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は
、

ア

イ
ヌ

の

子
ど
も
た

ち

を
お

風
呂
に

入
れ
た

り
し
た

。

　

そ

の

「

ア

イ
ヌ

の

村
」

の

中
の

表
現
を
め

ぐ

り
、

小
森

龍
邦
氏
か

ら、

「

宗
教
者
と

し

て
、

よ
く
も
こ

の

よ

う
な
表
現
が
で

き
た

も
の

だ
と

思
わ

れ
る

位、

ア
イ
ヌ

に

対
す
る

蔑
視
の

気
持
ち

を
に

じ

ま
せ

て

い

る
。

」

と

厳
し
く

批
判
さ

れ
た

の

で

あ
る

。

時
あ
た

か

も

『

同
朋
社
会
の

顕
現
』

事

件
で

糾

弾
を

受
け
て

い

た

大
谷

派
で

あ
っ

た
。

こ

の

よ

う

な
糾
弾
を

受
け

て
、

ア
イ

ヌ

民
族
問
題
は

、

大
谷

派
の

差
別
問
題
と
し

て

課
題
化
し
て

い

く
。

つ

ま

り、

ア

イ

ヌ

民
族
問
題
は、

差
別
問
題
の

課
題
と

し
て
、

そ

の

性
格
を
与
え
ら
れ
て

い

っ

た

の

で

あ
る

。

だ

が
、

あ
く
ま

で

推
測
で

あ
る

が
、

こ

の

よ

う
な

動
き

の

な
か

で
、

大

谷
派
の

近
代
史
を

考
察

す
る

際

に、

北
海
道
開
教
・

開
拓
の

実
態
を

把
握
す
る

こ

と

が
、

困
難
に

な
っ

て

い

っ

た

の

で

は

な
い

か

と

思
う。

す
な
わ
ち

、

大
谷

派
の

北
海
道
開
教
と

い

え

ば
、

「

大
師
堂

爆
破

事
件
」

で

あ

り、

ア

イ
ヌ

民
族
差
別

問
題
が

孕

ま
れ
た
問

題
で

あ
り、

そ
れ
は

教
団
が

厳
し
く

社
会
か

ら

糾
弾
さ

れ
た

差

別

事
件
で

あ
り

、

難
し
い

問
題
で

あ
る
と

考
え
る

ス

テ

レ

オ

タ
イ

プ
な

意

識
は、

北
海

道
の

大
谷

派
近

代
史
を、

意

識
の

上

で

遠
ざ

け

な
が

ら、

「

辺
境
」

に

追
い

や
っ

て

き
て

し
ま

っ

た

の

で

は

な
い

か
、

と

推
測
す

る

の

で

あ
る

。

　

大
谷
派
の

近

代
以
後
を

考
え
る

と

き、

ア

イ
ヌ

民
族

差
別
問
題
も

含
め

て
、

「

北

海
道
」

を

抜
い

て

は

考
え
ら
れ
な

い
。

二

〇
〇

九

年
に

『

ア

イ

ヌ

民
族
差
別
に

関
す
る

学
習
資
料
集
」

（
真
宗
大
谷
派
解
放
推
進
本
部
編）

が

発
刊
さ

れ
た

こ

と
を
き
っ

か

け
と

し
て、

今
後、

北

海
道
の

大
谷
派
近

代
史
に

つ

い

て
、

そ
の

丁

寧
な

掘
り
起
こ

し

作
業
を
進
め

て

い

く
べ

き
で

あ
る

。

曽
我
量
深
に

お

け
る

信
の

論
理

　
　
　

　

欲
生

心
と

逆

対
応

陳

敏

　
齡

　
一
、

問
題
所

在
　
曽
我
量
深
の

思
想
特
色
と

い

え

ば、

伝
承
と

己

証
を

軸
と

す
る
も
の

で

あ

る、

彼
は

特
に

親
鸞
の

三

心
釈
の

中
の

欲
生
心
を

中

心
と

し

て
、

他
力

信
仰
に

お

け
る

主

体
性
の

自
覚
の

問
題

を
提

起
し、

「

信
仰
即
自
覚
」

と

い

う
内
観
の

道
を

打
ち

出
し

た
。

本
論
文
で

は、

主

に

西
円
幾
多
郎
の

逆
対
応
の

概
念
を
通
し

て
、

曽
我
の

信
仰
神
学
に

お

け

る

欲
生
中
心
と

い

う
宗
教
的
回
心
の

論
理
を

探
究
し

た

い
。

　
二
、

真
宗
教

学
に

お

け
る

欲
生
心
の

課
題
　
親
鸞
の

信
に

関
す

る

説
明

は
、

「

教
行

信
証
』

「

信
巻
」

と

「

化
身
土

巻
」

と

の

二

巻
に

わ

た

る
。

中

で

も

信
巻
の

至
心
・

信
楽
・

欲
生
と

い

う
本
願
の

三

心
が

中
心
で

あ
る

。

親
鸞
は

三

心
即
一

心
の

こ

と

を

論
じ

る

が
、

こ

の
一

心
は

信
楽
あ
る

い

は

欲
生

（

成
就
文
の

「

願
生
」）

の

い

ず
れ
に

属
す
る
か
、

と

い

う

異

説
が

あ
る

。

伝
統
的
な

真

宗
教
学
は

信
楽
中
心

で

あ
る

が、

曽
我
は

唯
信
独
脱

や
観

念
論
的
な
弊
端
を

批
判
し

な
が

ら、

受
動
的
信
楽
よ
り
能
動
的

欲
生

へ

と

力
説
し

た
。

　
三
、

曽
我
に

お

け
る

欲
生
旧

−

心
の

信
仰
論
理

　
曽
我
は
生
涯
の

中
で
、

何
回
も

「

真
宗
教
相
の

根
源
と

し
て

の

欲
生

我
国
」

の

言

葉
で

欲
生

中
心

の

説
を
掲
げ
た

。

特
に

法
蔵

菩
薩
論
と

同
時

期
の

「

本
願
の

仏
地
」

の

文

章
で

、

欲

生
の

概
念
を

軸
に
、

真
宗
の

聞
信
を

我
と
汝
と
の

呼
応
的
関
係

と

し
て

捉
え
る

。

第
一

は

信
に

お

け

る

欲
生
の

問
題

。

欲
生
と

は

「

如
来

招
喚
諸
有

群
生
の

勅
命
」

と

い

う
が、

如

来
の

招
喚
と

衆
生
の

帰
命
に

分
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け
る

。

曽
我
も
欲
生
の

両
義
に

沿
い

な
が

ら
、

特
に

信
に

お

け
る

欲
生
の

問
題
を

人
間
の

「

宗

教
的
要
求
」

と

押
え
る

。

彼
は

真
の

信
仰
は

必
ず
内

に

求
め
て

い

く
こ

と
を

前
提
に、

内
観
の

道
程
に

お

け

る

信
願
の

交
際
を

「

宗
教

的
信
が

内
に

展
開
す
る
と

こ

ろ

の

願
の

世
界
」

と

名
付
け
る

。

第

二

は

本
願
の

招
喚
と

衆
生
の

自
覚

。

如
来
の

招
喚
を
め

ぐ
っ

て
、

如
来
の

心
に

深

く
憶
い

を
致
す

我
々

の

「

欲
生
」

の

呼
び
声
が

即
ち

如
来
の

呼
び

声
な
の

だ

と

曽
我
は

い

う
。

］

般
に

、

如
来
の

招
喚
の

前
に

衆
生
は

受
動

的
だ
と

思

わ
れ
る
が、

曽
我
は

機
の

徹
底
的
無
力
の

と

ん

底
に
、

招
喚
と

聴
聞
に

お

け
る
主

客
の

関
係
を

逆
転

す
る

。

「

呼
べ

と
も

呼
べ

と

も、

親

が

対
へ

な

い
、

焉
ん
ぞ

親
を

呼
ぶ

と
こ

ろ

の

声
そ
の

声
が

親
の

喚
び

声
で

あ
っ

た
」

。

こ

の

主

客
関
係
の

転

換
は

逆
対
応
の

性
格
を
も
っ

て

い

る
と

も

言
え
る

。

第
三

は

欲
生
に

お

け
る

自
力

他
力

。

曽
我
は

ま

た

善
導
の

「

機
法
二

種
深
信
」

の

説
を

引
用
し
て、

欲
生
に

お

け
る

招
喚
と

聴
聞
と

の

往
来
関
係
を
説
明
す
る

。

但
し
、

な
お

仏
助
け
た

ま
え
と

い

う
願
い

を

も
っ

て

「

信
が

願
を
展

開
す
る
と

こ

ろ

の
一

つ

の

方
向
を
示
す
」

も
の

で

あ
る

か

ら
、

た

と

え

衆
生
の

祈
願

も

自
力
で

は

な
い

と

曽
我
は

強
調
す

る。

こ

こ

で
、

欲
生
の

自
力
か

他
力
の

葛
藤
を
軸
に
、

宗
教
的
信
は
一

つ

「

自
覚
の

原
理
」

と
し
て

展
開
す

る
と

共
に

、

信
の

内
面
に

お

け

る

「

要

求
の

論
理
」

を
も
究
明
す
る

。

第
四
は

機
の

深
信
と

往
還
二

相
。

曽
我
は

善
導
の

二

種
深
信
の

説
を

更
に

機
か

ら

法
へ

の

方
向
と

法
か

ら

機
へ

の

方

向
と

の

二

つ

に

分
け
る

。

機
か

ら

法
へ

の

方
向
を
往
相
と

い

い
、

法
か

ら

機
へ

の

方
向
を
還

相
と
い

う
。

往

相
の

上
に

お

い

て
、

機
の

深
信
は
一

応

自
力
で

あ
る

が
、

白
力
の

極
限
に

お

い

て

他
力
を

展
開
す
る

。

曽
我
は

法

の

深
信
を

も
っ

て

機
の

深

信
を

反

省
し
て

再
び
そ

れ

を

見
直
す
こ

と

を

「

還
相
」

と

い

う
。

特
に

機
の

深
信
を

還
相
と

い

う
の

は
、

自
力
が

他
力

に

摂
せ

ら

れ

な
が
ら

他
力
を

内
か

ら

制
限
す
る

が

故
に

、

曽
我
は

機
の

深

信
を

「

他
力
信
の

還
相
」

と

名
付
け

、

往
相
・

還
相
の

二

面
を

締
め

く
く

る
。

　
四、

逆
対
応
と

欲
生

心
　
逆
対

応
の

説
は、

西
田

最
晩

年
の

「

場
所
的

論
理
と

宗
教
的
世
界
観
」

で

初
出
す
る

言
葉
で

あ
る

。

こ

れ
は
主
に

人
と

神
と
の

関
係
を
表
現
す
る

た

め
で

あ
る

が、

人
と

神
と
の

間
に

お

け
る

超

越
と

内
在
と

い

う
関
係
も

逆
対
応
と

し
て

取
り
扱
え
る

。

曽
我
の

欲
生
釈

は

人

間
の

宗
教
的．
要
求
の

方
か

ら
出
発
す
る

。

彼
は

信
の

内
に

求
め
て

い

く
方
向
を

前
提
に
、

超
越
者
の

内
在
化
の

問
題
を
徹
底
的
に

追
求
す
る
。

「

欲
生
」

に

お

け
る
自
他
の

矛
盾
的
葛
藤
の

自
覚
を

軸
に

、

宗
教
的
信
の

内
面
に

お

け

る

「

要

求
の

論
理
」

を

掘
り

下
げ
て

い

く
。

こ

こ

に

至

る

と
、

欲

求
の

背
後
に

お

け
る

先
験
的
も
の

に

眼
が

開
い

た
。

西
田

は

こ

れ

を

純
粋
経
験
と

い

う
。

曽
我
は

法
蔵
魂
と

い

う
。

こ

れ
は

本
当
の

生

命
の

自
覚
に

も

繋
が

る
。

曽
我
の

動
態
的
信
仰
論
に

お

け
る

求
め
る

心
の

喚
起

は

確
か

に

参

考
に

値
い

す
る

所
が

多
い

。

近

代
日
本
に

お

け

る

仏
教
と

科
学

　

ー
真

宗
僧
佐
田
介
石
を

例
と

し
て

常

　
塚

聴

　
本
稿
は、

幕
末

〜
明
治
初
頭
に

活

動
し
た

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の

僧
侶

佐
田

介
石
（
一

八
一

八

−
一

八
八
二
）

が

展
開
し

た

仏
教
天
文
学
の

言
説

を

分
析
す
る

こ

と

を

通
じ
て

、

近
代
初
期
の

日
本
に

お

け
る

科
学
思
想
と

仏

教
思

想
の

接
触
の

状
況
に

つ

い

て

考
察
す
る
こ

と

を

目
的
と

す
る

。
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