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近
代
真
宗
の

「

恩

寵
主

義
」

　
　

　

多
田
鼎
を

事
例
と
し

て

に

関
す
る
一

考
察

春

近

敬

　
「

恩
寵
主

義
」

と
は

、

明
治
後
期
の

真
宗
僧

清
沢
満
之

2
八

六
＝ 、
1

一

九
〇
三）

の

門
下

生
で

あ
る、

暁
烏
敏

2

八
七

七
ー
一

九
五

四）

と

多
田
鼎

2
八
七
五

−
一

九
三

七）

ら
に

よ

っ

て

主
に

担
わ
れ
た
思

想
で

あ
る

。

清
沢
の

も
と

東
京
の

本
郷
で

「

浩
々

洞
」

と

呼
ば
れ
る

共
同
生
活

を
送
っ

た

彼
ら
は
、

清
沢
の

没
後
も
東

京
に

残
っ

て

清
沢
の

掲
げ
た

精
神

主

義
を

宣

布
す
る
た
め

に

活
動
を

継
続
し

た
。

精

神
主

義
は

、

「

内
観
」

と

呼
ば
れ
る

自
己
省
察
に

よ
っ

て

自
ら
の

罪

悪
性
を

自
覚
し

、

そ

の

よ

う

な

自
分
に

阿
弥
陀
如
来
の

現
在
的

救
済
が

あ
る

と
感

得
す
る

こ

と
を

方
法

論
と

す
る

。

恩
寵
主

義
は

こ

れ

を
展

開
し

て、

「

成
功
も

失
敗
も
皆

私
へ

の

如
来
の

諭
示
で

あ
る、

安
楽
も

艱
難
も

、

共
に

私
に

下

し

た
ま
ふ

引
立

で

あ
る

。

」

（

多
田
鼎
『

正
信
偈
講
話
』

冖

九
〇

七
、

九一、一
頁
）

と
、

苦
楽

も
物
事
の

成
否
も
全
て

は

如
来
の

思

し

召
し

で

あ
る

と

捉
え
る

思
想
で

あ

る
。

注
意
し
て

お
き
た
い

点
は

、

暁
烏
や

多
田
が

自
ら

の

思

想
を

「

恩
寵

主

義
」

と

自
称
し
た

の

で

は

な
い

こ

と
で

あ
る

。

恩
寵
主

義
と
は

後
年
に

「

清
沢
以

後
」

の

浩
々

洞
の

思
想
状
況
を
表
し
て

生
ま
れ
た
言

葉
で

あ
る

。

暁
烏
も
多
田
も、

自
ら
の

思
想
は

清
沢
の

精
神
主

義
を

受
け
継
い

だ

も
の

だ
と

考
え、
「

精
神
主

義
」

と

自
称
し
て

い

た
。

暁
烏
と

多
田
の

恩

寵
主

義
に

は

相
違
が

あ
る

。

暁
烏
は

「

罪
悪

も
如
来
の

恩
寵
也
」

（
『

精
神
界
』

第
九

巻
五

号、

一

九
〇
九）

と

い

う
言
葉
に

代
表
さ

れ
る

よ

う
に、

人
間

の

為
す
善
悪
ま
で

も

＝
兀

的
に

如
来
の

恩
寵
で

あ
る

と

捉
え
た

が、

多
田

は

自
ら

の

罪
悪

性
の

自

覚
を
主
体
と

し
、

倫
理
的
な
善
悪
の

問
題
を

強
く

意
識
し
た

。

暁
鳥
が
「

煩
悩
の

身
の

ま
ま
に

救
わ
れ
る
」

の

に

対
し

て
、

多
田
は
「

煩
悩
の

身
に

も

か

か
わ
ら

ず
救
わ
れ

る
」

の

で

あ
る
。

そ
し

て
、

多
田
は

そ
の

よ

う
な
如
来
の

恩
寵
を

「

恩
」

と
し

て

受
け
虚
め

、

そ

れ
へ

の

報
謝
を
強
く
ギ

張
し
た

。

彼
ら
が
仏
教
を

語
る

際
に

「

恩
寵
」

と

い

う
語
を

積
極
的
に

用
い

た

こ

と

も、

ま
た
恩

寵
主

義
の

大
き
な

特
徴
で

あ
る
。

恩

寵
主

義
の

勃
興
以

前
に
、

真

宗
の

信
仰
活
動
に

お
い

て

「

恩

寵
」

の

語
が
使
わ

れ
た

形
跡
は

管
見
の

限
り
ほ

と
ん

ど

見

あ
た

ら
な
い

し
、

清
沢
も
用
い

て

い

な
い

。

真
宗
の・
工

要
な
聖

典
（

大
谷
派
版
『

真
宗

聖

典
』

な
ら

び
に

本
願

寺
派
版

『

浄
土

真
宗
聖

典
』

所
収
文
献
）

に

お

い

て

「

恩
寵
」

の

二

文
字
が
登
場

す
る

の

は
た

だ
の

二

回
だ

け
で

あ
る

。

一

ヵ

所
は

道

綽
の

『
安
楽

集
』

に

書
か

れ

た

『

大
智
度
論
』

の

引
用
文
で
、

「

報
恩
の

爲
の

故
に

常
に

佛
に

近
づ

か
ん

こ

と

を
願
ず

。

亦
大
臣
の

土
の

恩
寵
を

蒙
り
て

常
に

其
の

主
を
念
ふ

が

如
し

。

」

と
あ
る
（
『

真
宗
聖
教
全

書

＝

四
一

六

頁
）

。

も

う
一

カ

所
は

親
鸞
の

『

教
行

信

証
」

「

信
巻
」

で
、

上

記
の

「

安

楽
集
』

の

該
当
箇
所
を

引
用
文
も
含
め

て

引
用
し
た

も

の

で

あ
る
。

さ

ら
に

、

仏

典
に

お
い

て

「

恩
寵
」

と
は

基
本
的
に

王

が

臣

下
を

庇
護
す
る

よ

う
に、

人

間
を

主
体
と

し
て

用
い

ら
れ

る
⊇
口

葉
で

あ

る
。

恩
籠
主

義
の

よ

う
に

、

如

来
を

「

恩
寵
」

の

雫

体
と

し
た

用
法
は
、

こ

の

時
代
に

お

い

て

は

恩
寵
主

義
独
特
の

も
の

で

あ
っ

た
。

　
一

方
で

、

「

恩
寵
」

は

明
治

後
期
に

は

キ
リ

ス

ト

教
の

文
脈
に

よ

る

O
蠢
o
Φ

な

い

し

O
ロ

銭
α

の

訳
語
と

し
て

定
着
し
た
。

具

体
的
時
期
は

明

ら
か

で

は
な

い

が、

一

八
八

七

年
の

明
治

元

訳

聖

書
で

は

Ω

蠧
8
を

「

恩
寵
」

と

訳
し

て

い

る
。

多
田

は

仏

恩
を

強
調

す
る

文
脈
で

「

恩
寵
」

を
用
い

て

お

り
、

ま
た
キ

リ

ス

ト

教
に

対
し
て

は

概
し
て

批
判
的
で

あ
る

と

こ

ろ

か

ら、

お
そ
ら

く
は

Ω

蠧
oo

的
な
「

恩

寵
」

概
念
は

抱
い

て

い

376（1210）
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な
か
っ

た
。

し

か

し
、

ア

ー

サ

ー
・

ロ

イ

ド

や
ハ

ン

ス

・

パ

ー

ス

な

ど
、

．
一
〇

世

紀
初
頭
に

仏
耶
一

致
論
を
唱
え
た

人
物
が

当
時
冖

若
手
僧
侶
に

過

ぎ
な

か
っ

た

多
出
鼎
に

着
目
し
、

彼
の

著
書
を
翻
訳
し
た

り
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

紹
介
し

た

り
し
て

い

る

点
は

注
目
に

値
す
る

。

キ

リ

ス

ト
教

関
係
者
が

浄
土
教
に
一

神
教
的
な

神
観
念
を
見
い

だ

そ

う
と

す
る

試
み

は

多
田

以
前

か
ら

存
在
す
る

。

し

か

し
、

浄
土
真
宗
の

伝
統
的
な
因

習
か
ら

離
れ

て

内

観
に

よ
る

罪
の

自
覚
を

重
視
し
、

全
て

は

仏
恩
で

あ
る

と

捉
え
、

し

か

し

暁

烏
と

異
な
り

あ
く
ま
で

倫
理

的
悪
は

否
定
さ
れ

る

べ

き
も
の

と
し
、

さ

ら
に

Ω

蕁
6
 

と

同
一

の

語
と

な
っ

た

「

恩
寵
」

と
い

う
言

葉
を
多
用
し

た

多
田

鼎
の

恩

寵
主

義
は
、

当
時
の

仏
耶
一

致
論
者
に

と

っ

て

は

思

想
的

に

好
都

合
な
存

在
だ
っ

た
の

で

は

な
い

か

と

考
え
ら
れ
る

。

横
川
顕

正
の

『

禅
思

想
史
』

観

和

　
田

　
真
　
二

　

横
川
顕
正
の

禅
思
想
に

関
す
る

論
考
は

余
り
多
く
存
在
し
な
い

。

そ
の

理
由
は

若
く
し
て

逝
去
さ
れ

た
こ

と
に

由
来
す
る

も
の

で

あ
る
が

、

そ
れ

で

も
、

残
さ
れ
た
著
作

論
文
と
、

新
刊
紹
介
の

書
評
を
手
掛
か

り
に

し

て

彼
の

禅
思
想
に
つ

い

て

少
し

く

考
察
し

て

み

た
い

。

知
ら
れ
る

如
く

顕
正

は

鈴
木

大
拙
の

自
他
共
に

認
め
る

第
一

の

弟
子
で

あ
っ

た
。

顕
正
自

身
も

学
生
の

頃
か
ら

熱
心
に

相
国
寺

（

臨
済
宗
相
国
寺
派
本
山）

で

参
禅
さ
れ

た
こ

と

が
伝
聞
さ
れ
て

い

る
。

後
に

は

大
拙
に

か
わ

っ

て

禅
の

講
義
を
担

当
し
て

い

る
。

顕
正
の

思

想
的

発
展
は

概
ね

大
拙
の

そ
れ
に
よ
る．、

　

大
拙

著
の

英

文
『

楞
伽

経
の

研
究
」

を

論
評
す
る

中
で

「

大

乗
仏

教
の

経
典
中
に

は
、

そ
の

高
き

仏
教
経
験
の

含
ま
れ

て

い

る

に

も

拘
わ

ら

ず
未

だ
そ

の

全
き

研
究
の

試
み

ら
れ

ず
し

て

残
さ

れ

て

い

る

も
の

が

あ
る

。

楞

伽
経
の

如
き
も

そ
の
一

つ

で

あ
る
。

…

…

大
乗
仏
教
の

哲
学
に

於
い

て

も

且

又
禅
宗
の

経
典
中
に

あ
っ

て

も
重
要．
な

位
置
を
占
め
て

い

る

も
の

で

あ

る
。

然
る

に

諸
種
の

理

由
（

殊
に

至

極
難
解
の

た
め）

に

よ
っ

て
、

此
経

の

研
究
は

殆
ん

ど

為
さ

れ

て

い

な
か
っ

た
。

」

こ

と
を

指
摘
し

、

た
と

え

そ

れ
が

「

覚
書
」

の

性
格
か
ら

く
る

困
難
さ

で

あ
っ

た
と
し

て

も、

そ
れ

以
上
に

宗
教
的

”

経
験
〃

の

確
か
な
る

こ

と
の

重
要
性
に

気
付
か

さ

れ
る

の

で

あ
る

。

又

「

著
者
の

智
的
洞

察
の

透
徹
と

禅
的
体

験
の

奥

妙
と

直
感

的
把
握
の

鋭
敏
と

が

至

妙
に

溶

融
し
て

自
ら
成

る
壮

絶
の

行

文
は

快
味

津
々

た

る

も
の

が

あ
る

。

」

と

い

っ

て
、

此

経
の

中
心

を
成

す
主

要

教
義

は

「

自
証
聖

智
」

で

あ
り

、

全
て

の

論
理
的、

哲
学
的

、

心
理

的
説
明
は

こ

の

「

自

証
聖

智
」

が

達

摩
の

体
験
内

容
で

あ
る
こ

と
を

指
す
も
の

で

あ

る
。

之
に

よ
っ

て

本
経
は

、

そ

の

存
在
理
由
を
主
張
す
る
の

だ
と
い

っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

禅
経
験
の

表
出
に

関
し

て
、

顕
正
は

大
拙
の

「

禅
の

見
方
」

に

つ

い

て

「

宗

教
は

先
づ

経
験
を

以
っ

て

出
発
し、

爾

後
に

（
広
義
に

於
け
る）

哲

学
が
来
る

の

で

あ
っ

て

哲
学
的
批

判
は

、

か
か
る
事
実
に

立
脚

し
て

行
は

れ

な

く
て

は
正

鵠
を
失
す
る

。

」

と

指
摘
す
る

。

故
に

禅

経
験
は

「

少
な

く
と
も
そ
れ
が

禅
的

直
観
の

何
ら
か

の

体
系
を
持
ち
得
る

限
り
、

諸
種
の

禅
的
条
件
に

規

定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
」

と
い

っ

て

い

る
。

　
宗
教
に

お
け
る

「

経
験
」

の

重

要
性
は
そ
の

表
現
と
し
て

の

論
理
的、

哲

学
的
方
向
を

決
定

す
る

と
い

っ

て

も

過
言
で

は
な
い

。

経
験

あ
り
て
し

か
る
後
に

表

現
が
な
さ
れ
る

。

こ

の

点
に

つ

い

て

顕
正
は
「

発

阿
褥
多
羅

三

藐
三
菩
提
心
」

及
び

「

発
菩
提
心
」

の

漢
訳
に
つ

い

て

次
の

如
く
い

っ

（1211）377
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