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仏
教
と

倫
理

1
〈

宗

教
的
実
践
〉

に

つ

い

て

の
一

考
察
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高

　
田

　
信

良

〈

論
文
要
旨
〉

　
〈

仏
教
に

は
、

倫
理

、

と

り
わ
け、

社
会
倫
理
が

欠
如
し
て

い

る
〉

と

の

批
判
が

あ
る。

倫
理

が
、

な
ん

ら
か

の

超
越

的
実

在
に

規
定

　

さ
れ
る

よ
う
な

道
徳
・

社
会
的
規
範、

あ
る

い

は
、

社
会
形

成
力
を

持
つ

規

範
な
ど

と

理
解
さ

れ
る

場
合
に

は
、

た

し

か

に
、

そ

う
で

あ
ろ

う
。

仏
教

　

は、

「

出
世
間
」

の

宗

教
で

あ
り、

「

世
間
」

（
社
会
生

活
）

で

価
値
形

成
的
に

は

た
ら
く

行
為
規
範
を
教
え
る

も
の

で

は

な
い

か

ら
で

あ
る

。

　

　
現
代
の

グ
ロ

ー
バ

ル

化

状
況
に

お

け
る

〈

宗
教
多
元
〉

は

〈

価
値
多
元
＞

A

倫
理

多
元
V

で

も
あ
る

。

宗
教
が

倫
理
的
生
の

周
縁
部
へ

と

追
い

や

ら

　

れ
て

し
ま
っ

て

い

る

だ
け
で

は

な

い
。

人

間
的
な

存
在
欲
求
の

直
接
的
な
ぶ

つ

か

り

あ
い

の

な

か

で

倫
理

不
在
で

も

あ

る
。

個
々

の

宗
教
倫
理、

市
民

　

社
会
の

倫
理
な
ど

の

混
在
状
況
に

お

い

て
、

各
々

は、

互
い

に

限
定

的
な
も
の

で

あ
り、

か

つ
、

独

自
な
も

の

で

あ
る

こ

と

を

際
立
た
せ

合
っ

て

い

　
る

。

〈

宗
教
と

倫
理
〉

（
の

異
同
／
関
係）

が

関
心

事
と

さ

れ

る

こ

と

に

よ

り、

各
々

の

宗
教
に

お

け
る

実
践

（

宗
教
倫
理
）

の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

が

　

問
わ
れ
て

く
る

。

仏
教
に

お

け
る

実
践
性
は、

仏

教
徒
の

行
う
世

俗
倫
理

に

あ
る

の

で

は

な

く
、

〈

仏

教
徒
に

な

る
〉

と

こ

ろ

に

あ
る

の

で

は

な
い

だ

　
ろ

う
か

。

「

念
仏
の

教
え
」

に

焦
点
を

当
て

つ

つ

考
え
て

み

た

い
。

〈

キ
ー

ワ

ー

ド
〉

　
宗

教
的
実
践、

世
俗
倫
理、

念

仏
、

無
戒、

末
法
観
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「

宗
教
と

倫
理
」

と

の

問
い

ー
グ
ロ

ー
バ

ル

化
状
況

・

〈

宗
教
多
元
〉

状
況
に

お

け
る

課
題
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頃

現

代
の

グ
ロ

ー
バ

ル

化

状
況
に

お

け

る

く

宗
教

多
元
V

は

〈

価
値
多
元
〉

〈

倫
理

多
元
〉

で

も

あ
る

。

本
特
集
号
テ

ー
マ

解
題
に

述

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

蹣

べ

ら

れ

て
い

る

よ

う

に
、

宗

教
は

倫
理

的
生
の

周
縁

部
へ

と

追
い

や
ら
れ

て

い

る

だ
け
で

は

な

く、

人
間
的
な

存
在
欲
求
の

直
接

的
な
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ぶ

つ

か

り
あ
い

の

な

か

で

倫
理
不

在
と

言
わ

ざ
る

を
得
な
い

で

あ
ろ

う
。

本
特
集
号
の

「

宗
教
と

倫
理
」

と

の

課
題
設
定
は

、

そ

の

よ

う
な

状
況
認
識
に

立

ち
つ

つ

倫
理

を

根
本

関
心

事
と

す
る

と
こ

ろ

で

宗

教
（

か

ら

の

ア
プ
ロ

ー

チ
、

宗
教
と

倫
理

の

関
係
）

を
問
お

う

と

す

る

も

の

と

い

え

よ

う
。

　

た

し

か

に
、

現

在
の

（

近
現
代
）

社
会
に

お

い

て
、

宗

教
は

部

分

的
な

位
置
を

占
め

て

い

る

に

す
ぎ

な
い

。

近

代
は

、

A

人

権
で

「

人

間
」

を

救
済
す

る
〉

こ

と

が

追

求
さ

れ
る

〈

置
俗
〉

社
会
で

あ
る

。

〈
「

人
間
」

の

救
済
〉

を

宗
教
に

お

い

て

（

追
求
し
つ

つ
）

生

き

る

人
々

は
、

た

し

か

に
、

存
在
す

る

が
、

そ

の

人
々

も
生
き

る

〈

世
俗
〉

社
会
は

、

個
々

の

宗
教

の

コ

ン

テ

キ
ス

ト

に

影
響
さ

れ

な

い

〈

公

共
の

場
〉

と

し

て

出

現
し

て
い

る
。

　

　

宗
教

的
に

多
様
な

社
会
に

お

い

て

は
、

人
々

は

そ

れ

ぞ

れ
に

異
な

る

（

排
他
的
で

さ

え

あ

る
）

根
拠
に

某
つ
い

て

独
立

の

世
俗
の

　

　

倫
理
に

同
意
す
る
こ

と

が

許
さ

れ

る
。

た

と

え

ば
、

胎
児
生

存
権
（

妊
娠
中
絶
反

対
論
）

は
、

世
俗
的
信
念
と

宗
教
的
信
念
の

い

　

　

ず
れ

に

よ

っ

て

も

正

当
化
さ

れ

う
る

し
、

後

者
は

ま

た
、

伝
統
ご

と

に

異
な
っ

た

も
の

で

あ
っ

て

よ

い
。

こ

の

こ

と

は

す
な

わ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　（
ユ）

　

　
ち
、

政
治

的
意
見
の

不
一

致
は

、

権
威
あ

る

決
着
を

見
る
こ

と

が

で

き

な
い

ま

ま

に

存
続
す
る

で

あ
ろ

う
こ

と

を

意
味
す

る
。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
〔
七
頁）

そ
の

よ

う

な

〈

西
洋
近

代
の

体
制
が

と

ど

ま

る
こ

と

の

な
い

拡
張
を

見
せ

て

き

た

近

現
代
の

世
界
〉

で

あ
る

く

世
俗
V

社
会
に

つ

い

て

タ

ラ

ル

・

ア

サ

ド

は

記
述

す

る
。

（

主

と

し

て

西
欧
キ

リ

ス

ト

教

社
会
に

お

い

て
）

「

（
エ

ピ

ス

テ

ー

メ

ー

の

範
曙
と

し

て

の
）

　
ザロ
セ

キ
ュ

ラ

エ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

セ

キ
コ

ラ

リ

ズ
ム

「

世

俗
」

は

政
治
的
教
理

と

し

て

の

「

世
俗
主

義
」

に

概
念
的
に

先
行
す

る
こ

と
、

長
い

時
間
を

経
て

さ

ま

ざ
ま

な

概
念、

実
践

、

感
性
が

集

合
し

て

「

世
俗
」

と
い

う
も

の

を

形
成
し

た

こ

と
」

を
。

［

国
家
が

階
級

、

性
、

宗
教
に

基

づ

く

種
々

の

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

ー

を

超
越
し

、

対
立

す

る

世
界
像
を

統
一

的
な

体
験
に

置
き

換
え

る
べ

き

…

…
こ

の

超

越
的

媒
介
が

、

世
俗
主
義
で

あ

る
と

説
明
さ

（504） 216
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仏教 と倫理

れ

る
凵

（
皿

九

頁
）

　
「

政
治
的

教
理

と

し

て

の

世
俗
主
義
が

出

現
し

た

の

は
、

近
代

欧
米

社
会
に

お

い

て

で

あ
っ

た
」

。

そ

れ

が

「

特
殊
に

西

欧
的
な

も

の
」

な

の

か
、

「

出
所
が

ど

こ

で

あ

れ、

今
日

の

グ
ロ

ー
バ

ル

な

状

況
に

適
用
で

き

る

こ

と

に

変
わ

り

は

な

い
」

（
二

頁）

の

か
、

ポ
レ

ミ

ッ

ク

で

は

あ
る
が

、

こ

こ

で

は
、

後
者
の

理

解
に

し

た

が
っ

て

お

こ

う
。

ま

た
、

ズ
人

間
は

、

自
ら

の

市
民
た

る

地

位
と

は

無
関
係

に
、

権
利
を
有
す
る
〉

と
い

う
思

想
は
、

ラ

テ
ン

・

キ

リ
ス

ト

教

世
界
に

お

け

る

自
然
法
の

思

想
と
、

そ

の

淵
源
で

あ

る
ロ

ー
マ

法
の

解

釈
に

ま

で

遡
る

、

複
雑
な

歴

史
を

も
っ

て

い

る
」

（

一

七
〇

頁
）

と

言
わ

れ

る

が
、

現
代
の

日
本

社
会
に

お

い

て
、

〈

人

権
で

「

人

間
」

を
救

済
す
る
V

と

の

思
想
（

世

俗
倫
理
）

も
、

個
々

の

宗
教

倫
理

と

共
存
し
て

い

る

と

言
え
る

だ

ろ

う
。

　

宗

教
も

倫
理
も

複
数
存
在
す

る
。

倫
理
は

、

人

間

行
動

、

特
に
、

対
他

関
係
に

お

け

る

実
践

的
価
値
（

規

範
性）

で

あ
る

。

そ
れ

は
、

規
範
性
を
と

も

な

う
が

ゆ

え
に

常
に

求
め

続
け
ら

れ

る

も
の

で

あ

る
。

異
な

る

倫
理

（

主

張
の

実
践
）

が

衝
突
し

、

当
面
の

対
応

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

？）

解
決
が

見
出
さ

れ
て

も

（

た

と

え

ば
、

宗
教
的
輸
血

拒
否
者
を
め

ぐ

る

場
合
）

、

そ

れ

ぞ

れ
の

価
値
主
張
は

続
く
か

ら

で

あ
る

。

　

宗
教
は

、

人

間
を

超
え
た

真
理
や

実

在
な

ど
へ

の

関
心
を

中
心
に

し
た

活
動

態
で

あ

る
。

各
々

の

宗
教
に

お

け

る

宗

教
的

実
践
や

（

信

者
の
）

生

活

行
動
の

営
為
な

ど

が

宗
教
倫
理
で

あ
る

が
、

そ

れ

ら

の

意
味
づ

け

は
、

個
々

の

宗
教
に

よ

っ

て

同
じ

で

は

な
い

。

宗

教
は

、

歴

史
的
に

生

成
し

、

信
者
群
（

共
同
体
）

が

生
ま
れ

る

が
、

そ
こ

に

は
、

超
倫
理
あ
る
い

は

反
倫
理

（

倫
理
に

と

ら

わ

れ

な
い

在
り

方
）

が
生
ま

れ

る

可

能
性
／
危
険

性
も

秘
め

ら

れ
て

い

る
。

ま

た
、

宗
教
は

、

そ
の

宗
教
に

生
き

る

人

（

信
者）

が

生
ま

れ

続
け

な

け

れ

ば

衰
退
し

て

し

ま
う

、

そ

の

よ

う

な
も

の

で

も

あ
る

。

　

人
は

、

さ
ま

ざ
ま

な

倫
理

（

宗
教
倫
理

や

市
民
社
会
の

倫
理

な

ど
）

を

生
き

る
。

宗
教
に

生
き

る

人
も
あ
れ

ば
、

宗
教
に

関
心
を
持

た

ず
に

生
き
る

人
も

あ
る

。

複
数
の

宗
教
を
生
き

る

人
も
あ
る

。

人
は

必

ず
し

も
ひ

と
つ

の

倫
理

に

生
き

る

の

で

は

な
い

が
、

な
ん

ら

217 （505）
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か

の

倫
理
を

求
め

続
け

る

か

ぎ

り
、

そ

こ

に

は
、

倫
理

的
生
が

あ
る

。

世

俗
（

非
宗

教
）

の

立
場
と

並

ん

で

諸

宗
教
が

存
在
し

て

い

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

膃

る
。

宗
教
が

現
代
人
の

生
き

る

価
値
観
の

ひ

と

つ

に

す

ぎ
な

い

と
い

う
か

ぎ

り
、

宗
教
は

、

〈

倫
理

的
生
の

周
縁
部
に

お

い

や

ら
れ

て

い

る
〉

の

で

あ
る

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

岡

　

個
々

の

宗
教
倫
理

、

市
民
社
会
の

倫
理
な

ど

の

混

在
状
況
に

お

い

て
、

各
々

は
、

互
い

に

限
定
的
な

も
の

で

あ

り
、

か

つ
、

独

自
な

も
の

で

あ

る
こ

と

を
際
立

た

せ

合
っ

て

い

る
。

そ

し

て
、

「

宗
教
と

倫
理
」

（

の

異
同

・

関
係
へ

の

問
い
）

が

主
題
化
さ

れ

る

と
こ

ろ

に

お

い

て
、

個
々

の

宗
教
も

倫
理
も

、

そ

れ
ぞ

れ

の

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

が

問
わ

れ

て

く
る

こ

と

と

な

る
。

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
ダ

ル
マ

　

　
　
　

ニ

　
「

仏
教
と

倫
理
」

i
〈

法
・

真
理
へ

の

関
心
に

生
き
る
〉

実
践
性

1

　
「

仏
教
と

倫
理
」

が

主
題
化
さ

れ

る

と

こ

ろ

で
、

ど

の

よ

う

な

こ

と

が

ら

が

課

題
と

な

る
の

だ
ろ

う
か

。

「

仏
教
と

倫
理
」

も

「

宗
教

と

倫
理
」

と

同
じ
く

多
義
的
で

あ
る

。

〈

仏
教
は

倫
理

で

は

な
い
〉

と

の

理

解
が

存
す

る
一

方
、

「

仏
教
倫
理
」

（
じd

巳

鼻
聲
国

珪

琶

が

　
　
　

　
　
　

　
？）

実
践

的
に

語
ら

れ

る
。

「

倫
理

卑
ぼ
o
ω
」

が

多
義
的
に

理

解
さ

れ

る

ゆ

え

で

あ
ろ

う
が

、

仏
教
に

お

け

る

「

行
」

「

戒
律
」

と
い

う

実

践
的
な

る

も
の

（

と

の

異

同
な

ど
）

が

問
わ

れ

る

か

ら

で

も

あ
る

。

　
1
　
〈

仏
教
に

は

倫
理
が

欠
如
し

て

い

る
V

　
〈

仏
教
に

は
、

倫
理

、

と

り
わ
け

、

社
会

倫
理
が

欠
如
し

て
い

る
〉

と

の

批

判
が

あ
る

。

倫
理

が
、

な

ん

ら

か

の

超
越
的
実

在
に

規

定
さ

れ

る

よ

う
な

道

徳
・

社
会
的

規
範

、

あ
る
い

は
、

社
会
形

成
力
を

持
つ

規

範
な

ど

と

理

解
さ

れ

る

場
合
に

は
、

た

し

か

に
、

そ

う

で

あ
ろ

う
。

仏
教
は
、

「

出
世
間
」

の

宗
教
で

あ

り
、

「

世
間
」

（

社
会
生

活
）

で

価
値

形
成
的
に

は

た

ら

く
行

為
規
範
を

教
え

る

も

の

で

は

な
い

か

ら

で

あ
る

。
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仏教 と倫理

　

田

村
芳
朗
は

「

仏
教
に

お

け
る

倫
理

性
欠
如
」

の

問
題
に

つ

い

て
、

「

仏
教
の

本
質
そ

の

も

の

に
、

す

で

に

倫
理

性
を

欠
如
す
る

契

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
〔
4）

機
が

あ

り、

そ

の

倫
理

性
と

は
、

と

く

に

社
会

倫
理

を
さ

す
」

と

指
摘
す
る

。

　
「

キ

リ
ス

ト

教
か

ら
、

キ

リ
ス

ト

教
は

倫
理

性
に

と

む

宗
教
で

あ
る

の

に

た
い

し
、

仏
教
は

倫
理

性
に

欠
け
て

い

る

と

の

評
が

だ
さ

れ

て

い

る
。

…

…

こ

こ

で

キ

リ

ス

ト

教
が
い

わ
ん

と

す
る

倫
理
と

は
、

儒
教
倫
理
の
ご

と

き
、

と

ざ
さ

れ

た

社
会
内
の

秩
序
維
持
と

し

て

の

倫
琿

で

は

な

く
、

そ

れ

は

否
定
し

、

こ

え
る
の

で

あ

る

が
、

そ

の

否
定
し

、

こ

え

た

と

こ

ろ

か

ら
、

歴
史
形
成
・

社
会
改
造
の

実

践
を
お
こ

し

て

く

る

こ

と

を

意
味
し

て

い

る
。

仏
教
に

は
こ

の

よ

う
な

意
味
の

倫
理
が

欠
如
し

て

い

る

と

評
す
る

の

で

あ

る
。

そ

の

批

評
の

論

点
は
、

仏
教
の

進

展
史
の
」

時
期
よ

り
、

む

し
ろ

、

仏
教
の

根
本
的
立
場
に

向

け
ら

れ
て

い

る

の

で
、

大
別
す
れ

ば
、

仏
教
の

遁

世
主

義
、

空
・

一

如
思

想、

ひ

い

て

は
、

神
秘
主

義
的
性
格
が

あ
げ
ら

れ

る
」

（一、一
七

頁）

と

し
て

、

多
く

の

論
者
の

指
摘
を

整
理
し

て
い

る
。

　
（

遁

世
主

義
に

つ

い

て
）

　
＊

論
理

的
に

は

科
学
と

矛

盾
し

な
い

が
、

積
極
的
に

科
学
を

媒
介
と

し

て

歴
史
的
世

界
の

形
成
の

た
め

に

身
を

さ

さ

げ
る

と
い

う
如

　

　
き

創
造

的
精
神
が

具
体
化
さ

れ

が

た
い

傾
向

。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
柳
田

謙
＋
郎）

　
＊

仏
教
の

本
来
の

性
格
の

な

か

に
、

歴

史
的
自
覚

、

時

間
に

対
す
る

自
覚
と
い

う
も

の

が

と

ぼ

し

い
。

　
　

　
　
　

　
（
大
島

康
正）

　
＊

歴
史
と

と

も
に

発
展
し

、

歴
史
を

進
展
さ

せ

て

い

く
よ

う

な
、

弾
力

性
を
も
っ

た

道
徳
に

か

け
る

。

　
＊

（

初
め

か

ら

非
常
に

出
世
間
的
な
形

態
を

と
っ

て

成
立
し

て
い

る
、

大

乗
仏
教
に

な
っ

て
、

世
間
の

な

か

で

は

た

ら
く
と
い

う
こ

　

　
と

が

強

調
さ

れ

た

け
れ
ど

も
）

や
っ

ぱ
り
ど
こ

か

出

世
間
と
い

う
と

こ

ろ
へ

始
終
帰
る

と
い

う
方
向
が

強
く

働
い

て

い

る
。

世
間

　

　
の

中
へ

徹
底
す

る
こ

と

自
身
が

同
時
に

出
世
間
の

徹
底
だ

と
い

う

よ

う
な
こ

と

が
、

実

際
問
題
と

し

て

は

な
か

な

か

う
ま

く
展
開
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さ

れ

て
い

な
い

。

＊

仏
教
の

な
か

に

も

初
め
か

ら

ソ

ー
シ

ャ

ル

・

エ

シ

ッ

ク
ス

で

あ

る

よ

う

な

も

の

が

ズ
ッ

と

生

き

て

来
て

い

る
と

い

う
こ

と

は

疑
い

　
な
い

と

し
て
、

た

だ

そ

れ

が
い

わ
ば

種
子
の

よ

う
な

も
の

で
、

そ

の

種

子
が

世
間
の

地
上

の

上

に

播
か

れ
て

育
て

ら

れ

る

と
い

う

点
に

な
る

と
、

今
ま

で

問
題
が

あ
っ

た
。

…

…

西
洋
の

場
合
に

は

キ

リ

ス

ト

教
に

於
け

る

宗
教
的
な

平

等
と

か

自
由
と

か

い

う
も

　
の

が
、

社
会

的
な

平
等
と

か

自
由
と

か

へ

発
展
し

た
。

そ

う
い

う

発
展
が

仏

教
で

は

見
ら

れ

な
い

。

＊

今
日

の

仏
教
に

と

っ

て

最
も
重

要
と

思
わ

れ

る
こ

と

は
、

そ

の

根
本
の

立
場
を
す

て

る

こ

と

な

し
に

、

人
間
存
在
の

歴
史
的
お

よ

　
び

社
会
的
側
面
に

関
す
る

新
し
い

宗
教
思

想
を

展
開
さ

せ

る

こ

と
、

…

…

例
え
ば

仏
教
の

無
我
の

立
場
か

ら

見
た

場
合、

社
会
関

　
係
は
ど

の

よ

う
な

も
の

で

あ
る

べ

き

か
、

ま
た

歴
史

的
生
は

ど

の

よ

う
に

解
さ
れ

る
べ

き
か

、

と

い

う
こ

と

が
一

つ

の

重

要
な

問

　
題
を
な
す

。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
西
谷
啓
治）

（

空
・
一

如
思
想
に

つ

い

て
）

仏
教
に

お

け

る

空

思
想
は
、

有
に

た
い

す
る

無
と

い

う
二

元

相
対
的
な

無
な
い

し

否
定
を
こ

え

た
、

否
定
の

否

定
と

し
て

、

単
な

　
る

否

定
で

は

な
い

は

ず
で

あ

る

が
、

そ

れ

が

単
な

る

否
定
に

と

ど

ま

り
が

ち

な

こ

と
、

い

っ

ぽ

う
、

否
定
の

否

定
と

い

う

こ

と

が
、

単
な

る

肯

定
に

転
ず
る

も

の

で

は

な
い

は

ず
で

あ
る
が

、

そ

れ

が
、

単
な

る

肯
定
に

お

ち

い

り
が

ち

な

こ

と
、

そ

の

結
果、

有
・

無、

肯
定
・

否
定
の

二

元

対
立
的

、

矛
盾
的
統
一

が

み

う
し

な

わ
れ

、

単
な

る

同
一

性
論
理
に

お

ち

い

り、

歴
史
社
会
へ

の

生

成
・

対
決
と

い

う

動
的
な

倫
理

実
践
が

消
失
す

る
。

　（

じ

ゅ

う
ぶ

ん
な

弁
証
が

な
さ

れ

て

は

い

る

が
）

実
際
に

は
、

現
実
離
脱
に

と

ど

ま

る

か
、

逆

に

現
実
堕

落
に

お

ち

い

っ

て

お

り
、

　
そ

こ

で

空

思
想
に

批

判
の

目
が

む
け

ら

れ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
四

三

頁）
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、教 と倫理

　

ジ
ョ

ン

・

B
・

カ

ブ
・

知
も

（

仏
教
に

）

「

歴
史
形

成
・

社
会

改
造
の

実
践
を
お

こ

し

て

く
る

よ

う
な

倫
理
」

が

欠
如
し

て

い

る

と

　

　
　

　

　ハ
らね

の

指
摘
を
す
る

。

　

＊

キ
リ
ス

ト

教

徒
に

と
っ

て

な

く
て

残
念
だ

と

思
わ

れ

る

も
の

は

徳
な
い

し

善
で

は

な
い

。

欠
如
し

て
い

る

の

は
、

社
会
が

そ

の

力

　

　

に

よ
っ

て

審

判
さ

れ

る

と

こ

ろ

の

超
社
会
的
規

範
な

の

で

あ
る

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

（
一

三

二

頁
）

　

＊

概
し

て

仏
教
は

、

そ

の

信
奉
者
た

ち

に

よ

る

社
会
的
・

政
治

的
諸
計
画
の

批
判
的
評
価
へ

の

注

目
を
促
し

た

り
、

か

れ

ら
が

社
会

　

　

的
抗
議
行
動
の

最
前
線
に

立
つ

よ

う
に

勧
め

た

り

し

な

い
。

こ

れ

は
、

個
々

人
の

超
社
会
的
実

在
、

つ

ま

り
空

な
い

し

阿
弥
陀
に

　

　

対
す
る

関
係
の

様
態
が

か

れ

ら
を

社
会
的
諸
構
造
と

そ

れ
ら

の

歴
史
的
審
判
へ

と

む

か

わ
せ

な
い

か

ら

だ

と

思

わ

れ

る
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　（

匸

三
二

頁）

　

＊

聖

書
に

お

い

て

神
は
、

し

ば

し
ば
立

法
者
お

よ

び

裁
判
官
と

し
て

考
え

ら
れ

て

い

る
。

…

…
た

し
か

に

神
は
、

そ

の

命
令
が

直
接

　

　
の

社
会

的
関
連

性
を

も
つ

、

諸
規

範
の

超

社
会
的
根

源
と

し

て

社
会
を

超
え

て

存
立

す

る
。

社
会
が

正

し

く

機
能
し

て

い

る
か

ど

　

　

う
か

に

つ

い

て

の

問
い

か

け

は
、

絶
え

ず

更
新
さ

れ

る
。

こ

の

聖

書
的
見
解
が

注
意
を

社
会
正

義
の

諸
問
題
に

向
け

る
こ

と

は

疑

　

　
い

を
い

れ

な
い

の

で

あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
一

三

四

頁）

　

い

ず
れ

も
、

仏
教
の

本

質
構
造
に

お

い

て
、

ま

た
、

歴

史
的
現
実
態
に

お

い

て
、

倫
理

性
（

特
に

社
会
倫
理
）

が

欠
如
し

て

い

る

こ

と

を

指
摘
す

る

も

の

で

あ
る

。

　

い

っ

た

い
、

社
会
倫
理
と

は
、

ど

の

よ

う
な
こ

と

が

ら
な

の

だ

ろ

う

か
。

歴
史
的
に

形
成
さ

れ

て

き

た

社
会

構
造
を

修
正

す
る

よ

う

な

営
為

、

あ
る
い

は
、

（

近

代
的
な
）

〈

世
俗
〉

社
会
の

な
か

の

営
為
に

参
加
す
る
こ

と

な

の

だ

ろ

う
か

。

日

本
仏
教
の

現
実
態
に

は
、

葬
祭
宗
教
と

し

て

の

営
為
が

主
と

な
っ

て

い

て

「

社
会
参
加
（

実
践）
」

が

希
薄
で

あ
る

と

理
解
さ

れ

る

こ

と

も

少
な

く

な
い

。

「

葬
式
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仏
教
」

は
、

日

本
仏
教
が

長
い

歴
史
の

な
か

で

〈

社
会
に

参
加
し

、

十
分
な
し
か

た

で

土

着
化
し

た
〉

形
態
と

も

言
え
よ

う
が

、

葬
祭

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
〔
6）

に

関
わ
る

営
為
は

コ

社
会
参
加
（

実
践）
」

と

の

文
脈
で

は

理

解
さ

れ
な

い

よ

う
で

あ
る

。

ど

の

よ

う

な

実
践

的
営
為
が

「

社
会
倫
理
」

な
の

か
、

宗
教
に

お

け

る

基
本
的
な

行
動
関
心
（

宗
教

的
実
践
）

の

と

こ

ろ

か

ら

考
え

ら

れ

ね

ば
な
ら
な
い

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

　

2
　
宗
教

倫
理
の

諸
相

　

現

代
グ
ロ

ー
バ

ル

状
況
に

お

い

て

出
会
わ

れ

る

宗
教
倫
理
／
価
値
規
範
は

さ

ま

ざ

ま

で

あ
る

。

〈

自
然

権、

道
徳
法

則
（

な

ど
）

へ

の

関
心
に

生
き

る
〉

倫
理

は
、

人
間

自
身
の

自
然
状
態
（

自
律
的
存
在
と

し

て

の

人
間
）

か

ら

語
ら

れ
る

。

カ

ン

ト

が

提
示

す

る

定
言

命
法
（

「

行
為
の

格
律
が

普
遍
的
法

則
と

な

る

こ

と

を
、

当
の

格
律
に

よ
っ

て

同
時
に

欲
し

う
る

よ

う

な

格

律
に

し

た

が
っ

て

の

み

行

　

　〔
7）

為
せ

よ
」

）

は

そ

の

ひ

と

つ

で

あ
る

。

人

問
は

自
律

的
意
志
を

持
つ

理

性

的
存
在
者
で

あ
る

。

意
志
は

自
分

自
身
に

法
則
を

与
え

る

立

法
者
と

み

な

さ

ね

ば
な

ら

な
い

よ

う
な

仕
方
で

法

則
に

し

た

が

う
の

で

あ
る

。

自
身
の

人

格
な

ら
び

に

他
者
の

人

格
は

単
に

手
段
と

し

て

で

は

な

く
目
的
と

し

て

あ
つ

か

わ

れ

る
べ

き

も

の

で

あ
る

。

ま

た
、

「

仁
・

義
・

礼
・

智
・

信
」

「

孝
・

悌
」

な

ど
、

人
と

し

て

守
る

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
8）

べ

き

道

徳
（

徳
目

）

を

教
え
る

儒
教
は

、

八

人

倫
の

秩
序
に

生
き

る
〉

こ

と

を

教
え
る

倫
理

（

社
会
倫
理

／
宗
教
倫
理
）

で

あ
る

。

　

キ

リ
ス

ト

教
は

、

〈

神
へ

の

関
心

に

生
き

る
〉

こ

と

を

教
え

る

宗
教
で

あ
る

。

聖

書
の

神
は

「

そ

の

命
令
が

直

接
の

社
会

的
関
連
性

を

も
つ

、

諸
規
範
の

超
社
会
的
根

源
と

し

て

社
会
を
超
え

て

存
立

す
る
」

の

で
、

「

社
会
が

正

し

く
機
能
し

て

い

る

か

ど

う

か

に

つ

い

て

の

問
い

か

け

は
、

絶
え
ず

更
新
さ

れ

る
」

。

つ

ま

り
、

「

社
会
倫
理
」

と

し

て

は

た

ら

く
関
心
は

キ

リ

ス

ト

教
と
い

う

宗
教
の

構
造
の

内
に

見
い

だ
さ

れ

る
。

他
方

、

仏
教
で

は
、

「

個
々

人
の

超

社
会
的

実

在、

つ

ま

り

空
な
い

し

阿
弥

陀
に

対
す
る
」

独
自
な

関
係
の

仕

方
が

「

社
会

的
諸
構
造
と

そ

れ

ら

の

歴
史

的
審
判
へ

と

む

か

わ
せ

な

い
」

の

で
、

「

社
会

倫
理
」

と

し

て

は

た
ら

く

関
心
が

見
い

だ
さ

れ

な
い

と

す

る
。

こ

の

指

摘
は

示

唆

的
で

あ
る

。
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、教 と倫理

　
　

　

　
　

ダ
ル

マ

　

仏
教
は

、

〈

法
・

真
理
へ

の

関
心
に

生
き

る
〉

こ

と

を
教
え

る

宗
教
で

あ
る

。

人
間
の

生

活
／
社
会

的
諸
活
動
の

な
か

で

〈

自
身
が

苦
［

非
真
理
］

の

な

か

に

在
る
〉

こ

と

が

発
見
さ

れ

て
、

そ

の

「

苦
」

［

非
真
理
］

の

解
決
を

求
め

る

こ

と

が

基
本
的
な

関
心

で

あ
る

。

「

苦
」

［

非
真
理
］

を

克
服
し

た

境
地
を

体
現
す

る

も
の

が

「

空
な

い

し

阿
弥
陀
」

（

ブ
ッ

ダ
な

ど
）

で

あ

る
。

そ

れ

は
、

た

し
か

に
、

「

超

社
会
的
実
在
」

、

宗
教
的
真
理
で

あ

る

が
、

人

間
の

生
活
行
動
に

対
す
る

規

範
の

源
に

位
置
す
る

も
の

で

は

な
い

。

　
〈

神
へ

の

関
心
に

生
き
る
〉

宗
教
倫
理

（

ア

ブ

ラ
ハ

ム

宗
教
）

　
〈

神
へ

の

関
心
に

生
き

る
〉

宗
教
倫
理

は
、

キ

リ
ス

ト

教
の

み

な

ら

ず
、

ユ

ダ
ヤ

教
・

イ

ス

ラ

ー
ム

も

ア

ブ
ラ

ハ

ム

宗
教
と

し

て

同

質
で

あ
る

。

　

ア
ブ
ラ

ハ

ム

を

信
仰
の

父
と

す
る

宗
教
（

人

閲
に

神
の

意
が

は

た

ら
い

て

い

る

と

の

根
本
的
前
提
に

立
つ

宗
教

、

啓
示
の

宗
教
）

に

お

い

て

は
、

人

間
に

み

ず
か

ら
を

啓
示

し

て

く
る

神
の

言
葉
を

信
頼
し

、

そ

の

意
に

即
し

て

行
為
す
る
こ

と

が

「

信
」

で

あ
り、

そ
こ

に

人
生
が

あ
る

と

理

解
さ

れ

る

宗

教
で

あ

る
。

神
へ

の

関
心
に

お

い

て

生
き

る

宗

教
、

神
が

イ
ス

ラ

エ

ル

の

民
へ

と

語
り
契
約
す

る
こ

と

が

ら

に

即
し

て

生
き

る

こ

と

を

教
え

る

宗
教
で

あ
る

。

　
　

主
は

ア

ブ

ラ

ム

に

言
わ

れ
た

。

あ
な

た

は

生
ま

れ

故
郷

、

父
の

家
を

離
れ

て
、

わ

た

し

が

示

す
地
に

行
き

な

さ
い

。

…

…

ア
ブ

ラ

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〔
9）

　
　

ム

は
、

主

の

言

葉
に

従
っ

て

旅
立
っ

た
。

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

（
創
世
記
一

二

章
一
、

四

節）

　

神
が
モ

ー
セ

に

語
る

。

「

わ

た

し

は

あ
な

た

の

父
の

神
で

あ

る
。

ア

ブ

ラ
ハ

ム

の

神
、

イ

サ

ク

の

神
、

ヤ

コ

ブ

の

神
で

あ

る
」

（
出
エ

ジ
プ

ト

記
三

章
六

節）
、

「

今、

行
き

な

さ
い

。

わ

た

し

は

あ
な

た

を
フ

ァ

ラ

オ

の

も

と

に

遣
わ

す
。

わ

が

民
イ

ス

ラ

エ

ル

の

人

々

を
エ

ジ

プ

ト

か

ら

連
れ

出
す
の

だ
」

（
同
］
一

節）
。

　
　

わ

た

し

は

主
、

あ
な
た
の

神
、

あ
な
た

を
エ

ジ

プ

ト
の

国
、

奴
隷
の

家
か

ら

導
き

出
し

た

神
で

あ
る

。

あ

な

た

に

は
、

わ
た

し

を

223 （511）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

　

　

お

い

て

ほ

か

に

神
が

あ
っ

て

は

な

ら

な
い

。

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

（
出
エ

ジ

プ

ト
記
二

〇
章
二
、

三

節）

　

　

あ
な

た

た

ち

は
、

あ

な

た
た
ち

の

神
、

主
に

従
い
、

こ

れ

を
畏
れ

、

そ

の

戒
め

を
守
り

、

御
声
を
聞
き

、

こ

れ

に

仕
え

、

こ

れ

に

　

　

つ

き

従
わ

ね

ば

な

ら
な
い

。

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　

（
申

命
記
一

三

章
五

節）

　

イ
ス

ラ

ー
ム

に

お

い

て

も

同
じ

で

あ
る

。

　

汝
ら
は
こ

う

唱
え

る

の

じ
ゃ

。

「

わ

れ

ら

は

ア
ッ

ラ

ー

を

信
じ

、

わ

れ

ら

に

啓
示
さ

れ
た

も

の

を
、

ま
た

イ
プ

ラ

ー

ヒ

ー
ム

と

イ

ス

マ

ー

イ
ー
ル

と

ヤ

ア

ク

ー

ブ
と

（

イ

ス

ラ
エ

ル

の

十
二
）

支
族
に

啓
示
さ

れ

た

も

の

を
、

ま

た
ム

ー

サ

（
モ

ー
セ
）

と

イ
ー
サ

i
（

イ

エ

ス
）

に

与
え

ら

れ

た

も
の

を
、

ま

た

す
べ

て

の

預
言
者
た

ち
に

神
か

ら

与
え

ら
れ

た

も

の

を

信
じ

ま

す
。

わ

れ

ら
は

彼
ら

の

問
に

誰

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
10）

彼
の

差
別
は

致
し

ま

せ

ん
。

わ

れ

ら

ア

ッ

ラ

ー
に

帰
依
し

奉
り
ま

す
」

と
。

　

ア

ブ
ラ

ハ

ム

は

神
に

し

た
が
っ

て

旅
立
っ

た
。

モ

ー

セ

は

神
の

言
葉
（

神
の

意
）

に

し

た
が

っ

て

エ

ジ

プ

ト
へ

行
き
、

人
々

に

神
か

ら

の

言

葉
を

伝
え
、

共
に
、

神
の

言
葉
に

し

た

が
い

、

神
の

意
に

応

答
的
に

生

き

る
。

ア

ブ

ラ

ハ

ム

宗
教
（
ユ

ダ
ヤ

教
・

キ

リ
ス

ト

教
・

イ
ス

ラ

ー

ム
）

は
、

神
の

言
葉
（

神
の

意、

命
法

、

律
法）

に

し

た

が
っ

て

生
き

る
、

神
へ

の

関
心
に

生
き

る

宗
教
で

あ
る

。

　

何
を

食
べ

る

か

（

食
べ

て

は
い

け
な
い

か
）

に

つ

い

て

も

教
え

ら
れ

て

い

る
。

「

イ

ス

ラ

エ

ル

の

民
に

告
げ
て

こ

う
言
い

な

さ
い

。

地
上
の

あ
ら

ゆ

る

動
物
の

う
ち

で
、

あ
な

た

た

ち

の

食
べ

て

よ
い

生
き

物
は

、

ひ
づ

め

が

分
か

れ
、

完
全
に

割
れ
て

お

り
、

し

か

も

反

す
う
す
る

も

の

で

あ
る

。

従
っ

て

反
す

う
す

る

だ

け
か

、

あ
る
い

は
、

ひ

づ

め

が

分
か

れ

た

だ

け

の

生

き

物
は

食
べ

て

は

な

ら

な
い

。

ら

く

だ

は

反
す
う
す

る

が
、

ひ
づ

め

が

分
か

れ

て

い

な
い

か

ら
、

汚
れ

た

も
の

で

あ
る
」

（

レ

ビ

記

＝

章
ニ

ー
四

節）
。

　

生
き

て

い

く
こ

と
、

生

活
の

す
べ

て

に

お

い

て
、

神
の

意
に

し

た

が
っ

て

生

き

る
。

社
会
的
関
係
に

お

い

て

も

同
じ

で

あ

る
。

困
難

な

事
態
に

直
面
し
た

際
の

行
為
の

選
び
に

お

い

て

も

同
じ

で

あ
る

。

神
の

意
に

即
し

て

生
き

る
。
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仏教 と倫理

　

ナ
ザ
レ

の

イ
エ

ス

を
「

神
の

子、

救
い

主
ク

リ

ス

ト
ス
」

と

受
け
と

め

る

人
々

は
、

特
に

、

イ
エ

ス
・

キ

リ
ス

ト

の

こ

と

ば

を

手
が

か

り
に

し
て

〈

神
〉

へ

の

関
心
に

生
き
る

。

パ

ウ

ロ

は
、

「

人
は

律
法
の

実
行
で

は

な
く
、

た

だ
イ
エ

ス

・

キ

リ

ス

ト
へ

の

信
仰
に

よ

っ

て

義
と

さ

れ

る
」

（
「

ガ

ラ

テ
ヤ

の

信
徒
へ

の

手
紙
」

二

章
一

六

節）

と

述
べ

る

時、

「

律
法
」

を

限
定

的
な

意

味
で

（

キ

リ

ス

ト

へ

の

信
仰

に

帰
ら

れ

る
よ

う
な

も

の

と

し

て
）

理

解
し

て
い

る

が
、

イ
エ

ス

は
、

「

わ

た

し

が

来
た

の

は

律
法
や

預
言

者
を

廃
止

す
る

た

め

だ
、

と

思
っ

て

は

な

ら

な
い

。

廃
止

す
る

た

め

で

は

な

く、

完

成
す

る

た

め

で

あ．
る
」

〔
「

マ

タ

イ
に

よ

る

福
音
書
」

第
五

章
一

七
節
）

と

の

よ

う

に
、

〈

神
へ

の

関
心
に

生
き

る
〉

こ

と
の

根
源
を

意
味
す
る

よ

う

な

「

律

法
」

を

の

べ

て

い

る
。

　

ム

ハ

ン

マ

ド

を
「

預
言
者
」

（

神
の

使
徒
）

と

受
け
と

め

る

人
々

は
、

特
に

、

ム

ハ

ン

マ

ド

の

も

と

で

〈

神
〉

へ

の

関
心
に

生
き

る
。

そ

の

人
々

に

お

け
る

「

信
」

の

内

実
お

よ

び

実
践
行

為
は

「

六

信
五

行
」

（

ス

ン

ナ

派）

と

表
現
さ

れ

る
。

六

信
は

、

神
（

ア

ッ

ラ

ー
）

・

天

使
（

マ

ラ

ー

イ
カ
）
・

啓
典
（

ク

ト

ゥ

ブ
）

・

使
徒
（

ル

ス

ル
）

来
世
（

ア

ー
ヒ

ラ
）
・

定
命
（

カ

ダ
ル
）

、

五

行
は

、

信

仰
告

白
（

シ

ャ

ハ

ー

ダ
）

・

礼
拝
（

サ

ラ

ー
）

・

喜
捨
（

ザ
カ

ー

ト
）

・

断
食
（

サ

ウ
ム
）

・

巡
礼
（
バ

ッ

ジ
）

で

あ
る

。

　

歴
史
的
に

は
、

イ

ス

ラ

エ

ル

の

宗
教

伝
統
を

生
き

る
ユ

ダ
ヤ

教

徒
、

ナ
ザ
レ

の

イ
エ

ス

を

「

神
の

子
・

救
い

主
」

と

受

け

と

め

る

人
々

（

キ

リ
ス

ト

教

徒
）

、

ム

ハ

ン

マ

ド

を

「

預

言
者
」

と

受
け
と

め

る

人
々

は
、

別
々

の

宗
教

共
同

体
を

形
成
し
て

き
て

い

る

が
、

〈

神
へ

の

関
心

に

生

き

る
〉

宗
教

倫
理

と
い

う
こ

と

で

は

同
質
で

あ
る

。

　

ダ
ル
マ

　
〈

法
・

真
理
へ

の

関
心
に

生
き
る
〉

宗
教
倫
理

　

仏
教
は

、

〈

釈
尊
の

教
え
〉

（

経
典
）

に

帰
依
し

、

そ

の

教
え

に

し

た

が
っ

て

〈

仏
陀
（

覚

者）

に

成
る
〉

（

証
）

こ

と

を

究
極

的
な

理

想
と

す

る

宗

教
で

あ
る

。

仏
陀
に

な

る

た

め

の

〈

行
〉

が

仏
教
徒
に

と
っ

て

の

実
践
に

他
な

ら
な
い

。

ゴ

ー

タ
マ

・

シ

ッ

ダ
ー

ル

タ

は

仏
陀
（

覚
者
）

と

な
っ

た
が
、

彼
だ

け
で

は

な
い

。

誰
も

が

ひ

と

り
ひ

と

り

仏
陀
と

な
る

こ

と

が

で

き
る

。

〈

仏
陀
と

な

る
こ

と
〉

225 （513）
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ダ

ル
マ

（

法
・

真
理

を

正

し
く

見
る

こ

と
）

が

根
本
的
な

関
心
で

あ

り
、

そ

れ
を

求
め

る
こ

と

（

行
）

が

実
践
に

他
な

ら

な
い

。

　

ダ
ル

マ

　
〈

法
・

真
理
V

と

は
、

生

老
病
死
と
い

う
人

間
が

生

き

る

現
実
（

世
間
）

は

〈

迷
い

・

無
明
・

苦
〉

で

あ
る
、

と
い

う

も

の

で

あ

る
。

仏
教
は

、

〈

生
老

病
死
の

現
実

・

苦
V

か

ら

の

解
脱
（

転
迷

開
悟）

を

関
心
事
と

す

る

「

出
世

間
」

の

宗
教
で

あ
る

。

そ

れ

は
、

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ダ
ル

マ

〈

迷
い

・

無
明
・

苦
〉

の

現
実
を

超
え

る

（

世

間
を

出
る

）

こ

と
、

ま

た
、

〈

法
・

真
理
〉

を

悟
る

た

め

の

「

行
」

実
践

に

お

い

て

〈

世
間
へ

出
る
〉

こ

と

を

教
え

る

（

行
為
は

さ

ま

ざ
ま

な

縁
に

お

い

て

行
わ

れ

る
）

。

い

ず
れ
に

あ
っ

て

も
、

仏
教
に

お

け

る

実
践
は

、

　

　

　
　

　
ダ
ル

マ

基

本
的
に

、

〈

法
・

真
理
へ

の

関
心
に

生
き

る
〉

こ

と

に

他
な

ら

な
い

。

三

　
戒
律

・

実
践

・

倫
理

−
仏
教
徒
で

あ

る
、

仏
教
徒
と

な
る

ー

　
1
　
「

戒
・

律
」

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
ダ
ル

マ

　

仏
教
に

は
、

「

戒
律
」

と
い

う
行
動

指
針
が

あ
る

。

「

戒
」

〔
ω

夛）

は
、

法
を

求
め

る

た

め

に

自
身
を

戒
め

る

も

の

と

し

て

釈
尊
が

教

え

た

も

の

で

あ
り

、

「

律
」

（
＜剛

轟
旨）

は

出
家
者
集
団
の

規
律
と

し

て

制
定
さ

れ

て

き

た

も

の

あ

る

が
、

い

ず

れ

も
、

究
極

的
に

は

　
ダ
ル

マ

〈

法
へ

の

関
心

に

生
き
る
〉

た

め

の

も

の

と

言
え

る
。

　
菩
提

樹
下
で

成
道

（

開
悟
）

し
た

釈
尊
が

初
め

て

五

人
の

比
丘
に

説
法
し

（

初
転
法

輪
）

、

こ

の

五

人
が

釈
尊
に

帰
依
し

た

と

き

に

教
団
が

成
立
し

た
。

比
丘
と

し

て

入

団
す

る

出
家
受
戒
の

儀
式
も

、

最
初
は

き

わ

め

て

簡
単
で

あ
っ

た
。

単
に

釈
尊
が

「

比
丘
、

来
た

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
11）

れ

よ
。

」

と
い

わ

れ

た

だ

け
で

、

入

団
出
家
が

成
立

し
て

い

た

と

言
わ

れ

る
。

出

家
者
が

増
え

る

に

つ

れ
て

、

戒
の

数
も
増
え
、

整
っ

た

も

の

が

「

具

足
戒
」

（

男
性

出
家

者
・

比
丘

に

は
、

二

五

〇

戒、

女

性
出
家
者
・

比

丘

尼

に

は
、

三

四

八

戒
）

と
い

わ

れ

る
。

出

家

せ

ず

在
家
の

ま

ま

釈
尊
に

帰
依
す

る

人
々

・

在
家
信
者
は

、

仏
・

法
・

僧
の

三

宝
に

帰
依
し
、

五

戒
（

不

殺
生
戒

・

不
偸
盗

戒
・

不
妄

（514＞ 226
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語
戒
・

不
邪
淫

戒
・

不
飲
酒
戒
）

を

守
っ

た
。

　
「

仏

陀
ブ
ッ

ダ
・

法
ダ
ル

マ

・

僧
伽
サ

ン

ガ
」

に

帰
依
し

た

者
が

仏
教
徒
で

あ
る

。

仏
教

徒
と

な
る

に

は
、

受
戒
し

な

け

れ

ば

な
ら

な

い
。

最
初
期
の

教
団
に

お

い

て

整
っ

た

か

た

ち

は

コ
ニ

師
七

証
」

（

三

人
の

師
匠

・

七

人
の

証
人
）

の

も

と

で

の

誓
約
の

儀
で

あ
っ

た
。

仏
教
の

歴
史

的
展
開
の

な

か

で
、

そ

の

作
法
に

は

差
異
が

あ
り

、

ま

た
、

戒
の

理

解
（

典
拠
と

な

る

経
典
を

め

ぐ

る

理

解
）

も
、

「

行
」

（

法
ダ
ル

マ

を

も

と

め

る

修
行
実
践）

の

理

解
と

関
連
す

る

仕
方
で

変
遷
し
て

い

る
。

特
に

、

大
乗
仏
教
の

流
れ

の

な

か

で

は

そ

う
で

あ
る

。

中
国

・

日

本
で

は

梵
網

経
に

説
か

れ
る

戒
が

重

視
さ

れ
、

律
蔵
の

律
と

併
せ

て

修
め

ら

れ
る

よ

う

に

な
っ

た
。

中
国
仏

教
で

は
、

諸
経
典
に

説
か

れ

る

「

行
」

の

解
釈
の

あ
る

立
場
に

も

と

づ

き

「

宗
」

が

生
ま

れ
て

い

っ

た
。

日

本
で

は

鑑
真
が

「

三

師
七

証
」

に

よ

る

受
戒
を

行
っ

て

い

る
。

他

方、

最
澄
は

法

華
経
と

梵
網
経
に

基
づ

き

「

大

乗
戒
」

（

菩
薩
戒
）

を

主
張
し

、

企
図
し

た

大

乗
戒
壇
は

成
立
し

た
。

最
澄
・

天

台
仏
教
の

流
れ

の

な

か

で

生
ま

れ

て

き

た

日

本
仏
教
（

宗
派

仏
教
）

の

サ

ン

ガ

の

性
格
は

、

他
の

歴

史
展
開
を
し
て

い

る

仏
教
教

団
と

は

異
な
る

側
面
を

持
つ

よ

う
に

な
っ

た

と

言
わ

れ

る
。

　
2
　
「

諸
悪
莫
作

　
諸
善
奉
行
　
自
浄

其
意
　
是
諸
仏
教
」

　
　
（

諸
悪

作
す
こ

と

莫
れ

、

衆
善
奉
行
す
べ

し
、

自
ら
其
の

意
を
浄
む

、

是
れ

諸
仏
の

教
な

り）

　
＊

す
べ

て

悪
し

き
こ

と

を

な
さ

ず
、

善
い

こ

と

を

行
な
い
、

自
己

の

心
を

浄
め
る
こ

と
、

こ

れ
が

諸
の

仏
の

教
え

で

あ

る
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
（
12）

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（

法

句
経
・

ダ
ン

マ

パ

ダ
一

八一
二

）

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
ホ
むり

「

七

仏
通
戒
偈
」

と

よ

ば
れ
る

も

の

で

あ
る

。

道
元

は

語
る

。

　
＊

こ

れ

七

仏
祖
宗
の

通
戒
と

し

て
、

前
仏
よ

り

後
仏
に

正

伝
す

、

後
仏
は

前
仏
に

相
嗣
せ

り
。

た

だ

七
仏
の

み

に

あ

ら

ず
、

是
諸
仏

　
　
教
な

り
。

こ

の

道
理
を

功
夫
参
究
す
べ

し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
四

七
頁）
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＊

諸
悪

莫

作
と

き

こ

え

ざ
る

は
、

仏
正

法
に

あ
ら

ず
、

魔
説
な

る
べ

し
。

し

る

べ

し
、

諸
悪
莫

作
と

き
こ

ゆ

る
、

こ

れ

仏
正

法

な

　

　

り
。

こ

の

諸
悪
つ

く

る

こ

と

な
か

れ

と
い

ふ
、

凡
夫
の

は

じ

め

て

造
作
し

て
、

か

く

の

ご

と

く

あ

ら
し

む

る

に

あ

ら

ず
、

菩
提
の

　

　

説
な

れ

る

を

聞
教
す

る

に
、

し
か

の

ご
と

く
き
こ

ゆ

る

な

り
。

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
］

四

八

頁）

　
＊

諸
悪
な

き

に

あ
ら

ず
、

莫
作
な
る

の

み

な

り
。

諸
悪
あ

る

に

あ
ら
ず

、

莫
作
な

る
の

み

な

り
。

諸
悪
は

空
に

あ

ら

ず
莫

作
な

り
、

　

　

諸
悪
は

色
に

あ
ら

ず

莫
作
な

り
。

諸
悪
は

莫
作
に

あ

ら

ず
、

莫

作
な

る

の

み

な
り

。

た

と

へ

ば
春

松
は

無
に

あ
ら

ず
有
に

あ

ら

　

　

ず
、

つ

く
ら

ざ

る

な

り
。

秋
菊
は

有
に

あ
ら

ず
無
に

あ
ら

ず、

つ

く

ら

ざ
る

な

り
。

諸
仏
は

有
に

あ
ら

ず
無
に

あ
ら

ず
、

莫

作
な

　

　

り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

倉

五

〇
頁）

「

諸
悪
つ

く

る

こ

と

な

か

れ
」

と

の

戒
め

は
、

凡
夫
が

諸
悪
を
つ

く
っ

て

し

ま
っ

た

か

ら
、

そ

の

現
実
を

前
に

し

て

「

諸
悪
つ

く

る

な

か

れ
」

と

説
か

れ

る

の

で

は

な
い

。

仏
が

説
か

れ

る

教
え

を

聞
く
こ

と

に

お

い

て

「

諸
悪
つ

く
る

こ

と

な
か

れ
」

と

の

戒
め

と

し

て

聞

こ

え

て

く
る
の

で

あ

る
。

「

諸
悪
つ

く
る
こ

と

な

か

れ
」

と

聞
こ

え

て

こ

な

い

の

な
ら

ば
、

そ
の

〈

悪
を

戒
め

る
〉

教
え

は

仏
か

ら

の

も

の

で

は

な

く

魔
の

教
え

で

あ
る

。

「

諸
悪
つ

く

る

こ

と

な
か

れ
」

と

聞
こ

え

て

く

る
、

こ

れ
こ

そ
、

仏
の

本
当
の

教
え
で

あ
る

。

　

3
　
〈

破

戒
、

無
戒
＞

1
「

教
・

行
・

証
」

と

「

正
・

像
・

末
」

と
「

真
・

仮
・

偽
」

　

歴

史
的
に

成
立

し
て

き

た

宗
派
仏
教
と

し

て

の

浄
土

真
宗
に

は
、

「

受

戒
」

が

存

在
し
な
い

。

僧
籍
に

入
る

と

き
、

得
度
式
は

あ
る

が
、

そ
れ

は

「

受

戒
式
」

で

は

な

い
。

得
度
す

る

と

コ

法

名
」

（

釈
浄

蓮
の

よ

う
に

〈

釈
尊
の

弟
子
〉

の

意）

を

受
け
る

。

一

般
・

在

家
の

聞

信
徒
が

受
け
る

「

帰
敬
式
」

に

お

い

て

も
、

同
じ
く

、

法

名
を

受
け

る
。

浄
土

真
宗
に

は

く

戒
が

存
在
し

な

い
V

の

か
。

〈

戒

が

存
在
し

な
い

な

ら

仏
教
で

は

な
い
〉

の

か
。

そ

う
で

は

な

く
、

「

無
戒
」

と
い

う

実
践

性
、

す

な

わ

ち
、

客
観
的
に

〈

戒
が

存

在
し

な
い
、

あ

る

い

は
、

戒
を
必
要
と

し

な
い
〉

の

で

は

な

く、

実

践
的
に

出
遇
わ

れ

る

「

無
戒
」

の

立

場
に

た

つ

も
の

と

し

て

あ

る
。
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仏教 と倫理

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
ダ
ル

マ

　
「

無
戒
」

と
い

う
立

ち

位

置
は
、

戒
を
ま

も
っ

て

〈

法
〉

へ

の

関
心
へ

の

関
心
に

生
き

よ

う
と

す

る

「

行
」

へ

の

絶
望
に

お

い

て

見

出
さ

れ

る
。

そ

れ

は
、

「

末
法
濁

世
」

に

生
き

る

「

凡
夫
」

に

と
っ

て

出
遇

わ
れ

る

「

本

願
」

の

教
え

（

釈

尊
の

説
法、

無
量

寿

経
）

に

帰
依
す

る

と

こ

ろ

で

出
会
わ
れ
る

も
の

で
、

親
鸞
の

「

行
」

（

本
願）

理

解
に

も
と

つ

い

て

い

る
。

　

信
仰
者
集
合
体
と

し

て

の

浄
土

真
宗
は

、

（

十
二

、

三

世
紀
）

法

然
門

下
の

人
々

の

な

か

に

あ
っ

て
、

特
に
、

親
鸞
の

門
流
に

あ

る

人
々

の

流
れ

が

他
の

法
然
門
下
の

人
々

と

も

区
別
が

際
だ
つ

よ

う
な
仕

方
で

（

親
鸞
の

本
願
理

解
に

内
包
さ

れ

て

い

る

独
自

性
が

求
心

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
（
14）

力
に

な
っ

て
）

生
成
し

て

き

た

も
の

で

あ
る

。

「

真
宗
の

教
団
は

、

人

縁
を

転
じ

て

法
縁
と

す
る

願
に

お
い

て

成
立
し

て

い

る
」

と

言

わ

れ

る
。

親
鸞
に

つ

な

が
る

人
々

の

集
ま

り

が
、

い

つ

し
か

、

信
仰
者
共
同

体
を

形
成
し

、

組
織
化
さ

れ

て

真
宗
教
団
と

な
っ

て

い

っ

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　（
15旨

た
。

そ

の

際
に

働
く
論
理
は

そ

の

時
代
や

社
会
の

秩
序
観
で

も

あ
る

が
、

根

柢
に

お

い

て

は

た

ら

い

て

い

る

の

は
、

仏
の

「

願
」

（

本

願
）

に

ほ

か

な

ら

な
い

。

　

親
鸞
に

と
っ

て

〈

現
代
は

末
法
で

あ

る
〉

。

親
鸞
は

、

仏
道
を

求
め

る

関
心
に

お

い

て

自

身
の

生

き

る

〈

現
代
〉

を
見
つ

め

る
。

〈

い

ま
・

こ

の

時
代
〉

に

お

け
る

〈

私
〉

に

ふ

さ

わ

し
い

教
え
は

『

大

無
量

寿
経
」

に

説
か

れ

る

「

阿
弥

陀
仏
の

本
願
」

で

あ
る

。

そ

の

よ

う
に

〈

時

代
と

自
己

（

時
と

機
）

〉

が

見
つ

め

ら

れ

る
。

「

真
実
の

教
」

は

『

大
無
量

寿
経
』

で

あ
り

、

そ

れ
こ

そ

が

「

時
機
純
熟
の

真

（
16）教

」

、

「

時
機

相
応
」

の

教
え
で

あ
る

。

　
「

破
戒
・

無
戒
」

と

の

理

解
は
、

〈

い

ま
・

こ

こ
〉

の

時
代
は

、

正

法
で

も

像
法
で

も

な

く、

末
法
の

時
代
で
あ

る

と

の

理

解
と

不

可

分
の

仕
方
で

理

解
さ

れ

て

い

る
。

「

正

法
」

（

釈

尊
の

在

世

時
と

同
じ

く

「

教
・

行
・

証
」

が

と

と

の

っ

て

い

る

時

代
）

、

「

像

法
」

（

「

教
・

行
」

は

あ
る

が

「

証
」

が

な

い

時
代
［

悟

り
を

開
く
人
は

見

出
さ
れ

な

い
］

）

、

「

末
法
」

（
「

行
・

証
」

が

見
ら
れ

ず、

「

教
」

の

み

あ
る

時
代
）

と

の

よ

う

に
、

自
身
が

生
き

る

時
代
と
い

う
も

の

が
、

〈

釈
尊
の

さ

と

り
〉

へ

の

実
践

的
関
心
か

ら

理

解
さ

れ

る
。

229 （517）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

　

＊

釈
迦
如
来
か

く

れ

ま

し

ま

し
て

　
二

千
余
年
に

な

り

た

ま

ふ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
（
17）

　

　

正

像
の

二

時
は

を

は

り

に

き

　

　
如

来
の

遺
弟
悲
泣
せ

よ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
『

正
像

末
和
讃
』

第
二

首）

　

＊

像

法
の

と

き

の

智
人
も

　

　
　

自

力
の

諸
教
を

さ

し

お

き

て

　

　

時

機
相
応
の

法
な

れ

ば

　
　
　
　
念
仏

門
に

ぞ
い

り

た

ま
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

同

第
二

九
首）

　

親
鸞
は

、

（

最
澄
作
と

受
け

と

め

て
い

る
）

『

末
法
灯
明
記
』

に

引
か

れ

て

い

る

『

大
集
経
』

の

教
え

を

聞
く

。

末
法
に

お

い

て

は
、

正

し

い

教
え

を

受
け
て

行
を

修
め

る

者
が

い

な
い
、

謗
る
べ

き

教
え

が

な

く
破
る
べ

き

戒
律
が

な
い

。

そ

し
て

、

そ
の

よ

う

な

末
法
に

お
い

て

は
、

「

無
戒
名
字
の

比

丘
」

（

戒
を
た

も
つ

こ

と

な

く
、

た

だ
形

の

み

出
家
の

姿
を

し

た

名
ば

か

り
の

僧
）

が

宝

物
（

無
価
ー

価

を
つ

け
ら

れ

な
い

ほ

ど

に

尊
い

宝
）

で

あ
る

。

　

た

と

え

ば
、

金
を

最
上
の

宝
と

す
る

場
合

、

も

し

金
が

な
け

れ
ば

銀
が

最
上

と

宝
で

あ
る

。

銀
が

な

け
れ

ば

真

鍮
な
ど

が

宝
で

あ

る
。

同
じ

よ

う
に

、

仏
の

教
え

こ

そ
が

最
も

尊
い

も
の

で

あ

る

場

合
、

仏
が
い

な

け

れ

ば

縁
覚
が

最
も

尊
い

。

縁
覚
が

い

な

け

れ

ば
声

聞
が

尊
い

（

正

法
の

時
の

宝
）

。

禅
定
を
得
た

凡
夫
が

い

な

け

れ

ば
、

戒
を

た

も

つ

比
丘
が

最
も

尊
い

（

像
法
の

時
の

宝
）

。

［

末
法
に

あ
っ

て

は
］

戒
を
破
る

比
丘
も
い

な

け

れ

ば

髪
を

剃
っ

て

袈
裟
を

身
に

つ

け

た

だ

け

の

名
ば
か

り

の

比

丘

が

最
も

尊
い

。

名
ば
か

り

の

比
丘

で

あ
っ

て

も
、

そ
の

比
丘
を

護
り

育
て

る

も

の

は
、

や

が

て

無
上

の

さ

と

り

を

得
る

で

あ

ろ

う

（

と

『

大

集
経
』

に

説
か

れ

て

い

る
）

。

　
＊

末
法
の

な
か

に

お

い

て

は
、

た

だ

言
教
の

み

あ
り

て

行
証
な

け

ん
。

も
し

戒
法
あ
ら

ば

破
戒
あ
る
べ

し
。

す
で

に

戒
法
な

し
、

い

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
〔
18）

　

　

つ

れ

の

戒
を

破
せ

ん

に

よ

り
て
か

破
戒
あ
ら
ん

や
。

破
戒
な

ほ

な

し
、

い

か

に

い

は

ん

や

持
戒
を

や
。

　
＊

無
戒
名
字
の

比
丘
な

れ

ど

　

　

　
末
法
濁
世
の

世
と

な

り
て
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仏教 と倫理

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
循）

　

　

舎
利

弗
・

目
連
に

ひ

と

し

く
て

　
供
養
恭

敬
を

す
す
め

し
む

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ね　

　

＊

破
戒

・

無

戒
の

人
、

罪

業
ふ

か

き

も

の

み

な

往
生
す
と

し
る
べ

し
。

　
〈

破
戒
・

無
戒
の

者
、

悪
人
が

救
わ

れ
る
〉

と
い

わ

れ

る

が
、

そ

れ

は
、

〈

戒
を

守
ら

ず
、

ど

の

よ

う
な

行
為
を
し
て

も
救
わ

れ

る
〉

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
ダ

ル

マ

の

で

は

な
い

。

戒
は

ど
こ

ま

で

も

守
ら

れ

ね

ば

な
ら

な
い

も

の

と

し
て

あ

る
。

〈

法
・

真
理
〉

を

正

し

く
見
る

こ

と

を

求
め

る

者
に

と

っ

て
、

「

諸
悪
な

す

な

か

れ
」

と

の

仏
の

教
え

は
、

常
に

、

し

た

が

わ

ね

ば
な
ら

な
い

も

の

と

し

て

あ
る

。

「

薬
あ
れ

ば
と

て
、

毒
を
こ

　

　
　

　

　（
包

の

む

べ

か

ら

ず
」

。

仏
の

教
え

と

し

て

の

戒
を

守
ろ

う

と

す
る

こ

と

な

く
、

悪
を

な

す
者
は

悪
を

恐
れ
ぬ

「

本
願
ぼ
こ

り
」

に

陥
っ

て

し

ま

う
の

で

あ

る
。

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
ダ
ル

マ

　

親
鸞
の

〈

念
仏
〉

実
践
（

〈

法
・

真
理
へ

の

関
心
に

生
き

る
〉

諸
々

の

生

活
実
践
）

の

理

解
に

は
、

〈

排
他
主

義
V

と

く

包

括
主
義
V

の

両

側
面
が

あ

る
。

親
鸞
は

、

〈

念

仏
〉

実
践
は

、

な

に

も
の

に

も

さ

ま

た

げ
ら

れ

な
い

（

包
括
主

義
）

と

語
る

。

　

＊

念
仏
者
は

無
碍
の
一

道
な

り
。

そ

の
い

は

れ
い

か

ん

と

な

ら

ば
、

信
心
の

行
者
に

は

天

神
・

地
祗
も

敬
伏
し

、

魔
界
・

外
道
も

障

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
22）

　

　

碍
す

る
こ

と

な

し
。

罪
悪
も

業
報
を
感

ず
る

こ

と

あ
た

は

ず
、

諸
善
も

お

よ

ぶ

こ

と

な
き

ゆ

ゑ

な

り
。

　

＊
一

切
の

功
徳
に

す
ぐ

れ

た

る

　
南
無
阿

弥
陀
仏
を
と

な

ふ

れ

ば

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
23）

　

　
三

世
の

重

障
み

な

な

が

ら

　
か

な

ら

ず
転
じ

て

軽
微
な

り

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
〔
24）

同

時
に

、

ま

た
、

（

経
典
を

引
用
し

て
）

「

仏
に

帰
依
せ

ば
、

つ

ひ

に

ま

た

そ

の

余
の

も

ろ

も
ろ

の

天

神
に

帰
依
せ

ざ
れ
」

と

も

述
べ

る

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
〔
25）

（

排
他
主

義
）

。

親
鸞
は
、

「

真
」

（

浄
土

真
実）
・

「

仮
」

（

聖

道
の

諸

機、

浄

土
の

定
散
の

機
〉

・
「

偽
」

（

外
教
）

を

厳
し

く

分

け
る

（

真
仮
を
顕

開
、

真
偽
を

勘
決
す

る
）

が
、

そ

れ

は
、

「

浄
土

真
実
」

が

真
実
た

る

ゆ

え

ん

を

明
ら

か

に

す
る

た

め

で

あ
っ

て
、

《

異
な

る

も
の
》

（

仮
・

偽
）

の

排
除
も
し

く
は

包
摂
を

関
心

事
と

し

て

い

る

の

で

は

な
い

。

「

浄
土
真

実
」

に

出
遇
い

得
た

と

こ

ろ

に

お

い

て
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発
見
さ

れ

る

《

異
な

る

も

の
》

（

と

の

関

係）

を

語
る

の

で

あ
る

。

《

異
な

る

も

の
》

は

眼
前
に

存
す
る

も

の

（

自
身
が

行
為
す

る

可
能

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
26）

的
な

も

の
）

で

あ
る

と

同

時
に

「

浄
土

真
実
」

に

お

い

て

超
え

ら

れ
る

も

の

（

「

煩
悩
を

断
ぜ

ず

し

て

涅

槃
を

得
る

な

り
」

「

転
ず
と

い

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
27）

ふ

は
、

つ

み

を

け

し

う
し
な
は

ず
し

て

善
に

な

す

な
り

」

）

と

透
見
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

エ

ピ
ロ

ー

グ

ー
〈

苦
・

生
老
病
死
〉

解
決
を

求
め
る

〈

宗
教
的
〉

実
践

1

　
「

庶
民
が

仏
教
に

も
と

め

て

い

る

も

の

は
、

 
葬
祭、

 
治

病、

 
招
福

、

の

三

つ

で

あ

る
。

歴
史
的
に

み

れ

ば
、

ま

ず、

治
病、

つ

ぎ
に

招
福

、

一

五

世
紀
ご

ろ

か

ら

葬
祭
と

い

う

順
序
に

な
る

。

そ

し

て

葬
祭
化
し

て

は

じ

め

て
、

仏
教
は

庶
民
の

信

仰
を

独
占
す

る

こ

と

に

成
功
し

て

い

る
。

と

こ

ろ

で

現
在
の

仏
教
は

、

治
病

・

招

福
の

面
が

相
対

的
に

弱
化
し

、

葬
祭
一

本
と

い

っ

て

も

過

言
で

は

な

（
28）い

」

と

言
わ

れ

る
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〔
29）

　

死

者
を

「

ほ

と

け
」

と

よ

ぶ
、

A

菩
提
を
と

む

ら

う
〉

（

死
者
の

冥

福
を

祈
り、

同

向
・

供
養
す
る
）

な
ど

の

表
現
が

あ
る

。

い

ず
れ

も
、

仏
教
（

本
来
の
）

概
念
が

転
じ
て

つ

か

わ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

も
の

で

あ

る
が

、

日

本
仏
教
が

長
い

歴
史
の

な

か

で

広
く

人
々

の

「

生
老

病
死
」

の

現
実
へ

と

関
わ

る

よ

う
に

な

り
、

十
分
な

し

か

た

で

「

土

着
化
し

た
」

な
か

で

形
成
さ

れ

た

新
た

な

意

味
理

解
と

言

え

る

だ

ろ

う
。

む

し

ろ
、

教
理

的
な

概

念
の

意
味
よ

り

も
、

「

土

着
化
し

た
」

意

味
理

解
の

方
が

よ

り
直

接
的
な

も

の

で

あ

ろ

う
。

　

薬
師
如
来
が

広
く

崇
拝
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

の

は
、

〈

病
苦
V

を

解
決
す

る

法

薬
を
通

し

て

菩
提
（

悟
り）

へ

の

縁
に

（

と

り

わ

け

現

世
に

お

け
る

御
利
益
と

し

て
）

与
か

り

た
い

と

の

関
心
を
多
く

の

人
々

が

持
つ

よ

う
に

な
っ

た

か

ら

で

あ
る

。

阿
弥
陀
仏
・

浄
土

の

教
え

の

ひ

ろ

ま
り
は

、

〈

死

苦
V

か

ら

の

解
決
を

求
め

る

（

浄
土
へ

生
ま

れ

て

成
仏
し

た

い
）

と

の

関
心

を

多
く
の

人
々

が

持
つ

よ

う
に

な
っ

た

か

ら

で

あ

る
。

死

者
の

弔
い

・

葬
送

、

（

最

終
的
な

「

や

す

ら

ぎ
」

へ

の
）

途

上
（

中
有）

存
在
や

先
祖
な

ど
へ

の

追
善
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供
養
な
ど

も
、

〈

ほ

と

け

に

な

る
V

こ

と

が

根
本
関
心

事
で

あ

る

か

ら

に

他
な
ら

な
い

。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
ダ
ル

マ

　
〈

ほ

と

け

に

な

る
〉 、

〈

法
・

真
理
〉

を

見
る

（

仏

陀
と

な

る
）

こ

と

へ

の

関
心
は

、

さ

ま

ざ
ま

な
か

た

ち

で

実

践
さ

れ
る

。

自
身
の

生
き

る

道
を

そ
こ

に

見
い

だ

す
人

（

出
家
者
）

は
、

先
達
が

求
め

選
び
と
っ

て

き

た

「

行
」

（

「

宗
」

の

教
え

）

に

即
し

て

実
践
す

る
。

自
身
の

（

出
家

者
と

な

ら

な

い
）

在
俗
生
活
の

な

か

で

〈

ほ

と

け

に

な

る
〉

関
心
を
生
き

る

人

も
い

る
。

宗
教
と

し

て

の

仏
教
は

、

究

極
的
に

〈

ほ

と

け
と

な

る
〉

こ

と

へ

の

実
践

的
関
心
も

持
つ

よ

う

に

な
っ

た

人
々

に

よ
っ

て

形
成
さ

れ
て

き

た

も
の

で

あ
り
、

さ

ま

ざ

ま

な

実
践
活
動
が

あ
る

ゆ

え
、

総

体
と

し

て

は

ふ

く
ら

み

の

あ

る

も

の

と

い

え

よ

う
。

　

と
こ

ろ

で
、

咋

今
で

は
、

冠
婚

葬
祭
に

お

い

て

宗
教
色
の

薄
い

形
態
も

多
く

見
ら

れ
る

よ

う
に

な
っ

て

い

る
。

葬
祭
や

結

婚
式
を
行

う
施

設
で

は
、

〈

仏
教
（

各
宗
派
）

式
、

キ

リ
ス

ト

教
式

、

無
宗

教
式
な

ど
〉

各

種
の
こ

ー

ズ

（

〈

無
宗
教
〉

も

含
め

て

の

人
々

の

〈

宗

教

的
〉

関
心）

に

対
応
で

き

る

よ

う
に

な
っ

て

い

る
こ

と
が

多
い

。

人
々

の

関
心
は

さ

ま

ざ
ま

で

は

あ

る

が
、

冠
婚
葬
祭
に

際
し
て

の

宗
教

意
識
は
、

希

薄
な

場

合
も

少
な
く

な
い

で

あ
ろ

う
。

「

自
然

葬
」

（

散

骨
、

樹
木

葬
な

ど
）

を

選

ぶ

人
も

現
れ

て

い

る
。

宗
教
伝
統

と

密

接
に

結
び
つ

い

て

形

成
さ

れ

て

き

た

従
来
の

葬
送
と

は

異
な

る

か

た

ち

で

も

あ

る
。

〈

土
や

水
の

自
然
の

な

か

へ

か

え

り

安
ら

ぎ

た

い
、

風
と

な
っ

て

生

者
の

と
こ

ろ
へ

帰
っ

て

き
た
い

〉

と

の

関
心
が
、

（

究
極
的
に
）

〈

ほ

と

け

に

な

る
V

関
心

と

は

別
の

も
の

で

あ

る

な

ら
、

そ

れ

は
、

仏
教
と

は

異
な

る

宗
教
の

実
践
と

な

る

だ
ろ

う
。

あ
る
い

は
、

そ

れ

が
、

〈

ほ

と

け
に

な

る
〉

と

の

関
心
の

も

と

で

の

新
た

な
も

の

で

あ
る

な

ら
、

従
来
か

ら
の

「

葬
式
仏
教
」

で

は

な
い

新
た

な

仏
教
の

形
態
が

形

成
さ

れ
て

い

く
一

歩
で

あ
る

か

も

　

　

　（
30）

し

れ

な
い

。

　

現
代
の

グ
ロ

ー
バ

ル

化
状
況
の

な

か
、

「

仏
教
と

倫
理
」

が

主

題
化
さ

れ

る

と
こ

ろ

に

お

い

て
、

さ

ま

ざ

ま

な

（
〈

世
俗
〉

倫
理

も

含

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

ダ
ル

マ

め

て

の
）

宗
教

倫
理
が

出
会
い

つ

つ

互
い

の

特
徴
を

際
立

た

せ

合
っ

て
い

る
。

仏
教
の

倫
理

（

実
践
）

、

す

な

わ

ち
、

〈

法
・

真
理
〉
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ダ
ル

マ

を

見
る

（

ほ

と

け
と

な

る
）

た

め

の

実
践
（

行
）

は
、

〈

法
・

真
理
へ

の

関
心

に

生
き

る
〉

人
に

よ

っ

て

実
践
さ

れ

る

も

の

で

あ
る

。

そ

の

実
践
は、

い

わ
ゆ

る

社
会

構
造
を

修
正
す

る

「

社
会
倫
理
」

と

し

て

は

た

ら

く
、

あ
る
い

は
、

超

倫
理
と

な

る
、

ま

た
、

反
倫
理

と

な
っ

て

し

ま
う
な

ど
、

い

ず
れ

の

可
能
性
（

危

険
性
）

を

も
持
っ

て

い

る

で

あ
ろ

う
。

「

宗
教
と

倫
理
」

「

仏
教
と

倫
理
」

が

主
題

化

さ

れ

る

と
こ

ろ

で

は
、

宗
教
の

特
性
が

あ
ら

わ
に

さ

れ
、

宗
教
が

ラ

デ
ィ

カ
ル

に

問
わ
れ
て

く
る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う

か
。

（522） 234
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註
（
ユ
）
　
タ

ラ

ル

・

ア
サ

ド
は

チ

ャ

ー

ル

ズ
・

テ

イ

ラ

ー
の

論
を

提
示
し

つ

つ

述
べ

て

い

る
。

中
村
圭

志
訳

『

世
俗
の

形
成

　
　
キ

リ
ス

ト

教
、

イ

ス

ラ

ム
、

　
　
近
代』

み

す
ず

書
房
、

二

〇
〇
六

年
。

（
2
）
　
「

そ

の

信
仰
に

基
づ

い

て

生

命
の

維
持
よ
り
も、

輸
血
を

し

な
い

こ

と

に

優
越
的
な

価
値
を

認
め

て

絶
対
的
な
無

輸
血
の

態

度
を
と

る
」

よ

う
な

、

　
　
自
身
の

宗
教
的

信
念
に

も

と

つ

い

て

輸
血
を

拒
否
す
る

人
に

対
し
て、

「

患
者
が

未
成
年

者
の

場
合
の

対

応
に

つ

い

て

慎
重

に

検
討
し、

基
本
的
に

は

　
　
患

者
自
身
の

自
己
決

定
権
（
輸
血
拒
否

権
）

を

尊
重
し

つ

つ

も、

満
十
五

歳

未
満
の

小

児
〔

医
療
の

判
断
能
力
を

欠
く

人
）

に

つ

い

て

は
、

特
別
な

配

　
　
慮
を

払
い

な

が

ら
、

輸
血

療
法
を
含
む

最
善
の

治
療
を

提
供
で

き
る

よ

う
に

す
る

こ

と

を

提
唱
す
る

。

」

（
「

宗
教
的

輸
血

拒
否
に

関
す
る

ガ

イ
ド

ラ

イ

　
　
ン
」

宗
教

的
輸
血

拒
否
に

関
す

る

合
同
委
員
会

報
告

、

二

〇
〇
八

年
二

月
二

八

日）

ゴ

茸
℃一
＼

＼

タ

耄
毛

冒
ω

。

o°
霞
」

真
03

霞
〉

昨
o
＞

昧
島
OOG

。

O

認
ω

宀
燭

島

（
3）
　
「

仏
教
は

倫
理
か

と

問
わ
れ
れ
ば、

違
う
と

答
え

る

の

が
当

然
で

す
が
、

一

方
で
、

社
会
か

ら
期

待
さ

れ
る

僧
侶
像、

あ

る
い

は

宗

教
教
育
に

求
め

　
　
ら
れ
る

も
の

は
、

倫
理

的
側
面
が

強
い

の

で

は

な
い

で

し

ょ

う

か
。

…

…

当
今
の

仏
教
教

団
に

あ
っ

て

戒
律
と

は

何
か、

戒

律
を
ど

の

よ

う
に

捉
え

れ

　
　
ば
機
能
さ

せ

る

こ

と

が

で

き
る

の

か
、

仏
教
の

立

場
か

ら

社
会
に

対
し
て

有
効
な
倫
理
的

発
言
が

で

き

る

と

す

れ
ば、

そ

の

根
拠
と

し

て

必
要
な
の

は

　
　

何
か
、

と

い

っ

た

問
題
を
考
え

、

現
代
に

お

け
る

仏
教
の

存
在
意
義
ま
で

を

議
論
す

る

こ

と

が

で

き
れ

ば
幸
い

だ
と
考
え
ま

す。
」

（
凵
本
佛
教
学
会
二

　
　
〇
〇
八

年
度
学
術
大
会
「

戒

律
と

倫
理
」

の

テ

ー
マ

・

案
内）

　
　
　

テ

イ

ク

・

ナ

ッ

ト
・

ハ

ン

は

「

相
互

存
在
」

（
ぎ
8
普
o

ぎ
魁

を
生
き

る

［
瞑

想
実
践
を

行

動
す

る
］

自
身
の

仏
教
を
「

エ

ン

ゲ
イ
ジ
ド
・

ブ

ッ

デ

　
　
ィ

ズ
ム
」

（
国

罐
p
ぴq
Φ

傷

しd

巳
α

霞
5。

B

参
画
す

る

仏
教）

と

名
づ

け

る
。

サ

リ
ー
・

キ

ン

グ
は、

現
代
の

仏
教
改
革
運
動
と

し

て

の

エ

ン

ゲ
イ
ジ
ド
・

ブ

　
　
ッ

デ
ィ

ズ
ム

に

お

け

る

「

仏
教
倫
理
」

（
社
会

倫
理

、

仏
教
の

実
践

性
）

の

特
徴
を

詳
細
に

論
じ
る

。

uD
巴
H

δ

ゆ゚

内
ヨ
ぴq埴

鴨

竃

鑓
ヒo
§
帖

§
 

§
欝

寒
鴨

　
　
の
も

賦

ミ

ミ
ミ
携

黛

穿
譲
弼

駄

朝
黛

職
匙

ミ
恥

§噸

¢

三
く
 

「

°。…
20
眺

国
鱒

≦
騨

出

一、
「

翕
ω

』
OC

切゜

（
4

）

　
『

田

村
芳
朗
仏
教
学
論
集
』

第
2
巻
凵
本
仏
教
論、

春

秋
社

、

一

九
九
一

年
、

三

五

頁
以
下

。
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（
5）

智
罫
鵠゜

9
じ
ぴ

冒、

駒

§
ミ
b
ミ

落
霙

§
§
ミ
黛

ミ
ミ
N

ミ

ぎ
寧
N

魯
§
§
§

鼠

9
誌
職

§
魯

§
賊

寒
ミ
ミ

§
』
。

諄
「

 

。゚

ω

軍
鷂
ρ

　
　
ト

 

。。

ρ

OPH

し。

吋

山
ω

ド

（
6）
　
た

と

え
ば、

ウ
ゴ
・

デ
ッ

シ

は

「

現
代
日

本
に

お

け
る

真
宗
と

社
会

実
践
」

の

テ
ー
マ

と

し
て

「

戦
争

、

平
和、

靖
国
神
社

。

被
差
別

部
落、

ハ

ン

　
　
セ

ン

病
と

差
別、

社
会
福
祉
」

を

あ
げ
て

い

る
。

dmqoU

Φ
ω

鈴

肉
ミ
帆

翁

§
靴

的

ミ
暗
耐

ミ

60
ミ

慰
ミ

愚
も

ミ
遷

の

ミ
ミ

鴨
ミ
鉱

寒
蹄

ミ呷

ζ
碧
σ

霞
堕

b 。

8
 ゜

（
7）

ぎ
ヨ

譽
二

巴

密
30

ミ

ミ
需
ミ

亮
季・

ミ

ミ
鴨

§
ξ゚

。

ミ

駄

ミ
物

ミ
§

 
≡
翕
。

旨
跨
冨
b弓
筐一
。

孳
 

ズ

℃

」
P

（
8）
　
加
地
伸
行
に

よ
れ

ば
、

儒
教
に

は

道
徳
性
と

宗
教

性
が

あ
る
。

〈

子
が

親
を

敬
愛
す
る
〉

「

孝
ー

に

は
、

「

祖
先
祭

祀
、

生

命
の

連
続
性
と

し

て

子
孫

　
　
を

有
す
る

こ

と
」

と
い

う
宗
教

性
が

あ
る

。

『

沈
黙
の

宗
教

t
儒
教
』

筑
摩
書
房、

一

九

九
四
年、

＝

五

頁
。

（

9
）
　
『

聖

書
』

は

日

本
聖
書
協
会
・

新
共
同
訳
に

よ
る

。

（
10
）
　
「

牝

牛
臨

鵬

〔
井
筒
俊
彦
訳

「

コ

ー
ラ
ン

』

上
、

岩
波
文
庫）
、

三

五

頁
。

（

11
）
　
水
野
弘
元
『

釈
尊
の

生
涯
』

春

秋
社、

一

九
六

〇
年、

九
四

年
新
装
第
七

刷、

一

六
六
頁

。

（
12
）
　
中
村
元
訳
『

ブ

ッ

ダ
の

真
理
の

こ

と

ば
・

感
興
の

こ

と

ば
」

岩
波
文
庫、

三

六

頁
。

（

13
）

　
『

正
法
眼

蔵
』

「

正
法

眼
蔵
諸
悪

莫
作
」

岩
波
文
庫
版
（
上）
、

新

字
体

。

（
14
）

　
金
子

大
栄
「

教
団
と

教
学
」

（
『

親
鸞

教
学
』

第
一

号
、

一

九
六
二

年
、

『
親
鸞
大
系
』

歴

史
篇
第
十
一

巻）
、

四

八

五

頁
。

（
15
）

　
森
岡

清
美
は

「

家
」

制
度
の

論
理
に

注
目
し
て

い

る

（
「

真

宗
教
団
と

「

家
」

制

度
』

創
文

社
、

一

九
六

二

年）
。

「

少
な

く

と

も
近
世
以

降
は、

時

　
　

代
々

々

の

政
体
が

教

団
構
造
を
自
己
に

適
応
さ

せ

て

き

た

の

で

あ
る

。

そ

の

さ
い

「

家
』

制
度
は

鋳
型
の

役
割
を

果
た

し

た

が
、

そ
れ
は

政
休
も

ま

た

　
　
『

家
』

制
度
的
に

構
成
さ

れ

た

時
代
の

こ

と

で

あ
っ

て
、

両
者
が

分
離
す
る

と
、

そ

れ
に

規

定
さ

れ

て
、

『

家
」

制
度
は

教
団
構

造
の

鋳
型

た

る

役
割

　
　
か

ら
退
く
の

で

あ
る

。

」

（

二

頁）

　
　
　

そ
の

よ

う
な

見
方
か

ら

す
れ
ば

、

〈

家
の

宗

教
〉

か

ら

〈

個

人
の

宗
教
〉

へ

（
と

自
己

変

革
す
べ

し
）

と

の

関
心
も
、

時
代
の

基

調
を

な

す

人

間

　

観
／
宗
教

観
に

即
し

た

発
想
で

あ
る

と

理

解
で

き

る

だ
ろ

う
。

　
　
　

ま
た
、

歴
史
的
な
真
宗
教

団
の

な

か

の

人
々

は、

自
身
の

〈

た
だ、

念
仏
〉

実
践
と、

社
会
生

活
を

優
勢
的
に

規
定
し
て

い

る

倫
理
規
範
と

を

両
立

　
　
さ

せ

得
る

自
己
理

解
（
王

法

仏
法
翼
輪
説、

明
治

期
以
降
の

真
俗
二

諦
説
な
ど
）

を

見
い

だ
し

て

い

る
。

梯
賓
圓
は、

「

真
俗一
、

諦
説
」

（
仏

教
［
念
仏

　
　
の

教
え

］

が

真

諦
、

世

俗
／
社
会
の

規
範
が

俗

諦）

の

歴

史
的

展

開
を

次
の

よ
う

に

説
明
す

る

（

『

真
俗
二

諦
』

本
願
寺

出
版

社、

教
学
シ

リ

ー
ズ

　

乞
o

』〉
。

「

こ

の

真
俗
二

諦
説
と

い

う
の

は

…
…

ず
い

ぶ

ん

し
た

た

か

な

学
説
だ
と

思
う

ん

で

す
。

つ

ま
り

政

治
権
力
が

ど

う

変
ろ

う
と

、

真
宗
そ
の

　
　

も

の

は

変
り
な
く

存
続
で

き
る

よ
う
に

な

っ

て

い

る
わ
け
で

す
。

真

諦
と
い

う
の

は

信
心
正

因、

称
名
報
恩
と

い

う
真
宗
の

法
義
そ

の

も

の

で、

こ

れ

　
　
は

こ

ち

ら

に

ち

ゃ

ん

と

お

い

て

お

き

ま

し

て
、

俗
諦
の

方
で

時
代
に

応
じ
て

い

く

わ
け
で

ご

ざ
い

ま

し

ょ

う。

…
…

だ

か

ら

俗
諦
の

内
容
に

お

い

て、
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随
順
す

べ

き

も

の

が

徳
川

将
軍
で

あ
れ
、

天
皇
で

あ
れ

、

民
主
主
義
の

憲
法
で

あ
れ、

別
に

問
題
に

な

ら

な
い

わ

け

で

す。
」

〔
三

〇
頁）
、

「

昭
和
二

十

　
　
二

年
五

月
三

日

に

新
し
い

民
主

憲
法
が

施
行
さ

れ、

民
主

主
義
体
制
が

で

き

あ
が

り
ま
す
と
、

民
主
主

義
的
な
政
治
と

倫
理
を

俗
諦
の

内
容
に

し、

そ

　
　
れ

を

真
宗
の

教
義
で

正
当
化
し
て

い

く

…

…
。

そ
の

辺
に

独
自
の

俗

諦
を
も

た

な

か

っ

た
従
来
の

真
宗
学
者、

あ
る

い

は

真
宗
教
徒
の

あ
ま
り
に

も
自

　
　
主

性
の

な
さ
が

問
題
に

な
る

の

で

ご

ざ
い

ま

す
。

」

（
三

六

頁
）

（

16
）
　
『

顕

浄
土

真
実
教
行
証

文
類
』

（
『

教
行
信
証
』

）

「

教
巻
」 、

『

浄
土

真
宗
聖

典
』

註
釈
版、

＝
二

八
頁

。

（

17
）
　
『

正

像
末
和
讃
」

、

註
釈
版、

六

〇
〇

頁
。

（

18
）

　
『

教

行
信
証
』

「

化
身
土
巻
」 、

註
釈
版、

四
二
一

頁
。

（
19
）

　
『

正

像
末

和
讃
』

「

悲
歎
述
懐
讃
」 、

註
釈
版、

六
一

九

頁。

（
20
）

　
『

尊
号
真

像
銘
文
」

、

註
釈
版、

六

六
九

頁
。

（
21
）
　
『

歎
異
抄
」

第
十
三

章、

謎

釈
版、

八

四
三

頁
。

（
22
）

　
同

第
七

章、

八
三

六

頁
。

（
23
）
　
「

正

像
未

和
讃
』

「

現

世
利
益
讃
」 、

註
釈
版、

五

七
四

頁
。

（
24
）
　
「

教
行
信
証」

「

化
身
土
巻
」

、

註

釈
版、

四

二

九
頁

。

（
25
）

同
「

信
巻
」

、

註

釈
版

、

二

六
五

頁
。

（
26
）
　
『

教
行
信
証』

「

行
巻
」

末
「

正

信
偈
」 、

註

釈
版

、

二

〇一、一
頁。

（
27
）
　
『

唯
信
鈔
文
意
」

、

真
宗
聖

教
全
書
二

、

六
二

三

頁
。

（
28
）
　
圭

室
諦
成

『

葬
式
仏
教
』

大
法
輪

閣、

一

九
六
三

年、

「

は

し
が

き
」

。

〔
29）
　
＊

ほ

と

け
（
「

仏
（
ぶ

つ

ご

の

転
「

ほ
と

」

に

「

け
」

を

付
し

た

も

の
、

ま

た、

「

浮
屠

（

ふ

と
V

家
」

「

熱
気
（
ほ

と

お

り

け
と
「

缶
（
ほ

と

ぎ
）
」

　
　
な
ど
、

語
源
に

諸

説
が
あ
る
）

 
〔

仏
〕

悟
り

を
得
た
者

。

仏
陀
（
ぶ

っ

だ）
。

 
死
者
ま
た
は

そ

の

霊
。

　
　
　
＊

ぼ

だ
い

【

菩

提
】

（
梵
語
σ
o
α

三

道
・

知
・

覚
と

訳

す）

仏
の

悟
り

。

煩

悩
を

断
じ
、

真
理
を

明
ら

か

に

知
っ

て

得
ら

れ

る

境
地

。

死

後
の

冥

　
　

福
。

（

『

広
辞
苑
』

第
六

版）
。

　
　
　

な

お、

浮
屠
は

梵
語
ヒU

＆
穿
餌

の

音
譯
（
『

大
漢

和
辭
典
』

）
。

（
30
）
　
末
木
文

美
士

「

仏
教
凪

倫
理
』

（
ち

く
ま

新
書、

二

〇
〇
六

年）

に

お

い

て
、

「

近
代
日

本
に

お

け
る

葬
式

仏
教
の

思
想
的
な
切
り

捨
て
」

が

批

判
的

　
　
に

考
察
さ

れ
て

い

る
。

仏
教
に

対
し

て
、

「

人
の

問
」

と

し
て

の

倫
理
を
超
え

る

宗
教
と

し

て
、

（

葬
式
仏
教
の

現
状
が

肯

定
さ

れ

る

の

で

は

な
い

が）

　
　
「

葬
式

仏
教
を

基
盤
と

」

し

つ

つ
、

「

他
者
の

極
限
と

し
て

の

死
者
」

と
の

「

対
話
の

可
能
性
」

を
展
望
さ
れ
る

。

（
二

二

二

頁
以

下
、

な

ど）
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