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 1

序

論 

 

今

、
「
日

本

人
は

無
宗

教

で

あ
る

」
と

言

わ
れ

て

い

る
な

か
、

ひ

と
昔

前

の

浄
土

真
宗

に

は
、
「

妙

好
人

」

と
呼

ば
れ

る

信
仰

心
の

篤

い

人

々
が

存
在

し

た
こ

と

が

し
ら

れ
て

い

る
。

い

っ

た
い

彼
ら

は

ど
の

よ

う

な
人

々
だ

っ

た
の

で

あ

ろ
う

か
、

ま

た
何

が

そ
の
信

仰

心

を

形
成

さ
せ

た

の
だ

ろ

う

か
。

そ
こ

か

ら
学

べ

る

こ
と

が
あ

る

の
で

は

な

い
か

と
思

い

、
卒

業

論

文
の

テ
ー

マ

と
し

て

妙
好
人

に

関

す
る

研

究
を

し

よ
う

と

考
え

た

。 

 

そ

う

い
う

関
心

を

も
っ

て

妙

好
人

に
関

す

る
様

々

な

文
献

を
調

べ

る
中

で

、

菊
藤

明
道

氏

の
『

妙

好

人
研

究
集

成

』
に

お

い
て
、

佐

藤

顕

明
氏

が
述

べ

て
い

る

『

序 

妙
好

人

研
究

の

意

義
』

の
文

章

中
に

あ

っ

た
「

あ
る

言

葉
」

が

強

く
印

象
に

残

っ
た

。

そ
れ
は

つ

ぎ

の
よ

う

な
も

の

で
あ

っ

た
。 

『

妙

好

人

研

究

集

成

』

の

大

き

な

成

果

の

一

つ

と

し

て

、

本

派

本

願

寺

系

の

学

究

を

中

心

と

し

た

妙

好

人

の

歴

史

的

研

究

と

、

鈴

木

大

拙

先

生

や

そ

の

弟

子

の

柳

宗

悦

や

楠

恭

等

に

よ

る

妙

好

人

個

々

人

の

宗

教

体

験

の

思

想

的

考

究

、

こ

の

二

つ

の

潮

流

が

重

な

り

合

い

統

合

さ

れ

て

い

く

機

縁

を

作

っ

た

と

い

え

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

こ

の

二

つ

に

見

え

る

も

の

の

源

泉

は

元

来

一

つ

で

あ
り

、

そ
れ

は

妙
好

人

と
呼

ば

れ
る

人

び
と

の

純
粋

な

信
仰

体

験
で

あ

る
。
１ 

ま

た

、
お

な

じ
「

序

」
の

別

の
ペ

ー

ジ
で

は

こ
の

よ

う
な

文

章
に

出

会
っ

た

の
で

あ

る
。 

鈴

木

大

拙

先

生

に

は

宗

教

体

験

そ

の

も

の

と

い

う

視

点

が

あ

っ

た

。

さ

ま

ざ

ま

な

宗

教

的

文

献

の

紙

背

に

潜

む

生

き

た

宗

教

経

験

を

読

み

取

る

洞

察

力

が

、

禅

で

は

盤

珪

禅

師

の

称

揚

に

繋

が

っ

た

し

、

真

宗

で

は

才

市

や

庄

松

な

ど

の

妙

好

人

を

、

日

本

だ

け

で

な

く

、

世

界

に

紹

介

す

る

偉

業

を

成

し

遂

げ

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

大

拙

先

生

が

単

な

る

学

者

で

は

な

コピー厳禁
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か

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

自

ら

が

、

超

越

的

世

界

へ

入

出

自

在

な

活

き

た

宗

教

体

験

を

つ

ね

に

生

き

て

い

た

か

ら

こ

そ

、

文

献

の

裏

に

輝
い

て

い
る

生

き
た

宗

教
体

験

に
共

感

し
、

そ

れ
を

追

体
験

し

、
咀

嚼

し
、

表

現
で

き

た
の

で

あ
る

。
２ 

 

 

そ

の
「
あ

る

言
葉

」
と

は
「

純
粋

な

信
仰

体
験

」
、
「

生
き

た

宗
教

体
験
（

経

験
）
」
で

あ
る

。
な

ぜ

こ
の

言

葉
が

気

に
な

っ

た
の

か

と

い

う
と

、
そ

れ
は

私
が

生

ま
れ

育

っ
た

お

寺
に

関

係
し

て

い
る

。
私
は

、「

竹

原
山

正
行

寺

」
と

い

う
福

岡

の
お

寺

の
僧

侶

の
息

子

と

し

て

生
ま

れ
た

。

こ
の

正

行

寺
に

は
「

僧

伽
」

と

呼

ば
れ

る
共

同

体
が

存

在

す
る

。
僧

伽

に
つ

い

て

は
『

岩
波

仏

教
辞

典

』
に
次

の

よ

う
に

定

義
さ

れ

て
い

た

。 

原

義

は

集

団

、

集

会

。

古

代

イ

ン

ド

で

は

、

自

治

組

織

を

も

つ

同

業

者

組

合

、

共

和

政

体

の

こ

と

を

サ

ン

ガ

と

呼

ん

だ

。

こ

れ

が

仏

教
に

採

用
さ

れ

て
修

行

者
の

集

ま
り

、

教
団

の

称
と

さ

れ
た

。
３ 

「

僧

伽

」
は

言
葉

の

意
味

と

し

て
は

、
修

行

者
の

集

ま

り
と

あ
る

が

、
正

行

寺

に
お

け
る

僧

伽
は

出

家

者
に

限
っ

た

話
で

は

な
い
。

僧

俗

関
係

な

く
「

教

え
を

聞

く
た

め

に
同

行

が
集

ま

っ
て

い

る
共

同

体
」

に

な
っ

て

い
る

。 

実

際

、

正
行

寺
に

は

、
同

行

が

共
に

生
活

を

し
、

修

行

を
行

う
場

が

あ
り

、

そ

こ
に

は
多

く

の
人

が

一

緒
に

暮
ら

し

て
い

る
。
た

だ

暮

ら

し
て

い
る

訳

で
は

な

い

。
そ

こ
で

は

自
身

の

悩

み
を

聞
い

て

も
ら

っ

た

り
、

皆
で

研

修
を

し

た

り
す

る
。

こ

れ
ら

は

全
て
自

分

自

身

を
見

つ
め

直

す
た

め

に

行
う

。
私

は

こ
こ

で

の

生
活

の
中

に

前
述

し

た

「
生

き
た

宗

教
経

験

」

が
あ

る
と

感

じ
た

。

そ
の
た

め

、

そ
れ

が

何
な

の

か
、

な

ぜ
そ

う

感
じ

た

の
か

が

気
に

な

り
、

宗

教
経

験

に
つ

い

て
調

べ

た
い

と

思
っ

た

。 

 

そ

こ

で
、

本
論

文

で
は

、

鈴

木
大

拙
の

妙

好
人

研

究

と
、

妙
好

人

が
ど

の

よ

う
に

し
て

「

生
き

た

宗

教
経

験
」

を

得
る

こ

と
が
出

来

た

の
か

を

中
心

課

題
と

し

て
考

察

し
て

い

き
た

い

と
思

う

。 

コピー厳禁
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本

論 

 

第

一
章 

妙
好

人

研
究

に

つ
い

て 

第

一

節 
妙

好
人

と

は 

 

は

じ

め
に

、
妙

好

人
研

究

を

語
る

上
で

、
「
妙

好

人

」
と

は
ど

の

よ
う

な

人

達
で

あ
る

か

を
考

え

て

い
き

た
い

。
「
妙

好

人
」

と
い

う

語

が
最

初

に
登

場

し
た

の

は
、

善

導
が

「

分
陀

利

華
」

に

つ
い

て

『
観

経

疏
』

散

善
義

に

述
べ

た

以
下

の

文
章

で

あ
る

。 

「

分

陀

利

」

と

い

ふ

は

、

人

中

の

好

華

と

名

づ

け

、

ま

た

希

有

華

と

名

づ

け

、

ま

た

人

中

の

上

上

華

と

名

づ

け

、

ま

た

人

中

の

妙

好

華

と

名

づ

く

。

こ

の

華

相

伝

し

て

蔡

華

と

名

づ

く

る

こ

れ

な

り

。

も

し

念

仏

す

る

も

の

は

、

す

な

は

ち

こ

れ

人

中

の

好

人

な

り

、
人

中

の
妙

好

人
な

り

、
人

中

の
上

上

人
な

り

、
人

中

の
希

有

人
な

り

、
人

中

の
最

勝

人
な

り

。
４ 

こ

の

よ

う
に

、
妙

好

と
い

う

の

は
、

蓮
の

花

の
こ

と

を

示
す

「
分

陀

利
華

」

の

美
し

さ
を

讃

え
て

の

言

葉
で

あ
る

が

、
そ

れ

を
人
間

に

対

し
て

は

、
そ

の

信
仰

の

美
し

さ

を
喩

え

た
の

で

あ
る

。 

 

次

に
、

鈴

木
大

拙

の
論

じ

方
か

ら

見
て

い

く
。

鈴

木
大

拙

の
著

書

『
妙

好

人
』

に

は
次

の

よ
う

に

定
義

づ

け
ら

れ

て
い

る

。 

親

鸞

は
『
歎

異

抄
』
に
、
「

み

だ

の
五

劫
思

惟
の

願

は

、
よ

く

よ
く

案
ず

れ

ば

、
ひ

と

へ
に

親
鸞

一

人
の

た

め
な

り

け
り

」
と

い

う

が

、

な

る

ほ

ど

こ

こ

に

宗

教

経

験

の

本

質

が

あ

る

と

言

い

得

る

。

宗

教

は

個

己

の

生

活

だ

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

い

そ

ぎ

佛

に

な

り

て

、

大

慈

大

悲

心

を

も

て

、

思

う

が

如

く

、

衆

生

を

利

益

す

る

こ

と

が

ま

た

浄

土

の

慈

悲

で

あ

る

こ

と

を

忘

れ

て

は

な

ら

ぬ

。

前

者

は

往

相

廻

向

で

、

後

者

は

還

相

廻

向

で

あ

る

。

こ

の

二

つ

は

決

し

て

離

し

て

考

え

る

べ

き

事

項

で

な

い

、

い

わ

ゆ

る

車
の

両

輪
で

あ

る
。
「

親

鸞

一
人

の

た
め
」
は

、
や

が
て

一

切
衆
生

の

た
め

で

な
く

て

は
な

ら

ぬ

。
親

鸞

一
人

が
分

散

し
て

コピー厳禁



 4

他

己

の

衆

生

と

な

り

、

一

切

の

衆

生

が

一

か

た

ま

り

に

な

っ

て

「

一

人

の

親

鸞

」

に

な

る

の

で

あ

る

。

が

、

他

力

宗

の

長

所

は

す

な

わ

ち

そ

の

他

力

性

の

強

調

せ

ら

れ

る

と

こ

ろ

に

あ

る

の

で

、

特

に

妙

好

人

な

る

人

々

は

、

絶

対

他

力

の

温

泉

に

、

つ

か

り

す

ぎ

、
ひ
た

り

す
ぎ

る
の

で

あ
る

。
こ

の
点

に
お

い

て
大

い

に
彼

ら

の
徹

底

し
た

も

の
の

あ

る
こ

と

は
認

め

な
く

て

は
な

ら

ぬ
。

他

力

宗
の

感

化
力

の

甚
深

性

を
思

い

や
る

べ

き
で

あ

ろ
う

。
５ 

ま

た

、
『
日

本

仏
教

の
底

を

流
れ

る

も
の

』

に
は

、

こ
の

よ

う
に

述

べ
て

い

る
。 

「

妙

好
人

」
と

云
ふ

の
は

、
「

至

上
の

幸
福

を
掴

ん

だ
人

」
と

云
ふ

意
味

で

あ
る

。
…
（
中

略
）
…

妙

好
人

は

無
學

で
は

あ

る
が

眞

の

眞

宗

信

者

で

あ

る

。

彼

等

は

理

窟

を

云

は

な

い

。

知

的

に

議

論

は

し

な

い

。

只

ひ

と

へ

に

自

ら

の

内

に

經

験

し

た

も

の

を

日

常

生

活

の

上

に

實

践

し

て

行

く

だ

け

で

あ

る

。

彼

等

は

自

己

表

白

を

や

る

場

合

で

も

氣

取

ら

な

い

。

眞

實

心

か

ら

出

る

ま

ま

を

述

べ

る

。

そ

れ

故

妙

好

人

の

言

辭

は

心

の

奥

底

か

ら

ぢ

か

に

湧

き

出

る

も

の

で

あ

っ

て

、

彼

等

の

信

仰

内

容

に

直

接

に

つ

な

が

る

も
の

で

あ
る

。

眞
宗

が

信
者

に

對
し

て

働
き

か

け
、

又

信
者

に

要
求

す

る
の

は

正
に

こ

れ
な

の

で
あ

る

。
６ 

 

以

上

の
こ

と
か

ら

、
私

は

「

妙
好

人
」

は

「
日

常

の

中
で

他
力

に

身
を

任

せ

て
あ

り
の

ま

ま
素

直

に

受
け

取
る

人

々
」

で

あ
る
と

考

え

る
。

そ

の
、

あ

り
の

ま

ま
素

直

に
受

け

取
っ

て

い
る

こ

と
が

、

無
垢

な

白
蓮

華

に
例

え

ら
れ

る

の
で

あ

る
。 

 

第

二

節 

大

拙

の
研

究
か

ら

見
る

宗

教
経

験 

 

こ

こ

で
は

、
鈴

木

大
拙

が

宗

教
経

験
に

つ

い
て

、

ど

の
よ

う
に

考

え
て

き

た

か
。

ま
た

、

そ
の

実

践

者
で

あ
る

妙

好
人

を

ど
の
よ

う

に

研

究
し

て
き

た

の
か

を

著

書
を

通
し

て

見
て

い

く

。
し

か
し

分

量
の

都

合

上
、

全
て

の

著
書

を

取

り
上

げ
る

は

困
難

で

あ
る
。

コピー厳禁
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そ

の

た

め
、

私
が

重

要
だ

と

思

う
著

書
を

取

り
上

げ

て

論
じ

よ
う

と

考
え

る

。

し
た

が
っ

て

、
大

拙

の

詳
し

い
生

涯

や
そ

の

他
の
著

書

に

関
し

て

は
、

菊

藤
明

道

著
『

鈴

木
大

拙

の
妙

好

人
研

究

』
に

掲

載
さ

れ

て
い

る

の
で

そ

れ
を

参

考
に

し

て
も

ら

い
た

い

。 

 

私

が

、
宗

教
経

験

を
論

ず

る
上

で

重
要

に

感
じ

た

著
作

は

、
『
宗

教
経

験

の
事

実

』
（
昭

和
十

八

年
出

版

）
、『

日

本
的

霊

性

』（

昭
和

十

九

年
出

版

）
、『

妙

好
人

』
（

昭
和

二

十
三

年
出

版

）
の
三

冊
で

あ

る
。
こ

れ

ら
を

選
ん

だ

理
由

は

、
鈴
木

大
拙

が

宗
教

経

験
に

つ
い

て

、

そ

し
て

そ
の

実

践
者

と

し

て
妙

好
人

を

取
り

上

げ

て
い

る
こ

と

が
確

か

め

ら
れ

る
た

め

で
あ

る

。

そ
れ

で
は

、

そ
れ

ぞ

れ
の
著

作

に

つ
い

て

論
じ

て

い
く

。 

 

一

つ

目
は

『
宗

教

経
験

の

事

実
』

で
あ

る

。
こ

れ

は

妙
好

人
に

関

す
る

最

初

の
本

格
的

な

書
物

で

あ

る
。

大
拙

が

庄
松

の

こ
と
が

書

か

れ

て
い

る
『

大

乗
相

応

の

地
』

と
出

会

い
、

こ

こ

か
ら

妙
好

人

の
精

神

に

傾
倒

す
る

よ

う
に

な

る

。
私

が
こ

の

著
書

を

読
ん
で

印

象

に
残

っ

た
の

は

次
の

文

章
で

あ

る
。 

庄

松

は

無

縁

の

大

悲

の

中

に

始

め

か

ら

居

る

の

で

あ

る

の

を

、

お

せ

っ

か

い

な

和

尚

さ

ん

が

弥

陀

や

浄

土

の

話

を

し

た

の

で

、

庄

松

は

動

き

出

し

た

。

じ

っ

と

し

て

居

れ

ば

、

矛

盾

も

迷

い

も

何

も

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

が

、

一

旦

動

き

始

め

る

と

、

そ

れ

は

逃

げ

ま

わ

る

と

云

う

意

味

に

な

っ

て

、

阿

弥

陀

さ

ん

は

、

彼

を

追

い

駆

け

ま

わ

す

と

云

う

こ

と

に

な

る

。

向

わ

ん

と

す

れ

ば

乖

く

の

で

あ

る

。

併

し

乖

く

こ

と

に

よ

り

て

人

間

は

人

間

に

帰

る

こ

と

が

で

き

る

。

動

き

出

さ

ね

ば

な

ら

ぬ

よ

う

に

出

来

て

居

る

の

が

人

間

で

あ

る

。

即

ち

、

人

間

は

阿

弥

陀

さ

ん

に

逐

い

ま

わ

さ

れ

る

時

に

、

本

当

の

人

間

に

な

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

何

故

か

と

云

う

に

、

い

く

ら

逃

げ

お

え

よ

う

と

し

て

も

逃

げ

お

え

ら

れ

ぬ

こ

と

を

自

覚

し

て

、

追

い

付

く

弥

陀

の

手

に

自

ら

を

投

げ

か

け
る

時

が
屹

度

あ
る

か

ら
で

あ

る
。
…
（
中

略

）
…

ま
た

宗

教
的
に

云

う
と

、
求

む

る
と
こ

ろ

あ
れ

ば

必
ず

応

ず
で

あ

る
、

コピー厳禁
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叩

け

ば

必

ず

開

か

れ

ん

で

あ

る

。

併

し

真

宗

的

庄

松

の

体

験

で

は

、

求

む

と

か

、

叩

く

と

か

云

う

能

動

的

方

面

よ

り

も

、

向

こ

う

か

ら

下

さ

れ

る

と

云

う

受

動

的

心

理

の

方

面

が

、

圧

倒

的

に

強

い

の

で

あ

る

。

求

む

る

か

ら

与

え

ら

れ

、

逃

げ

る

か

ら

追

い

駆

け

ら

れ

る

の

で

あ

る

が

、

経

験

事

実

の

上

で

は

、

与

え

ら

れ

、

攫

ま

え

ら

れ

る

の

が

最

後

の

事

実

だ

か

ら

、

能

動

の

方

は

閑

却

せ

ら
れ

て

、
受

動

面
の

み

が
当

事

者
の

意

識
全

部

を
占

有

す
る

こ

と
に

な

る
の

で

あ
る

。
７ 

こ

の

文
中

で

重
要

に

感
じ

た

の
は

、
庄

松

の
体
験

ま

で
の

流

れ
で

あ

る
。
ま

ず
、「
逃

げ

る
と

い
う

意

味
に

な

っ
て

阿

弥
陀

が

そ
れ

を

追

い

か

け
回

す
」

こ

と
。

こ

の

逃
げ

る
は

、

自
分

で

な

ん
で

も
し

て

し
ま

お

う

と
す

る
自

力

で
あ

る

と

私
は

考
え

る

。
他

力

か
ら
離

れ

る

の
で

あ

る
か

ら

逃
げ

る

と
言

っ

て
も

過

言
で

は

な
い

。 

 

次

に

、
「

逃

げ
お

え
よ

う

と

し
て

も
逃

げ

お
え

ら

れ

ぬ
こ

と
を

自

覚
し

て

、

弥
陀

の
手

に

自
ら

投

げ

か
け

る
」

と

こ
ろ

。

こ
れ

は
、

自

力

で

や
る

中
で

自

分
で

は

ど

う
し

よ
う

も

で
き

な

い

も
の

に
直

面

す
る

こ

と

で
あ

る
。

自

分
で

対

処

で
き

な
い

か

ら
こ

そ

悩
み
不

安

に

な
る

の

で
あ

る

。
そ

こ

に
反

省

し
、

阿

弥
陀

仏

に
お

ま

か
せ

す

る
の

で

あ
る

。 

 

最

後
は

、「
与

え

ら
れ
攫

ま

え
ら

れ

る
」
こ
と
で

あ

る
。
こ
れ

は

阿
弥
陀

仏

に
お

ま

か
せ

を

す
る

こ

と
で

真

宗
の

教

え
が

全

て
自

分

の

こ

と

と
し

て
受

け

取
る

こ

と

が
で

き
る

こ

と
で

あ

る

。
こ

れ
ら

の

こ
と

を

踏

ま
え

た
「

阿

弥
陀

の

教

え
が

自
分

の

た
め

に

あ
る
と

い

う

気
づ

き

ま
で

の

一
連

の

流
れ

」

こ
そ

、

宗
教

経

験
で

あ

る
と

私

は
考

え

る
。 

 

二

つ
目

は

『
日

本

的
霊

性

』
で

あ

る
。

こ

の
書

で

大
拙

は

日
本

的

霊
性

に

つ
い

て

次
の

よ

う
に

述

べ
て

い

る
。 

霊

性

は

精

神

の

奥

に

潜

在

し

て

い

る

は

た

ら

き

で

、

こ

れ

が

目

覚

め

る

と

精

神

の

二

元

性

は

解

消

し

て

、

精

神

は

そ

の

本

体

の

上

に

お

い

て

感

覚

し

思

惟

し

意

識

し

行

為

し

能

う

も

の

と

言

っ

て

お

く

の

が

よ

い

か

も

知

れ

ん

。

即

ち

普

通

に

言

う

精

神

は

、

コピー厳禁
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精

神

の
主

体

、
自
己

の
正

体

そ
の

も

の
に

触

れ
て

い

な
い

も

の
だ

と

言
っ

て

よ
い

の

で
あ

る

。
宗

教

と
い

う

も
の

か

ら
見

る

と
、

そ

れ

は

人

間

の

精

神

が

そ

の

霊

性

を

認

得

す

る

経

験

で

あ

る

と

言

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

宗

教

意

識

は

霊

性

の

経

験

で

あ

る

。

精

神

が

物

質

と

対

立

し

て

、

か

え

っ

て

そ

の

桎

梏

に

悩

む

と

き

、

み

ず

か

ら

の

霊

性

に

触

着

す

る

時

節

が

あ

る

と

、

対

立

相

克

の

悶

え

は
自

然

に
融

消

し
去

る

の
で

あ

る
。
８ 

ま

た

、

大
拙

は
同

書

で
「

宗

教

は
上

天
か

ら

く
る

と

も

い
え

る
が

、

そ
の

実

質

性
は

大
地

に

在
る

。

霊

性
は

、
大

地

を
根

と
し
て

生

き

て
い

る

。
」
９

と

霊
性

に

つ
い

て

説
明

し

、
さ

ら

に
別

の

箇
所

で

は
、

次

の
よ

う

に
述

べ

て
い

る

。 

霊

性

は

、

ど

こ

で

も

い

つ

で

も

大

地

を

離

れ

る

こ

と

を

嫌

う

。

霊

性

は

最

も

具

体

的

な

る

こ

と

を

貴

ぶ

。

何

が

具

体

的

か

と

い

う

と

、

哲

学

的

に

は

な

か

な

か

の

問

題

で

あ

る

が

、

こ

こ

で

言

う

の

は

、

常

識

で

の

範

囲

で

の

こ

と

で

あ

る

。

山

を

山

と

見

、

水

を

水

と

見

る

の

が

、

具

体

的

な

見

方

な

の

で

あ

る

。

水

を

冷

、

湯

を

暖

と

感

ず

る

の

が

具

体

的

な

感

じ

方

な

の

で

あ

る

。

大

地

を

離
れ

ぬ

と
い

う

の
も

そ

れ
で

あ

る
。
１

０ 

 

霊

性

は
、

精
神

の

奥
つ

ま

り

自
分

を
離

れ

た
存

在

の

は
た

ら
き

で

あ
り

、

大

地
に

根
ざ

し

て
い

る

。

そ
し

て
、

そ

れ
を

あ

り
の
ま

ま

に

受
け

入

れ
る

こ

と
が

霊

性
の

重

要
な

点

で
あ

る

と
私

は

考
え

る

。 

 

三

つ
目

は

『
妙

好

人
』

で

あ
る

。

私
が

こ

の
著

書

で
重

要

に
感

じ

た
点

は

以
下

の

通
り

で

あ
る

。 

浄

土

系

思

想

は

い

う

と

こ

ろ

の

他

力

宗

で

あ

る

か

ら

、

信

者

の

受

動

的

態

勢

を

、

そ

の

生

活

の

各

方

面

に

強

調

す

る

の

は

自

然

で

あ

る

。

妙

好

人

に

は

特

に

こ

の

傾

向

が

あ

る

。

普

通

に

忍

苦

の

生

活

と

認

め

ら

れ

る

生

活

状

態

で

も

、

彼

ら

は

何

ら

の

不

平

を

も

訴

え

な

い

で

い

る

、

或

は

却

っ

て

こ

れ

を

感

謝

す

る

と

い

う

気

分

さ

え

見

え

る

、

い

わ

ゆ

る

法

喜

禅

悦

で

あ

る

。

彼

ら

の

コピー厳禁
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生

活

は

、
「

あ

り
が

た
い

」
・
「
勿

体

な
い

」
・
「
か

た

じ
け

な

い
」

な

ど
い

う

一
連

の

感
情

で

貫
か

れ

て
い

る

。
１

１ 
先

に

も

述

べ

て

い

る

も

の

と

同

じ

く

、

妙

好

人

は

日

常

生

活

の

中

で

霊

性

の

用

き

を

得

て

い

る

。

こ

の

日

常

生

活

で

の

気

づ

き

は

、

『

日

本

的
霊

性
』

で

述
べ

た

大

地
に

根
ざ

す

こ
と

と

同

義
で

あ
る

。

そ
し

て

、
「
あ

り

が
た

い

」
・
「

勿

体
な

い

」
・
「

か
た

じ

け
な

い
」

の

よ

う
に

そ

の
日

常

生
活

の

中
で

、

阿
弥

陀

の
は

た

ら
き

に

対
し

て

感
謝

の

気
持

ち

し
か

な

い
の

だ

と
私

は

考
え

る 

 

以

上

の
こ

と
か

ら

、
私

は

、

鈴
木

大
拙

に

と
っ

て

宗

教
経

験
は

「

日
常

の

中

で
、

自
力

で

は
ど

う

に

も
な

ら
な

い

こ
と

に

直
面
し

た

時

、

阿
弥

陀
仏

の

は
た

ら

き

が
自

分
の

た

め
で

あ

る

と
自

覚
し

、

逃
げ

ず

に

あ
り

の
ま

ま

を
受

け

入

れ
て

い
く

こ

と
、

そ

し
て
そ

こ

に

感
謝

を

す
る

こ

と
」

で

あ
る

と

推
察

す

る
。 

 

第

三

節 

大

拙
の

弟

子
へ

の

継
承 

 

こ

こ

で
は

、
鈴

木

大
拙

の

妙

好
人

研
究

が

弟
子

に

ど

う
引

き
継

が

れ
て

い

っ

た
の

か
を

見

て
い

く

。

弟
子

の
中

で

も
直

接

師
事
し

た

楠

恭

氏
（

以
下

楠

氏
で

呼

称

す
る

）
と

佐

藤
顕

明

氏

（
以

下
佐

藤

氏
で

呼

称

す
る

）
の

二

人
に

絞

っ

て
見

て
い

き

た
い

と

思
う
。

確

か

め

る
項

目
と

し

て
は

二

つ

あ
る

。
一

つ

目
は

、

鈴

木
大

拙
へ

師

事
す

る

き

っ
か

け
。

そ

し
て

、

二

つ
目

は
楠

恭

と
佐

藤

氏
、
そ

れ

ぞ

れ
が

大

拙
の

著

書
を

編

訳
し

て

い
る

の

で
、
そ

れ

ら

の
序

や

、
あ
と
が

き

を
通

し

て

、
何

を
受

け

継
い

だ

の
か

を

調
べ

て

い
く

。

以

上

の
二

点

か
ら

、

大
拙

の

研
究

の

ど
こ

に

魅
了

さ

れ
た

の

か
を

見

て
い

く

。 

 

ま

ず

、
楠

氏
で

あ

る
。

楠

氏

は
二

十
三

歳

の
時

に

大

谷
大

学
哲

学

科
で

宗

教

学
を

専
攻

し

た
。

そ

の

時
の

主
任

教

授
が

鈴

木
大
拙

だ

っ

た
。

そ

こ
か

ら

鈴
木

大

拙
に

師

事
し

、

彼
の

妙

好
人

研

究
を

支

え
た

。 

コピー厳禁
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一

つ

目
の

、
大

拙

に
師

事

す

る
き

っ
か

け

と
な

っ

た

の
は

、
当

時

、
大

拙

か

ら
言

わ
れ

た

言
葉

「

宗

教
の

核
心

に

は
宗

教

経
験
が

あ

っ

て
こ

そ

触
れ

る

こ
と

が

で
き

る
。
仏

教
や
キ

リ

ス
ト

教

な
ど

高

度
の

宗

教
の

基

礎
に

は

そ
れ

ぞ

れ
の

宗

教
経

験

が
あ

る
１

２

」
で

あ

る

。

こ
こ

か
ら

分

か
る

よ

う

に
大

拙
が

当

時
か

ら

宗

教
経

験
を

大

事
に

し

て

い
た

こ
と

。

そ
し

て

そ

の
考

え
に

楠

氏
も

感

動
し
た

こ

と

が
分

か

る
。 

 

次

に

、
二

つ
目

の

視
点

か

ら

見
て

い
く

。

楠
氏

は

大

拙
著

『
日

本

仏
教

の

底

を
流

れ
る

も

の
』

の

編

訳
を

し
た

。

そ
の

序

に
は
次

の

よ

う
に

述

べ
て

い

る
。 

日

本

人

の

精

神

の

底

に

あ

る

本

願

の

生

活

感

情

は

日

本

人

の

滅

び

ざ

る

個

性

の

一

つ

と

し

て

何

処

ま

で

も

世

界

性

を

持

つ

も

の

で

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

我

々

は

自

ら

の

中

に

あ

る

宗

教

的

個

性

を

強

く

自

覚

し

て

、

そ

れ

を

世

界

の

人

々

の

幸

福

の

た

め

に

働

か

さ

ね

ば

な

ら

な

い

。

云

は

ば

弥

陀

の

本

願

の

心

と

強

く

呼

応

し

た

我

々

の

本

願

の

心

情

を

十

分

自

覚

し

て

、

そ

れ

を

世

界

の

幸

福
の

た

め
に

働

か
さ

ね

ば
な

ら

ぬ
。
１

３ 

こ

こ

か

ら
わ

か
る

よ

う
に

、

楠

氏
は

自
分

た

ち
の

中

に

あ
る

宗
教

的

個
性

を

自

覚
し

そ
れ

を

周
り

の

人

の
た

め
に

働

か
せ

る

べ
き
で

あ

る

と

述
べ

て
い

る

。
こ

れ

は

、
自

分
が

得

た
も

の

を

周
り

の
人

に

も
振

り

分

け
る

「
妙

好

人
」

の

自

利
利

他
円

満

の
姿

と

同
じ
で

あ

る

。 

 

次

に
、
佐
藤

氏

に
つ
い

て

述
べ

て

い
く

。
佐
藤

氏

は
師

事

す
る

こ

と
に

な

っ
た

エ

ピ
ソ

ー

ド
を
『
真

宗

入
門

』
で

説
か

れ

て
い

た

。

そ

し

て

、
そ

こ
に

大

拙
か

ら

受

け
継

い
だ

大

切
な

も

の

も
含

ま
れ

て

い
る

と

私

は
感

じ
た

。

そ
の

た

め

ど
ち

ら
も

同

じ
文

章

か
ら
論

じ

て

い
き

た

い
と

思

う
。 

コピー厳禁
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京

都

大

学

の

大

学

院

で

宗

教

学

を

学

ん

で

い

た

頃

の

こ

と

で

あ

る

が

、

自

分

自

身

の

進

路

に

迷

う

て

、

信

仰

上

の

師

で

あ

る

正

行

寺

の
恵

契

法
母

に

相
談

す

る
と

、
「

大

拙
先
生

の

と
こ

ろ

に
行

き

な
さ

い
」
と

い
う

指
示

が
あ

っ

た
。
石
田

正
實

氏
に

連

れ
ら

れ

て

、

先

生

に

お

願

い

に

参

上

す

る

と

、

先

生

は

才

市

の

ノ

ー

ト

を

取

り

出

し

て

来

て

、

し

ば

ら

く

石

田

氏

と

法

談

の

後

、

私

に

向

っ

て

「

哲

学

を

勉

強

し

た

ん

な

ら

理

屈

は

わ

か

っ

て

い

る

だ

ろ

う

が

、

南

無

阿

弥

陀

仏

に

成

っ

て

し

ま

う

だ

け

だ

よ

」

と

お

っ

し

ゃ

っ

た

。

こ

れ

を

電

話

で

法

母

に

報

告

す

る

と

即

刻

「

南

無

阿

弥

陀

仏

の

は

た

ら

き

を

体

得

し

に

参

り

ま

し

た

と

い

っ

た

か

ね

？

」

と

い

う

問

が

返

っ

て

来

た

。

当

時

の

私

は

何

も

わ

か

っ

て

い

な

か

っ

た

。

先

生

の

著

書

に

は

親

し

ん

で

い

た

が

、

ま

だ

禅

の

人

だ

と

い

う

差

別

識

の

残

っ

て

い

た

私

に

は

、

こ

の

一

連

の

出

来

事

が

す

ぐ

に

は

納

得

で

き

な

か

っ

た

。

今

に

し

て

思

え

ば

、

法

母

の

信

心

の

慧

眼

に

は

、

未

だ

会

っ

た

こ

と

の

な

い

先

生

の

真

実

信

が

明

明

に

映

っ

て

い

た

の

で

あ

る

。

私

が

先

生

の

と

こ

ろ

に

参

上

し

た

の

は

、

決

し

て

他

宗

で

の

修

行

の

た

め

と

い

う

よ

う

な

も

の

で

は

な

か

っ

た

。

そ

う

い

う

差

別

識

こ

そ

、
私

の
眼

の

曇
り

の
根

本

原
因

で

あ
っ

た

。
「

南

無

阿
弥

陀

仏
に

成
っ

て

し
ま

う

だ
け

だ

よ
」
と

い

う
先

生

の
言

葉
は

、
そ

の

実

地

の

宗

教

経

験

ー

南

無

阿

弥

陀

仏

に

成

っ

て

し

ま

う

念

々

が

南

無

阿

弥

陀

仏

の

は

た

ら

き

の

体

得

で

あ

る

生

活

ー

か

ら

出

て

来

た

も
の

に

ほ
か

な

ら
な

か

っ
た

。
１

４ 
 

大

拙

の
「
南

無

阿
弥

陀
仏

に

な
っ

て

し
ま

う

だ
け

だ

よ

」
。
そ

し
て

、
恵
契

法

母
の
「

南

無
阿

弥
陀

仏

の
は

た

ら
き

を

体
得

し

に
き

ま

し

た

と

言
っ

た
の

か

」
と

い

う

、
研

究
の

師

と
信

仰

の

師
お

二
方

か

ら
の

気

づ

き
こ

そ
、

佐

藤
氏

が

大

拙
に

師
事

す

る
こ

と

に
至
っ

た

契

機

で
あ

る
。

ま

た
、

そ

の

「
実

地
の

宗

教
経

験

を

体
得

し
て

い

く
こ

と

」

こ
そ

、
佐

藤

氏
が

大

拙

か
ら

得
た

教

え
で

あ

る
。
そ

こ

が

佐

藤
氏

の
中

心

に
な

っ

た

か
ら

こ
そ

、

序
論

で

引

用
し

た
大

拙

の
得

た

よ

う
な

「
生

き

た
宗

教

経

験
」

と
い

う

気
づ

き

を
得
る

コピー厳禁
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の

で

あ
る

。 

 

楠

氏

と
佐

藤
氏

、

お
二

人

が

師
事

す
る

き

っ
か

け

は

、
ど

ち
ら

も

宗
教

経

験

が
関

わ
っ

て

い
た

。

こ

れ
は

大
拙

が

宗
教

経

験
を
最

も

重

要

に
考

え
て

い

た
た

め

で

あ
る

。
そ

れ

は
揺

ら

ぐ

こ
と

な
く

大

拙
自

身

の

中
心

に
存

在

し
た

。

そ

し
て

、
そ

の

思
い

に

弟
子
達

は

心

を
動

か

さ
れ

、

受
け

継

い
で

い

っ
た

の

で
あ

る

。 

  

第

二

章 

妙

好
人

が

生
ま

れ

た
地

を

訪
ね

て 

 

第

一
節 

浅
原

才

市
の

出

生
地

「

島
根

県

温
泉

津

」
で

の

調
査 

妙

好

人

が
宗

教
経

験

を
得

て

い

た
出

身
地

は

ど
ん

な

場

所
な

の
か

、

文
献

調

査

だ
け

で
は

分

か
ら

な

い

と
こ

ろ
を

知

る
べ

く
、
実

際

に

訪

れ
て

調
査

し

た
。

調

査

し
た

の
は

、

数
多

く

存

在
す

る
妙

好

人
の

中

で

も
、

大
拙

が

晩
年

ま

で

そ
の

求
道

姿

勢
を

探

求
し
続

け

た

「

浅
原

才
市

」
（
以

下

、

才
市

と
呼

称

す
る

）
。

そ
し

て

、
妙

好
人

を

知

る
き

っ
か

け

と
な

っ

た

、
「

庄

松
」
。

今
回

は

こ
の

二
人

と

関

係
が

深

い
土

地

で
あ

る

、
「
島

根
県

湯

泉
津

」
と
「

香
川

県

三
本
松

」
を
訪

ね

た
。
そ
こ
で

知

っ
た

こ

と
、
感
じ
た

こ

と
を

中

心

に

論

述
し

て

い
く

。 

 

は

じ

め
に

才
市

ゆ

か
り

の

島

根
県

湯
泉

津

に
訪

れ

た

。
そ

こ
は

歴

史
と

湯

の

町
と

名
乗

っ

て
お

り

、

昔
、

石
山

銀

山
の

近

く
で
そ

こ

で

の

銀
鉱

夫
た

ち

が
訪

れ

て

栄
え

た
こ

と

と
、

天

然

温
泉

が
有

名

な
街

で

あ

っ
た

。
日

本

海
に

面

し

て
お

り
、

当

時
、

銀

を
輸
送

す

る

船
が

往

来
し

て

い
た

港

町
で

あ

り
、

今

も
そ

の

面
影

が

残
る

穏

や
か

な

雰
囲

気

で
あ

っ

た
。 

コピー厳禁
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温

泉

津
で

は
ま

ず

、
安

楽

寺

を
訪

れ
た

。

安
楽

寺

は

才
市

の
遺

品

や
資

料

、

そ
し

て
有

名

な
角

の

生

え
た

自
画

像

が
所

蔵

さ
れ
て

い

た

。

ま
た

、
境

内

に
は

才

市

の
「

か
ぜ

を

ひ
け

ば

せ

き
が

で
る 

さ
い

ち

が

ご
ほ

う
の

か

ぜ
を

ひ

い

た 

ね
ん

ぶ

つ
の

せ

き
が
で

る

で

る
」

と

い
う

宗

教
詩

の

石
碑

が

設
置

さ

れ
て

い

た
。 

 

安

楽

寺
で

は
ご

住

職
で

あ

る

梅
田

淳
敬

氏

か
ら

才

市

の
話

を
お

聞

き
し

た

。

始
め

に
地

図

を
用

い

て

温
泉

津
を

含

む
山

陰

地
方
の

真

宗

の

教
化

の
由

来

に
つ

い

て

教
わ

る
。

山

陰
と

い

う

と
こ

ろ
は

、

才
市

だ

け

で
な

く
、

善

太
郎

、

源

左
、

金
子

み

す
ゞ

な

ど
、
多

く

の

真

宗
に

関
わ

る

作
品

や

逸

話
を

残
す

人

が
多

く

誕

生
す

る
。

こ

れ
は

広

島

が
念

仏
ど

こ

ろ
で

、

そ

こ
か

ら
教

え

が
教

化

さ
れ
て

い

っ

た

の
が

要
因

で

あ
る

。

ま

た
、

江
戸

時

代
の

中

頃

、
益

田
市

の

近
く

で

異

安
心

（
間

違

っ
た

教

え

）
が

広
ま

っ

た
。

そ

れ
を
正

す

た

め

に
、

妙
好

人

伝
の

原

作

者
で

有
名

な

仰
誓

和

尚

と
、

そ
の

息

子
で

あ

る

履
善

和
尚

が

、
島

根

県

の
市

木
に

あ

る
浄

泉

寺
に
入

ら

れ

、
二

代

に
渡

っ

て
教

化

さ
れ

た

。
こ

れ

も
こ

の

地
で

念

仏
が

盛

ん
に

な

っ
た

要

因
の

一

つ
で

あ

っ
た

。 

 

次

に

、
才

市
の

生

涯
に

つ

い

て
話

を
し

て

も
ら

う

。

才
市

は
幼

少

期
に

両

親

が
離

婚
し

て

い
る

。

理

由
は

諸
説

あ

る
が

、

経
済
的

に

成

り

立
た

な
か

っ

た
た

め

と

言
わ

れ
て

い

る
。

そ

の

理
由

と
し

て

、
父

親

の

要
四

郎
は

幼

少
期

に

お

寺
に

小
僧

奉

公
に

出

さ
れ
て

い

た

。

そ
の

た
め

、

稼
ぐ

こ

と

が
分

か
ら

な

か
っ

た

と

さ
れ

て
い

る

。
離

婚

の

際
、

才
市

は

母
方

に

引

き
取

ら
れ

た

。
そ

の

後
、
父

親

の

要

四
郎

は
出

家

を
し

て

西

教
と

名
乗

り

、
花

を

売

っ
て

暮
ら

し

た
り

、

小

僧
奉

公
で

お

世
話

に

な

っ
た

涅
槃

寺

さ
ん

で

役
僧
と

し

て

住

職
の

代
わ

り

に
お

参

り

を
す

る
な

ど

し
て

生

計

を
立

て
た

。

一
方

、

母

親
は

再
婚

し

た
。

そ

の

た
め

、
才

市

は
母

親

と
も
離

れ

、

船

大
工

の
奉

公

に
で

る

。

こ
の

両
親

の

離
婚

に

対

し
て

、
才

市

自
身

シ

ョ

ッ
ク

を
受

け

て
お

り

、

晩
年

、
両

親

に
対

す

る
思
い

を

、「

わ

し
は

世
界

一

の
放

蕩

人
で

あ

り
ま

す

。
親

の

こ
と

を

死
ん

で

し
ま

え

ば
い

い

と
思

う

。
そ

ん

な
自

分

が
恐

ろ

し
い

と

も
思

う

。
」

コピー厳禁
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と

語

っ
て

い

た
と

。 

 

才

市

が
四

十
五

歳

の
時

、

父

親
の

西
教

が

亡
く

な

る

。
こ

れ
が

き

っ
か

け

で

色
々

考
え

直

す
よ

う

に

な
る

。
才

市

の
父

親

は
、
側

か

ら

見

た
ら

乞
食

、

負
け

組

の

よ
う

な
生

活

を
し

て

い

た
。

け
れ

ど

、
幸

せ

そ

う
に

し
て

い

た
。

そ

こ

か
ら

才
市

は

、
人

間

の
幸
せ

と

は

な

ん
な

の
か

を

考
え

る

よ

う
に

な
る

。

そ
の

た

め

、
後

に
な

っ

て
の

口

あ

い
に

「
親

の

遺
言

南

無

阿
弥

陀
仏

」

な
ど

、

親
の
こ

と

を

語

る
も

の
が

出

て
い

る

。

こ
の

頃
か

ら

お
寺

に

参

る
よ

う
に

な

っ
た

。

し

か
し

、
初

め

は
仏

法

の

こ
と

を
分

か

っ
て

い

る
わ
け

で

は

な

か
っ

た
。

分

か
ら

な

い

中
お

寺
参

り

を
し

、

聴

聞
を

続
け

る

。
そ

う

し

て
生

活
し

て

い
く

中

で

、
六

○
歳

か

ら
や

っ

と
お
念

仏

を

い
た

だ

け
る

よ

う
に

な

る
。
そ

し
て

、
こ
の

頃

か
ら

そ

の
感

慨

を
「

口

あ
い

」
と

い

う
詩
で

表

す
よ

う

に
な

る

。
「

口

あ
い

」
は

こ

の

頃

仕
事

に
し

て

い
た

下

駄

作
り

の
カ

ン

ナ
屑

や

、

木
材

の
切

れ

端
に

書

き

、
毎

晩
読

み

返
し

て

は

そ
の

後
燃

や

し
て

い

た
。
そ

う

や

っ

て
才

市
自

身

、
周

り

に

見
せ

る
よ

う

な
こ

と

は

し
な

か
っ

た

為
、

才

市

が
あ

り
が

た

い
宗

教

詩

を
書

い
て

い

る
と

知

ら
れ
る

よ

う

に
な

っ

た
の

は

し
ば

ら

く
し

て

の
事

だ

っ
た

。 

 

知

ら

れ
る

よ
う

に

な
っ

た

の

は
、

お
寺

の

説
法

を

聞

い
た

後
、

喜

び
が

口

あ

い
と

し
て

出

て
き

た

も

の
を

紙
に

ま

と
め

る

よ
う
に

な

っ

て

か
ら

で
あ

る

。
そ

れ

は

、
才

市
が

、

自
身

の

感

動
が

正
し

い

も
の

か

納

得
す

る
た

め

に
、

法

話

の
講

師
で

あ

っ
た

僧

侶
に
確

認

す

る
た

め

の
も

の

だ
っ

た

。 

 

そ

れ

が
続

き
、

近

隣
の

お

寺

で
は

「
才

市

さ
ん

が

あ

り
が

た
い

宗

教
詩

を

作

っ
て

い
る

」

と
噂

で

広

が
る

。
安

楽

寺
さ

ん

に
も
毎

日

御

説

法
を

聞
き

に

来
ら

れ

詩

を
確

認
さ

れ

た
。

そ

こ

で
、

当
時

の

住
職

で

あ

っ
た

梅
田

謙

敬
が

「

せ

っ
か

く
だ

か

ら
（

ノ

ー
ト
に

記

録

し

）
残

し
て

は

」
と

勧

め

る
。

才
市

は

「
そ

の

よ

う
な

も
の

で

は
な

い

」

と
断

り
、

な

か
な

か

残

そ
う

と
し

な

か
っ

た

。
業
を

コピー厳禁
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煮

や

し

た
謙

敬
が

寺

の
小

僧

に

ノ
ー

ト
を

用

意
さ

せ

て

持
っ

て
い

か

せ
た

。

そ

う
し

て
よ

う

や
く

ま

と

め
る

よ
う

に

な
っ

た

。
そ
の

後

ノ

ー

ト
は

溜
ま

り

に
溜

ま

り

百
冊

以
上

歌

も
五

千

首

を
超

え
て

一

万
首

程

度

に
な

っ
た

。

し
か

し

、

ほ
と

ん
ど

は

戦
災

で

焼
失
し

て

し

ま

う
。

原
因

と

し
て

は

、

才
市

の
管

理

責
任

も

あ

る
。

ノ
ー

ト

に
残

す

よ

う
に

な
っ

た

も
の

の

、

そ
の

扱
い

は

昔
と

相

変
わ
ら

ず

、

人

に
は

見
せ

な

い
。

だ

か

ら
と

言
っ

て

自
分

の

作

品
と

し
て

大

切
に

す

る

と
い

う
こ

と

も
し

な

か

っ
た

。
そ

の

為
、

保

管
さ
れ

る

こ

と

も
、

持
ち

出

さ
れ

る

こ

と
も

無
か

っ

た
の

で

あ

る
。

そ
ん

な

才
市

の

ノ

ー
ト

が
現

在

も
残

っ

て

い
る

の
は

、

当
時

の

住
職
の

甥

っ

子

で
あ

っ
た

寺

本
慧

逹

の

功
績

で
あ

る

。
慧

逹

は

安
楽

寺
に

も

よ
く

来

ら

れ
、

才
市

と

も
親

し

く

な
っ

て
い

た

。
ち

な

み
に
、

こ

の

方
が

本

願
寺

系

の
雑

誌

に
才

市

の
口

あ

い
を

掲

載
し

た

事
で

、

才
市

が

全
国

的

に
知

ら

れ
る

よ

う
に

な

っ
た

。 

 

そ

の
慧

達

が
ハ

ワ

イ
に

行

く
こ

と

に
な

り
、
才

市

に
ノ

ー

ト
を

一

部
譲

っ

て
ほ

し

い
と

願

う
。
し
か

し
、
才

市
は

そ
れ

に

対
し
「
人

に

見

せ

る
も

の
で

は

な
い

の

で

、
親

し
い

あ

ん
た

で

も

あ
げ

ら
れ

な

い
」

と

断

っ
た

。
慧

逹

は
「

人

に

見
せ

る
の

で

は
な

く

、
お
互

い

の

年

齢
を

考
え

る

と
こ

れ

が

最
後

の
別

れ

に
な

る

か

も
し

れ
な

い

、
だ

か

ら

向
こ

う
で

も

才
市

さ

ん

の
こ

と
を

思

い
出

せ

る
よ
う

に

、

形

見
と

し
て

も

ら
い

た

い

」
と

告
げ

る

。
そ

れ

な

ら
ば

、
と

才

市
は

、

今

度
は

手
元

に

あ
っ

た

七

十
冊

ほ
ど

を

渡
す

。

そ
れ
ら

の

一

部

は
空

襲
な

ど

で
焼

失

し

て
し

ま
っ

た

が
、

一

部

が
現

存
し

て

い
た

の

で

る
。

そ
こ

か

ら
鈴

木

大

拙
な

ど
が

研

究
す

る

元
に
な

っ

た

の
で

あ

る
。 

 

そ

の
後

、

才
市

に

関
す

る

エ
ピ

ソ

ー
ド

を

四
つ

紹

介
し

て

も
ら

う

。 

 

一

つ

目
は

才
市

の

角
の

生

え

た
自

画
像

の

話
。

こ

の

自
画

像
は

七

十
歳

ぐ

ら

い
の

時
の

姿

を
描

い

て

あ
る

。
こ

の

自
画

像

が
書
か

れ

た

経
緯

は

次
の

よ

う
に

伝

わ
っ

て

い
る

。 

コピー厳禁
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才

市

を
「

寺
参

り

を
熱

心

に

す
る

か
ら

立

派
だ

」

と

褒
め

る
人

が

多
か

っ

た

。
し

か
し

才

市
は

そ

れ

が
た

ま
ら

な

か
っ

た

。
な
ぜ

な

ら

、

自
分

は
立

派

だ
か

ら

寺

参
り

し
た

の

で
は

な

い

と
理

解
し

て

い
た

か

ら

で
あ

る
。

も

し
立

派

な

ら
ば

自
分

で

も
う

悟

っ
て
し

ま

う

。

立
派

じ
ゃ

な

い
か

ら

こ

そ
寺

に
参

っ

て
い

る

の

だ
と

考
え

て

い
た

。

つ

ま
り

、
自

分

が
参

る

の

は
鬼

が
寺

参

り
を

し

て
い
る

の

だ

と

い
う

こ
と

で

あ
っ

た

。

し
か

し
、

そ

の
こ

と

を

そ
れ

ら
の

人

た
ち

に

訂

正
す

る
こ

と

は
で

き

な

か
っ

た
。

な

ぜ
な

ら

、
才
市

は

あ

れ

ほ
ど

の
口

あ

い
を

書

く

が
、

実
際

は

口
下

手

だ

っ
た

た
め

「

そ
れ

は

違

う
」

と
言

え

な
か

っ

た

の
で

あ
る

。

そ
れ

が

続
き
、

違

う

と

言
え

な
い

ス

ト
レ

ス

が

溜
ま

っ
て

、

つ
い

に

画

家
の

若
林

春

暁
に

お

願

い
し

て
自

画

像
を

描

い

て
も

ら
う

こ

と
に

な

っ
た
。

描

い

て

も
ら

う
上

で

才
市

は

、

条
件

を
三

つ

つ
け

た

。

一
つ

目
が

「

ツ
ノ

を

生

や
す

」
二

つ

目
が

「

合

掌
を

す
る

」

三
つ

目

が
「
肩

衣

（

今

の
門

徒
式

装

）
を

し

て

い
る

」
こ

と

で
あ

っ

た

。
そ

の
自

画

像
が

年

末

に
で

き
た

後

、
当

時

の

住
職

が
次

の

よ
う

な

漢
詩
を

書

き

加

え

た

。
「

有

角
者

機 

合

掌

者

法 
法
能

摂

機 

柔

軟

三

業 

火

車

因

滅 

甘

露

心

愜 

未

到

終

焉 

華

台

迎
接

」
１

５

こ

の

漢

詩

の

始
め

の
一

行

は
、
「

角

の
有

る

は
機 

掌

を

合

わ
す

は
法 

法
よ

く

機

を
摂

し 

柔

軟
の

三

業

」
と

読
み

、

こ
れ

は

、
「
人
間

の

自

性

か
ら

み
れ

ば

、
煩

悩

（

角
）

を
出

す

の
は

凡

夫

（
機

）
の

証

拠
で 

あ

る
。 

そ
の

人

間
が

如

来
の

み

名
を

呼

び
、

掌

を
合
わ

す

の

は
、
如

来
さ

ま
の
お

は

た
ら

き
（
法

）
に
よ

る

も
の

。
如
来 

の
摂

取

の
光

に

遇
う

人

間
は

、
心
を

照

ら
さ

れ
、
そ

の

光
り

は

身

よ

り

髄
ま

で

と
お

っ

て
、 

煩
悩

は

如
来

の

お
徳
に

染

ま
っ

て

し
ま

い
。
言

葉

や
行

な

い
や

心

の
三

業

は
柔

ら

い
で

し

ま
う

」
と
い

う

意

味

で

あ
る

。
確

か

に
、

才

市

さ
ん

の
角

が

あ
る

姿

も

阿
弥

陀
さ

ま

に
摂

取

さ

れ
て

和
ら

げ

ら
れ

て

穏

や
か

な
顔

で

合
掌

さ

れ
る
。

こ

の

姿
を

通

し
て

真

宗
の

肝

で
あ

る

「
悪

人

で
あ

っ

て
も

そ

の
ま

ま

救
っ

て

も
ら

う

姿
」

を

現
し

た

。 

 

次

の
行

は
「

火

車
の
因

滅

し 

甘

露
心

に

あ
き

た

る 

未

だ
終

焉

に
到

ら

ず
し

て 

華

台

迎
接

す

」
と

読
み

、「
地

獄
に

通

う
迷

い

コピー厳禁
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（

火

車

）
の

種
（
因

）
は

消

え
果

て

。 

弥

陀
の

名

号
・
南

無

阿
弥

陀
仏

で

心
は

満

ち
溢

れ

。 

臨

終

を
待

た

な
い

で
。 

仏

の
座

に

迎

え

導

か
れ

る

の
で

あ

る
。
」

と

い
う

意

味
で

あ
る

。 

 

二

つ

目
は

、
お

寺

参
り

が

熱

心
だ

っ
た

こ

と
で

あ

る

。
ど

ん
な

法

座
に

も

参

っ
て

く
る

の

で
あ

る

。

た
だ

参
る

だ

け
で

は

な
く
、

在

家

で

報
恩

講
が

あ

っ
た

時

は

、
町

を
歩

き

回
っ

て

「

今
日

は
〇

〇

屋
で

報

恩

講
が

勤
ま

り

ま
す

の

で

参
っ

て
く

だ

さ
い

。
」

ま
た
、

あ

る

お
寺

の

法
座

が

終
わ

っ

た
ら
「

次

は

、
〇
〇

寺

で
法

座

が
あ

り

ま
す

の

で
参

っ

て
く

だ

さ
い

。
」
と

勝
手

に
広

報
を

始

め
る

。
そ

し

て

、

法
座

で
は

一

番
前

に

座

る
。

当
時

は

高
座

で

一

段
高

い
と

こ

ろ
か

ら

説

法
さ

れ
た

。

そ
う

す

る

と
才

市
さ

ん

は
見

上

げ
る
よ

う

に

正
座

を

す
る

こ

と
に

な

っ
た

。
そ

の
姿

を
み

た

周
り

の

人
か

ら

は
、「

肩

が

凝
り

そ
う

だ

。
」
や

、「

ガ

マ
ガ

エ
ル

が
座

っ

て
い

る

よ

う

だ

」
と

言
わ

れ

た
と

の

こ
と

。
そ
れ

ぐ

ら
い

熱

心
に

説

教
を

聞

い
て

い

る
う

ち

に
、
才

市
は

喜

び
が

溢

れ
て
「

そ
こ

だ

」
「
あ
り

が

た

い

」
と

い
っ

た

、
合

い

の

手
を

入
れ

て

し
ま

う

。

挙
句

に
は

、

我
を

忘

れ

て
「

や
れ

あ

り
が

た

い

の
」

と
立

ち

上
が

っ

て
手
を

あ

げ

て

そ
の

場
で

一

回
り

す

る

。
気

づ
け

ば

、
高

座

の

真
ん

前
で

当

然
説

教

は

止
ま

り
、

周

り
か

ら

は

注
目

さ
れ

る

。
恥

ず

か
し
く

な

っ

て

そ
の

場
で

小

さ
く

な

る

が
、

そ
れ

で

凝
り

た

わ

け
で

は
な

く

、
ま

た

別

の
日

に
同

じ

こ
と

を

し

て
し

ま
う

。

そ
れ

を

繰
り
返

し

た

た
め

、

町
の

子

供
た

ち

か
ら

は

「
お

説

教
中

に

立
ち

上

が
る

お

爺
さ

ん

」
と

し

て
有

名

だ
っ

た

。 

 

三

つ

目
は

西
楽

寺

で
服

部

範

嶺
和

上
が

説

教
さ

れ

た

話
に

つ
い

て

で
あ

る

。

そ
の

話
の

中

で
範

嶺

和

上
は

「
浄

土

真
宗

の

信
心
を

得

る

の

は
簡

単
な

様

で
実

は

非

常
に

稀
な

も

の
で

あ

る

。
ど

れ
ほ

ど

稀
か

と

言

う
と

、
富

く

じ
（

宝

く

じ
）

に
当

た

る
様

な

も
の
。

当

た

っ

た
人

の
名

前

が
こ

の

本

に
書

か
れ

て

い
る

。

こ

れ
か

ら
読

み

上
げ

る

か

ら
自

分
が

当

た
っ

て

い

る
か

よ
く

聞

く
様

に

」
と
言

っ

て

、
御
文

章
を

取

り
上

げ
「

末
代

無
知

の

在
家

止

住
の

男

女
た

ら

ん
と

も

が
ら

は

」
と

言

っ
た

。
そ

の
と

き
才

市

が
「

当

た

っ
た
」

コピー厳禁
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と

声

を

あ
げ

て
立

ち

上
が

っ

た

。
こ

れ
は

才

市
が

、

御

文
章

の
「

末

代
無

智

の

在
家

止
住

の

男
女

」

と

云
う

存
在

が

ま
さ

に

自
分
の

こ

と

と
し

て

聞
か

れ

て
い

た

の
で

あ

る
。 

 

四

つ

目
は

才
市

が

使
っ

て

い

た
御

文
章

の

こ
と

で

あ

る
。

実
際

に

才
市

が

使

っ
て

い
た

御

文
章

に

は

、
冒

頭
に

「

こ
れ

も

わ
し
が

た

め

」

と
書

か
れ

て

い
た

。

こ

れ
は

、
一

通

一
通

全

て

に
書

か
れ

て

い
た

。

御

文
章

を
自

分

に
対

し

て

書
い

て
も

ら

っ
た

の

だ
と
い

た

だ

い

て
い

た
。

こ

れ
は

、

親

鸞
聖

人
が

『

歎
異

抄 

後
序

』
に

て

「
弥

陀

の

五
劫

思
惟

の

願
を

よ

く

よ
く

案
ず

れ

ば
、

ひ

と
へ
に

親

鸞

一
人

が

た
め

な

り
け

り

。
」
１

６

と

阿

弥
陀

さ
ま

の

お
慈

悲

は
自

分

の
た

め

に
あ

っ

た
と

受

け
と

っ

た
も

の

と
類

似

し
て

い

る
。 

 

そ

の

後
、

今
の

人

た
ち

が

才

市
を

ど
れ

ほ

ど
大

事

に

し
て

い
る

の

か
を

教

え

て
も

ら
う

。

湯
泉

津

の

温
泉

街
に

は

才
市

の

口
あ
い

が

書

か

れ
た

ぼ
ん

ぼ

り
が

掲

げ

て
い

る
。

そ

し
て

銅

像

も
作

成
さ

れ

て
い

る

。

そ
れ

ら
は

才

市
顕

正

会

が
管

理
さ

れ

て
い

る

。
温
泉

津

の

人
た

ち

が
才

市

の
こ

と

を
慕

っ

て
い

る

こ
と

が

わ
か

っ

た
。 

 

そ

し

て
お

話
の

最

後
に

、

梅

田
淳

敬
氏

に

と
っ

て

才

市
は

ど
ん

な

存
在

か

質

問
し

た
。

住

職
も

子

供

の
頃

境
内

に

あ
る

石

碑
「
風

邪

を

ひ

け
ば

咳
が

出

る
…

」

を

み
て

何
を

当

た
り

前

の

こ
と

を
言

っ

て
い

る

の

だ
。

と
思

っ

て
い

た

。

し
か

し
安

楽

寺
を

継

ぐ
こ
と

に

な

っ

て
、

聞
か

れ

た
時

に

示

し
を

つ
け

な

け
れ

ば

な

ら
な

い
と

思

い
、

そ

こ

か
ら

学
び

始

め
た

。

そ

う
し

て
、

そ

れ
が

大

切
な
こ

と

だ

と
次

第

に
わ

か

る
よ

う

に
な

っ

た
。

そ

う
い

う

意
味

で

は
真

宗

を
学

ぶ

き
っ

か

け
を

才

市
に

い

た
だ

い

た
と

語

ら
れ

て

い
た
。 

 

次

に

、
温

泉
津

に

も
う

一

つ

あ
る

浄
土

真

宗
の

寺

院

、
西

楽
寺

を

訪
ね

た

。

そ
こ

で
は

温

泉
津

な

ら

で
は

の
特

徴

的
な

寺

院
の
形

態

の

話
を

し

て
い

た

だ
く

。
そ

の

特
徴

と

は
、
報

恩

講
や

、
葬

儀

は
菩
提

寺

に
お

世

話
に

な

る
が

、
そ

れ

以
外

の

普
段
の

お

勤
め

や

、

説

法

、

仏
教

婦
人

会

な
ど

は

近

所
の

お
寺

に

お
世

話

に

な
る

の
が

普

通
と

い

う

も
の

。
そ

の

為
、

菩

提

寺
で

あ
る

と

い
う

こ

と
に
関

コピー厳禁
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係

無

く

気
軽

に
集

ま

る
こ

と

が

で
き

る
。

聞

法
す

る

こ

と
が

で
き

る

。
こ

れ

が

、
妙

好
人

が

生
ま

れ

る

ほ
ど

信
仰

が

盛
ん

な

土
徳
だ

と

教

え

て
い

た
だ

い

た
。

才

市

の
時

代
も

同

じ
で

、

実

際
に

方
々

の

お
寺

に

足

繁
く

通
わ

れ

た
と

言

っ

て
い

た
。

才

市
の

信

心
は
、

才

市

個
人

で

成
せ

た

も
の

で

は
無

く

、
周

り

の
人

と

一
緒

に

仏
法

を

聞
け

る

環
境

が

あ
っ

た

か
ら

こ

そ
で

あ

っ
た

。 

 

最

後
に

、
才

市
の

生
家

を

訪
ね

た

。
温
泉

津
に

は

、
才

市
の

生
家

が
商

店

や
民

家

が
並

ぶ

通
り

の

一
角

に

今
も

保

存
さ

れ

て
い

る

。

ガ

ラ

ス

障
子

の
二

階

建
て

で

一

階
に

は
板

張

り
の

仕

事

部
屋

と
畳

の

仏
間

と

が

あ
っ

た
。

二

階
は

行

け

な
い

様
に

な

っ
て

い

た
。
仕

事

部

屋

に
は

才
市

さ

ん
が

実

際

に
使

用
し

て

い
た

大

工

道
具

が
展

示

し
て

あ

っ

た
。

一
部

は

当
時

使

わ

れ
て

い
た

様

に
展

示

さ
れ
て

い

た

。
才

市

の
生

活

が
ど

の

よ
う

な

も
の

で

あ
っ

た

か
が

見

て
取

れ

た
。 

 

ま

た

、
才

市
の

「

口
あ

い

」

を
思

っ
て

か

浅
原

才

市

和
歌

コ
ン

テ

ス
ト

が

行

わ
れ

て
い

た

。
そ

し

て

壁
に

は
そ

の

作
品

で

あ
る
俳

句

や

短
歌

が

数
多

く

並
ん

で

い
た

。

以
下

に

印
象

に

残
っ

た

も
の

を

二
首

だ

け
紹

介

し
て

お

こ
う

。 

念

仏

に
生

き

た
る

才

市
の

よ

ろ
こ

び

を
我

が

身
に

受

く
る

御

恩
嬉

し

き 

み

名

称
え

角

の
才

市

と
知

ら

さ
れ

て

こ
こ

ろ

軽
々

憂

世
を

往

ぬ 

 

ま

た

、
大

人

だ
け

で
な

く

、
地
元

の

小
学

生
の

自

由
研

究

と
し

て

も
才

市

の
こ

と

が
調

べ

ら
れ

て

い
た

も

の
が

展

示
さ

れ

て
い

た
。

そ

の

際

の
学

級
新

聞

や
彼

ら

の

お
礼

の
俳

句

も
掲

載

さ

れ
て

い
た

。

そ
の

一

部

に
は

、
「
正

直
に

い

つ

も
詩

を
書

く

才
市

さ

ん

」
「
温

泉

街

を

明
る

く
照

ら

す
才

市

の

詩
」

と
い

う

も
の

が

あ

っ
た

。
そ

れ

ら
を

見

る

だ
け

で
も

、

才
市

と

い

う
人

が
老

若

男
女

を

問
わ
ず

親

し

ま
れ

、

い
か

に

才
市

が

地
元

に

根
付

い

た
繋

が

り
を

持

っ
て

い

た
の

か

が
垣

間

見
え

る

も
の

で

あ
っ

た

。 

 

コピー厳禁
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第

二

節 

庄

松
の

出

生
地

「

香
川

県

三
本

松

」
で

の

調
査 

 

三

本
松

で

は
庄

松

ゆ
か

り

の
お

寺

で
あ

る

大
覚

寺

は
留

守

だ
っ

た

為
、

近

所
の

お

寺
の

大

信
寺

に

て
庄

松

の
話

を

聞
い

た

。 

 

ま

ず

、
三

本
松

周

辺
に

は

土

徳
が

あ
る

か

を
教

え

て

も
ら

う
。

三

本
松

に

は

東
か

が
わ

市

仏
教

協

会

に
二

十
五

ヶ

寺
存

在

す
る
。

し

か

し

、
ほ

と
ん

ど

が
真

言

宗

で
二

十
五

ヶ

寺
中

、

八

ヶ
寺

し
か

真

宗
は

い

な

い
。

そ
の

為

、
土

徳

と

い
う

も
の

は

あ
ま

り

な
い
と

言

わ

れ
た

。

そ
ん

な

中
、

庄

松
の

こ

と
が

全

国
的

に

有
名

に

な
っ

た

の
は

鈴

木
大

拙

が
取

り

上
げ

た

お
か

げ

で
あ

る

と
の

こ

と
。 

 

次

に

、
庄

松
は

ど

ん
な

人

で

あ
っ

た
の

か

を
聞

い

た

。
真

宗
の

聞

法
で

信

心

を
得

た
人

で

あ
り

、

方

々
に

聴
聞

し

に
行

っ

た
人
で

あ

っ

た

こ
と

。
そ

し

て
、
「

自

利
利

他

円
満

」
す

る

人

だ
っ

た

。
「

自
利

利

他

円
満

」
と

は

、
自

利

は

自
ら

を
利

益

す
る

意

味
で

修
行

の

成

果

を
自

分
一

人

が
受

け

る

こ
と

。
利

他

は
他

を

利

益
す

る
意

味

で
自

己

の

利
得

の
た

め

で
な

く

周

り
の

た
め

に

尽
く

す

こ
と
を

い

う

。

こ
の

両
者

を

合
わ

せ

て

二
利

と
い

い

、
自

利

利

他
円

満
は

そ

の
両

者

を

完
全

に
両

立

さ
せ

た

勝

れ
た

状
態

で

あ
り

、

大
乗
仏

教

の

目
的

と

す
る

仏

の
世

界

で
あ

る

。 

 

そ

れ

が
分

か
る

エ

ピ
ソ

ー

ド

と
し

て
「

嫁

（
か

か

）

の
相

持
ち

」

が
あ

る

。

庄
松

に
は

与

左
衛

門

と

仲
蔵

と
い

う

二
人

の

甥
が
い

た

。

兄

の
与

左
衛

門

は
分

家

を

し
て

妻
を

娶

っ
た

。

弟

の
仲

蔵
が

家

の
跡

取

り

に
な

っ
た

。

庄
松

が

「

与
左

衛
門

は

新
し

い

家
だ
か

ら

。
早
々

に
御

文

を
お
迎

え

し
な

け

れ
ば

」
と
言

う

と
、
親
族

の

皆
が
留

め

て
御

文

は
、
し
ば
ら

く

は
母

屋
（

実

家
）
か

ら

借
り

て

、

当

分

は
相

持

ち
で

い

い
の

で

は

。
」
と

言
っ

た

。
す

る

と
庄

松

は
「
御

文
が

相

持
ち

で

済
む

の

な
ら

、
仲

蔵
は

嫁

を
娶

る
の

を

や
め

て

与

左

衛
門

と

嫁
（

か

か
）

を

相
持

ち

に
し

て

は
ど

う

じ
ゃ

、

ど
う

じ

ゃ
。
」

と

言
っ

た

。 

 

こ

の

話
は

、
普

通

の
人

は

御

文
を

普
通

の

本
で

あ

る

と
考

え
る

が

、
庄

松

は

「
喜

び
の

心

が
な

い

者

が
喜

ぶ
心

を

得
る

こ

と
が
で

コピー厳禁
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き

る

教

え
が

御
文

だ

か
ら

、

例

え
る

な
ら

自

分
の

奥

さ

ん
ほ

ど
大

事

な
物

で

あ

る
」

と
し

て

、
御

文

を

相
持

ち
程

度

に
扱

う

こ
と
は

絶

対

に

ダ
メ

だ
と

言

っ
た

話

で

あ
る

。
こ

の

様
な

場

合

、
反

対
意

見

が
出

て

き

た
と

き
、

普

通
の

世

間

で
は

力
の

強

い
者

や

多
数
派

の

意

見

が
通

る
が

、

こ
の

と

き

は
庄

松
さ

ん

の
一

言

で

満
場

一
致

で

全
員

の

意

見
が

変
わ

っ

て
御

文

を

迎
え

る
こ

と

決
ま

っ

た
。
こ

れ

が

自
分

だ

け
で

な

く
、

周

り
も

変

え
た

「

自
利

利

他
円

満

」
の

姿

で
あ

っ

た
。 

 

そ

の
後

、
庄

松
さ

ん
の

お

墓
と

説

教
所

に

連
れ

て

行
っ

て

も
ら

っ

た
。
そ

こ

は

、
小
砂(

こ
ざ
れ)

と

い
う

集

落
の

あ
っ

た

場
所

で

、

そ

の

地
域

の

方
々

は

特
に

信

仰
に

篤

く
、

説

教
所

で

は
小

砂

門
徒

の

庄
松

さ

ん
へ

の

お
供

え

が
た

く

さ
ん

並

ん
で

い

た
。 

 

ま

た

、
小

砂
の

人

た
ち

は

、

各
家

々
の

お

墓
を

立

て

る
こ

と
は

な

く
、

遺

骨

は
家

の
仏

壇

に
の

み

納

め
る

。
こ

れ

は
な

ぜ

か
と
言

う

と

、

庄
松

が
述

べ

た
「

石

の

下
に

は
居

ら

ぬ
ぞ

、

居

ら
ぬ

ぞ

。
」(

大
信

を

授

か
っ

た
者

は

、
極

楽

浄
土

へ

は
絶

対

に
行

け

る
の
だ

か

ら

墓
や

卒

塔
婆

は

い
ら

ぬ

。
石

の

下
で

は

な
く

、

お
浄

土

に
居

る

の
だ

。

と
い

う

話)

の

言
葉

を

大
事

し

て
い

る

た
め

で

あ
る

。 

 

こ

の

話
を

聞
い

た

時
、

庄

松

が
亡

く
な

っ

た
後

も

そ

の
教

え
が

続

い
て

い

る

の
が

わ
か

っ

た
。

妙

好

人
が

頂
い

た

信
心

を

周
り
の

人

も

頂
い

て

い
く

。

そ
う

し

て
一

人

で
は

無

く
、

全

員
が

頂

い
て

い

く
あ

り

が
た

さ

に
触

れ

る
こ

と

が
で

き

た
。 

 

第

三

節 

妙

好
人

の

地
を

訪

れ
て 

 

今

回

、
湯

泉
津

と

三
本

松

に

訪
れ

て
、

ど

ち
ら

も

、

そ
の

土
地

と

人
々

に

温

も
り

を
感

じ

た
。

妙

好

人
を

生
み

出

す
の

は

そ
の
中

で

の

生

活
が

あ
っ

た

か
ら

だ

と

私
は

考
察

す

る
。

温

泉

津
で

は
、

信

仰
も

盛

ん

で
、

妙
好

人

が
生

ま

れ

る
要

因
に

な

る
形

体

が
あ
っ

た

。

妙

好
人

と
し

て

後
世

に

残

っ
て

い
る

の

は
才

市

さ

ん
だ

が
、

似

た
様

な

人

は
他

に
も

存

在
し

た

。

事
実

、
温

泉

津
の

信

心
を
得

コピー厳禁
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る

の

は
富

く

じ
に

当

た
る

よ

う
な

も

の
の

話

で
は

、「
当

た

っ
た

」
と

叫
ん

だ

人
は

才

市
だ

け

で
な

く

、
も

う
一

人

お
ば
あ

さ

ん
も

立

た

れ

た

と
の

こ
と

。

三
本

松

で

は
土

徳
は

無

か
っ

た

と

聞
い

た
が

、

小
砂

で

の

教
え

が
続

い

て
い

る

と

こ
ろ

を
見

る

と
、

お

寺
の
数

は

あ

ま
り

な

く
て

も

、
教

化

は
伝

わ

っ
て

根

付
い

て

い
る

の

な
ら

ば

土
徳

と

い
っ

て

も
良

い

の
で

は

な
い

か

と
私

は

考
え

る

。 

実

際

に

妙
好

人
自

身

が
い

た

の

は
、

と
て

も

昔
で

あ

っ

た
が

、
今

で

も
そ

の

姿

や
教

え
を

大

事
に

し

て

い
る

人
々

が

い
る

こ

と
が
と

て

も

温
か

さ

を
感

じ

た
。 

   

第

三
章 

土

徳
に

つ
い

て 

 

妙

好
人

を

調
べ

て

い
く

中

で

、「
土

徳

」
と

い
う

語

を
何

度

も
聞

い

た
。
そ

れ

だ
け

妙

好
人

に
と

っ

て
重

要

な
も

の

だ
と

推

察
す

る
。

し

か

し

、
私

は
こ

の

「
土

徳

」

を
何

度
か

聞

い
た

こ

と

は
あ

っ
た

が

、
具

体

的

に
ど

の
よ

う

な
も

の

か

具
体

的
に

理

解
し

て

い
る
わ

け

で

は
な

い

。
そ

の

た
め

こ

の
章

で

、
改

め

て
土

徳

と
は

ど

の
よ

う

に
書

か

れ
て

い

る
の

か

を
深

め

て
い

き

た
い

。 

 

そ

も

そ
も

土
徳

と

は
一

体

ど

の
様

な
も

の

な
の

か

。

調
べ

る
中

で

こ
れ

が

柳

宗
悦

の
造

語

で
あ

る

と

知
っ

た
。

そ

の
こ

と

に
つ
い

て

教

学

シ
ン

ポ
ジ

ウ

ム
の

記

録

を
ま

と
め

た

『
真

宗

の

土
徳

』
に

て

、
清

基

秀

紀
氏

が
コ

ー

デ
ィ

ネ

ー

タ
ー

挨
拶

と

し
て

、

次
の
よ

う

に

述
べ

て

い
る

。 

「

土

徳
」
と

い
う

言

葉
に

つ

い
て

少

し
説

明

さ
せ

て

い
た

だ

き
ま

す

。
辞

書

を
引

い

て
も

、
「
土

徳

」
と

い

う
言

葉

は
ど

こ

に
も

の

っ

て

お

り

ま

せ

ん

。

そ

う

い

う

言

葉

で

す

。

昭

和

二

十

年

に

民

藝

運

動

の

創

始

者

で

あ

る

柳

宗

悦

さ

ん

（

一

八

八

九

〜

一

九

コピー厳禁



 22 

六

一

）

が

、

バ

ー

ナ

ー

ド

・

リ

ー

チ

と

共

に

、

版

画

家

で

あ

っ

た

棟

方

志

功

（

一

九

○

三

〜

一

九

七

五

）

が

疎

開

し

て

い

た

富

山

県

の

砺

波

平

野

を

訪

れ

ま

す

。

そ

の

土

地

に

暮

ら

す

棟

方

志

功

の

作

品

が

一

層

輝

き

を

増

し

た

こ

と

に

驚

き

、

そ

れ

が

そ

の

地

方

の

豊

か

な

自

然

と

念

仏

の

生

活

の

影

響

で

あ

っ

た

、

と

い

う

こ

と

を

見

出

し

ま

す

。

そ

し

て

そ

れ

を

柳

宗

悦

は

「

土

徳

」

と

名

付

け

ま

し

た

。

そ

の

土

地

に

備

わ

っ

た

徳

と

い

う

こ

と

で

す

。

そ

こ

に

住

ん

で

い

る

だ

け

で

、

知

ら

ず

し

ら

ず

の

う

ち

に

土

徳

が

身

に

つ

い

た

と

い

う

わ

け

で

あ

り

ま

す

。

…

（

中

略

）

…

砺

波

だ

け

で

は

な

く

、

念

仏

者

を

多

く

育

て

た

真

宗

の

盛

ん

な

地

域
、

そ

の
よ

う

な
文

化

を
持

つ

地
域

で

、
「

土

徳
」

と

い
う

言

葉
が

よ

く
使

わ

れ
る

よ

う
で

す

。
１

７ 

こ

こ

で

述
べ

ら
れ

て

い
る

「

砺

波
の

豊
か

な

自
然

と

念

仏
の

生
活

」

は 

『

日

本
的

霊
性

』

で
述

べ

ら

れ
て

い
た

、

大
地

を

根
と
し

て

生

き

て
い

る
霊

性

が
用

い

て

い
る

生
活

で

あ
る

。

そ

し
て

、
土

地

に
は

備

わ

っ
た

徳
が

あ

り
、

そ

こ

に
住

ん
で

い

る
だ

け

で
知
ら

ず

し

ら
ず

の

う
ち

に

身
に

つ

い
た

土

徳
と

は

、
そ

の

用
き

か

ら
の

宗

教
体

験

で
あ

る

と
私

は

考
え

る

。 

 

砺

波
の

豊

か
な

自

然
と

念

仏
の

生

活
を

通

し
て

、
作

品
が

向

上
し

た
棟

方

志
功

と

、
そ
の

出
来

事

を
通

し

て

、「

土
徳

」
を

見
つ

け

た

柳

。

こ
の

二
人

が

当
時

の

こ

と
を

ど
の

よ

う
に

感

じ

て
い

た
の

か

、
そ

れ

ぞ

れ
が

文
章

に

残
し

て

い

る
。

そ
こ

か

ら
、

何

を
感
じ

た

の

か
を

見

て
い

く

。 

 

は

じ
め

に

、
棟

方

志
功

で

あ
る

。

著
書

『

版
極

道

』
で

は

次
の

よ

う
に

述

べ
て

い

た
。 

い

ま

ま

で

は

た

だ

の

、

自

分

で

来

た

世

界

を

、

か

け

ず

り

ま

わ

っ

て

い

た

の

で

す

が

、

そ

の

足

が

自

然

に

他

力

の

世

界

へ

向

け

ら

れ

、

富

山

と

い

う

真

宗

王

国

な

れ

ば

こ

そ

、

こ

の

よ

う

な

大

き

な

仏

意

の

大

き

さ

に

包

ま

れ

て

い

た

の

で

し

た

。

真

宗

妙

好

の

宗

根

、

在

家

仏

人

と

し

て

、

身

を

も

っ

て

阿

弥

陀

仏

に

南

無

す

る

道

こ

そ

、

板

画

に

も

、

す

べ

て

に

も

通

ず

る

道

だ

っ

た

の

コピー厳禁
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だ

、

と

い

う

こ

と

を

知

ら

さ

れ

始

め

ま

し

た

。

誰

も

彼

も

、

知

ら

ず

の

内

、

た

だ

そ

の

ま

ま

で

阿

弥

陀

さ

ま

に

な

っ

て

暮

ら

し

て

い

る

の

で

す

。

そ

の

生

活

こ

そ

、

い

ま

ま

で

思

い

も

及

ば

な

か

っ

た

お

助

け

そ

の

も

の

の

生

活

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

…

（

中

略

）

…

富

山

で

は

、

大

き

な

い

た

だ

き

も

の

を

致

し

ま

し

た

。

そ

れ

は

「

南

無

阿

弥

陀

仏

」

で

あ

り

ま

し

た

。

衣

食

住

で

も

、

で
し

た

が
、

そ

れ
よ

り

も
さ

ら

に
大

き

な
い

た

だ
き

も

の
で

あ

っ
た

の

で
す

。
１

８ 

こ

の

文

中
で

棟
方

志

功
が

述

べ

た
「

い
ま

ま

で
思

い

も

及
ば

な
か

っ

た
お

助

け

そ
の

も
の

の

生
活

」

や

、
「

大

き
な

い
た

だ

き
も

の
」

と

い

う

言
葉

は
霊

性

を
体

感

し

た
言

葉
で

あ

る
。

そ

し

て
そ

れ
は

棟

方
が

当

時

、
滞

在
し

て

か
ら

三

十

年
が

経
過

し

て
も

ず

っ
と
残

っ

て

い
る

よ

う
に

、

得
た

後

、
忘

れ

ら
れ

ず

に
ず

っ

と
用

き

続
け

る

も
の

だ

と
私

は

考
え

る

。 

 

次

に
柳

宗

悦
で

あ

る
。

同

地
域

で

過
ご

し

た
体

験

を
次

の

よ
う

に

語
っ

て

い
た

。 

私

は

か

つ

て

越

中

の

城

端

別

院

に

滞

在

し

た

こ

と

が

あ

る

が

、

一

年

中

毎

日

説

教

が

か

か

る

。

な

い

時

は

同

じ

町

の

ど

の

寺

か

で

行

わ

れ

る

。

た

だ

に

寺

ば

か

り

で

な

く

、

在

家

で

も

説

教

者

を

迎

え

て

い

わ

ゆ

る

「

御

座

」

を

開

き

、

近

在

の

人

々

が

集

っ

て

く

る

。

門

徒

は

聴

聞

に

熱

心

な

の

で

あ

る

。

同

じ

念

仏

系

の

仏

教

で

も

浄

土

宗

は

、

実

際

的

に

真

宗

ほ

ど

に

在

家

と

の

繋

が

り

を

持

た

な

い

。

そ

の

一

理

由

は

説

教

に

情

熱

を

傾

け

な

い

た

め

だ

と

い

え

よ

う

。

少

な

く

と

も

仏

法

と

民

衆

と

を

固

く

結

ぶ

た

め

に
は

、

説
教

が

必
要

だ

と
思

わ

れ
る

。
１

９ 

こ

の

言

葉
か

ら
、

こ

の
砺

波

地

域
は

仏
法

と

民
衆

が

、

説
教

を
聴

聞

す
る

こ

と

を
通

し
て

繋

が
っ

て

い

る
。

真
宗

が

生
活

に

根
付
い

て

い

る
こ

と

が
よ

く

分
か

る

。
そ

こ

に
柳

も

感
銘

を

受
け

「

土
徳

」

と
名

付

け
た

の

で
あ

る

。 

 

こ

れ

ら
の

こ
と

か

ら
「

土

徳

」
と

は
、

真

宗
が

根

ざ

し
て

い
る

よ

う
な

霊

性

が
用

く
生

活

の
中

で

、

知
ら

ず
知

ら

ず
の

う

ち
に
得

コピー厳禁
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る

こ

と
が

で

き
る

体

験
で

あ

る
。 

   

結

論 

 

宗

教

経
験

は
他

力

の
は

た

ら

き
を

あ
り

の

ま
ま

に

受

け
て

、
全

て

が
自

分

の

事
と

し
て

聞

け
る

。

そ

し
て

そ
の

は

た
ら

き

に
感
謝

す

る

姿

で
あ

っ
た

。

そ
れ

が

妙

好
人

の
篤

い

信
仰

心

の

原
点

で
あ

っ

た
。

そ

し

て
宗

教
経

験

を
研

究

し

た
鈴

木
大

拙

の
姿

、

言
葉
か

ら

弟

子

た
ち

へ
と

受

け
継

が

れ

て
い

っ
た

こ

と
。

妙

好

人
た

ち
の

姿

勢
が

彼

ら

の
出

生
地

で

い
ま

だ

に

伝
わ

っ
て

い

た
こ

と

か
ら
わ

か

る

よ

う
に

、
そ

の

姿
、

言

葉

か
ら

信
心

は

伝
わ

っ

て

い
く

。
こ

の

よ
う

に

は

た
ら

き
続

け

る
こ

と

こ

そ
「

生
き

た

宗
教

経

験
」
と

言

う

の
で

は

な
い

か

と
私

は

考
え

る

。 

 

こ

れ

に
気

付
い

た

時
、

自

分

が
自

坊
で

経

験
し

た

こ

と
を

想
起

し

た
。

私

は

、
研

修
会

に

お
い

て

「

善
光

寺
如

来

縁
起

」

に
触
れ

機

会

が

あ
っ

た
。

そ

の
時

、

阿

弥
陀

仏
か

ら

伝
わ

る

仏

縁
の

延
長

線

上
に

自

分

が
い

て
繋

が

ら
せ

て

い

た
だ

い
て

い

た
と

気

づ
か
せ

て

い

た

だ
い

た
。

そ

ん
な

中

で

つ
け

て
い

た

だ
い

た

法

名
「

恭
順

」

は
「

恭

し

く
相

手
に

付

き
従

う

」

と
い

う
意

味

が
あ

り

、
そ
う

な

れ

る
べ

く

願
い

を

込
め

て

つ
け

て

い
た

だ

い
た

の

だ
と

気

付
い

た

。 

 

こ

れ

も
、

私
が

先

達
の

姿

か

ら
気

付
か

せ

て
頂

い

た

、
は

た
ら

き

で
あ

っ

た

。
私

に
と

っ

て
の

「

生

き
た

宗
教

経

験
」

で

あ
り
、

信

仰

の

原
点

で
あ

っ

た
。

こ

の

よ
う

な
大

事

な
こ

と

を

再
発

見
で

き

た
縁

で

あ

る
、

仏
縁

の

中
で

生

ま

れ
育

て
て

き

て
も

ら

っ
た
こ

コピー厳禁
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と

、

指
導

教

授
に

こ

の
論

考

へ
導

い

て
い

た

だ
い

た

こ
と

に

感
謝

を

申
し

て

結
び

と

さ
せ

て

い
た

だ

く
。

コピー厳禁
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