
浄

土

教

の

倫

理

性

、

1

そ

の

研

究

序

説

と

し

て
ー

,

高

橋

弘

次

一

は

じ

め

に

O

か

つ
て
わ
た
く
し
は
、

「
念
仏
行
に
お
け
る
倫
理
性
」
と
い
う
小
論
を
発
表
し
た
が
、
そ
れ
は
と
く
に
法
然
の
浄
土
教
思
想
の
な
か
に

見
出

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
倫
理
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
そ
の
内
容
は
、

い
わ
ば
法
然

の
説
き
示
す
念
仏
行

に
お

い
て
生
ず
る
、
宗
教
的
意
識
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
倫
理
的
作
用
を
、
や
み
く
も
に
抽
出
す
る
と
い
う
作
業
に
お
わ

っ
た
。
倫
理
性

ど
い
う
こ
と
ば
も

↓
通
り
の
概
念
を
規
定
し
て
論
述
を
お
こ
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
小
論
を
発
表
し
た
の
ち
、
先
輩
か
ら
批
判
を
い

た
だ
き
、
ま
た
自
ら
反
省
す
る
と
こ
ろ
も
あ

っ
て
、
そ
れ
が
い
さ
さ
か
粗
雑
で
あ
り
、
不
充
分
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

い
た
。
念
仏
行

の
な

か
に
生
ず
る
信
機
と
信
法
と
い
う
意
識

(自
覚
)
に
お
い
て
、
倫
理
的
作
用
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
さ
き
の
小
論
に
お
い

て
指
摘

し
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
微
塵
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
前
提
と
な
る
べ
き
論
述

の
不
充
分
さ
を
看
過
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
。そ

こ
で
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
法
然
を
中
心
と
す
る
浄
土
教
思
想

の
な
か
に
み
ら
れ
る
倫
理
性
を
究
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、

い
わ
ば

浄

土

教

の

倫

理
図性

一



二

そ
の
研
究
の
振
出
し
に
も
ど
り
、
ω
ま
ず
宗
教
の
な
か
に
み
ら
れ
る
倫
理
性
と
い
う
も
の
を
い
か
に
把
握
す
べ
き
か
を
問

い
質
し
て
み
た

い
。

そ
れ
は
浄
土
教
と
い
う
宗
教

(念
仏
),は
、
す
で
に
倫
理
的
な
次
元
を
否
定
し
、
も
し
く
は
こ
れ
を
超
え
た
立
場

に
あ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
が

一
般
通
念
で
あ
る
が
、
そ
の
倫
理
を
否
定
し
、
も
し
く
は
超
え
た
立
場
に
あ
る
浄
土
教
思
想
に
お
い
て
倫
理
性
が
見
出
さ
れ

る
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
立
場
か
ら
い
え
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
導
入
と
し
て
、
と
く

に
現
代
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ

・
ア
メ
リ
ヵ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
圏
内
に
お
い
て
倫
理
が
い
か
に
把
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
宗
教

(キ
リ
ス
ト
教
)
の
な

か
に
み
ら
れ
る
倫
理
の
問
題
を
垣
間
み
な
が
ら
、
浄
土
教
思
想
に
お
け
る
倫
理
性
を
把
え
る
立
場
を
考
え
て
み
た
い
。

さ
ら
に
②
そ
の
浄

土
教
思
想
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
倫
理
性
と
い
う
の
は
、

一
体

い
か
な
る
内
容

の
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
問
題

を
あ
ら
た
め
て
論
じ

て
み
た
い
。

二

宗

教

の
な

か
の
倫

理

こ
ん
に
ち
仏
教
思
想
に
か
か
わ
る
倫
理
性
に

つ
い
て
の
研
究
が
著
し
く
み
ら
れ
る
の
は
、
仏
教
思
想
が
現
実

(社
会
)
と
い
か
に
か
か
わ

る
か
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
仏
教
思
想
の
現
代
に
お
け
る
問
題
意
識
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
仏
教
思
想
が
た
ん
に

人
間
個
人

の
救
済

の
み
を
説
く
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
実

の
社
会
と
か
か
わ
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
識
が
現
代

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
意
識
が
、
仏
教
思
想
に
お
け
る
倫
理
性
の
追
求

へ
と
研
究
者
を
か
り
た
て
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も

。

②

と
よ
り
こ
う
し
た
現
代

の
問
題
意
識

の
も
と
に
多
く

の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
に
認
め
る
ま
で
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
こ
こ
で
浄
土
教
思
想
、
な
か
で
も
法
然
の
浄
土
教
思
想
に
お
け
る
倫
理
性
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
か
か
る
先
学
の
仏
教
思

想
に
か
か
わ
る
倫
理
性
の
論
究
の
成
果
に
も
と
ず
い
て
、
そ
の
問
題
を
究
明
し
て
い
く
こ
と
が
賢
明
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
え
て



こ
こ
で
は
別
の
方
法
を
と

っ
て
み
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
浄
土
教
思
想
に
お
け
る
倫
理
性
と
い
う
場
合
、
あ
く
ま
で
浄
土
教
と
い
う
宗
教

の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
倫
理
、
あ
る
い
は
倫
理
性
を
い
う

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
宗
教
の
な
か
の
倫
理
と
い
う
点
に
指
標
を
求
め
て
考
察
し

て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
宗
教

の
な
か
の
倫
理
と
い
う
こ
と
の
内
容
規
定
を
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
な
か
で
倫
理
の
内
容
規
定
を

お
こ
な

っ
て
い
る
、
そ
の
規
定
に
な
ら
な
い
な
が
ら
、
浄
土
教
に
お
け
る
倫
理
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

と
く
に
法
然

の
浄
土
教
は
、
念
仏
に
よ
っ
て
人
間

の
救
済
を
は
か
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
倫
理
で
な
く
て
宗
教
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
人
間
個
人

の
救
済
を
は
か
る
宗
教
の
な
か
で
、
い
か
に
倫
理
性
が
見
出
さ
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
し
ぼ

っ
た
場

合
、

そ
れ
は
身
近
か
に
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
な
か
に
お
い
て
、
倫
理
の
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
と
相
応
す

る
。
そ
の
キ
リ
ス
ト

教
思

想
の
な
か
に
お
い
て
、
倫
理

の
問
題
を
取
り
扱

っ
て
い
る
立
場
が
、

一
般

に
仏
教
思
想
に
か
か
わ
っ
て
倫
理
性
を
求
め
て
研
究
さ
れ

て
い
る
立
場
よ
り
も
、
そ
の
立
場
と
閥
題
意
識
に
お
い
て
、
よ
り
明
確
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り

こ
こ
で
、
別
の
方
法

を
と
る
と
い
う
の
は
、
現
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
な
か
で
倫
理
の
問
題
を
取
り
扱

っ
て
い
る

一
、

二
の
例

を
み
な
が
ら
、
宗
教

(浄
土
教
)
の
な
か
の
倫
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
と
く
に
倫
理

(Φ昏
博o。。)
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
が
、
キ
リ

ス
ト
教
思
想
を
基
盤
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

・
ア
メ
リ
ヵ
に
お
こ
り
、
こ
の
欧
米
思
想
の
影
響
を
う
け
て
、
仏
教
思
想

に
お
け
る
倫
理
に
か

か
わ
る
研
究
が
な
さ
れ
は
じ
め
た
、
と
み
る
立
場
が
歴
史
的
に
み
て
よ
り
自
然
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
現
代

の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に

お
け

る
倫
理
の
問
題
と
か
か
わ
り
な
が
ら
浄
土
教
に
お
け
る
倫
理
の
問
題
を
み
る
と
い
う
の
は
、
あ
な
が
ち
無
意
味

と
は
い
え
な
い
面
が

あ
る
と
い
え
よ
う
。

浄

土

教

の
倫

理

性

三



四

三

第

三

の

倫

理

(1

)

最

近

、

ア

メ

リ

カ

の
。フ

ロ
テ

ス
タ

ン
ト

神

学

者

で
あ

る

ジ

ョ
ー

ゼ

フ

・
フ

レ

/
チ

ャ
ー

(
J
o
s
e
p
h

F
le
tc
h
e
r
)

は

、
新

し

い
道

徳

③

(t
h
e
n
e
w

m
o
r
a
lity
)
と

し

て
、

状

況

倫

理

(。・
ヰ
§

什
頃8

①
け三

。の
)
と

い
う
宗

教

の
な

か

の
倫

理

を
提

唱

し

て

い
る
。

こ

の
状

況
倫

理

と

④

い
う

の
は
、

小

原

信

氏

が
「
コ

ッ
ク

ス

の
『
世

俗

都

市

』

(
お
象
)
や

『
神

の
死

の
神

学

』

(
δ
o
o)
と
相

前

後

し

て
、

北

米

の

マ

ス

コ
ミ

と
神

0

学

界

を
風

靡

し

た
、

神

学

的

で
あ

る

と

と
も

に
大

衆

的

な

テ

ー

マ
で
あ

る
。

」

と
解

説

し

て

い

る
よ

う

に
、

い
わ

ば

「
世

俗

化

」

と

い
う

今

日

の
キ

リ

ス
ト
教

思

想

圏

内

に

お

こ

っ
て

い
る
問

題

と
呼

応

し

て
生

れ

た
倫

理

ど
も

い

え
よ

う

。

し

か

し

こ

の

フ

レ

ッ
チ

ャ
ー

の
提

唱

す

る

こ

の
状

況

倫

理

は
、

「
道

徳

的

な
決

断

を
す

る

の

に

と

る

べ
き

方

法

は
、

じ

つ
は
三

つ
し

か

な

い
。

そ

れ

ら

は
、

ω

遵

法

主
義

的

も

し

く

は
律

法

主
義

的

ア
プ

ロ
ー

チ
、

ω

反

律

法

主

義

的

で
反

対

の
極

端

、

つ
ま

り
無

律

法

的

も

し

⑥

く

は
反

原

理
的

な

ア

。フ
ロ
ー

チ

に
加

え

て
、

㈲

状

況
的

ア

プ

ロ
ー

チ

の
三

つ
で

あ

る
。

」

と

い

い
、

こ

れ

ら

三

つ

の
ア
。フ

ロ
ー

チ

の
仕

方

に
お

い

て
欧

米

の
道

徳

・
倫

理

の
歴

史

は
流

れ

て

い

る

と

い
う

の

で
あ

る
。

ま

ず

そ

の
ω

遵

法

主
義

(L
e
g
a
lism
)

は
、
.
カ

ト

リ

ッ
ク

の

「
啓

示

さ

れ

た
律

法

」

(た
と
え
ば

「
十
戒

の
神
的
実
定
法
」
)
を

い

い
、

ま

た

プ

ロ
テ

ス
タ

ン
ト

の
聖

書

の

こ
と

ば

を
解

釈

す

る

「
解

釈

学

」

を

い
う

。

ま

た
②
反

律

法

主

義

(A
n
ti
n
o
m
ia
m
is
m
)
は

、

そ

の
形

態

と

し

て
解
放

主

義

(L
ib
e
r
t
in
is
m
)
が

あ

げ

ら

れ

る
が

、

恩

恵

.
信

仰

に

よ

る
救

い

と

キ

リ

ス
ト

に
あ

る
新

し

い
生

活

を

い
う
。

さ

ら

に

こ
れ

に

つ
ぐ

㈲
状

況
倫

理

(5
itu
a
t
io
n
is
m
)
は
、

さ

き

の
遵

法

主

義

と
反

律

法

主

義

的

な
反

原

理

性

の
間

に

あ

る
第

三

の

立
場

で

あ

る
、

と

い
う

の

で
あ

る
。

こ

の
第

三

の
立
場

に

あ

る

状

況
倫

理

に

つ

い
て
、

フ

レ

ッ
チ

ャ
ー

は

「
状

況

倫

理

は

理

性

が
道

徳

判

断

の
手

段

に

な

る

と
認

め

る
点

に

お

い

て

は
、

自

然

法

と
同

U
考

え
方

を

し

て

い

る
。

だ

が

、

善

を

事

物

の
本

性

に
お

い

て
客

観

的

に

〈
与

え

ら

れ

た

も

の
〉

だ

と

す

る
自



O

然
法
的
な
考
え
は
し
り
ぞ
け
る
。
状
況
倫
理
は
ま
た
、
啓
示
が
規
範
の
根
源
だ
と
す
る
点
に
お
い
て
聖
書
の
律
法
と
同
じ
考
え
を
す
る
」

と
い
う
。
こ
う
し
た
フ
レ
ッ
チ

ャ
ー
の
状
況
倫
理
に
つ
い
て
、
小
原
信
氏
は

「
フ
レ
ッ
チ
ャ
1
は
キ
リ
ス
ト
教

の
〈
愛
〉

(ア
ガ
ペ
ー
)
を

「状

況
」

の
な
か
で
の
大
前
提
と
し
て
用

い
て
、
愛
だ
け
が
唯

一
の
内
在
的
な
善
で
あ
り
、
他
の
何
も
の
も
必
要
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
に

⑧

何
が
必
要
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
何
を
す

べ
き
か
は
状
況
次
第
で
決
定
で
き
る
と
言
う
。
」
と
解
説
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち

一
般

の
倫
理
学
で
の
客
観
的
な
体
系
に
お
け
る
道
徳
の
判
断
は
、
い
わ
ば
外
来
的
な
規
範

・
規
則
、
あ

る
い
は
存
在
の
原
理

に
も
と
ず
く
規
範
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
状
況
倫
理
に
お
け
る
道
徳
の
判
断
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
ア
ガ
ペ
ー
(愛
)
を

⑨

前
提

と
し
た
、
個
人
の
主
体
的

・
内
在
的
な

「光
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
同
U
キ
リ
ス
ト
教
思
想
内
に
お
い
て
、
遵
法
主
義
的
な
倫
理
も
あ
り
、
反
律
法
主
義
的
な
倫
理
も
あ
り
、

ま
た
こ
の
い
ず
れ
で

も
な

い
第
三
の
倫
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
つ
の
倫
理
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
歴
史

の
流
れ
の
な
か
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
現
代
は
そ
の
第
三
の
倫
理
、

つ
ま
り
状
況
倫
理
の
時
代
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
宗
教

の
な
か
の
倫
理
の
把
え
方
は
、
仏
教
思
想
に
お
け
る
歴
史

の
流
れ
の
な
か
で
も
い
え
る
。
ま
ず
ω
戒

・
定

・
慧

(三
学
)
と
い
う
実

践
体
系
に
よ
る
立
場
は
、
い
わ
ば
戒
(律
)に
も
と
つ
く
遵
法
主
義
的
な
立
場
と
相
応
し
、
②
戒

・
定

・
慧

(三
学
)
の
実
践
体
系
を
否
定
し

て
生
じ
た
念
仏
と
い
う
新

し
い
実
践
体
系
に
よ
る
立
場
は
、

い
わ
ば
反
律
法
主
義
的
な
立
場
と
相
応
し
、
さ
ら
に
㈲
そ
の
念
仏

の
実
践
体

系
の
な
か
(状
況
)
か
ら
積
極
的
に
倫
理
性
を
見
出
し
て
い
く
立
場
、

つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
本
願

(神
の
ア
ガ
ペ
ー
)
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
か

ら
生
ず
る
倫
理
は
、
第
三
の
状
況
倫
理
と
相
応
す
る
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

仏
教
思
想
に
お
け
る
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
も
、
こ
う
し
た
三
つ
の
立
場
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
法
然

の
説
き
示
す

浄
土
教
思
想
の
な
か
で
も
こ
の
三

つ
の
立
場
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
法
然
に
お
い
て
、
ω
念
仏
の
行
を
宣
説
す
る
他
方
で
は
、
円
頓
戒

浄

土

教

の
倫

理

性

五



六

の
戒

法

を
授

け

る
授

戒

を

お

こ
な

っ
て

い

る

と

い
う

歴

史

的

事

実

は
、

い
わ

ば

遵

法

主

義

に
属

す

る
も

の
を

も

っ
て

い
た

と

い
う

こ
と

に

も

な

り

、

ま

た
②

法

然

が
念

仏

を

「
助

を

さ

さ

ぬ
念

仏

」

と

し

て
宣

説

し
た

事

実

は

、

い
わ

ぼ

反

律

法

主

義

に

属

す

る

も

の
で

あ

る

と

看

做

さ

れ

、

さ

ら

に
㈲

法

然

が

念

仏

の
行

の
な

か

に
は
持

戒

に

勝

れ

る
内

容

の
あ

る

こ
と

を

強

調

し

た

宗

教

的
事

実

は

、

宗

教

の
な

か

に

お

け

る
第

三

の
倫

理

に
属

す

る
も

の

と

い
え

る
。

も

と

よ

り
法

然

の
強

調

し

た
立

場

が
、

第

三

の
立

場

で

あ

っ
た

こ
と

は

い
う

ま

で

も

な

0い
。

し
か

し

こ

こ

で
は

、

こ
う

し
た

法

然

の
三

つ
の
立

場

が

、

歴

史

的

過

程

と

し

て
と

ら

え

ら

れ

る

と

い
う

の
で

は

な

い
。

法

然

の
ω

の
立

場

は
、

念

仏

の
行

の

ほ
か

に
戒

法

(円
頓
戒
)
と

い
う

規

定

(倫
理
)
を

も

ま

も

る

立

場

で

あ

り
、

②

の
立

場

は

、
戒

法

を

捨

て
た

念

仏

の
行

の
み

に
よ

る
無

規

定

の
立

場

で

あ

り

、

㈲

の
立

場

は

、

念

仏

の
行

の
み

に

よ

る
無

規

定

の
状

況

か

ら
規

定

(倫

理
)
を

求

め

る

と

い
う

立

場

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
法

然

に

お

け

る

第

三

の
立

場

に

お

い

て
、

は

じ

め

て
法

然

の
倫

理

を

求

め

る

立

場

が

あ

り

う

る

の

で
あ

る
が

、

そ

れ

は

宗

教

の
な

か

の
倫

理

と

い
わ

れ
、

倫

理

な

ら

ざ

る

倫

理

と

も

い
わ

れ
、

ま

た
倫

理

を

超

え

た

倫

理

、

超
倫

理

、
宗

教

的

倫

理

、

さ

ら

に

は
相

対

的

倫

理

を

超

え

た
絶

対

的

倫

理

と

い
わ

れ

る

表
現

と

な

る
。

こ
れ

こ
そ

、

い
う

と

こ
ろ

の

「
宗

教

の
な

か

の

倫

理

」

で
あ

る

と

い
え

よ

う

。

、

(
証

)

い
ま

ひ

と

り
、

プ

ロ

テ

ス
タ

ン
ト
神

学

者

で
あ

る
ポ

ー

ル

・
ih
イ
リ

ッ

ヒ

(P
a
u
l
T
illic
h
-
1
8
8
6
～
19
6
5
)
は

、

現

代

に
相

応

す

0

る
倫

理

と

し

て
、

神

律

的

倫

理

(th
e
o
n
o
m
o
u
s
e
t
h
ic
s
)
と

い
う

宗

教

の

な

か

の
倫

理

を
提

唱

し

て

い
る
。

こ

の
神

律

的

倫

理

と

い
う

の

は

、

土

居

真

俊

氏

が

「
人

間

の
本
質

を

問

う

こ
と

は

、

人
間

存

在

の
存

在
論

的

構

造

を
問

う

こ
と

で

あ

る

か

ら

、

結

局
、

神

律

的

倫

理

は

⑫

存

在

論

を

前

提

と

す

る

」

と

説

明

し

て

い
る

よ

う

に

、

い

わ
ゆ

る

テ

ィ

リ

ッ
ヒ

の
組

織

神

学

(s
y
s
t
e
m
a
t
ic
th
e
o
lo
g
y
)

を
貫

く

と

こ
ろ

の
立
場

に
よ

っ
て
う

ち

出

さ

れ

た

倫

理

と

い
え

よ

う
。

こ

の

テ

ィ
リ

ッ

ヒ

の
提

唱

す

る
神

律

的

倫

理

と

い
う

の
は
、

い
わ

ば
他

律

(h
e
te
r
o
n
o
m
y
)
、

,II
I律

(a
u
to
n
o
m
y
)

と

い
う

倫

理

的
要



⑬

素

を

ふ

ま

え

て
導

き
出

さ

れ

た
、

神

律

(t
h
e
o
n
o
m
y
)
に

も

と
ず

く

倫

理

で
あ

る
。

も

と
よ

り

こ

の
神

律

は
、

そ

の
歴

史

的

な

流

れ

に

も

と

ず

く
神

律

の
範

囲

を
出

て

い
る

も

の
ど

は
考

え

ら

れ

な

い
が
、

テ

ィ

リ

ッ
ヒ

は
自

ら

が
提

唱

す

る

こ

の
神

律

を

「
新

し

い

神

律

」

(
n
e
w

th
e
o
n
o
m
y
)
,a
J
;
,
っ
て

い
る
。

す

な

わ

ち

こ

の
新

し

い
神

律

は
「
個

人

の
意
向

や

善

意

の
問

題

で

は

な

く

、
歴

史

的

運

命

の
問

題

で

あ

り

、

恩

寵

の
問

題

で
あ

る
。

そ

れ

は

い
か

な

I.ta
自
律

(a
u
to
n
o
m
y
)
も
造

り
出

す

こ

と

が

で

き

ず
、

い
か

な

る
他

律

(ゴ
9
奠
§

。
ヨ
矯
)
も

⑭

妨

げ

る

こ
と

の
で

き

な

い
究
極

啓

示

に

よ

っ
て

も

た

ら

さ

れ

る

の
で

あ

る
」

と

テ

ィ
リ

ッ

ヒ
は

い

っ
て

い

る
。

こ

の

テ

ィ
リ

ッ

ヒ

の

い
う
他

律

、

自

律

、

神

律

に

つ

い
て
、

土
居

真

俊

氏

は

「
テ

ィ

リ

ッ
ヒ

に

よ

れ

ば
、

「
自

律

」

と

は
、

人

間

が
自

己

の
内

部

に

発

見

さ

れ

る

理

性

の
法

則

に
従

う

こ

と

を

意
味

す

る
。

し
か

し
、

こ

こ

で

い
う

「
自

己
」

(a
u
to
s
)

の

「
法

」

(
ぎ

§
o
ω)

は

、

単

な

る

一
個

人

の
人
格

的

構

造

の
法

則

に

止

ま

ら

な

い
。

そ

れ

は
、

む

し

ろ
、

精

神

と
実

在

と

の

ロ
ゴ

ス
的

構

造

に
含

蓄

さ

れ

た
法

を

い
う

の
で

あ

る
。

そ

の
よ

う

な

も

の
と

し

て
、

こ

の
法

は
存

在

の
根

柢

に

深

く
根

ざ

し

た

も

の
で

あ

る

が
、

理

性

が

そ

の
根

柢

か

ら
自

己

を

切

り

離

す

と
き

に
、

理

性

は

空

虚

と
な

り

、

無

力

と

な

る
。

「
他
律

」

は

、

こ

の
深

み

を

失

っ
た

オ

ー

ト

ノ
ミ

ー

に

対

す

る
反

発

と

し

て
現

わ
れ

る
。

そ

れ

は

自

律

的

理

性

の
機

能

を

無

視

し

て
、

「
異
質

的
」

(
h
e
te
r
o
s
)
な

「
法

」

(ぎ

ヨ
。
。・
)

を

押

し

つ
け

る

こ
と

を

意

味

す

る
。

そ

し

て
う

そ

れ

は

「
存

在

の
根

柢

」

の
名

に
お

い

て
語

り
、

無

制

約
的

権

威

を

主

張

す

る

と

き
、

魔

神

的

と

な

る
。

「
神

律

」

は

、

神

聖

な
権

威

に
よ

っ
て
押

し

つ
け

ら

れ

た

法

を

受

容

す

る

こ
と

で
は

な

い
。

そ

れ

は
、

む

し

ろ

、
自

己

の
深
奥

と

結

び

つ

い
た

自
律

的

理

性

を

い
う

の
で

あ

る
。

「
神

」

(
th
e
o
s
)
は

理

性

の
構

造

と

そ

れ

の
内

容

と

の
両

者

に
対

す

る

「
法

」

(ぎ

目
o
の)
で

あ

る
か

ら

、
神

に

⑮

お

い

て
は

、

こ

の
両

者

は

統

一
さ

れ

て
お

り

、

そ

の
統

↓
は

、

あ

る

程

度

、
神

律

的

状

況

の
中

に
現

わ

れ

て

い
る
」

と

説

明

し

て

い
る
。

さ

ら

に

こ

の
新

し

い
神

律

は

、

カ

イ

ロ
ス

(K
a
ir
o
s
)
と

い
う

思

想

を
背

景

に

し

て

い

る
。

テ

ィ

リ

ッ
ヒ

は
、

「
カ

イ

ロ
K

(K
a
ir
o
s
)

ど

は
、

八

時

は
満

つ
〉

(th
e
"賦
仁
ln
e
s
s
o
f
t
i
m
e
"
)
と

い
う

、

永

遠

な

る
も

の
が
現

世

的

な

も

の
に
突

入

し
、

現

世

的

な

る
も

の
が

そ

の

浄

土

教

の

倫

理

性

七



八

⑯

永

遠

な
も

の

を
受

け

入

れ

る

た

め

に
用

意

さ

れ

て

い
る
瞬

間

を
表

わ

し

て

い
る
新

約

聖

書

の
こ

と

ば

と

一
致

す

る
も

の
で
あ

る
」

と
、

述

べ
て

い
る

よ
う

に

カ

イ

ロ

ス
と

は
、

い
わ

ば

究

極

啓

示

(f
in
a
l
r
e
v
e
la
tio
n
)
a
J同

じ

意
味

内

容

を

も

つ

こ
と

に

な

る
。

個

人

の
主

体

化

.

⑫

内

面

化

と

し

て
、

永

遠

が
今

に
、

今

が
永

遠

に
満

さ

れ

る

と

い
う

「
瞬
間

」
、

こ

れ

が

カ

イ

ロ

ス
で
あ

る
。

新

し

い
神

律

は

こ

の

カ

イ

ロ

ス

の
到

来

を

ま

た

ね

ば

な
ら

な

い

の

で
あ

り
、

こ

の
カ

イ

ロ

ス
こ

そ

が
新

し

い
神

律

を

も

た
ら

す

こ

と

が

で

き

る

の

で
あ

る
。

こ
う

し

た
新

ら

し

い
神

律

よ

る
倫

理

は
、

他

律

で
も

な

い
自

律

で
も

な

い
、

と

い
わ

れ

る

が
、

ま

た

こ

れ

が

た

ん

に
神

に

よ

る
啓

示

と

い
う

こ

と

で

も

な

い
こ

と

は

い
う

ま

で

も

な

い
。

い

い
か

え

れ

ば
他

律

、

自

律

、

神

律

ど

い
う

三

つ

の
倫

理
的

要

素

に

よ

る

立
場

か
ら

、

新

し

い
神

律

に

よ

る
倫

理

が
提

唱

さ

れ

て

い
る

と

い
え

よ
う

。

そ

れ
が

テ

ィ
リ

ッ

ヒ
に

お

い
て
、

他

律

で
も

な

い
自

律

で
も

な

い
、

第

三

の
神

律

に

よ

る
宗

教

の
な

か

の
倫

理

で
あ

る

と

い
わ

れ
、

そ

の
点

で
、

フ

レ

ッ
チ

ャ
ー

の
遵

法

主
義

で

も

な

い
、

反

律

法

主

義

で
も

な

い
、

第

三

の
状

況

倫

理

で

あ

る
、

と

い
う

場

合

と
同

じ
く

す

る
。

し

か

し

テ

ィ
リ

ッ

ヒ
の
場

合

、

神

律

に

よ

る
倫

理

と

い

っ
て
も

「
自

己

の
深

奥

と
結

び

つ

い
た
自

律

的

理

性

」

と

し

て
、

神

律

が
説

明

さ

れ

る

よ
う

に
、

自

律

的

要

素

と
切

り
離

し
た

神

律

は
あ

り

え
な

い

と

い

⑱

わ

ね

ば

な

ら

な

い
。

さ

ら

に

テ

ィ
リ

ッ

ヒ
は
、

こ

の
神

律

に

つ

い
て

「
神

律

が
も

た
ら

さ

れ

る
場

合

に

は
、

真

実

で
あ

り
、

正

義

で
あ

る

と
考

え
ら

れ

る

も

の
は
何

も
犠

牲

に

さ

れ

る

こ

と

は

な

い
。

神

律

的

時

代

は
分

裂

す

る

こ

と

な
く

全

体

が
保

た

れ
中

心

が

あ

る

と
感

じ
ら

れ

る
。

こ

れ

ら

の

時

代

の
申

心

は
、

そ

の
自

律

的

自

由

に

で

も
他

律

的

権

威

に

で
も

な
く

、

脱

我
的

に
体

験

さ

れ

(
e
c
s
ta
t
ic
a
lly

e
x
p
e
r
ie
n
c
e
d
)
、

ま

た

⑲

象

徴

的

に
表

現

さ

れ

た

(s
y
m
b
o
lic
a
lly

e
x
p
r
e
s
s
e
d

理

性

の
深

奥

に
あ

る

…
」

と

い

っ
て

い

る
。

こ

こ

に

は
、

神

律

が

「
脱

我

的

に
体

験

さ

れ

…
」

「
象

徴

的

に
表

現

さ

れ

る
」

と

い
う

こ
と

が
示

さ

れ

て

い
る

わ

け

で

あ

る

が
、

こ

れ

は
神

律

が

一
面

に

お

い
て
啓

示

と

し

て

⑳

受

け

と

め

ら

れ

る

立
場

か

ら

は
容

易

に

理
解

さ

れ

よ
う

。

こ

の
点

か

ら
、

神

律

が

た

ん

に
歴

史

的

な
流

れ

の

な

か

の
神

律

で

は

な

く
、

個



人
に
あ
る
い
は
社
会
に
要
請
さ
れ
る
、
新
し
い
神
律
で
あ
り
、
第
三
の
宗
教
の
な
か
の
倫
理
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
、

(皿
)

フ
レ
ッ
チ
ャ
あ

状
況
倫
響

テ
・
リ
・
ヒ
の
神
律
的
倫
饗

は
、
宗
教

の
な
か
の
倫
理
で
あ
る
蓄

う
点

で
は
同
じ
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
ま

っ
た
く
同
ど

は
耆

兄
ら
れ
な
膕
・

し
か
し
毫

に
主
体
的

内

面
的
で
あ
り
、

フ
レ

・
チ

ャ
あ

状
況
倫

理
は
神
の
愛
(ア
ガ
ペ
ー
)
を
前
提
と
し
て
い
る
点
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
律
的
倫
理
は
カ
イ
ロ
ス
(決
断
の
瞬
間
.
時
の
充
満
)を
背
景
に
し
て
、

ま
た
そ
の
神
律
の
内
容
は
神
の
啓
示
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
点
、
両
者
あ
い
通
ず
る
性
格
を
も

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
プ
レ
.

チ
ャ
ー
が
遵
法
主
義
、
反
律
法
主
義
と
い
う
倫
理
的
要
素
に
も
と
ず

い
て
第
三
の
状
況
倫
理
を
導
き
拙
し
、
テ
ィ
リ

ッ
ヒ
が
他
律
、
自
律

と
い
う
倫
理
的
要
素
に
も
と
ず

い
て
第
三
の
神
律
的
倫
理
を
導
き
出
、し
て
い
る
点
、
そ
の
立
場

の
類
似
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

浄
土
鰲

想
に
お
け
る
倫
程

を
み
る
に
つ
け
て
も
、
他
律

(戒
)
を
求
め
る
立
嬲
、
他
律
を
否
定
す
る
念
仏
の
立
場
、
さ
、り
に
そ
サし
か

ら
導

き
出
さ
れ
る
念
仏
の
倫
理
性
・
と
い
う
よ
・・
に
三

つ
の
立
場
が
想
定
さ
れ
る
。
と
く
に
法
然
の
浄
土
教
に
み
る
三

つ
の
立
場
は
(1　1>

の

(1
)
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
り
、
そ
の
法
然
の
よ
っ
て
も

っ
て
立

つ
立
場
が
第
三
の
立
場
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
こ
に
認
め
る
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
第
三
の
立
場
で
倫
理
性
を
見
出
し
う
る
の
は
念
仏
の
行
に
お
い
て
で
あ
る
が
、

そ
の
把
え
方
は
、
実

践
者

で
あ
る
人
間

の
信
仰
構
造

(た
と
え
ば
信
機

・
信
法
)
に
お
い
て
と
、
救
済
者
で
あ
る
仏

の
は
た
ら
き
(た
と
え
ば
光
明
に
よ
る
滅
罪
)
に
お

い
て
と
・

こ
の
二
つ
の
面
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
前
者
の
内
容
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
の
で
、

い
ま
は
後
者

の
内
容
に
つ
い
て
、

こ
れ

ま

で
論

じ

た

フ

レ

ッ
チ

・
-
や

テ

・

リ

ッ
ヒ

の
倫

理

の
把

え
方

を

み
な

が

、晶

、b
か

に

し

て

み
よ

う

。

四

浄
土
経

曲
ハ
に

お
け

る
倫

理

性

法
然
に
お
い
て
念
仏
の

一
行
が
宣
説
さ
れ
た
そ
の
根
拠
は
、
阿
弥
陀
仏
の

「選
択
本
願
念
仏
」
に
も
と
ず
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容

浄

土

教

の

倫

理

性

九



一
〇

は

『
阿
弥
陀
経
』
に

荷

故
號
二
羈

陀
ー

彼
佛
詣

蜑

照
手

方
國
無

塹

障
塰

是
故
號
爲
二羈

陀
画

と
説
か
れ
・
ま
た
『
観

　

無
量
寿
経

』
に

「光
明
偏
照
二
十
方
世
界

一念
佛
衆
生
攝
取
不
レ
捨
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
も
い
え
る
。

す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏

の
は
た
ら
き
と
し
て
の
光
明
に
よ
っ
て
、
念
仏
す
る
衆
生
の
救
済
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
阿
弥
陀
仏
の
光
明
と
は
、
阿
弥
陀
仏
が
無
量
寿

(a
m
ita
y
u
s)、
無
量
光

(餌ヨ
凶箭
び
冨
)
と
称
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏

の
は
た
ら
き
が
時

間
的

に
空
間
的
に
無
限
で
あ
る
あ
る
こ
と
を
示
す
、
そ
の

一
方
の
空
間
的
は
た
ら
き

(衆
生
救
済
)
を
表
わ
し
て
い
る
。

こ
の
光
明
の
原
語

に
籔

語
あ
げ
ら
れ
る
網

・
な
か
で
も

p
ra
b
h
a
が
袋

さ
れ
る
べ
き
語
と
し
あ
げ
ら
れ
る
・
梵
文
の

『
蜑

寿
鞠

で
多
く
矯

さ
れ

て

い

る
光

明

は
、
p
r
a
b
h
a
S
語

で

あ

る
。

r,7
の
p
r
a
b
h
a
は

p
r
a
+
b
h
a
か
ら

な

る
語

で
、

ロ
螽

は

「
前

」

あ

る

い

は

「
先

」

を

意
味

す

る
接

頭

語

で
あ

り

、

b
h
a

は

「
光

る
」

「
輝

く
」

「
照

す
」

な

ど

の
意
味

を

も

つ
語

で

あ

る
。

し

た

が

っ
て

p
r
a
b
h
a

は

「
前

を

照

し

出

す

」

「
照

し
出

す

」

と

い
う

意

味

を

表

す

語

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ

の
光

明

(p
r
a
b
h
a
)

の

「
照

し
出

す

」

と

い
う

こ

と
ぼ

は
、

一
体

何

を
意

味

し
表

わ
す

の

か

と

い

え
ぼ

、

仏

の
智

恵

(p
r
a
jn
a
)
と

慈

.R

.S
(
m
a
it
re
y
a
,
k
a
r
u
n
a
)

の
あ

ら

わ

れ

と

し

て
、

「
衆

生

を
照

し
出

す
」

と

い
う

こ
と

に

な

る
。

そ

れ

は
浄

土
教

を
説

き

示

す
経

典

に

お

い
て
明

ら

か

で

あ

る
。

『
観

無

量

寿

経

』
に

は

「
無

量

壽
佛

有

二
八

萬

四

千
相

一、

一

一
相

各

有

二
八

萬

四

千

隨

形

好

一、

一

一
好

復

有

二
八

萬

四

千

光

明

一、

一

一
光

明

偏

照

二
十

方

世

界

一念

佛

衆

生

攝

取

不

レ
捨

」

と
説

か

れ
、

ま

た

『
無

量

寿

経

』

に

は

「
無

量

壽

佛

威

祚

光

明

最

尊

第

↓
」

と

あ

り
、

阿

弥

陀

仏

の
光

明

を

最

尊

第

唱
と
讃

え

、

さ

ら

に

「
無

量

壽

佛

號

二
無

量

光

佛

無

邊

光

佛

無

礙

光

佛

舞

光
癈

王
光
佛
霪

光
佛
警

光
佛
智
慧
光
佛
不
斷
光
佛
難
思
光
佛
舞

光
佛
謦

月
光
襲

と
説
い
て
・

阿
弥
陀
仏
に
+
二
幡

光

明

の
は

た
ら

き

の
あ

る

こ

と

を
認

め

て

い
る
。

こ

こ

に
阿

弥

陀

仏

の
は

た
ら

き

が
、

い
か

に
光

明

に

よ

っ
て
示

さ

れ

る

か
、

と

い
う

こ

と

が
窺

わ

れ

る
。



さ
ら
に

『無
量
寿
経
』
で
は
、

「
其
有
二衆
生
一遇
一一斯
光
一者
、
三
垢
消
滅
身
意
柔
輕
、
歡
喜
踊
躍
善
心
生
焉
」
と
説

か
れ
、

つ
づ
い
て

⑳

「若

在
三
二
塗
勤
苦
之
處
一、
見
二此
光
明
一皆
得
二
休
息
一無
二復
苦
惱
一、
壽
絡
之
後
皆
蒙
二解
睨
こ

と
説
か
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
の
光
明

に
浴
す
る
も
の

(衆
生
)
は
、

三
垢

(貪
欲

・
瞋
恚

・
愚
痴
)
が
消
滅
し
、
身
も
心

(意
)
も
柔
輳
と
な
り
、
喜
び
に
つ
つ
ま
れ
て
、
し
か
も
善

⑳

(ku
いala
)心
が
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
三
塗
(地
獄
・
餓
鬼

・
畜
生
)
の
苦
し
み
の
な
か
に
あ

っ
て
も
、
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に

触
れ
れ
ば
、

み
な
安
ら
ぎ
を
え
て
苦
し
み
は
な
く
な
り
、

や
が
て
命

の
終
る
後
に
は
解
脱
が
え
ら
れ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

少
く
と

も
、

こ
う
し
た
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
光
明

(p
rab
h
a)
の
内
容
が
、
浄
土
教
思
想
に
お
け
る
倫
理
性
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
ゆ
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
の
側
か
ら
示
さ
れ
る
倫
理
的
内
容
と
し
て
、
む
し
ろ
こ
れ
以
上
の
内
容
は
認

め
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
光
明
が
、
ど
の
よ
う
に
思
弁
的
に
考
察
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
た
ん
に
阿
弥
陀
仏
の
ば
た
ら
き
を
象
徴
的

に
表
現

(sy
m
b
o
lic
ally
ex
p
re
ss)
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
看
做
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
い
か
に
光
明
が
象
徴
的

に
」
)か
も
神
秘
性
を
も

っ
た
表
現
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
浄
土
教

の
宗
教

(信
仰
)
構
造
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
経
験
的
事
実

と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
経
験
的
事
実
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
念

仏
を
申
す
実
践
者

に
お

い
て
で
あ
る
こ
と
は
こ
こ
に
認
め
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

念
仏
を
申
す
実
践
者
が
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
浴
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
貪
欲

・
瞋
恚

・
愚
痴
の
三
垢
を
消
滅
し
、
身
も
心
も
柔
輕
と

な
り
、
喜
び
と
と
も
に
善
心
が
生
ず
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
浄
土
教
に
お
け
る
倫
理
性
、
念
仏
行
に
お
け
る
倫
理
性

と
い
っ
て
、
誤
り
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
お
け
る
状
況
倫
理
が
神

の
愛

(ア
ガ
ペ
ー
)
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
浄
土
教
の
倫
理
が
阿
弥
陀

仏

の
本
願

(慈
悲
)
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
類
似
し
、
ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
律
的
倫
理
が
神
の
啓
示

(reve
lation
)
を
前
提
と
し
て

浄

土

教

の
倫

理

性

一
一



一
二

⑫

い
る

こ

と

は
、

浄

土
教

の
倫

理

が
阿

弥

陀

仏

の
光

明

(p
r
a
b
h
a
)
を
前

提

と

し

て

い
る

こ

と

に
類

似

す

る
。

つ
ま

り
神

の
愛

9
αq
碧

o

が
、

⑬

阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
内
容
と
ほ
ぼ
相
応
し
、
神
の
S
ul};
re
v
lea
tion
が
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明

弓
蕁
び
冨

の
内
容
と
ほ
ぼ
相
応
す
る
こ
と

は
、

い
ま
こ
こ
に
詳
し
く
論
ず
る
ま
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

五

法
然

に
お
け

る
倫
理

性

法
然
は
、
さ
き
(四
)
に
指
摘
し
た

『
観
無
量
寿
経
』
や

『
無
量
寿
経
』
な
ど
の
内
容
を
う
け
て
、
と
く
に
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
つ
い
て

『
逆
修
説
法
』
(三
七
日
)に
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
き
明
か
し
て
い
る
。

明
二光
明
功
徳

一者
、
初
無
量
光
者
、
經
云
。
無
量
壽
佛
有
八
萬
四
千
相

↓
々
相
各
有
八
萬
四
千
隨
形
好
復
有
八
萬

四
千
光
明

一
々
光
明

遍
照
十
方
世
界
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
。
銃
惠
心
勘
レ之
云
。

一
々
相
中
、
各
具
二
七
百
五
倶
胝
六
百
萬
光
明
一、

熾
燃
赫
変
。

夢
從
一二

相

一所
レ出
光
明
如
レ
斯
、
况
八
萬
四
千
相
乎
。
誠
非
二算
數
所
ジ
及
。
故
云
二
無
量
光
一。
次
無
邊
光
者
、
彼
佛
光
明
其
數
如
レ
此
、
非
二啻

無

量
一、
所
レ
照
亦
無
レ有
二
邊
際
一、
故
云
二
無
邊
光
↓
次
無
礙
光
者
、
如
二
此
界
日
月
燈
燭
等
光
一者
、
雖
三

重
一隔
レ物
者
其
光
無
レ徹
。

若
彼
佛
光
被
レ碍
レ物
者
、
此
界
衆
生
、
設
雖
二
念
佛
一不
レ可
レ得
レ蒙
二其
光
攝
一。
其
故
彼
極
樂
世
界
與
二此
娑
婆
世
界
一之
間
、
隔
二十
萬

億

三
千
大
千
世
界
一。
其

一
々
三
千
大
千
世
界
各
有
二
四
重
鐵
圍
山
一。
謂
先
有
下圍
二
一
四
天
下
一之
鐵
圍
山
上、
高
齊
二須
彌
山
一。
次
有
下

園
二
小
千
界

一之
鐵
圍
山
上
、
高
至
二第
六
天
一。
次
有
下圍
二中
千
界

一之
鐵
圍
山
上、
高
至
二色
界
初
禪
一。
次
有
下圍
二大

千
界
一之
鐵
園
山
上
、

高
至
二
第
二
禪
一。
然
則
若
非
二
無
碍
光
一者
、

一
世
界
尚
不
レ
可
レ徹
。
何
况
十
萬
億
世
界
耶
。
然
彼
佛
光
明
徹
下
照
彼

此
若
于
大
小
諸
山
h

攝
二
取
此
界
念
佛
衆
生
一無
レ有
二障
礙
一。
照
ご攝
餘
十
方
世
界
一事
亦
如
レ是
。
故
云
二無
碍
光
一。
次
清
淨
光
者
、
人
師
釋
云
。
無
貪
善
根

所
生
光
明
也
。
銃
貪
有
レ
ニ
、
婬
貪
財
貪
也
。
清
淨
者
、
非
三但
除
二却
汚
穢
不
淨
一、
斷
二除
其
二
貪
一也
。
貪
名
一ネ

淨
一故
也
。

若
約
レ



戒

者
、
當
二不
婬
戒
不
慳
貪
戒
一。
然
者
法
藏
比
丘
昔
不
淫
不
慳
貪
所
生
光
故
、
觸
二此
光
一者
滅
二
貪
欲
之
罪
一。
若
有
レ
人
貪
欲
盛
雖
レ不

得

レ持
二不
婬
不
貪
戒

一、
至
レ
心
專
念
二此
阿
彌
陀
佛
名
號
一者
、
師
彼
佛
放
二無
貪
清
淨
之
光
一照
觸
攝
取
故
、
除
二婬
貪
財
貪
之
不
淨
一、

0

滅
二無
戒
破
戒
之
罪
憾
一、
成
二無
貪
善
根
身
一、

t¥tt持
戒
清
淨
人
一也
。
次
歡
喜
光
者
、
此
是
無
瞋
善
根
所
生
光
也
。
久
持
一一不
瞋
恚
戒
一

得

二此
光
一故
云
二無
瞋
所
生
光
一。
觸
二此
光
一者
滅
二瞋
恚
罪
一。
然
者
雖
二瞋
増
盛
人
一、
專
修

一念
佛
一者
、
以
二彼
歡
喜
光
一攝
取
故
、
瞋

恚
罪
滅
同
二忍
辱
人
一。
是
亦
如
三前
清
淨
光
滅
二貪
欲
罪

一矣
。
次
智
惠
光
者
、
此
是
無
癡
善
根
所
生
光
也
。
久
修
二
一
切
智
惠
一、
斷
二盡

愚
癡
之
煩
惱

一得
二此
光
一故
、
云
二無
癡
所
生
光

一。
此
光
亦
滅
二
愚
癡
之
罪

一。
然
者
雖
二無
智
念
佛
者

一、
照
二彼
智
惠
光

一攝
取
故
、

師

滅
一一愚
癡
罪
億
一、
與
二智
者
一無
レ有
ご勝
劣
一。
又
如
一一此
光
一可
レ知
。
如
レ是
而
雖
レ套

一十
二
光
名
一、
取
レ
要
有
レ斯
。
大
方
彼
佛
光
明
之

功
徳
中
、
備
二如
レ是
義

一。

こ

の

『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
光
明

の
説
明
は
、
主
と
し
て

『無
量
寿
経
』
に
お
け
る
十
二
の
光
明
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
と
く
に
そ

の
な
か
の
無
量
光
、
無
辺
光
、
無
礙
光
、
清
浄
光
、
歓
喜
光
、
智
恵
光

の
六
つ
の
光
明
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
か
し

い
ま
は
、
そ
の
う
ち

倫
理

の
問
題
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
清
浄
光
、
歓
喜
光
、
智
恵
光

の
三
つ
に
つ
い
て
少
し
く
論
じ
て
み
よ
う
。

ま
ず
清
浄
光
と
は
、

阿
弥
陀
仏
の
無
貪
善
根
に
よ

っ
て
生
じ
た
光
明
で
あ
り
、

そ
の
光
明
の
作
用
は
、

人
間
に
お
け
る
性
欲

の
貪
り

(婬
貪
)
ヒ
財
欲
の
貪
り

(財
貪
)
と
に
対

し
て
、
そ
の
二
つ
の
不
浄
な
る
貪
り
を
断
除
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
阿
弥
陀
仏
の

こ
の
無
貪

の
清
浄
光
に
触
れ
る
も
の
は
、
婬
貪

・
財
貪
が
除
か
れ
、
ま
た
無
戒

(戒
法
を
受
け
て
い
な
い
)、
【破
戒

(戒
法
を
受
け
て
こ
れ
を
破

る
)

の
罪
が
滅
さ
れ
、
無
貪
善
根

の
身
と
な
り
、
戒
法
を
持

っ
た
清
浄
な
人
と
等

し
き
も
の
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

『無
量
寿
経
』

に

「
遇
二斯
光
一者
、
三
垢
滄
滅
」
と
あ
る
三
垢
(貪
欲

・
瞋
恚

・
愚
痴
)
の
う
ち
の
貪
欲
が
、
と
く
に
こ
の
清
浄
光
の
作
用
に
よ

っ
て
消
滅
す

る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

浄

土

數

の
倫

理

性

こ
ご



一
四

つ
ぎ
の
歓
喜
光
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
無
瞋
善
根
に
よ

っ
て
生
じ
た
光
明
で
あ
り
、
そ
の
光
明
の
作
用
は
、
人
間
に
お
け
る
瞋
恚

(は
ら

だ
ち
)

の
罪
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
こ
の
無
瞋

の
歓
喜
光
に
触
れ
る
も
の
は
、
瞋
恚
の
罪
が
滅
さ
れ
、
忍
辱

の
行
を
し
て
い
る
人
と
同
じ
身
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
三
垢
の
う
ち
の
瞋
恚
が
、
と
く
に
こ
の
歓
喜
光
の
作
用
に
よ

っ
て
消

滅
す

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
智
恵
光
ど
は
、
阿
弥
陀
仏
の
無
痴
善
根
に
よ

っ
て
生
じ
た
光
明
で
あ
り
、
そ
の
光
明
の
作
用
は
、
人
間
に
お
け
る
愚
痴
の
罪
に

対
す

る
も
の
で
あ

o
。
し
た
が

っ
て
阿
弥
陀
仏
の
こ
の
無
痴
の
智
恵
光
に
触
れ
る
も
の
は
、
愚
痴
の
罪
が
滅
さ
れ
、
智
恵
の
あ
る
人
と
劣

ら
な

い
身
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
垢
の
う
ち
の
愚
痴
が
、
と
く
に
こ
の
智
恵
光
の
作
用
に
よ

っ
て
消
滅
す
る
と
い
う
わ
け

で
あ

る
。

も

と
よ
り
こ
れ
ら
の
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
念
仏
を
申
す
実
践
者
に
お
い
て
で
あ
る
こ
ど
は

い
う
ま
で
も
な

い
。

そ
し
て
そ
の
念
仏
者
は
、
戒
法
を
持

っ
た
清
浄
な
人
、
忍
辱
の
行
を
し
て
い
る
人
、
智
恵
の
あ
る
人
な
ど
ヒ
同
等
な
も
の
と
な
り
え

⑯

る
と

い
う

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
光
明
の
作
用
が
、
阿
弥
陀
仏

の
本
願

の
な
か
に
、

「触
光
柔
輳
の
願
」

(第
三
士

二
)
ど
し
て
誓

わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

六

お

わ

り

に

お
よ
そ
法
然
を
中
心
と
し
た
浄
土
教
に
お
け
る
念
仏
と
い
う
行
は
、
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
実
践
の

内
容

は
阿
弥
陀
仏
と
い
う
救
済
者
と
、
救

い
を
求
め
て
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
る
人

(自
己
)
と
の
人
格
的
な
呼
応
関
係
を
も

つ
こ
と
で
あ

る
吻

す
な
わ
ち
仏
酋

己
と
の
人
欝

か
か
わ
り
耄

つ
こ
と
が
念
仏
の
行
で
あ
り
・
そ
れ
は
永
遠
な
る
絶
対
者

(仏
)
若

限
な
る
相
対



者

(自
己
)
と

の
か

か

わ
り

で
あ

る
。

こ
れ

を

い

い
換

え

れ
ば

、

自

己

の
今

と
仏

の
永

遠

な

る

も

の
と

の
出

会

い

で
あ

る
。

南

無

阿

弥

陀

仏

と

一
声

、

二
声

、

仏

の
名

を

称

え

る

こ

と

は
自

己

と
仏

、

つ
ま

り

今

と
永

遠

ど

の
出

会

い

で
あ

り

、

今

が

永

遠

に
さ

さ

え

ら

れ

る

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い
。

そ

の
念

仏

の

一
声

、

二
声

は

、

今

が

永

遠

に
満

た

さ

れ

る

瞬

間

で
あ

り

、

い

わ
ば

テ

イ
リ

ッ
ヒ

の

い
う

「
カ

イ

ロ
ス
」

と
類

似

す

る

の

で
あ

る
。

そ

し

て
少

く

と

も
、

念

仏

の
教

え

の
原

理

的

な

立

場

か

ら

い
う

な

ら

ば

、

今

が

永

遠

に
満

た

さ

れ

る

瞬

間

の
連

続

が

、

念

仏

の
相

続

と

な

る
と

い
え

る

。

そ

の
今

が

永

遠

に

満

た

さ

れ

る

瞬

問

、

つ
ま

り

仏

ど

自

己

と

の
か

か

わ

り

が
継

続

さ

れ

て

い
く

と

き

、

や

が

て
そ

こ
に

仏

の
光

明

に

よ

る

「
ヨ

垢
消

滅

し

、
善

心

生

ず

る
」

と

い
う

倫

理
的

作

用

が

加

わ

っ

て

い
く

と

み

ら

れ

る

の
で

あ

る
。

い
わ

ば

テ

イ

リ

ッ

ヒ

の

い
う

「
ヵ

イ

ロ

ス
」
に

も

と
ず

く

「
神

律

」
の
発

動

で
あ

る
。
d
a
l};

r
e
v
e
la
t
io
n
S

「
ヴ

ェ
ー

ル
を

剥

ぐ
」
が

ご

と

く

に

、
仏

の
光

明

p
r
a
b
h
a

に
よ

っ
て
自

己

が

「
照

し
出

さ

れ
」

て
、

自

己

の
宗

教

的

実

存

の
自

覚

に
も

と
ず

く

と

こ

ろ

の

「
善

心

」

(宗
教
的
倫
理
)
が

そ

こ

に
生

れ

る

の

で
あ

る
。

そ

れ

が

と

き

に
脱

我

的

に
体

験

さ

れ

(e
c
s
t
a
t
ic
a
lly

e
x
p
e
r
ie
n
c
e
d
)
、

ま

た

象

徴

的

に

表

現

さ

れ
}(塁

§
び
呂

8

=
鴇

e
x
p
r
e
s
s
e
d
)
る

こ

と

は
、

仏

教

の
宗

教

的

経

験

の
諸

相

と
、

そ

の
表

現

を

み

る

と

き
理

解

さ

れ

う

る
問

題

で

あ

る
。

要

す

る

に

こ

れ
を

、

阿

弥

陀

仏

の

「
光

明

に

よ

る
倫

理
性

」

と

い

っ
て
、

何

ら

憚

か
ら

な

い

で

あ

ろ

う
。

も

と

よ

り

そ

の

「
光

明

に

よ

る
倫

理

性

」

が
、

阿

弥

陀

仏

の
智

恵

と
慈

悲

と

か

ら

な

る
本

願

に

も

と
ず

く

こ

と

は

い
う

ま

で

も

な

い
。

註①

拙
稿

「念
仏
行
に
お
け
る
倫
理
性
」
1

特
に
法
然
を
中
心
と
し
て
i

『人
文
学
論
集
』
(仏
教
大
学
)
三
号
所
収

②

た

と
え
ば
小
野
正
康
著

『
日
本
仏
教

の
倫
理
学
的
研
究
』

(
昭
和

三
二
年
)
、
遊
亀
教
授
著

『
仏
教
倫
理

の
研
究
』

(
昭
和

三
六
年
)
、
井

上
善
右
衛
門

著

『
仏
教

の
倫
理
学
的
研
究
』

(昭
和
四
二
年

)
、
中
村
元
著

『
宗
教

と
社
会
倫
理
』

(昭
和
四
四
年

)
な

ど
の
研
究
著
書
を

は
じ
め
、
こ

の
ほ
か
多
く

の
研
究
論
文
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
浄
土
教
倫
理
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
峰
島
旭
雄
氏
稿

「宗
学
神
学
」
ω
1

状
況
倫
理
と
浄
土
教
倫

浄

土

教

の
倫

理

性

一
五



一
六

理
1

(
『佛
教
論
叢
』

一
五
号
所
収
)
が
あ
り
、
筆
者

は
少
な
か
ら
ぬ
示
唆

を
う
け

た
。

③

J
o
s
e
p
h

F
le
tc
h
e
r

;
S
it
u
a
t
io
n

E
th
ic
s
:
T
h
e

N
e
w

M

o
r
a
lit
y
,
(
T
h
e

W

e
s
tm

in
s
te
r

P
r
e
s
s
,
19
6
6
)
.
小

原

信

訳

『
状

況

倫

理
』

i

新
し
い
道
徳
i

新
教
出
版
社

(昭
和
四
六
年
)。
な
お
こ
の
状
況
倫
理
に
つ
い
て
は
、
小
原
信
著

『状
況
倫
理
の
可
能
性
』

中
央
公
論
社

(昭

和

四

六

年

)

と

い
う

著

作

が

あ

る

。

④

小

原

信

訳

『状

況

倫

理

』

に
お

け

る
、

小

原

信

氏

の

「
状

況

倫

理

に

つ

い

て
」

の
解

説

(付

録

)

を
参

照

さ
れ

た

い
。

⑤

清

水

澄

氏

稿

「
世

俗

化

に

つ

い

て
」

(恵

谷

先

生

古
稀

記
念

『
浄
土

教

の
思

想

と
文

化

』

所

収

)

を
参

照

さ

れ

た

い
。

⑥

}
.
F
le
tc
h
e
r

咽
S
itu
a
t
io
n

E
th
ic
s,
p
°
μ
『
・
小
原

信
氏

訳

『
状

況

倫

理
』

二

五
頁

⑦

ib
id

p
°
b。
①
゜
同

書

三

九
頁

⑧

小

原

信

訳

『状

況

倫

理

』

付

録

二

七

四
頁

⑨

同

書

付

録

二

九

〇
頁

⑩

前

掲

拙

稿

の

(
五
)

を

参

照

さ

れ

た

い
。

　

P
a
u
l
T
illic
h

;
S
y
s
t
e
m

a
t
ic

T
h
e
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lo
g
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,
(J
a
m
e
s
N
is
b
e
t,
1
9
6
0
)

v
o
l,

j
,
p
.
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63
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v
o
l.

　[,
p
.
2
6
4
-x
.
P
a
u
l
T
illic
h

;

M

o
r
a
lit
y

a
n
d

B
e
y
o
n
d
,

(H
a
r
p
e
r

&

R
o
w
,

P
u
b
lis
h
e
r
s
,
1
9
6
3
)
°
谷

口
美

智

雄

訳

『
道

徳

と

宗
教

』

新

教

出

版

社

(昭
和

四

〇
年

)
。

⑫

土

居

真

俊

著

『
テ

ィ
リ

ッ
ヒ
』

日

本

基

督
教

団
出

版

部

(昭

和

三

五
年

)

=

ハ
七
頁

⑬

同

書

一
二

六
頁

●

P
a
u
l
T
illic
h

;
S
y
st
e
m

a
t
ic

T
h
e
o
lo
g
y
,
v
o
l.
I
,
p
.
1
6
6
.

⑮

土

居

真

俊

著

『
テ

ィ
リ

ッ

ヒ
』

二

一
七
～

八
頁

⑯

P
a
u
l
T
illic
h

;
T
h
e

P
r
o
t
e
s
ta
n
t

E
r
a
,
(P
h
o
e
n
ix
°
B
o
o
k
,
19
6
6
)

A
u
th
o
r
's

in
tr
o
d
u
c
tio
n

X
V
°
藤

本

浄

彦

氏

稿

「
b
°
テ

ィ
リ

ッ

ヒ
に

お
け

る

"
K
a
ir
o
s
"

思

想

の

一
考

察

」

(『
哲

学
論

集

』
一
七
号

、

大

谷

大

学
ー

所

収

)

参

照

⑰

こ

の

「
瞬

間

」

(a
u
g
e
n
b
lic
h
)

と

い
う

こ

と

ば

は
、

キ

ル
ケ

ゴ

ー

ル
の
も

の
で

あ

る
。

こ

の

キ

ル
ケ

ゴ

ー

ル
の

「
瞬

聞

」

を
、

石

津

照

璽
氏

は

「
瞬
間

と

は
自

然

的

な

時
問

を

い
う

の
で

は

な

い
。

永

遠

な

る

も

の

の
在

り

方

と

し

て

の
現

在

的

な

る

も

の
が
、

現

前

の
時

間

の
束

の
間

に
於

て
、
現

実

の
状

態

と
し

て
存

在

す

る
時

、

そ

の

「
時

満

つ
る

に
及

ぶ

」
時

が

「
瞬

間

」

で

あ

る

」

(『
宗
教

的

人
間

』

培

風

館

(昭

和

四

二
年

)

七

一
頁

)

と
説

明

し

て

い

お
ら

れ

る

。



⑱

た
と
え
ば

H
o
f
frn
e
is
te
r
脚
W

o
r
te
rb
u
c
h

d
e
r
P
h
ilo
so
p
h
is
c
h
e
n
B
e
g
r
if
f
,
s
.6
0
8
～
⑩

に
お
け
る

「
神
律
」

(t
h
e
o
n
o
m
ie
)

の
解
説

は

「
神

の
法
則
性

で
、
自
律
、
す

な
わ
ち
自
我

の
法
則
性

に
対
し

て
、
す

べ
て

の
倫
理
性
を
神

の
規
則

・
命
令
か
ら
導
き
出
す

こ
と
で
あ
る
。
人
間

の

思
惟

・
行
為
を
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
た

と
こ
ろ

の
、
人
間

に
無
縁
な
規
則

に
よ

っ
て
規
定
す
る
他
律

に
対
し

て
い
え
ば
、
神
律

は
自
律
を
破
棄
す

る
の

で
は
な
く
、
自
律
が
自
己
自
身
を
超
え

て
神
的
な
法
則
性
を
指
し
示
す
点

ま
で
、
自
律
を
深
化

し
よ
う

と
す
る
。
」
と
し
て
い
る
。

⑲

P
a
u
l
T
illic
h

;
S
y
s
te
m
a
tic

T
h
e
o
lo
g
y
,
v
o
l.
I
,
p
.
16
5
°

⑳

歴
史
的
な
流
れ

の
な
か
の

「
神
律
」

に
つ
い
て
は

D
ie
R
e
lig
io
n

in

G
e
s
c
h
ic
h
t
e
a
n
d

G
e
g
e
n
w
a
r
t
(3
a
u
f
l)

に
お
け
る

「
自
律

と
神

律
」

(A
u
to
n
o
m
ie
s
a
n
d

T
h
e
o
n
o
m
ie
,B
d
I
x
.7
8
8
～
7
9
2
.)
の
項

に
詳
し
く
解
説
さ
れ

て
い
る
。

い
ま

は
そ

の
問

題
の
所
在
を
概
述
す
る
と

つ
ぎ

の
よ
う

で
あ
る
。

「
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
以
来
、
自
律
概
念

に
対
し
て
神
学

の
面

で
も
宗
教
哲
学

の
面

で
も
次
第

に
優
勢

と
な

っ
て
き
た
激
し
い
反
抗
は
、
事

態
に
即

し
て

み
れ
ば
、
カ

ン
ト
に
向
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、

カ
ン
ト
以
降

の
観
念
論
的
な
立
場
よ
り
な
さ
れ
た
自
我
措
定

と
自
我
合
法
則
性
と

の
同

一
視

に
向

け
ら

れ
た
。
自
律
性
に

つ
い
て
の
か
か
る
再
模
索

の
結
果
は
、
ま
ず

ニ
ー
チ

ェ
が

「
超
人
」
に
と

っ
て
自
己
創
造
と
価
値
措
定
と
は
同
等

で
あ
る
と
す

る
点

に
明
ら
か
に
現

わ
れ
て
く
る
。
こ

の
系
譜

は
サ
ル
ト

ル
等

の
実
存
主
義

に
そ

の
究
極

的
な
高
揚
を
み

て
い
る
。

し
か
し

サ
ル
ト

ル
に
お
い
て
は
、

か
か
る
観
念

の
由
来

は
明
ら
か

に
カ

ン
ト
に
で
は
な
く
デ
カ

ル
ト
に
あ
る
。

M

・
シ

ェ
ラ
ー
や

N

・
ハ
ル
ト

マ
ン
等

の
価
値
倫
理
も
ま
た
、

デ
カ
ル
ト

的
要
困
を
も

っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
彼
等

は
倫

理
に
独
自
な
個
有

の
法
則
を
も

つ
対
象

領
域
を
、
す
な
わ
ち
「
価
値
」
の
領
域
を
認
め
よ
う
と
す

る
こ
と

か
ら
自
律
性

の
倫
理
よ
り
も
倫
理

の
自
律
性
を
問
題

と
し
た
。
と
も
か
く
も
、
文
化
的
、
美
学
的
、
経
済
的
な
各
現
実

に
内
在
的
な
個
有
な
法
則
性
と

い
う
今
日
普
通
に
考

え
ら

れ
て
い
る
自
律
性

の
概
念

は
、
す

べ
て

の
義
務
を
何
ら

の
事
象

に
対
す

る
効
用
性
か
ら
規
定
し
よ
う
と
す

る
デ
カ
ル
ト
的
見

解

に
由
来
し

て
い
る
。
1

中
略
ー

と
こ
ろ
で
、
自
律
は
神
律

が
可
能

に
な
る
た
め
の
不
可
欠

の
条
件
で
あ
る
。
服
従

せ
よ
と

い
う
神

の
命
令

に
つ

い
て
下
さ
れ
た
ど

の
神
学
的
規
定
を
み
て
も
、

自
由
な
行
為

が
因
果
的
過
程
に
転
化
す
る
と
こ
ろ
に
、

そ
れ
ら

の
規
定

の
限
界
が
み
ら
れ
る
。

も
し

「
理
性
」
が
人
問

に
個
有
的
な
も

の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
潜
勢
的

に
は
神
に
反
す

る
と
こ
ろ

の
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
が
神
的
な
戒
律
を
自

ら

に
無
条
件
的
に
義
務
ず
け
ら
れ
た
も

の
と
し
て
認
識
し
是
認

し
う

る
こ
と
ば
否
定

さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
他
律
性

に
お
け
る
服
従

は
無
条
件
的

で
は

あ
り
え
な

い
。
し
か
し
条
件
ず
け
ら
れ
た
服
従

の
行
為
は
、
も

は
や
絶
対
者

の
本
質

と
相

い
入
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
真

に
神
律
を
充
足
す
る
こ

と
は
、
神

の
命
令

に
端
的

に
服
従
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
律
的
服
従
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
」

(キ
ー

ル
大
学
講
師
、
H

・
ブ

ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
氏

の

解
説

で
あ
る
。
)

浄

土

教

の

倫

理

性

一
七



一
八

⑳

フ

レ

ッ
チ

ャ
ー

は
そ

の
著

書

『状

況
倫

理

』

に
お

い
て
、

テ

ィ
リ

ッ
ヒ

の
倫

理
思

想
を

高

く

評

価

し

て

い

る
。

⑳

た

と

え

ば

『観

無

量

寿

経

』

(浄

全

一
ノ
四

六
～

五

〇

頁
)

の
三

福

九

品

に

は
、

世

福

(孝

養

仁
義

礼
智

信

)
、

戒

福

(
人
天

・
声

問

・
菩

薩
等

の

戒

)
、

行

福

(
悪

を
捨

て
心

を

持

し

て

浄

土

に
廻

生

す

)

が
説

か

れ
、

五
戒

、

八
戒

、
具

足

戒

な

ど

諸
戒

行

が

説

か

れ

て

い
る

。

ま

た

こ
れ

ら

の
戒

行

に

た
え

ら

れ

な

い
も

の

に
は

「
南

無
阿

弥

陀

仏

と
称

え

る

」

口
称

の
念

仏

が

説

か

れ

て

い

る
。

さ

ら

に
念

仏

の
行

に
よ

る

滅

罪

が
説

か
れ

て

い
る

。

い

ず

れ

も

浄

土

往

生

を
目

的

と
す

る

行

で

あ

る
が

、

こ

こ

に
三

つ
の
立

場

が

想

定

さ

れ

る
。

⑱

浄

土

宗

全

書

一
ノ
五
三

頁

⑳

浄

土

宗

全
書

一
ノ

四
四

頁

Q

a
ta
p
a
,
a
lo
k
a
,
p
r
a
b
h
a
,
a
b
h
a
,
r
a
s
m

i
な

ど

が

あ
げ

ら

れ

る

。

Q

A
s
h
ik
a
g
a

S
u
k
h
a
v
a
tiv
y
u
h
a
,
(H
o
z
o
k
a
n
,
1
9
6
5
)

p
.
2
7
.

㊧

浄

土

宗

全

書

一
ノ
四

四
頁

⑱

浄

土
宗

全

書

一
ノ

一
三
頁

⑳

梵

文

の
『
無

量
寿

経
』
で

は
十

二

の
光
明

で

は
な

く

、

無

量
光

(
諺
§
凶冨

b
鑓

げ
冨

)
の
ほ

か

十

九

の
光

明

の
名

が

あ

げ

ら

れ

て

い

eta°

A
sh
ik
a
g
a

;

S
u
k
h
a
v
a
t
iv
y
u
h
a
,
p
.
2
7
.に
は

「
A
m
it
a
p
r
a
b
h
o
,
'm

ita
p
r
a
b
h
a
s
o

(無

量

の
光

輝

を

も

つ
者

)

's
a
m

a
p
ta
p
r
a
b
h
o

(終

る

こ

と

の
な

い

光

明

を

も

つ
者

)
's
a
n
g
a
p
r
a
b
h
o

(妨

げ

ら

れ

な

い
光

明

を

も

つ
fi
n)

'p
r
a
t
ih
a
t
a
p
r
a
b
h
o

(抵

抗

し

え

な

い
光

明

を

も

つ
Fyn)

N
it
y
o
ts
r
:da
p

蕁

び
げ
O
(常

に
光

明

を

放

つ
者

)

D
iv
y
a
m

a
n
ip
r
a
b
h
o

(天

上

の
摩

尼

宝

珠

の
光

明

を

も

つ
者

)

'p
r
a
tih
a
ta
r
a
s
m

ir
a
ja
p
r
a
b
h
o

(抵

抗

し
え

な

い
閃

光

の
王

者

の
光

明

を

も

つ
fi
n
)
R
a
n
ja
葛
y
a
p
r
a
b
h
a
h
(出且口ば

せ

る
光

明

を
も

つ
者

)

P
r
e
m
a
n
iy
a
p
r
a
b
h
a
h

(愛

欲

を

き

た

て
る
光

明
を

も

つ

者

)

P
r
a
m
o
d
a
n
iy
a
p
r
a
b
h
a
h

(歓

喜

を

お

こ
さ

せ
る

光

明

を

も

つ
者

)

P
r
a
h
la
d
a
n
iy
a
p
ra
b
h
a

(歓

喜

の
昂

奮

を

お

こ
さ

せ
る
光

明

を

も

つ

者

)

U
llo
k
a
n
iy
a
p
r
a
b
h
o

(
瞻
仰

さ

れ

る
光

明

を

も

つ
者

)
N
ib
a
n
d
h
a
n
iy
a
p
r
a
b
h
o
(友

誼

を

結

ば

せ
る

光

明

を
も

つ
者

)

'c
in
t
y
a
p
r
a
b
h
o

不
可

思

議

な

光

明

を

も

つ
者

)

't
u
ly
a
p
r
a
b
h
o

(比
類

の
な

い
光

明

を

も

つ
者

)

'b
h
ib
h
u
y
a
n
a
r
e
n
d
r
a
s
u
r
e
n
d
ra
p
r
a
b
h
o

(鬼

霊

の
王

・

悪

魔

の

王
を

凌

駕

す

る
光

明

の
持

主

)

'b
h
ib
h
u
y
a
c
a
n
d
r
a
s
u
r
y
a
jih
m

ik
a
r
a
n
a
p
r
a
b
h
o

(太

陽

と
月

を

凌

駕

し

、

そ

の
光

明

を

曇

ら

せ

る
光

　

　

　

)

'b
h
ib
h
u
y
a
lo
k
a
p
a
la
sa
k
r
a
b
r
a
h
m
a
　u
d
d
h
a
v
a
s
a
m
a
h
e
　v
a
r
a
s
a
rv
a
d
e
v
a
jih
m

"k
a
r
a
n
a
p
r
a
b
h
a
h

(
a
--
　

°　
　-
ir
・・・…

マ
へ
ー

シ

ュ
ヴ

ァ
ラ
を

制

圧

し

て

、

一
切

の
神

を

く

も

ら

せ

る
光

明

を

も

つ
者

)

S
a
r
v
a
p
r
a
b
h
a
p
a
r
a
g
a
t
a

(
一
切

の
光

明
を

あ

ま

ね

く

知

る
者

)

it
y

u
c
y
a
te

(
と
言

わ

れ

る

の

だ
。

)
」

と
あ

る

。

(

)

の
中

の
和

訳

は

、

岩
本

裕

氏

訳

『
梵

文

和

訳
大

無

量

寿

経
』

(橘

女

子

大

学

叢

書

)

三

八



頁
i

に
よ

っ
た
。

⑳

浄
土
宗
全
書

一
ノ

=
ご
頁

⑳

火
塗

・
血
塗

・
刀
塗

と
い
う
場
合
も
あ
る
。

⑳

A
n
d
e
r
N
y
g
r
e
n
;
E
r
o
s
a
n
d

A
g
a
p
e
.
あ
る
い
は

『
キ
リ

ス
ト
教

大
事
典
』

(教
文
館
)

「
愛
」
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳

rJ
S

r
e
v
e
la
t
io
n

(
啓
示
)

は
、

「
啓
き
示
す
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
が
、
そ

の
語
は
ヴ

ェ
ー

/

(v
e
il)
を
剥

v

(
re
)
か
ら
で
き

て
い
る
ど

　
,.　
,　
.fCa°
T
h
e
S
h
o
r
te
r
O
x
f
o
r
d

E
n
g
lis
h

D
ic
t
io
n
a
r
y
,
p
.
1
7
2
6
　
;　

('
T
h
e
d
is
c
lo
s
u
r
e

o
f

k
n
o
w
le
d
g
e

t
o

m
a
n

b
y

a

d
iv
in
e
o
r
s
u
p
e
r
n
a
tu
r
a
l
a
g
e
n
c
y
.

と
説
明
さ
れ

て
い
る
。

⑳

法
然
上
人
全
集

(
石
井
編
)

二
四
五
～
四
八
頁

⑳

「
久
持
二
不
瞋
恚
戒

一得
二
此
光

こ

と
は
法
蔵

比
丘

に
お

い
て
で
あ
る
。

⑯

『
無
量
寿
経
』

に

「
説
我

得
レ
佛
十
方
無
量
不
可
思
議
諸

佛
世
界
衆
生
之
類
蒙
二我
光
明

一觸
二
其
身

一者
身

心
柔
輕
超
二
過
人
天

一若

不
レ
爾
者
不
レ
取
二
正

覺

一」

(『
浄
土
宗
全
書
』

一
ノ
九
頁
)
と
あ
る
の
が
そ
れ

で
あ
る
。

⑳

拙
稿

「
法
然

上
人

の
仏
身
観

の
特
異
性
」

(番
月
乗
光
編

『
浄
土
宗
開
創
期

の
研
究
』

所
収
)
の
日
称
名

に
対
応
す
る
仏
、
を
参
照
さ
れ
た

い
。

付
記

こ
の
小
論
を
作
製
す
る
に
あ

た

っ
て
、
と
く
に

即

ρ

9

(註
⑳
)

の
和
訳
な
ど
に

つ
い
て
は
清
水
澄
氏
に
ご
教
示

い
た
だ

い
た
。
こ
こ

に
1111II
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
な

お
こ
の
小
論
は
、
仏
教
大
学
学
会

の
研
究
助
成
金

に
よ
る
研
究
成
果

の

一
部

で
あ
る
。

浄

土

教

の

倫

理

性

一
九




