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五

〇）
。

　

服
部
が
三

木
の

親
鸞
論
を

高
く

評
価
し

た
最

大
の

理

由
は

、

三

木
が
親

鸞
を

従
来
の

「

護
国
思
想

家
」

か
ら

解
放
し、

「

人

間
」

と
し

て

描
き
出

し
た
と

い

う
点
に

あ
る

。

「

王

法
為
本
」

「

仁
義
為
先
」

な
ど

と

い

う
の

は、

蓮
如
の

作
文
で

あ
っ

て、

親

鸞
に

お
い

て

は
ま
っ

た

く
見
出
さ
れ
な

い

　
　
こ

の

よ

う
に

親
鸞
を
脱
護
国
化

す
る

三

木
の

試
み

は
、

服
部
に
と

っ

て、

「

宗
祖
」

を

護
国
思

想
家
と

し
て

喧

伝
し
て

き
た
蓮

如
以

来
の

真

宗
教
団
か
ら

親
鸞
を
決

別
さ
せ
る
も
の

と

し
て

理
解
さ
れ
た

。

三

木
が
哲

学
的
に
探
求
し
た

親
鸞
思
想
を、

服
部
は

歴
史

学
的
に

証
明
し
よ

う
と

し

た

の

で

あ
る

。

　
親
鸞
か
ら

神
話
性
を

剥
ぎ
取
り、

こ

れ
を
真

宗
教
団
か
ら
分
離
さ
せ

る

　
　

そ
れ
は
、

「

農
民
と

女

性
」

（
服
部
「

三

木
清
と

「

親
鸞
」

」

一

九

四

七
）

と
と

も
に

あ
っ

た

人
間
親
鸞
の

復
活
で

あ
り、

畢
竟
堂
班
制
度
を
始

め

と

す
る

募
財

活
動
に

困
し
む
農
民
を

教
団
か

ら
解
放
す
る

こ

と

で

あ
る

と

服
部
は

考
え
た

。

血

脈
相
承
の

法
主

制
を

否
定
し
た
彼
は

、

無
教
団
派

親
鸞
主

義
と
で

も
言
う
べ

き
結
論
に

到
達
し
た

の

で

あ
る

。

そ
れ
は

教
団

教
義
に

左
右
さ
れ

な
い

自
由
な
親
鸞
論
を

語
る

場
を

提
供
す
る
も
の

で

も

あ
っ

た
。

　
戦
後
の

親
鸞
研
究
に

お

け
る

又
農
民
V

と
と

も
に

あ
る

〈

反
権

力
〉

の

親
鸞
」

と
い

う
イ

メ

ー

ジ

は
、

服
部
が
、

そ

の

因
縁
浅
か

ら
ぬ

三

木
清

に

よ
っ

て

レ

ー

ル

が

引
か

れ
た

親

鸞
の

「

脱
護
国
化
」

と
と

も
に
、

「

本

願
寺

教
団
の

民
主

化
」

（
一

九
四

八
）

の

理

論
的
基
礎
と
な

る

親
鸞
の

「

脱

教
団

化
」

と
い

う
営
為
を
通
し

て

形
作
ら
れ

た

も
の

で

あ
っ

た
。

そ

れ
は

ま
さ
に

服
部
に

お

け
る

「

生

得
の

因
縁
」

の

成
せ

る

業
で

あ
っ

た
と

言
え

よ、
つ
Q

圭
室

諦
成
著

『

葬

式
仏
教
』

再
考

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
ラ

イ
ア

ン
・

ワ

ル

ド

　
い

つ

か
ら、

誰
の

提
言
に

よ

っ

て

「

葬
式
仏

教
」

と

い

う

表
現
が

流

行

り
出
し
た
か
は
不

明
で

あ
る
が、

少
な
く
と
も
冖

九
六
三

年
に

曹

洞
宗
の

圭
室
諦
成
（
一

九
〇
ニ

ー
一

九
六
六

。

当
時
は

明
治
大
学
文
学

部
教
授
）

が

著

し
た

『

葬

式
仏
教
』

（
大
法
輪
閣
出

版）

に

よ
っ

て
、

そ
の

名
は

巷

間
に

知
ら

れ
る

よ

う
に
な
っ

た
。

今
日、

こ

の

表
現
は

葬

式
・

葬
儀
に

「

安
住
」

す
る

と

さ
れ
る

伝
統
仏
教
教

団
（

こ

う
断
言

す
る

こ

と
は

妥
当

か

ど

う
か
と
い

う
問
題
は

別
と

し
て
）

を
批
判
す
る

際、

よ

く
使
わ
れ
る

こ

と

は

周
知
の

通
り
で

あ
る

。

　

し
か

し、

圭
室
の

『

葬
式
仏
教
」

や、

ま
た

こ

れ

に

関
連
す
る
彼
の

他

の

論
文
な
ど

を
ひ

も
と

く
と
、

こ

と
は

そ
う
簡
単
で

は

な
い

こ

と

が
わ

か

る
。

む

し
ろ
、

圭
室
が

提
供
し

た

「

葬
式
仏
教
」

論
は
、

あ
る
意
味
で

は

葬
式
・

葬
儀
を
肯
定
し
て

い

る

ふ

し
す
ら

う
か

が

わ

れ

る
。

一

例
を
あ
げ

る

と
し

た

ら
、

次
の

文
章
は

そ

の

こ

と
を
よ

く
表
し

て

い

る

と

思
う

。

　

　
維
新
以

後
の

仏
教
の

活
き
る

路
は

、

葬
祭
一

本
し

か

残
さ
れ

て

い

な

　

　
い

。

そ
し
て

現
在
当
面
し

て

い

る

課
題
は

、

古
代
的
・

封
建
的
な

、

　

　
祝
術
的
・

祖
先
崇
拝

的
葬
祭
を

精
算
し
て

、

近

代
的
な
、

弔
慰
的
・

　

　
追

悼
的
な
葬
祭
儀
礼
を

創
造
す
る

こ

と
で

あ
る

。

仏
教
者
は
、

こ

の

　

　
現
実
に

眼
を
つ

ぶ
っ

て
、

い

た

ず
ら
に

幻
想
の

世

界
を

彷
徨
し
て

い

　

　
る

。

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

（
二
一

Q
頁
）

　
つ

ま

り
、

現
在、

日

本

仏
教

教
団
の

「

活
き
る

路
」

は

葬
祭
の

み

に

あ

る

が
、

伝
統
的
な

葬
儀
行

事
を

そ
の

ま
ま

持
続
す
る

こ

と
は

も
は

や
時
代

錯

誤
と
い

う
こ

と

な
の

で

あ
る

。

そ
し

て
、

こ

れ
に

代
わ
っ

て

伝
統
仏
教

教

団
が

「

近

代
的
な
葬
祭
儀
礼
」

に

切
り
替
え
る

必
要

性
を、

圭

室
は

主
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唱
し
て

い

る

と

解
釈
す
る

こ

と
が

で

き
る

だ

ろ

う。

お
そ
ら

く
で

は

あ
る

が、

圭
室
の

主

張
は

、

キ
リ
ス

ト
教
（

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト
）

に
よ

る

告
別

式
の

よ

う
な

葬
祭
を
し

な
け
れ
ば
、

伝
統
仏
教
教
団
の

「

活
き
る

路
」

は

な
く
な
る
と
い

う
こ

と
で

あ
っ

た
。

彼
の

こ

う
し
た

見
解
が
一

〇

〇

％

正

し
い

か
ど

う
か

は

断
三
口

で

き
な
い

が
、

戦
後
に

お
け
る
「

檀
家
離
れ
」

と

い

う
現
象
を
は

じ
め
、

「

直
葬
」

、
「

生

前
葬
」

、

「

散
骨
」

な
ど

と

い

っ

た

新
し
い

葬
式
の

形
態
の

台
頭
を
勘

案
す
れ

ば
、

そ
の

主
張
に

は
一

理
あ
っ

た
と

認
め
ざ
る

を

え
な
い

。

　
い

ず
れ
に

し
て

も、

圭
室
が
用
い

た
「

葬
式
仏
教
」

論
は
、

現
在
し
ば

し
ば
み

ら

れ
る

よ

う
な、
「

葬
式
は
い

ら

な

い
」

と
い

っ

た

極

論
で

は

な

か
っ

た．、

こ

の

よ

う
な
意
味
に

お
い

て
、

今
日、

否
定
的
な
表
現
と

し
て

あ

り
が
ち

な
「

葬
式
仏

教
」

批
判
と

圭

室
の

「

葬
式
仏

教
」

論
の

問
に

は
、

そ

の
ニ

ュ

ア

ン

ス

に

い

さ
さ
か
の

相
違
が
あ
る
と
い

っ

て

も
よ

い

の

で

は
な
か
ろ

う
か

。

戦
後
日
本
仏
教
と
民
俗

学

五

来
重
の

場
合

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

碧
海
　
寿
広

　

仏
教
民
俗
学
の

創
始

者
と
し

て

知
ら
れ

る

五

来
重

2

九
〇
八

−
一

九

九
三
）

に

つ

い

て

は、

二

〇
〇

〇

年
代
以
降
に

い

く
つ

か
の

研

究
が
出
さ

れ

て

き
た

。

「

民
俗
資
料
を

使
っ

た

仏
教
史
」

と
し

て

そ
の

学
問
の

方
法

論
的
な
側

面
に

つ

い

て

考
察
し

た

林
淳、

近

代
の

哲
学
的
な
仏
教
観
を
批

判
す
る

実
践
の

仏
教
思

想
家
と
し

て

五

来
を

評
価
し
た

碧
海
寿
広、

五

来

の

言
論
は
「

近

代
仏
教
」

が
切
り
捨
て

た

「

民
俗
」

「

俗
信
」

を

学
問
的

に

救
出
し
た
が
、

他
方
で

同
時
代
の

「

新
宗
教
」

「

迷
信
」

は

蔑
視
・

排

撃
し
た

と

指
摘
す
る

土

居
浩、

な

ど

の

成
果
で

あ
る

。

本
発

表
で

は
こ

れ

ら

の

先
行
研
究
を
ふ

ま
え
つ

つ
、

戦
前
か

ら

戦
後
に
か

け
て

の

五
来
の

学

問
形
成
と

展
開、

そ
の

背
景
や

特
質
に

つ

い

て

考
察
す
る

。

　

東
大
で

仏
教
学
を
学
び
、

紀
平
正

美
の

哲
学
講
義
に

魅
了
さ
れ
て

「

龍

樹
の

『

中
論
』

の

八

不
中
道
を
、

へ

ー

ゲ
ル

弁
証
法
に

よ
っ

て

解
釈
す
る

と
い

う
テ

ー

マ
」

を
卒
業
論

文
に

選
ん

だ
五

来
は
、

し

か
し

大

学
卒
業

後、

民
衆
信
仰
が

濃
密
に

息
づ

く
高
野
山
の

実
情
を
目
の

あ
た

り
に

し
た

こ

と

で
、

仏
教
学
が
扱
う
仏
教
と
は

「

ま
っ

た

く
異

質
の

仏

教
が
あ
る

こ

と

を
知
」

り、

そ
う
し
た

「

生

き
た

日
本
仏
教
」

へ

の

関
心
を

深
め

て

い

く
。

そ
の

後、

京
大
の

大
学
院
に

在
学
中、

柳
田
国
男
の

講
演
を

聴
い

て

衝
撃
を
受
け
た

彼
は
、

さ
ら
に

そ
の

後
に
柳
田
の

「

毛
坊
主

考
」

な
ど

を

読
ん

だ
こ

と
で

「

自
分
の

学
問
の

方
向
が
決

ま
」

り
、

「

そ
れ

ま

で

な
ら

っ

た

教
団

中
心
の

仏

教
の

歴

史
の

も
つ

む

な
し

さ
と
い

う
も
の
」

か

ら

＝

ぺ

ん

に

解
放
」

さ
れ

た
。

そ
れ
か
ら

全

国
の

民
俗
調
査

を
独
自
に

行

う
よ

う
に

な
っ

た

彼
は
、

戦
時
下
の

昭
和

＝
ハ

年
に

初
め
て

の

公

開
論

文

「

弘
法
大
師
伝
説
の

精
神
史
的
意
義
（

上
）

」

を

発
表
す
る

。

こ

れ
は

、

全

国
の

大
師
伝
承
か
ら

「

日
本
〔
民
族）

精
神
」

を

抽
出

す
る

と
い

う
趣
旨

の

論
文
で

、

時
局
的
な
テ

ー
マ

設

定
が
色
濃
い

が
、

し

か
し

他
方
で

、

文

字
言
語
に

対

す
る
オ

ー

ラ

ル

な
資

料
の

優
位
を

、

ま
た

民
衆
文
化
の

意

義

を

強
調
し
て

お
り、

戦

後
の

彼
の

学
説
を

予
感
さ
せ
る

も
の

で

あ
っ

た
。

　

戦
後
し
ば
ら
く

後
の
一

九
五

二

年、

五

来
は

「

仏
教
と

民
俗
学
」

と
い

う
論
考
を

発

表
し、

「

仏
教

民
俗
学
」

と
い

う
新
た

な
る

学
問
を

宣
言

す

る
。

そ
こ

で

五

来
は

、

＝

般
仏
教
徒
の

信
仰
の

深
化
ま
た
は

拡
大
」

に

役
立
た

っ

て

こ

な

か
っ

た
近

代
仏
教

学
を

批
判
し

つ

つ
、

「

現
在
各
仏
教

大
学
の

宗
門
教
育
に

共

通
す
る
一

つ

の

弱

点
」

と
し

て、

若
い

僧
侶
が

大

学
卒
業
後
に

「

自

分
の

寺
へ

帰
っ

て

か
ら

、

檀
信
徒
の

あ
い

だ
に

お

こ

な
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