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解
を

如
実
に
体
現
す
る

存
在
を

見
出
し
た

。

彼
ら

は

真
宗
の

信
心
を
徹
底

さ

せ

た

た

め

に

か
え
っ

て

禅
と
の

接
点
を
多
分
に

有

す
る
こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ
る
。

普
遍
的
宗

教
意
識
た
る

「

日
本
的
霊
性
」

を
提
唱
し、

禅
の

立

場
に

留
ま
ら

ず
浄
土

教
を
も

論
じ

る

必
要
が

あ
っ

た
大
拙
に
と

っ

て、

妙
好
人

、

特
に

浅
原
才

市
と
は

禅
と

浄
土
教
の

橋
渡
し
を
可
能
に

す
る

存

在
だ
っ

た
の

で

あ
る

。

彼
が

晩
年
に

至
る

ま
で

妙
好
人
を
追
い

続
け
た

背

景
に

は
、

こ

の

よ

う
な

禅
と
の

思

想
的

親
和
性
が

見
出
せ

る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か
。

東
西
霊
性

交
流
に

お
け
る

「

霊
性
」

の

問
題

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

峯
岸
　
正
典

　
「

身
体
性
を

通
じ

て

し

か

わ

か
ら

な
い

宗
教
上
の

レ

ベ

ル

が

存
立

す
る
」

と

い

う
宗
教
学
の

根
本
問
題
に

関
わ
る

問
題
意
識
も
あ
り、

東
西
霊
性
交

流
の

討
究
を
試
み

た

い
。

外
的
特
徴
は

、

 
禅
と
ベ

ネ
デ

ィ

ク

ト

会
系
の

修
道
院
で、

相
互

の

修
行
・

修
道
生
活
を

体
験

す
る

。

 
社
会
的
に

ア
ピ

ー

ル

を
し
よ

う
と

す
る

こ

と

は
意
識
さ
れ

て

な
い

。

 
言
語
を

通
じ

て

の

対
話
が
二

義
的
に

な
っ

て

い

る
、

の

三

点
で

あ
る

。

最
近

、

小

布
施
祈

恵
子

博
士
（
オ

ッ

ク

ス

フ

ォ

ー

ド

大
学）

が

提
唱

し
て

い

る

並

列
主

義

勺

曽
曁
 

房
臼、

つ

ま

り、

相
互

の

信
仰
を

尊
重
し
、

宗
教
と

し

て
の

優

劣
を

原
則
と
し

て

争
わ

な
い

で
、

対
話、

交
流
す
る

と
い

う
立

場
を
ふ

ま

え

れ
ば
、

本
交
流
は

、

こ

の

並
列
主

義
と
い

う
枠
の

な
か

に

入
る

。

で

は
、

な
ぜ
「

霊

性
交
流
」

な
の

か
。

当
時、

「

日
本
的
霊
性
を

深
く

掘
り

下
げ、

ま
た
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

的
霊
性
を
深
く
掘
り
下
げ
れ

ば、

共
通
の

地

下
水
脈
に

当
た
る
」

と
い

っ

た

趣
旨
の

言
及
も
あ
っ

た
。

こ

れ
は

鈴
木
大

拙
の

『

日
本
的
霊

性
』

等
に

基
づ

く
述
懐
と

思
わ

れ

る
。

一

方
、

大
拙
が

用
い

る

「

霊
性
」

と
い

う
言
葉
を

道

元
が
批

判
し
て

い

る

こ

と

か
ら
、

「

大
拙
の

説
は

基
体
説
に

当
り、

そ
の

主

張
に

非
仏
教
的
な
も
の

が

あ
る
」

（
石
井

修
道

『

道
元
禅
の

成
立

史
的
研
究
』

大
蔵
出
版、

一

九
九
一

年
）

と
い

う
提
議
も
あ
る

。

仏

教
徒
に

と
っ

て

も
わ
か

り
安
い

説
明
は

、

フ

ィ

リ

ッ

プ
・

シ

ェ

ル

ド
レ

イ
ク
の

「

神
の

御
霊
に

逆
ら

う
す
べ

て

の

も
の

と

い

う
意
味
で

『

肉
』

の

反
意

語
だ
」

（
『

キ

リ
ス

ト
教
霊
性
の

歴

史
』

教

文

館
、

二

Q
一

〇

年）

と
い

う
叙
述
で

あ
る

。

補
足
す
る

な
ら
ば

、

「

肉
」

へ

の

傾
き
か

ら

ヨ
碧
霞
巨剛
亳

や
ω

 
＝
ω

g

讐
畠

が
生

じ

て

く
る

と

発
表

者
は

考
え

る
。

ま
た
以

前
は
「

『
霊
性
』

と

い

う

名
詞
は

ほ

と

ん

ど

の

場

合
に

聖
職
者
に

関
連
し
て

い

た
。

」

（
同
一

八

頁）

の

で
、

「

聖

職
者
」

同

士
の

交
流

が
最

初
か
ら

意
識
さ
れ

て

い

た
と

推
測
さ

れ

る
。

こ

れ

ら

の

「

霊
性
」

に

関
す
る

言
及
を
ふ

ま

え、

武
藤
亮
飛
氏
（
筑
波
大
学
大
学
院）

の

紹
介
事
例
を
考
え
て

み

た
い

。

第
一
一

回
東
西
霊
性
交
流
（
二

〇
〇
九

年
）

で
、

武
藤
氏
は
、

禅
の

雲

水
た

ち
が

修
道
院

に
お
い

て

修
道
士

に

「

な
り
き
る
」

こ

と

に

徹
し

て

い

た

こ

と
を

報
告
し

て

い

る
。

（

『

現
代
に

お

け
る

宗
教
の

組

織
存
続
の

た
め

の

試
み

1
宗
教
間
対

話
再
考
ー

』

（
筑

波
大
学
大
学
院、

修
士

論
文、

二

〇
〇
九

年
一

二

月）

そ
の
一

方
で

修
道

士
た
ち
か
ら、

雲
水
が

「

禅
僧
と
し
て
」

振
る
舞
う
こ

と

を
要
請
さ
れ
た

と

い

う
。

こ

の

事
例
か

ら
、

禅
僧
が、

修
道
生
活
の

型
を
徹
底
的
に

模
倣

す
る
こ

と
に

お
い

て

修
道
生
活
の

何
た
る
か
を
学
ぼ

う
と

し
て

い

る

の

に

対
し、

修
道
士
も、

禅
僧
と

し
て

の

型
、

立
ち
居
振
る

舞
い

か
ら、

禅
が

持
っ

て

い

る

も
の

を
学
ぼ

う
と

し
て
い

た
節
が
伺
え
る
。

そ
も
そ
も
中
世

の

女
子
修
道
院
に

は

食
事
中
の

沈
黙
を
守
る

た

め
、

身
体
を
通
じ
て

意
志

を

通
じ
さ
せ

る

数
多
く
の

サ
イ
ン

が
存

在
し
て

い

た
。

こ

う
し

た

伝
統

は
、

修
道
生

活
全

般
の

な

か
で
、

話
す
こ

と
、

も
し
く
は

書
く
こ

と

を
超
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え
て

、

振
る

舞
う
と

い

う
こ

と
に

お

い

て
、

何
か

が

表
現
さ
れ

、

伝
え
ら

れ

て

き
た
こ

と
を

推
察
さ
せ

る
。

本
交
流
に

お
い

て

は、

そ
れ
ぞ
れ
の

振

る

舞
い

、

身

体
的

表
現
を

通
じ

て

出
会

う
こ

と

に

強
い

関

心
が
持
た

れ

た
。

こ

こ

で

言
う
と

こ

ろ

の

身
体
的
表
現
と
は
、

長
年
の

集
団
的
修
行、

修
道
生

活
の

な
か

で

磨
き
上
げ
ら
れ

て

く
る

宗
教
的
人
格
の

発
露、

具
現

化
で

あ
り

、

宗
教
的
熟
成
が
個
々

の

人
格
を

形
成
し、

そ
の

人

格
は

、

自

ず
と

身
体
性
に
お
い

て

発
露
さ
れ

る
、

と
い

う
受
け
止
め

方
が

双
方
に

あ

っ

た

こ

と
を

想
起
さ
せ

る
。

そ
う
し
た

伝
統
の

な
か
で

の

出
会
い

の

積
み

重
ね

が

本
交
流
で

あ
っ

た
と
す
る

な
ら

ば
、

そ

こ

で

は
、

宗
教

的
人
格
を

深
め

育
む
も
の

が
「

霊

性
」

と
意
識
さ
れ

て

い

た

と

い

う
こ

と
に

な
る

。

宗
教
的
人
格
を

深
め
育
む
も
の

は
、

本
交
流
の

枠
の

な
か
で

は

「

修
行
」

と
か
「

修
道
」

と

呼
ば

れ
て

い

る

か

ら、
「

霊
性
交

流
」

が

継
続
さ
れ
る

根
底
に

、

「

修
行
」

、

「

修
道
」

の

経
験
が
存
立

し
て

い

る

と

言
え
よ
う

。

武
藤
氏
は、

修

道
士
と

禅
僧
が

短
時
間
の

内
に

極
め
て

親
密
に

な
る

こ

と

を

観
察
し
て

い

る

（

前
掲

論
文
八

四

頁）
。

こ

の

こ

と

は
、

教
義
理
解
が

極
め

て

困

難
で

あ
る
一

方
、

修
行、

修
道
と

い

う
共
通

項
が

あ
る

こ

と
に

お
い

て
、

双
方
と
も
に

容
易
に

理
解
し
や

す
い

も
の

が

存
立
し

て

い

る

こ

と
を
示
し
て

い

る
。

白
山

『

泰
澄
和
尚
伝
』

試
論

1

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
小
林

　一

蓁

　
『
泰
澄

和
尚

伝
」

記
載
の

紀
年
月
日

が

何
を
意

味
し、

そ

し
て

登
場

す

る

道
照
（
道
昭）

、

行
基、

玄
舫
（

玄
肪
）

の

三

大
徳
か
ら

白
山
修
験

道

の

何
が

推
知
で

き
る

の

か
、

試
論
を
述
べ

た

い
。

　
『
泰
澄

和
尚

伝
』

所
載
の

元

号
の

う
ち
養
老
元

年、

神
護
景
雲
元
年
は

改
元
以
前
に
新
元

号
を

使
用
し
て

い

る
。

こ

れ
は

『

泰
澄
和
尚
伝
』

を

し

て
、

成
文
化
が
後
世
の

も
の

だ

と

暗
に

諭
し
て

い

る

か

も
し

れ

な
い

も
の

の
、

注
視
す
る

ほ
ど
の

事
で

は

な
い

。

も
っ

と

も

養
老
の

元
号
は

白
山

修

験
道
に

す
れ
ば
意

味
が

あ
る

。

そ
れ
よ

り
も
問

題
に

し

な
け
れ

ば
な

ら

な

い

の

が
、

『
泰
澄
和
尚

伝
』

成
立

年
と

す
る

天
徳
の

元

号
と
三

月
廿
四

日

と
い

う
日
次
で

あ
る

。

将
門
の

乱
以
降

、

比
叡
山
は

隆
盛
を

き
わ
め
、

十

五

代
座
主
延

昌
治
山
の

頃
ま
で

に

越
前
馬

場
下

白
山
の

平
泉
寺
は

天

台
末

に

な
っ

て

い

た
。

こ

の

延

昌
治
山

中
の

天

徳
元

年
（
九

五
七、

『

元

亨
釈

書
』

越
知
山

泰
澄

伝
は

同
二

年）

に

『

泰

澄
和

尚
伝
』

成
立
と

設
定
し

て

い

る
こ

と
は

偶
然
で

は

な
い

だ
ろ

う
。

と
い

う
の

も

平
安
京
遷
都
後、

初

の

内
裏
焼
亡
が
天

徳
四

年
九
月
二

十
三

日
で

、

天

徳
か

ら
応
和
へ

の

改
元

理
由
の
一

つ

が

「

天

徳
是
火

神
号
也
」

で

あ
っ

た
。

「

法

性
房
の

焼
け
扉
」

で

も

知
れ
る
が

、

火
雷
天
神
が

猛
威
を
ふ

る
っ

て

い

た

の

で

あ
る

。

そ
の

天
徳
元

年
に

『

泰
澄
和
尚
伝
』

が
成
立
し
た
と

す
る

の

は
、

雪
の

民
俗
信

仰
を

原

有
す
る

白
山

修
験

道
の

立

場
を

象
徴

し
た

も
の

と

考
え

ら
れ
よ

う
。

要
は
火
に

対
す
る

雪
の

民
俗

信
仰
を
も
つ

自
山

修
験
道
を
世
に
喧
伝

せ

し
め
る

た
め

で

あ
っ

た
。

天

徳
の

次
元

号
で

あ
る

応
和
四

年
に
勧
学
会

も
延

暦
寺
で

開
始
さ
れ

る．、

　

三
月
廿
四

日
と
い

う
日
次
を
み

る
。

こ

の

応

当
凵

を

探
す
と

『

平
家
物

語
』

に

あ
る

よ

う
に
平
家
が

滅
亡
し
た

月
日

で

あ
る
。

だ
か

ら
と
い

っ

て

『

平
家

物
語』

成
立

以
降
に

『

泰
澄

和
尚
伝』

が

成
立

し
た

の

か
と
い

う

と
、

そ

う
で

は

な

い
。

平
泉
寺
で

は
こ

の

平
家
滅
亡
の

記
憶
は

忘
れ
て

な

ら
な
い

出
来

事
だ

っ

た

の

で

あ
り、

結
論
を
い

え
ば
延
暦

寺
末
の

も
と
で、

雪
の

民
俗
信
仰
を

表
出
す
る

『

泰
澄
和
尚

伝
』

は

平
家
滅
亡
の

文
治
元
年

以

降
、

弘
安
五

年
ま
で

に
は

成
立
し
て

い

た

こ

と
を

明
ら
か

に

し
た

い
。
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