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序

論 浄

土

真
宗

で

は
、

女
性
の

ま

ま
で

往

生
せ

ず
、
男

子

に
生

ま

れ
変

わ
っ
て

往

生
す

る

変
成

男
子
往

生

と
い

う

思
想

が
あ
る

。

ま
ず

辞

書

で
女

人

往
生

に
ま
つ

わ

る
語

句

に
つ

い
て
調

べ

て
、

実

際
に

は
ど
の

よ

う
に

解

説
さ

れ
て
い

る

の
か

を

確
か

め
て
み

る

。 

女

性

成
仏 

女

性

が
仏

に

成
る

こ
と
。

古

代
イ

ン

ド
社

会
で
は

女

性
の

地

位
が

低
か
っ

た

こ
と

か

ら
、

そ
の
女

性

観
が

仏

教
に

入
り
込

み

、

仏

教

経
典

に

は
、

女
性
は

梵

天
王

・

帝
釈

天
・
魔

王

・
転

輪

聖
王

・
仏
の

５

種
に

は

成
れ

な
い
と

す

る
〈

五

障
ご

し

ょ

う

〉

説

（

→

五
障

三

従
）

の
よ
う

な

女
性

差

別
思

想
が
散

見

さ
れ

る

が
、

大
乗
仏

教

の
一

切

衆
生

に
成
仏

の

可
能

性

を
認

め
る
系

統

に

お

い

て
は

、

変
成

男
子
へ

ん

じ

ょ

う

な

ん

し

説
を
用

い

て
、

女

性
は

男
身
へ

変

身
す

る

こ
と

に
よ
っ

て

成
仏

で

き
る

と
説
明

さ

れ

た

。
１ 

こ

の

よ
う

に

、
女

性
は
男

に

変
わ

る

必
要

が
あ
っ

た

。
さ

ら

に
、

次
の
よ

う

な
語

が

あ
る

。 

五

障

三
従 

〈

五

障
〉

は

訓
読

し
て
〈

五

つ
の

障
さ

わ

り

〉
と

も

。
中

阿

含
経

２
８
、

増

一
阿

含

経
３

８
、
法

華

経
提

婆

達
多

品
な
ど

の

所

説

で

、
女

に

は
梵

天
王
・

帝

釈
・

魔

王
・

転
輪
聖

王

・
仏

の

五
種

に
な
る

こ

と
が

で

き
な

い
障
害

が

あ
る

と

い
う

こ
と
。
〈

三

従

〉

は
イ

ン

ド
の

『
マ
ヌ

法

典

』
、

中
国

の

『
儀

礼
ぎ

ら

い

』

喪

服
な

ど
の

所

説
で

、

女
は

幼
い
時

に

は
親

に

従
い

、
嫁
か

し

て

は

夫

、
老

い

て
は

子
に
従

う

べ
き

だ

と
す

る
考
え

。
２ 

辞

書

に
お

い

て
確

認
し
て

も

、
冒

頭

に
述

べ
た
通

り

の
変

成

男
子

往
生
や

、

五
障

三

従
の

よ
う
な

差

別
的

な

思
想

が
分
か

る

。
ま

コピー厳禁
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た

、

仏
教

経

典
だ

け
で
な

く

、
『
マ

ヌ
法

典

』
の

影

響
を

大

き
く

受
け
て

お

り
、

差

別
の

様
々
な

要

因
が

考

え
ら

れ
る
。 

『

無

量
寿

経

』
で

も
、
浄

土

に
女

性

は
ふ

さ
わ
し

く

な
い

と

さ
れ

て
お
り

、

阿
弥

陀

仏
に

よ
る
第

三

十
五

願

の
変

成
男
子

に

よ
る

女

人

往
生

を

説
い

て
い
る

。

次
の

通

り
で

あ
る
。
「

設
ヒ

我

得
タ

ラ

ム

ニ

ㇾ

佛
ヲ

、

十

方
無

量

不
可
思

議
ノ

諸

佛
世

界
ニ

、
其
レ

有
リ

テ

二

女

人
一

、

聞
キ

テ

二

我
ガ

名
字
ヲ

一

、

歡

喜

信
樂
シ

、
發
シ

テ

二

菩

提

心
ヲ

一

、
厭
二

惡
セ

ム

二

女

身
ヲ

一

、

壽

終
リ

テ

之

後

、
復

爲
ラ

バ

二

女

像
ト

者

一

、

不
ㇾ

取
ラ

二

正

覺
ヲ

一

。
」
３

こ

の

よ

う
に

、

差
別

が

存
在

し

て
い

た
。 

し

か

し
、

初

期
の

仏
教
教

団

で
は

、

こ
の

よ
う
な

こ

と
は

言

わ
れ

て
い
な

か

っ
た

と

さ
れ

て
い
る

。

事
実

、

原
始

仏
教
文

献

『
ス

ッ

タ

ニ
パ

ー

タ
』

に
は
女

人

五
障

は

説
か

れ
て
い

な

か
っ

た

。
つ

ま
り
、

釈

尊
が

こ

の
よ

う
な
事

を

述
べ

た

と
は

考
え
に

く

く
、

後

の

教

団
か

ら

出
た

話
で
あ

る

と
考

え

ら
れ

る
。
こ

れ

は
、

古

代
イ

ン
ド
社

会

の
時

代

に
広

ま
っ
て

い

た
バ

ラ

モ
ン

教
の
女

性

の
置

か

れ

た

立
場

が

仏
教

に
影
響

を

与
え

て

い
た

と
推
測

さ

れ
て

い

る
。 

個

人

的
な

疑

問
と

し
て
、

こ

れ
を

よ

り
深

く
追
求

し

、
女

性

差
別

は
い
つ

、

ど
の

よ

う
な

理
由
で

は

じ
ま

っ

た
の

か
を
つ

き

と
め

た

い

と
考

え

た
こ

と
と
、

今

日
ま

で

差
別

が
根
強

く

続
い

て

い
る

理
由
に

つ

い
て

論

じ
た

い
と
考

え

た
の

で

女
人

往
生
を

題

材
に

選

ん

だ

。
ま

た

、M
e
t
o
o

運

動

や
、

土

俵
の

女
人
禁

制

問
題

な

ど
が

浮
上
し

て

い
る

昨

今
、

現
在
の

教

義
が

ふ

さ
わ

し
い
の

か

ど
う

か

に

つ

い
て

も

考
え

た
い
。

そ

し
て

、

山
上

（
二
〇

一

八
）

に

よ
る

と

、
「

寺

院
や

教

団
の

運
営
現

場

で
は

性

的
少

数
者
に

つ

い
て

開

か

れ

た
視

点

と
対

応
が
求

め

ら
れ

て

い
る

。
」
４

と

述

べ
ら

れ

て
い

る
。
こ

の

よ
う

に

、
Ｌ

Ｇ
Ｂ
Ｔ

に

関
す

る

視
点

も
交
え

て

述
べ

た

い

と
考

え

る
。 

卒

論

の
構

成

と
し

て
は
第

一

章
を

イ

ン
ド

仏
教
時

代

、
第

二

章
を

法
然
、

第

三
章

を

親
鸞

、
第
四

章

を
恵

信

尼
と

し
、
そ

れ

ぞ
れ

コピー厳禁
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の

女

人
往

生

に
つ

い
て
の

考

察
を

し

て
い

き
た
い

。

第
一

章

で
は

、
サ
ン

ス

ク
リ

ッ

ト
本

が
残
っ

て

い
る

も

の
に

関
し
て

は

、
そ

の

翻

訳

に
基

づ

い
て

考
え
て

い

き
た

い

。
そ

し
て
、

第

一
章

か

ら
第

四
章
を

踏

ま
え

た

上
で

、
結
論

と

し
て

自

分
の

考
え
を

述

べ
た

い

。 

   

本

論 第

一

章 

イ

ン
ド

仏
教
時

代 

第

一

節 

『

マ
ヌ

法
典
』 

ま

ず

、
三

従

の
要

因
で
あ

り

、
イ

ン

ド
社

会
に
影

響

を
与

え

た
『

マ
ヌ
法

典

』
に

つ

い
て

み
て
い

き

た
い

。
『
マ

ヌ

法
典

』

は
、

古

代

イ
ン

ド

の
法

典
の
中

で

も
古

い

も
の

で
あ
り

、

紀
元

前

二
百

年
か
ら

後

二
百

年

の
間

に
成
立

さ

れ
た

と

考
え

ら
れ
て

い

る
。

こ

の

法

典
は

、

全
部

で
十
二

章

あ
る

が

、
第

五
章
に

女

の
生

き

方
に

つ
い
て

書

か
れ

て

い
る

。
そ
の

中

に
は

、

二
十

三
項
目

に

わ
た

り

、

女
の

生

き
方

を
テ
ー

マ

に
し

て

い
る

。
例
を

挙

げ
る

と

、
次

の
よ
う

な

も
の

が

あ
る

。 

五

・

一
四

七 

幼

く
と
も

、

若
く

と

も
あ

る
い
は

老

い
て

も

、
女

は
何
事

も

独
立

に

行
っ

て
は
な

ら

な
い

。

た
と

え
家
事

で

あ

っ

て

も
。 

五

・

一
四

八 

子

供
の
と

き

は
父

の

、
若

い
と
き

は

夫
の

、

夫
が

死
ん
だ

と

き
は

息

子
の

支
配
下

に

入
る

べ

し
。

女
は
独

立

を

コピー厳禁
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享

受

し
て

は

な
ら

な
い
（

後

略

）
。
５ 

こ

の

よ
う

に

、
女

性
の
独

立

を
許

さ

な
い

文
章
が

並

ん
で

い

る
。

ま
た
、

後

者
の

ほ

う
は

、
三
従

と

い
わ

れ

る
思

想
の
も

と

と
な

っ

た

部

分
で

あ

る
。

こ
れ
ら

の

文
章

す

べ
て

に
言
え

る

こ
と

は

、
な

ぜ
こ
う

生

き
る

べ

き
な

の
か
と

い

う
理

由

に
つ

い
て
は

書

か
れ

て

い

な

い
と

い

う
こ

と
だ
。

根

拠
に

欠

け
る

も
の
に

な

っ
て

い

る
。 

ま

た

、
男

性

と
比

べ
て
、

女

性
の

自

由
が

制
限
さ

れ

て
い

る

こ
と

が
明
確

に

分
か

る

部
分

も
あ
る

。 

九

・

七
七 

夫
は

憎
し
み

を

抱
く

妻

を
一

年
待
つ

べ

し
。

一

年
を

過
ぎ
た

ら

〔
彼

女

に
〕

与
え
た

贈

物
を

奪

い
、

彼
女
と

の

同

居

を

解
消

す

べ
し

。
（
中

略

） 

九

・

七
九 

夫
が

、
狂
人

、

パ
テ

ィ

タ
、

去
勢
者

、

種
無

し

あ
る

い
は
罪

に

よ
る

病

気
持

ち
で
あ

る

と
き

は

、
憎

ん
で
も

妻

は

捨

て

ら
れ

な

い
。

ま
た
夫

か

ら
の

賜

物
も

奪
わ
れ

な

い
。
６ 

 

こ

の

二
つ

か

ら
、

男
性
に

は

自
由

が

制
限

さ
れ
て

い

な
い

が

、
女

性
に
は

制

限
さ

れ

て
い

る
こ
と

が

分
か

る

。
こ

う
い
っ

た

部
分

に

男

女

の
差

別

が
み

ら
れ
る

。 
 

『

マ

ヌ
法

典

』
の

女
性
観

の

、
イ

ン

ド
社

会
の
儀

式

へ
の

影

響
と

し
て
、

山

崎
（

一

九
九

七
）
は

次

の
も

の

を
挙

げ
て
い

る

。 

こ

の

よ
う

な

女
性

観
は
、

の

ち
の

時

代
に

、
妻
が

夫

の
火

葬

の
火

で
焼
か

れ

殉
死

す

る
と

い
う
サ

テ

ィ
ー

の

風
習

を
流
行

さ

せ

る

こ

と
に

な

る
。

サ
テ
ィ

ー

と
は

「

貞
節

を
守
っ

た

女
性

」

を
意

味
し
、

火

中
に

身

を
投

じ
る
女

性

と
そ

の

行
為

が
、
こ

の

語

で

呼

ば
れ

た

。
サ

テ
ィ
ー

と

な
る

女

性
の

割
合
は

多

く
は

な

い
が

、
そ
う

し

た
女

性

は
称

賛
の
対

象

と
な

り

、
し

ば
し
ば

石

の

記

念

碑
が

建

て
ら

れ
た
。

サ

テ
ィ

ー

は
も

と
も
と

自

発
的

な

も
の

で
な
け

れ

ば
な

ら

な
い

。
し
か

し

現
実

に

は
親

族
の
強

要

に

コピー厳禁
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よ

る

も
の

も

多
く

、
ま
た

麻

薬
を

用

い
る

こ
と
も

あ

っ
た

よ

う
で

あ
る
。
７ 

こ

の

儀
式

か

ら
は

『
マ
ヌ

法

典
』

に

直
接

書
か
れ

て

い
る

項

目
で

は
な
く

、
『

マ
ヌ

法
典

』

の
女

性

観
が

影

響
し

て
い
る

こ

と
が

分

か

る

。
こ

の

よ
う

に

、
『

マ

ヌ
法

典

』
が

イ
ン
ド

社

会
に

与

え
た

影
響
は

、
『

マ
ヌ

法
典

』

に
直

接

記
さ

れ

て
い

る
項
目

以

上
に

大

き

い

と

分
か

る

。
つ

ま
り
、
『

マ

ヌ
法

典
』

の

作
り

出

し
た

女

性
観

は
イ
ン

ド

の
社

会

生
活

に
深
く

浸

透
し

て

い
た

こ
と
が

分

か
る

。 

『

マ

ヌ
法

典

』
全

体
を
他

の

視
点

か

ら
見

て
み
る

。
『

マ
ヌ

法
典

』

に
は

四

身
分

の

使
命

に
つ
い

て

書
か

れ

て
い

る
。
四

身

分
と

は

、

上
の

位

か
ら

順
に
、
「

ブ

ラ
ー

フ
マ

ナ

（
司

祭

者
．

婆

羅
門

ば
ら
も

ん

）
、
ク

シ
ャ

ト

リ
ヤ

（

王
族

．

刹
帝

利
せ
つ

て

い
り

）

ヴ

ァ

イ

シ
ャ

（

庶
民

．
吠
舎

ぺ

い
し

ゃ

．
毘

舎
び
し

ゃ

）
シ

ュ

ー
ド

ラ
（
奴

隷

．
首

蛇

羅
し

ゅ
だ
ら

）
」
８

で

あ

る
。

そ

れ
ぞ

れ

の
身

分

の

役
割

に

つ
い

て
書
か

れ

て
い

る

の
だ

が
、
こ

ち

ら
も

根

拠
が

書
か
れ

て

い
な

い

。
こ

の
よ
う

に

、
そ

れ

ぞ
れ

の
役
割

に

従
わ

せ

る

よ

う
に

仕

向
け

た
『
マ

ヌ

法
典

』

は
バ

ラ
モ
ン

社

会
の

形

成
に

大
き
な

影

響
を

与

え
て

い
る
。

こ

れ
ら

の

理
由

か
ら
『

マ

ヌ
法

典

』

は
当

時

の
イ

ン
ド
の

支

配
者

が

、
人

々
を
支

配

す
る

た

め
に

書
か
れ

た

も
の

で

あ
る

可
能
性

が

大
き

い

と
考

え
る
。 

 

第

二

節 

八

重
法

と
比
丘

尼

に
な

る

ま
で

の
過
程 

 

次

に
、

仏

教
教

団
に
お

け

る
女

性

の
出

家
に
つ

い

て
述

べ

た
い

。
教
団

で

は
は

じ

め
、

女
性
の

出

家
は

認

め
ら

れ
て
い

な

か
っ

た

。

し
か

し

、
後

に
は
八

重

法
を

受

け
入

れ
る
こ

と

で
出

家

が
認

め
ら
れ

る

よ
う

に

な
っ

た
。
八

重

法
の

内

容
は

次
の
通

り

で
あ

る

。 

比

丘

尼
は

具

足
戒

を
受
け

て

百
歳

な

り
と

も
本
日

具

足
戒

を

受
け

た
る
比

丘

の
爲

に

敬
禮

、
迎
逆

、

合
掌

、

恭
敬

を
な
す

べ

コピー厳禁
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し

、

此
法

を

尊
敬

、
尊
重

、

奉
事

、

讃
歎

し
て
盡

形

壽
犯

す

べ
か

ら
ず
。

比

丘
尼

は

無
比

丘
の
住

處

に
住

す

べ
か

ら
ず
、

此

法

を

…

…
犯

す

べ
か

ら
ず
。

比

丘
尼

は

半
月

ご
と
に

比

丘
衆

に

二
法

を
請
ふ

べ

し
、

布

薩
を

問
ふ
と

敎

誡
に

住

く
と

な
り
、

此

法

を

…

…
犯

す

べ
か

ら
ず
。

比

丘
尼

、

雨
安

居
を
住

し

已
ら

ば

兩
衆

に
於
て

見

聞
疑

の

三
事

に
よ
り

て

自
恣

を

行
ふ

べ
し
、

此

法

を

…

…
犯

す

べ
か

ら
ず
。

比

丘
尼

、

尊
法

を
犯
さ

ば

兩
衆

に

於
て

半
月
摩

那

埵
を

行

ふ
べ

し
、
此

法

を
…

…

犯
す

べ
か
ら

ず

。

式

叉

摩
那

、

二
年

六
法
に

於

て
學

を

學
ば

ゝ
兩
衆

に

於
て

具

足
戒

を
請
ふ

べ

し
、

此

法
を

…
…
犯

す

べ
か

ら

ず
。

比
丘
尼

は

如

何

な

る
事

に

よ
る

も
比
丘

を

罵
言

讒

謗
す

べ
か
ら

ず

、
此

法

を
…

…
犯
す

べ

か
ら

ず

。
今

日
よ
り

後

、
比

丘

尼
の

比
丘
に

於

け

る

言

路
を

閉

ざ
し

、
比
丘

の

比
丘

尼

に
於

け
る
言

路

を
閉

ざ

さ
ず

、
此
法

を

…
…

犯

す
べ

か
ら
ず

。
９ 

こ

の

八
重

法

は
、

女
性
が

出

家
す

る

際
に

、
受
け

入

れ
な

け

れ
ば

な
ら
な

い

。
こ

の

八
つ

の
法
の

中

で
、

は

じ
め

か
ら
順

に

１
か

ら

８

の

番
号

を

ふ
る

と
す
れ

ば

、
１

、

２
、

３
、
７

、

８
の

法

に
比

丘
と
い

う

語
が

入

っ
て

お
り
、

比

丘
を

敬

う
こ

と
を
強

制

し
、

比

丘

に

対
し

て

意
見

を
い
う

こ

と
を

許

さ
な

い
内
容

と

な
っ

て

い
る

。
八
重

法

を
初

め

に
受

け
入
れ

さ

せ
る

こ

と
に

よ
り
、

比

丘
尼

を

比

丘

の
支

配

下
に

置
く
と

い

う
姿

勢

が
う

か
が
え

る

。 

女

性

が
こ

の

八
重

法
を
受

け

入
れ

た

後
に

も
、
比

丘

尼
に

な

る
ま

で
の
過

程

で
男

性

と
異

な
る
点

が

あ
る

。

出
家

を
す
る

と

男
性

の

場

合
、

沙

弥
、

比
丘
の

順

に
位

が

あ
が

る
。
し

か

し
、

女

性
の

場
合
は

沙

弥
尼

、

式
叉

摩
那
、

比

丘
尼

の

順
に

位
が
上

が

っ
て

い

く

。

佐
々

木

（
一

九
九
九

）

は

、
『

出
家

と

は
な

に

か
』

で

次
の

よ
う
に

述

べ
て

い

る
。 

女

性

の
場

合

は
男

性
と
違

っ

て
沙

弥

尼
か

ら
直
接

比

丘
に

な

る
こ

と
は
で

き

な
い

。

そ
の

中
間
に

位

置
す

る

式
叉

摩
那
と

い

う

身

分

で
二

年

間
を

過
ご
し

、

行
状

に

問
題

な
し
と

承

認
さ

れ

た
段

階
で
受

戒

し
て

比

丘
尼

に
な
る

の

で
あ

る

。
こ

の
式
叉

摩

那

コピー厳禁
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の

制

度
も

一

種
の

女
性
差

別

で
あ

る

。
１

０ 
こ

の

よ
う

に

、
女

性
の
み

が

別
の

身

分
を

設
け
ら

れ

て
い

る

こ
と

が
分
か

る

。
こ

れ

は
、

女
性
が

男

性
よ

り

も
劣

っ
た
存

在

で
あ

る

と

い

う
認

識

が
あ

っ
た
か

ら

だ
と

言

え
る

。 

出

家

や
比

丘

尼
に

な
る
過

程

に
お

い

て
比

丘
と
異

な

る
点

が

あ
る

の
は
、

女

性
に

対

し
て

男
性
よ

り

も
悟

り

か
ら

遠
い
存

在

で
あ

る

と

考
え

ら

れ
て

い
た
か

ら

だ
と

考

え
る

。 

 

第

三

節 

無

量
寿

経
類 
三

十
五

願 

第

一

項 

『

大
阿

弥
陀
経

』 

イ

ン

ド
で

成

立
し

た
と
さ

れ

る
大

乗

経
典

を
中
心

に

み
て

い

く
。

そ
の
な

か

で
も

、

と
く

に
浄
土

経

典
に

焦

点
を

あ
て
て

見

て
い

き

た

い
。

漢

訳
の

『
大
阿

弥

陀
経

』

第
二

願
で
は

、
「

令
メ

ム

二

我
ガ

國

中
ニ

无
カ

ラ

一

ㇾ

有
ル

コ

ト

二

婦

人
一

」
１

１

（

私

の

国

の
中
に

女

性

が

い

る
こ

と

が
あ

り
ま
せ

ん

よ
う

に

）
と

明
言
し

て

い
る

。

こ
の

『
大
阿

弥

陀
経

』

が
全

部
で
二

十

四
願

し

か
な

い
こ
と

か

ら
、

イ

ン

ド

の
よ

り

古
い

文
献
を

参

考
に

し

て
い

る
と
考

え

ら
れ

て

い
る

。
後
の

サ

ン
ス

ク

リ
ッ

ト
本
よ

り

も
女

性

に
厳

し
い
言

い

回
し

に

な

っ

て
い

る

。
初

期
の
大

乗

仏
教

時

代
は

女
性
を

積

極
的

に

救
い

た
い
と

考

え
て

い

な
い

様
子
が

う

か
が

え

た
。

悟
り
を

目

指
す

上

で

、

女
性

は

男
性

よ
り
も

多

罪
で

あ

り
、

悟
り
を

得

る
こ

と

は
難

し
い
と

考

え
ら

れ

て
い

た
か
ら

起

こ
っ

た

こ
と

だ
と
考

え

る
。 

 

第

二

項 

『

仏
説

無
量
寿

経

』 

コピー厳禁
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魏

訳

の
『

仏

説
無

量
寿
経

』

の
三

十

五
願

に
つ
い

て

見
て

み

る
。
「

設
ヒ

我

得
タ

ラ

ム

ニ

ㇾ

佛
ヲ

、

十

方

無

量
不

可

思
議
ノ

諸
佛

世

界

ニ

、

其
レ

有
リ

テ

二

女

人
一

、

聞
キ

テ

二

我
ガ

名

字
ヲ

一

、

歡

喜
信

樂
シ

、

發
シ

テ

二

菩

提

心
ヲ

一

、

厭
二

惡
セ

ム

二

女

身
ヲ

一

、

壽

終
リ

テ

之

後

、

復

爲
ラ

バ

二

女

像
ト

者
一

、

不
ㇾ

取
ラ

二

正

覺
ヲ

一

。
」
１

２

こ

の
願

文

は
親

鸞
も
引

用

し
て

い

る
願

文
で
あ

る

。
親

鸞

が
変

成
男
子

の

願
と

名

付

け
た

願

だ
が

、
女
で

あ

る
こ

と

を
嫌

が
っ
た

者

の
み

に

適
用

さ
れ
る

と

い
う

こ

と
で

あ
る
。

変

成
男

子

の
願

と
い
う

名

で
受

容

さ

れ

た
た

め

、
こ

の
願
に

関

す
る

説

明
に

は
、
女

性

は
必

ず

男
に

変
わ
る

必

要
が

あ

る
よ

う
な
印

象

を
受

け

る
も

の
が
多

く

、
一

般

的

に

広
が

っ

て
い

る
認
識

と

は
異

な

る
こ

と
が
分

か

っ
た

。 

 

第

三

項 

サ

ン
ス

ク
リ
ッ

ト

本 

次

に

サ
ン

ス

ク
リ

ッ
ト
本

『

無
量

寿

経
』

の
三
十

五

願
に

つ

い
て

見
て
み

る

。 

も

し

も
、

世

尊
よ

、
わ
た

く

し
が

覚

り
を

得
た
と

き

に
、

あ

ま
ね

く
十
方

の

無
量

・

無
数

・
不
可

思

議
・

無

比
・

無
限
量

の

諸

仏

国

土
に

お

け
る

女
た
ち

が

、
わ

た

く
し

の
名
を

聞

い
て

、

浄
信

を
生
じ

、

覚
り

へ

の
心

（
菩
提

心

）
を

起

こ
し

、
ま
た

女

で

あ

る

こ
と

を

厭
う

た
と
し

て

〔
こ

の

世
の

〕
生
を

離

れ
て

か

ら
、

も
し
再

び

女
で

あ

る
こ

と
を
得

る

よ
う

で

あ
る

な
ら
ば

、

そ

の

限

り
、

わ

た
く

し
は
無

上

な
る

正

等
覚

を
さ
と

り

ま
せ

ん

。
１

３ 

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

語
の
三

十

五
願

に

つ
い

て
に
つ

い

て
、

ポ

ー
ル

・
ハ
リ

ソ

ン
（

二

〇
一

三
）
は

「

女
が

女

と
し

て
極
楽

に

再
生

し

え

な

い
と

言

っ
て

い
る
わ

け

で
は

な

い
。
」
１

４

と

述

べ

て
い

る

。
往

生
に
は

関

係
の

な

い
誓

願
で
あ

る

。
そ

し

て
、

女
性
が

嫌

が
っ

た

場

合
の

み

に
限

定
さ
れ

て

い
る

と

こ
ろ

も
先
程

の

項
と

同

じ
で

あ
る
。

し

か
し

女

性
の

み
に
、

女

性
で

あ

る
こ

と
を
嫌

が

る
で

あ

コピー厳禁
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ろ

う

と
い

う

予
想

を
た
て

て

誓
願

が

作
ら

れ
て
い

る

の
で

、

差
別

的
で
は

あ

る
。

つ

ま
り

、
女
性

に

は
女

性

特
有

の
罪
が

あ

る
と

考

え

ら

れ
た

の

だ
ろ

う
が
、

差

別
的

表

現
は

『
大
阿

弥

陀
経

』

と
比

べ
る
と

緩

和
さ

れ

て
い

る
。 

 

第

四

節 
『

法
華

経
』 

『

法

華
経

』

の
中

に
は
変

成

男
子

往

生
が

説
か
れ

て

い
る

。

八
歳

の
龍
女

が

変
成

男

子
往

生
す
る

と

こ
ろ

だ

。
「

す

る
と

そ

の

時

、

一
切

世

間
の

人
々
の

眼

の
前

で

、
そ

の
女
性

の

性
器

が

消
え

て
な
く

な

り
、

男

性
の

性
器
が

現

わ
れ

、

サ
ー

ガ
ラ
龍

王

の
娘

は

自

ら

真
の

菩

薩
で

あ
る
こ

と

を
は

っ

き
り

と
示
し

た

。
」
１

５

と

あ
る

。

こ
こ

で

は
、

身

体
的

特
徴
が

変

わ
っ

て

男
に

な
っ
て

い

る
。

植

木

（
２

０

０
４

）
に
よ

る

と
、

変

成
男

子
往
生

が

説
か

れ

た
理

由
に
つ

い

て
は

２

つ
の

見
解
が

示

さ
れ

て

い
る

。 

は

た

し
て

、
「
変

成

男
子

」

の
考

え

方
は

女
性
を

蔑

視
す

る

も
の

で
あ
っ

た

か
ど

う

か
。

そ
れ
を

考

え
る

に

は
、
『

法
華

経

』
な

ど

の

初
期

大

乗
仏

典
が
成

立

し
た

そ

の
時

代
背
景

に

、
「
三

従
」

説

「
女

人

五
障

」

説
が

ヒ
ン
ド

ゥ

ー
社

会

だ
け

で
は
な

く

、

小

乗

仏
教

教

団
に

も
横
行

し

て
い

た

と
い

う
事
実

が

あ
っ

た

と
い

う
こ
と

を

思
い

出

さ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い

。
１

６ 

こ

の

よ
う

に

、
こ

の
時
代

の

イ
ン

ド

女
性

差
別
が

激

し
く

、

妥
協

と
し
て

説

い
た

と

い
う

説
と
旧

来

の
仏

教

の
女

性
観
か

ら

み
て

納

得

で

き
る

往

生
の

仕
方
と

し

て
、

男

に
変

わ
る
姿

を

み
せ

て

、
女

性
の
往

生

を
説

い

た
と

い
う
説

が

あ
る

。

ど
ち

ら
の
説

に

し
ろ

、

差

別

的
な

表

現
を

残
し
つ

つ

も
、

差

別
を

緩
和
さ

せ

る
表

現

を
し

た
と
い

う

こ
と

が

考
え

ら
れ
る

。

旧
来

の

仏
教

の
考
え

方

や
時

代

背

景

か
ら

、

経
典

製
作
者

は

女
性

が

女
性

の
ま
ま

で

罪
は

な

い
と

考
え
て

い

た
と

し

て
も

、
そ
れ

を

ス
ト

レ

ー
ト

な
表
現

で

公
の

場

で

言

う
こ

と

は
難

し
か
っ

た

可
能

性

は
高

い
。
ゆ

え

に
、

変

成
男

子
を
説

い

た
の

だ

と
考

え
る
。 

コピー厳禁
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第

五

節 

『

維
摩

経
』 

『

維

摩
経

』

に
も

女
人
に

つ

い
て

書

か
れ

て
い
る

部

分
が

あ

る
。

そ
の
中

の

第
六

章

天
女

の
性
の

転

換
の

部

分
で

語
ら
れ

て

い

る

。

舎
利

弗

が
、

天
女
に

対

し
て

、

な
ぜ

女
身
を

転

じ
な

い

の
か

と
聞
い

た

後
、

舎

利
弗

と
天
女

の

身
体

が

入
れ

替
わ
る

場

面
で

の

会

話

で
あ

る

。 

［

天

女
］

が

い
っ

た

。
「

も

し
長

老

が
女

身
を
転

じ

る
こ

と

が
で

き
る
な

ら

、
そ

れ

に
よ

っ
て
す

べ

て
の

女

性
も

ま
た
女

身

を

転

じ

る
で

し

ょ
う

。
長
老

は

女
で

な

く
て

も
女
の

よ

う
に

現

れ
て

い
ま
す

。

そ
の

よ

う
に

、
あ
ら

ゆ

る
女

の

女
身

も
、
女

で

な

い

の

に
女

身

と
し

て
現
れ

て

い
る

の

で
す

。
こ
の

こ

と
を

密

か
に

意
図
し

て

、
世

尊

は
〈

あ
ら
ゆ

る

存
在

は

女
で

も
な
く

男

で

も

な

い
〉

と

仰
せ

に
な
っ

た

の
で

す

」
１

７ 

こ

の

部
分

で

は
、

舎
利
弗

は

当
時

の

一
般

的
な
認

識

を
提

示

し
、

天
女
が

そ

れ
を

諭

し
て

い
く
と

い

う
構

図

が
み

ら
れ
る

。

舎
利

弗

が

な

ぜ
女

身

を
転

じ
な
い

の

か
と

聞

い
た

の
は
、

女

に
は

罪

が
あ

る
と
い

う

当
時

の

一
般

的
な
考

え

の
象

徴

で
あ

っ
た
と

考

え
ら

れ

る

。

あ
ら

ゆ

る
も

の
は
女

で

も
、

男

で
も

な
い
と

さ

れ
て

い

る
部

分
に
注

目

し
た

い

。
女

と
い
う

語

を
女

性

性
と

し
て
使

い

、
そ

う

い

っ

た
も

の

は
存

在
し
な

い

と
示

し

て
い

る
。
女

の

身
体

に

生
ま

れ
た
か

ら

と
い

っ

て
罪

は
な
い

と

い
う

真

理
が

述
べ
ら

れ

て
い

る

。 

 
 

第

六

節 

『

涅
槃

経
』 

コピー厳禁
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次

に

涅
槃

経

で
女

性
に
つ

い

て
述

べ

ら
れ

て
い
る

部

分
を

見

て
い

く

。
「

若

人
不

知

是
佛

性
者
則

無

男
相

。

所
以

者
何
。

不

能
自

知

有

佛
性

故

。
若

有
不
能

知

佛
性

者

我
説

是
等
名

爲

女
人

。

若
能

自
知
有

佛

性
者

我

説
是

人
爲
丈

夫

相
。

若

有
女

人
能
知

自

身
定

有

佛

性

。
當

知

是
等

卽
爲
男

子

。
」
１

８

と

な
っ

て

い
る

。

こ
こ

で

は
女

・
男
と

い

う
語

は

性
別

は
関
係

な

く
、

ブ

ッ
ダ

に
な
る

可

能
性

と

い

う
一

つ

の
「

性
質
」

が

あ
る

か

な
い

か
を
、

男

・
女

と

名
付

け
て
い

る

。
こ

の

部
分

は
、
言

葉

の
定

義

を
変

え
て
い

る

と
言

え

、

女
が

悪

い
と

錯
覚
を

お

こ
す

よ

う
な

表
現
で

あ

る
。

田

上
（

二
〇
〇

三

）
は

、
『
仏

性

と
は

な

に
か

―

『
涅

槃
経
』

を

解
き

明

か

す

』
で

、

仏
性

は
男
の

象

徴
と

さ

れ
て

い
た
と

し

た
上

で

、
次

の
よ
う

に

述
べ

て

い
る

。 

結

論

と
し

て

は
女

性
も
有

仏

性
で

あ

る
。

し
か
し

女

身
で

あ

る
限

り
は
仏

性

を
見

る

こ
と

も
、
知

る

こ
と

も

で
き

な
い
が

、

も

し

女

身
を

捨

て
て

変
成
男

子

す
れ

ば

、
立

ち
所
に

仏

性
を

知

見
で

き
る
と

い

う
わ

け

で
あ

る
。
こ

の

意
味

で

は
女

性
も
ブ

ッ

ダ

に

な

れ
る

が

、
変

成
男
子

に

よ
っ

て

し
か

ブ
ッ
ダ

に

な
れ

な

い
と

い
う
大

乗

特
有

の

論
法

で
女
人

成

仏
を

説

い
て

い
る
。
１

９ 

こ

の

よ
う

に

、
女

性
は
そ

の

ま
ま

で

仏
性

を
も
っ

て

お
ら

ず

、
仏

に
な
れ

る

存
在

で

は
な

い
と
さ

れ

て
い

る

こ
と

が
分
か

る

。 

 

第

七

節 

ま

と
め 

以

上

の
こ

と

を
踏

ま
え
た

上

で
考

え

た
こ

と
を
述

べ

た
い

。

先
程

も
述
べ

た

が

、
『

マ
ヌ

法

典
』

は

イ
ン

ド

社
会

の
女
性

観

に
影

響

を

与
え

た

。
『

法

華
経

』

に
つ

い

て
述

べ
た
部

分

の
イ

ン

ド
の

女
性
差

別

と
い

う

の
は

、
『
マ

ヌ

法
典

』

か
ら

形
成
さ

れ

た
女

性

観

の

結

果
で

あ

る
と

考
え
ら

れ

る
。

そ

し
て

第
二
節

で

述
べ

た

よ
う

に
、
仏

教

教
団

は

女
性

に
対
し

て

の
み

八

重
法

や
別
の

身

分
を

設

け

て

お
り

、

女
性

に
対
し

て

差
別

的

な
立

場
を
と

っ

て
い

た

。
ま

た

、
『

大

阿
弥

陀

経
』

と
『
無

量

寿
経

』

の
三

十
五
願

を

比
較

し

コピー厳禁
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て

分

か
っ

た

よ
う

に
、
時

代

が
古

い

ほ
ど

仏
教
教

団

が
女

性

を
積

極
的
に

救

お
う

と

し
て

い
な
か

っ

た
こ

と

に
つ

な
が
る

の

で
は

な

い

だ

ろ
う

か

。
つ

ま
り
、

差

別
の

大

本
は

何
の
根

拠

も
な

く

女
性

を
支
配

し

た
『

マ

ヌ
法

典
』
で

あ

る
。

こ

こ
ま

で
は
予

想

し
て

い

た

範

囲
内

の

結
果

で
あ
っ

た

。 

一

方

で
私

が

気
に

な
っ
た

部

分
は

、

女
と

い
う
言

葉

の
使

わ

れ
か

た
で
あ

る

。
『
維

摩
経

』

で
は

、

女
性

で

あ
る

こ
と
は

よ

ろ
し

く

な

い
と

い

う
当

時
の
認

識

を
提

示

し
、

実
際
の

性

別
の

女

で
は

な
く
、

女

性
性

と

し
て

説
い
て

い

る
。 

ま

た

、
実

際

の
性

別
で
の

女

の
意

味

と
は

違
う
、
『

涅

槃
経

』
に

見

ら
れ

た

「
ブ

ッ

ダ
に

な
れ
る

可

能
性

が

あ
る

こ
と
を

知

ら
な

い

人

」
が

女

で
あ

る
と
い

う

使
わ

れ

方
も

あ
っ
た

。 

こ

の

二
つ

に

つ
い

て
は
、
『

マ

ヌ
法

典
』

の

影
響

に

よ
り

入

り
込

ん
だ
女

性

差
別

は

も
と

も
と
は

根

拠
の

な

い
こ

と
で
あ

っ

た

が

、

そ
れ

が

広
ま

っ
て
し

ま

っ
た

こ

と
か

ら
始
ま

る

と
考

え

る
。

多
く
の

人

は
女

性

の
何

が
悪
い

の

か
は

分

か
ら

な
い
が

、

女
性

は

障

り

が
多

い

と
い

う
認
識

を

も
っ

て

い
た

。
そ
こ

に

、
後

の

人
が

何
か
理

由

が
あ

る

は
ず

だ
と
思

い

込
み

言

葉
の

定
義
を

変

え
る

な

ど

し

て
解

釈

し
た

と
い
う

こ

と
だ

。

言
葉

の
定
義

を

変
え

実

際
は

全
く
別

の

こ
と

を

言
っ

て
い
る

に

も
か

か

わ
ら

ず
、
女

が

劣
っ

て

い

る

と
い

う

意
識

を
刷
り

込

ま
れ

て

し
ま

い
、
あ

た

か
も

女

性
が

障
り
の

多

い
存

在

で
あ

る
こ
と

の

根
拠

の

よ
う

に
錯
覚

し

て
し

ま

う

。

こ
の

よ

う
に

し
て
差

別

す
る

こ

と
に

理
由
が

あ

る
よ

う

に
見

せ
か
け

た

と
言

え

る
。

こ
う
し

て

後
の

解

釈
で

差
別
が

根

強
く

残

っ

て

し
ま

っ

た
の

で
は
な

い

だ
ろ

う

か
。  

 

ま

た
Ｌ

Ｇ

Ｂ
Ｔ

的
視
点

で

述
べ

る

と
、

現
代
で

女

と
い

う

語
は

単
に
性

別

を
あ

ら

わ
す

語
で
は

な

く
、

男

で
あ

っ
て
も

精

神
面

は

女

で

あ
る

と

い
う

人
な
ど

、

様
々

な

解
釈

が
あ
る

。

経
典

に

お
い

て
女
と

い

う
語

の

定
義

は
様
々

で

あ
る

。
『
法

華

経
』

で

は
身

体

コピー厳禁
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的

特

徴

、
『

維
摩

経

』
で

は

女
性

性

、
『

涅

槃
経

』

で
は

性

別
と

は
全
く

関

係
の

な

い
意

味
で
述

べ

ら
れ

て

お
り

、
女
と

い

う
語

の

定

義

は

共
通

し

て
な

い
。
性

別

が
往

生

に
か

か
わ
る

と

い
う

問

題
に

お
い
て

、

Ｌ
Ｇ

Ｂ

Ｔ
の

人
達
へ

の

救
済

の

仕
方

が
明
確

で

は
な

く

、

対
応

が

求
め

ら
れ
る

と

考
え

る

。 

  

第

二

章 

法

然 

第

一

節 

『

四
十

八
巻
伝

』 

法

然

の
女

人

往
生

思
想
に

つ

い
て

考

察
す

る
に
あ

た

っ
て

、

ま
ず

は
じ
め

に

思
い

つ

く
も

の
は
、

「

法
然

上

人
絵

伝
」
の

記

述
で 

で

あ

る
。

次

の
内

容
は
『

四

十
八

巻

伝
』

に
書
か

れ

て
い

る

内
容

で
あ
る

。 

同

國

室
の

泊

に
つ

き
給
う

に

、
小

船

一
艘

ち
か
づ

き

た
る

、

こ
れ

遊
女
が

ふ

ね
な

り

け
り

。
遊
女

申

さ
く

上

人
の

御
船
の

よ

し

う

け

た
ま

は

り
て

推
參
し

侍

な
り

。

世
を

わ
た
る

道

ま
ち

〱

な
り

。
い
か

な

る
つ

み

あ
り

て
か
、

か

ゝ
る

身

と
な

り
侍
ら

む

。

こ

の

罪
業

お

も
き

身
、
い

か

に
し

て

か
の

ち
の
世

た

す
か

り

候
べ

き
と
申

け

れ
ば

、

上
人

あ
は
れ

み

て
の

給

は
く

、
げ
に

も

さ

や

う

に
て

世

を
わ

た
り
給

ら

ん
罪

障

ま
こ

と
に
か

ろ

か
ら

ざ

れ
ば

、
報
酬

ま

た
は

か

り
が

た
し
、

も

し
か

ゝ

ら
ず

し
て
、

世

を

わ

た

り
給

ぬ

べ
き

は
か
り

ご

と
あ

ら

ば
、

す
み
や

か

に
そ

の

わ
ざ

を
す
て

給

べ
し

。

も
し

餘
の
は

か

り
ご

と

も
な

く
、
又

身

命

を

か

へ
り

み

ざ
る

ほ
ど
の

道

心
い

ま

だ
お

こ
り
た

ま

は
ず

ば

た
ゞ

そ
の
ま

ゝ

に
て

、

も
は

ら
念
佛

す

べ
し

。

彌
陀

如
来
は

、

さ

や

う

な
る

罪

人
の

た
め
に

こ

そ
、

弘

誓
を

も
た
て

た

ま
へ

る

事
に

て
侍
れ

、

た
ゞ

ふ

か
く

本
願
を

た

の
み

て

、
あ

へ
て
卑

下

す

コピー厳禁
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る

事

な
か

れ

、
本

願
を
た

の

み
て

念

佛
せ

ば
、
往

生

う
た

が

ひ
あ

る
ま
じ

き

よ
し

、

ね
ん

ご
ろ
に

を

し
へ

給

け
れ

ば
、
遊

女

随

喜

の

涙
を

な

が
し

け
り
。

の

ち
に

上

人
の

給
け
る

は

、
こ

の

遊
女

信
心
堅

固

な
り

。

さ
だ

め
て
往

生

を
と

ぐ

べ
し

と
。
歸

洛

の

と

き

こ
ゝ

に

て
た

づ
ね
給

け

れ
ば

、

上
人

の
御
敎

訓

を
う

け

た
ま

は
り
て

の

ち
は

、

こ
の

あ
た
り

ち

か
き

山

里
に

す
み
て

、

一

す

ぢ

に
念

佛

し
侍

し
が
、

い

く
ほ

ど

な
く

て
臨
終

正

念
に

し

て
往

生
を
と

げ

侍
き

と

、
人

申
け
れ

ば

、
し

つ

ら
ん

し
つ
ら

ん

と

ぞ

お

ほ
せ

ら

れ
け

る
２

０ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ

こ

で
は

、
法

然
が

流
罪

に

あ
っ

た

際
の

遊
女
に

対

す
る

説

法
の

物
語
が

説

か
れ

て

い
る
。
こ
の

絵

伝
に

つ

い
て
、
玉
山

と

宇
高
（
二

〇

〇

四
）

は

次
の

よ
う
に

述

べ
て

い

る
。 

こ

の

よ
う

な

法
然

上
人
の

女

性
に

対

す
る

態
度
は

、

旧
仏

教

の
よ

う
に
、

女

性
で

あ

る
か

ら
往
生

で

き
な

い

。
ま

た
、
わ

が

身

は

煩

悩
深

重

、
悪

業
に
包

ま

れ
た

不

浄
の

身
で
あ

る

か
ら

往

生
で

き
な
い

と

考
え

て

は
な

ら
な
い

。

阿
弥

陀

仏
は

す
べ
て

の

凡

夫

を

極
楽

へ

迎
え

て
下
さ

る

の
で

あ

る
か

ら
、
往

生

す
る

こ

と
は

疑
い
な

い

と
信

じ

て
、

南
無
阿

弥

陀
仏

と

念
仏

を
と
な

え

れ

ば

、

善
人

も

悪
人

も
、
男

性

も
女

性

も
、

皆
平
等

に

往
生

を

遂
げ

る
こ
と

が

で
き

る

、
と

積
極
的

に

女
人

往

生
の

教
え
を

説

か

れ

て

い
る

。

こ
こ

に
法
然

上

人
の

旧

仏
教

と
決
別

さ

れ
た

新

し
い

宗
教
者

の

姿
勢

を

見
る

こ
と
が

で

き
る

。
２

１ 

こ

の

二
人

が

言
う

よ
う
に

、

法
然

は

旧
仏

教
と
は

異

な
り

比

較
的

非
差
別

的

な
姿

勢

を
と

っ
て
い

る

よ
う

に

見
え

る
。
法

然

に
よ

っ

て

日

本
の

仏

教
界

の
女
人

に

対
す

る

見
解

が
緩
和

さ

れ
た

と

言
え

る
。 

 
 

第

二

節 

『

無
量

寿
経
釈

』 

コピー厳禁
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ま

た

、
他

の

資
料

で
は
、

ど

う
だ

ろ

う
か

。
法
然

の

『
無

量

寿
経

釈
』
を

み

て
い

く

。 

『

無

量
寿

経

釈
』

で
は
第

十

九
願

、

第
二

十
願
は

男

女
共

に

対
象

で
あ
る

と

し
た

上

で
、

な
ぜ
第

三

十
五

願

が
あ

る
の
か

に

つ
い

て

述

べ
ら

れ

て
い

る
。
そ

れ

は
、 

（

然
ニ

）

倩
ラ

（
熟

）
案
ル

ニ

二

此
ノ

（

斯
ノ

）
事
ヲ

一

（

實
ニ

有
リ

二

其
理
一

）

女

人
ハ

障
重
ク

シ

テ

明
ニ

（

若
シ

）

不
ㇾ

約
セ

二

女

人
ニ

一

者
バ

、
（

別
ニ

發
中

一
願
上

ヲ

、

則

恐
ク

ハ

一

切
ノ

女
人

）

卽
チ

生
ン

二

疑
心
ヲ

一

。

其
ノ

由
ヘ

（

何
）

者
ハ

、

女

人
ハ

過
ガ

多
ク

障
リ

深
シ

テ

、

一

切
ノ

處
ニ

被
タ

リ

ㇾ

嫌

。
２

２

２

３ 

と

あ

る
。

つ

ま
り

、
女
性

は

罪
が

多

く
障

り
が
多

い

か
ら

嫌

わ
れ

て
お
り

、

往
生

で

き
な

い
疑
い

が

生
ま

れ

る
た

め
こ
の

願

を
た

て

た

と

い
う

解

釈
を

し
て
い

る

。 

で

は

ど
の

よ

う
な

理
由
で

罪

や
障

り

が
多

い
と
さ

れ

て
い

る

の
だ

ろ
う
か

。

女
性

の

い
る

と
こ
ろ

に

は
必

ず

地
獄

が
あ
る

と

さ
れ

て

い

る
こ

と

、
梵

天
王
、

帝

釈
天

、

魔
王

、
転
輪

王

、
仏

に

な
っ

た
こ
と

は

な
い

と

い
う

こ
と
な

ど

が
挙

げ

ら
れ

て
い
る

。

女
性

の

の

い

る
と

こ

ろ
に

は
必
ず

地

獄
が

あ

る
と

い
う
の

は

道
宣

の

『
浄

心
誡
観

法

』
に

「

十
方

國
土
有

女

人
處

卽

有
地

獄
」
２

４

と

書

い

て

あ

る
こ

と

に
よ

る
と
さ

れ

て
い

る

。
道

宣
以
外

に

も
、

天

親
の

『
往
生

論

』
の

「

女
人

及
ビ

根

缺 

二

乗
ノ

種

不
ㇾ

生
ゼ

」
２

５

の

部

分

の
引

用

も
あ

り
、
阿

弥

陀
仏

以

外
の

浄
土
へ

の

往
生

が

許
さ

れ
な
い

と

い
う

こ

と
が

述
べ
ら

れ

て
い

る

。 

本

テ

ク
ス

ト

中
の

引
用
の

中

で
、

一

番
気

に
な
っ

た

の
は

、

善
導

の
『
観

念

法
門

』

を
引

用
し
て

い

る
点

で

あ
る

。 

乃
チ

由
ル

ガ

二

彌

陀
ノ

本
願

力
ニ

一

故
ニ

、

女
人

稱
ス

レ

バ

二

佛
ノ

名

號
ヲ

一

、
 

正
シ

ク

命

終
ノ

時

卽
チ

轉
ジ

テ

二

女

身
ヲ

一

得
ㇾ

成
ル

コ

ト

ヲ

二

男

子
ト

一

。

彌

陀
接
シ

ㇾ

手
ヲ

、

菩

薩
扶
ケ

テ

ㇾ

身
ヲ

坐
セ

シ

ム

二

寶

華
ノ

上
ニ

一

。

随
ヒ

テ

ㇾ

佛
ニ

往

生
シ

、

入
リ

テ

二

佛
ノ

大

會
ニ

一

證
二

悟

コピー厳禁
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ス

無

生
ヲ

一

。

又

一
切
ノ

女

人

若
シ

不
ハ

ㇾ

因
ラ

二

彌

陀
ノ

名

願
力
ニ

一

者

、
千

劫

・
萬

劫

・
恒

河
沙
等
ノ

劫
ニ

モ

、

終
ニ

不
ㇾ

可
カ

ラ

ㇾ

得

ㇾ

轉
ズ

ル

コ

ト

ヲ

二

女

身
ヲ

一

、

應
シ

ㇾ

知
ル

。

今
或
イ

ハ

有
リ

テ

二

道

俗
一

、

云
ハ

バ

二

女

人

不
ト

一

ㇾ

得
ㇾ

生
ズ

ル

コ

ト

ヲ

二

淨

土
ニ

一

者

、

此
ハ

是

妄

説
ナ

リ

、

不
ㇾ

可
カ

ラ

ㇾ

信
ズ

也

。
２

６

 

こ

こ

に
あ

る

よ
う

に

、
『

観

念
法

門

』
で

は
命
が

終

わ
る

時

に
男

に
変
わ

り

往
生

す

る
と

い
う
こ

と

に
つ

い

て
述

べ
て
お

り

、
善

導

も

変

成
男

子

往
生

を
追
認

し

て
い

た

こ
と

が
確
認

で

き
る

。

笠
原

（
一
九

七

五
）

は

、
『

無

量
寿

経

釈
』

に

つ
い

て
次
の

よ

う
に

述

べ

て

い
る

。 

五

障

・
三

従

に
し

て
、
煩

悩

深
重

、

三
世

十
方
の

諸

仏
か

ら

成
仏

す
る
こ

と

を
拒

絶

さ
れ

、
拒
否

さ

れ
た

女

性
に

た
い
し

て

用

意

さ

れ
た

成

仏
・

往
生
へ

の

道
が

弥

陀
の

第
十
八

願

で
あ

り

、
弥

陀
の
第

三

十
五

願

で
あ

っ
た
。

そ

の
成

仏

・
往

生
の
可

能

性

も

、

女
性

が

女
性

の
ま
ま

の

姿
で

極

楽
浄

土
に
行

け

る
の

で

は
な

く

、
「

変

成
男

子

」
「

転

女
成

男

」
の

成

仏
・

往
生
で

あ

っ

た

。

つ
ま

り

、
阿

弥
陀
仏

に

よ
る

女

人
往

生
は
、

女

性
を

男

に
変

え
る
こ

と

に
よ

っ

て
、

女
性
だ

け

が
生

ま

れ
な

が
ら
に

し

て

身

に

つ
け

て

い
る

五
障
・

三

従
の

障

り
を

除
い
て

の

往
生

で

あ
っ

た
。
さ

ら

に
い

え

ば
、

女
性
を

男

の
仲

間

入
り

を
さ
せ

て

女

性

を

成
仏

・

往
生

さ
せ
る

の

が
、

念

仏
に

よ
る
女

性

の
救

い

で
あ

り
法
然

が

説
い

た

女
人

往
生
論

で

も
あ

っ

た
。
２

７ 

こ

の

引
用

の

う
ち

三
十
五

願

が
女

身

を
嫌

が
っ
た

も

の
に

限

定
し

て
、
男

性

に
変

え

る
こ

と
か
ら

、

必
ず

女

性
が

男
性
に

変

わ
ら

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

と
捉
え

て

い
た

と

は
言

え
な
い

が

、
法

然

は
、

女
性
に

は

障
り

が

あ
る

と
考
え

て

い
た

こ

と
は

確
か
で

あ

る
。

道

宣

や

天
親

、

善
導

の
引
用

か

ら
、

阿

弥
陀

仏
の
み

女

性
を

救

う
こ

と
が
で

き

る
と

い

う
見

解
を
も

っ

て
い

た

こ
と

か
ら
分

か

る
。

ま

た

、
「

第
三

十
五

願

」
だ

け

で
な

く

、
『

観

念
法

門

』
ま

で

引
用

し
た
の

は

、
女

性

は
男

に
変
わ

っ

て
障

り

を
除

く
方
法

で

あ
る

変

成

コピー厳禁
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男

子

往
生

思

想
を

完
全
に

否

定
し

て

い
た

訳
で
は

な

い
か

ら

だ
。 

 
一

方
で

、

福
原

（
一
九

九

〇
）

は

「
法

然
上
人

の

女
人

往

生
論

」
に
お

い

て
、

次

の
よ

う
に
述

べ

て
い

る

。 
法

然

が
『

無

量
寿

経
釈
』

に

お
い

て

女
人

往
生
に

つ

い
て

積

極
的

な
意
見

を

述
べ

な

い
の

は
、
た

だ

第
三

十

五
願

の
立
場

を

示

し

た

だ
け

で

、
結

果
的
に

は

女
人

差

別
に

つ
な
が

り

か
ね

な

い
第

三
十
五

願

を
阿

弥

陀
仏

の
方
便

の

願
と

し

、
む

し
ろ
積

極

的

に

は

第
十

八

願
の

立
場
へ

と

展
開

し

て
い

っ
た
。
２

８ 

こ

れ

は
、

法

然
は

第
三
十

五

願
を

方

便
の

願
と
し

て

捉
え

て

い
た

と
い
う

見

解
で

あ

る
。

し
か
し

、

実
際

に

原
文

で
は
方

便

と
い

う

言

葉

を
使

っ

て
い

る
訳
で

は

な
い

の

で
、

こ
の
見

解

に
同

意

は
で

き
な
い

。

も
し

仮

に
方

便
の
願

だ

と
明

言

し
て

い
た
と

す

れ
ば

、

女

性

と
男

性

の
差

異
を
縮

め

た
人

物

で
あ

る
と
言

え

る
が

、

そ
こ

ま
で
の

事

を
し

て

い
る

と
は
言

え

な
い

と

考
え

る
。 

 

 

第

三

節 

『

禅
勝

房
に
し

め

す
御

詞

』 

法

然

の
法

語

と
さ

れ
る
『

禅

勝
房

に

し
め

す
御
詞

』

に
は

、 

念

佛

申
す

機

は
、

む
ま
（

生

）
れ

つ

き
の

ま
ゝ
に

て

申
す

也

。
さ

き
の
（

先

）
世

の

し
わ

さ
に
よ

り

て
、

今

生
の

身
を
は

う

（

受

）
け

た

る
事

な
れ
は

、

こ
の

（

此
）

世
に
て

は

え
な

を

し
あ

ら
た
（

改

）
め

ぬ

事
也

。
た
と

へ

は
女

人

の
男

子
に
な

ら

は

や

と

お
も

（

思
）

へ
と
も

、

今
生

の

う
ち

に
は
男

子

と
な

ら

さ
る

か
こ
と

し

。
智

者

は
智

者
に
て

申

し
、

愚

者
は

愚
者
に

て

申

し

、

慈
悲

者

は
慈

悲
あ
り

て

申
し

、

邪
見

者
は
邪

見

な
か

ら

申
す

、
一
切

の

人
み

な

か
く

の
こ
と

し

（
皆

如
ㇾ

是

）
。

さ
れ

は

こ

そ

阿
彌

陀

ほ
と

け
は
十

方

衆
生

と

て
、

ひ
ろ
（

廣

）
く

願

を
は

お
こ
（

發

）
し

ま

し
ま

せ
。
２

９ 

コピー厳禁
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と

書

か
れ

て

い
る

。
こ
の

箇

所
に

対

し
て

香
川
（

一

九
七

五

）
は

次
の
よ

う

に
述

べ

て
い

る
。 

こ

の

ご
法

語

は
『

和
語
灯

録

』
四

に

出
て

、
ま
た

『

勅
伝

』

や
『

九
巻
伝

』

に
も

あ

る
か

ら
余
程

重

視
さ

れ

た
も

の
で
あ

る

が

、

女
が

男

に
な

ろ
う
と

し

て
も

今

生
に

お
い
て

で

き
る

こ

と
で

は
な
い

、

と
転

女

成
男

を
は
っ

き

り
と

否

定
し

て
お
ら

れ

、

つ

い

で
智

者

は
智

者
に
て

〔

念
仏

〕

を
申

し
、
愚

者

は
愚

者

に
て

申
し
と

あ

る
。

女

人
は

女
人
に

て

申
し

と

い
う

お
言
葉

こ

そ

な

い

が
、

こ

の
文

意
か
ら

云

え
ば

、

こ
の

よ
う
な

意

味
も

含

ま
れ

て
い
る

も

の
と

思

わ
れ

る
。
３

０ 

こ

の

見
解

に

対
し

、
念
仏

を

言
う

人

は
、

生
ま
れ

つ

き
の

ま

ま
で

言
う
べ

き

だ
と

い

う
文

で
始
ま

る

の
で

、

念
仏

を
言
う

と

き
の

話

で

あ

り
往

生

の
時

の
話
で

は

な
い

と

考
え

る
。
ま

た

、
原

文

に
「

今
生
の

う

ち
に

」

と
い

う
言
葉

が

あ
る

の

で
、

私
た
ち

が

生
き

て

い

る

間
に

女

が
男

に
変
わ

る

こ
と

は

不
可

能
だ
と

い

う
意

味

で
述

べ
て
い

る

と
考

え

る
。

従
っ
て

、

死
後

に

男
に

変
わ
る

と

い
う

思

想

を

否
定

し

て
い

る
と
は

言

え
な

い

の
で

、
香
川

氏

の
意

見

に
は

賛
同
で

き

な
い

。 

 
 

 

第

三

章 

親

鸞 

第

一

節 

『

教
行

信
証
』 

親

鸞

が
女

人

往
生

に
つ
い

て

触
れ

て

い
る

文
献
は

非

常
に

少

な
い

。
親
鸞

が

特
に

関

心
が

な
い
問

題

だ
っ

た

と
い

う
こ
と

が

分
か

る

。

そ
の

少

な
い

女
性
観

に

つ
い

て

触
れ

ら
れ
て

い

る
部

分

に
つ

い
て
述

べ

て
い

く

。
親

鸞
は
『

教

行
信

証

』
の

「
信
巻

」

に
お

い

て

、

次
の

よ

う
に

述
べ
て

い

る
。 

コピー厳禁
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凡
ソ

按
ズ

レ

二

大

信

海
ヲ

一

者バ

、

不ズ

ㇾ

簡
バ

二

貴

賤
緇シ

素ソ

ヲ

一

、

不ズ

ㇾ

謂イ

ハ

二

男

女

老

少
ヲ

一

、
不ズ

ㇾ

問
ハ

二

造

罪
ノ

多

少
ヲ

一

、

不ズ

ㇾ

論
ゼ

二

修

行
ノ

久

近
ヲ

一

、
非
ズ

ㇾ

行
ニ

非
ズ

ㇾ

善
ニ

、

非
ズ

ㇾ

頓
ニ

非
ㇾ

漸
ニ

、

非
ズ

ㇾ

定
ニ

非
ズ

ㇾ

散
ニ

、

非
二

正

觀
ニ

一

非
二

邪

觀
一

、
非
二

有

念
一

非
二

无

念
ニ

一

、

非
二

尋

常
ニ

一

非
ズ

二

臨

終
ニ

一

、

非
ズ

二

多

念
ニ

一

非
ズ

二

一

念
ニ

一

、

唯

是
不

可
思

議

不
可

説

不
可

稱
ノ

信

樂

也

。
３

１

 

こ

の

よ
う

に

「
男

女
老
少

を

謂
は

ず

」
と

あ
り
、

女

性
が

救

わ
れ

る
と
い

う

こ
と

は

確
定

し
て
い

る

と
理

解

し
て

い
る
こ

と

が
分

か

る

。

し
か

し

、
ど

の
よ
う

な

過
程

で

往
生

す
る
の

か

示
さ

れ

て
い

な
い
の

で

、
次

の

節
で

そ
れ
に

つ

い
て

述

べ
た

い
。 

  
 

第
二

節 

『

浄
土
和

讃

』 

『

浄

土
和

讃

』
の

大
経
讃

の

中
に

あ

る
、

第
三
十

五

願
に

つ

い
て

書
か
れ

た

和
讃

を

も
と

に
考
察

し

た
い

。
「
彌

陀

の
大

悲

ふ
か

け

れ

ば
佛

智

の
不

思
議
を

あ

ら
は

し

て
變

成
男
子

の

願
を

た

て
女

人
成
佛

ち

か
ひ

た

り
」
３

２

と

あ
り

、

親
鸞

は

、
女

人
が
救

わ

れ

る

と

い
う

こ

と
は

確
実
で

あ

る
と

捉

え
て

い
る
の

が

分
か

る

。
澤

田
（
二

〇

一
七

）

は
第

三
十
五

願

が
た

て

ら
れ

た
理
由

と

、
和

讃

で

讃

嘆
さ

れ

て
い

る
理
由

に

つ
い

て

、 

一

つ

に
は

、

釈
尊

は
「
生

ま

れ
に

よ

っ
て

非
聖
者

と

な
る

の

で
は

な
い
／

生

ま
れ

に

よ
っ

て
聖
者

と

な
る

の

で
は

な
い
／

行

為

に

よ

っ
て

非

聖
者

と
も
な

り

／
行

為

に
よ

っ
て
聖

者

と
も

な

る
」

の
教
説

を

も
と

に

、
古

代
イ
ン

ド

に
根

付

い
て

た
女
性

は

神

仏

に

は
成

れ

な
い

と
い
う

差

別
的

女

性
観

を
、
仏

教

徒
と

し

て
強

く
否
定

す

る
必

要

性
が

あ
っ
た

の

だ
と

思

い
ま

す
。 

二

つ

に
は

、

日
本

で
も
女

性

の
権

利

や
立

場
が
軽

視

さ
れ

て

き
ま

し
た
し

、

仏
教

界

で
は

女
人
結

界

・
女

人

禁
制

が
現
に

存

在

コピー厳禁
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し

て

い
ま

す

。
神

道
で
も

血

穢
と

し

て
女

性
疎
外

が

現
存

し

、
今

な
お
さ

ま

ざ
ま

な

問
題

を
引
き

起

こ
し

て

い
ま

す
。
こ

れ

ら

人

類

の
か

か

え
る

女
性
を

差

別
す

る

意
識

に
、
警

鐘

を
鳴

ら

し
続

け
な
け

れ

ば
な

ら

な
い

か
ら
で

し

ょ
う

か

。
３

３ 

と

述

べ
て

い

る
。

大
経
讃

の

中
に

こ

の
願

文
を
選

ん

だ
の

は

、
女

性
も
救

わ

れ
る

と

い
う

こ
と
を

強

調
し

た

か
っ

た
こ
と

と

、
当

時

の

仏

教
界

で

の
女

性
が
ネ

ガ

テ
ィ

ブ

な
存

在
で
あ

る

と
い

う

イ
メ

ー
ジ
を

払

拭
し

た

か
っ

た
か
ら

だ

と
考

え

る
。 

し

か

し
、

差

別
的

な
部
分

を

完
全

に

ぬ
ぐ

え
て
い

な

い
。

変

成
男

子
の
部

分

の
こ

と

で
あ

る
。
三

十

五
願

に

準
じ

て
考
え

る

と
、

女

で

あ
る

こ

と
を

嫌
が
っ

た

者
の

み

に
適

用
さ
れ

る

願
で

あ

る
。

つ
ま
り

、

女
性

は

救
わ

れ
る
と

い

う
こ

と

、
女

で
あ
る

こ

と
を

嫌

が

っ

た
者

の

み
と

い
う
条

件

付
き

で

男
に

変
わ
っ

て

往
生

で

き
る

と
主
張

し

た
と

言

え
る

。
嫌
が

る

と
い

う

条
件

付
き
で

あ

る
と

い

え

ど

も
、

女

性
に

だ
け
こ

の

よ
う

な

内
容

の
願
が

あ

り
、

女

性
の

み
嫌
が

る

要
素

、

即
ち

罪
が
あ

る

よ
う

に

感
じ

ら
れ
る

た

め
、

差

別

的

で
あ

る

。
こ

の
よ
う

に

、
親

鸞

は
女

性
の
往

生

に
対

し

、
積

極
的
に

救

お
う

と

し
て

い
る
が

、

差
別

的

な
部

分
が
残

っ

て
い

る

。 岩

崎

（
一

九

九
六

）
は
「

真

宗
に

お

け
る

女
人
往

生

論
と

性

差
別

―
特
に

親

鸞
を

中

心
と

し
て
―

」

で
親

鸞

の
女

人
往
生

思

想
に

つ

い

て
「
『

女
人

』
『
五
障

』

と
い

う

語
を

『
凡
夫

』
『

悪
人

』
と

同

義
に

解

釈
し

て

き
た

精
神
性

」
３

４

と

述

べ

て
い

る
。
こ

れ

は
そ

の

通

り
で

あ

り
、

親
鸞
は

、

阿
弥

陀

仏
に

よ
っ
て

す

べ
て

の

人
が

救
わ
れ

る

と
い

う

考
え

の
み
に

着

眼
し

て

い
る

。
故
に

、

女
性

が

救

わ

れ
る

こ

と
は

確
約
さ

れ

て
い

る

が
、

男
子
に

変

わ
ら

な

け
れ

ば
な
ら

な

い
と

い

う
差

別
的
な

部

分
に

疑

問
を

抱
く
こ

と

は
な

か

っ

た

。
変

成

男
子

往
生
の

願

が
あ

る

こ
と

に
対
し

、

差
別

的

だ
と

疑
う
こ

と

を
し

な

か
っ

た
の
で

は

な
い

か

と
考

え
る
。

そ

の
せ

い

で

、

真
宗

に

お
い

て
女
人

往

生
と

い

う
問

題
が
取

り

上
げ

ら

れ
る

際

、
「

す

べ
て

の

人
は

救
わ
れ

る

」
と

い

う
点

に
論
点

が

ず
れ

、

コピー厳禁
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変

成

男
子

成

仏
の

、
女
性

の

ま
ま

で

は
浄

土
に
生

ま

れ
る

こ

と
が

で
き
な

い

と
い

う

点
に

焦
点
を

合

わ
し

に

く
く

な
っ
て

い

る
の

で

は

な

い
だ

ろ

う
か

。
そ
れ

ゆ

え
、

女

人
往

生
に
つ

い

て
の

問

題
が

見
え
に

く

く
な

っ

て
い

る
と
考

え

る
。 

ま

た

、
浅

井

（
一

九
九
〇

年

）
の

こ

の
和

讃
に
対

す

る
見

解

は
次

の
と
お

り

で
あ

る

。 

三

十

五
願

は

、
十

八
願
よ

り

開
か

れ

た
、

十
一
願

と

同
じ

、

真
実

の
願
と

み

ら
れ

る

の
で

あ
る
。

十

八
願

の

救
い

の
内
容

を

あ

き

ら

か
に

す

る
の

が
三
十

五

願
で

あ

る
と

み
る
こ

と

が
出

来

る
。

先
述
の

如

く
、

十

八
願

で
、
悪

人

の
救

い

は
あ

き
ら
か

に

さ

れ

た

が
、

女

性
は

な
お
罪

業

深
き

身

で
あ

る
か
ら

、

変
成

男

子
の

願
に
よ

っ

て
女

性

の
救

い
が
誓

わ

れ
た

と

い
う

見
方
で

は

な

く

、

男
女

を

問
わ

ず
罪
業

深

重
な

る

人
間

の
救
い

、

親
鸞

自

ら
の

罪
業
性

で

あ
り

、

そ
の

救
い
を

あ

き
ら

か

に
し

た
の
が

、

十

八

願

文
で

あ

る
と

説
く
の

で

あ
る

。
３

５ 

こ

の

よ
う

に

述
べ

て
い
る

が

、
女

人

を
罪

業
深
重

な

る
人

間

と
同

義
に
解

釈

し
、

十

八
願

文
に
よ

る

救
い

に

つ
い

て
述
べ

て

い
る

の

で

あ

れ
ば

、

真
実

の
願
と

し

て
で

は

な
く

、
方
便

の

願
と

し

て
捉

え
て
い

る

必
要

が

あ
る

。
方
便

の

願
と

し

て
捉

え
て
い

な

い
の

で

、

親
鸞

は

変
成

男
子
の

願

に
よ

っ

て
女

性
の
救

い

が
誓

わ

れ
た

と
い
う

見

方
を

し

て
い

た
と
考

え

る
。 

 

 

第

四

章 

恵

信
尼 

 

恵

信
尼

は

親
鸞

の
妻
で

あ

る
。

女

性
と

し
て
、

女

人
往

生

ど
の

よ
う
に

捉

え
て

い

た
の

だ
ろ
う

か

。
恵

信

尼
の

文
献
で

あ

り
、

覚

信

尼

に
宛

て

た
手

紙
で
あ

る

『
恵

信

尼
文

書
』
の

十

通
目

に

、
恵

信
尼
の

考

え
る

往

生
に

つ
い
て

書

か
れ

て

い
る

。 

コピー厳禁
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あ

は

れ
、

こ

の
よ

に
て
い

ま

い
ち

ど

み
ま

い
ら
せ

、

又
み

へ

ま
い

ら
す
る

事

候
べ

き

。
わ

が
身
は

ご

く
ら

く

へ
た

ゞ
い
ま

に

ま

い

り

候
は

む

ず
れ

。
な
に

事

も
く

ら

か
ら

ず
、
み

そ

な
は

し

ま
い

ら
す
べ

く

候
へ

ば

、
か

ま
へ
て

御

念
佛

申

さ
せ

給
て
、

ご

く

ら

く

へ
ま

い

り
あ

は
せ
給

べ

し
。

な

ほ
な

ほ
ご
く

ら

く
へ

ま

い
り

あ
ひ
ま

い

ら
せ

候

は
ん

ず
れ
ば

、

な
に

ご

と
も

く
ら
か

ら

ず

こ

そ

候
は

ん

ず
れ

。
３

６ 

こ

の

よ
う

に

、
恵

信
尼
は

死

ん
だ

後

に
極

楽
へ
往

生

し
て

も

、
こ

の
世
の

姿

と
同

じ

姿
と

し
て
存

在

し
て

い

る
と

予
想
し

て

い
た

。

こ

の

恵
信

尼

文
書

に
つ
い

て

、
ド

ビ

ン
ズ

は

、
「s

h
e
 
e
x
p
e
c
t
e
d
 
h
e
r
 
a
s
 
s
h
e
 
w
a
s
-
t
h
a
t
 
i
s
,
 
a
s
 
h
e
r
 
d
a
u
g
h
t
e
r
,
 
a
n
d
 
h
e
n
c
e
 

a
s
 
a
 
f
e
m
a
l
e

」
３

７

と

述

べ

て

い
る

。

訳
す

と

、
「

恵

信
尼

は

覚
信

尼
に
対

し

、
彼

女

の
娘

と
し
て

、

そ
れ

ゆ

え
女

性
と
し

て

再
会

す

る

こ
と

を

望
ん

で
い
た

」

と
な

る

。
女

が
男
に

変

わ
っ

て

往
生

す
る
考

え

を
完

全

に
否

定
し
て

い

た
か

は

明
確

で
は
な

い

が
、

一

応

そ

の
ま

ま

の
姿

で
往
生

す

る
こ

と

を
望

ん
で
い

た

と
理

解

で
き

る
。 

   

結

論 

 

第

一
章

で

述
べ

た
よ
う

に

、
人

々

を
支

配
す
る

た

め
に

書

か
れ

た
『
マ

ヌ

法
典

』

か
ら

始
ま
っ

た

女
性

の

不
当

な
差
別

は

、
後

の

経

典

で
様

々

な
解

釈
が
な

さ

れ
た

。

中
に

は
女
性

と

い
う

語

を
別

の
意
味

で

使
用

し

て
い

る
も
の

も

あ
っ

た

こ
と

か
ら
、

女

が
罪

が

多

い

の
は

、

理
由

が
あ
る

と

思
い

こ

み
、

こ
じ
つ

け

で
解

釈

し
た

も
の
が

、

後
の

世

に
残

っ
て
し

ま

っ
た

と

考
え

ら
れ
る

。 

コピー厳禁
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第

二

章
で

は

法
然

を
見
て

い

っ
た

が

、
女

性
は
阿

弥

陀
仏

に

よ
っ

て
の
み

救

わ
れ

る

と
い

う
解
釈

を

し
て

お

り
、

女
性
に

対

し
て

全

く

障
り

が

な
い

と
言
っ

て

い
る

訳

で
は

な
か
っ

た

。
第

三

章
で

は
、
親

鸞

に
つ

い

て
述

べ
た
が

、

法
然

と

同
様

、
女
性

に

罪
が

あ

る

と

い
う

認

識
を

十
分
に

撤

廃
す

る

こ
と

が
で
き

て

い
な

い

。
第

四
章
の

恵

信
尼

に

関
し

て
の
み

、

女
性

は

女
性

の
ま
ま

で

往
生

し

て

い

る
と

主

張
し

て
い
る

と

考
え

る

こ
と

が
で
き

る

。
浄

土

真
宗

内
に
お

い

て
、

現

代
も

親
鸞
の

解

釈
の

ま

ま
の

認
識
が

多

く
、

差

別

的

部
分

が

残
っ

て
い
る

。

そ
れ

は

、
女

で
あ
る

こ

と
を

嫌

が
る

と
い
う

条

件
付

き

で
あ

る
が
、

男

に
変

わ

っ
て

往
生
す

る

と
い

う

変

成

男
子

往

生
を

肯
定
し

て

い
る

か

ら
だ

。
恵
信

尼

の
よ

う

に
、

そ
の
ま

ま

の
姿

で

、
つ

ま
り
女

性

の
ま

ま

往
生

す
る
と

い

う
考

え

が

非

常
に

重

要
な

の
で
は

な

い
か

。 

 

浄

土
真

宗

だ
け

に
限
ら

ず

、
仏

教

が
で

き
た
こ

ろ

か
ら

男

性
が

優
位
な

立

場
に

置

か
れ

て
い
た

た

め
、

女

性
に

対
し
て

差

別
的

な

部

分

を
撤

廃

す
る

の
は
難

し

い
こ

と

だ
ろ

う
。
し

か

し
、

現

代
よ

り
も
女

性

差
別

が

激
し

い
時
代

に

法
然

、

親
鸞

の
よ
う

な

比
較

的

寛

容

な
考

え

を
持

つ
人
物

が

出
て

き

た
こ

と
に
よ

り

、
仏

教

界
で

の
女
性

の

立
場

は

少
し

ず
つ
向

上

し
て

い

っ
た

。
現
代

の

世
に

お

い

て

、
女

性

で
生

ま
れ
た

か

ら
障

り

が
あ

る
訳
で

は

な
い

。

女
で

あ
る
こ

と

を
嫌

が

る
必

要
は
な

く

、
男

に

変
わ

る
必
要

は

な
い

と

い

う

認
識

を

広
め

て
い
く

必

要
が

あ

る
と

考
え
る

。 

ま

た

、
Ｌ

Ｇ

Ｂ
Ｔ

的
視
点

で

み
る

と

、
現

代
は
女

の

身
体

で

も
男

の
心
を

持

つ
人

も

お
り

、
一
口

に

女
と

言

っ
て

も
様
々

な

解
釈

の

仕

方
が

あ

る
。

第
一
章

で

述
べ

た

よ
う

に

、
『

法

華
経

』

は
女

性
器
、
『

維

摩
経

』
で

は

女
性

性

を
指

し

て
お

り

、
『

涅

槃
経

』

で

は

ブ

ッ
ダ

に

な
る

可
能
性

を

指
し

て

い
る

。
経
典

に

よ
っ

て

様
々

な
解
釈

が

さ
れ

て

お
り

、
女
と

い

う
語

の

定
義

は
す
べ

て

に
共

通

し

て

い
る

訳

で
は

な
い
。

ま

た
、

第

二
章

か
ら
第

三

章
に

か

け
て

は
、
女

に

は
障

り

が
あ

る
と
い

う

認
識

が

あ
る

が
、
女

と

は
体

の

コピー厳禁
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部

分

を
指

し

て
い

る
の
か

、

精
神

面

を
指

し
て
い

る

の
か

さ

え
具

体
的
に

示

さ
れ

て

い
な

い
。
や

は

り
、

恵

信
尼

の
よ
う

に

、
そ

の

ま

ま

の
性

別

で
往

生
で
き

る

と
い

う

考
え

を
尊
重

す

べ
き

で

あ
る

。
性
別

の

認
識

の

仕
方

に
対
し

て

更
新

が

迫
ら

れ
て
い

る

現
代

に

お

い

て
、

往

生
に

性
別
を

関

連
付

け

る
と

い
う
考

え

は
今

一

度
見

直
さ
れ

る

べ
き

で

あ
る

と
考
え

る

。 

   

註 

１ 

今

野

達 

末
木

文

美
士 

田
村

芳

朗 

中
村
元 

福
永

光

司
『

岩
波 

仏

教
辞

典 

第

二
版
』

七

九
九

頁

。 

２ 

今

野

達 

末
木

文

美
士 

田
村

芳

朗 
中
村
元 

福
永

光

司
『

岩
波 

仏

教
辞

典 

第

二
版
』

三

三
二

頁

。 

３ 

教

学

伝

道

研
究

セ

ン
タ

ー

『
浄

土

真
宗

聖
典
全

書

（
一

）

三
経

七
祖
篇

』

二
八

頁

。 

現

代

語
訳

は

以
下

の
通
り

で

あ
る

。

私
が

仏
に
な

る

と
き

、

あ
ら

ゆ
る
無

数

の
す

ば

ら
し

い
諸
仏

の

世
界

に

女
性

が
い
て

、

私
の

名

号

を

聞
い

て

、
喜

び
、
信

じ

、
悟

り

を
求

め
る
心

を

お
こ

し

て
、

女
性
で

あ

る
こ

と

を
嫌

が
っ
た

と

す
る

。

命
を

終
え
た

後

に
ふ

た

た

び

女
性

に

な
る

と
す
れ

ば
、

私

は

悟
り

を
開
き

ま

せ
ん

。 

４ 

山

上

正

尊

「
性

差

を
超

え

る
救

い

」
『

行

信
学

法

』
三

一

、
八

七
頁
。 

５ 

渡

瀬

信

之

『
サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

原

典
全

訳 

マ

ヌ

法
典

』

一
九

二
頁
。 

６ 

渡

瀬

信

之

『
サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

原

典
全

訳 

マ

ヌ

法
典

』

三
〇

一
―
三

〇

二
頁

。  

７ 

山

崎

元

一

『
〈
世

界
の
歴

史

３
〉

古

代
イ

ン
ド
文

明

と
社

会

』
二

一
〇
―

二

一
一

頁

。 
 

８ 

今

野

達 

末
木

文

美
士 

田
村

芳

朗 

中
村
元 

福
永

光

司
『

岩
波 

仏

教
辞

典 

第

二
版
』

四

三
二

頁

。 

９ 

高

楠

順

次

郎
『

南

傳
大

藏

經
』

第

四
巻

、
三
八

〇

―
三

八

一
頁

。 

１

０ 

佐

々

木

閑

『
出

家

と
は

な

に
か

』

二
〇

九
頁
。 

１

１ 

教

学

伝
道

研
究

セ

ン
タ

ー

『
浄

土

真
宗

聖
典
全

書

（
一

）

三
経

七
祖
篇

』

一
二

八

頁
。 

１

２ 

教

学

伝

道

研
究

セ

ン
タ

ー

『
浄

土

真
宗

聖
典
全

書

（
一

）

三
経

七
祖
篇

』

二
八

頁

。 

１

３ 

藤

田

宏

達

『
新

訂

梵
文

和

訳
無

量

寿
経

・
阿
弥

陀

経
』

八

四
―

八
五
頁

。 
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１

４ 

ポ

ー

ル

・

ハ
リ

ソ

ン
（

八

尾
史

訳

）
「

浄

土
に

生

ま
れ

る

女
た

ち
―
文

献

学
と

し

て
の

意
義
」
『

シ

リ
ー

ズ
大

乗

仏
教 

第
五

巻 
仏

と

浄
土

―

大
大

乗
仏
典

Ⅱ

』
一

一

〇
頁

。 

１

５ 
植

木

雅

俊

『
サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

原

典
現

代
語
訳

法

華
経

』

下
、

三
二
頁

。 

１

６ 
植

木

雅

俊

『
仏

教

の
な

か

の
男

女

観
』

二
一
八

頁

。 

１

７ 

高

橋

尚

夫 

西

野

翠
『

梵

文
和

訳 

維

摩
経
』

一

三
七

頁

―
一

三
八
頁

。 

１

８ 

高

楠

順

次

郎
『

大

正
新

脩

大
藏

經

』
第

十
二
巻

寶

積
部

下

涅
槃

部
全
、

四

二
二

頁

。 

１

９ 

田

上

太

秀

『
仏

性

と
は

な

に
か

―

『
涅

槃
業
』

―

を
解

き

明
か

す
』
一

八

四
頁

。 

２

０ 

井

川

定

慶

『
法

然

上
人

傳

全
集

』

二
三

一
頁
。 

２

１ 

宇

高

良

哲 

玉

山

成
元
『

法

然
上

人

絵
伝

講
座
』

二

三
五

頁

。 

２

２ 

石

井

敎

道

『
昭

和

新
修

法

然
上

人

全
集

』
七
四

頁

。 

２

３ 

水

谷

幸

正

『
傍

訳 
無

量

寿
経

釈

』
上

、
一
六

八

頁
。 

つ

ら

つ
ら

こ

の
こ

と
に
つ

い

て
考

え

て
み

る
と
、

女

人
は

障

り
が

重
い
と

さ

れ
る

の

で
、

女
人
が

往

生
で

き

る
と

い
う
こ

と

を
明

確

に

示

さ
な

け

れ
ば

、
女
人

だ

か
ら

往

生
が

で
き
な

い

の
で

は

な
い

か
と
の

疑

念
が

生

ま
れ

よ
う
。

そ

れ
は

ど

う
し

て
か
と

い

う
と

、

女

人

に
は

罪

が
多

く
障
り

が

重
い

た

め
に

す
べ
て

の

と
こ

ろ

で
嫌

わ
れ
て

い

る
。 

２

４ 

高

楠

順

次

郎
『

大

正
新

脩

大
藏

經

』
第

四
五
巻

諸

宗
部

二

、
八

二
四
頁

。 

２

５ 

教

学

伝

道

研
究

セ

ン
タ

ー

『
浄

土

真
宗

聖
典
全

書

（
一

）

三
経

七
祖
篇

』

四
三

四

頁
。 

２

６ 

教

学

伝

道

研
究

セ

ン
タ

ー

『
浄

土

真
宗

聖
典
全

書

（
一

）

三
経

七
祖
篇

』

八
九

三

頁
。 

２

７ 

笠

原

一

男

『
女

人

往
生

の

系
譜

』

一
四

七
頁
。 

２

８ 

福

原

隆

善

「
法

然

上
人

の

女
人

往

生
」
『

日
本

佛

敎
學

會

年
報

』
五
六

、

三
五

頁

。 

２

９ 

石

井

敎

道

『
昭

和

新
修

法

然
上

人

全
集

』
四
六

四

頁
。 

３

０ 

香

川

孝

雄

「
法

然

上
人

の

女
人

往

生
観

」
『
浄

土

宗
学

研

究
』

八
、
六

五

頁
。 

３

１ 

教

学

伝

道

研
究

セ

ン
タ

ー

『
浄

土

真
宗

聖
典
全

書

（
二

）

宗
祖

篇
』
上

、

九
一

頁

。 

３

２ 

教

学

伝

道

研
究

セ

ン
タ

ー

『
浄

土

真
宗

聖
典
全

書

（
二

）

宗
祖

篇
』
上

、

三
六

七

頁
、

上
段
。 

３

３ 

澤

田

秀

丸

『
浄

土

和
讃

の

お
し

え

』
下

、
三
一

頁

。 

３

４ 

岩

崎

智

寧

「
真

宗

に
お

け

る
女

人

往
生

論
と
性

差

別
―

特

に
親

鸞
を
中

心

と
し

て

―
」
『

宗
学

院

論
集

』

六
八

、
三
六

頁

。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３

５ 

浅

井

成

海

「
韋

提

別
選

の

正
意

」
『
日

本

仏
教

学

会
年

報

』
五

六
、
一

八

〇
頁

―

一
八

一
頁
。 

３

６ 

教

学

伝

道

研
究

セ

ン
タ

ー

『
浄

土

真
宗

聖
典
全

書

（
二

）

宗
祖

篇
』
上

、

一
〇

四

四
頁

。 

３

７J
A
M
E
S
 
C
.
 
D
O
B
B
I
N
S

「W
o
m
e
n

′s
 
B
i
r
t
h
 
i
n
 
P
u
r
e
 
L
a
n
d
 
a
s
 
W
o
m
e
n
:
I
n
t
i
m
a
t
i
o
n
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
L
e
t
t
e
r
 
o
f
 
E
s
h
i
n
n
i

」

『T
H
E
 
E
A
S
T
E
R
N
 
B
U
D
D
H
I
S
T

』2
8
,
p
.
1
1
9
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文
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書

籍 
井

川

定
慶

『

法
然

上
人
傳

全

集
』

法

然
上

人
傳
全

集

刊
行

會

、
一

九
五
二

年 

石

井

敎
道

『

昭
和

新
修
法

然

上
人

全

集
』

平
樂
寺

書

店
、

一

九
五

五
年 

植

木

雅
俊

『

サ
ン

ス
ク
リ

ッ

ト
原

典

現
代

語
訳
法

華

経
』

下

、
岩

波
書
店

、

二
〇

一

五
年 

 

植

木

雅
俊

『

仏
教

の
な
か

の

男
女

観

』
岩

波
書
店

、

二
〇

〇

四
年 

宇

高

良
哲 

玉
山

成
元
『

法

然
上

人

絵
伝

講
座
』

浄

土
宗

出

版
社

、
二
〇

〇

四
年 

落

合

誓
子

『

女
た

ち
の
「

謀

叛
」

―

仏
典

に
仕
込

ま

れ
た

イ

ン
ド

の
差
別

』

解
放

出

版
社

、
二
〇

一

七
年 

笠

原

一
男

『

女
人

往
生
の

系

譜
』

吉

川
弘

文
堂
、

一

九
七

五

年 

教

学

伝
道

研

究
セ

ン
タ
ー

『

浄
土

真

宗
聖

典
全
書

（

一
）

三

経
七

祖
篇
』

本

願
寺

出

版
社

、
二
〇

一

三
年 

教

学

伝
道

研

究
セ

ン
タ
ー

『

浄
土

真

宗
聖

典
全
書

（

二
）

宗

祖
篇

』
上
、

本

願
寺

出

版
社

、
二
〇

一

一
年 

今

野

達 

末

木
文

美
士 

田

村
芳

朗 

中

村
元 

福

永
光

司

『
岩

波 

仏

教

辞
典 

第
二

版
』
岩

波

書
店

、

一
九

八
九
年 

佐

々

木
閑

『

出
家

と
は
な

に

か
』

大

蔵
出

版
、
一

九

九
九

年 

澤

田

秀
丸

『

浄
土

和
讃
の

お

し
え

』

下
、

法
蔵
館

、

二
〇

一

七
年 

高

楠

順
次

郎

『
大

正
新
脩

大

藏
經

』

第
十

二
巻
寶

積

部
下

涅

槃
部

全
、
大

蔵

出
版

、

一
九

二
五
年 

高

楠

順
次

郎

『
大

正
新
脩

大

藏
經

』

第
四

五
巻
諸

宗

部
二

、

大
蔵

出
版
、

一

九
二

七

年 

高

楠

順
次

郎

『
南

傳
大
藏

經

』
第

四

巻
、

大
藏
出

版

、
一

九

三
九

年 

高

橋

尚
夫 

西
野

翠
『
梵

文

和
訳 

維
摩

経
』
春

秋

社
、

二

〇
一

一
年 

田

上

太
秀

『

仏
性

と
は
な

に

か
―

『

涅
槃

業
』
―

を

解
き

明

か
す

』
大
蔵

出

版
、

二

〇
〇

三
年 

中

村

元
『

広

説
佛

教
語
大

辞

典
』

下

、
東

京
書
籍

、

二
〇

〇

一
年 

仁

科

龍
『

親

鸞
の

妻
・
恵

信

尼
［

第

三
版

］
』
雄

山

閣
、

一

九
八

一
年 

藤

田

宏
達

『

新
訂

梵
文
和

訳

無
量

寿

経
・

阿
弥
陀

経

』
法

蔵

館
、

二
〇
一

五

年 

水

谷

幸
正

『

傍
訳 

無
量

寿

経
釈

』

上
、

四
季
社

、

二
〇

〇

三
年 

山

崎

元
一

『
〈
世

界

の
歴

史

３
〉

古

代
イ

ン
ド
文

明

と
社

会

』
中

央
公
論

社

、
一

九

九
七

年 

渡

瀬

信
之

『

サ
ン

ス
ク
リ

ッ

ト
原

典

全
訳 

マ
ヌ

法

典
』

中

央
公

論
社
、

一

九
九

一

年 
 

論

文 

浅

井

成
海

「

韋
提

別
選
の

正

意

」
『

日
本

仏

教
学

会

年
報

』

五
六

、
一
九

九

〇
年 

岩

崎

智
寧

「

真
宗

に
お
け

る

女
人

往

生
論

と
性
差

別

―
特

に

親
鸞

を
中
心

と

し
て

―

」
『

宗

学
院

論

集
』

六

八
、

一
九
九

六

年 

香

川

孝
雄

「

法
然

上
人
の

女

人
往

生

観
」
『

浄
土

宗

学
研

究

』
八

、
一
九

七

五
年 

コピー厳禁
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福

原

隆
善

「

法
然

上
人
の

女

人
往

生

」
『

日

本
佛

敎

學
會

年

報
』

五
六
、

一

九
九

〇

年 
ポ

ー

ル
・

ハ

リ
ソ

ン
（
八

尾

史
訳

）
「
浄

土

に
生

ま

れ
る

女

た
ち

―
文
献

学

と
し

て

の
意

義

」
『

シ

リ
ー

ズ

大
乗

仏
教 

第

五
巻 

仏

と

浄

土
―

大

大
乗

仏
典
Ⅱ

』

春
秋

社

、
二

〇
一
三

年 

山

上

正
尊

「

性
差

を
超
え

る

救
い

」
『
行

信

学
報

』

三
一

、

二
〇

一
八
年 

J
A
M
E
S
 
C
.
 
D
O
B
B
I
N
S

「W
o
m
e
n

′s
 
B
i
r
t
h
 
i
n
 
P
u
r
e
 
L
a
n
d
 
a
s
 
W
o
m
e
n
:
I
n
t
i
m
a
t
i
o
n
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
L
e
t
t
e
r
 
o
f
 
E
s
h
i
n
n
i

」
『T

H
E
 

E
A
S
T
E
R
N
 
B
U
D
D
H
I
S
T

』2
8
 
1
9
9
5
 
p
u
b
l
i
s
h
e
d
 
b
y
 
T
h
e
 
E
a
s
t
e
r
n
 
B
u
d
d
h
i
s
t
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