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『

浄
土

の

観
念
』

は
、

清
沢
満
之
以
降
の

真
宗
教
学
を
代
表
す
る
一

人

で

あ
る

、

金

子
大
栄
の

講
演
録
で

あ
る

。

『

浄
土
の

観
念
』

が
一

体
何
を

批

判
し

た

の

か

を
本

論
は

考
察

す
る

。

第
一

に

『

浄
土

の

観
念
』

を
概

観
し

、

第
二

に

そ
の

批

判
内
容
を
み

る
。

最
後
に

『

浄
土
の

観
念
』

の

背
景
に

あ
る

状
況
を
み
た

い
。

　
『

浄
土
の

観
念
』

は
、

三

通
り
の

浄
土
観
を
示
す

。

観
念
の

浄
土

、

理

想
の

浄
土

、

実
在
の

浄
土
で

あ
る

。

観
念
の

浄
土
と

は
、

「

見
え
な
い

け

れ

ど

も

見
え

る

も

の
・

根
本
と

な
つ

て
い

る
」

（

浄
・

三

五

頁）

浄
土

で

あ
る

。

理

想
の

浄
土
は

、

「

あ
る

べ

き
世
界
を
画
き
出

し
て

さ

う
い

ふ

世

界
で

あ
ら

し
め

た

い

と

い

ふ

理
想
と

し

て

説
き

現
は

さ

れ

た

る

浄
土
」

（

浄
・

三

六

頁）

で

あ

り
、

実

在
の

浄
土

は

「

ど

こ

か

に

本
当
に

浄
土

と

い

ふ

も
の

が

実
在
し
て

居
つ

て

吾
々

は

そ
こ

へ

往
く
の

だ
と
い

ふ

風
に

説
き
現
は

さ
れ

た

る
」

（
浄
・

三

六
頁
）

浄
土

で

あ
る

。

詳

説
す
れ

ば
、

観
念
の

浄
土

は

現
実
の

仏

法
僧
の

背

景
と

な

り、

こ

の

三

宝
を

支
え
る

不
可
視
の

真
実
そ
の

も
の

で

あ
る

。

こ

の

観
念
は

理

想
と
し

て

志

向
さ

れ

る

に

は
、

余

り
に

現
実
と

隔
絶
し

て

い

る
。

そ
の

た

め

に

実
在
の

浄

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
六

十
四

巻
第
】

号
　
平
成
二

十
七

年
十
二

月

土

と

し

て

は

説
か

れ

な
い

。

理

想
の

浄
土
と

は

自
己
と

他
と
を

清
浄
と

し

て

い

く
菩
薩
の

理

想
と

し

て

の

浄
土
で

あ
る

。

自
己
を

内
省
し

て

清

浄
に

し

て

い

く
と

同
時
に

、

他
を
も
浄

化
し
て
い

く

浄
土

で

あ
る

。

実

在
の

浄
土

は
、

そ

の

理

想
の

浄
土
の

完
成
し
た

か
、

或
い

は

完
成
の

途

上

に

あ
る

世
界
で

、

こ

の

世
界
に

存
す
る
と

想
定
さ

れ
る

浄
土
で

あ
る

。

た

と
え
ば

、

あ
る

菩
薩
が

自
ら

の

「

理
想
の

浄
土
」

を
樹
立

せ

ん

と

す

る
。

こ

の

菩
薩
は

先
人

が

既

に

建
立
し
て
い

る

「

理
想
の

浄
土
」

と

し

て

実
在
す
る

浄
土
へ

の

往
生

を

願

う
。

こ

の

菩
薩
の

念

願
は

、

そ
の

存

在
が

想
定
さ

れ

る

先
人
の

「

実

在
の

浄
土
」

で

の

永
き

修
行
を

経
な

け

れ

ば

到
底
自
ら
の

浄
土
を
建
立

で

き
な
い

か

ら
で

あ
る

。

し

か

し
凡

夫

が
こ

の

実
在
の

浄
土

に

往
生
せ

ん

と

す
れ
ば

、

此
岸
と

彼
岸
の

対
立

が

鮮
明
に

な
る

ば

か

り
で

遂
に

は

絶
望
に

堕

す
る
と

金

子
は
い

う
。

こ

の

「

絶
望
」

は

自
己
へ

の

絶
望

で

あ
り
同
時
に

真
理
へ

の

目
覚
め

で

も
あ
る

。

こ

の

「

絶
望
」

に

よ
っ

て

此

岸
と

彼
岸
と

の

超
え
ら

れ

な
い

断
絶
が

明

ら
か

に

な
り

、

「

実
在
の

浄
土
」

は

真
の

意
に

お
い

て

「

観
念
の

浄
土
」

と
し

て

再
帰
的
に

受
け
と

め

な

お
さ

れ
る

。

実
在
の

浄
土

に

往
生
す
る
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『

浄
土

の

観
念
』

に

お

け
る
批

判
の

射
程
（

東
）

事
も
絶
望

的
で

あ
る
か

ら
、

凡
夫
に

と
っ

て

は

自
ら
が

建
立

せ

ん

と

す

る

理
想
の

浄
土

も
実

現
し

得
ず

、

観
念
の

浄
土

と

な

ら

ざ
る

を
得
な
い

。

三

通

り
に

示
さ
れ

た

浄
土

観
は
一

つ
、

つ

ま
り
観
念
の

浄
土

に

収
斂
す

る
。

宗

門
で

問
題
視
さ

れ

た

の

は
、

実
在
の

浄
土
に
つ

い

て

語
る

際
の

「

実
在
の

浄
土
は

信
ず
る
こ

と

が

出
来
な
い
」

（

浄

二

〇

五

頁）

と

い

っ

た

発
言
で

あ
る

。

然
る
に

そ
の

中
〔

引
用
者
注
同

浄
土
の

観
念
』

〕

に、

「

実
在
の

浄
土
は

信
ぜ
ら

れ
ぬ
」

と
い

ふ

こ

と
を
申
し

ま
し

た
（
そ
れ
が

特
に

こ

の

度
の

問
題
と

な
つ

た

の

で

す
が
）

の

は
、

教
法
の

指
示
す
る
実

在
観
念
を

、

常
識
の

見
解
に

依
る

実

在
観
か
ら

簡
ば

う
と
欲
ふ

た

か
ら

で
あ

り
ま

す
。

…

常
識
の

見

解
に

依
る

実
在

観
は

到
底
成
立
い

た

し
ま
せ
ぬ

。

さ
れ
ば
こ

そ
反

対
に

如
来
と

浄
土
と
の

実
在

を
無
視
す
る

、

現
代
の

常
識
的

見
解
も
生
じ
た

の

で

あ
り
ま
せ

う
。

そ
れ

故
に

私
は

教
法
に

依
る

実
在
観
念
を

明
か
に

す
る

と

共
に

、

こ

の

常
識
の

見
解
に

依

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　り

る

実
在
観
と

、

非
実
在
観
と

を
除

去
し
や

う
と
い

た
し

ま
し

た
。

　

金

子
が

「

常
識
の

見
解
に

依
る

実
在

観
」

と
い

う
の

は

教
法
を

「

教

の

ま
・

に
」

聞
き

、

経
典
を

根
拠
と

し

て

浄
土

は

「

あ
る
」

と
主

張
す

る

事
だ

が
、

そ

う
し
た

了
解
は

常
識

的
実

在
観
に

依

り
教
法
に

依
ら

な

い
。

金
子
は

教
条
的
な
経
典
読
解
の

姿

勢
を

痛
烈
に

批
判
す
る

。

私
は

〔

、

〕

昔
か

ら
教
の

ま
・

に

信
じ
な
さ
い

と

喧
し

く
云
つ

て

居
る
人
が

あ

る

が、

こ

れ
は

非
常
な
問
題
だ
と

思
う
…
（
浄
・

＝
二

八

頁）

ど

う
も
書
い

て

あ
る

通
り
と
い

ふ

の

は
口

真
似
で

は

い

か
ん

、

口

真
似
で

な
く

て

書
い

て

あ
る

通
り
と
い

ふ

こ

と

は

恐
ら

く
ど

う
い

ふ

事
で

あ
る
か

…
（
如
・

　
三
九

頁）

　
「

教
の

ま
・

に
」

と
い

う
態
度
の

問
題

は
、

教
え
の

ま
ま
に

聞
法
し

語

る
事
が

釈
尊
の

「

口

真
似
」

に

終
始
し
、

自
身
と
釈

尊
と

を
い

つ

の

ま

に
か

重
ね
て

し
ま

う
点
に

あ
る

。

そ

う
な

る

と

語
る

者
と

釈
尊
の

区
別

は
な

く
な
る

た

め
、

「

教
の

ま
・

に
」

聞
き
語
る

者
は
い

つ

し

か

凡
夫
と

い

う
自
己

を

忘
れ

る
。

金

子
は
こ

の

点
を
批

判
す
る

。

さ

ら

に

金

子
の

批
判
は

素
朴
実
在

論
的

信
仰
を

他
者
に

或
い

は

先
人
に

お
い

て

認
め

、

自
ら
の

信
仰
の

根
拠

と

す
る

、

そ

う
し

た

信

仰
了
解
へ

の

批
判
へ

と

展

開
す
る

。

昔
の

人

は
西
の

方
に

浄
土
が

あ
る

の

だ
、

と

本
当
に

思

う
て
居
つ

た

な
ど
と

定

め

て
し

ま
ふ

の

は

稍
々

危
険
な
こ

と
で

あ
り
ま
す

。

…

念
仏
を

称
へ

て
お

浄
土

へ

往
く
の

だ
と

云
つ

て

居
る

お

爺
さ
ん

お

婆
さ
ん
の

心
持
の

中
に

も
十
人
の

中

九

人
ま

で
は

字
宙
地
図
式
に

考
え
て

居
ら

う
が、

其
の

中
の
一

人
位
は

、

言
葉

は

さ

う
い

ふ

言
葉
を
使
つ

て

居
つ

て

も
其
の

心
持
は

そ
れ

以
上
に

進
ん
で

居
る

か

も
知
れ
な
い

…

少
し
真
面
目
な
お

爺
さ
ん

お
婆
さ

ん
に

な
る
と

妙
な
テ

カ

テ

カ

光
つ

た
金
銀
瑠
璃
の

浄
土
と
は

思
つ

て

居
ら
な
い
、

さ
う
い

ふ

点
に

於
い

て

私
は
お

爺
さ
ん

お

婆
さ
ん
を

尊
敬
す
る

の

で

あ
り
ま

す
。

…
た
ず

昔
の

人

は

斯

う
書
い

て
居
る

か

ら
此
の

通
り
思
つ

て

居
つ

た

の

だ

と
云
つ

て

し
ま
ふ

こ

と
は

〔

、

〕

私
は

昔
の

人
を
軽

蔑
し

侮
辱
す
る

こ

と

に

な
つ

て

来
は
せ

ぬ

か

と
思
ふ

…

（
浄
・

三
一

〜
三
三

頁）

　

素
朴
な

信
仰
へ

の

批

判
と
は

、

教
学
的
表

現
に

通
じ
な
い

者
の

信
仰

を
教

学
的
に

批
判
し
鞭
打
つ

事
で

は

な
い

。

「

昔
の

人
は

西
の

方
に

浄
土

が

あ
る

の

だ
、

と

本
当
に

思
う
て

居
つ

た
」

と

他
者
を

評
し

て
、

素
朴

一 94一
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な
信

仰
と
し

て

仏
教
の

浄
土
や

如
来
と

い

っ

た

観
念
を

み

て

素

朴
で

あ

る

故
に

解

釈
を

加
え

ず
解

す
る

を
理

想
化
す
る

事
、

或
い

は

素
朴
で

あ

る

故
に

切
り
捨
て

る

事
を

金

子
は
批

判
す
る

。

金
子
の

い

う
観
念
の

浄

土
は

有
無
を
離
れ

た

彼
岸
の

世

界
で

あ
り

、

有
る
と

い

う
実

在
観
へ

の

批

判
だ

け
で

な

く
、

無
い

と
い

う
非

実
在
観
へ

の

批
判
を
も

射
程
と

す

る
。

血

肉

と

な
っ

た

信
仰
が

、

物
語

的
な
語

り
と

し
て

表
現
さ

れ

る

た

め

に

素
朴
の

烙
印
を

お

さ

れ
、

深
く
省
み

ら

れ

る

こ

と

な

く
「

た
ず

昔

の

人
は

斯
う
書
い

て

居
る

か

ら
此
の

通

り
思
つ

て

居
つ

た

の

だ
」

と
し

て

素

朴
実
在
論
的
浄
土
の

存

在
証
明
に

使
役
さ
れ
る

か
、

或
い

は

教
法

を

単
に

非
合
理

な
神
話
と

見

做
す
こ

と
の

根
拠
と

し

て

消
費
さ

れ

る
。

そ

の

ど

ち
ら
も
が

「

昔
の

人
を

軽
蔑
し

侮
辱

す
る

こ

と
」

に

な

る
。

金

子
が

「

観
念
」

と

い

う
言

葉
で

確
か

め

る

の

は
、

浄
土
へ

往
く
と
い

う

物
語

的
な

語
り
で

表
現
さ

れ
る

信
仰
の

内

実
で

あ
る

。

金
子
は

「

観
念
」

を

「

生

活
の

規
範
」

と

も
表
現
す
る

。

価
値
あ
る

も
の

は

吾
々

の

生
活
の

規
範
と

な
る

も
の

で

あ
る

。

即
ち
法
性
真
如

で

あ
る

。

そ
れ
が

生
活
の

規
範
で

あ
る

か

ぎ
り
常
住
な
も
の

で
な

く
て
は

な
ら

ぬ
。

そ
れ

は

吾
々

の

行
く
手
に

北

斗
星
の

如
く
輝
く
の

で

あ
る

。

そ
れ
を

吾
々

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　　

は

「

永
久
に

未
来
に
あ

り
て

不
生

な
る

も
の
」

と

表
象
す
る

。

　
金

子
の

師
で

あ
る

清
沢

満
之

は

浄
土

に

関
し
て

積
極
的
に

は

語
ら

な

い
。

清
沢
に

は

「

救

済
の

現

在
性
」

と
い

う
課
題
が

あ
り

、

そ
れ

に

生

涯
を
賭
し
た

か

ら
で

あ
る

。

『

浄
土
の

観
念
』

に

お

け
る

批

判
の

射
程
（
東）

吾
人
は
過

去
を
回
想
し
未
来
を
追
想
す
る

を
要
せ

ず
、

現
前
一

念
を

浄
く
す
る

を

要

す
。

（

此

点
よ

り
す
れ
ば

地
獄
極
楽
の

有
無

、

霊
魂
の

滅
否
は

無

用
の

論

　
　

ヨ　

題
也）

　
金

子
の

い

う
「

観
念

の

浄
土
」

は
、

こ

の

現
在
の

救
済
と
い

う
課

題

か

ら

浄
土

を

捉
え
な
お

す
も
の

で

あ
る

。

対
照
的
に

積
極
的
に

語
ら
な

い

意
志
を
主

張
し
た
の

が

野
々

村
直
太

郎
で

あ
る

。

野
々

村
の

『

浄
土

教
批
判
』

は
、

『

浄
土
の

観
念
』

の

元
と

な
っ

た

講

演
の
一

年
前
に

出
版

さ

れ
、

金

子
は

野
々

村
を
意

識

し

て

い

た

と

考
え
ら
れ
る

。

野
々

村
に

と
っ

て

は

浄
土

教
の

神
話
的

表
現
は

浄
土

教
の

宗
旨
を
明
ら
か

に

す
る

た

め
の

方
便
で

あ
る

か

ら
、

往
生

思

想
が

表
す
内
容
は

往
生
と
い

う
言

葉
を
用
い

ず
と

も
受
け
と

め

ら
れ

る
。

往
生

思
想
が

何
を

語
ろ

う
と

す

る

の

か

を

問
う
野
々

村
の

問

題
意

識
は

「

若
し

所

表
現
の

文
字
を

の

み

固
執
す
る

な

ら

ば
、

そ
れ
は

唯
だ

書
物
を

見
る

も
の

で

あ
つ

て

真
に

著

　
　
　

　
　
　

　
　
　

（

4
）

者
の

言
を

聞
く
も
の

で

な
い
」

と
い

っ

た

金

子
の

そ
れ
と

通
じ

る
。

た

だ

し

野
々

村
が
神
話
的
な

表
現
が

も
は

や

現
代
に

お
い

て

は

役
目
を

終

え
て

い

る

と

断

定
す
る

事
は

金
子
か

ら

批
判
さ

れ

る
。

結
局

、

野
々

村

の

論
で

は

浄
土

は

「

な
い
」

と

常
識
的
に

結

論
づ

け
ら

れ
る

可

能
性
を

有

す
る

か

ら

で

あ
る

。

指
方
立

相
の

浄
土

を

「

あ
る
」

と

す
る
こ

と

も

「

な
い
」

と

す
る
こ

と
も
共
に

経
典
の

言
葉
を

常
識
的
実
在
観
で

捉
え
て

い

る

点
は

等
し
い

。

こ

こ

に

も
ま
た

凡
夫
と
い

う
自
己
の

忘
却
が

あ
る

。

　

以

上

『

浄
土
の

観
念
』

の

批

判
内
容
を
み

て

き

た
。

金

子
は

、

浄
土

の

教
法
を

聞
く
と

き
に

自
ら
に

感
得
さ

れ

た

内
容
を
一

聞
法
者
で

あ
る
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『

浄
土
の

観
念
』

に
お

け
る

批
判
の

射
程
（
東
）

凡
夫
と

し
て

表
現
す
る

。

そ
こ

に
、

未
生
の

境
で

あ
り

、

生
ま

れ

ざ
る

か

ら

こ

そ
現
生

に

は

た

ら
く

「

観
念
」

と

し
て

の

浄
土

が

見
出
さ

れ

た

の

で

あ
る

。

1
　
「

金
子

大
栄
「

私
の

真
宗
学
」

の

翻
刻
と

解
説
（

二
）

翻
刻

編
」

『

大
谷

大

　
学
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』

第
三

〇

号、

一
一

七

頁
。

2
　
『

彼
岸
の

世
界
』

『

金
子
大
栄
著

作
集
』

第
三

巻、

二

六
四

頁
。

3
　
〔
明

治
三

十
三

年
当
用
日

記

抄
〕

『

清
沢
満
之

全
集
』

第
八

巻
、

四
三

六

　
頁

。

4
　
『
親
鸞
教
の

研
究
』

『

金
子
大
栄
著
作

集
』

第
三

巻
、

一

五
五

頁
。

〈

凡
例
〉

　
引
用
文
中

、

読
み

や

す

さ
を

考
慮
し
て

〔

〕

内
に

て

仮
名
を

補

　
い

、

一

部
の

踊
り
字
を

仮
名
で

表
記
す
る

等
の

整
文
を

行
っ

て

い

る
。

〈

参
考
文
献
・

略
号
〉

金

子
大
栄
『

浄
土
の

観
念
』

（
文
栄
堂、

一

九
二

五
）

↓
浄

金

子
大
栄
『

如
来
及
び

浄
土
の

観
念
』

（
真
宗
学
研
究
所

、

一

九
二

六
∀

↓
如

金

子
大
栄

『

金
子
大
栄
著
作
集
』

第
三

巻
（
春
秋
社

、

一

九

八
二
）

清
沢
満
之

『

清
沢
満
之

全
集
』

第
六

巻
・

第
八

巻
（
岩
波
書
店、

二

〇
〇
三
）

野
々

村
直
太

郎
『

浄
土

教
批

判
』

（

中
外
出

版
、

一

九
二

三
）

村
山

保
史
「

金

子
大

栄
「

私
の

真
宗
学
」

の

翻
刻
と

解
説

（

二
）

翻

刻
編
」

　
（

『

大

谷
大

学
真

宗
総

合
研
究

所
研

究
紀

要
』

第
三

〇

号
、

二

〇
一

三
、

　
一
　一
一

−
一

三
⊥

ハ

頁）

〈

キ
ー

ワ

ー
ド

〉

　
浄
土
、

『

浄
土

の

観
念
』

、

金
子

大
栄

（
大
谷
大
学
大
学
院）

新
刊
紹
介

小
谷
　
信
千
代

著

真
宗
の

往
生

論

　
　
　

　
　
　

親
鸞
は

「

現
世
往
生
」

を
説
い

た

か

A5

版
・

三

八

八

頁
・

本
体
価
格
三

、

八

〇

〇

円

　

　
　
　
　

　
　

法
蔵
館
・

二

〇
一

五

年
六

月
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