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に

あ
る

無
限
の

罪
の

自
覚
と
い

う
も
の

に

触
れ
る
」

こ

と
で

あ
る

。

武
内

は
そ
れ
を

「

二

種
深
信
」

に

見
い

だ
す

。

（

善
導
が

説
く

）

「

至

誠
心
」

は

親
鸞
の

解
釈
に

よ
っ

て

懺
悔
の

言

葉
と
な
り、

「

機
の

深
信
」

（
自
分
が
救

い

よ

う
の

な
い

罪
人
で

あ
る

こ

と
の

自

覚）

と

な
る

。

そ
し
て、

そ
の

ま

ま
そ
れ

が

「

法
の

深
信
」

（
阿
弥
陀
仏
が

そ

の

よ

う
な

罪
人
を

救
済
す
る

こ

と

を
深
く
信
じ
て

疑
わ
な
い
）

と

し
て

阿
弥
陀
仏
の

救
済
を

信
ず
る
と

い

う
心
と

結
び

つ

く
。

O
「

将
来
す
る
浄
土
」

。
「

わ
れ
わ
れ
が
行
信
と

か
信
仰
と

か
の

立
場
に
た

つ

と

き
に

は
、

い

つ

も

往
相
・

還
相
と

い

う
二

つ

の

廻
向
の

世

界
の

巾
に

生
き
て

い

る

ー
私
自
身
の

表
現
に

従

う
と

　
　
将
来
す
る

浄
土
と

い

う

も
の

の

中
に

生

き
て

い

る
の

で

あ
る

が
、

時
間
は

そ

こ

で

は

未
来
か
ら
現

在
へ

と

将
来
し
て

き
て

い

る
。

そ
の

未
来
か
ら

現
在
へ

将
来
し
て

き
て

い

る

時
間
と
い

う
も
の

の

中
で
、

わ

れ

わ

れ

は

ほ

ん

と

う
に

宗
教
的
な
人
間

と
し

て、

宗
教
的
実
存
と
し
て、

初
め

て

自
己
自
身
の

信
仰
と

自
己
自
身

の

行
為
と
い

う
も
の

を

自
分
自
身
に

も
た
ら

す
こ

と
が
で

き
る

。

」

○

武
内
は

『

教
行
信

証
の

哲
学
」

に

て

（

［一
二

願
転
入］

に

関
し
て
）

述

べ

る
。

「

自

負
し
て

い

た

い

わ
ゆ

る

第
十
八

願
が
、

自
己
の

深
奥
に

自
力

の

執
心
を
発

見
す
れ

ば
、

自
負
し
て

い

た

第
十
八

願
は

自
己
を
第
二

十
願

に

貶
し
て

し
ま

う
。

そ

し
て
一

度
第
二

十
願
に

落
ち
る

こ

と
に

よ
っ

て

か

え
っ

て

逆
に

第
十
八

願

に
浮
か
び
上
が

る
。

…

…

第
十
八

願
の

精
神
は

た

だ
一

度

第
二

十
願
か

ら

転
入
し
て

第
十
八

願
と
な

っ

て

し
ま

う
の

で

は

な

く
、

第
十
八
願
は

絶
え

ず
第
二

十
願
を

自
己
疎
外
に

よ
っ

て

成
立
せ

し
め

つ

つ
、

ま
た

さ
ら
に

そ
れ

を

消
滅
契
機
と
し

て

否
定
し、

第
十
八

願
に

転

入
し

続
け
ね
ば

な
ら
な
い
」

。

こ

の

思
索
（
傍
線
部）

は
、

武
内
が
へ

ー

ゲ
ル

『

精
神
現

象
学
』

（

意
識
の

経
験
の

学、

精

神
の

現

象
を

叙
述
）

の

思
索
を
手
が
か
り
に

く
親
鸞
思
想
）

を
追
思
索
し
て

い

る

こ

と
を

示
し
て

い

る
。

武
内
の

生
涯
に

わ
た
る

さ
ま
ざ
ま
な
思

索
（
関
心）

は、

仏
教
に

生

き
る

者
（
「

本
願
を

信
じ

念
仏
を

申
さ

ん

と

す
る
」

念
仏

者
と

し
て

の

宗
教
的
精
神）

の

有
り

様
を
追
思
索
せ
ん
と
す
る
も
の

で

あ
っ

た
と
い

え

よ

う
。

○

本
願
を

信
じ
念

仏
を
申

さ
ば

（
［
往
生
し

て
］

仏
に

成
る
）

を

「

機
の

深
信
」

・
「

下
へ

の

超
越
」

（

の

思
索）

が

語
り

、

（
本
願
を
信
じ
念
仏
を

申

さ

ば
）

［

往
生
し

て］

仏
に

成
る
を

「

法
の

深
信
」

・
「

将
来
す
る

浄
土
」

（
の

思

索
）

が

語
る

。

「

下
へ

の

超
越
」

（
の

思

索）

は

「

将
来
す
る
浄
土
」

（
の

思
索
∀

へ

と

お
の

ず
と
つ

な
が
っ

て

い

く、

そ
の

よ

う
な
武

内
の

思

索
を

「

信
楽
の

思
惟
」

と

特
徴
づ

け
る
こ

と

が

で

き
る
。

パ

ネ
ル

の

主

旨
と

ま
と
め

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

高
田

信
良
・

氣
多
雅
子

　

本
パ

ネ
ル

は
、

龍
谷
大
学
ORC

「

死
生

観
と

超
越

−
仏
教
と

諸
科
学

の

学

際
的
研
究
」

・
ロ

巳
↑
悼

「

宗
教
多
元

世
界
に

お

け
る

死
生

観
と

超

越

の

対
話
的
研
究
」

の

研
究
報
告
の

ひ

と
つ

と

し

て

て

企

画
さ

れ
た
。

○

（

氣
多
雅
子
氏
か

ら

の

コ

メ

ン

ト
）

従
来
か

ら

扱
わ

れ
る

テ

ー

マ

で

あ

る

が
、

本
パ

ネ
ル

の

特
徴
は
、

現
在
の

我
々

が

「

宗
教
多
元
的
世
界
」

を

生

き
て

い

る

と
の

認
識
の

も
と
に
、

天

理
教

、

キ

リ
ス

ト

教
、

イ
ス

ラ

ー

ム
、

仏
教
に

お

け
る

死
生

観
と

超
越
の

観
念
の

新
し
い

形
を
、

対
話
し

つ

つ

探
究
し
よ

う
と

す
る

意
図
に

あ
る

。

そ
れ

が

ど
の

よ

う
な

点
で

新
し

い

か
と
い

う
こ

と
は
、

次
の

よ

う
に

ま
と
め
ら

れ
る

。

　

第
一

に
、

超
越
が

人
間
の

卑
近
な

現
実
の

場
面
か

ら

考
察
さ
れ

て

い

る

こ

と

が
注
目

さ
れ

る
。

（

澤
井
）

諸
井
慶
徳
は

、

宗
教
的

信
を

成
り
立
た
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せ

て

い

る
二

つ

の

超
越
の

構
造
の

理
解
を
天
理
教
の

「

出
直
し

」

や
「

陽

気
ぐ
ら
し

」

と
い

う
日
常
生

活
に

直
結
す
る
教

義
の

捉
え
直
し
へ

と
展

開

し

て

い

る
。

（
高
田）

武

内
義
範
の

「

下

へ

の

超

越
」

は
、

従
来
の

超
越

の

概

念
を
転
倒

さ
せ

て
、

「

否
定
さ
れ
る

こ

と
で

逆
に

成
立

す
る

超
越
」

を

考
え
て

い

る
。

ハ

イ
デ

ガ

ー

は
、

人
間

存
在
の

根
本
的
な
脱
自
構
造
に

超
越
の

本
来
的
意

味
が

看
取
さ
れ
る

と

考
え
て
、

ス

コ

ラ

哲

学
以
来
の

伝

統
的
な
超
越
概
念
を
大
き
く

変
容
さ
せ
た
が

、

諸
井
と

武
内
の

超
越
理

解

は

そ
の

変
容
と
同

調
す
る

も
の

で

あ
る

。

　

第
二

に
、

超
越
を
こ

の

よ

う
に

考
え
る
こ

と
に

よ

り、

宗

教
が

根
元
的

な

意
味
で

の

主
体

性
を

可
能
に

す
る

も
の

と
し

て

提
示
さ

れ
て

い

る

点
で

あ
る
。

四

戸
の

示
し

た

「

ム

カ

ッ

ラ

フ
」

は

特
に

興
味
深
い

。

唯
一

神
信

仰
を

自
発
的
意
思
で

選

択
す
る

者
で

あ

り、

そ

の

選
択
に

信
仰
実
践
の

果

実
も
か
か
っ

て

い

る

と
い

う
あ
り
方
か
ら
、

信
仰
と

信
仰
実
践
が

主

体
性

に
基
づ

く
も
の

で

あ
る

と
と

も
に

主

体
性
を
可
能
に

す
る

も
の

で

あ
る

と

い

う
連
関
が

読
み

取
れ

る
。

ま
た

、

佐
原
牧
師
の

活
動
に

見
ら
れ

る

よ

う

に、

イ
エ

ス

に
倣
っ

て

「

悲
し
み
」

の

共
感
を

生
き
る
と
い

う
こ

と
は
、

生
き
る

こ

と
の

主

体
で

あ
る

こ

と
を

可
能
に
す
る
で

あ
ろ

う
。

「

主
体

性
」

は、

構
造
主
義
の

登
場
以
降、

現
代
思
想
の

流
れ
の

な
か
で

は

時
代
遅
れ

と
見
な
さ
れ
る
が
、

構
造
主

義
が

没
落
さ
せ

た

の

は

サ
ル

ト

ル

の

実
存
主

義
に

代
表
さ
れ
る

よ

う
な
近
代
的
な

主

体
性
で

あ
り、

そ
れ

が
主

体
性
と

い

う
こ

と
の

す
べ

て

で

は
な
い

。

主

体
性
を
根
こ

そ
ぎ
放
棄
す
る

こ

と
は

生
き
て

い

る

と
い

う
実
感
と

そ
れ
へ

の

責
任
を
手
放
す
こ

と

に
ほ

か

な
ら

な
い

。

有
限
性
の

自
覚
と
結
び
つ

い

た

主
体
性
は

、

近
代
的
主
体
性
と
は

別
の

新
た
な
可

能
性
を
も
っ

て

い

る

と

考
え
ら
れ
る

。

　

第
三

に
、

こ

の

パ

ネ
ル

が
意
図
し
た

「

宗
教

多
元
世

界
に

お
け
る

宗
教

間
対
話
」

が、

従
来
の

対
話
と

は
少
し
違
う
特
徴
を
示

し
て

い

る
。

四

者

の

発
表
で

は

必

ず
し

も
表
立
っ

て

は

い

な
い

が
、

各
人

の

論
考
の

基

礎

に、

非

宗
教
者
た
ち
が
対
話
の

重．
要
な
相
手
と

見
な
さ

れ
て

い

る

と

思
わ

れ
る

。

従
来
の

宗

教
間
対

話
は

、

基

本
的
に、

異
な
る

宗
教
的
立
場
に

立

つ

者
同
士
が
他
宗

教
の

理

解
と

自
宗
教
の

反
省
を
め

ざ

し
て

対
話
す
る

と

い

う
性
格
の

も
の

で

あ
っ

た
。

し
か
し

宗
教

多
元
的
世

界
に

お
い

て

は
、

宗
教
間
の

対
話
が
、

同
時
に
一

般
社
会
の

非
宗

教
者
に

向
け
た
対
話
で

あ

る

と
い

う
よ

う
な

あ
り
方
が

必

要
で

あ
る

。

さ
ら
に

中

村
は
、

非
宗
教
者

を

重
要
な
相
手
と

す
る

と
い

う
こ

と
が

、

宗
教

間
対
話
だ
け
で

な
く、

牧

会
活
動
に
お
い

て

も
見
ら
れ

る

こ

と
を

明
ら

か
に

し

た
。

非
宗
教
者
を
布

教
や
教
化
の

対
象
と

見
な

す
の

で

は

な
く、

教
会
と
い

う
「

悲
し
み
と

困

難
の

共
同
体
」

の

構
成
員
と

見
な
す
と

い

う
態
度
は

、

宗
教

多
元
世
界
に

お

け
る

宗
教
の

あ
り
方
を

指
し

示
し
て

い

る

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

ま
た
、

澤
井
と

高
田
が

示
し
た

超

越
の

捉
え
方
は
、

宗
教
多
元
世
界
と
い

う
現
実

へ

の

応
答
の

形
を

理
論
的
に

示
唆
し
て

い

る
。

現
代
世
界
に

お
け
る

宗
教

者
の

信
仰
と

信
仰
実
践
が
、

そ

れ
ぞ
れ
の

宗
教
の

立

ち
位
置
に

お
い

て、

世
俗
社
会
に

対
し
て

宗
教
者
の

生
き
方
を

示
す
も
の

で

あ
る

こ

と
が

、

四

つ

の

発
表
に
よ

っ

て

示
さ
れ
た

よ

う
に
思
う

。

○

主
た

る

質
疑
1

「

超

越
」

に

重

点
が

お
か
れ

た

議
論
で

あ
る

が
、

「

死

生

観
」

「

死
と
生
」

は
、

ど

の

よ

う
に

論
じ

ら
れ
る

の

か
と

の

質
問
を

受

け
た

。

四
人
の

発

表
者
は
、

い

ず
れ
も、

死
（
死
に

直
面
す
る

生）

を

論

じ
よ

う
と
す
る

と

こ

ろ

で

こ

そ
「

超
越
」

が
問
題
と

な
る

、

と
の

視
点
か

ら
応

答
が
な
さ
れ
た

。
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