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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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佐
田

が

展
開
し
た

仏
教
天
文

学
の

言
説
は、

近

世
の

日
本
に

お

い

て

展

開
さ
れ

た、

西
洋
か

ら

伝
来
し

た

科
学
思
想
に

対
抗
す
る
形
で

発

展
し
た

「

梵
暦
学

派
」

と

い

わ
れ
る

天

文
学
説
の

系
譜
に

属
す
る

も

の

で

あ
る

。

　

梵
暦
学
派
の

論

者
は

、

『

阿
毘
達

磨
倶
舎
論
」

、

『

立

世
阿
毘
曇
論
』

な

ど

の

論
書
に

記
述
さ

れ
て

い

る、

平
面
の

大
地
の

中
心
に

須
弥
山
が

存

在

し
、

そ
の

周

囲
を
太

陽
と

月
が

周
回
し
て

い

る
と

い

う
い

わ

ゆ

る

須
弥
山

世
界
説
に

基
づ

き
、

大
地
は

平

面
で

あ
り

静
止
し
て

い

て
、

太
陽
と

月
は

大
地
と

平
行
に

そ

の

上

空
を

周
回
し
て

い

る

と

主
張
し
た

。

そ

の

主
張
を

地
球

説
・

地
動

説
と

対
抗
し

う
る

も
の

と

し
て

確
立
す
る

た

め
、

梵
暦
学

派
は

須
弥
山
説
を

理

論
的
整

合
性
と

実
効

性
を

持
つ

も
の

と
し

て

再
構
成

し
、

「

種
の

「

仏
教
天
文
学
」

と

し

て

理
論

化
し

た
。

　

佐
田

は

こ

の

よ

う
な

仏
教

天
文
学
の

理
論

化
の

系
譜
の

中
で

、

科
学
知

識
に

よ

っ

て

仏
教
が

攻
撃
さ
れ

る

こ

と

へ

の

危
機
感
か

ら
、

護
法
運

動
と

し

て

須
弥

山
世
界
説
の

擁
護
に

努
め

た
。

　

佐
田

は

「

仮
令
洋
人
た
り
と
も
天

地
の

実
形
を

有
り

の

侭
に

見

届
け
た

る

も
の

有
る

に

あ
ら

ず、

孰
れ
も
己
れ

が

想
像
に

出
で

ざ

る

も

の

な
し

。

（
中
略
）

故
に

天
地
の

真
象
を
知
る

こ

と

は

眼
に

非
ず
し

て

心
に

あ
り

」

（
『

視
実

等
象
儀
詳
説
」

）

と

し
て
、

人

間
の

感
覚
で

は

認
識
で

き

な

い

実

体
で

あ
る

「

実
象
」

と
、

人

間
が

認

識
で

き

る
現

象
で

あ
る

「

視
象
」

と

を

区
別
す
る

。

実
象
と

視

象
と

の

間
に

は

「

垂
弧
」

「

縮
象
」

と

い

う
関

係
が

あ
り、

地
球
説
・

地

動
説
を

支
持
す
る

よ

う
に

見
ら
れ
る

現
象
が

観

察
さ

れ
る
の

は

こ

の

た

め

で

あ
る

と

し

た
。

　

佐
田
は
須

弥
山
世
界
説
に

対
し

て

地
球
説
・

地
動
説
が

否
定
さ

れ

る

べ

き

根
拠
と

し
て

、

「

天
地
の

事
を

言
う
に

至
て

は、

如
何
程
の

英
雄
豪
傑

た
り
と

も
憶

説
な
ら

ざ
る

も
の

な
し

。

若
し

憶
説
な
ら

ば
、

如
何
ざ
そ

の

理

そ
の

事
を

尽
く
せ

り

と

言
う
べ

け

ん

や
」
（
『
視
実
等
象
儀
記
　
初
編
』

）

と
、

人

間
の

認
識
は

「

憶
説
」

つ

ま

り
仮
説
で

あ
る

に

と

ど

ま
る

こ

と

を

挙
げ、

「

若
し

暦
法
悉

く
真
象
に

符
わ

ば
、

皆
同
一

に

し

て

如
此
種
々

の

異
説

あ
る
べ

か

ら
ず
」

（
『

視
実
等
象

儀
記
　
初
編
じ

と、

同
］

の

現
象

を

説
明
す
る

複
数
の

仮
説
が

存
在
す

る

こ

と

を
人

間
の

認
識
が
不

完
全
で

あ
る

証
拠
で

あ
る

と

し
、

「

最
上

の

善

説
は

人
の

弁
説
を
俟
て

始
て

顕
わ

る

る

も
の

に

非
ず
」

（

『

須

弥
地
球
孰

妄
論
』

）

と
、

仮
説
に

よ

っ

て

現

象

を

認

識
す
る

と

い

う

方
法
論
を

否
定
し
て

い

る
。

さ

ら
に

、

「

測

量
数
術

は

是
れ

死
物
な
り、

天

地
の

実
形
は

是
れ

活
物
な
り。

故
に

死
物
を
以
て

活

物
を

御
せ

ば
必
ず
死
せ

ざ
る

を
得
ず

。

故
に

我
平
地
平
天
の

説
に

て

測

量

数
法
を
と

ら

ず
」

（
『

天
地

論
往
復
集
　
初
篇
」

）

と

し
て、

実
証

的
な

方

法
論
に

よ

っ

て

須
弥

山
世
界
説
は

認

識
し

得
な

い

と

し
た
。

　

佐
田
は

須
弥
山

世
界

説
は

不
変
の

真
理
で

あ
り、

不
完
全
な
認
識
し

か

も

た
な
い

人

間
に

よ
っ

て

は

絶
対
的
に

認

識
で

き

な

い

も
の

で

あ
る

と

見

な

し
て

い

た
。

佐
田
の

認
識
は

そ

の

点
で

実
証
的
な

科
学
的
発
想
を
ま

っ

た

く
否

定
し

た

も
の

で、

須

弥
山
世
界
説
を
実
証
的
に

認
識
し

う
る
も

の

と

捉
え、

科
学
的
世
界

観
と

同
様
に

現
実
の

事
象
を
説
明
し

う
る

も
の

と

し

て

実
効
性
を

も
つ

も
の

で

あ
る

と

し

た
従
来
の

梵
暦
運
動
か

ら

飛
躍
し

て

い

る
。

佐
田

の

須
弥

山
世
界
説
は
、

仏
教
思
想
の

全
体
的
な
一

体
性
と

無
謬
性
を
前

提
と

し

て

お

り、

ま
た

人
間
の

理
性
に

対
す
る

懐
疑
か

ら
、

人

問
の

解
釈
に

よ
っ

て

本
質

性
を
抽
出
し

よ

う
と

す
る

発
想
に

対
し

て

は

こ

れ

を

否
定
し

て

い

る
。

そ

の

意
味
で
、

佐
田
の

思
想
は
「

種
の

原
理
主

義
的
な

思
想
で

あ

り
、

ま

た

あ
る

種
の

右
翼
思
想
で

あ
る

。

梵
暦
運
動
の

結
末
と

し
て

の

佐
田
の

思
想
は、

結
果
と

し

て

仏
教
と

科
学
と

の

問
の

決

定

的
な

隔
絶
に

到

達
し

た

と

い

う
こ

と

が

で

き

よ

う
。
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