ

て

、

バ

ル

ト

の

い

う

「
言

葉

の

理

解

」

を

こ

の

意

味

で

の

行

為

と

し

て

と

ら

え

、

そ

れ

を

言

葉

そ

れ

自

体
と
し
て
も
「
自
然
法
爾
」
と
全
く
同
じ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
（
a
、
c
に
お

け

る

）
「
完

全

な

充

実

に

お

け

る

究

極

の

現

在

」

（
ｄ
ｉｅ
　
Ｇ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
w

ａ
ｒ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｓ

Ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔｏ
ｎ
　
ｉｎ

　
ｓ
ｅ
ｉｎ
ｅ
ｒ
　ｇ
ａ
ｎ
ｚ
ｅ
ｎ
　
Ｆ
ｉｉ
ｌｌｅ
）

と

い

う

表

現

に

結

び

つ

け

て

、

a
 
と
い
う
文
章
を
作
り
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し

か

し

、

私

は

な

ぜ

、

こ

と

さ

ら

に

自

ら

の

誤

引

用

を

問

題

に

す

る

の

か

。

そ

れ

は

、

単

に

そ

の

誤

引

用

の

背

後

に

存

在

す

る

バ

ル

ト

と

親

鸞

の

平

行

関

係

を

改

め

て

確

認

す

る

た

め

な

の

で

は

な

い

。

そ

う

で

は

な

く

て

、

そ

れ

は

こ

の

誤

引

用

そ

の

も

の

が

、

そ

れ

こ

そ

が

わ

れ

わ

れ

の

「
比

較

思

想

」

的

思

考

の

本

来

の

場

で

あ

る

は

ず

の

あ

る

一

つ

の

大

き

な

問

題

、

い

や

、

単

に

一

つ
の
、
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
実
存
に
と
っ
て
多
分
唯
一
究
極
的
な

も

の

で

あ

る

は

ず

の

問

題

へ

の

一

つ

の

糸

口

を

な

し

て

い

る

も

の

で

あ

る

か

ら

に

他

な

ら

な

い

。

す

な

わ

ち

、

そ

の

同

一

の

〈
事

態

〉

に

お

い

て

は

、

神

の

「
受

肉

」

＝

阿

弥

陀

「
仏

の

正

覚

」

に

お

い

て

す

べ

て

の

人

間

に

と

っ
て

完

全

な

救

済

が

実

現

し

て

お

り

、

そ

し

て

、

個

々

の

人

間

が

そ

の

こ

と

を

知

る

＝

信

ず

る

こ

と

に

お

い

て

そ

の

同

じ

完

全

な

救

済

と

し

て

の

「
究

極

の

現

在

」

＝

「
自

然

法

爾

」

の

状

態

は

あ

る

の

だ

、

と

い

う

バ

ル

ト

と
親
鸞

に
共
通
す
る

〈
本
覚
思

想
〉
的

な
局
面
の
次
に
、
さ
ら

に
バ
ル
ト
に

お
い
て
は
「
信
の
み
」
。
「
恩
寵
の
み
」
と

い
う
宗
教
改
革
的
な
原

則
を
超
え

て
、
ま
た
、
親
鸞
に
お
い
て
は
絶
対
他
力
と
い
う
浄
土
真
宗
的
原

則
を
越
え

て
、
自
力
的

な
行

の
過

程
、
そ
れ
も

「
自
分
が
生
き

て

い
る
か
ぎ
り
」
（
バ

ル
ト
、
後
出
引
用
①
）
、
「
い
の
ち
あ
ら
む
ほ
ど
」
（
親
鸞
、
後
出
引
用
h
）
の
力

行

の
過

程
が
来
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本

覚
、
し
か

も
、
一
生
に
わ
た
る
行

、
ブ
ル
ト
マ
ン
的
表
現
に
よ
る
な
ら

「
終

末
論
的
実

存

の
弁
証
法
」

に
お
け

る
〈
行

の
必
然
性
〉
の
問
題
で
あ

る
。
本
稿
の
目
標

は
私
自
身

の
誤
引
用

か
ら
発
す

る
一
筋
の
糸
を
た
ぐ

っ
て

、
親
鸞
と
バ
ル
ト

そ
れ
ぞ
れ

の
行

の
観
念

の
輪
郭
を
、
そ
の
共
通

の
〈
事
態
〉
の
枠
組
み

（
そ

れ

は
わ
れ

わ
れ

の
「
比
較
思
想
」
的
考
究
に
お
い
て
は
必
ず
先
行
的
に
与
え

ら

れ
て

い

る
。

私

に
と

っ
て
の

そ
れ

は
、
〈
開
放

系
の
思

想
〉

と

し
て

の

〈
プ

ル
シ
ャ
の
思
想
〉
で
あ

る
）
の
中
に
お
い
て
点
描
す
る
こ
と
に
あ
る
。

二
　

親

鸞

、

バ

ル

ト
に

共
通

す

る
行

の

枠

組

み

ま
ず
、
誤
引
用
④
か
ら
そ
の
後
半
を
な
す
④
に
移
ろ
う
。
c
は
本
来
は
次

の
ご
と
き
文
脈

の
中

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
「
し
か
し
、
受
肉
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
た
め
の
神
の
到
来
を
、
神
と

わ
れ
わ
れ
の
間
の
平
和
の
樹
立
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
は
、
こ
の
よ

う
な
神
の
行
為
に
つ
い
て
決
定
的
な
こ
と
は
、
ま
だ
少
し
も
語
ら
れ
て

い
な
い
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
神
が
…
…
人
間
と
成
り
…
…
給
う
こ
と



は
、
「
以
前
ノ
状
態
」
(
ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｑ
ｕ
ｏ
　
ａ
ｎ
t
e
)
の
恢
復
を
は
る
か
に
越

え

る

こ

と

だ

か

ら

で

あ

る

。

…

…

神

は

…

…

’
」

の

平

和

以

上

の

も

の

を

…

…

す

な

わ

ち

「

原

状

恢

復

」

（
ｒ
ｅ
ｓ

ｔ
ｉ
ｔ
ｕ

ｔ
ｉ
ｏ

　
ａ

ｄ

　
ｉｎ

ｔ
ｅ
ｇ

ｒ
ｕ
m

）

以

上

の
も
の
を
与
え
給
う
。
」
（
ゴ
マ
点
井
上
訳
。
傍
線
部
引
用
c
）

と
い
う
文
脈
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
b
c
の

文

脈

に

お

い

て

は

、

こ

の

「

平

和

以

上

の

も

の

」
、

「
「

原

状

恢

復

」

（
ｒ
ｅ
ｓ

ｔ
ｉ
ｔ
ｕ

ｔ
ｉ
ｏ

　
ａ

ｄ

　
ｉｎ

ｔ
ｅ
ｇ

ｒ
ｕ
m

）

以

上

の

も

の

」

が

親

鷽

に

お

け

る

一

念

の

行

信

に

よ

っ

て

横

超

し

て

実

現

さ

れ

る

「

自

然

法

爾

」

と

同

一

レ

ヴ

ェ

ル

の

完

全

な

る

救

済

の

状

態

、

す

な

わ

ち

「

完

全

な

充

実

に

お

け

る

究

極

の

現

在

」

で

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

わ

れ

わ

れ

が

同

じ

『

和

解

論

』

第

一

冊

に

お

い

て

こ

の

「
「

原

状

恢

復

」

（
ｒ
ｅ
ｓ

ｔ
ｉ
ｔ
ｕ

ｔ
ｉ
ｏ

　
ａ

ｄ

　
ｉｎ

ｔ
ｅ
ｇ

ｒ
ｕ
m

）

以

上

の

も
の
」
と
い
う
表
現
に
対
応
す
る
も
の
を
次
に
見
出
す
と
き
、
そ
こ
に
お
け

る
バ
ル
ト
の
趣
旨
は
す
で
に
こ
の
b
c
f
と
は
大
き
な
相
違
を
示
す
も
の
と

な

っ

て

い

る

。

そ

れ

は

次

の

ご

と

き

も

の

で

あ

る

。

⑧

「

イ

エ

ス

・

キ

リ

ス

ト

に

お

い

て

生

起

し

啓

示

さ

れ

た

和

解

…

…

も

ま

た

…

…

そ

れ

自

身

一

つ

の

開

始

で

あ

っ

て

、

単

な

る

原

状

恢

復

（
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｔ
ｕ

ｔ
ｉｏ

　
ａ

ｄ

　
ｉｎ

ｔ
ｅ
ｇ

ｒ
ｕ
m

）

で

は

な

い

。

…

…

何

か

決

定

的

・

永

続

的

な

関

係

が

作

ら

れ

る

こ

と

で

は

な

い

。

一

つ

の

平

行

状

態

・

均

衡

状

態

が

恢

復

さ

れ

る

こ

と

で

は

な

い

。

そ

の

よ

う

な

こ

と

は

…

…

イ

エ

ス

・

キ

リ

ス

ト

に

お

け

る

存

在

を

あ

ま

り

に

此

岸

的

・

内

在

論

的

・

市

民

的

に

理

解

す

る

こ

と

で

あ

ろ

う

。

そ

の

よ

う

な

イ

エ

ス

ー
キ

リ

ス

ト

に

お

け

る

存

在

は

、

そ

の

よ

う

な

理

解

と

は

反

対

に

、

全

く

完

全

な

も

１
　
１
　
１
　一
　
一
　
一
　
・
　
丶
　
丶
　
丶
　
丶

の

で

あ

り

な

が

ら

端

緒

的

な

存

在

な

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

…

…

人

間

・
　
●
　
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　

・
　一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丶
　
丶
　
　
　丶
　丶

の

義

認

と

人

間

の

聖

化

は

、

一

定

の

目

的

と

目

標

を

持

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

義

認

と

聖

化

が

一

定

の

目

的

と

目

標

を

持

っ

て

い

る

こ

と

。

神

と

の

和

解

を

与

え

ら

れ

た

人

間

に

は

、

…

…

彼

に

許

さ

れ

る

存

在

の

他

に

、

一

つ

の

将

来

、

一

つ

の

究

極

を

も

、

そ

の

同

じ

神

に

よ

っ

て

与

え

ら

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

。

そ

れ

は

自

明

な

こ

と

で

は

な

い

。

な

ぜ

か

と

言

え

ば

。

前

述

の

よ

う

な

様

々

な

〔

此

岸

的

・

内

在

論

的

。

市

民

的

な

〕

理

解

の

仕

方

も

、

真

理

に

か

な

う

も

の

で

あ

り

得

る

か

ら

で

あ

る

。

…

…

た

だ

、

そ

の

よ

う

な

理

解

の

仕

方

は

、

事

実

的

に

（
ｆａ
ｋ
ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ
）
。

丶
　
丶
　
　
　
　
　
　
（
９
）

真

理

に

か

な

わ

な

い

の

で

あ

る

。
」
（
ゴ

ヴ
点
井

上

訳
、

円

点

引

用

者

）

大

き

な

相

違

と

は

、

次

の

よ

う

な

こ

と

で

あ

る

。

①

の

「

受

肉

に

お

け

る

わ

れ

わ

れ

の

た

め

の

神

の

到

来

」

と

⑧

の

「

イ

エ

ス

・

キ

リ

ス

ト

に

お

い

て

生

起

し

啓

示

さ

れ

た

和

解

」

と

は

、

改

め

て

い

う

ま

で

も

な

く

、

同

一

の

事

柄

で

あ

る

。

ま

た

、

①

の

「
「
原

状

恢

復

」
（
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉｔｕ
ｔ
ｉｏ
　ａ
ｄ
　
ｉｎ
ｔｅ
ｇ
ｒ
ｕ
m

）

以

上

の

も

の

」

と

⑧

の

「
単

な

る

原

状

恢

復

（
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉｔｕ
ｔ
ｉｏ
 
ａ
ｄ

ｉｎ
ｔｅ
ｇ
ｒ
ｕ
m

）

で

は

な

い

」

も

の

、

と

は

同

一

の

事

柄

を

指

し

示

す

べ

き

も

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

①

に

合

わ

せ

る

な

ら

、

⑧

は

「
イ

エ

ス

ー
キ

リ

ス

ト

に

お

い

て

生

起

し

啓

示

さ

れ

た

和

解

」

は

「

単

な

る

原

状

恢

復

で

は

な



い
」
と
こ
ろ
の
「
救
済
そ
の
も
の
の
到
来
」
（
a
b
）
、
「
完
全
な
充
実
に
お

け
る
究
極
の
現
在
」
（
c
）
の
実
現
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
バ
ル
ト
は
g
に
お
い
て
そ
れ
と
は
全
く
相
違
す
る
こ
と
、
全
く
逆

の

こ

と

を

言

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

「

イ

エ

ス

・

キ

リ

ス

ト

に

お

い

て

生

起

し

啓

示

さ

れ

た

和

解

」

＝

「

受

肉

に

お

け

る

わ

れ

わ

れ

の

た

め

の
神
の
到
来
」
（
g
）
は
、
「
救
済
そ
の
も
の
の
到
来
」
で
は
な
く
し
て
、
あ

る
い
は
「
完
全
な
充
実
に
お
け
る
究
極
の
現
在
」
（
a
c
）
で
は
な
く
し
て
。

そ

の

完

全

な

救

済

、

究

極

に

お

け

る

救

済

の

実

現

と

い

う

「

目

的

と

目

標

」

（

Ｗ

ｏ
ｚ
ｕ

　
ｕ
ｎ

ｄ

　
Ｗ

ｏ

ｈ

ｉｎ

）

に

到

達

す

る

た

め

の

何

ら

か

の

努

力

の

道

程

・

過

程

の

「

一

つ

の

開

始

」

（
Ａ

ｎ

ｆａ

ｎ
ｇ

）

（

に

過

ぎ

な

い

も

の

）

な

の

だ

、

と

バ

ル

ト

は

言

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

実

に

一

箇

の

前

後

矛

盾

で

あ

る

。

で

は

わ

れ

わ

れ

は

こ

の

矛

盾

の

背

後

に

ど

の

よ

う

な

問

題

点

を

見

出

し

た

ら

よ

い

の

か

。

そ

の

考

察

に

糸

口

を

与

え

る

の

は

、

『

口

伝

鈔

』

の

「

一

念

に

て

た

り

ぬ

と

知

り

て

、

多

念

を

は

げ

む

べ

し

と

い

ふ

事

」

の

条

に

お

い

て

善

導

の

『

往

生

礼

讃

』

に

お

け

る

「

上

尽

一

形

下

至

一

念

」

と

い

う

言

葉

を

説

明

し

て

い

う

親

鸞

の

次

の

ご

と

き

言

葉

で

あ

る

。

・
　

１
　

●
　
●
　
　
　
　・
　

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
ち
ぎ
ょ
う

⑥

「

下

至

一

念

は

本

願

を

た

も

つ

往

生

決

定

の

時

剋

な

り

。

上

尽

一
　

形

は

往

生

即

得

の

う

へ

の

仏

恩

報

謝

の

つ

と

め

な

り

。

…

…

他

力

の

信

を

ば

一

念

に

即

得

往

生

と

と

り

さ

だ

め

て

、

そ

の

と

き

い

の

ち

を

は

ら

ざ

ら

ん

機

は

、

い

の

ち

あ

ら

む

ほ

ど

は

念

仏

す

べ

し

。
」

（

円

点

引

用

者

）

こ
こ
に
お
い
て
、
「
事
実
的
」
（
g
）
に
、
一
念
の
「
往
生
決
定
」
＝
「
往

生

即

得

」

＝

「
即

得

往

生

」

を

出

発

点

（

メ

ル

ク

マ

ー

ル
ｂ

）

と

し

て

「
い

の
ち
あ
ら
む
ほ
ど
」
に
持
続
さ
る
べ
き
、
そ
し
て
念
仏
と
い
う
行
為
を
親
鸞

に
お
け
る
か
ぎ
り
の
内
容
＝
「
実
存
の
事
実
的
可
能
性
」
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
）

と

す

る

行

の

必

然

性

が

（
な

ぜ

な

ら

、

そ

れ

は

い

や

し

く

も

「

つ

と

め

」

な

の

で

あ

る

か

ら

…

…

）

道

わ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

ち

な

み

に

、

こ

の

「
仏

恩
報
謝
」
と
い
う
こ
と
は
親
鸞
教
学
の
表
向
き
の
、
要
す
る
に
浄
土
真
宗
的

な

立

場

に

お

い

て

は

、

本

来

あ

り

得

な

い

は

ず

の

そ

の

行

に

対

す

る

、

あ

り

得

な

い

は

ず

の

意

味

づ

け

と

し

て

。

全

く

消

極

的

な

意

味

づ

け

で

あ

る

に

過

ぎ

な

い

。

し

か

し

、

そ

の

親

鸞

を

包

括

す

る

〈
事

態

〉

に

お

い

て

は

、

そ

れ

は

多

分

あ

る

重

大

な

、

わ

れ

わ

れ

自

身

の

実

存

に

と

っ

て

の

、

実

存

論

的

に

決

定

的

な

、

意

味

を

有

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

無

限

な

る

、

一

方

方

向

的

な

慈

悲

の

神

で

あ

る

は

ず

の

阿

弥

陀

仏

の

恩

徳

に

、

人

は

報

謝

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

キ

リ

ス

ト

教

で

言

え

ば

神

の

愛

は

人

間

に

よ

っ

て

応

答

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

な

ぜ

か

。

私

の

〈
開

放

系

〉

か

ら

す

る

な

ら

、

神

＝

阿

弥

陀

＝

神

の

存

在

の

機

制

が

、

そ

の

神

の

性

格

そ

の

も

の

に

ま

で

遡

っ

て

、

そ

れ

を

必

要

と

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

れ

を

論

ず

る

の

は

別

の

機

会

に

譲

り

、

わ

れ

わ

れ

は

こ

こ

で

ま

ず

、

親

鸞

に

お

け

る

行

の

観

念

を

外

か

ら

画

定

す

る

た

め

の

枠

組

み

を

提

示

し

て

お

く

こ

と

に

し
よ
う
。
そ
れ
は
親
鸞
の
す
ぐ
隣
り
、
凝
念
（
一
二
四
〇
-
一
三
二
)
の

『
浄

土

法

門

源

流

章

』

に

示

さ

れ

た

か

ぎ

り

で

の

幸

西

（
法

然

よ

り

三

〇

歳



年
下
で
法
然

の
弟
子

）
の
「
一
念
義
」
に
よ

っ
て
与

え
ら
れ
る
。

①
「
幸
西

大
徳
一
念
義
を
立
つ
。
一
念
と
言
は
仏
智
の
一
念
な
り
。
…
…

仏
智
の
一
念
是
れ
弥
陀
の
本
願
な
り
。
行
者
の
信
念
と
仏
心
と
相
応
し
。

心
、
仏
智
一
念
の
願
力

に
契

い
、
能
所
無
二
、
信
智
唯

一
な
り
。
念

々

相
続
し
決
定
往
生
す

」
（
円
点
引
用
者
）

親
鸞
の
意
味
に
お
け
る

一
念
と

は
、
こ
の

「
仏
智

の
一
念
」
と

「
行
者

の

信
念
」
と
が
「
相
応
」
す
る
、
そ
の
瞬
間
（
h
に
い
う
「
時
剋
」
、
行
為
＝

刻
み
と
し
て
の
時
間
）
を
指
す
。
幸
西
の
一
念
義

に
お
い
て

は
。

そ
の
最
初

の
瞬
間

に

「
業
成
す

る
」

す
な

わ
ち
往
生

は
完

全

に
実
現

す

る
の
で

あ

る

（
「
仏
心
相
応
時
業
成
。
無
間
時
節
之
早
晩
」
）。
と
こ
ろ
が
、
幸
西

は
さ
ら

に
。
そ

れ
が

「
念

々
相
続
し
」
て
、
最
後

に
「
決
定
往
生
」
す

る
の
だ
。
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
完

全
な
る
救
済
実
現
の
状
態
を
出

発
点
（

メ
ル
ク

マ
ー
ル

ｂ

）

と
し

て

「
命

が

終

る
」

ま

で

同

じ
そ

の

完

全

な

る
救

済

の
状

態

が

「
念

々
相

続
し
」
、
そ
の

「
命

の
終
り
」

に
お
い
て
、
（
そ
し

て
こ
の

こ
と
も

ま

た
、
わ
れ

わ
れ
の

〈
開

放
系
〉

の
図

式
に
お

い
て

は
決
定

的

な
意
味

を

も

っ
て

く
る
の
で
あ
る
が
）
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
得
て

「
決
定
往
生
す
る
」

（「
命
欲
終
時
仏
来
現
」）
と

い
う
の
で

あ
る
（
メ
ル
ク
マ
ー
ル
ａ

）
。
ち

な
み
に
、

親
鸞

は
「
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
。
信
心
の
さ
だ
ま

る
と
き

往
生
も
ま
た
さ
だ
ま
る
な
り
」
と
い
う
。
し

か
し
、

ブ
ル
ト
マ
ン
の

非
神

話
化

の
方
向
に
お
い
て
そ
れ
を
越
え
た

い
わ
ば
再
神
話
化
の

レ
ヴ
ェ
ル

に

お
け

る

神

話

論

的

設

定

と

し

て

の
そ

の

〈
開

放

系

〉

の

図

式

か

ら
す

る
な

ら

、

わ

れ

わ

れ

は

や

は

り

、

臨

終

に

お

い
て

仏

の

来

迎

に

際

会

す

る
、

す

な

わ

ち

。

本

初

よ

り

わ

れ

わ

れ

を

包

ん
で

い

る

（
バ

ル
ト

的

に
い

う

な
ら

「

わ

れ

ら

と

共

に

い

ま

す

」
）

世

界

包

括

的

な

神

は

、

わ

れ

わ

れ

が

一

生

に

わ

た

る

、

あ

る
実

存

論

的

本

質

（
そ

れ

は
要

す

る

に

運

命

的

ｎ
ｏ
ｔｅ
ｖ
ｅ
ｎ
ｄ
ｉｇ

’
「
困

難

」

の

「
転

回

」

的

。

と

い
う

こ

と

な

の
で

あ

る
が

）

に

お
け

る
行

の
過

程

を

力

行

的

に
、
「
少

し

も

立

ち

ど

ま
ら

ず

に

歩

」
（
後

出
の
①
）
み

尽

く

し

て

そ

の

メ

ル

ク

マ

ー

ル
ａ

に
立

っ

た
と
き

、

無

限

遠

の
他

世

界

に
在

す

巨

大

な

「
父

」

な

る
神

―
大

プ

ル

シ
ャ
、

浄

土

教

で

い

う

な

ら

報

身

と

し

て

の
阿

弥

陀

仏

と

し

て

の

姿
を

わ
れ

わ

れ

に
現

成

さ

せ

る

、

わ
れ

わ

れ

は
そ

の

「
父
」

な
る
神
を
、
ま
さ
に
パ
ウ
ロ
が
言
う
通
り
（
Ｉ
コ
リ
、
一
三
、
一
二
）
「
「
顔
と

顔

と

を

合

わ

せ

て
」

見

る
」
（
①

参

照

。

た

だ
し

、

そ

こ

で

は
、

バ

ル

ト

は

パ

ウ

ロ

の
こ

の

言
葉

を

、
第

一

格

の

父

な

る

神

で

は

な

く

、
第

二
格

の
子

な

る
神

・

キ

リ

ス

ト

を

、

皮

肉

な

言
い

方

を

す

る

な

ら

、

等

身

大

の

そ
の

神

を

「
顔

と
顔

と

を

合

わ

せ

て

見

る
」

こ

と

で

あ

る
と

理

解

し

て

い

た

こ

と

に

な

る

わ
け

で

あ

る

が

…

…

）

こ

と

に
な

る

は
ず

で

あ

る

の

で

あ

り

、

こ

の

点

か

ら

私

は

、

こ

れ

に
限

っ
て

は

親

鸞

か
ら

逆

転

し

て

法

然

的

で

あ

る
と
こ

ろ

の

幸
西

の

こ

の

「
命

欲

終

時

仏

来

現
」

と

い
う

言
葉

に
大

い

に
注

意

を
引

か

れ

る

も

の

な

の

で

あ

る
。

こ

の

幸

西

の

一
念

義

は

、
『
浄

土

源

流

章

』

に

お

い

て

、

も

ち

ろ

ん

、

長

楽

寺

隆

寛

（
同

じ

く

法

然

の

弟

子

。

法

然

よ

り

一
五

歳

年

下

）

の

多

念

義

と

の

対

比

に

お

い
て

あ

る
。

そ

の

多

念

義

と

は

次

の

ご
と

き

も

の
で

あ

る

。



①

「

長

楽

寺

隆

寛

律

師

多

念

義

を

立

つ

。

信

順

趣

向

し

て

穢

土

を

厭

離

し

、

浄

土

を

欣

求

し

て

修

習

薫

練

し

、

乃

し

臨

終

に

至

る

ま

で

称

念

し

て

断

た

ず

、

決

定

往

生

す

。

行

者

、

念

仏

妙

行

と

修

習

す

る

に

、

そ

の

業

の

成

就

は

必

ず

臨

終

に

在

り

。

…

…

是

の

故

に

一

形

、

最

後

念

に

至

る

ま

で

相

続

勤

修

し

、

臨

終

に

業

成

し

て

即

ち

仏

等

を

見

る

。

命

終

に

蓮

に

坐

し

、

即

ち

彼

の

土

に

生

ま

る

。
」
（
円

点
引

用

者

）

親

鸞

の

〈

一

念

の

行

信

に

お

け

る

横

超

・

自

然

法

爾

〉

の

立

場

は

、

幸

西

の

「

相

応

」

の

最

初

の

瞬

間

に

「

業

成

す

る

」

と

い

う

立

場

と

一

致

す

る

。

た

だ

し

、

親

鸞

の

独

自

性

は

、

幸

西

に

お

い

て

は

ど

の

よ

う

に

し

て

そ

の

瞬

間

を

現

成

せ

し

め

る

か

が

明

確

に

言

わ

れ

て

い

な

い

の

に

対

し

て

、

そ

れ

が

行

信

、

す

な

わ

ち

弥

陀

の

名

号

を

称

え

る

こ

と

、

と

い

う

人

間

の

側

か

ら

の

自

発

的

な

行

為

と

し

て

意

識

さ

れ

て

い

た

と

い

う

点

に

存

す

る

。

次
に
、
親
鸞
に
お
い
て
「
事
実
的
に
」
表
明
さ
れ
て
い
る
「
い
の
ち
あ
ら

む

ほ

ど

」

の

行

の

過

程

は

、

幸

西

の

「

念

々

相

続

」

に

対

応

す

る

。

し

か

し

、

幸

西

の

場

合

そ

れ

が

多

分

「
任

運

」

の

も

の

、

す

な

わ

ち

自

然

に

持

続

す

る

も

の

で

あ

っ

た

と

推

測

さ

れ

る

の

に

対

し

て

、

親

鸞

の

「

相

続

」

は

隆

寛

の

場

合

の

ご

と

き

念

仏

と

い

う

行

為

の

持

続

で

あ

っ

た

は

ず

で

あ

る

。

そ

し

て

さ

ら

に

一

つ

、

こ

れ

が

本

稿

の

趣

旨

に

お

い

て

一

番

重

要

な

こ

と

な

の

で

あ

る

が

、

隆

寛

の

そ

の

念

仏

の

行

が

何

ら

か

の

不

完

全

な

位

置

か

ら

完

全

な

成

就

に

至

る

向

上

的

な

、

豎

的

な

も

の

で

あ

っ

た

の

に

対

し

。

親

鸞

の

そ

れ

が

完

全

な

成

就

の

状

態

か

ら

同

じ

完

全

な

成

就

の

状

態

に

至

る

横

的

な

も

の

で

あ

っ

た

は

ず

で

あ

る

、

と

い

う

こ

と

が

あ

る

の

で

あ

る

。
「
終

末

論

的

な

実

存

の

弁

証

法

」

的

事

態

を

構

成

す

る

行

の

観

念

は

必

ず

そ

の

よ

う

な

、

横

的

な

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

で

は

、

バ

ル

ト

の

場

合

は

ど

う

で

あ

っ

た

の

か

…

…

。

三
　

パ

ル

ト

の

終

末

論

に

お

け

る

〈

行

の

必

然

性

〉

親
鸞
の
「
い
の
ち
あ
ら
む
ほ
ど
」
（
b
）
と
い
う
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
を

ま

ず

、

そ

れ

に

対

応

す

る

と

こ

ろ

の

「

彼

に

そ

の

た

め

の

時

間

と

場

所

が

与

え

ら

れ

て

い

る

か

ぎ

り

」

と

い

う

表

現

を

含

む

バ

ル

ト

の

次

の

ご

と

き

言

表

へ

と

導

び

く

。

K
「
人
間
…
…
は
、
…
…
イ
エ
ス
ー
キ
リ
ス
ト
を
来
り
給
う
方
と
し
て
す

で

に

今

こ

こ

で

望

み

見

る

。

す

な

わ

ち

、

彼

に

そ

の

た

め

の

時

間

と

場

所

が

与

え

ら

れ

て

い

る

限

り

、

今

日

も

明

日

も

為

さ

ね

ば

な

ら

ぬ

決

断

を

も

っ

て

、

イ

エ

ス

・

キ

リ

ス

ト

を

望

み

見

る

。

そ

の

場

合

、

彼

は

…

…

神

か

ら

自

分

に

約

束

さ

れ

た

将

来

に

向

っ

て

決

断

す

る

。

…

…

彼

に

と

っ

て

は

、

す

べ

て

の

時

間

的

な

さ

し

当

っ

て

の

最

後

か

ら

一

つ

手

前

の

個

々

の

将

来

は

、

こ

の

将

来

に

よ

っ

て

一

つ

の

徴

・

一

つ

の

呼

び

声

と

さ

れ

、

…

…
一
剛
進

命

令

と

さ

れ

る

。

大

き

な

希

望

が

存

在

す

る

場

合

に

は

、

…

…

必

然

的

に

小

さ

な

希

望

が

生

ま

れ

る

。

…

…

彼

は

そ

の

よ
う
な
小
さ
な
希
望
に
規
定
さ
れ
て
日
々
に
生
き
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
、



日

々

小

さ

な

希

望

の

中

に

生

き

る

と

き

に

も

、

…

…

昏

迷

し

た

り

疲

労

し

た

り

は

し

な

い

。

恐

ら

く

そ

の

点

で

、

キ

リ

ス

ト

者

は

、

一

番

は

っ

き

り

と

、

非

キ

リ

ス

ト

者

と

区

別

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

。

彼

が

小

さ

な

希

望

の

中

に

生

き

る

と

い

う

こ

と

は

、

日

々

小

さ

な

差

し

当

っ

て

の

不

完

全

な

神

奉

仕

を

も

喜

び

そ

の

用

意

を

待

つ

と

い

う

意

味

で

あ

る

。
」

（

ゴ

マ

点

井

上

訳

、

円

点

引

用

者

）

こ
こ
に
お
い
て
、
バ
ル
ト
は
ま
さ
に
彼
自
身
「
事
実
的
」
（
g
）
に
、
親

鸞

と

全

く

同

じ

く

、

あ

る

終

極

に

向

か

っ

て

の

、

人

間

の

側

に

お

け

る

行

為

の

持

続

の

必

要

性

を

道

っ

て

い

る

。

そ

の

行

為

は

、

わ

れ

わ

れ

人

間

が

そ

れ

ぞ

れ

の

現

実

生

活

に

お

い

て

日

々

に

与

え

ら

れ

る

「

小

さ

な

希

望

」

に

向

か

っ

て

の

「

決

断

」

（

と

そ

の

実

行

）

な

の

で

あ

る

が

、

そ

の

日

常

的

行

為

に

「

神

奉

仕

」

（

Ｇ
ｏ

ｔ
ｔ
ｅ
ｓ
ｄ

ｉｅ
ｎ

ｓ
ｔ
）

と

い

う

宗

教

的

意

味

づ

け

が

与

え

ら

れ

、

メ
ル
ク
マ
ー
ル
ｂ
（
g
に
お
け
る
「
開
始
」
、
「
端
緒
」
）
か
ら
メ
ル
ク
マ
ー

ル

ａ

（

同

、

「

目

標

」
、

「

究

極

」
）

に

向

か

う

行

の

観

念

を

形

成

し

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

バ

ル

ト

も

彼

自

身

の

改

革

派

的

原

則

を

越

え

て

、

現

に

〈

行

の

必

然

性

〉

を

道

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

わ

れ

わ

れ

は

、

バ

ル

ト

の

そ

の

行

の

観

念

が

上

に

論

じ

た

『

浄

土

源

流

章

』

に

お

け

る

幸

西

―

親

鷽

的

に

横
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
法
然
―
隆
寛
的
に
豎
的
な
も
の
で

あ

っ

た

の

か

と

い

う

、

バ

ル

ト

の

行

の

観

念

の

実

態

を

画

定

す

る

上

で

の

本

質

的

な

問

題

に

行

き

当

た

る

こ

と

に

な

る

。

な

ぜ

な

ら

そ

れ

は

終

末

論

と

い

う

、

単

に

キ

リ

ス

ト

教

の

み

な

ら

ず

、

そ

れ

を

越

え

て

わ

れ

わ

れ

の

実

存

論

の
地
平

を
形
成
す
る
は
ず
の
世
界
観
念
の
問
題
と
表
裏
一
体
を
な
し
て

あ
る

も
の
で

あ
る

か
ら
で
あ
る
。

で

は
、
バ

ル
ト
の
行
の
観
念

は
結
局
の
と
こ
ろ
横
的
で
あ

っ
た
の
か
、
そ

れ
と
も
豎
的
も

の
で
あ

っ
た
の
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

バ
ル
ト
は
。
彼
が
④

に
お
け

る
が
ご
と
き
彼
自
身
の
事
態
認
識
の
尖
端
を
意

識
的
に
維
持
し
よ

う
と
し
た
の
な
ら
、
言
い
方
を
変
え
る
な
ら
、
バ
ル
ト
が

件
の
「
終
末
論

的
実
存

の
弁
証
法
」
的
事
態
の
認
識
に
お
い
て
徹
底
し
て
お

り

、
か
つ
、
そ
れ
に
固
著
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
な
ら
、
彼
の
行
の
観

念
は
必
ず
横

的
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
が
他
方
、
も
し
そ
の
認
識

が
徹
底
し
て

い
た
の
な
ら
。
彼

は
そ
の
横
の
立
場
を
、
あ
る
い
は
そ
の
「
弁

証
法
」

そ
の
も

の
を
保
持
し
得
な

い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
「
弁
証

法
」

は
神
の
存
在
が
人
間
の
行
為

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
（
西
田
幾
多
郎
の

言
葉
で

言
え
ば
「
逆
限
定
」

さ
れ
る
、
あ
る

い
は
神
と
人
と
が
「
逆
対
応
」

し
て

い
る
）

と
い
う
こ

と
、

さ
ら

に
言
え
ば
、
そ
の
神
の
存
在

が
、
大
乗
仏

教
の
意
味
に
お
い
て

ま
さ
に
空
的
な
も

の
と

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。

現
に

『
和
解
論
』
に
お
い
て

バ
ル
ト
の
そ
の
「
弁
証
法
」
的
事
態
に
つ

い
て

の
認
識
は
随
処
に
表
明

さ
れ
て

は
い
る
が
、
そ
の
表
現

は
、
常
に
、
不

徹
底

な
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
そ
の
「
弁
証

法
」

的
事
態
を
単
に
「
事
実
的
に
」

（
g
）
認
識
し
て
い
た
だ
け
で
、
原
理
的
に
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
、
そ
れ
を
原
理
的
に
徹
底
し
て

理
解
し
て

い
て
、
し
か
も
（
そ
れ

を
表
明
し
た
ら
人
間
か
ら
絶
対
的
に
隔

絶
し
た
神
、
と

い
う
彼
自
身
の
根
本

立
場
が
崩
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
あ
る
い
は
、
存
在
の
神
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教



伝

統
の

教

義

的

な

建
前

が

崩

れ

て

し

ま

う

か
ら

）

そ

れ

を

意

図

的

に

韜

晦

し

よ

う
と

し

た
の

か

…
…

。

私

は

現

時

点

に

お

い
て

私
自

身

の

こ

の

不

審

に
決

着

を
与

え

ら

れ

な

い
で

い

る
。

し

か
し

、

い
ず

れ

に

せ

よ

、

バ

ル

ト

『
教

会

教

理

学

』

全

体

に

お
け

る
頂

点

を

な
す

も

の
と

い

わ
れ

て

い

る

こ

の

『
和

解

論

』

第

一
冊

そ

の

も

の

に

お

い
て

早
く

も

、

二
〇

世

紀

の

前

半

、

Ｒ

・

ブ

ル

ト
マ
ン
や
Ｄ
・
ボ
ン
ベ
ッ
フ
ァ
ー
、
そ
し
て
誰
よ
り
も
バ
ル
ト
自
身
に
よ
っ

て

到

達

さ

れ

た

と

こ

ろ

の

、

キ

リ

ス

ト
教

神

学

思

想

史

上

の
画

期

的

な

認

識

で

あ

る

の

み

な

ら

ず

、

わ

れ

わ

れ

に
と

っ
て

も

思

想

の

究

極

に
触

れ

た

も

の

で

あ

る

は

ず

の

「
（
現

在

）

終

末

論

的

実

存

の

弁

証

法

」

か

ら

の

明

ら

か

な

退

行

の

徴
候

が

見

出

さ

れ

る
の

で

あ

る

。

そ

の

退

行

と

は

も

ち

ろ

ん

「
弁

証

法

」

的

な
現

在

終

末

論

が

そ

も

そ

も

そ

れ

を

克
服

し

よ

う

と

す

る

思

想

的

な

努

力

、

ブ

ル

ト

マ
ン

に

お
け

る

非

神

話

化

、

の

成
果

で

あ

っ
た

と

こ

ろ

の

、

そ

の

も
と

の
終

末

論

、

わ

れ

わ

れ

自

身

の

思

想

的

な

営

為

の

原

理

に
馳

背

す

る

と

こ

ろ

の

、

よ

し

に

つ

け

悪

し

き

に

つ

け

、

古

い

、

純

粋

な

、

信

仰

的

な

終

末

論

へ

の
退

行

で

あ

る

。

そ

の
徴

候

と

は

、

例

え

ば

、
面

に

お
け

る

「

決
断

」

と

い

う

言

葉

で

あ

る
。

「
決
断
」
（
E
ｎ
ｔ
ｓ
ｃ
ｎ
ｅ
ｉ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
）
と
は
ま
さ
に
ブ
ル
ト
マ
ン
が
そ
の
非
神
話
化

の

ヴ

ェ

ク

ト

ル

に

お

い
て

「

終

末

論

的
実

存

の
弁

証

法
」

を

構

成

し

た

場

合

の

キ

ー

・

タ

ー

ム
を

な
し

た
と

こ

ろ

の
も

の
で

あ

っ

た
。

そ

の

ブ

ル

ト

マ
ン

に

お

い
て

は

、

イ

ェ

ス

ー
キ

リ

ス

ト

の
出

来

事

に

お

い
て

ア

オ
リ

ス

ト

的

に

出

来

し

、

現

在

完

了

的

に

存

在

し

て

い

る

「
神

の

国

」
、
「
聖

霊

」

は

、
し

か

も

、

誰

か

あ

る

人

の

「
信

仰

の

決

断

」

に

お

い

て

新

た

に

現

成

し

、

そ

の

「
決

断

」

の
不

断

の
反

復

と

い
う

そ

の

人

の

ま

さ

に

横

的

な

行

に
よ

っ
て

存

在
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
バ
ル
ト
が
K
に
お
い
て
「
彼
は
…
…
神
か

ら

自

分

に

約

束

さ

れ

た
将

来

に
向

っ
て

決

断

す

る

」

と

言

っ
た

と
き

、

そ

の

「
約

束

さ

れ

た

将

来
」

と

は

そ

の

も

と

の
終

末

論

の

、

イ

エ

ス

の

事

実

的

な

再

臨

に

お
け

る

事

実

的

な

最

後

の
審

判

へ

の

「
希

望
」

で

あ

る

の
で

あ

る
。

こ

の
同

じ

面

に

お

い

て

わ

れ

わ

れ

が

も

う

一

つ

注
目

す

る

の

は
、
「
最

後

か
ら

一

つ
手

前

の
」
（
ｖ
ｏ
ｒ
ｌｅ
ｔｚ
ｔ
ｅ
）

と

い
う

表

現

で

あ

る
。

そ

れ

は

も

ち

ろ

ん
Ｄ
・
ボ
ン
ベ
ッ
フ
ァ
ー
の
「
究
極
の
も
の
」
（
ｄ
ａ
ｓ
　
L
ｅ
ｔ
ｚ
ｔ
ｅ
）
と
対
を
な

す

「
究

極

以

前

の

も

の
」
（
ｄ
ｉｅ
　
Ｖ
ｏ
ｒ
ｌｅ
ｔｚ
ｔｅ
ｎ
）

の

概

念

を

承

け

た

も

の

で

あ
る
。
ボ
ン
ベ
ッ
フ
ァ
ー
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
「
究
極
的
な
も
の
」
と
は
、

「
宗

教

改

革

が

〈
恵

み

に

よ

る

罪

人

の
義

認

〉

と

名

づ

け

た

一
つ

の

出
来

事

」

の

こ

と

な

の

で

あ

り

、

そ

れ

は

さ
き

に
述

べ

た
横

的

な

行

の

観

念

を

構

成
す

る

と

こ

ろ

の

、

行

為

の
継

起

と

し
て

の

、

い
わ

ば

内

的

な

時

間

観

念

に

お

い

て

最

初

に

来

る
も

の
、
「
終

末

論

的

実

存

の
弁

証

法

」

的

事

態

に

お

い
て

そ

の

弁

証

法

の

前

項

を

な

す

と

こ

ろ

の

、
最

初

の

瞬

間

に

お
け

る

救

済

の
完

全

な

る

実

現

を

意

味

す

る
も

の

で

あ

っ
た

の
で

あ

り

、

そ

し

て

さ

ら

に

そ
れ

は

「
二

重

の

意

味

を

持

つ
」

も

の
、

す

な

わ

ち

、

ま

ず

第

一

に

「
質

的

に
、

し

た
が

っ
て

ま

た
内

容

的

に
究

極

の

御

言
葉

」
、
「
究

極

の
現

実

」
、

で

あ

る

の

で
あ

り

。

そ
し

て

第

二

に

「
時

間

的

に

も

究
極

的

な
御

言
葉

」

で

あ

っ
た

の

で

あ

る
。

ボ
ン
ベ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
け
る
「
究
極
の
も
の
」
と
「
究
極
以
前
の
も
の
」

と

の

並

立

、

す

な
わ

ち

「
高

価

な

恵

み
」

と

い
う

こ

と

は

、

ま

さ

に

そ

の
終



末
論
的
な
「
究
極
の
現
実
」
に
お
け
る
、
し
か
も
の
、
ボ
ン
ベ
ッ
フ
ァ
ー
自

身

に

お

い
て

は

彼

に

固

有

の

個

人

運

命

（
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉｃ
ｋ
ｓ
ａ
ｌ
）

的

な

、

そ

し

て

、

歴

史

運

命

（
Ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉｃ
ｋ
）

的

な

困

難

（
Ｎ
ｏ
ｔ
）

を

転

回

（
w
ｅ
ｎ
ｄ
）

す

る

た

め

の

運

命

的

（
ｎ
ｏ
ｔ
wｅ
ｎ
ｄ
ｉｇ
）

な

力

行

と

い

う
勝

れ
て

「
弁

証

法

」

的

な

事

態
を
言
い
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
ボ
ン
ベ
ッ
フ
ァ
ー

自

身

に

お

い

て

は

、
「

究

極

の

も

の

」

の

力

点

は

あ

く

ま

で

第

一

の

、

質

的

。

内

容

な

意

味

に

お
け

る

、

つ

ま

り

内

的

な

時

間

に

お

い

て

最

初

に

来

る

「
究

極

の

現

実

」

に

置

か

れ

て

い

た

の

で

あ

り

、

第

二

の

「
時

間

的

」

な

そ

れ

は
、

そ

の

「
時

間

的

に

も

」

と

い

う

表

現

が

示

唆

す

る
通

り

副

次

的

な

も

の

。

あ

る
い
は
ボ
ン
ベ
ッ
フ
ァ
ー
自
身
に
お
け
る
そ
の
「
弁
証
法
」
の
立
場
か
ら
の

退

行

へ

の

方

向

を

示

す

も

の

で

あ

っ
た

。

し

か

し

、

面

に

お

い

て

バ

ル

ト

は
、

そ

の

「
究

極

の

も

の

」

を

専

ら

こ

の

「
時

間

的

」

な

意

味

に
お

い
て

捉

え

て

そ

れ

を

「
大

き

な

希

望

」

と

し

、

ボ

ン

ベ
ッ

フ

ァ

ー

に

お

い
て

は

「
質

的

」
。

「
内

容

的
」

に

「
究

極

の

も

の

」

た

る

〈
恵

み

に

よ

る

罪

人

の

義

認

〉

に

お

い
て

し

か
も

そ

の
義

認

せ

ら

れ

た

世
界

を

支
え

る

全
実

存

的

な

、

運

命

的

な

投

企

そ

の

も

の
で

あ

っ

た

と
こ

ろ

の

「
究

極
以

前

の

も

の
」

を

、

そ

の

キ
リ

ス

ト

の

事

実

的

な
再

臨

と

い

う

「
時

間

的

」

な

究

極

に

向

か

っ
て

日

々

に
生

き
る
そ
れ
こ
そ
「
市
民
的
」
（
g
）
な
生
活
の
原
理
と
し
て
の
「
小
さ
な
希

望

」

と

し

て

、

そ

の

日

常

時

間

的

な

系

列

の

中

に

順

序

づ

け

た

の

で

あ

る
。

四
　

パ

ル

ト

に

お

け

る

行

の

観

念

の

最

終

的

形

態

結

局

、

バ

ル

ト

に

お

け

る

そ

の

退

行

は

、
単

に
事

実

的

、

偶

然

的

な

も

の

で

あ

る

に

過

ぎ

な

か

っ

た

の

か

、

そ

れ

と

も

原

理

的

な

、

自

覚

的

な

も

の

で

あ

っ

た

の

か

…

…

。

こ

の

微

妙

さ

は

そ

の

後

の

バ

ル

ト

の

神

学

の

営

為

を

運

命

的

に

導

び

き

続

け

、

彼

の

一

生

を

貫

い

て

そ

の

「

命

終

」

に

至

る

。

こ

の

『

和

解

論

』

第

一

冊

か

ら

一

四

年

を

経

た

一

九

六

七

年

、

そ

の

死

の

一

年

前

、

八

一

歳

の

バ

ル

ト

に

よ

っ

て

最

後

に

著

さ

れ

た

、

「

断

片

」

（

Ｆ

ｒ
ａ
ｇ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
）

と

し

て

の

『

和

解

論

』

第

四

冊

の

「

聖

霊

に

よ

る

洗

礼

」

の

章

に

見

出

さ

れ

る
一
つ
の
長
い
パ
ラ
グ
ラ
フ
、
親
鸞
の
「
い
の
ち
あ
ら
む
ほ
ど
は
」
（
K
）

に

そ

れ

こ

そ

ま

さ

に

「

最

も

厳

格

に

、

対

応

す

る

」

と

こ

ろ

の

「

自

分

が

生

き

て

い

る

限

り

」

（
ｓ
ｏ

ｌａ
ｎ

ｇ

　
ｅ
ｒ

　
ｌｅ

ｂ
ｔ
）

と

い

う

語

を

含

む

と

こ

ろ

の

パ

ラ

グ
ラ
フ
を
、
私
は
私
自
身
の
誤
引
用
（
a
）
を
そ
の
糸
口
と
す
る
導
び
き
の

糸

が

私

を

導

い

た

そ

の

到

達

点

を

示

す

も

の

と

し

て

、

下

に

引

用

す

る

こ

と

に

し

よ

う

。

①

「

㈲

そ

の

バ

プ

テ

ス

マ

に

よ

っ

て

キ

リ

ス

ト

教

的

生

が

開

始

す

る

御

霊

…
…
、
そ
こ
で
は
、
…
…
絶
え
ず
新
し
い
開
始
が
―
―
し
か
も
そ
の
都

度

あ

ら

ゆ

る

点

で

徹

底

的

な

開

始

が

、

起

こ

る

で

あ

ろ

う

。

…

…

自

分

が

生

き

て

い

る

限

り

、

…

…

御

霊

の

促

し

と

導

び

き

に

従

っ

て

、

…

…

絶
え
ず
新
し
く
「
わ
た
し
が
示
す
地
に
」
（
創
世
記
一
二
・
一
）
出
発
す

る

こ

と

を

、

欲

せ

ず

…

…

勇

気

を

持

っ

て

い

な

い

者

が

い

る

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は

キ

リ

ス

ト

者

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

。

…

…

彼

の

生

は

、

事

実

、

日

ご

と

の

悔

改

め

で

あ

り

、

…

…

自

分

が

絶

え

ず

新

し

く

出

会

う

神

の

招

き

と

命

令

の

中

を

少

し

も

立

ち

ど

ま

ら

ず

に

歩

む

こ

と

で

あ

る

。



b
　
し
か
し
、
新
し
い
生
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
は
、
…
…
そ
の
全
体
に
お

い

て

、

…

…

開

始

に

す

ぎ

な

い

。

キ

リ

ス

ト

教

的

生

は

、

…

…

ど

れ

ほ

ど

霊

に

恵

ま

れ

て

い

て

も

、

…

…

ま

だ

完

全

な

生

で

は

な

い

。

…

…

キ

リ

ス

ト

教

的

生

は

そ

の

完

全

な

姿

の

「
最

初

の

実

」
「

保

証

」

に

す

ぎ

な

い

。

イ

ェ

ス

ー
キ

リ

ス

ト

が

来

っ

て

、

す

べ

て

死

す

べ

き

生

の

…

…

万

物

支

配

者

と

し

て

御

自

身

を

啓

示

し

、

彼

を

…

…

（

も

は

や

「
鏡

に

映

し

て

見

え

る

よ

う

に

お

ぽ

ろ

げ

に

」

で

は

な

く

「

顔

と

顔

と

を

合

わ

せ

て

」

見

る

よ

う

に

）

目

ざ

め

さ

せ

給

う

と

き

、

や

が

て

あ

そ

こ

で

、

キ

リ

ス

ト

教

的

生

は

、

そ

の

よ

う

な

完

全

な

姿

で

彼

に

啓

示

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

。
」
（
ゴ

マ
点
井

上

訳

、
円

点
引

用

者

）

a
に
見
出
さ
れ
る
そ
の
「
自
分
が
生
き
て
い
る
限
り
」
と
い
う
言
葉
は
、

そ

の

「
命

終

」

で

あ

る

は

ず

の

終

極

が

キ

リ

ス

ト

の

事

実

的

な

再

臨

に

よ

っ

て

エ

ポ

。
ク

的

に

与

え

ら

れ

る

も

の

で

は

あ

り

得

な

い

こ

と

か

ら

し

て

、

む

し

ろ

退

行

以

前

の

現

在

終

末

論

的

な

実

存

理

解

が

な

お

も

保

持

さ

れ

て

い

た

ご
と
き
印
象
を
与
え
る
。
「
日
ご
と
の
悔
改
め
」
と
い
う
言
葉
も
、
ブ
ル
ト

マ

ン

に

お

け

る

終

末

論

的

実

存

の

行

為

（
そ

れ

は

不

断

に

反

復

さ

れ

る

…
…
）
の
本
質
が
「
信
仰
の
決
断
」
で
あ
っ
た
こ
と
と
よ
く
照
応
し
て
、
そ

の
行
が
横
的
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
、
b
に
お
け
る

「

開

始

に

す

ぎ

な

い

」
、
「

ま

だ

完

全

な

生

で

は

な

い

」

と

い

う

表

現

に

お

い

て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
生
の
開
始
が
a
c
に
お
け
る
ご
と
き
、
ま
た
幸
西
―

親

鸞

の

場

合

に

お

け

る

ご

と

き

完

全

な

成

就

の

レ

ヴ

ェ

ル

の

も

の

で

は

な

か

っ

た

こ
と

を

明
瞭

に
知

ら

さ

れ

る

。

そ

の
行

は

豎

的
で

あ

る
。

そ
し

て

何

よ
り

そ

こ

に

あ

ま
り

に
も

露

わ

に

示

さ

れ

て

い

る

の

は
、
（
父

な

る
神

で

は

な
く

て

）

子

な

る
神

イ

ェ

ス

ー
キ
リ

ス

ト

の

事

実

的

な
再

臨

、

で

あ

る

。
で

は
、
こ
こ
に
並
べ
置
か
れ
た
a
と
b
の
ど
ち
ら
が
バ
ル
ト
の
真
意
で
あ
っ
た

の

か
。

a
と
b
と
い
う
並
置
、
し
か
し
a
の
最
初
に
く
る
「
し
か
し
」
（
ａ
ｂ
ｅ
ｒ
）

と

い

う

接

続

詞

は

、

こ

れ

ら

両

傾

向

が

バ

ル

ト

の

中

に
そ

れ

ま

で

長

い

間

ず

っ

と

並
存

し

て
き

た

こ

と

、

そ

し

て

、

最

後

に

な

っ
て

㈲

が
、
（
そ

れ

が

自

覚

的

に
、

決

断

的

に

選

び

採
ら

れ

た
、

と

い

う

風

の

も

の

で

は

な

く

し

て

）

そ

の

八

二

年

に

わ

た
る

全

生

涯

を
神

学

と

い

う
自

己

の

生

の

本
質

を

運

命

（
Ｎ
ｏ
ｔ
wｅ
ｎ
ｄ
ｈ
ｉｇ
ｋ
ｅ
ｉｔ
）

と

し

て

生

き

抜

い

た

バ

ル

ト

の

そ

の

生

の

必

然

的

な
帰

結
と

し

て

、
自

然

に

選

び

採

ら

れ

た

の

だ

、
と

い
う

印

象

を
、

私

に

与
え

る

。

こ

れ

は

た
し

か
に

、
「
（
現

在

）

終

末

論

的
実

存

の
弁

証

法
」

と

い

う

、

若

き

日

の

バ

ル

ト
自

身

に

よ

っ
て

も

到

達

さ

れ

た
華

々
し

い

思

想

的

な

成
果

か

ら

の

退

行

で

は

あ
る

。

し

か

し

、

私

は

そ

こ

に

、

バ

ル

ト
の
神

学
思

想

の

、

美

し

い
、

厳

粛

な

、

そ

し

て

「
永

遠

に

反

駁

を

許

さ

ぬ
」
（

ニ
ー

チ
ェ
）

と

こ

ろ

の

個

性

を
見

出

す

。

そ

し

て

そ

れ

こ

そ

が

私

自

身

の

こ

れ

か

ら

の

「
比

較

思

想
」

的

考
究

の

真

の

対

象

で

あ

る

と

の
思

い
を

、

改

め
て

強

く
す

る

の

で

あ

る

。

（
１
）
　
井

上
良
雄
訳
『
カ

ー
ル

ー
バ
ル
ト
教
会
教
義
学
・
和
解
論
』
Ｉ
／
１

、
新
教

出
版
社
、
昭

和
三
四
年
、
ニ

ー

ニ
ニ
頁
。
以
下

。
原
典
の
対
応
箇
処

は
示
さ



な
い
。
そ
れ
ら
は
井
上
訳
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
２
）
　
私

は
こ
の

パ
ラ
グ

ラ
フ
の
深
い
意
味

を
東
専
一

郎
教
授

の

『
同
時

性
の
問

題
』
、
国
際

日
本
研
究

所
、
昭
和
五
〇
年

に
よ

っ
て

教
え

ら
れ
た
。
同

書
九
四

頁
以
下
参
照
。

（
３
）
　
大
正
蔵
九
三
巻
、
九
三
一
頁
中
－

下
段
。

（
４
）
　
大
正

蔵
四
七
巻
、
四
三
三
頁
中
段
。

（
５
）
　
法
蔵
館
刊

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
、
和
文
篇
、
一
七
〇
－

一
七
一

頁
、
二
〇
二
頁
。

（
６
）
　
鈴
木
大
拙

『
日
本
的
霊
性
』
岩
波
文
庫
、
一
六
〇
頁
。
大
拙
師
が
法
然
の
念

仏
者
像
を
「
念
仏
機
械
」
と
評
す
る
と
き
。
そ
れ
は
全
く
否
定
的
な
意
味
の
も

の
と
な
る
。
し
か
し
、
行
と
は
。
本
来
、
そ
し
て

本
質
的
に
何
か
し
ら
単
純
な

行
為
の
単
調

な
、
機
械
的
な
繰
り
返
し
で
あ

る
は
ず
な
の
で

あ
る
。
私
は
大
拙

師
の
近
代
主
義
的
な
法
然
理
解
を
深
く
怪
し

む
の
で
あ
る
。
拙
稿

「
日
本
仏
教

思
想
史
に
お
け

る
法
然
の
「
永
遠
に
反

駁
を
許

さ
ぬ
」

存
在
意
義
に
つ
い
て
」

『
石
上
善
慮
教
授
古
稀
記
念
論
文
集

・
仏
教
文
化

の
基
調

と
展
開
』
第

二
巻
、

山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
一
年
、
四
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
７
）
　
そ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
プ
ル

シ
ャ
の
思

想
と
般
若
波
羅
蜜
－

仏
教
お
よ

び

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
お
け
る
男
女
論
」
『
比

較
思
想

研
究
』
第

二
五
号
、

一
九
九

八
年
、
六
頁

以
下
参
照
。

（
８
）
　
前
出
井
上
訳
『
和
解
論
』
Ｉ
／
１
、
ニ
-
ニ
ニ
頁
。

（
９
）
　
同
上
、
一

八
九
頁
。

（
1
0）
　
前
出

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
四
巻
、
一
一

八
―
一
一
九
頁
。

（

１１
）
　
細
谷
・
亀
井

・
船
橋
訳

『
存
在
と
時
間
』
理
想
社
。
一
九
六
四
年
、

二
四
九

頁
。

（
1
2）
　
大
正
蔵
八
四
巻
、
一
九
六
頁
中
段
、
一
八
－

二
三
行
。

（
1
3）
　
同
上
、
一
九
七
頁
下
段
、
九
行
。

（
1
4）
　
同
上
、
一
九
七
頁
下
段
、
九
－

一
〇
行
。

（
1
5）
　
同
上
、
一
九
七
頁
下

段
、
一
一
行
。

（
1
6）
　
前
出

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
、
書
簡
篇
、
五
九
－

六
〇
頁
。

（
1
7）
　
大
正
蔵

八
四
巻
、
一
九
六
頁
下
段
、
一
九
－

二
六
行
。

（
1
8）
　
同
上
、
一
九
七
頁
下
段
、
七
１

八
行
参
照
。

（
1
9）
　
前
出
井
上
訳

『
和
解
論
』
Ｉ
／
Ｉ
、
二
〇
九
－

ニ

ー
○
頁
。

（
2
0
）
　
森
野
善
右
衛
門
訳
『
現
代
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
』
新
教
出
版
社
刊
『
ボ
ン
へ
ッ

フ
ァ
ー
選
集
』
Ⅳ
、
一
九
六
二
年

、
一
〇
七
頁
。

（
9
1一）
　
同
上
、
一
一
〇
頁
。

（
2
2）
　
同
上
、
一
一
〇
頁
。

（
2
3）
　
同
上
、
一
一
一
頁
。

（
2
4
）
　
同
上
、
一
一
二
頁
。

（
2
5）
　
井
上
訳

『
カ
ー

ル
・

パ
ル
ト
教
会
教
義
学

・
神
の
言
葉
』
Ⅱ
／

２
、
二
六
一

頁
の
細
字
註
の
冒
頭
部
分
参
照
。

（
2
6）
　
前
出
井
上
訳

『
和
解
論
』
Ⅳ
、
六
三
－

六
五
頁
。

（
つ
だ
・
し
ん
い
ち
、
仏
教
学
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
）
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