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方
に

暮
れ
て

い

る

の

を

見
れ
ば
、

手
を

差
し

伸
べ

た

い

と

思
う
の

が
人

間

の

自

然
な

有
り
様
で

あ
ろ

う
。

し

か

し
、

こ

う
し
た

〈

ケ

ア

へ

の

欲
求
〉

は、

表
面
上
は

「

他
者
の

た

め

に
」

起
こ

し
て

い

る

よ

う
に

見
え
て、

内

実
は
「

自
己
の

存
在
意

味
を

確
認
す
る

た

め

に
」

起
こ

し

て

い

る
の

で

あ

る
。

人
が
ケ

ア

す
る

行
為
を

通
し

て

喜
び
や

充
足
感
を

味
わ

う
と

い

う
こ

と

が
、

こ

の

こ

と

を

端
的
に

証

明
し
て

い

る
。

　
】

方、

人
は

ケ

ア

す
る

行
為
を

通
し
て

、

む

し
ろ

疲

弊
や

虚
無
感
に

陥

る

こ

と

も
あ
れ
ば

、

無
意
識
に

相
手
を

支
配
し

よ

う
と

し
た
り

、

相
手
に

強
く
依
存
し
て

し

ま

う
場
合
も
あ
る

。

ケ

ア

に

伴
う
こ

れ
ら
の

機
能
不
全

は
、

他
者
と

の

関
係
性
に

起
因
す
る

だ
け
で

な

く、

根
源
的
に

は

〈

ケ

ア

へ

の

欲
求
〉

そ
れ

自
体
に

由
来
し

て

い

る

と

言
え

な
い

だ
ろ

う
か

。

　

仏

教
思

想
の

中
で

も、

と

り

わ

け
唯
識
思

想
で

は

心
の

深

層
に

根
付
い

た

我
執
に

つ

い

て

究

明
し
て

い

る
。

こ

れ
は
「

倶
生
の

我

執
」

と

呼
ば
れ、

意

識
的
表

層
的
な

我
執

令

分
別
の

我

執
」

）

と
は

区
別
さ

れ

る
。

「

倶
生

の

我
執
」

は、

末
那

識
（
11
深
層
の

自
己
意

識）

に

付
随
し
て

起
こ

る

の

で

あ
る

が
、

つ

ま

り

は
、

自
己

保
存
の

欲
求
で

あ
り、

自
己
の

存

在
意
味

に

関
わ
る

我

執
で

あ

る。

す
る

と
、

〈

ケ

ア

へ

の

欲
求
〉

と
は
、

普
通
に

は

善
な
る

性
質
の

よ

う
に

も
見
え
る

が、

仏
教
思
想
に

照
ら

し

て

み

れ
ば

「

倶
生
の

我
執
」

に

抵

触
す
る
由
々

し
き

問
題
と

い

う
こ

と

に

な
ろ

う
。

　

唯
識
思

想
に

よ
れ
ば、

「

倶
生
の

我
執
」

を
超

克
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

末
那
識
が

転
換
し
て

平

等
性
智
と

な
り

（
転
識

得
智）
、

こ

れ

に

相
応
し

て

如
来
の

大
慈
悲
心
が

顕
現
す
る

と

い

う
。

大
乗
仏
教
の

伝
統
で

は
、

慈

悲
に

衆
生
縁
・

法
縁
・

無

縁
の

三

種
が

挙
げ
ら
れ
る

が
、

こ

こ

に

お

い

て

顕
現
す
る

大
慈
悲
心
と

は、

「

無
縁
の

慈

悲
」

を

指
し

て

い

る
。

衆
生

縁

の

慈
悲
と

は

衆
生
の

情
感
に

合
わ

せ

て

為
さ

れ
る
慈

悲
の

こ

と

で

あ

り
、

法

縁
の

慈
悲
と

は

仏
法
に

照
ら
し

つ

つ

為
さ

れ

る

慈

悲
の

こ

と

で

あ
る

。

こ

れ
に

比
し

て
、

「

無
縁
の

慈
悲
」

と

は
、

字
義
通
り
に

は

「

対
象
の

無

い

慈
悲
」

と

い

う
意
味
で

あ
り、

他
の

二

つ

と

は

質
的
に

大
き

く

異
な
っ

て

い

る
。

『

大
智
度
論
一

に

は

「

無
縁
の

悲
は

畢
竟
空
よ

り
生
ず
る
」

（
大

正
二

五
・

四

四
二

上）

と
あ

り、

「

無

縁
の

慈
悲
」

と

は、

人

間
が

起
こ

す
の

で

は
な

く
、

空
性
に

お

い

て

起
こ

る

慈
悲
で

あ
る

こ

と

が

示
さ
れ
て

い

る
。

慈

悲
心
を

広
く

＜

ケ

ア

へ

の

欲
求
〉

と

理

解
す

る

な

ら
ば

、

「

私

が

あ
な
た

を

ケ

ア
す
る
」

と

い

う

我
執
の

ケ

ア

か

ら
、

「

私
も
あ
な

た

も

共
に

空
性
に

お

い

て

ケ

ア
さ

れ
て

い

る
」

と

い

う

我
執
を
翻
し
た
ケ

ア
へ

の

転
換
が

求
め
ら
れ

よ

う
。

こ

こ

に

仏
教
思
想
が

提
起
す
る

「

ケ

ア

す
る

主

体
」

の

意
義
を

見
出
す
こ

と

が

で

き

る

の

で

あ
る

。

大
正
期
の

仏
教
教
化
を
め

ぐ
っ

て
熊

本

英

　
人

　

凵
露

戦
争
以
後、

大
正
デ
モ

ク

ラ

シ

ー

を
経
て
、

帝
国
主
義
を

以
て

戦

争
へ

と

向
か

う

昭
和
初

期
ま

で、

こ

の

時
代
の

流
れ
に

即
し

て
、

仏
教
が

社
会
的
に

ど
の

よ

う
な

使
命
感
を
持
ち、

ど
の

よ

う
な
影
響
を
及
ぼ

し

た

か

を

見
る
手
が

か

り

と
し

て、

こ

の

時
代
の

布
教

教
化
に

つ

い

て

考
え

る
。

　
ま

ず、

布
教

教
化
の

内
容

的
な
面
か

ら

み

る
と
、

そ
の

背
景
に

は
、

国

に

よ

る

国
民

教
化
策
と

し

て

の

宗
教
の

位

置
付
け
が

あ
る。

　
一

例
と

し
て

、

曹
澗
宗
の

「

宗
教
時
報
』

か

ら
、

布
教
教
化
に

鬨
す

る
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記
事
を
み

て

み

る

と
、

時
局
を

論
じ
た

も
の

や、

当
時
の

女

性
観
に

よ
る

も

の

な

ど
を

特
徴
と

し
て

あ

げ
る

こ

と

が

で

き

る

が
、

そ

れ
ら

を

除
け

ば
、

今
現
在
の

風
潮
と

さ

し
て

異
な

る
も
の

と
は

言
え
な

い

で

あ
ろ

う
。

こ

れ
ら
が

果
た

し

て

仏
教
の

教
え

と

言
え
る

の

か
、

仏
教
の

名
を

借
り
た

一

般
の

倫
理

道
徳、

処

世
訓
な
の

か

は
、

そ
の
］

々

を
分

析
せ

ね

ば

な
る

ま
い

。

そ

こ

に

は、

戦
時
教
学
と

い

わ
れ
る
よ
う
な

戦
争
協
力
を

可
能
に

し
た

構
造
も

含
ま

れ

て

い

る
。

　
こ

れ
ら

を

直
接
対
象
と

し
た
も

の

で

は

な
い

が
、

来
馬
琢
道
は
、

す
で

に
一

九
〇
二

（

明
治
三

五
）

年
に

、

「

布
教
伝
道
の

精
神
な

く、

稀
に

こ

れ

を
な
す

者
あ
ら
ば、

徒
に

妄

誕
無
稽
の

説
を
吐
き、

又
は

真
理
の

許
さ

ざ
る

説
を

な
し

て

憚
ら

ず、

甚
だ
し

き

は

病
気

其
の

他
に

対
す
る

加

持
祈

濤
を

以
て

職

業
と

な
し

、

却
っ

て

世
人
を

愚
に

導
く
も
の

あ
り

、

事
を

談

ず

れ
ば
只
管

仏
教
の

範
囲
内
に

於
い

て

論
ず
る
の

み

に

し

て、

更
に

世
の

学
術

等
に

耳
を

傾
け

ず、

表
に

浄
行
を

飾
り
て

裏
に

不

道

徳
の

行

を
な

し
、

総
て

に

於
て

仏
陀
の

福
音
を

伝
ふ

る

大
責
任
を

忘
却
し

て
、

全

く
一

種
の

形
式
的、

無
精
神
の

宗
教
を
笠
に

著
た

る

職
業
と

し

て

世
に

立
ち

た

る

者
」

と

仏
教
者
の

旧

弊
を

断
じ

て

お

り、

昔
も

今
も

、

「

仏
教
」

の

「

布
教
」

と

は

何
か

、

本
質
的
に

問
う
声
が

あ
る
こ

と

に

注
意
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
］

方、

布
教
教
化
の

行
事
的
な

面
か

ら

見
る

と
、

た
と

え

ば
、

曹

洞
宗

で

は、

一

九
一

八

（
大
正

七）

年
の

『

行
持
軌
範
』

改
訂

増
補
で

、

両
祖

降
誕
会
が

新
た

に

加
え

ら

れ、

一

九
二

四
年

、

宗
憲
に
一

仏
両
祖
の

本
尊

が

明

記
さ

れ

て

い

る
が

、

こ

れ

ら
は
、

各
宗
派
に

共
通

す
る

動
き

で

あ

り
、

さ

ら

に

言
え
ば

、

各
宗
合

同
し
て

の

仏
教
の

布
教
活

動
が

行
わ

れ
た

の

が

こ

の

時

期
で

あ
る

。

　
そ

の
一

つ

の

例
と

し
て
、

釈
尊
降
誕
会、

花
祭
り
に

つ

い

て

み

て

み

た

い
。

　
片
盛

永
に

よ
る

と
、

灌
仏
会
が

、

釈
尊
降
誕
会
と

な

り
、

古
く
か

ら

行

わ
れ

て

き
た
灌

仏
会
と

は

異
な
る

新
た

な

行
事
と

な

っ

た

の

は
、

｝

八

九

二

（
明
治
二

五）

年
四
月
八

日
の

こ

と

と

す
る

。

そ

の

特
徴
は

、

仏
教
青

年
会
な
ど

若
手

仏
教
指
導
者
を

中
心
と

し
、

会
場
も

寺
院
に

限
定
せ

ず
大

学
や
一

般
施
設
で

も

行
わ

れ、

一

般
新
聞
が

取
り

上

げ

る
よ

う
な

啓
蒙

的
、

文
化
事
業
的
な
も
の

と

し

て

企

画
さ

れ

た

よ

う
で

あ
る

。

し
か

し、

そ

れ

は
、

必
ず
し
も

す
ぐ
に
一

般
に

受
け
入

れ

ら
れ

た
も
の

で

は
な
く、

む

し
ろ

、

民
俗
仏
教

的
な

灌
仏
会
が
主
流
を

占
め

て

い

た
（
片
盛

永
「

花

祭
り
の

創
出
・

軍
国
調
・

衰
弱
」

V

。

　
一

九

＝
ハ

（

大
正
五
）

年、

仏
教

青
年
伝
道

会
な
ど

が

中
心
と

な
っ

て、

各
宗
合
同
で

花
祭
り
を

大
麦

的
に

行
っ

た
が
、

こ

れ
が

仏
教
の

理
想

の

実

現
の

た

め

と

い

う
よ
り

も
、

国
家
に

対
す
る

貢
献
が

前
面
に

打
ち

出

さ
れ
た

も
の

で

あ
っ

た
こ

と

は
、

片
も
指
摘
す
る

と

お

り
で

あ
る

。

　
一

方、

昭
和
に

入
っ

て、

】

九
三

〇

年
代
に

は
、

マ

ル

ク

ス

主
義
に

よ

る
反
宗

教
運
動
が

起
こ

り、

花
祭
り
や

盂
蘭
盆
会
の

反
対
闘
争
に

ま

で

至

っ

た
（
林
淳

＝

九
三

〇
年、

マ

ル

ク
ス

主
義

者
と

宗
教
学
者
の

論
争
」）

。

こ

こ

に

は

仏
教
マ

ル

ク
ス

主
義
の

問
題
な

ど

も

含
ま

れ

て

く
る
が、

そ
の

主
義
へ

の

評
価
は

別
と

し
て
、

こ

う
し
た

対
立
も

ま

た、

仏
教
界
が

歯
止

め

無
く
体
制
に

迎
合
し

て

い

く

動
き

の

中
に

位
置
付
け
て

み

る
と、

む
し

ろ

仏
教
側
の

布

教
伝
道
に

対
す
る

問
題

指
摘
の

意

味
も

出
て

こ

よ
う。

　
大
正

期
の

仏

教
の

活
動
を

見
る
こ

と

で
、

そ

の

理
想
と

現
実
が

ど

の

よ

う
に

説
明
さ
れ、

ど
の

よ

う
な

結
果
を
も
た
ら
し
た

か
、

さ

ら

に

詳
細
に

検
討
す
る
必
要
が

あ
る

。
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