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か

す、

た
だ

己
の

意
業
の

所

得
な

り
。

（
中

略
）

身
凵

の

表
顕
を

そ

ろ

　
え

ざ
れ

ば
一

念
帰
命
を
成
ぜ

ず
と
い

う
に

は

あ
ら
ず
」

と

あ

り、

身
口

　
意
の

三

業
は

帰
命
の
一

念
に

並

具
せ

ず
と

明
か

す
。

（
三

丁
右）

（
4

）

　
崇
廓

師
述
『

占
二

十
邪

義
』

一

丁

右
、

一、一

丁
左

参
照

。

『

古
二

十

　
邪
義
』

に

は
、

真

宗
相
承
の

中
で
、

古

来
よ
り

当
時
の

邪
執
異
計
を

略

述
し

て

二

十
種
の

異
安
心
を

挙
げ
て

正
統
の

安
心
に

非
ざ
る

こ

と

を
示

　
し

、

口

業、

意

業
頼
み

を

異
安
心
と

位
置
づ

け
て

い

る
。

親
鸞
の

「

浄
土
」

に

つ

い

て

加

藤

智

見

　

哲
学
や

倫
理
と

異
な

る
宗
教
の

特
質
は

ど

こ

に

あ
る

の

か
、

と

い

う

角

度
か

ら
、

今

回
は

親
鸞
の

「

浄
土
」

の

と

ら

え
方
を

取
り
上
げ、

考
え
て

み

た

い
。

　

親
鸞
の

浄
土
の

と

ら

え
方
を

調
べ

て

い

く

と
、

少
な
く
と

も

次
の

三

つ

の

と
ら
え

方
が

あ
る

と

考
え
ら

れ
る

。

第
一

に
、

浄
土
は

現
世
の

今、

こ

こ

で

出

会
い

体
験
す
る

世
界
で

あ
る

と

い

う
と
ら

え
方

。

第
二

に
、

肉
体

の

死
後、

煩
悩
か

ら

解
放
さ

れ

て

お

も
む

く
世

界
と

い

う
と
ら
え

方。

第

三

に、

信
心
が

不
十
分
で

疑
い

が

あ
る
場
合、

仮
の

浄
土
に

入
り

、

不
信

の

罪
を

償
っ

て

か

ら
生
ま

れ
る

世
界
と

い

う
三

つ

の

と

ら

え
方
が

あ
る

と

思
え

る

が
、

な

ぜ

こ

の

よ

う
な
と
ら
え

方
を
し

た
の

で

あ
ろ

う
か

。

　

第
］

の

と

ら

え
方
は

、

従
来
の

浄
土
が

死
後
に

往
生
す
る
場
と

と
ら

え

ち

れ

て

き
た

の

に

対
し、

た

と

え
ば

「

信
心
の

さ
だ
ま

る

と

き

往
生
ま

た

さ

だ

ま
る

な

り
。

来
迎
の

義
則
を

ま
た

ず
」

（
「
末

燈
鈔
』）

と

し、

浄
土

を
死

後
の

も

の

と

し
な
い

と

ら

え
方
で

あ
る

。

さ

ら
に

は

「

光
明
寺
の

和

尚
の

『
般
舟
讃
』

に

は、

信
心
の

ひ

と

は
そ
の

心
す
で

に

つ

ね

に

浄
上
に

居
す
と

釈
し

た

ま

へ

り
。

居
す
と
い

ふ

は
、

浄
土
に

、

信
心
の

ひ

と

の

こ

こ

ろ

つ

ね
に

ゐ

た

り、

と

い

ふ

こ

こ

ろ

な
り
」

（
同）

と

述
べ

る

よ

う
に
、

信
心
を

得
る

今
、

す
で

に

そ
こ

に

住
む

世
界
で

あ
る

と

い

う
。

こ

の

よ

う

な

と

ら
え
方
か

ら

考
え
ら

れ
る

こ

と

は
、

死
後
で

は

な
く
今
こ

こ

で

実
感

し
、

体
験
で

き

る

浄
土
で

あ
り、

今
こ

こ

で

の

救
済
が
志
向
さ

れ
て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

未
来
で

は

な

く
現
在
の

救
済
が

彼
の

閧
心
の

的
に

な
っ

て

い

る

と

い

う
点
で

あ
る

。

　

し

か

し
第
二

に
、

次
の

よ

う
な
と

ら

え

方
が

あ
る

点
に

留
意
し
た

い
。

「

な

ご

り
を
し

く
お

も
へ

ど

も、

娑
婆
の

縁
つ

き

て、

ち

か

ら

な
く
し
て

を
は

る

と

き

に
、

か

の

土
へ

は

ま

ひ

る

べ

き

な
り

」

（
「
歎
異
抄
』）

。

い

わ

ゆ
る

死

後
往
生
に

よ

る

浄
土

の

と

ら
え

方
で

あ
る

。

な
ぜ

第
一

の

と

ら
え

方
と

矛

盾
す
る

よ

う
な
こ

と

が
い

わ

れ

る

の

か
。

彼
に

よ
れ

ば

「

真
実
信

心
の

ひ

と

は
」

「

こ

こ

ろ

は
す
で

に

如
来
と

ひ

と

し
」

（
『
末
燈

鈔
』

）

い

の

で

あ
る
か

ら
、

今
、

浄
土
に

住
み

得
る

は

ず
で

あ
る

が
、

人

間
は

煩
悩
に

支
配
さ

れ、

な
か

な

か

そ

れ

が
で

き
な

い
。

そ
こ

で

肉
体
の

死
後

、

今
度

は

真
の

浄
土
に

参
ら
せ

て

い

た

だ

く

と

い

う
と

ら
え

方
を
す

る

の

で

あ

る
。

こ

の

よ
う
に

あ

え
て

矛
盾
す
る
よ

う
な

こ

と

を
い

う
こ

と
に

、

私
は

か

え
っ

て

親
鸞
の

宗
教
性
と

宗
教
の

特
質
を
見
た

い
。

理
論
的
に

は

生
き

て

浄
土
を

体
験
で

き
る

は

ず
で

あ
る
が
、

凡
夫
に

は

そ

れ

が

で

き
な
い

。

し
か

し
、

で

き

な
い

か

ら

と

い

っ

て

否
定
し

た

り

切
り

捨
て

た
り
せ

ず、

．
死

後

往
生
の

あ
り
方
も

包
容
し

て

い

く
の

で

あ
る
。

こ

の

よ

う
に

浄
十
に

住
み

切
れ
な

い

今
の

挫
折
感

、

住
み
切
れ

な

い

で

死
を
迎
え
る

未
来
へ

の
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不
安
感
を
も

包
み

込
ん

で

い

く
と

ら
え

方
に

留
意
し

た

い
。

　

第
三

に
、

「

信
心
か

け
た

る
行

者
は、

本
願
を

疑
ふ

に

よ

り
て
、

辺

地

に

生
じ
て、

う
た

が
ひ
の

つ

み
を
つ

ぐ
の

ひ

て

の

ち
、

報
土
の

さ

と

り
を

ひ

ら

く
」

（

『

歎

異
抄
』

）

と

い

う
と
ら

え
方
を

す
る

点
で

あ
る

。

浄
土
に

往
生
す
る

か

否
か

の

と

ら
え

方
で

は
な
く、

疑
い

の

罪
を

償
う

余
地
を
考

え
、

真
の

浄
土
に

入
ら

せ

よ

う
と

す
る
思
い

が
そ
の

基
盤
に

あ
る

。

そ

の

理
由
と
し

て

唯
円
は
親

鸞
か

ら

「

信
心
の

行

者
す

く
な

き

ゆ
へ

に
、

化
土

に

お

ほ
く
す

す
め

い

れ
ら
れ

さ

ふ

ら
ふ
」

と

教
え

ら

れ
た

こ

と

を

あ
げ
て

い

る
。

す

な
わ

ち

親
鸞
は
辺

地
に

い

る

信
心
を

欠
く

人
々

を、

切
り

捨
て

る

こ

と
な
く

包
容
し、

抱
き

取
り、

真
の

浄
土
に

導
こ

う
と

す
る

の

で

あ

る
。

否
定
せ

ず
肯
定
し

な
が
ら

救
い

に

導
こ

う
と
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

　

以
上、

三

つ

の

角
度
か

ら

親
鸞
の

浄
土

の

と

ら
え

方
を

見
て

み

た
が

、

ま

ず
信
心
を

如
来
か

ら

た
ま

わ
る

と

い

う
信

仰
に

立
つ

と

き
、

浄
土
は

そ

の

目
の

前
に

開
け

て

く
る
も
の

と

な

る
。

こ

れ

が

親
鸞
の

浄
土
の

本
質
で

あ
っ

た
。

し
か

し

同
時
に

人

間
は

煩
悩
を

具

足
す
る

ゆ

え

浄
土

に

住
み

続

け

る
わ
け
に

は

い

か

な

い
。

こ

の

た

め

彼
は

、

肉
体
の

死
後
真
の

浄
土
に

生

ま
れ
る

と
し

、

煩
悩
具

足
の

凡
夫
を
包
容
し
よ
う
と

し
た

。

さ

ら
に

信

心
を
欠
く
人
を

、

罪
を

償
っ

て

の

ち

真
の

浄
土
に

生
ま

れ

得
る

と

し
て

包

容
し
よ
う
と
し
た

。

こ

う
し
て

ど

こ

ま

で

も
す
べ

て

の

人

間
を

包
容
し
救

済
し
よ
う
と

浄
土

を
と

ら
え

直
し

て

い

く
態
度
の

中
に、

私
は

親
鸞
の

宗

教
性
と

哲
学
や

倫
理
と

異
な
る

宗

教
の

特
質
の
一

端
を

見
て

お

き

た

い
。

超
越
論
的
自
覚
と

親
鸞
の

「

三

心
」

釈

中

山

　
一

　
萱

　

哲
学
の

西

洋
的
展
開

、

と

く
に

デ
カ

ル

ト

に

代
表
さ

れ

る
近

代
的
自

我

の

理

性
論
的
立
場
は、

や

が

て

カ

ン

ト

に

至
っ

て

「

思
惟
」

を

体
と

す
る

理

性
の

独
断
性
に

対
す
る、

理

性
自
身
の

超
越
論
的
自
己
批

判
に

晒
さ

れ

る

こ

と

と

な

っ

た
。

そ
の

こ

と

は
哲

学
の

画
期

的
展

開
で

あ
っ

た
の

は

云

う
ま

で

も
な

い

が
、

一

方
で

は

人
問
の

本
性
〔
形
而
上
学）

に

関
す
る

理

性
の

限
界
的
自
覚
を

闡
明
に

す
る

も
の

と
も
な
っ

た。

そ

れ

は
見
方
に

よ

っ

て

は

真
に

理

を
尽
く
し、

意
を
尽
く
し
て、

こ

の

私
の

「

自
己
」

と

は

何
か

を

問
う
の

と

は
、

む
し

ろ

背
離
す
る

よ
う
な

方
向
へ

の

思
弁
的
純
化

に

ほ

か

な
ら
な
か

っ

た
。

カ

ン

ト

の

「

純
粋
統
覚
（

a
¢

話
言
Φ

〉
℃

℃
o
憎−

N8

鉱
o
⇒）
」

は
、

そ

の

こ

と

を

端
的
に

示
す
も
の

で

あ
る

。

　

哲
学
は

い

つ

の

時
代
で

も、

理

性
に

基
づ

く
独
断
的
処
理
を

免
れ

得
な

い
。

そ
れ
に

対
し

我
々

の

真
の

自
己
は

、

「

如
来
選
択
の

願
心
」

（
信
巻

・

序）

に

投
げ
入
れ

ら
れ
た

、

謂
わ

ば

「

被
投

的
企

投
」

と

し

て、

「

現
前

の

境

遇
に

落

在
」

〔

清
沢）

す

る
自
己

で

あ
る

。

「

被
投
的
企

投
（

αq
Φ

鬢
o
学

譜
諱

賃
両

暮
ξ
億

味）
」

と

は
、

云
う
ま
で

も
な

く、

ハ

イ
デ
ッ

ガ

ー
の

「

実

存
」

を

意
味
す
る

言
葉
で

は

あ
る
が、

彼
の

立
場
に

立
つ

限
り

、

人
間
の

根
本
に

は
、

彼

自
身
の

左

右
で

き
な
い

「

被
投

性
（
Ω
 

を
o

胤
窪
び
Φ

巳
」

が

存
在

す
る
の

で

あ
り、

そ
こ

に

我
々

の

自
己
の

「

事
実

性
（

閃
m

葬
鼠・

壁
こ
」

と

い

う
も
の

が

あ
る
。

と

こ

ろ

で

被

投
性
即
ち

、

無
（

Z
ド

耳
。゚）

の

う
ち

へ

投
げ
ら
れ
て

有
る

と

い

う
「

実
存
」

と

し

て

の

自
覚
は

、

人
間
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