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の

「

現
存

在
」

に

お

け

る

根
本
的
虚
無

性
を

暴
露
す
る

も
の

で

あ
る

が
、

か

か

る

無
の

顕
現
と

い

う
こ

と
と
、

願
力
自
然
の

浄
土

無
為
へ

の

転
入
と

の

間
に

は
、

本
質

的
に

い

か

な
る

「

異
」

が

存
在
す
る

で

あ
ろ

う

か
。

私

は、

こ

の

こ

と
を
明
示
す
る

手
懸
か

り
を
如

来
の

願
心
を
歴
史

的
身
体
と

す

る

他
力
回
向
の

横
超

的
「

至
心
」

に

求
め

た

い
。

し

か

る
に

我
々

の

自

己
は

、

「

現
に

こ

れ

罪
悪
生

死
の

凡

夫
」

（
散
善
義
）

で

あ
る

。

そ

こ

に

は
、

如
来
の

「

至
心
」

を

体
と

す
る

「

信
楽
」

な
ど

自
身
の

何
処
に

も

無

い
。

「

信

楽
」

は

疑
蓋

問
雑
な
き

如

来
の

真
実．
信
心
で

あ
る

。

そ

れ

ゆ
え

「

宿
業
本
能
」

（
曽
我）

の

身
で

あ
る

我
々

で

は
、

決
定
し

て

「

乘

彼
願

力
」

を

深
心

す
る

な
ど

到

底
で

き

る

も

の

で

は

な
い
。

し
か

る

に

如
来

は、

か

か

る

我
々

を

悲
憫
い

た

し、

「

本

願
一

乘

円
融
無

碍
真

実
功

徳
大

宝

海
」

2

念
多
念
文

意）

に

帰
入
せ

し

め

ん

と

し
て、

こ

の

私
の

自
己

の

た

め

に

法

蔵
比
丘
と

な

っ

て
、

永
劫
の

修
行
を
重
ね、

つ

い

に

願
行
成

就
し

て
、

そ

の

功
徳
の

す
べ

て

を

我
々

に

回
施
し

給
う
た

の

で

あ

る
。

「

至
心
に

回
向
せ

し

め

た

ま

え

り
隔

は、

か

か

る

意
味
を
よ
く

表
し

て

い

る

と

思

う
。

　

ま
こ

と
に

自
己
が

絶
対
の

無
と
な

る

と
い

う

絶
対
無
の

自
覚

と
は
、

「

出
離
の

縁
無
き

身
」

と

知
れ
と

い

う
如
来
の

呼
び

声
に

聴
従
す

る

「

得

者
の

道
」

で

あ
る

。

我
々

の

自
己
が
ど

こ

ま
で

も

自
己
を

超
え
て

、

西
田

の

「

絶
対
無
の

自
己

限
定
」

と
し
て

、

「

念
々

に

生

死

し
て、

而
も

生
死

せ

な

い
」

（

全
集
11
、

四
ニ

ニ
）

永
遠
の

生
命
を

有
つ

こ

と
で

あ
る

。

「

絶

対

現
在
」

は

か

か

る

「

信
の
一

念
」

、

「

信
楽
開
発
の

時
剋
の

極
促
」

（

信

巻）

を

表
現

す
る

の

で

な

け
れ
ば

な
ら
ぬ

。

「

極
促
」

と

は、

自
己
が

何

処
ま

で

も、

「

前
念
命
終
」

し
て
、

「

後
念
即
生
」

の

身
と

な

る

と

い

う
こ

と
、

念
々

に

往
生
決
定
の

身
と

な
る

と
い

う
こ

と

で

あ
ろ

う
。

そ

れ
こ

そ

が
、

生

死
即
涅
槃
を

証
す
る

道
で

あ
る

。

し

か

し

こ

の

こ

と

は
、

如
来
の

「

至
心
」

を
体
と
す
る

大
悲
回

向
の

「

信
楽
」

な

く
し

て

成
就
で

き

る

も

の

で

は

な

い
。

　
浄
土
は

単
な

る

哲
学
的
主

観
の

自
力
的
表
象
観
念
で

あ
っ

て

は

な

ら
な

い
。

絶
対
の

他
力

的
実
在、

如

来
の

真
実
信
楽
を

「

因
」

と

す

る

願
力
自

然
の

歴

史
的
身
体
と

も
云
う
べ

き
「

実

相
の

身
」

を

生
命
と

す
る

も

の

で

な
け

れ
ば
な

ら

な
い
。

そ
こ

に

我
々

は
、

哲
学
的
自
覚
の

超
越
論
的
立
場

を
超
え
て、

如
来
選
択
の

願
心
と

し
て

の

浄
上
を

横
超
的
に

開
顕
せ

し

め

ら
れ

る

の

で

あ

る
。

誠
に

浄
土
と
は、

如
来
の

「

真
実
」

を

象
徴
す
る

至

心
回
向
の

功
徳
宝

海
に

他
な
ら
な
い

。

親
鸞
の

「

三

心
」

釈
は、

か

か

る

横
超
的
至
心
と

し

て

の

如
来
の

大
悲
大
願
の

自
証
原
理
を

明
か

さ

ん

が

為

で

あ
る
と

云
え
よ

う。

親
鸞
に

お

け

る

「

少
善
」

に

つ

い

て
平

　
原
　
晃

宗

　

親
鸞
の

著
作
に

お

い

て

コ

少
善
」

と

い

う

語
句
は

『

教

行
信
証
』

「

化

身
土
巻
」 、

「

浄
土

和
讃
」 、

「

浄
土
三

経
往
生

文
類
』

の

『

阿
弥

陀
経
』

や

第
二

十

願
に

関
す
る

箇
所
で

見
る

こ

と

が
で

き

る。

「

少
善
」

の

典
拠
は

『

阿

弥
陀
経
』

に

あ
る

「

少
善
根
福
徳
の

因

縁
」

で

あ

り、

「

少
善
」

と

は
「

少

善
根
」

の

こ

と

を

意
味
す
る

。

ま

た

「

少

善
」

に

対
す
る

語

句
は

「

多
善
」

で

あ

る

が
、

親
鸞
は

「

多
善

根
」

を

含
め

て、

こ

れ
ら
語
句
を

ほ

と

ん
ど

使
用
し

な
い

。

　
し

か

し
、

法

然
は

『

選

択
集』

「

多
善
根

章
」

で

念
仏
と

雑

善
、

つ

ま
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り

諸
行
を

「

多
善
根
」

「

少
善
根
」

と

対
比
し

、

さ
ら

に

大

小
・

勝
劣
と

い

う
相
対
三

義
に

お

い

て
念
仏
と

諸
行
を
対
比
し
て

い

る
。

こ

れ
は、

法

然
が

念
仏
と

諸
行
の

優
劣
を
つ

け
る

た
め

に

対
比
し

た
の

で

は

な
い

。

法

然
が

善
導
の

指
教
に

よ

り
「

廃
立
」

の

教
学
を
徹
底
し
た

こ

と

か

ら
も

了

解
で

き

る

よ

う
に、

念
仏
が

阿

弥
陀
仏
の

選
択

本
願
の

行
で

あ
る
こ

と

を

明
ら
か

に

し

よ
う
と

し

た

の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に

法

然
が

念
仏
を
選

択
本
願
の

行
で

あ
る

こ

と

を

明

確
に

し

た

よ

う
に
、

親
鸞
も

「

隠
顕
」

と
い

う
教
判
を
も
っ

て

釈
尊
の

経
意
を

明

ら
か

に

し、

廃
立
の

内
容
を
さ

ら
に

展
開
さ

せ

る
の

で

あ
る

。

　
「

化
身
土

巻
」

で

は、

『

大
経
』

、

『

観
経
』 、

『

阿

弥
陀
経
』

の

信
心
の

同

異
を
二

つ

の

問
答
で

述
べ

る
が、

そ

こ

に

『

観
経
』

の

隠
顕
と

『

阿
弥
陀

経
』

の

隠

顕
が

説
か

れ

て

い

る
。

そ

の

中
で

も
「

少

善
」

の

語
句
は

『

阿

弥
陀
経
』

の

隠
顕
釈
で

見
ら
れ

る
。

　
親
鸞
は

『

阿

弥
陀
経
』

の

隠
顕
釈
で

、

『

阿

弥
陀
経
』

の

表

面
上

の

「

顕
」

の

義
を
「

経
家
は
｝

切

諸
行
の

少
善
を
嫌
貶
し
て、

善
本
・

徳
本

の

真
門
を

開
示
し、

自
利
の
一

心
を

励
ま
し

て、

難
思
の

往
生

を

勧
む
」

と

述
べ

る
。

こ

の

文
で

は、

釈
尊
が

諸
行
を

少
善
根
と

し

て

嫌
い

貶
め、

善
本
・

徳

本
の

真

門
を

開
示
し、

自
利
の
一

心
を
励
ま
す

こ

と

を
示
し
て

い

る
。

こ

こ

で、

念
仏
を
多
善

根
と

し
て

勧
め
る
の

で

は

な
く
、

「

真
門
」

が

開
示
さ

れ

る

こ

と

は
、

第
二

十
願
の

開
示

を
意
味
し、

そ

の

内
容
は
一

心

不
乱
に

な
っ

て

善
本
・

徳
本
の

名
号
を
執
持
す
る

自

力
作
善
の

心
を

勧

め

る

こ

と
で

あ
る

。

　
一

方、

『

阿
弥

陀
経
』

の

深
意
を

あ
ら
わ
す

「

彰
」

の

義
に

は、

「

真
実

難
信
の

法
を

彰
す

。

こ

れ
す
な
わ
ち

不
可
思
議
の

願
海
を

光
闡
し
て
、

無

碍
の

大
信
心

海
に

帰
せ

し
め
ん
と

欲
す

。

良
に

勧
め

す
で

に

恒
沙
の

勧
め

な
れ

ば
、

信
も
ま
た

恒
沙
の

信
な
り

、

故
に

甚

難
と

言
え
る

な
り

」

と
あ

る
。

一

心

不

乱
に

念
仏
し

て

も
、

自
力
作

善
の

心
に

基
づ

く

の

で

あ
れ

ば、

真
実
信
心
は

成
就
し

難
き
こ

と

を

難
信
と

示
し、

諸

仏
が

恒
沙
の

信

を

勧
め

る

こ

と
に

よ
り

、

自
利
の
一

心
は

破
ら
れ、

離
れ

難
い

自
力
執
心

の

身
を

信
知
す
る
こ

と

が

読
み

取
れ

る
。

諸
仏
の

勧
め
は、

衆
生
の

自
利

の
一

心
の

実
相

、

つ

ま

り
名
号
を
己
が

善
根
と

す
る
自
力

執
心
を
自
覚
せ

し
め、

無
碍
の

大
信
心
に

帰
入
せ

し

め

よ
う
と

す
る、

方
便
誘

引
の

用
き

を
意

味
す
る
。

こ

れ
が

第
二

十
願
の

大
悲
心
の

現
働、

果
遂
の

誓
の

具
体

的
な
用
き

な
の

で

あ
る

。

　
こ

の

『

阿
弥
陀
経
』

に

お

け
る
隠
顕
は、

自
利
の
一

心
を

勧
め

る
こ

と

を
否
定

媒
介
と

し
、

離
れ

難
い

自
力
執
心
の

身
を
信
知
せ

し
め

、

真
実

信

心
を
獲

得
せ

し

め

よ
う
と

方
便
誘
引
す
る

如
来
大
悲
の

用
き

を

教
示

し

て

い

る
。

つ

ま

り
親
鸞
は
『

阿
弥
陀
経
』

か

ら
念
仏
行
者
の

信
心
を

問
題
に

し
、

如
来
の

大
悲
心
を
浮
き

彫
り
に

し

た

と

い

う

こ

と

が
い

え
る

の

で

あ

る
。

　

親

鸞
は、

法
然
が

念
仏
と

諸
善
を

多
善
根
・

少
善
根
と

対
比
し
た
こ

と

を

単
に

優
劣
を

つ

け
た
比

較
で

は

な

く
、

選
択
本
願
の

行
を

明
確
に

す
る

た

め

の

営
為
で

あ
る

こ

と

を

明
ら
か

に

し
た

。

そ

れ
は、

親

鸞
が

法
然
の

「

廃
立
」

を
さ

ら

に

展
開
さ
せ

た
『
阿
弥
陀
経
』

の

「

隠
顕
」

を
も
っ

て

念
仏
行

者
の

信
心
の

問
題
と

如
来
の

大
悲
心
を

明
ら
か

に

し

た
こ

と

か

ら

明
確
に

な
っ

た

と

い

え
る

。

以

上
の

こ

と

か

ら

親

鸞
は、

諸

行
の

「

少

善
」

に

対
し
て

念
仏
が

「

多
善
」

で

あ
る

と

い

う
優
劣
を
積
極
的
に

述
べ

る

の

で

は

な

く
、

『

阿
弥
陀

経
』

の

隠

顕
に

よ

っ

て
、

真
門
で

あ
る

第
二

十
願
の

内
容
を

明
確
に

し、

如
来
回

向
の

「

大

行
」

「

大
信
」

の

内
実
を

浮
き

彫
り
に

し
た
と

い

え

る

の

で

あ
る

。
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