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一

　

は

じ
め

に

　
本
研
究
に

お
い

て

は
、

真
宗
大
谷
派
に

お

け
る

現
代
教

学
の

現
状
と

課
題
に

つ

い

て

考
え
て
い

き
た
い

。

真
宗
大
谷

派
の

教
学
は

、

親
鸞
教

学
、

蓮
如
教

学
、

江

戸
教
学

、

近

代
教

学
、

現
代
教
学
と
い

う
よ

う
に

時
代
区
分
に

分

け
て

教
学
の

区

分
を

行

う
こ

と

が

多
い

。

も

ち
ろ

ん
、

こ

の

よ

う
な

教
学
区

分
は

、

真
宗
大
谷
派
に

お

け
る

真
宗
教
学
の
一

つ

の

側
面
で

あ
り

、

全
く
異
な
っ

た

教
学
が

存
在
す
る

も
の

で

は

な
い

。

　
こ

の

教
学
区
分
の

中
で

、

現
代
教
学
だ

け
が

、

研
究
手
法
が

確
立
さ

れ
て

お

ら

ず
、

現
状
と

課
題
が

不
明

確
な

ま

ま
で

あ
る

。

本
研

究
に

お

い

て

は
、

こ

の

よ

う
な

現
代
教
学
を
め

ぐ
る

状
況
の

中
で

、

研

究
手
法

を

明
確
に

し
、

真
宗
大
谷
派
に

お

け
る

現
代
教
学
の

指
針
を

明
確
化
す

る
。

　
ま
た

現
代
教

学
が

親
鸞
教
学

、

蓮
如

教
学

、

江
戸

教
学

、

近

代
教
学

な
ど

の

教
学
史
研
究
と

異
な

る

点
は

、

現

代
社
会
の

諸

問
題
が

即
応
的

に

研
究
課
題
と

な

る

故
に

、

結
論
が

見
い

だ
せ

な
い

と
い

う
点
に

あ
る

。

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
六
十
四
巻
第
一

号

　
平
成
二

十
七

年
十
二

月

し

か

し
、

現
代
教
学
の

視
座

を

明
確
化
す
る
こ

と

は
、

宗

門
に

お

け
る

社

会
問
題
の

受
容

点
を

明
ら
か

に

し
、

宗
派
と
し

て

の

社

会
教
化
の

あ

り
方
を
明
ら

か

に

す
る

こ

と

に

繋
が

る
の

で

あ
る

。

時

代
相
応
の

教
化

手
法
を

研

究
・

実
践

す
る
こ

と

は
、

親

鸞
が

和
語
聖

教
を

著
し

た

り
、

当
時
の

流

行
で

あ
っ

た

今
様
を
モ

チ

ー

フ

に

し

て

和
讃
を

著
し
た

り
し

た

よ

う
に

、

真
宗
に

お
い

て

は

常
々

行
っ

て

き
た
こ

と
で

あ
ろ

う
。

　
本
研

究
に

お
い

て
、

教
学
と

現
代
社

会
の

諸
問

題
と

が

ど
の

よ

う
な

関

わ

り
が

あ
る

の

か

を
明

確
に

し
、

現
代
教
学
の

本
質
を

明
ら

か

に

し

て

い

く
こ

と

は
、

真
宗
に

お

け
る

教
化
の

質
を

明
確
に

す
る
こ

と

に
つ

な

が
っ

て

い

く
の

で

あ

る
。

そ

の

こ

と

が
結

果
的
に

真
宗
の

教
学
が

複

雑
化
す
る

現
代

社
会
の

諸
問
題
の

解
決
に

寄
与
す
る

こ

と
が

で

き
る

の

で

あ

る
。

そ
こ

に
、

現
代
教
学
の

ダ

イ
ナ
ミ

ッ

ク

性
が

あ
る

の

で

あ
る

。

二

　
現
代
教
学
の

三

要

素

　
で

は
、

現

代
教
学
と

は

い

か

な

る

様
相
を

持
つ

も
の

だ

ろ

う
か

。

た

と

え
ば

、

大

谷
派
に
お

い

て

は
、

明

治
時
代
以
降

、

近
代
に

輩
出
さ

れ

一
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真
宗
に

お

け
る

現
代
教
学
の

現
状
と

課
題
（
頼
　
尊
）

た

教

学
者
の

教

学
を

「

近
代
教

学
」

と

呼
び

習
わ

し

て

き
た

。

そ
の

よ

う
に

考
え
る

と
、

現
代
教
学
は

、

現
代
の

教
学

者
の

教
学
を
指

す
の

で

あ
ろ

う
か

。

ま
た

、

妙
好
人

の

よ

う
に

、

現
代
に

生

き
る

篤
信

者
の

生

き
ざ
ま
や

そ
の

教
え
を

示
す
も
の

だ

ろ

う
か

。

つ

ま

り
何
を
も
っ

て

現

代
教
学
の

内
容
と

な
す
の

か

と
い

う
問
題
が

次
に

出
て

く
る
の

で

あ
る

。

　

こ

の

問
題
に
つ

い

て

は
、

定

説
化
さ

れ

て
い

な
い

点
が

存
在
す

る
。

し
か

し

な

が

ら
、

真
宗
大

谷
派
に

お
い

て

現
代
教

学
を

公

称
す
る
に

あ

た
っ

て

少
な
く
と

も
次
の

三
つ

の

要
素
が

必

須
条
件
と
な
る

と

考
え
る

。

（

こ

伝
統
的
教

学
の

教
学
理
解
に
か

な
っ

て
い

る
こ

と

　

第
一

点
目

と

し

て

は
、

伝

統
的
な

教

学
理

解
と

相
違
し

な
い

こ

と

で

あ
る

。

「

現
代
教

学
」

は
、

真
宗
大

谷

派
に

お
け
る

教
学
区

分
の
一

つ

で

あ
る

以
上

、

真
宗
学
と
し

て

伝
統
的
に

考
え
ら

れ

て

き
た
教

学
の

根
本

に

合
致
し

て

い

る
こ

と

が
最

低
限
の

条
件
で

あ
ろ

う
。

そ

う
で

な
け
れ

ば
、

い

く
ら

現
代
教

学
で

あ
る

と

し

て

も
、

教

団
内
部
の

共
通
の

視
座

と

し

て
、

理

解
し

が
た

い

と

言
わ

ね

ば

な
ら

な
い

。

つ

ま
り
個
々

人

が

教
学
を

自
分
流
に

理

解
す
る

こ

と

に

な
る
の

で

あ
っ

て
、

教

団
内
の

共

通
理

解
と

な

ら

な
い

の

で

あ
る

。

現
代
教
学
と

し

て

成

り
立
つ

た

め

に

は
、

伝
統
的
教
学
に

合
致
し
た

教
え
で

な

け
れ
ば

な

ら

な
い

の

で

あ
る

。

　

真
宗
教

学
の

べ

ー

ス

と

な
る

親
鸞
の

救
済
観
は

、

「

地
獄
に

生

き
る
こ

と

を

後
悔
せ

ず
」

と
い

う
生

き
方
そ

の

も
の

で

あ
る

。

そ
の

「

地

獄
に

生
き
る
」

と
い

う
言
葉
に

代
表
さ
れ
る

よ

う
な
生
き

方
は

、

「

向
下
的
救

済
観
」

と
い

え
る

。

そ

れ

は
、

一

切
衆
生

の

存
在
が

、

「

さ
と

り
」

へ

の

行
を
行
な

う
主

体
か

ら
、

如
来
の

大
悲
を

受

け
る

も
の

に

な
る

と
い

う

意
味
に

お
い

て
、

「

さ
と

り
」

か

ら

「

救
済
」

へ

と

い

う
存
在
論
的
転
換

が

あ
る

と

も
い

え
る

。

つ

ま

り
、

浄
土

教
に

お

け
る

「

さ

と

り
」

の

本

質
的
転
換
と
は

、

個
人
の

努
力
の

結

果
に

よ
っ

て

証
果
が

開
か

れ

る

の

で

は

な
く

、

証
果
が

す
べ

て

の

人
々

に
、

仏
か

ら
願
わ

れ
、

仏
か
ら

呼

び

か

け
ら

れ
、

仏

か

ら

与
え
ら

れ

て

い

る

と

教
え
ら

れ

て

い

る

と

自
覚

す
る

と

こ

ろ

に

あ
る
の

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

あ
ら

ゆ

る

人
々

を

対

象
と

す
る

向
下

的
平
等
観
の

視
座
が

、

現
代
社

会
を

見
つ

め

る

視
座
と

し

て

最
も
重
要
な
の

で

あ
る

。

（
二
）

時
代
把
握
が

適
切
で

あ
る
こ

と

　

第
二

点
目

と

し

て
、

的
確
な
時

代
把
握
が
な

さ

れ

て
い

る
こ

と

が
必

要
で

あ
る

。

真
宗
大
谷

派
に

お
け
る

現
代

教
学
は

、

現
代
に

お

け
る

真

宗
に

帰

依
し

た

も

の

が
、

真
宗
の

根
本
的
な

教
学
に

従
っ

て
、

物
事
の

あ
り
と

あ
ら

ゆ

る

も
の

を

見
つ

め

直
す
視
座
で

あ

る
の

で
、

そ

の

見
つ

め

る

先
の

「

現
代
社
会
の

諸

問
題
」

の

把
握
の

仕
方
が

適
切
で

な

け
れ

ば
、

見
つ

め

直
す
と
い

う
行

為
そ

の

も
の

が
不
明
確
な
も
の

に

な
っ

て

し

ま
う

。

ま

た
、

客
観
的
な
時

代
把
握
を

欠
い

た

視
座
は

、

宗
教

原
理

主

義
に

陥
っ

て

し

ま
う
可
能
性
が

あ
る

。

そ
の

よ

う
な
状
態
に

な
る
と

、

も
は

や
、

現

代
教

学
は

真
宗
教

学
の
一

形

態
で

は

な

く、

真
宗
大

谷
派

と
い

う
教
団
の

独
善
的
な

現
代
社
会
へ

の

視
座
と

な
っ

て

し

ま

う
。

　
し
か

し

な

が

ら
、

真

宗
学
は

的

確
な

時

代
把
握
の

た

め

の

社
会
分
析

の

ツ

ー

ル

を
持
ち

合
わ

せ

て

い

な
い

。

こ

こ

で

の

現
代
と
い

う
時

代
把

一 98一
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握
の

た

め

に

は
、

社
会
学
や

社
会
福
祉
学
と
い

っ

た

社

会
分

析
の

手

法

を
援
用
す
る
こ

と
が

必
要
と

な
っ

て

く
る

。

（
三
）

現
代
問
題
に

対
し
て

異
論
を
唱

え
る
な
ら

ば

道
理

に
か

な
っ

て
い

る
べ

き
で

あ
る

こ

と

　
最
後
に

、

現
代
問
題
に

対
し
て

異
論
を

唱

え
る

な
ら
ば

道
理

に

か
な
つ

て

い

る
べ

き
で

あ
る
こ

と
が

絶
対

条
件
で

あ
る

。

時
に

教
団
の

内
部
の

人
々

が

現
代
社
会
の

諸
問
題
に

向
き

合
お

う
と

す
る

と

き
、

そ
の

教
団

の

思
想
を

誇
張
す
る

が

た

め

に
、

通

俗
的
な
思
想
を
否
定
し

、

そ

の

思

想
よ

り
上

位
に

そ
の

宗
教
思
想
が
あ
る

と

主

張
す
る

場
合
が

少
な
か

ら

ず
あ
る

。

た

だ

そ
れ
ら
は

、

前
段
で

述
べ

た

社
会
分
析
の

手
法
を

用
い

て

現

代
社
会
の

諸

問
題
を

見
つ

め

て
い

る

わ
け
で

も
な
い

も
の

や
、

国

際
的
な
人

権
保
障
の

潮
流
に
反
し

て

い

る

も
の

も
少
な
く
な
い

。

む

ろ

ん
、

真

宗
大
谷
派
に

お

け
る

現

代
教
学
の

視
座
に
よ
っ

て
、

国
際
的
な

潮
流
に

異
論
が
あ
る

場
合

、

そ
の

視
座
を

明
確
に

す
る
こ

と

も
大
切
な

こ

と
で

あ
る

。

し

か

し
、

そ
の

こ

と
が

、

道
理
を
離
れ
て

、

闇
雲
に

国

際
的

動
向
を
否

定
す
る

も
の

で

あ
れ
ば

、

そ
れ

は
、

謙
虚
に

時
代
社

会

を
把
握
し

て

い

る
と

は

言
え

な
い

の

で

あ
る

。

　

以

上

の

三

点
が

、

真
宗
大
谷

派
に

お

け
る

現
代
教
学
の

指
標
と

言
え

る

で

あ
ろ

う
。

こ

れ

ま
で

、

現
代

教
学
の

必
須
条
件
が

不
明

確
な
ま
ま

で
、

多
く
の

議
論
が
さ
れ
て

き
た
感
が

否
め

な
い

。

真
宗
に
お

け
る

現
代
教
学
の

現
状
と

課
題
（

頼
　
尊
）

人

権
問
題
に

関
す
る

国

際
的
潮
流
を

視
野
に

入
れ

る
必

要
性

　

第
二

次
世

界
大
戦

後
す
ぐ
に

、

国
連
は

世

界
人

権
宣
言
を

採
択

、

一

貫
し

て

あ
ら

ゆ

る

人

権
問
題
に

取
り
組
ん

で

き

た
。

そ

の

な
か

で
、

た

と

え
ば
一

九

六

五

年
に

は

人
種
差
別
撤
廃

条
約
を

締
結
し

、

翌

年
に

は

自
由
権
規
約

、

な
ら
び
に

社
会
権
規

約
を

締
結
し

た
。

ま
た

、

そ
の

後

も
、

女

性
差
別

撤
廃

条
約

、

拷
問

等
禁
止

条

約
、

児
童
の

権
利

条
約

、

移
住
労
働
者

権
利

条
約
が
結
ば
れ

、

今
世

紀
に

入
っ

て

か
ら
は

、

障
害

者
権

利
条
約
と

強
制

失
踪

者
保

護
条

約
が

締

結
さ

れ

て

い

る
。

ま

た
、

国
連
は

、

こ

の

主
だ
っ

た

条
約
の

他
に

宣
言
や

議
定
書

、

規

定
、

行
動

計
画
な
ど

様
々

な
形
で
一

貫
し
て

人
権
擁
護
に

取
り
組
ん

で

い

る
。

　
こ

の

よ

う
な
国
連
に

よ

る

人

権
擁
護
の

取
り
組
み

は
、

国
連

加
盟

国

で

あ

り
、

当
該
の

条

約
等
に

批
准
し

て

い

る

こ

と

が

条

件
で

あ

る

が
、

現
在

、

人
権
問
題
に

関
す
る

あ
る
一

定
の

グ
ロ

ー
バ

ル

ス

タ
ン

ダ

ー

ド

を

形
成

す
る

に

至
っ

て
い

る
。

無
論

、

国
連
の

意
見
形
成
の

中
で
、

キ

リ
ス

ト
教
を

思
想

的
背
景
と
し

て

持
つ

国
の

人

権
意
識
が

強
く
反
映
し

て

い

る

と
い

う
指
摘
も
少
な

く
な
い

。

し

か
し

、

国
連
が
一

貫
し

て

あ

ら
ゆ
る

人
権
問
題
の

解
決
に

取
り
組
み

、

人
々

の

多
様
性
が

認
め

ら

れ
、

共
に

生
き
て

い

こ

う
と

す
る

社
会
の

形
成
に

大
き
く
貢

献
し

続
け
て

き

て

い

る
こ

と

は
、

学
ぶ

べ

き
こ

と

で

あ
り

、

単
純
に

否
定

す
べ

き
も
の

で

は

な
い

の

で

あ
る

。
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真
宗
に
お

け
る

現
代
教

学
の

現
状
と

課
題
（

頼
　
尊）

　

で

は
、

日

本
が
国
連
の

条
約
を

は

じ

め

と

す
る

国
際
条
約
に

批
准
す

る

と
、

日

本
国
内
で

は
、

条
約
は

、

最

高
法
規
で

あ
る

日
本
国

憲
法
の

下

位
に

お
か

れ

る
。

つ

ま

り
、

憲
法

、

条

約
、

基

本
法

、

各
法

、

政

省

令
の

順
で

法
的

影
響
力
を
持
つ

こ

と

に

な
る

。

条
約
批
准
を

行
う
こ

と

は

基

本
法
以

下
の

法
が

条
約
に

合
致
し

た

も
の

で

な
く
て

は

な
ら

な
い

と

定
め

ら

れ

て

い

る
。

つ

ま

り
、

条
約
批
准
に

際
し

て

は
、

条
約
の

主

旨
に

沿
っ

た

国
内
法
整
備
を

行
わ

な

け
れ

ば
な
ら

な
い

の

で

あ
る

。

　

条
約
に

批
准

す
る

と
、

．
一

年
以
内

に

国
連
の

条
約
に

関
す
る

委
員

会

に

政

府
報
告
を
出

す
こ

と

と
な
っ

て

い

る
。

こ

の

時
、

政
府
は

政
府
報

告
書
を

提
出
す
る

わ

け
で

あ
る

が
、

日

弁
連
な
ど

の

民
間
団

体
や
NG

O
な

ど

は

パ

ラ

レ

ル

レ

ポ

ー

ト
（

カ

ウ
ン

タ

ー

レ

ポ

ー

ト
）

を
作
成
提
出

す
る

の

で

あ
る

。

そ

れ

ら

の

文
書
を

も
と

に

国
連

の

委
員
会
で

予
備
審

査
さ

れ
、

政

府
に

委
員
会
か

ら

事
前
質
問
が

送
ら

れ
、

政
府
は

回

答
を

行
い

、

本

審
査
に

至
る

の

で

あ
る

。

本
審
査
の

後
、

委
員
会
が

最
終
見

解
（

総
括
意
見、

勧
告）

を

出
す
の

で

あ
る

。

以

後
、

五

年
の

サ
イ
ク
ル

で

締

約
国
は

委

員
会
に

対
し
て

政
府
報
告
等
を

提
出
し

審
査
を

繰
り
返

し
受

け
る

こ

と

に

な

る
。

そ
の

よ

う
な

中
で

グ
ロ

ー
バ

ル

ス

タ

ン

ダ

ー

ド
化
さ

れ

た
人
権
意
識
が

高
ま
り

、

醸
成
さ

れ
て

い

く
の

で

あ
る

。

　

国
連
に

よ

る

審
査
は

勧
告
を
と

も
な

う
も
の

で

あ
っ

て
、

日

本
に

お

い

て

も
ま

だ

ま
だ

数
多
く
の

課
題
が

残
さ

れ

て

い

る
。

殊
に

、

現
代
に

お
け
る

社

会
的
諸

問
題
を
考
え
て

い

く
と

き
、

こ

の

よ

う
な

条
約
の

本

文
や

勧
告
が

、

人
権

問
題

を
は

じ

め

と

す
る

社
会

問
題
を
考
え
て

い

く

と
き
の

大
き

な

糸
口

に

な
る

こ

と
は
間
違
い

な
い

こ

と

で

あ
ろ

う
。

　
そ

の

よ

う
な
中
で

、

人
権
問
題
を

考
え
る

に

あ
た
っ

て

の

近

年
の

ト

ピ

ッ

ク

を

考
え
る

と
、

当
事

者
参

画
、

権
利

擁
護

、

ア

ド

ボ

カ

シ

ー
、

エ

ン

パ

ワ

ー

メ

ン

ト
、

イ
ン

ク
ル

ー

ジ
ョ

ン

と
い

う
よ

う
に

、

い

か
に

社

会
的
弱
者
と

い

わ

れ

る

当

事
者
自
ら

が

人
間
と
し

て

の

力
強
さ

を
回

復
し
て

い

く
た
め

の

支
援
が

大

切
で

あ
る

と
言
わ

れ
て

き
て

い

る
。

四

　
現
代
社
会
と

現
代
教
学
の

両

面
の

視
座
に

基
づ

く
教
化

　

真
宗
大
谷
派
に

お

け

る

現
代
教
学
の

視
座
を
も
ち
い

て

現
代
社
会
の

諸

問
題
に
向
き
合
う
こ

と

が

出

来
る

方
向
性
が
二

つ

存
在
す
る

。

一

つ

に

は
、

宗
門

内
に

お
い

て

現
代
教

学
の

視
座
か
ら

見
た

現
代
社
会
の

諸

問

題
に

対
す
る

宗
門
の

立

場
を
明

確
に

伝
え
て
い

く
と
い

う
活
動
が
重

要
に

な
っ

て

く
る

。

こ

の

こ

と

は
、

宗
教

学
的
な

表
現
で

述
べ

る

な
ら

ば
、

既

信
徒
教
化
に

相
当
す
る

。

こ

の

既

信
徒
教
化
と

現
代
教
学
の

視

座
と
の

関
係

性
を

考
え
る

な

ら

ば
、

本
来
的
に

は

既
信
徒
は

、

真
宗
教

学
を

共

有
し

、

共

通
の

信
仰

的
視
座

を

有
し

て

い

る

と

考
え
ら

れ

る
。

つ

ま

り
、

現

代
教
学
に

よ
っ

て

得
ら
れ
た

現
代
社
会
の

諸
問
題
に

対
す

る

宗
門
の

視
座
と

既

信
徒
の

視
座
は

、

本
来
的
に

は
、

方
向
性
を
一

と

す
る

も

の

で

あ
る

と

考
え

ら

れ

る
か

も
し

れ

な
い

。

　
し
か

し

な

が

ら
、

真
宗
大
谷
派
を
は

じ

め

と

す
る

伝
統
教
団
は

、

近

世
以

降
の

日

本
に

お
い

て
、

寺
檀
制

度
が

確
立
し

、

個
々

人
と
し

て

特

定
の

宗
教
に

帰
依
す
る
と
い

う
よ

り
、

「

家
の

宗
教
」

と

し

て

代
々

受
け
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継
が

れ

て

き
た

宗
教
で

し

か
な
い

場
合
が

多
い

。

そ
れ

故
に

、

教
団
の

教
学
と

「

家
の

宗
教
」

と
し

て

代
々

伝
え
ら

れ
、

信
じ

ら
れ
て

き
た

内

容
と

の

乖
離
が

存

在
す
る

場
合
が

あ
る

。

つ

ま

り
、

現
代
教

学
の

視
座

か

ら

見
た

現
代
社
会
の

諸
問
題
に

対
す
る

宗
門
の

立

場
を
明

確
に

伝
え

て
い

く
と
い

う
活
動
が

必
要
に

な
っ

て

く
る

。

ま

た
、

そ
れ

と

同
時
に

、

現
代
教
学
に
よ
っ

て

得
ら

れ
た

現
代
社

会
の

諸
問
題
に

対

す
る

宗
門
の

視
座
と

既
信
徒
の

視
座
が

、

相

対
す
る

可
能
性
も
あ
る

。

そ
れ
と

同
時

に

そ
の

こ

と

が
、

既

信
徒
な
ら
び

に

あ

ら

ゆ

る

人
々

の

人

権
を

害
す
る

よ

う
な
教

化
で

あ
っ

て

は

い

け
な
い

。

あ
く
ま
で

も
、

国
際

的
動
向
を

理
解
し
た

う
え
の

現
代
教

学
に

基
づ

く
教
化
で

あ
る

必
要
が

あ
る

。

　

第
二

に

社
会
的
活
動
で

あ
る

。

こ

れ
に
つ

い

て

は
、

宗
教
学
的
な

表
現

で

述
べ

る

な

ら

ば
、

未
信
徒
教

化
に

相
当
す
る

。

こ

の

未
信

徒
教
化
の

課
題
と

は
、

現

代

教
学
の

視
座
と

相
反
す
る

価
値
観
が

あ
る

中
で

、

ど

の

よ

う
に

真
宗
者
が

活
動

す
る

か

と
い

う
点
で

あ

る
。

い

ず
れ
の

価
値

観
の

中
に

あ

る

に

せ

よ
、

社
会

的
動
向
と

向
き
合
わ

な
け
れ

ば
い

け
な

い
。

そ
の

「

向
き
合
い

方
」

が
あ
ら

ゆ

る

人
々

を

対
象
と

す
る

向
下
的

平

等
観
の

視
座

が
、

現
代
社
会
を

見
つ

め

る

視
座
と

し

て

必

要
な
の

で

あ
る

。

ま
た

、

そ
の

視
座
は

、

さ

ら

に

は

社
会
の

構
築
と
い

う
、

あ
ら

ゆ

る

人
々

を

対
象
と

す
る

向
下
的
平
等
観
の

視
座
の

具

現
化
に

繋
が
っ

て
い

く
の

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

如
来
よ

り
教
え
ら

れ
る

絶

対
的
平
等

観

の

具
現
化
は
、

既
信
徒
教

化
に

対
し
て

社
会
的

教
化
と

い

え
る

。

そ
の

よ

う
な
向
下
的
平
等

観
の

視
座
を
社
会

体
制
の

構
築
と

し

て

発
信
す
る

真
宗
に

お

け
る

現
代
教
学
の

現
状
と

課

題
（

頼
　
尊
）

こ

と

は
、

あ
ら
ゆ

る

人
々

の

人

権
を

保
障
し

、

あ
ら

ゆ
る

人
々

と

共
生

す
る

社

会
の

構
築
に
つ

な
が
る
の

で

あ
る

。

そ

の

よ

う
な
意

味
に

お
い

て

は

国
際
的
な

人

権
保
障
の

潮
流
に

も

何
ら

相
違
し

な
い

の

で

あ
る

。

五

　
ま
と

め

　
こ

れ
ま
で

、

真
宗
大
谷

派
は

様
々

な
声
明
を

出
し
て

き
た

と
い

え
る

。

し
か

し
な
が

ら
、

そ

れ

ら

は
、

政
策
を
批

判
し

て

き
た

に

す
ぎ

な

か
っ

た
。

現
代
教
学
は

、

た
だ

否
定
的
に

現
代
社
会
を
見
る

だ

け
で

は

な
い

。

真
宗
に

お

け
る

現
代
教
学
は

、

社

会
的

教
化
と
い

う
社
会
政

策
が

必
然

的
に

随

伴
す
る

も

の

で

な
け
れ

ば

な
ら

な
い

の

で

あ
る

。

そ
こ

に

あ
ら

ゆ

る

人
々

と

共
に

生

き

て

い

こ

う
と

す
る

向
下
的
平
等

観
の

視
座
の

具

現

化
が

確
実
に

必

要
と

な
っ

て
い

く
の

で

あ
る

。

そ
の

視
点
に

こ

そ
、

真
宗
大
谷
派
に

お

け
る

現
代
教
学
の

ダ

イ

ナ
ミ

ズ
ム

が
あ
る
の

で

あ
る

。

〈

キ
ー

ワ
ー
ド

〉

　
真
宗

、

現
代
教
学、

人

権、

向
下
的

平
等
観、

社
会
的
教
化

　
（
和
歌
山

赤
十
字
看
護
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
）
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