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目
的
と
問
題

本
論
の
目
的
は
、
文
化
的
自
己
観
に
基
づ
き
、
真
宗
的
宗
教
性
を
把

握
す
る
た
め
の
理
論
的
枠
組
み
を
設
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
目
的
設
定

の
背
景
と
し
て
は
、
以
下

の
よ
う
な
問
題
が

挙
げ
ら
れ
る
。

従
来
、
真
宗
伝
道
に
関
す
る
研
究
を
進
め
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の

た
め
に
は
実
際
に
真
宗
を
取
り
巻
く
こ
と
が
ら

・
現
象
を
把
握

・
理
解

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の

一
環
と
し
て
拙
論

「
二

種
深
信
の
臨
床
的
研
究
―

二
種
深
信
と
自
我
同

一
性
の
関
係
―
」
に
お

い
て
、
教
学
上
、
真
宗
信
仰
を
表
わ
す
と
さ
れ
る
二
種
深
信
が
実
際
に

ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
二
種
深
信
に

お
い
て
い
わ
れ
る
二
種

一
具
と
い
う
面
と
心
理
学
に
お
い
て
示
さ
れ
る

自
我
同

一
性
の
概
念
と
の
相
関
に
注
目
し
て
研
究
を
行

っ
た
。
そ
の
結

果
、
二
種
深
信
に
お
い
て
い
わ
れ
る
二
種

一
具
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法

の
深
信
と
機
の
深
信
と
の
正
の
相
関
が
証
明
さ
れ
た
も
の
の
、
二
種
深
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信
と
自
我
同

一
性
の
相
関
に
つ
い
て
は
設
定
し
た
仮
説
に
反
し
て
無
相

関
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
二
種

一
具
の
受
け
と
め
に
関
し
て
も
、
従
来
の

一
つ
の
信
心
の
両
面
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

一
義
的

な
も
の
で
は
な
く
、
各
々
の
受
け
止
め
が
あ
り
、
多
様

で
曖
昧

で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
二
種
深
信
の
受
け
止
め
方
か
ら
、
実
際
の
真
宗
的
宗
教

性
と
は
多
様
で
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

現
状
に
お
い
て
は
そ
の
多
様
さ
と
曖
昧
さ
を
ど
の
よ
う
に
把
握
で
き
る

か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
本
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
現
場
に
お
け
る
真
宗
的
宗
教

性
が

一
義
的
な
も
の
で
は
な
く
、
多
様
で
曖
昧

で
あ
る
こ
と
の
理
論
的

根
拠
を
宗
教
性
の
多
元
的
理
解
と
い
う
考
え
方

に
求
め
、
更
に
、
そ
の

多
元
的
理
解
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
文
化
的

自
己
観
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
の
う
え
で
現
在

の
真
宗
的
宗
教
性
を
把

握
す
る
た
め
の
理
論
的
枠
組
み
を
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
本
発
表
に
お
け
る
真
宗
的
宗
教
性
と
は
研
究
の
射
程
か
ら
日
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本
に
お
け
る
真
宗
的
宗
教
性
に
限
る
こ
と
と
す
る
。

2

先
行
研
究

の
概
観

2
―
1
宗
教
性
の
多
元
的
理
解
に
関
す
る
先
行
研
究

宗
教
性

の
多
元
的
理
解
と
は
、
従
来
宗
教
性
の
複
雑
さ
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
る
。
か

つ
て
宗
教
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
客
観
的
に
理
解
し

よ
う
と
す
る
際
に
、
教
会

へ
の
出
席
率
等
の
行
為
が
そ
の
尺
度
と
し
て

用

い
ら
れ
て
い
た
が
、
宗
教
性
と

い
う
も
の
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な

行
為
に
よ
っ
て
の
み
測
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
世
界
の
諸
宗

教
を
単

一
の
尺
度
に
よ
っ
て
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ

と
か
ら
、
こ
の
宗
教
性
の
多
元
的
理
解
と
い
う
視
点
が
生
じ
て
き
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
宗
教
性
理
解

の
嚆
矢
と
し
て
グ

ロ
ッ
ク
と
ス
タ
ー
ク
の
多
元
的
理
解
が
挙
げ
ら
れ
、
経
験
的
次
元
、
イ

デ
オ

ロ
ギ
ー
的
次
元
、
儀
礼
的
次
元
、
知
的
次
元
、
結
果
的
次
元
と
い

う
五
つ
の
次
元
が
提
示
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
宗
教
性

の
多
元
的
理
解
と
い
う
視
点
を
受
け
て
金
児
は

真
宗
寺
院
の
住
職
と
門
信
徒
代
表

に
対
し
て
質
問
紙
調
査
を
行
っ
て
お

り
、
(
1
)

こ
の
な
か
、
宗
教
行
動
と
宗
教
意
識
に
つ
い
て
の
分
析
が
行
わ
れ

て
い
る
。

そ
し
て
、
質
問
項
目

へ
の
回
答
を
分
析
し
、
宗
教
行
動
に
つ
い
て
は

「心
の
宗
教
―
物

の
宗
教
」
と

「此
岸
―
彼
岸
」
と
い
う
二
つ
の
軸
で

一
八
六

説
明
し
、
門
信
徒
代
表
の
宗
教
行
動
を
類
型
化
し
て
い
る
。

宗
教
意
識
に
関
し
て
は
、
因
字
分
析
に
よ
っ
て

「民
俗
宗
教
性
」
「真

宗
信
仰
性
」
「宗
教
的
実
践
性
」
「保
守
性
」

「事
な
か
れ
主
義
」
と
い

う
五
つ
の
因
子
を
抽
出
し
、
真
宗
的
宗
教
性
は
こ
れ
ら
の
因
子
が
関
連

し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
門
徒
代
表
は
も
ち
ろ
ん
、
真
宗

寺
院
の
住
職
に
お
い
て
も

「民
俗
宗
教
性
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
な
か
、
特

に
宗
教
性
に
直

接
関
係
が
あ
る
も
の
と
し
て

「民
俗
宗
教
性
」
と

「真
宗
信
仰
性
」
が

挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
は
宗
教
行
動
に
お
け
る

「
心
の
宗
教
―
物

の
宗
教
」

軸
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

金
児
氏
は
さ
ら
に
日
本
人
に
お
け
る
宗
教
観

へ
と
論
考
を
深
め
、
そ

こ
に
向
宗
教
性
、
加
護
観
念
、
霊
魂
観
念
の
三

つ
の
宗
教
観
を
見
い
だ

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
金
児
の
実
証
的
デ
ー
タ
に
基
づ

い
た
研
究
か
ら
、
日
本

人
に
お
け
る
真
宗
的
宗
教
性
及
び
宗
教
性
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

お
り
、
本
論
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
特
に
真
宗
に
お
け
る
宗
教
意
識

と
し
て

「真
宗
信
仰
性
」

「民
俗
宗
教
性
」
と

い
う
因
子
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
実
際

の
真
宗
的
宗
教
性
と
い
う
も
の
が

一

義
的
な
も
の
で
は
な
く
多
元
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
証
明
し
て
お
り
、

ま
た
、
そ
の
理
解
に
は
多
元
的
視
点
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
根

拠
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
金
児
は
日
本
人
の
宗
教
観
と
し
て
先
に
挙
げ
た
向
宗
教
性
、

霊
魂
観
念
、
加
護
観
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
日
本
人
の
対
人
関
係
観
と

密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
調
査
に
よ
っ
て
証
明

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
人
の
自
己
意
識
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は

言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
真
宗
的
宗
教
観
の
把
握
に
は
そ
の
基
底
と
な
る
日
本
人
の

自
己
意

識
に
つ
い
て
の
理
解
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
に
、

本
論
に
お
い
て
は
日
本
人
の
自
己
観
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
見
て
い

く
こ
と
と
す
る
。

2
-
2
日
本
人
の
自
己
観
に
関
す
る
先
行
研
究

「日
本

人
」
に
関
す
る
論
考
と
し
て
は
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者

ル
ー
ス

・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
に
よ
る

『菊
と
刀
』
を
は
じ
め
、
様
々
な
理

論
が
構
築
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
な
か
、
日
本
人
と
西
欧
人
と
で

は
自
己

の
構
造
や
内
容
が
異
な
る
と
い
う
比
較
文
化
的
理
論
の
流
れ
を

受
け
て
、
近
年
、
北
山
、
(
2
)

高
田
ら
に
よ
っ
て
、
(
3
)

西
欧
に
お
け
る

「相
互

独
立
的
自
己
観
」
と
日
本
に
お
け
る

「相
互
協
調
的
自
己
観
」
と
い
う

二
つ
の
自
己
観
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

北
山
は
、
従
来
の
心
理
学

の
研
究
成
果
か
ら
、
心
理
学
の
理
論
や
方

法
を
考

え
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
あ
る
文
化
的
背
景
を
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
従
来

の
研
究
は
、
「心
」
と
い
う
も
の
は

人
類
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
論
的
前
提
に
立

っ
た
う
え
で

進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
自
己
高
揚
に
関
す
る
研
究
等
か
ら
、
そ
の
結
果
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が
文
化

に
よ

っ
て
大
き
く
異
な
る
と

い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら

「心
」
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
様
々
な
文
化

や
民
族
に
よ
っ
て
異
な
る

可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「心
」
は
文
化
に
関
与
す
る
こ
と
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
、
同

時
に
、
文
化
は
多
く
の
そ
の
よ
う
な

「心
」
の
社
会
的

・
集
合
的
活
動

に
よ
り
維
持

・
変
容
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
受
け
継
が
れ
て
い
く
と
い
う

心
と
文
化
の
相
互
構
成
過
程
に
注
目
す
る
文
化

心
理
学
を
提
唱
し
て
い

る
。
こ
の
文
化
に
関
与
す
る
こ
と
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
人
の
主
体
の

性
質
に
つ
い
て
通
念
を

「文
化
的
自
己
観
」
と
し
、
こ
の
文
化
的
自
己

観
と
し
て
、
西
欧
文
化
に
お
い
て
優
勢
な

「相
互
独
立
的
自
己
観
」
と

日
本
文
化
な
ど
で
優
勢
な

「相
互
協
調
的
自
己
観
」
を
提
唱
し
て
い
る
。

相
互
独
立
的
自
己
観
と
は
、
自
己
は
他
者
や
回
り
の
も
の
ご
と
か
ら

区
別
さ
れ
、
切
り
離
さ
れ
た
実
体
で
あ
る
と
さ
れ
、
自
己
は
周
囲
の
状

況
と
は
独
立
に
あ
る
主
体
の
持
つ
能
力
、
才
能
と

い
っ
た
様
々
な
属
性

に
よ

っ
て
定
義
さ
れ
る
と
し
、
相
互
協
調
的
自

己
観
と
は
、
自
己
は
他

者
や
回
り
の
も
の
ご
と
と
結
び

つ
い
て
高
次

の
社
会
的

ユ
ニ
ッ
ト
の
構

成
要
素
と
な
る
関
係
志
向
的
実
体
で
あ
る
と
さ
れ
、
自
己

の
定
義
は
人

間
関
係
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
あ
る
関
係
性
の
中
で
意
味
づ
け

ら
れ
て
い
る
自
己
の
属
性
が
中
心
に
な
る
と
し

て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
自
己
観
に
つ
い
て
高
田
は
、
人
間
存
在
は
個
性
的
側
面

と
社
会
的
側
面
を
も
ち
、
自
己
に
も
そ
れ
に
応

じ
た
二
つ
の
側
面
が
あ

る
と
い
う
視
点
か
ら
、
相
互
独
立
的
自
己
観

は
個
性
的
存
在
と
し
て
の

一
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人
間
、
相
互
協
調
的
自
己
観
は
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
強
調
し

て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
自

己
観
は
所
属
す
る
文
化
に
関
わ
ら
ず
如
何
な
る
個
人
に
お
い
て
も
双
方

の
自
己
観

に
即
し
た
考
え
方
を
も
ち
、
そ
の
優
勢
度
に
よ

っ
て
個
人
差

が
生
じ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
視

点
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
自
己
観
は
別
次
元
に
位
置
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
高
田
は
二
つ
の
自
己
観
を
別
々
に
測
定

す
る
文
化

的
自
己
観
尺
度
を
作
成
し
、
調
査
に
基
づ
い
て
こ
の
こ
と
が

確
認
さ
れ

て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
結
果
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
他

の
文
化
圏
よ
り
も

相
互
協
調
性
が
高
く
、
相
互
独
立
性
が
低
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

3

理
論

的
枠
組
み

の
設
定

以
上
の
二
つ
の
宗
教
性
と
二
つ
の
自
己
観
と
い
う
理
論
的
枠
組
み
に

基
づ
い
て
、
本
論
の
目
的
で
あ
る
日
本
に
お
け
る
真
宗
的
宗
教
性
を
把

握
す
る
た

め
の
理
論
的
枠
組
み
を
以
下
に
お
い
て
設
定
し
て
い
く
。

ま
ず
、
北
山
、
高
田
の
理
論
的
枠
組
み
か
ら
日
本
文
化
に
お
け
る
自

己
観
と
し

て
は
相
互
協
調
的
自
己
観
が
相
互
独
立
的
自
己
観
に
比
べ
て

優
勢
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
高
田
の
理
論
的
枠
組
み
か
ら
、

こ
の
二
つ
の
自
己
観
は
同
次
元
に
お
け
る
強
弱
で
は
な
く
、
別
次
元
に

あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
証
的
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か

ら
、
日
本
的
自
己
観
は
こ
の
二
つ
の
自
己
観
か
ら
成
り
立

つ
構
造
を
持

一
八
八

つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
金
児
の
理
論
的
枠
組
み
か
ら
、
真
宗

的
宗
教
性
に
お
い
て
五

つ
の
因
子
が
確
認
さ
れ
、
こ
の
な
か
、
特
に

「民
俗
宗
教
性
」
と

「真

宗
信
仰
性
」
が
宗
教
性
と
直
接
関
係
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
真
宗
的
宗
教
性
に
お
い
て
は
こ
の
二
つ
の
宗
教
性
か
ら

成
り
立

つ
構
造
を
持

つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
日
本
的
自
己
観
と
真
宗
的
宗
教
性
と
の
関
係
は
、
北
山
の
相
互

構
成
過
程
に
よ
れ
ば
文
化
と

「心
」
は
互
い
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
成

立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
本
的
自
己
観
と

真
宗
的
宗
教
性
は
相
互
に
影
響
を
与
え
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ

る
の
で
あ
る
が
、
よ
り
簡
略
に
考
え
る
な
ら
ば
、
日
本
的
自
己
観
が

基
底
に
あ
り
、
そ
の
上
に
真
宗
的
宗
教
性
が
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
、
日
本
的
自
己
観
に
お
け
る
二
つ
の
自
己
観
と
真
宗
的
宗
教
性

に
お
け
る
二
つ
の
宗
教
性
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
相
互
協
調
的
自
己

観
は
民
俗
宗
教
性
と
、
相
互
独
立
的
自
己
観
は
真
宗
信
仰
性
と
関
係
し

て
い
る
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
民
俗
宗
教
性
と
は
、
素
朴
な
信
仰
に
根
ざ
し
、
民
衆

を
主
た
る
担
い
手
と
し
て
展
開
す
る
宗
教
性
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
金
児
が
こ
の
民
俗
宗
教
性
は
日
本
人
の

対
人
関
係
観
、
特
に
他
者

へ
の
信
頼
を
前
提
と
し
た
依
存
、
あ
る
い
は

期
待
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
対
人
関
係
観
と

740



深
く
関
わ

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
対
人
関
係
に
お
い
て

自
己
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
自
己
観
が
相
互
協
調
的
自
己
観

で
あ
る

の
で
、
こ
の
間
に
は
強

い
因
果
関
係
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

一
方
、
真
宗
信
仰
性
と
は
、
真
宗
に
お
け
る
宗
教
的
信
念

・
経
験

・

知
識

・
実

践
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
真
宗
門
信
徒
に
お
い
て
期
待
さ
れ

る
宗
教
性

を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
周
囲
の
状
況
と
は
関
係
な

く
、
主
体
的
な
各
自

の
信
仰
体
系
の
確
立
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
周
囲
の
状
況
と
は
独
立
に
あ
る
主
体

の
持

つ
能
力

・
才
能
と

い
っ
た
様
々
な
属
性
に
よ

っ
て
自
己
を
意
味
づ
け
る

自
己
観
が
相
互
独
立
的
自
己
観
で
あ
る
の
で
、
こ
の
間
に
も
因
果
関
係

が
あ

る

も

の
と

考

え

ら

れ

る
。

真
宗

伝
道

に
関

す
る

一
考
察

(長

岡
)

図一1日 本 的自己観における真宗 的宗教性

こ
の
こ
と
か
ら
、
日
本
的
自
己
観
に
お
け
る
真
宗
的
宗
教
性
に
お
い

て
は
、
ま
ず
図
―
1
の
よ
う
な
構
造
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ

が
日
本
的
自
己
に
お
け
る
真
宗
的
宗
教
性
を
把
握
す
る
た
め
の
理
論
的

枠
組
み
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。

4

今
後

の
方
向

以
上
、
日
本
的
自
己
に
お
け
る
真
宗
的
宗
教
性
を
把
握
す
る
た
め
の

理
論
的
枠
組
み
を
、
相
互
協
調
的
自
己
観
と
民
俗
宗
教
性
、
相
互
独
立

的
自
己
観
と
真
宗
信
仰
性
と
の
因
果
関
係
に
お

い
て
設
定
し
た
の
で
あ

る
が
、
今
後
は
こ
の
仮
説
を
実
証
的
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
と

な
る
。

具
体
的
に
は
金
児
の
宗
教
行
動

・
宗
教
意
識

に
関
す
る
項
目
群
と
高

田
に
よ
る

文
化
的
自
己
観
尺
度
を
参
考
に
し
た
う
え
で
質
問
紙
を
作

成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
性
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
分
析
を
通
し
て
具
体
的
な
真
宗
的
宗
教
性
を

把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
真
宗
伝
道
の
具
体
的
方
法
が
見
え
て
く
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

1

金
児
暁
嗣

『日
本
人
の
宗
教
性
―
オ
カ
ゲ
と
タ
タ
リ
の
社
会
心
理
学
―
』

1
9
9
7新
曜
社

2

北
山
忍

『自
己
と
感
情
―
文
化
心
理
学
に
よ
る
問
い
か
け
―
』
1
9
98

共
立
出
版
株
式
会
社

一
八
九
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真
宗
伝
道

に
関
す
る

一
考
察

(長

岡
)

3

高

田
利
武

「日
本
人

ら
し
さ
」

の
発
達
社

会

心
理
学
2
0
0
4

ナ
カ

ニ
シ
ヤ
出
版

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

真
宗
、
伝
道
、
文
化
的
自
己
観

(浄
土
真
宗
本
願
寺
派
教
学
伝
道
研
究

セ

ン
タ
ー
)

一
九
〇

新
刊
紹
介

三
枝

充
悳

『
三

枝

充

悳

著

作

集

』

全

八

巻

第

一
巻

仏
教
概
説

定
価

一
三
、
○
○
○
円

第
二
巻

初
期
仏
教
の
思
想

定
価

一
九
、
○
○
○
円

第
三
巻

バ
ウ
ッ
ダ

定
価

一
三
、
○
○
○
円

第
四
巻

縁
起
の
思
想

定
価

一
三
、
○
○
○
円

第
五
巻

龍
樹

定
価

一
三
、
○
○
○
円

第
六
巻

仏
教
の
宗
教
観

・
人
間
観

定
価

一
三
、
○
○
○
円

第
七
巻

比
較
思
想
論
Ｉ

定
価

一
三
、
○
○
○
円

第
八
巻

比
較
思
想
論
Ｉ

定
価

一
三
、
○
○
○
円

A
五
版

・
法
蔵
館

・

二〇
〇
四
年
～
二
〇
〇
五
年
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to Seshin世 親(Vasubandu)and from shujo衆 生to ujo.有 情(sattva).

In addition he used new terms, toshogaku等 正覺 and mujogaku無 上覺,

for the first time at the age of eighty-five. These rewritings are due to the fact

that he was facing difficult problems such as strife with his son Zenran and

opposition to the Nembutsu.

So he increased his focus on Mappo consciousness, and used new terms 

in his last year. 

Ujo signifies that all beings strive to live always to the utmost. On this ac-

count Shinran thought ujo better than shujo. 

In the history of Chinese translations of Buddhist scriptures, the term shu-

jo is older than ujo. Shinran used the new term ujo consciously rather than 

the older shujo. 

135. A Consideration Concerning the Propagation of Shin-Buddhism: a the-

ory based on the cultural view on self 

Gakucho NAGAOKA 

In Shin-Buddhism, there have been two religious aspects: one is the pure 

religious aspect expected of Shin-Buddhists and the other is the folk aspect 

including worldly profits and ancestor worship. These two aspects are said 

to comprise the religiousness of Shin-Buddhism. As for self in Shin-Bud-

dhism, it is assumed to consist of a mutually independent self and a coopera-

tive self. 

Taking into consideration the two religious aspects and the two types of 

view of self mentioned above, I try to advocate a new theory about the prop-

agation of Shin-Buddhism. 

136. The Construction of Tannisho, Chapter ‡U

Kakuji SASAKI 

This paper is about different perspectives on understanding the truth or 

the Primal Vow in chapter two of the Tannisho. According to the common
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