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パ ネ ル

う
ス

タ
ン

ス

で

あ
り

、

教
団
の

内
と

外
の

区
別
を
脱

構
築
し
た

い

本
パ

ネ

ル

の

主

旨
を

突
き

詰
め

た

形
で

行
わ

れ
た

も

の

と
、

補

足
し
て

お

き
た

い
。

　

教
祖
伝
生
成
の

源

泉
は

教
祖
そ

の

も
の

に

あ
る

が
、

作
ら

れ
た

教
祖
伝

を
脱

構
築
す

る

の

も
ま
た

教
祖
で

あ
る

と

い

う

宮
本
氏
の

指
摘
は、

竹

部

氏
や

幡
鎌
の

報
告
に

通
じ

て

い

て、

民
衆
宗
教
の

特
質
に

即
し

て

も、

き

わ
め
て

印

象
的
で

あ
っ

た
。

思

想
と
し
て

の

禅

　

　

ー
近
現
代
に

お
け
る

道
元
の

発
見

−

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　

代
表
者

何

燕
生

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

コ

メ

ン

テ

ー
タ
・

司
会

　
石

井
修
道

諸
仏
諸
祖
は

道
得
な

り

　
　

1
和
辻
哲
郎
の

道
元

哲
学

1
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和
辻
哲
郎
の

『

沙
門

道
元
』

に

お

け

る

出
発

点
は、

い

わ
ば

道
元
を

解

放
す
る

こ

と

に

あ
っ

た
が

、

そ
れ
は

禅
宗
一

般
を
批

判
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

道
元
を

禅
宗
の

い

わ
ゆ
る

「

不
立
文
字
」

の

立
場
か

ら

引
き

離
す

こ

と

で

も
あ
っ

た
。

和
辻
が

着
目
し
た

の

は
、

不
立
文
字
の

「

文
字
性
」

で

は

な
く、

言
語
を

肯
定
的
に

捉
え
て

い

る
と
す
る

道
元
思
想
の

原
理

的
な

考
え
方
そ
の

も
の

で

あ
る

と

言
え
る

。

そ

の

よ

う

な
観
点
に

立

っ

て、

和

辻
は

、

『

正

法

眼
蔵
』

に

は

言
語
に

ふ

さ

わ
し
い

概
念
が

存

在
す
る

と

主

張

す
る

。

そ
れ
は
い

わ

ゆ

る

「

道
得
」

で

あ
り

、

和
辻
は

「

道
得
」

を
も

っ

て
、

道
元
を
真
理
を
追

究
す
る
・

知
恵
を
愛
す
る

人
物
と

捉
え
る

。

勿

論、

悟

り
と

言
語
と

が
ど
の

よ
う
に

相
互
に

関
係
す

る

か

は

簡
単
に

説
明

で

き
な
い

が
、

道
元
が
禅
の

伝

統
を

批
判
し、

言
語
を
重
視
し

た
こ

と

は

明
ら

か

で

あ
る

。

　
和
辻
は

『

正

法
眼

蔵
』

「

道

得
」

巻
の

冒
頭
の

「

諸
仏
諸
祖
は

道
得
な

り
」

と

い

う
文

章
を
次
の

よ

う
に

独
自
に

解
釈
す
る

。

「

こ

の

場

合
、

彼



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

パ ネル

が

仏
祖
を

『

道
得
す
る

者
』

と

呼
ば
ず
し
て

単
に

道
得
と

呼
ん

だ

と

こ

ろ

に

我
々

は

深
き

興
味
を

感
ず
る

。

諸
仏
諸
祖
は

菩
提
を

表
現
せ

る

人
格
で

あ
る

。

し

か

る
に

彼
は、

人
格
な

く
し
て

あ
り

得
べ

か

ら

ざ
る

こ

の

表
現

の

中
か

ら

そ

の

人

格
を

抜
き

取
っ

て、

た

だ

菩
提
の

表

現
の

み

を
独
立
せ

し
め

る
。

そ

う
し
て

そ
れ
を

道
得
と

呼
ぶ
」

と
。

　
道
元
は

確
か

に

禅
の

「

不
立
文
字、

教
外
別
伝
」

と

い

う
原
理
を
批
判

し、

言
語
は

方
便
だ
け
で

は

な
く、

真
の

実
在
で
あ
る

と

認
め

て

い

る
。

「

仏
教
」

「

道
得
」

お

よ

び

『

正

法
眼

蔵
随
門
記
』

な

ど

を
も

と
に

、

言

語
で

の

表
現
に

よ
っ

て

修
行
者
の

方
か

ら

実
在
を

構
成
す
る

こ

と

を

道
元

が

提
案
し
て

い

る

と

解
釈
で

き
る
と
思

わ
れ
る

。

　
「

道
得
」

は

言
語
の

宗

教
的
な

範
囲
を
指
し
、

宇
宙
論
的
な

次
元
を

含

め

て

い

る
。

哲
学
の

立

場
か

ら
言
え
ば、

道
元
は

言
語
の

中
に

第
二

次
言

語
を

認
め

て

い

る
。

「

道
得
」

は
一

般
の

言
語
と

違
っ

て
、

コ

ン

テ
キ

ス

ト
と

は

離
れ

な
い

も
の

で

あ
っ

て
、

翻
訳
で

き
な
い

言
い

方
で

も

あ
り

、

言
語
の

形
が
あ
る

こ

と
・

遂
行
的
で

あ
る

こ

と

を

指
し
て

い

る
。

フ

ー
コ

ー
の

歴
史
的
な

分
析
に

し

た
が
っ

て

言
え
ば

、

「

道
得
」

は
ル

ネ
サ
ン

ス

の

主
体
の

な
い

言
語
に

近
づ

い

て

い

る

と

言

え
る

。

和
辻
の

『

沙
門
道

元
』

を

評
価
す
れ

ば
、

道
元
に

お

け
る

言
語
の

問
題
は

、

「

道
得
」

を

中

心
に

し

て、

正
法

眼
蔵
の

哲
学
を

解
明
す
る

た
め
の

手
が
か

り
と

な

る
の

で

は
な
い

か

と

考
え

る
。

無
常
仏
性
を

基
盤
と

す
る

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ
ム

　
　

ー
道
元
思
想
か

ら

現

代
哲
学
へ

ー
ゲ
レ

オ
ン

・

コ

プ
フ

　
二

十
世
紀
の

日
本
の

思
想

家
の

第
一

人
者
で

あ
る

西
田

幾
多
郎
（

一

八

七

〇
ー
一

九
四

五
）

は
、

後

世
自
ら
の

哲
学
的
見
解
を
明
ら
か

に

す
る

際

に

よ

く
仏
教
の

伝
統
を
引
き

合
い

に

出
し

た
。

実
際
の

と

こ

ろ
、

彼
に

お

け

る
仏
教
経
典
の

解
釈
と

引
用
の

仕
方
は、

彼
の

思
想
の

展
開
に

興
味
深

さ

を
際
立
た
せ

て

い

る
。

系

統
だ
っ

た

「

不
一

不
二
」

の

理

論
と

し

て

の

西
田
哲
学
を

編
成
し

よ

う
と

試
み

て

い

る

間
、

彼
の

経
歴
の

全

体
に

わ
た

っ

て

彼
の

哲

学
体
系
の

礎
と

な
る
基

本
概
念
の

枠
組
み

が
し
ば
し
ば
変
化

を

見
せ

た
。

　
つ

ま

り
、

一

九

＝

年
に

公
判
さ

れ
た
『

善
の

研

究
』

の

な
か

で、

西

田
は

自
ら
の

哲
学
体
系
を

「

純
粋
経
験
」

の

観
念
に

基
づ

く
も
の

と
し

て

い

る
。

「

純
粋
経
験
」

と

い

う
観
念
を

原
理

的
に

お

け
る

弱
点
と
し

て

不

満
に

思

う
点
に

つ

い

て、

西
田
は
｝

九
一

七

年
の

「

絶

対
意
思
」 、

一

九

二

五

年
の

「

場
所
」

、

一

九
三

三

年
の

コ

般
的
弁
証

法
」

の

よ

う
に

、

ヨ

ハ

ン

・

ゴ

ッ

ト
リ
ー

プ
・

フ

ィ

ヒ

テ、

プ

ラ

ト

ー
、

ゲ
オ

ル

ク
・

ヴ
ィ

ル

ヘ

ル

ム

・

フ

リ
ー
ド
リ
ヒ

・

へ

ー

ゲ
ル

な
ど

の

理
想
主
義
に

同
調
し

た

｝

連
の

専
門
用
語
で

代
替
し

た
。

後
期
に
、

彼
は

そ

れ

ら

の

代
わ

り
に、

彼
の

独
自
の

新
語
句
で

あ
る
一

九
三

七

年
の

「

行
為
的

直
観
」 、

］

九
三

九

年
の

「

絶
対
矛

盾
的
自
己

同
一
」

を
不
一

不
二

元
論
の

基

本
的
な

原
理

と
し

て

利
用
し

始
め
た

。

一

九
三

九
年
以
降

、

彼
は

し

ぼ
し
ば
不
一

不
二
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