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序

論 私

は

卒

業

論

文

に

て

、
「

宿

業

説

」

の

再

検

討

を

行

い

た

い

。

そ

れ

に

あ

た

っ

て

は

、
「

宿

善

」

と

い

う

思

想

と

比

較

す

る

こ

と

で

、

教

義

へ

の

理

解

を

深

め

て

い

き

た

い

。 

こ

の

宿

業

・

宿

善

の

二

語

は

、

ど

ち

ら

も

「

宿

」

と

い

う

語

が

用

い

ら

れ

て

い

る

。
『

浄

土

真

宗

辞

典

』

に

よ

る

と

、

宿

善

と

は

「

過

去

世

に

積

ん

だ

善

根

、

獲

信

の

た

め

の

善

き

因

縁

」
（

１

）

で

あ

り

、

宿

業

と

は

「

過

去

世

に

作

っ

た

善

悪

の

業

、

ま

た

は

善

悪

の

行

為

」
（

２

）

の

こ

と

で

あ

る

。

ど

ち

ら

も

過

去

世

に

関

連

す

る

言

葉

で

あ

る

が

、

私

は

宿

業

に

つ

い

て

、

教

義

上

一

つ

の

問

題

が

あ

る

こ

と

が

分

か

っ

た

。 

そ

れ

は

、

宿

業

の

教

え

が

が

誤

解

さ

れ

た

ま

ま

現

代

に

ま

で

伝

わ

っ

て

い

る

と

い

う

問

題

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

近

世

の

本

願

寺

教

団

が

、

宿

業

の

教

え

を

本

来

の

真

宗

教

学

か

ら

ず

れ

た

説

き

方

を

し

た

過

去

が

あ

る

た

め

で

あ

る

。

そ

の

内

容

と

し

て

、

具

体

的

に

は

、 

い

ま

生

き

て

い

る

現

世

は

宿

業

の

報

い

で

あ

り

、

宿

世

の

業

の

報

い

だ

か

ら

、

し

か

た

が

な

い

と

あ

き

ら

め

て

生

き

て

い

く

べ

き

で

あ

る

。

そ

の

あ

き

ら

め

て

生

き

て

い

く

こ

と

の

中

で

お

念

仏

を

申

し

て

い

く

こ

と

に

よ

っ

て

、

や

が

て

命

終

わ

っ

て

、

お

浄

土

へ

生

ま

れ

る

こ

と

が

で

き

る

。
（

３

） 

と

い

う

よ

う

な

、

現

世

を

あ

き

ら

め

さ

せ

、

現

状

を

甘

ん

じ

て

受

け

入

れ

さ

せ

よ

う

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

こ

の

教

え

が

定

着

し

て

し

ま

っ

た

き

っ

か

け

は

江

戸

時

代

ま

で

遡

る

。

徳

川

幕

府

の

身

分

政

策

は

、

士

・

農

・

工

・

商

と

そ

の

下

に

穢

多

・

非

人

を

置

き

、 

身

分

制

度

を

確

立

し

た

。

こ

の

政

策

を

機

に

、

被

部

落

民

衆

と

い

う

立

場

に

置

か

れ

る

人

々

を

生

み

出

し

た

こ

と

で

、

現

在

に

至

っ 
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て

も

同

和

問

題

の

よ

う

な

差

別

問

題

が

残

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。 
被

部

落

民

衆

の

大

半

は

本

願

寺

の

門

信

徒

で

あ

る

。

門

信

徒

た

ち

が

差

別

さ

れ

な

が

ら

も

生

き

抜

い

て

き

た

こ

と

に

つ

い

て

渡

邊

靜

波

氏

は

、
『

親

鸞

教

団

と

同

和

問

題

』

の

序

論

で

「

抑

圧

と

差

別

の

中

に

も

お

互

い

の

生

命

を

支

え

あ

い

、

み

仏

の

限

り

な

い

救

済

を

信

じ

生

き

抜

く

力

と

な

り

得

た

こ

と

も

事

実

」
（

４

）

で

あ

る

が

、
「

し

か

し

、

一

方

に

お

い

て

民

衆

的

エ

ネ

ル

ギ

ー

を

喪

失

し

て

、

封

建

権

力

に

奉

仕

し

た

ば

か

り

か

権

力

体

制

に

加

担

し

て

差

別

さ

え

し

て

き

た

」
（

５

）

の

も

事

実

で

あ

る

と

述

べ

て

い

る

。 

『

浄

土

真

宗

聖

典

』
（

注

釈

版

）

の

業

・

宿

業

の

項

目

や

、
『

真

宗

の

教

学

に

お

け

る

宿

業

の

問

題

』

に

取

り

上

げ

ら

れ

る

論

文

等

の

、

宿

業

説

の

問

題

に

関

す

る

参

考

資

料

を

読

ん

で

い

く

中

で

、

宿

業

の

教

え

を

き

っ

か

け

に

差

別

問

題

が

生

じ

問

題

視

さ

れ

て

き

た

の

は

、

教

え

の

説

き

方

だ

け

で

な

く

、

差

別

を

助

長

し

て

き

た

教

団

の

性

質

が

関

わ

っ

て

く

る

こ

と

が

分

か

っ

た

。 

 

こ

の

よ

う

な

問

題

を

抱

え

る

宿

業

を

、

宿

善

と

比

較

す

る

こ

と

で

正

し

く

教

義

理

解

を

し

、

宿

業

の

問

題

点

を

考

え

再

検

討

し

て

い

く

。 

   

本

論 第

一

章 

第

一

節 

親

鸞

の

宿

善

観 
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こ

こ

で

は

、

親

鸞

の

宿

善

観

に

つ

い

て

考

察

す

る

。

親

鸞

の

著

述

に

は

宿

善

と

い

う

用

語

は

用

い

ら

れ

て

お

ら

ず

、
『

教

行

信

証

』

総

序

に

「

た

ま

た

ま

行

信

を

獲

ば

遠

く

宿

縁

を

慶

べ

」

と

獲

信

に

至

っ

た

の

は

諸

仏

如

来

の

お

育

て

の

結

果

で

あ

り

、

そ

れ

を

喜

ぶ

べ

き

で

あ

る

と

説

い

た

く

ら

い

で

あ

る

。 

序

章

に

て

述

べ

た

通

り

、

宿

善

の

辞

書

的

な

意

味

は

「

過

去

世

に

積

ん

だ

善

根

、

獲

信

の

た

め

の

善

き

因

縁

」

で

あ

る

。

で

は

、

親

鸞

は

宿

善

を

ど

の

よ

う

に

み

て

い

た

の

か

考

察

し

て

い

く

。 

佐

々

木

覚

爾

氏

の

「

親

鸞

聖

人

の

宿

善

観

」

と

い

う

論

文

に

よ

る

と

、

親

鸞

自

身

の

著

述

で

宿

善

と

い

う

用

語

は

用

い

ら

れ

な

い

が

、

親

鸞

の

宿

善

観

は

、

浄

土

真

宗

の

教

義

体

系

に

組

み

込

ま

れ

て

い

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

と

述

べ

て

い

る

。

そ

の

一

例

と

し

て

、
『

唯

信

鈔

文

意

』

の

次

の

文

を

挙

げ

て

考

察

し

て

い

る

。 

こ

の

信

心

を

え

が

た

き

こ

と

を

、
『

経

』

に

は

、
「

極

難

信

法

」

と

の

た

ま

へ

り

。

し

か

れ

ば

『

大

経

』

に

は

、
「

若

聞

斯

経 

信

楽

受

持 

難

中

之

難 

無

過

此

難

」

と

を

し

へ

た

ま

へ

り

。

こ

の

文

の

こ

こ

ろ

は

、
「

も

し

こ

の

『

経

』

を

聞

き

て

信

ず

る

こ

と

、

難

き

が

な

か

に

難

し

、

こ

れ

に

す

ぎ

て

難

き

こ

と

な

し

」

と

の

た

ま

へ

る

御

の

り

な

り

。

釈

迦

牟

尼

如

来

は

、

五

濁

悪

世

に

出

で

て

こ

の

難

信

の

法

を

行

じ

て

無

上

涅

槃

に

い

た

る

と

説

き

た

ま

ふ

。

さ

て

、

こ

の

智

慧

の

名

号

を

濁

悪

の

衆

生

に

あ

た

へ

た

ま

ふ

と

の

た

ま

へ

り

。

十

方

諸

仏

の

証

誠

、

恒

沙

如

来

の

護

念

、

ひ

と

へ

に

真

実

信

心

の

ひ

と

の

た

め

な

り

。

釈

迦

は

慈

父

、

弥

陀

は

悲

母

な

り

。

わ

れ

ら

が

ち

ち

・

は

は

、

種

々

の

方

便

を

し

て

無

上

の

信

心

を

ひ

ら

き

お

こ

し

た

ま

へ

る

な

り

と

し

る

べ

し

と

な

り

。

お

ほ

よ

そ

過

去

久

遠

に

三

恒

河

沙

の

諸

仏

の

世

に

出

で

た

ま

ひ

し

み

も

と

に

し

て

、

自

力

の

菩

提

心

を

お

こ

し

き

。

恒

沙

の

善

根

を

修

せ

し

に

よ

り

て

、

い

ま

願

力

に

ま

う

あ

ふ

こ

と

を

得

た

り

。

他

力

の

三

信

心

を

え

た

ら

ん

ひ

と
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は

、

ゆ

め

ゆ

め

余

の

善

根

を

そ

し

り

、

余

の

仏

聖

を

い

や

し

う

す

る

こ

と

な

か

れ

と

な

り

。
（
『

注

釈

版

』

七

一

二

～

七

一

三

頁

） 

佐

々

木

氏

に

よ

る

と

、

こ

の

文

で

は

『

大

経

』

か

ら

引

用

し

て

、

信

心

と

は

大

菩

提

心

で

あ

り

、

大

悲

心

で

あ

る

こ

と

が

強

調

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

を

承

け

て

、

こ

こ

で

は

信

心

が

わ

れ

わ

れ

衆

生

の

自

力

で

は

獲

得

す

る

の

が

困

難

で

あ

り

、

極

難

信

で

あ

る

こ

と

が

表

現

さ

れ

る

。

わ

れ

わ

れ

衆

生

に

は

信

じ

が

た

い

如

来

の

名

号

を

、

教

え

に

出

会

っ

て

い

な

い

濁

悪

の

衆

生

に

与

え

る

た

め

に

、

十

方

諸

仏

の

証

誠

や

恒

沙

如

来

の

護

念

が

あ

る

の

だ

と

説

い

て

い

る

。

そ

し

て

、

わ

れ

わ

れ

衆

生

が

願

力

に

出

会

い

、

他

力

の

信

心

を

獲

得

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

は

、

過

去

世

の

菩

提

心

や

恒

沙

の

善

根

の

た

め

で

あ

り

、

そ

れ

が

善

因

縁

と

し

て

の

宿

善

で

あ

る

と

位

置

づ

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。 

親

鸞

は

、

信

心

と

い

う

の

は

獲

得

す

る

の

が

難

し

い

も

の

で

あ

る

と

断

定

し

、

濁

悪

の

凡

夫

で

あ

る

私

た

ち

が

本

来

獲

得

で

き

る

は

ず

の

な

い

信

心

を

獲

得

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

は

、

阿

弥

陀

如

来

が

、

私

た

ち

に

は

思

い

は

か

れ

な

い

ほ

ど

の

善

行

を

積

み

重

ね 

て

く

だ

さ

っ

た

か

ら

で

あ

る

と

共

に

述

べ

て

い

る

。

親

鸞

は

そ

れ

を

宿

善

の

賜

物

で

あ

る

と

考

え

て

い

る

の

で

あ

る

。 

如

来

に

よ

っ

て

恒

沙

の

善

根

が

修

め

ら

れ

、

私

た

ち

衆

生

は

本

願

力

に

よ

っ

て

往

生

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る

。

衆

生

が

往

生

で

き

る

の

は

本

願

の

も

つ

は

た

ら

き

で

あ

る

の

は

明

白

で

あ

る

。 

 

第

二

節 

親

鸞

の

宿

業

観 

こ

こ

で

は

、
『

歎

異

抄

』

第

十

三

条

よ

り

親

鸞

の

宿

業

観

を

考

察

し

、

自

分

な

り

に

親

鸞

の

宿

業

思

想

を

ま

と

め

る

。 
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『

歎

異

抄

』

第

十

三

条

に

は

次

の

よ

う

な

文

章

が

あ

る

。 
・

願

に

ほ

こ

り

て

つ

く

ら

ん

罪

も

、

宿

業

の

も

よ

ほ

す

ゆ

ゑ

な

り

さ

れ

ば

善

き

こ

と

も

悪

し

き

こ

と

も

業

縁

に

さ

し

ま

か

せ

て

、

ひ

と

へ

に

本

願

を

た

の

み

ま

ゐ

ら

す

れ

ば

こ

そ

他

力

に

て

は

候

へ

。
（
『

注

釈

版

』

八

四

四

頁

） 

・

な

に

ご

と

も

こ

こ

ろ

に

ま

か

せ

た

る

こ

と

な

ら

ば

、

往

生

の

た

め

に

千

人

こ

ろ

せ

と

い

は

ん

に

、

す

な

は

ち

こ

ろ

す

べ

し

。

し

か

れ

ど

も

、

一

人

に

て

も

か

な

ひ

ぬ

べ

き

業

縁

な

き

に

よ

り

て

、

害

せ

ざ

る

な

り

。

わ

が

こ

こ

ろ

の

よ

く

て

こ

ろ

さ

ぬ

に

は

あ

ら

ず

。

ま

た

害

せ

じ

と

お

も

ふ

と

も

、

百

人

・

千

人

を

こ

ろ

す

こ

と

も

あ

る

べ

し

（
『

注

釈

版

』

八

四

三

頁

） 

私

は

、

こ

の

文

章

は

、

解

釈

次

第

で

は

親

鸞

が

持

っ

て

い

た

宿

業

論

が

運

命

論

に

転

じ

て

し

ま

う

の

で

は

な

い

か

と

感

じ

て

い

る

。

特

に

こ

の

文

の

考

察

は

、

釈

徹

宗

氏

の

『

図

解

で

や

さ

し

く

わ

か

る

親

鸞

の

教

え

と

歎

異

抄

』

や

三

明

智

彰

氏

の

『

歎

異

抄

講

義 

下

巻

』
、

幡

谷

明

氏

の

『

親

鸞

に

お

け

る

宿

業

の

問

題

』

を

参

考

に

、

じ

っ

く

り

行

っ

て

い

き

た

い

。

私

は

、

宿

業

論

は

序

文

で

述

べ

た

よ

う

な

「

現

世

を

あ

き

ら

め

さ

せ

、

現

状

を

甘

ん

じ

て

受

け

入

れ

さ

せ

よ

う

」

と

い

う

運

命

論

で

は

な

い

と

考

え

る

。 

こ

の

節

に

て

宿

業

論

と

は

何

か

を

明

確

に

し

て

い

き

た

い

。

な

お

、

本

稿

で

は

テ

ー

マ

の

都

合

上

、
『

歎

異

抄

』

第

十

三

条

の

特

に

宿

業

や

業

縁

に

関

わ

っ

て

く

る

部

分

を

抜

粋

し

、

大

き

く

三

つ

に

分

け

、

順

に

考

察

し

て

い

く

。 

①

弥

陀

の

本

願

不

思

議

に

お

は

し

ま

せ

ば

と

て

、

悪

を

お

そ

れ

ざ

る

は

、

ま

た

本

願

ぼ

こ

り

と

て

、

往

生

か

な

ふ

べ

か

ら

ず

と

い

ふ

こ

と

。

こ

の

条

、

本

願

を

疑

ふ

、

善

悪

の

宿

業

を

こ

こ

ろ

え

ざ

る

な

り

。

よ

き

こ

こ

ろ

の

お

こ

る

も

、

宿

善

の

も

よ

ほ

す

ゆ

ゑ

な

り

。

悪

事

の

お

も

は

れ

せ

ら

る

る

も

、

悪

業

の

は

か

ら

ふ

ゆ

ゑ

な

り

。

故

聖

人

（

親

鸞

）

の

仰

せ

に

は

、
「

卯

毛

・

羊

毛

の

さ

き

に

ゐ

る

ち

り

ば

か

り

も

つ

く

る

罪

の

、

宿

業

に

あ

ら

ず

と

い

ふ

こ

と

な

し

と

し

る

べ

し

」

と

候

ひ

き

。
（
『

注

釈

版

』 
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八

四

二

頁

）  
『

歎

異

抄

』

第

十

三

条

の

前

半

で

は

、

阿

弥

陀

仏

の

本

願

の

は

た

ら

き

に

は

不

可

思

議

な

力

が

あ

る

と

い

っ

て

わ

ざ

と

悪

を

犯

す

人

を

本

願

ぼ

こ

り

と

批

判

し

、
「

本

願

力

に

甘

え

て

悪

い

こ

と

を

す

る

よ

う

で

は

往

生

で

き

な

い

。
」

と

戒

め

る

こ

と

が

異

義

で

あ

る

と

説

か

れ

て

い

る

。

こ

の

本

願

ぼ

こ

り

へ

の

批

判

が

異

義

で

あ

る

の

は

、

本

願

を

疑

う

こ

と

で

あ

り

、

善

悪

の

宿

業

を

心

得

て

い

な

い

た

め

で

あ

る

。

善

い

心

が

お

こ

る

の

は

、

過

去

の

世

の

善

い

行

い

が

そ

う

さ

せ

る

か

ら

で

あ

る

。

ま

た

悪

い

こ

と

を

考

え

、

そ

れ

を

し

て

し

ま

う

の

も

、

過

去

の

世

の

悪

い

行

い

が

は

た

ら

き

か

け

る

か

ら

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

読

み

取

れ

る

。 

こ

こ

で

、

善

悪

の

宿

業

と

は

何

か

を

、

善

悪

の

「

心

」

に

注

目

し

て

、

幡

谷

氏

と

三

明

氏

そ

れ

ぞ

れ

の

前

掲

書

を

参

考

に

考

え

た

い

。

幡

谷

氏

は

、

善

悪

の

宿

業

に

つ

い

て

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

〇

幡

谷

氏

の

解

釈

（
『

親

鸞

に

お

け

る

宿

業

の

問

題

』

よ

り

） 

『

歎

異

抄

』

で

は

、

私

た

ち

の

善

悪

の

心

や

そ

の

行

動

を

引

き

起

こ

す

の

は

す

べ

て

宿

業

に

よ

る

と

説

か

れ

る

。

こ

れ

は

私

た

ち

の

自

由

意

思

を

全

面

的

に

否

定

す

る

が

ご

と

き

徹

底

し

た

内

観

で

あ

り

、
『

歎

異

抄

』

独

自

の

も

の

で

あ

る

と

い

わ

れ

て

き

た

。

佛

教

に

お

い

て

は

、

現

在

に

お

い

て

受

け

る

苦

楽

・

無

記

の

果

報

は

過

去

の

宿

業

に

よ

る

も

の

で

あ

る

と

説

か

れ

て

き

た

。

一

方

『

歎

異

抄

』

で

は

、

現

在

の

私

た

ち

が

持

つ

善

悪

の

心

の

は

た

ら

き

を

も

宿

業

に

よ

る

と

説

き

、

宿

業

説

を

さ

ら

に

一

歩

お

し

進

め

た

も

の

と

い

え

る

。 

し

か

し

、

そ

れ

は

決

定

論

と

殆

ど

変

わ

ら

な

い

こ

と

に

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

だ

ろ

う

。…
…

『

歎

異

抄

』

の

立

場

か

ら

す

れ

ば

、

現

実

に

お

け

る

私

た

ち

の

自

由

も

、

根

本

的

に

は

宿

業

の

身

に

お

け

る

自

由

で

あ

っ

て

、

私

た

ち

の

自

由

は

絶

対

的

な

も

の
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で

は

あ

り

え

な

い

こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う

。

私

た

ち

は

煩

悩

具

足

の

凡

夫

で

あ

り

、

罪

悪

深

重

の

衆

生

で

あ

る

か

ら

、

私

た

ち

の

起

こ

す

善

悪

の

心

や

行

動

は

業

縁

の

下

で

の

も

の

で

し

か

な

い

と

示

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。 

し

か

し

『

歎

異

抄

』

十

三

条

で

は

、

自

由

意

思

そ

の

も

の

を

直

接

否

定

す

る

教

え

を

説

い

て

い

る

の

で

は

な

い

。

私

た

ち

が

生

き

て

い

く

の

は

、

自

由

意

思

が

う

ま

く

い

く

と

は

限

ら

な

い

現

実

人

生

で

あ

り

、

そ

れ

は

私

た

ち

が

業

縁

の

世

界

に

生

き

る

宿

業

の

身

で

あ

る

か

ら

だ

と

説

い

て

い

る

の

だ

。 

こ

の

よ

う

に

幡

谷

氏

は

、
『

歎

異

抄

』

に

説

か

れ

て

い

る

、

私

た

ち

が

起

こ

す

善

悪

の

心

や

行

動

が

宿

業

に

よ

る

も

の

で

あ

る

と

い

う

宿

業

論

は

ほ

と

ん

ど

決

定

論

と

変

わ

ら

な

い

と

述

べ

て

い

る

。

し

か

し

、
『

歎

異

抄

』

は

私

た

ち

が

持

つ

自

由

意

思

を

全

面

的

に

否

定

し

て

い

る

の

で

は

な

い

。

私

た

ち

が

生

き

る

現

実

世

界

で

自

分

の

意

志

の

思

う

ま

ま

に

な

ら

な

い

・

で

き

な

い

の

は

、

業

縁

の

下

で

生

き

て

い

る

か

ら

で

、

私

た

ち

が

善

き

人

で

あ

ろ

う

と

心

が

け

て

も

う

ま

く

は

い

か

な

い

も

の

だ

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

の

だ

と

考

察

し

て

い

る

。 

幡

谷

氏

の

前

掲

書

で

は

、
『

歎

異

抄

』

第

十

三

条

は

決

定

論

と

変

わ

ら

な

い

こ

と

が

説

か

れ

る

と

い

う

よ

う

な

極

端

だ

と

思

わ

れ

る

表

現

が

さ

れ

る

が

、

だ

か

ら

こ

そ

私

た

ち

は

業

縁

の

下

で

生

き

て

い

る

の

だ

と

自

覚

す

る

重

要

性

を

読

み

取

っ

た

。 

次

に

、

三

明

氏

の

善

悪

の

宿

業

に

つ

い

て

前

掲

書

か

ら

み

て

い

く

。 

〇

三

明

氏

の

考

察 

宿

業

に

は

善

悪

が

あ

り

、

善

い

宿

業

が

宿

善

で

あ

る

。
『

歎

異

抄

』

で

は

そ

れ

を

「

よ

き

こ

こ

ろ

の

お

こ

る

も

、

宿

善

の

も

よ

ほ

す

ゆ

え

な

り

」

と

い

わ

れ

た

。

善

い

心

と

は

、

例

え

ば

正

直

な

心

と

か

、

約

束

を

守

ろ

う

と

す

る

心

と

か

、

人

を

思

い

や

る

心

と
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か

、

人

の

悪

口

を

言

わ

な

い

と

か

、

人

の

善

い

行

い

を

褒

め

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

な

善

い

心

が

起

こ

っ

て

く

る

の

は

、

宿

善

が

も

よ

お

し

た

か

ら

で

あ

る

と

説

か

れ

る

。

で

は

、
「

も

よ

お

す

」

と

は

ど

の

よ

う

な

こ

と

か

。
「

も

よ

お

す

」

と

い

う

の

は

、

自

分

の

意

思

決

定

と

は

違

う

と

い

う

と

き

に

い

わ

れ

る

。

自

分

の

意

思

決

定

で

は

善

い

心

を

「

も

よ

お

す

」

こ

と

は

で

き

ず

、

善

い

心

が

起

こ

る

の

は

、

善

の

宿

業

が

も

よ

お

し

た

か

ら

で

あ

る

。 

今

度

は

反

対

に

「

悪

事

の

お

も

わ

れ

せ

ら

る

る

も

、

悪

業

の

は

か

ら

う

ゆ

え

な

り

」

と

説

か

れ

、

悪

い

こ

と

を

思

う

よ

う

に

さ

せ

ら

れ

る

の

も

、

悪

の

宿

業

の

は

か

ら

う

ゆ

え

で

あ

る

と

い

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

悪

い

心

と

い

う

の

は

、

殺

す

と

か

、

盗

む

と

か

、

邪

淫

や

わ

が

ま

ま

勝

手

な

怒

り

や

人

の

悪

口

を

い

う

心

だ

。

ま

た

欲

し

い

と

い

う

心

も

、

悪

い

心

で

あ

る

。
「

今

日

一

日

ず

っ

と

笑

っ

て

過

ご

そ

う

」

と

思

っ

て

も

、

で

き

る

と

は

限

ら

な

い

。

逆

に

「

悪

い

こ

と

を

考

え

よ

う

」

と

思

っ

て

も

、

実

際

に

悪

い

こ

と

を

思

う

の

は

難

し

い

。

つ

ま

り

悪

い

心

は

、

悪

の

宿

業

が

は

か

ら

う

せ

い

で

起

こ

る

の

だ

と

い

う

。

そ

う

い

う

悪

い

こ

と

は

「

お

も

わ

れ

せ

ら

る

る

」
（

思

わ

れ

て

く

る

よ

う

に

さ

せ

ら

れ

る

）

も

の

で

あ

り

、

こ

れ

は

悪

業

の

は

か

ら

う

ゆ

え

で

あ

る

。 

三

明

氏

は

、

先

述

し

た

『

歎

異

抄

』

の

①

か

ら

、

自

分

の

意

志

が

あ

る

と

は

い

っ

て

も

、

善

い

心

も

悪

い

心

も

思

い

通

り

に

起

こ

せ

る

わ

け

で

は

な

い

と

い

う

こ

と

を

「
（

よ

き

こ

こ

ろ

が

）

も

よ

お

す

」

や

「
（

悪

い

こ

と

が

）

お

も

わ

れ

せ

ら

る

る

」

と

い

う

表

現

か

ら

読

み

取

っ

て

い

る

。

善

い

心

が

起

こ

る

の

は

、

私

た

ち

が

善

い

振

る

舞

い

を

し

よ

う

と

思

う

か

ら

起

こ

る

の

で

は

な

く

、

善

い

心

が

も

よ

お

さ

れ

る

よ

う

な

善

い

宿

業

が

あ

る

か

ら

で

、

悪

い

心

が

起

こ

る

の

は

、

そ

の

心

を

起

こ

さ

せ

る

よ

う

な

宿

業

が

あ

る

か

ら

だ

と

解

釈

し

て

い

る

。

そ

し

て

そ

れ

は

、

私

た

ち

が

業

縁

の

下

で

生

き

て

い

る

か

ら

で

あ

る

と

い

う

こ

と

も

明

ら

か

に

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。 
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次

に

、

第

十

三

条

の

唯

円

と

親

鸞

の

対

話

の

場

面

に

移

る

。 
②

ま

た

あ

る

と

き

、
「

唯

円

房

は

わ

が

い

ふ

こ

と

を

ば

信

ず

る

か

」

と

、

仰

せ

の

候

ひ

し

あ

ひ

だ

、
「

さ

ん

候

ふ

」

と

、

申

し

候

ひ

し

か

ば

、
「

さ

ら

ば

、

い

は

ん

こ

と

た

が

ふ

ま

じ

き

か

」

と

、

か

さ

ね

て

仰

せ

の

候

ひ

し

あ

ひ

だ

、

つ

つ

し

ん

で

領

状

申

し

て

候

ひ

し

か

ば

、
「

た

と

へ

ば

ひ

と

千

人

こ

ろ

し

て

ん

や

、

し

か

ら

ば

往

生

は

一

定

す

べ

し

」

と

、

仰

せ

候

ひ

し

と

き

、
「

仰

せ

に

て

は

候

へ

ど

も

、

一

人

も

こ

の

身

の

器

量

に

て

は

、

こ

ろ

し

つ

べ

し

と

も

お

ぼ

え

ず

候

ふ

」

と

、

申

し

て

候

ひ

し

か

ば

、

「

さ

て

は

い

か

に

親

鸞

が

い

ふ

こ

と

を

た

が

ふ

ま

じ

き

と

は

い

ふ

ぞ

」

と

。
「

こ

れ

に

て

し

る

べ

し

。

な

に

ご

と

も

こ

こ

ろ

に

ま

か

せ

た

る

こ

と

な

ら

ば

、

往

生

の

た

め

に

千

人

こ

ろ

せ

と

い

は

ん

に

、

す

な

は

ち

こ

ろ

す

べ

し

。

し

か

れ

ど

も

、

一

人

に

て

も

か

な

ひ

ぬ

べ

き

業

縁

な

き

に

よ

り

て

、

害

せ

ざ

る

な

り

。

わ

が

こ

こ

ろ

の

よ

く

て

こ

ろ

さ

ぬ

に

は

あ

ら

ず

。

ま

た

害

せ

じ

と

お

も

ふ

と

も

、

百

人

・

千

人

を

こ

ろ

す

こ

と

も

あ

る

べ

し

」

と

、

仰

せ

の

候

ひ

し

か

ば

、

わ

れ

ら

が

こ

こ

ろ

の

よ

き

を

ば

よ

し

と

お

も

ひ

、

悪

し

き

こ

と

を

ば

悪

し

と

お

も

ひ

て

、

願

の

不

思

議

に

て

た

す

け

た

ま

ふ

と

い

ふ

こ

と

を

し

ら

ざ

る

こ

と

を

、

仰

せ

の

候

ひ

し

な

り

。
『

注

釈

版

』

八

四

二

～

八

四

三

頁

） 

親

鸞

が

唯

円

に

「

人

を

千

人

殺

し

て

み

よ

。

そ

う

す

れ

ば

往

生

は

間

違

い

な

い

ぞ

。
」

と

問

う

部

分

で

あ

る

。

唯

円

は

「

と

て

も

私

の

器

量

で

は

、

殺

す

こ

と

が

で

き

る

と

は

思

え

ま

せ

ん

。
」

と

答

え

た

。

そ

れ

に

対

し

て

親

鸞

は

「

こ

れ

で

わ

か

る

で

あ

ろ

う

。

何

で

も

自

分

の

心

の

ま

ま

に

で

き

る

な

ら

ば

、

浄

土

に

往

生

す

る

た

め

に

千

人

を

殺

せ

と

命

じ

ら

れ

れ

ば

、

す

ぐ

に

人

を

殺

す

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

実

際

は

そ

の

心

の

ま

ま

に

殺

す

こ

と

は

出

来

な

い

。

そ

れ

は

思

い

通

り

に

人

を

殺

す

業

縁

が

な

い

か

ら

で

あ

る

。

自

分

の

心

が

善

い

か

ら

殺

さ

な

い

の

で

は

な

い

。

ま

た

、

殺

さ

な

い

と

思

っ

て

い

て

も

、

百

人

、

千

人

を

殺

し

て

し

ま

う

こ

と

も

あ 
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る

の

だ

。
」

と

説

い

た

。 
こ

の

部

分

は

、

解

釈

の

向

き

を

変

え

る

と

「

で

は

、

自

分

の

意

志

に

関

係

な

く

人

を

殺

す

宿

命

に

あ

る

者

は

人

を

殺

し

て

し

ま

う

の

で

は

な

い

か

。

人

を

殺

す

業

縁

の

下

に

あ

る

者

に

と

っ

て

、

人

を

殺

さ

な

い

と

い

う

意

志

は

無

意

味

で

は

な

い

の

か

。
」

と

考

え

ら

れ

る

場

合

も

あ

る

。

こ

の

解

釈

は

、

前

述

し

た

「

何

で

も

自

分

の

心

の

ま

ま

に

で

き

る

な

ら

ば

、

往

生

の

た

め

に

千

人

を

殺

せ

と

命

じ

ら

れ

れ

ば

、

す

ぐ

に

人

を

殺

す

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

実

際

は

殺

す

こ

と

は

出

来

な

い

。

そ

れ

は

思

い

通

り

に

人

を

殺

す

業

縁

が

な

い

か

ら

で

あ

る

。
」

と

い

う

こ

と

を

逆

説

的

に

述

べ

た

も

の

で

あ

る

。

こ

の

千

人

を

殺

す

例

え

で

親

鸞

が

唯

円

に

伝

え

た

か

っ

た

こ

と

を

、

釈

氏

や

三

明

氏

の

前

掲

書

か

ら

考

察

し

て

い

き

た

い

。 

〇

釈

氏

の

考

察

（
『

図

解

で

や

さ

し

く

わ

か

る

親

鸞

の

教

え

と

歎

異

抄

』

よ

り

） 

こ

の

条

を

宿

命

論

で

解

釈

す

る

向

き

が

あ

り

ま

す

。

千

人

殺

せ

な

い

の

は

た

ま

た

ま

そ

う

い

う

宿

命

に

な

い

か

ら

で

、

そ

う

い

う

宿

命

に

あ

れ

ば

殺

し

て

し

ま

う

の

が

人

間

だ

と

。

そ

し

て

、

確

か

に

そ

の

よ

う

な

ニ

ュ

ア

ン

ス

で

語

ら

れ

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

こ

こ

で

問

題

に

な

る

の

は

、

明

ら

か

に

人

間

の

持

つ

闇

の

自

覚

だ

と

思

う

の

で

す

。

ど

れ

ほ

ど

誠

実

に

念

仏

者

の

道

を

歩

ん

で

い

て

も

、

一

歩

間

違

う

と

人

を

殺

す

か

も

し

れ

な

い

。

そ

れ

が

私

と

い

う

存

在

で

は

な

い

の

か

。

こ

の

よ

う

な

厳

し

い

問

い

に

裏

打

ち

さ

れ

た

も

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

こ

の

身

が

あ

る

限

り

、

状

況

に

よ

っ

て

は

何

を

し

で

か

す

か

わ

か

ら

な 

い

。

そ

う

し

た

人

間

の

本

性

へ

の

肉

迫

と

読

む

べ

き

で

は

な

い

か

と

思

い

ま

す

。
（

６

） 

 

釈

氏

の

考

察

か

ら

、

先

述

し

た

②

の

部

分

か

ら

は

、

人

間

と

は

状

況

次

第

で

何

を

し

で

か

す

か

分

か

ら

な

い

も

の

だ

と

い

う

こ

と 

を

読

み

取

る

の

が

最

も

重

要

で

あ

る

と

解

釈

す

る

。 
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『

歎

異

抄

』

第

十

三

条

の

冒

頭

で

は

、

本

願

ぼ

こ

り

に

甘

え

て

悪

事

を

起

こ

す

こ

と

を

恐

れ

な

い

者

を

批

判

す

る

者

に

対

し

て

批

判

が

さ

れ

て

い

る

。

本

願

に

甘

ん

じ

て

悪

事

を

は

た

ら

く

者

を

戒

め

る

者

は

、

一

見

正

し

い

こ

と

を

し

て

い

る

よ

う

に

見

え

る

。

こ

の

よ

う

な

者

が

批

判

さ

れ

る

の

は

、

善

い

振

る

舞

い

で

な

い

と

浄

土

に

往

生

で

き

な

い

・

救

わ

れ

な

い

と

考

え

て

い

る

た

め

で

あ

る

。

私

た

ち

が

救

わ

れ

る

か

ど

う

か

は

、

私

た

ち

が

決

め

た

善

悪

の

基

準

に

よ

っ

て

決

ま

る

の

で

は

な

く

、

本

願

に

よ

っ

て

決

め

ら

れ

る

の

で

あ

る

。 

そ

し

て

、

本

願

ぼ

こ

り

を

戒

め

る

者

で

も

状

況

に

よ

っ

て

は

人

を

殺

す

か

も

し

れ

な

い

し

、

本

願

ぼ

こ

り

に

甘

え

て

悪

い

こ

と

を

企

て

る

者

も

、

実

際

に

は

自

分

の

縁

に

な

い

よ

う

な

悪

さ

は

で

き

な

い

。

こ

の

よ

う

な

意

味

で

、

私

た

ち

が

業

縁

の

下

に

生

き

る

人

間

で

あ

る

以

上

は

、

何

を

し

で

か

す

か

分

か

ら

な

い

と

い

う

こ

と

を

自

覚

す

る

の

が

重

要

で

あ

る

。 

〇

三

明

氏

の

解

釈

（
『

歎

異

抄

講

義 

下

巻

』

よ

り

） 

殺

す

ま

い

と

思

っ

て

も

殺

し

て

し

ま

う

と

い

う

こ

と

が

人

間

に

は

あ

る

の

で

す

ね

。

綿

密

に

計

画

を

立

て

て

殺

す

と

い

う

よ

う

な

事

件

も

あ

り

ま

す

が

、

と

っ

さ

の

間

に

何

人

も

殺

し

て

し

ま

っ

た

と

い

う

事

件

も

ず

い

ぶ

ん

あ

り

ま

す

。

ブ

レ

ー

キ

を

踏

む

の

が

遅

れ

た

と

か

、

ボ

タ

ン

の

押

し

場

所

を

間

違

え

た

だ

け

で

、

何

人

も

の

人

が

亡

く

な

っ

て

し

ま

う

場

合

も

あ

る

の

で

す

。

殺

す

ま

い

と

思

っ

て

も

、

百

人

、

千

人

を

殺

す

こ

と

も

あ

る

の

で

す

。

心

の

善

し

悪

し

で

殺

し

た

り

殺

さ

な

か

っ

た

り

す

る

と

い

う

こ

と

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

そ

れ

ゆ

え

に

私

た

ち

の

悩

み

も

苦

し

み

も

、

な

か

な

か

尽

き

な

い

の

で

す

。

そ

ん

な

つ

も

り

で

は

な

か

っ

た

。

そ

れ

な

の

に

こ

う

な

っ

て

し

ま

っ

た

と

い

う

よ

う

な

こ

と

が

た

く

さ

ん

あ

る

。…
…

そ

の

よ

う

な

問

題

を

、

親 

鸞

聖

人

は

い

っ

て

お

ら

れ

る

の

だ

と

思

い

ま

す

。
（

７

） 
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三

明

氏

の

考

察

か

ら

も

、

私

た

ち

が

生

き

る

の

は

、

自

分

の

思

い

通

り

に

い

か

な

い

場

合

も

多

い

現

実

世

界

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

読

み

取

れ

る

。

思

い

通

り

に

い

か

な

い

の

は

、

や

は

り

私

た

ち

が

業

縁

の

下

で

生

き

て

い

る

か

ら

だ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

 

次

の

部

分

に

移

る

。 

③

願

に

ほ

こ

り

て

つ

く

ら

ん

罪

も

、

宿

業

の

も

よ

ほ

す

ゆ

ゑ

な

り

。

さ

れ

ば

善

き

こ

と

も

悪

し

き

こ

と

も

業

報

に

さ

し

ま

か

せ

て

、

ひ

と

へ

に

本

願

を

た

の

み

ま

ゐ

ら

す

れ

ば

こ

そ

、

他

力

に

て

は

候

へ

。
『

唯

信

抄

』

に

も

、
「

弥

陀

い

か

ば

か

り

の

ち

か

ら

ま

し

ま

す

と

し

り

て

か

、

罪

業

の

身

な

れ

ば

す

く

は

れ

が

た

し

と

お

も

ふ

べ

き

」

と

候

ふ

ぞ

か

し

。

本

願

に

ほ

こ

る

こ

こ

ろ

の

あ

ら

ん

に

つ

け

て

こ

そ

、

他

力

を

た

の

む

信

心

も

決

定

し

ぬ

べ

き

こ

と

に

て

候

へ

。
（
『

注

釈

版

』

八

四

四

頁

） 

阿

弥

陀

仏

の

本

願

の

は

た

ら

き

に

甘

え

て

つ

く

る

罪

も

、

過

去

の

行

い

が

そ

の

よ

う

に

さ

せ

て

い

る

の

だ

。

だ

か

ら

、

善

い

行

い

も

悪

い

行

い

も

す

べ

て

過

去

世

の

縁

に

任

せ

、

た

だ

ひ

た

す

ら

に

本

願

の

は

た

ら

き

に

身

を

ゆ

だ

ね

る

か

ら

こ

そ

、

他

力

な

の

で

あ

る

。
『

唯

信

鈔

』

に

も

、
「

阿

弥

陀

仏

に

ど

れ

だ

け

の

は

た

ら

き

が

あ

る

か

を

知

っ

た

う

え

で

、

罪

深

い

身

で

あ

る

か

ら

救

わ

れ

な

い

と

思

う

の

だ

ろ

う

か

。
」

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

本

願

を

ほ

こ

る

心

が

あ

る

か

ら

こ

そ

、

他

力

に

身

を

ゆ

だ

ね

る

信

心

が

定

ま

る

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

、

こ

の

よ

う

な

こ

と

が

説

か

れ

て

い

る

。 

 

私

は

こ

の

部

分

の

「

願

に

ほ

こ

り

て

つ

く

ら

ん

罪

も

、

宿

業

の

も

よ

ほ

す

ゆ

ゑ

な

り

。

さ

れ

ば

善

き

こ

と

も

悪

し

き

こ

と

も

業

報

に

さ

し

ま

か

せ

て

、

ひ

と

へ

に

本

願

を

た

の

み

ま

ゐ

ら

す

れ

ば

こ

そ

、

他

力

に

て

は

候

へ

。
」

に

特

に

注

目

し

た

い

。

こ

の

部

分

は

、

自

分

の

意

志

で

善

い

行

い

や

悪

い

行

い

を

し

よ

う

と

し

て

も

縁

に

よ

っ

て

で

き

な

い

な

ら

ば

、

自

由

意

思

な

ど

存

在

し

な

い

の

で

は

な

い

か

と

考

え

て

し

ま

う

の

で

あ

る

。

こ

の

部

分

も

、

釈

氏

や

三

明

氏

の

前

掲

書

を

取

り

上

げ

て

考

察

し

た

い

。 
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〇

釈

氏

の

考

察 
こ

こ

で

気

に

な

る

の

は

、

唯

円

の

考

え

が

、
「

自

分

が

善

人

だ

か

ら

い

い

こ

と

を

す

る

の

で

は

な

く

、

あ

る

い

は

悪

人

だ

か

ら

悪

い

こ

と

を

す

る

の

で

は

な

く

て

、

す

べ

て

は

縁

に

よ

っ

て

起

こ

る

の

で

、

自

分

の

意

志

で

は

ど

う

に

も

な

ら

な

い

」

と

い

う

運

命

論

の

よ

う

な

論

調

に

な

っ

て

い

る

点

で

す

。…
…

親

鸞

は

、

自

分

が

ど

れ

ほ

ど

一

生

懸

命

仏

道

を

歩

ん

で

い

て

も

、

何

か

の

契

機

に

よ

っ

て

は

、

悪

に

手

を

染

め

て

し

ま

う

と

い

う

自

覚

を

ず

っ

と

持

ち

続

け

た

人

で

す

。

何

が

善

で

何

が

悪

か

、

自

分

に

は

分

か

ら

な

い

と

告

白

す

る

親

鸞

の

思

想

を

表

現

し

よ

う

と

、

唯

円

は

い

ろ

い

ろ

と

工

夫

し

て

い

る

よ

う

に

見

え

ま

す

。

と

に

か

く

、
「

本

願

ぼ

こ

り

の

人

」

も

、
「

本

願

ぼ

こ

り

を

批

判

す

る

人

」

も

、

唯

円

の

目

か

ら

み

れ

ば

、

本

当

に

本

願

の

は

た

ら

き

に

身

を

ゆ

だ

ね

て

い

な

い

、

と

映

っ

た

の

で

し

ょ

う

。
（

８

）  

 

こ

の

部

分

は

、
『

歎

異

抄

』

に

説

か

れ

て

い

る

言

葉

の

通

り

に

受

け

止

め

る

な

ら

ば

、

私

た

ち

人

間

は

宿

縁

に

操

ら

れ

る

存

在

だ

と

い

え

る

。

し

か

し

、

先

述

し

た

釈

氏

の

考

察

か

ら

、
「

願

に

ほ

こ

り

て

つ

く

ら

ん

罪

も

・

・

・

」

と

い

う

部

分

を

読

む

際

に

は

、

親

鸞

の

人

間

観

を

把

握

し

て

い

る

こ

と

が

重

要

だ

と

理

解

し

た

。 

 

ま

た

、
『

歎

異

抄

』

第

十

三

条

は

、

本

願

に

甘

え

て

悪

事

を

は

た

ら

こ

う

と

す

る

者

を

批

判

し

、

善

き

振

る

舞

い

を

心

が

け

る

べ

き

で

あ

る

と

い

う

主

張

へ

の

批

判

が

主

題

で

あ

る

。

状

況

に

よ

っ

て

何

を

す

る

か

わ

か

ら

な

い

私

た

ち

の

自

由

意

志

で

は

、

そ

れ

ぞ

れ

が

持

つ

業

縁

の

域

を

超

え

た

善

い

行

い

や

悪

い

行

い

は

で

き

な

い

。

だ

か

ら

こ

そ

私

た

ち

の

業

縁

を

超

え

た

自

由

が

か

な

う

本

願

に

帰

命

せ

よ

と

い

う

こ

と

を

伝

え

た

い

の

で

あ

り

、

自

由

意

思

を

否

定

す

る

意

図

は

な

い

で

あ

ろ

う

と

考

察

し

た

。 

 

三

明

氏

は

、

現

実

人

生

で

の

善

悪

と

宿

業

に

つ

い

て

前

掲

書

に

て

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 
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三

明

氏

の

考

察 
善

い

こ

と

も

悪

い

こ

と

も

、

宿

業

の

結

果

な

の

で

す

。

で

す

か

ら

、

威

張

っ

た

り

、

卑

下

し

た

り

す

る

必

要

は

あ

り

ま

せ

ん

。

悪

い

こ

と

を

し

て

報

い

が

あ

る

な

ら

、

そ

れ

を

受

け

ま

す

と

い

う

気

持

ち

で

い

れ

ば

い

い

の

で

す

。…
…

体

を

持

っ

て

生

き

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

、

宿

業

の

結

晶

だ

と

い

う

こ

と

で

す

。…
…

善

い

こ

と

で

も

悪

い

こ

と

で

も

、

そ

う

い

う

こ

と

に

気

を

使

っ

て

、

気

を

も

ん

だ

り

、

威

張

っ

た

り

す

る

よ

り

も

、

私

が

で

き

る

大

事

な

こ

と

は

、

偏

に

本

願

に

帰

命

す

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

そ

う

な

っ

て

こ

そ

、

他

力

で

す

。
（

９

） 

こ

の

三

明

氏

の

考

察

か

ら

は

、

気

を

張

っ

て

善

い

自

分

で

い

よ

う

と

す

る

こ

と

も

、

悪

い

こ

と

を

し

て

し

ま

っ

た

か

ら

と

後

悔

す

る

こ

と

も

し

な

く

て

よ

い

の

だ

と

考

え

る

べ

き

だ

と

読

み

取

れ

る

。

善

い

こ

と

も

悪

い

こ

と

も

宿

業

の

結

果

だ

と

聞

く

と

、

で

は

自

由

意

思

は

な

い

の

か

と

考

え

ら

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

②

で

の

三

明

氏

の

考

察

で

も

述

べ

た

よ

う

に

、

自

由

意

思

で

行

動

し

た

と

し

て

も

、

人

間

は

ど

の

よ

う

な

ふ

る

ま

い

を

す

る

か

わ

か

ら

な

い

も

の

で

あ

る

。

私

は

、

人

間

が

自

由

意

思

で

行

動

し

た

と

し

て

も

、

そ

の

意

思

に

反

し

て

良

い

結

果

に

な

る

こ

と

も

悪

い

結

果

に

な

る

こ

と

も

あ

る

が

、

そ

の

自

由

意

思

の

間

に

合

わ

な

い

部

分

に

宿

業

が

関

わ

っ

て

く

る

の

だ

と

い

う

こ

と

が

重

要

だ

と

考

え

る

。 

第

二

節

で

は

、
『

歎

異

抄

』

第

十

三

条

に

み

ら

れ

る

宿

業

観

に

つ

い

て

み

て

き

た

。

親

鸞

は

、

宿

業

と

い

う

語

を

自

身

の

著

述

の 

中

で

用

い

て

い

な

い

が

、

親

鸞

自

身

が

持

つ

人

間

観

か

ら

、

私

達

が

業

縁

の

下

で

生

き

て

い

る

以

上

は

ど

の

よ

う

な

ふ

る

ま

い

を

す 

る

か

分

か

ら

な

い

も

の

で

あ

る

と

い

う

こ

と

、

だ

か

ら

こ

そ

本

願

に

帰

命

す

べ

き

だ

と

い

う

こ

と

を

『

歎

異

抄

』

か

ら

読

み

取

る

こ 

と

が

で

き

た

。 
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釈

氏

、

三

明

氏

、

幡

谷

氏

の

考

察

を

併

せ

て

見

て

き

た

結

果

、

私

は

こ

の

よ

う

な

結

論

に

達

し

た

。

善

い

心

も

悪

い

心

も

、

自

ら

の

意

思

に

よ

っ

て

起

こ

し

た

と

思

わ

れ

る

が

、

あ

く

ま

で

業

縁

が

引

き

起

こ

せ

る

範

囲

に

過

ぎ

な

い

。

現

実

に

は

自

由

意

思

が

あ

っ

て

も

う

ま

く

い

か

な

い

こ

と

が

多

く

あ

り

、

そ

れ

は

私

た

ち

の

過

去

世

の

行

い

が

関

わ

っ

て

く

る

の

だ

と

考

え

る

こ

と

が

大

切

だ

。

そ

れ

が

本

願

に

身

を

ゆ

だ

ね

る

と

い

う

こ

と

だ

。 

 

第

三

節 

善

悪

因

果

論

の

問

題 

 

「

被

差

別

の

身

で

あ

る

の

は

、

過

去

世

の

行

い

の

せ

い

で

あ

る

。
」

と

い

う

よ

う

に

、

宿

業

論

を

人

々

の

現

状

を

説

明

す

る

の

に

当

て

は

め

て

し

ま

う

こ

と

に

は

大

き

な

問

題

が

あ

る

。

こ

の

問

題

性

に

つ

い

て

、

櫻

部

建

氏

の

『

業

・

宿

業

の

思

想

』

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

業

に

よ

っ

て

自

分

が

決

定

さ

れ

て

お

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

も

、

過

去

の

業

が

現

在

の

自

分

を

規

定

し

て

お

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

で

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

そ

れ

は

自

分

の

人

生

を

全

面

的

に

規

定

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

く

て

、

自

分

の

受

け

た

境

遇

に

つ

い

て

そ

れ

を

過

去

の

業

の

報

い

と

し

て

自

分

に

生

じ

て

来

た

も

の

だ

と

受

け

と

る

と

い

う

こ

と

だ

け

で

あ

っ

て

、

過

去

の

業

が

現

在

の

自

分

の

行

動

を

制

限

す

る

も

の

で

も

な

け

れ

ば

、

現

在

の

自

分

の

意

志

を

支

配

す

る

も

の

で

も

な

い

の

で

す

ね

。…
…

過

去

の

自

分

の

行

為

が

現

在

の

自

分

の

意

志

や

行

動

を

縛

っ

て

し

ま

う

な

ど

と

考

え

る

の

は

、

恐

ろ

し

く

考

え

す

ぎ

な

ん

で

あ

り

ま

す

。
（

１

０

） 

自

分

の

身

の

上

の

境

遇

を

過

去

世

の

業

の

報

い

だ

と

受

け

止

め

る

の

は

正

し

い

が

、

そ

の

人

の

こ

れ

か

ら

の

人

生

を

否

定

し

現

世 
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を

あ

き

ら

め

さ

せ

る

の

は

不

適

切

だ

と

い

う

。 
実

際

に

江

戸

時

代

の

真

宗

門

徒

の

多

く

は

、

当

時

の

封

建

制

度

と

宿

業

の

教

え

に

よ

っ

て

現

世

を

善

く

生

き

る

こ

と

を

あ

き

ら

め

て

い

た

よ

う

に

思

え

る

。

西

田

真

因

氏

は

『

善

悪

因

果

論

の

問

題

性

に

つ

い

て

の

序

論

』

に

て

、

宿

業

の

教

学

と

差

別

を

結

び

付

け

る

こ

と

の

問

題

性

を

、

善

悪

因

果

論

の

視

点

か

ら

説

明

し

て

い

る

。 

前

掲

書

よ

り

、

①

な

ぜ

宿

善

論

が

現

世

の

不

幸

の

原

因

を

説

明

す

る

の

に

使

わ

れ

た

の

か

、

②

善

悪

因

果

論

の

何

が

問

題

だ

っ

た

の

か

と

い

う

こ

と

を

考

察

す

る

。

西

田

氏

は

、

論

文

に

お

い

て

次

の

よ

う

に

述

べ

る

。 

①

な

ぜ

宿

善

論

が

現

世

の

不

幸

の

原

因

を

説

明

す

る

の

に

使

わ

れ

た

の

か 

譬

え

ば

、

或

る

人

Ａ

が

金

持

ち

の

家

に

生

ま

れ

た

が

、

博

打

や

放

蕩

で

財

産

を

な

く

し

た

の

な

ら

ば

、

Ａ

の

没

落

の

因

果

は

Ａ

自

身

に

あ

り

、

悪

の

現

報

で

あ

る

と

い

え

る

。 

と

こ

ろ

が

、

は

じ

め

か

ら

或

る

人

Ｂ

は

王

家

に

生

ま

れ

、

或

る

人

Ａ

は

貧

乏

な

家

の

人

の

子

、

或

る

Ｃ

は

乞

食

を

し

て

い

る

人

の

子

と

し

て

生

ま

れ

た

と

す

れ

ば

、

誰

が

見

て

も

不

条

理

で

あ

る

。

な

ぜ

こ

の

子

は

乞

食

の

子

に

生

ま

れ

、

な

ぜ

あ

の

子

は

王

家

に

生

ま

れ

た

の

か

と

い

う

疑

問

が

出

て

く

る

。 

こ

こ

に

、

こ

の

世

で

は

な

い

「

前

世

」
・
「

宿

世

」

の

考

え

方

が

出

て

く

る

の

で

あ

る

。

人

間

は

因

果

と

い

う

認

識

パ

タ

ー

ン

を

使 

う

も

の

で

、

現

状

の

あ

る

状

態

を

結

果

と

し

て

捉

え

る

な

ら

ば

、

当

然

何

か

し

ら

の

原

因

を

探

求

す

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。 

②

善

悪

因

果

論

に

お

け

る

問

題

点 

問

題

点

は

主

に

四

つ

あ

る

。 
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第

一

に

、

前

世

の

行

為

と

現

世

の

状

態

と

を

因

果

で

結

ぶ

と

こ

ろ

に

問

題

が

あ

る

。

前

世

の

行

為

は

凡

夫

に

は

わ

か

ら

な

い

こ

と

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

そ

こ

に

因

果

の

定

式

を

当

て

は

め

て

、

因

果

関

係

を

完

成

さ

せ

因

果

が

分

か

っ

た

よ

う

に

錯

覚

す

る

。 

し

か

し

こ

れ

は

錯

覚

で

あ

り

、

確

か

な

知

識

で

は

な

く

、

検

証

す

ら

も

不

可

能

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

な

不

確

か

な

知

識

を

、

確

か

な

知

識

と

し

て

吹

聴

す

る

こ

と

は

、

非

常

に

人

心

を

惑

わ

す

こ

と

に

な

る

。 

第

二

に

、

前

世

の

行

為

と

言

っ

て

も

、

そ

れ

を

善

徳

・

悪

徳

に

結

び

つ

け

て

、

現

状

を

了

解

し

よ

う

と

し

て

い

る

点

で

あ

る

。

果

と

し

て

の

現

状

が

、

す

べ

て

そ

の

人

の

善

徳

・

悪

徳

と

な

る

な

ら

ば

、

現

世

で

困

窮

し

苦

し

ん

で

い

る

人

が

、

更

に

前

世

に

お

い

て

悪

徳

を

犯

し

た

人

間

と

し

て

軽

蔑

と

嫌

悪

の

対

象

と

な

る

。

そ

こ

か

ら

差

別

が

発

生

し

、

差

別

が

正

当

化

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。 

第

三

に

、

善

悪

因

果

に

理

論

は

は

じ

め

か

ら

現

状

の

因

を

求

め

る

理

論

で

あ

る

の

で

、

大

前

提

と

し

て

現

状

肯

定

を

し

て

し

ま

う

こ

と

に

な

る

点

で

あ

る

。

そ

し

て

そ

の

原

因

は

、

そ

の

人

自

身

の

善

徳

・

悪

徳

に

あ

る

わ

け

で

、

他

に

責

任

を

求

め

る

わ

け

に

は

い

か

な

く

な

る

。

貧

窮

で

苦

し

む

人

が

い

た

と

し

て

も

、

そ

の

人

の

前

世

の

せ

い

で

あ

る

か

ら

救

わ

な

く

て

も

よ

い

と

い

う

こ

と

に

な

っ

て

し

ま

う

。 

第

四

に

、

支

配

者(

本

稿

で

は

幕

府

将

軍

や

政

治

家

、

教

団

内

部

の

上

層

部)

や

差

別

を

受

け

て

い

な

い

民

衆

の

現

状

は

、

前

世

の

善

徳

の

報

い

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

っ

て

し

ま

う

点

で

あ

る

。 

つ

ま

り

、

社

会

的

な

身

分

制

度

に

よ

っ

て

人

々

の

間

に

生

じ

た

差

別

で

苦

し

む

人

を

見

て

、

そ

の

よ

う

に

な

っ

た

原

因

を

本

人

の 

過

去

世

の

行

い

の

善

悪

か

ら

求

め

よ

う

と

す

る

こ

と

、

ま

た

差

別

を

受

け

苦

し

む

人

に

対

し

て

過

去

世

の

行

い

の

悪

さ

と

結

び

つ

け 

る

こ

と

で

因

果

関

係

が

分

か

っ

た

よ

う

に

錯

覚

し

、

納

得

し

て

し

ま

う

こ

と

が

問

題

点

で

あ

る

。 
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私

は

櫻

部

氏

と

西

田

氏

の

文

献

か

ら

、

例

え

ば

被

差

別

の

立

場

に

置

か

れ

て

い

る

人

を

見

て

、

そ

の

原

因

を

過

去

世

の

行

い

の

せ

い

に

し

て

し

ま

う

こ

と

は

言

語

道

断

で

あ

る

と

理

解

し

た

。

人

間

は

な

ぜ

こ

の

よ

う

な

結

果

に

な

っ

た

の

か

と

考

え

る

場

合

、

何

か

し

ら

理

由

を

つ

け

る

も

の

で

あ

る

。

業

の

考

え

の

下

で

、

と

あ

る

人

が

受

け

た

「

境

遇

」

の

因

を

過

去

世

の

行

い

と

す

る

の

は

正

し

い

が

、

現

在

差

別

を

受

け

て

い

る

人

を

見

て

「

過

去

世

の

行

い

が

悪

か

っ

た

か

ら

、

差

別

を

受

け

る

よ

う

な

人

生

で

あ

る

の

だ

」

と

い

う

こ

と

は

間

違

い

で

あ

る

と

解

釈

し

た

。 

  

第

二

章 

近

世

の

差

別

制

度

と

本

願

寺

教

団 

第

一

節 

近

世

～

近

代

に

お

け

る

部

落

差

別

と

本

願

寺

教

団 

 

序

論

で

述

べ

た

よ

う

に

、

徳

川

幕

府

は

身

分

政

策

と

し

て

、

士

・

農

・

工

・

商

と

そ

の

下

に

穢

多

・

非

人

を

置

き

、

身

分

制

度

を

確

立

し

た

。

ま

た

、

幕

府

は

宗

教

界

に

対

し

て

も

寺

院

法

度

を

制

定

し

、

本

末

帳

作

成

を

命

じ

た

。

一

六

三

二

年

に

は

諸

国

諸

宗

派

に

対

し

て

寺

院

末

寺

帳

作

成

を

命

じ

、

そ

の

上

下

組

織

を

確

立

さ

せ

、

一

六

六

五

年

に

は

諸

宗

寺

院

法

度

を

発

布

し

て

、

宗

派

個

別

の

統

制

か

ら

統

一

的

な

支

配

体

制

へ

と

制

度

化

し

た

。

こ

の

制

度

に

よ

る

本

願

寺

教

団

内

部

の

変

化

に

つ

い

て

、

財

団

法

人

同

和

教

育

振

興

会

の

『

差

別

・

被

差

別

か

ら

の

解

放

』

と

い

う

資

料

に

は

、

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

各

宗

本

山

は

、

封

建

制

度

化

し

、

教

団

内

部

に

も

階

層

的

差

別

制

度

を

持

ち

込

み

、

そ

の

序

列

を

定

め

て

い

っ

た

。

西

本

願

寺

教

団

は

諸

法

規

を

布

達

し

、

末

寺

の

統

制

を

強

化

し

て

い

っ

た

。

本

願

寺

を

中

心

と

し

て

、

連

枝

寺

か

ら

平

僧

末

寺

ま

で

の

縦
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の

系

列

を

厳

し

く

し

、

中

で

も

被

差

別

部

落

の

寺

院

を

穢

寺

、

僧

侶

を

穢

僧

と

称

し

特

別

過

酷

な

差

別

を

強

要

し

て

き

た

。

寺

院

内

で

階

級

を

定

め

る

、

穢

寺

穢

僧

に

対

し

て

畜

男

、

畜

女

扱

い

を

し

た

り

す

る

差

別

の

ほ

か

、

本

末

帳

作

成

に

関

わ

り

「

穢

寺

帳

」

が

別

帳

と

し

て

作

ら

れ

て

い

る

事

実

に

こ

そ

、

教

団

の

差

別

体

質

が

み

ら

れ

る

。
（

１

１

） 

 

ま

た

教

団

の

差

別

体

質

に

伴

い

、

布

教

使

に

よ

る

差

別

事

件

も

多

く

発

生

し

て

い

る

。

例

え

ば

一

九

六

七

年

の

難

波

別

院

輪

番

差

別

事

件

や

全

推

協

叢

書

『

同

朋

社

会

の

顕

現

』

差

別

事

件

が

挙

げ

ら

れ

る

。

差

別

事

件

の

発

生

に

つ

い

て

、

真

宗

大

谷

派

の

『

部

落

問

題

学

習

資

料

集

』

に

は

、

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

真

宗

大

谷

派

は

、

こ

れ

ま

で

教

団

内

に

お

け

る

数

多

く

の

差

別

事

件

を

契

機

と

し

て

、

部

落

解

放

同

盟

に

よ

る

糾

弾

を

受

け

て

き

た

。

十

数

回

に

も

わ

た

る

糾

弾

会

に

よ

っ

て

、

よ

う

や

く

教

団

内

部

に

部

落

差

別

問

題

へ

の

関

心

が

一

定

の

ひ

ろ

が

り

を

も

っ

て

き

た

と

い

え

る

。

し

か

し

、

そ

の

一

方

で

い

く

つ

も

の

差

別

事

件

が

相

次

い

で

起

こ

っ

て

き

た

。

そ

の

こ

と

は

、

わ

れ

わ

れ

の

取

り

組

み

が

今

な

お

教

団

の

差

別

体

質

を

払

拭

し

切

る

大

き

な

力

を

持

ち

得

て

い

な

い

事

実

を

如

実

に

示

し

て

い

る

。

（

１

２

） 

 

ま

た

、

西

本

願

寺

派

に

お

け

る

差

別

事

件

と

し

て

重

要

だ

と

思

わ

れ

る

も

の

の

一

つ

に

米

騒

動

が

あ

る

。

米

騒

動

に

よ

っ

て

当

時 

の

教

団

の

体

質

が

よ

く

あ

ら

わ

さ

れ

、

ま

た

教

団

の

社

会

的

評

価

も

変

化

し

て

い

っ

た

と

い

わ

れ

て

お

り

、
『

差

別

・

被

差

別

か

ら

の

解

放

』

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

教

団

は

、

米

騒

動

に

参

加

し

た

貪

困

者

た

ち

の

生

死

に

関

わ

る

瀬

戸

際

の

苦

吟

を

理

解

で

き

な

か

っ

た

。

米

騒

動

の

原

因

を

人

々

の

「

精

神

的

廃

退

」

に

求

め

る

教

団

は

、

専

ら

日

々

の

生

活

に

呻

吟

す

る

門

信

徒

に

そ

の

責

任

を

課

し

、

僧

侶

に

は

下

賜



 

20 

 

金

に

よ

り

社

会

混

乱

の

原

因

を

隠

蔽

し

、

責

任

を

回

避

す

る

天

皇

制

政

府

へ

の

「

知

恩

報

徳

」

に

基

づ

い

て

自

体

収

束

す

る

よ

う

に

訴

え

た

。

こ

こ

に

は

、

御

同

朋

御

同

行

と

い

う

信

仰

集

団

と

し

て

一

体

と

な

っ

て

共

に

苦

悩

し

よ

う

と

す

る

同

朋

意

識

や

同

朋

主

義

は

ど

こ

に

も

な

い

。

そ

の

よ

う

な

教

団

で

あ

っ

た

た

め

に

、

米

騒

動

の

の

ち

に

社

会

か

ら

は

教

団

の

功

利

主

義

・

募

財

至

上

主

義

が

批

判

さ

れ

、

批

判

の

影

響

も

あ

り

、

被

差

別

部

落

関

係

寺

院

の

中

か

ら

、

融

和

団

体

を

設

立

し

た

り

、

一

九

二

一

年

に

設

立

さ

れ

た

「

同

愛

会

」

や

既

設

「

帝

国

公

道

会

」

の

活

動

に

参

加

す

る

教

団

人

も

増

え

た

。
（

１

３

） 

こ

う

し

た

差

別

事

件

が

発

生

す

る

よ

う

な

教

団

の

在

り

方

は

、

衆

生

は

皆

煩

悩

具

足

の

凡

夫

で

あ

り

、

そ

の

よ

う

な

意

味

で

平

等

で

あ

る

と

考

え

る

親

鸞

の

人

間

観

か

ら

大

き

く

外

れ

る

こ

と

と

な

る

。 

 

第

二

節 

全

国

水

平

社

と

本

願

寺

教

団 

全

国

水

平

社

は

、

一

九

二

二

年

に

被

差

別

部

落

民

が

差

別

か

ら

の

解

放

を

目

指

し

て

創

立

さ

れ

た

。

水

平

社

は

、

江

戸

時

代

か

ら

続

い

て

き

た

差

別

制

度

を

保

持

し

続

け

、

人

々

に

自

ら

の

不

幸

や

不

平

等

を

あ

き

ら

め

さ

せ

る

よ

う

な

教

え

を

説

い

て

き

た

本

願

寺

教

団

を

問

い

糾

す

べ

く

、

創

立

と

同

時

に

東

西

両

本

願

寺

教

団

に

対

し

て

募

財

拒

否

を

行

っ

た

。

全

国

水

平

社

創

立

大

会

で

は

両 

教

団

に

対

し

差

別

的

言

動

や

差

別

制

度

の

徹

底

糾

弾

な

ど

の

課

題

を

示

し

、

問

い

か

け

た

。 

 

こ

れ

に

対

し

東

本

願

寺

は

「

水

平

社

の

趣

旨

は

真

宗

教

義

と

一

致

す

る

を

以

て

、

出

来

得

る

限

り

後

援

す

べ

し

」

と

回

答

し

、

西 

本

願

寺

は

「

水

平

社

の

趣

旨

は

賛

成

な

る

も

、

当

本

願

寺

は

単

独

本

問

題

に

尽

す

考

へ

な

り

」

と

応

答

し

た

。

こ

の

両

本

願

寺

の

所

見

を

受

け

、

水

平

社

は

教

団

に

対

し

二

十

年

は

募

財

拒

否

を

行

う

こ

と

を

宣

言

し

、

部

落

大

衆

へ

向

け

て

募

財

拒

否

を

行

っ

た

動

機 
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や

そ

の

思

い

が

書

か

れ

た

文

書

を

発

し

た

。 

 

全

国

水

平

社

創

立

の

中

心

的

存

在

で

あ

っ

た

の

は

西

光

万

吉

で

あ

る

。

西

光

自

身

、

被

差

別

部

落

の

生

ま

れ

で

あ

り

、

人

生

に

お

い

て

様

々

な

こ

と

を

あ

き

ら

め

て

き

た

。

i

そ

れ

で

も

「

吾

々

の

運

命

は

生

き

ね

ば

な

ら

ぬ

運

命

だ

」

と

叫

び

、

業

を

克

服

す

る

姿

勢

を

見

せ

た

。 

一

九

二

二

年

、

西

本

願

寺

管

長

代

表

で

あ

っ

た

大

谷

尊

由

は

『

親

鸞

聖

人

の

正

し

い

見

方

』

を

出

版

し

、

暗

に

水

平

運

動

を

批

判

し

た

。

そ

れ

は

、

社

会

的

差

別

は

自

然

に

成

り

立

つ

差

別

で

あ

る

と

受

け

入

れ

、

真

宗

門

徒

で

あ

れ

ば

社

会

に

欠

陥

が

あ

る

と

し

て

も

法

悦

生

活

と

は

切

り

離

し

、

不

満

を

持

た

ず

感

謝

し

て

生

き

る

べ

き

だ

と

い

う

主

張

で

あ

っ

た

。

こ

の

書

に

含

ま

れ

る

差

別

性

を

、

西

光

は

『

業

報

に

喘

ぐ

』

に

て

糾

弾

し

た

。

西

光

は

、

大

谷

の

、

現

実

に

存

在

す

る

差

別

は

そ

れ

な

り

の

理

由

が

あ

る

の

だ

か

ら

受

け

入

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

す

る

考

え

方

を

、
「

結

果

を

原

因

で

塗

り

つ

ぶ

す

」
「

因

果

の

迷

信

者

」

で

あ

る

と

批

判

し

た

。 

加

え

て

、

西

光

が

部

落

差

別

を

糾

弾

し

て

き

た

そ

の

原

点

に

あ

る

思

想

を

論

じ

て

お

き

た

い

。
『

部

落

問

題

学

習

資

料

集

』

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。 

西

光

は

業

報

と

し

て

押

し

付

け

ら

れ

て

き

た

差

別

を

ま

さ

し

く

「

業

報

」

と

し

て

押

え

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

自

己

を

歴

史

社

会

の

関

係

の

総

体

と

し

て

捉

え

、

そ

の

「

業

報

に

喘

ぐ

」

姿

を

「

よ

き

日

」

に

通

じ

て

い

る

白

道

を

歩

む

「

人

間

の

相

」
（

自

由

・

平

等

を

渇

仰

す

る

魂

）

と

し

て

見

出

し

、

そ

こ

に

「

人

の

世

に

熱

あ

れ 

人

間

に

光

あ

れ

」

と

い

う

声

を

聞

き

取

る

姿

が 

あ

る

。
（

１

４

） 

 

こ

の

こ

と

か

ら

西

光

は

、

被

差

別

の

身

で

あ

る

こ

と

を

業

報

と

し

て

受

け

入

れ

る

の

で

は

な

く

、

自

ら

が

自

由

・

平

等

を

求

め

る 
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人

間

で

あ

る

こ

と

を

主

張

し

、

人

間

解

放

の

為

に

、

そ

し

て

社

会

改

良

の

為

に

水

平

社

運

動

を

行

っ

て

い

た

と

分

か

る

。 
ま

た

、

前

掲

書

に

よ

る

と

、

西

光

は

、

現

代

社

会

の

不

合

理

な

差

別

を

構

成

す

る

も

の

は

卑

下

と

賤

視

の

感

情

で

あ

る

と

考

え

て

い

る

と

い

う

。

社

会

に

お

け

る

差

別

を

撤

廃

す

る

に

は

、

被

差

別

者

が

卑

下

の

感

情

を

持

た

な

い

よ

う

努

力

す

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

と

い

う

の

だ

。 

 

こ

の

思

想

か

ら

、

西

光

は

、

被

差

別

者

の

立

場

に

置

か

れ

て

い

る

現

状

を

あ

き

ら

め

た

の

で

は

な

く

、

自

分

自

身

が

社

会

に

対

し

て

自

由

・

平

等

を

求

め

た

の

で

あ

る

。

ま

た

、

阿

弥

陀

如

来

の

願

力

に

よ

っ

て

あ

き

ら

め

な

い

自

分

を

自

覚

し

、

そ

の

よ

う

な

自

分

を

卑

下

す

る

こ

と

な

く

大

切

に

し

て

い

っ

た

か

ら

こ

そ

、

こ

の

よ

う

な

思

想

を

持

ち

水

平

社

運

動

を

行

っ

た

の

だ

と

考

え

ら

れ

る

。 

 

第

三

節 

近

世

に

お

け

る

宿

業

解

釈 

 

近

世

中

期

に

本

願

寺

派

の

仰

誓

が

『

妙

好

人

伝

』

を

著

し

た

。
『

妙

好

人

伝

』

と

は

、
「

真

宗

の

篤

信

者

の

う

ち

、

と

く

に

世

の

模

範

と

な

る

念

仏

者

の

行

状

を

書

き

記

し

た

書

物

」
（
『

真

宗

小

辞

典

』

一

六

八

頁

）

で

あ

る

。

取

り

上

げ

ら

れ

た

の

は

農

民

や

商

人

な

ど

の

一

般

庶

民

で

あ

り

、
『

妙

好

人

伝

』

か

ら

真

宗

の

教

え

が

ど

の

よ

う

に

受

け

取

ら

れ

て

き

た

か

、

ま

た

本

願

寺

教

団

の

動

向

を

う

か

が

う

こ

と

が

で

き

る

。 

 

一

方

で

、
『

差

別

・

被

差

別

か

ら

の

解

放

』

に

よ

る

と

、
『

妙

好

人

伝

』

に

は

「

多

く

は

前

世

の

業

に

よ

る

あ

き

ら

め

と

、

現

実

を

妥

協

し

、

現

世

を

浮

世

と

し

て

安

易

に

肯

定

し

、

身

分

差

別

や

貧

富

、

社

会

的

矛

盾

か

ら

目

を

そ 

ら

す

生

き

方

が

説

か

れ

て

い

る

」
（

１

５

）

と

も

い

わ

れ

て

い

る

。

こ

こ

で

は

、

当

時

門

徒

の

間

に

広

ま

っ

て

い

た

宿

業

観

を

、
『

妙 
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好

人

伝

』

を

通

じ

て

考

え

る

。 
前

掲

書

よ

り

、

宿

業

を

受

け

止

め

て

い

る

念

仏

者

に

つ

い

て

の

事

跡

と

そ

の

考

察

を

二

つ

取

り

上

げ

る

。 

㈠

石

州

の

九

兵

衛 

九

兵

衛

は

、

自

分

の

田

に

溝

が

塞

が

れ

て

い

て

水

が

入

ら

な

い

の

を

見

て

「

こ

れ

は

我

が

前

世

に

人

の

田

へ

か

く

る

水

を

せ

き

と

め

た

る

報

な

る

べ

し

、…
…

前

世

の

業

な

り

と

気

付

か

せ

て

下

さ

る

。
」

と

喜

ん

だ

と

し

て

い

る

。 

㈡

摂

州

の

治

郎

右

衛

門 

右

衛

門

は

、

同

行

の

西

陣

の

了

玄

が

貧

し

い

治

郎

右

衛

門

に

金

を

与

え

よ

う

と

し

た

時

、
「

貧

福

苦

楽

は

前

世

の

業

因

よ

り

あ

ら

わ

る

る

ゆ

え

、

貴

方

の

ご

と

く

富

福

な

る

も

前

業

な

り

、

我

こ

と

に

貧

賤

な

る

も

宿

業

な

り

」

と

い

っ

て

援

助

を

こ

と

わ

り

、

こ

れ

を

編

者

が

評

し

て

、
「

治

郎

右

衛

門

は

や

が

て

浄

土

の

果

報

を

得

ん

こ

と

を

期

す

る

身

な

れ

ば

、

現

世

の

五

〇

年

は

逆

旅

に

一

宿

す

る

こ

ろ

に

て

、

よ

し

と

も

あ

し

と

も

苦

に

は

せ

ざ

る

な

り

」

と

説

い

て

い

る

。 

㈠

か

ら

は

、

近

世

の

念

仏

者

は

、

悪

い

出

来

事

の

原

因

を

自

ら

の

過

去

世

の

行

い

で

あ

る

と

受

け

止

め

て

生

き

て

き

た

と

い

う

こ 

と

が

読

み

取

れ

る

。

こ

こ

で

は

、

自

分

の

田

に

水

が

入

ら

な

い

と

い

う

出

来

事

に

焦

点

を

当

て

、

そ

の

原

因

が

前

世

の

業

で

あ

る

と

考

え

て

い

る

た

め

、

宿

業

の

受

け

止

め

方

と

し

て

は

妥

当

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。 

 

一

方

㈡

で

は

、

右

衛

門

が

「

貧

福

苦

楽

は

前

世

の

業

因

よ

り

あ

ら

わ

る

る

ゆ

え

、

貴

方

の

ご

と

く

富

福

な

る

も

前

業

な

り

、

我

こ 

と

に

貧

賤

な

る

も

宿

業

な

り

」

と

述

べ

て

い

る

。

現

世

で

の

貴

賤

は

前

世

の

業

に

よ

っ

て

決

ま

る

と

考

え

て

お

り

、

自

分

の

人

生

の 

善

し

悪

し

を

前

世

の

業

の

善

悪

に

よ

っ

て

決

め

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

過

剰

な

考

え

方

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。 
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『

妙

好

人

伝

』

か

ら

、

全

て

の

門

徒

が

前

世

の

業

の

善

し

悪

し

に

よ

っ

て

現

世

の

善

し

悪

し

が

決

ま

る

と

考

え

て

い

た

わ

け

で

は 
な

く

、

宿

業

の

受

け

止

め

方

は

人

そ

れ

ぞ

れ

で

あ

っ

た

と

分

か

る

。

し

か

し

、

人

そ

れ

ぞ

れ

受

け

止

め

方

が

異

な

る

か

ら

こ

そ

、

宿

業

の

教

え

に

基

づ

い

て

自

分

が

差

別

さ

れ

て

い

る

現

状

か

ら

目

を

背

く

門

徒

が

い

た

の

だ

と

考

え

ら

れ

る

。 

『

妙

好

人

伝

』

そ

の

も

の

に

現

世

で

差

別

を

受

け

て

い

て

も

前

世

の

業

で

あ

る

と

あ

き

ら

め

て

い

る

門

徒

を

称

賛

す

る

意

図

は

な

い

と

考

え

ら

れ

る

が

、

教

団

が

持

つ

差

別

性

が

垣

間

見

え

る

の

は

確

か

で

あ

る

。 

  

第

三

章 

宿

業

の

考

え

方 

第

一

節 

宿

業

を

受

け

止

め

る

こ

と 
 

 

こ

こ

で

は

、

宿

業

の

受

け

止

め

方

の

参

考

と

し

て

、

鍋

島

直

樹

氏

の

論

文

を

も

と

に

中

村

久

子

を

取

り

上

げ

る

。 

久

子

は

幼

少

期

に

病

気

に

よ

り

四

肢

を

失

い

、

何

を

す

る

に

も

不

自

由

な

生

活

を

送

っ

て

き

た

。

両

手

両

足

が

な

い

こ

と

に

よ

っ

て 

食

事

な

ど

の

基

本

的

な

生

活

を

す

る

の

も

苦

労

し

、

幼

少

期

か

ら

差

別

も

受

け

て

き

た

の

で

あ

る

。

ii 

苦

労

が

絶

え

な

い

中

、

久

子

は

幼

少

期

か

ら

真

宗

に

基

づ

い

た

仏

様

の

話

を

聞

き

、

心

の

支

え

と

し

て

い

た

の

だ

。

授

け

ら

れ

た 

運

命

に

は

少

し

の

不

満

も

抱

か

ず

、

お

念

仏

を

申

し

な

が

ら

、

一

心

に

努

力

し

て

、

仏

様

の

み

心

に

背

か

ぬ

よ

う

に

し

な

け

れ

ば

な 

ら

な

い

。

こ

の

よ

う

な

教

え

が

、

久

子

の

心

を

慰

め

、

支

え

と

な

っ

て

い

た

。 

二

十

歳

か

ら

は

自

活

を

決

意

し

、

見

世

物

小

屋

に

入

り

苦

悩

の

中

で

芸

を

身

に

着

け

生

き

抜

い

て

き

た

。

久

子

は

苦

し

い

生

涯

の 
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中

で

、

阿

弥

陀

仏

の

救

い

の

は

た

ら

き

に

よ

っ

て

、

あ

り

の

ま

ま

の

姿

で

生

か

さ

れ

て

い

く

の

だ

と

自

身

の

中

で

安

心

し

、

真

宗

の 
教

え

に

支

え

ら

れ

な

が

ら

生

き

て

き

た

の

で

あ

る

。 

中

村

久

子

は

六

一

歳

の

と

き

、

親

鸞

の

宿

業

の

教

え

は

、

た

だ

現

状

の

不

幸

を

あ

き

ら

め

る

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

と

訴

え

た

。

「

宿

業

の

自

覚

は

、

他

人

や

僧

侶

か

ら

決

め

つ

け

ら

れ

る

よ

う

な

も

の

で

は

な

い

。
」
（

１

６

）

あ

き

ら

め

き

れ

な

い

自

分

の

宿

業

の

深

さ

を

、

阿

弥

陀

仏

の

光

明

に

照

ら

し

て

い

た

だ

く

こ

と

に

よ

っ

て

、

ど

う

に

も

な

ら

な

い

自

分

自

身

を

見

つ

め

な

お

し

、

念

仏

者

と

な

り

生

き

て

い

く

の

で

あ

る

と

述

べ

て

い

る

。

祈

る

こ

と

で

現

状

が

良

く

な

る

こ

と

を

望

む

の

で

は

な

く

、

手

足

が

な

い

と

い

う

現

実

を

あ

き

ら

め

き

れ

ず

悲

し

ん

だ

り

苛

立

っ

た

り

す

る

自

分

の

心

を

、

そ

の

ま

ま

受

け

止

め

、

自

分

を

大

切

に

す

る

た

め

に

念

仏

を

称

え

て

い

た

と

い

う

の

で

あ

る

。 

自

分

で

は

ど

う

し

よ

う

も

な

い

不

幸

に

遭

っ

た

と

き

、

そ

れ

を

悲

し

ん

だ

り

現

状

に

腹

を

立

て

た

り

す

る

の

は

当

然

で

あ

る

。

誰

し

も

人

が

悲

し

い

気

持

ち

に

な

っ

て

い

る

と

き

に

、

事

情

を

聴

い

た

僧

侶

か

ら

「

前

世

の

宿

業

だ

か

ら

あ

き

ら

め

て

本

願

に

帰

入

せ

よ

」

と

諭

さ

れ

る

の

は

納

得

が

い

か

な

い

も

の

だ

。

中

村

久

子

の

訴

え

か

ら

、

宿

業

の

教

え

は

、

あ

き

ら

め

き

れ

な

い

業

の

深

い

自

分

を

そ

の

ま

ま

受

け

入

れ

、

そ

の

よ

う

な

自

分

を

落

ち

着

け

て

前

を

向

く

た

め

の

教

え

で

あ

る

と

結

論

づ

け

た

い

。 

 

第

二

節 

宿

業

の

再

検

討 

 

浄

土

真

宗

の

宿

業

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

、

教

学

上

に

お

い

て

「

過

去

世

の

行

い

が

悪

か

っ

た

か

ら

、

不

幸

な

現

状

な

の

だ

。
」 

と

い

う

布

教

を

行

っ

て

い

た

こ

と

が

あ

っ

た

た

め

に

宿

業

の

教

え

が

誤

解

さ

れ

て

き

た

こ

と

、

現

状

の

不

幸

と

我

々

に

は

認

識

で

き 
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な

い

過

去

世

の

行

い

を

結

び

つ

け

て

し

ま

う

こ

と

の

問

題

性

、

加

え

て

本

来

宿

業

と

は

ど

の

よ

う

な

受

け

止

め

方

を

す

る

べ

き

教

学 
で

あ

る

か

を

考

察

し

て

き

た

。

最

後

に

、

宿

業

と

似

た

語

で

あ

る

宿

善

と

の

比

較

を

行

う

。 

 

宿

善

と

は

過

去

世

に

積

ん

だ

善

根

、

獲

信

の

た

め

の

善

き

因

縁

で

あ

り

、

宿

業

と

は

過

去

世

に

作

っ

た

善

悪

の

業

、

ま

た

は

善

悪

の

行

為

の

こ

と

で

あ

っ

た

。

ど

ち

ら

も

過

去

世

が

関

係

す

る

言

葉

で

あ

る

が

、

な

ぜ

宿

業

の

教

え

は

誤

解

さ

れ

て

き

た

の

だ

ろ

う

か

。 原

因

は

主

に

二

つ

あ

る

と

考

え

る

。

一

つ

目

は

、

江

戸

時

代

の

本

願

寺

教

団

の

教

え

の

説

き

方

で

あ

る

。

江

戸

幕

府

に

よ

る

身

分

政

策

に

よ

っ

て

被

差

別

の

立

場

に

置

か

れ

た

真

宗

門

徒

に

対

し

て

教

団

は

、

差

別

さ

れ

て

い

る

現

状

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

過

去

世

の

行

い

が

原

因

で

あ

る

と

説

い

た

こ

と

が

問

題

と

な

っ

た

。

そ

れ

ぞ

れ

が

置

か

れ

て

い

る

現

状

を

結

果

と

し

た

場

合

、

そ

の

原

因

を

過

去

世

の

行

い

と

い

う

私

た

ち

の

見

え

な

い

も

の

に

し

て

、

現

世

の

善

し

悪

し

を

決

め

て

し

ま

う

こ

と

が

問

題

で

あ

る

。 

二

つ

目

は

、

宿

業

の

教

え

そ

の

も

の

の

難

し

さ

で

あ

る

。

本

稿

の

第

一

章

第

二

節

に

お

い

て

『

歎

異

抄

』

第

十

三

条

の

読

解

と

考

察

を

行

っ

た

が

、

こ

の

部

分

は

、

宿

業

と

い

う

こ

と

を

じ

っ

く

り

考

え

な

け

れ

ば

「

私

た

ち

は

業

縁

に

支

配

さ

れ

て

生

き

て

い

る

の 

だ

」

と

い

う

よ

う

な

運

命

論

に

転

じ

て

し

ま

う

の

で

あ

る

。

宿

業

の

教

え

の

難

解

さ

も

、

教

え

が

誤

解

さ

れ

て

き

た

原

因

の

一

つ

で 

は

な

い

か

と

考

え

る

。 

 

一

方

宿

善

は

、

煩

悩

具

足

の

凡

夫

で

あ

る

私

た

ち

が

真

宗

の

教

え

に

出

会

い

、

他

力

の

信

心

を

獲

得

し

て

念

仏

者

と

な

れ

た

と

い

う

結

果

の

原

因

を

、

阿

弥

陀

仏

の

は

た

ら

き

、

ま

た

十

方

諸

仏

の

は

た

ら

き

と

い

う

確

実

に

存

在

す

る

も

の

と

し

て

い

る

。

第

一

章 

第

一

節

に

も

述

べ

た

よ

う

に

、

親

鸞

は

宿

善

と

い

う

語

を

著

述

の

中

で

用

い

て

い

な

い

。

し

か

し

親

鸞

の

宿

善

論

は

、
『

唯

信

鈔

文 
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意

』

か

ら

見

出

す

こ

と

が

で

き

、
『

唯

信

鈔

文

意

』

の

元

と

な

っ

た

『

唯

信

鈔

』

を

著

し

た

聖

覚

、

法

印

の

師

で

あ

る

法

然

と

い

う 
よ

う

に

、

教

え

の

流

れ

は

離

れ

る

こ

と

は

な

い

。 

こ

の

よ

う

に

、

確

か

な

根

拠

の

元

に

あ

る

宿

善

論

は

揺

ら

ぐ

こ

と

が

な

く

、

宿

業

の

よ

う

な

誤

解

は

生

じ

な

い

の

だ

と

考

察

す

る

。 

   

結

論 

 

私

は

卒

業

論

文

に

て

、

教

学

に

お

い

て

一

つ

の

問

題

が

あ

る

「

宿

業

」

に

着

目

し

、

同

じ

く

過

去

世

が

関

連

す

る

「

宿

善

」

と

比 

較

し

て

、
「

宿

業

」

の

よ

り

良

い

捉

え

方

を

考

察

し

て

き

た

。 

 

宿

善

は

、

主

に

自

身

が

真

宗

の

真

実

の

教

え

に

い

か

に

し

て

出

会

う

こ

と

が

で

き

た

か

を

考

え

る

際

に

注

目

さ

れ

た

。

親

鸞

は

、

阿

弥

陀

仏

が

積

み

重

ね

て

く

だ

さ

っ

た

善

根

こ

そ

宿

善

の

賜

物

で

あ

り

、

宿

善

に

よ

り

本

願

に

出

会

い

他

力

の

信

心

を

得

る

こ

と

が 

で

き

た

の

だ

と

し

て

い

る

。 

 

一

方

宿

業

は

、

現

在

の

自

分

が

受

け

た

境

遇

の

原

因

を

、

過

去

世

の

行

い

に

求

め

る

際

に

注

目

さ

れ

た

。

江

戸

時

代

・

明

治

時

代 

と

被

差

別

の

身

で

あ

っ

た

真

宗

門

徒

が

、

差

別

で

苦

し

い

は

ず

の

現

状

を

宿

業

の

報

い

に

甘

ん

じ

て

あ

き

ら

め

て

き

た

よ

う

に

、

宿 

業

の

教

え

そ

の

も

の

が

、

現

世

の

自

分

の

生

き

方

を

あ

き

ら

め

さ

せ

る

よ

う

な

教

え

に

転

じ

て

し

ま

っ

た

歴

史

が

あ

っ

た

。 
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だ

か

ら

こ

そ

本

稿

で

は

、

宿

業

の

歴

史

を

振

り

返

り

、

そ

の

う

え

で

西

光

万

吉

や

中

村

久

子

の

生

き

方

・

思

想

を

考

察

し

て

き 
た

。

こ

れ

に

よ

り

、

宿

業

の

教

え

と

い

う

の

は

、

こ

の

よ

う

に

解

釈

す

べ

き

で

あ

る

と

結

論

付

け

る

。 

私

た

ち

は

、

自

分

の

自

由

意

思

に

基

づ

い

て

生

き

て

い

る

と

さ

れ

る

が

、

業

縁

の

は

た

ら

き

が

あ

る

中

で

、

私

た

ち

の

自

由

意

思

だ

け

で

人

生

は

な

か

な

か

上

手

く

い

か

な

い

も

の

で

あ

る

。

自

分

の

思

い

通

り

に

な

ら

ず

何

を

し

で

か

す

か

分

か

ら

な

い

の

が

私

た

ち

人

間

で

、

そ

れ

に

よ

っ

て

深

く

落

ち

込

ん

で

辛

く

な

る

こ

と

も

あ

る

の

だ

。

そ

れ

で

も

あ

き

ら

め

ず

に

生

き

て

い

る

私

た

ち

を

、

阿

弥

陀

様

は

全

て

受

け

と

め

、
「

そ

の

ま

ま

で

良

い

の

だ

よ

」

と

私

た

ち

を

光

明

に

照

ら

し

て

く

だ

さ

る

の

だ

。

そ

れ

を

私

た

ち

は

自

覚

し

、

自

分

を

肯

定

し

て

生

き

る

エ

ネ

ル

ギ

ー

に

し

て

い

く

こ

と

が

大

切

だ

。 

  



 

 

 

註 （

１

）

本

願

寺

出

版

社

「

浄

土

真

宗

辞

典

」

二

〇

一

三

年

、

三

二

三

頁 

（

２

）

前

掲

書

三

二

三

頁 

（

３

）

廣

瀬

杲

「

親

鸞

の

宿

業

観

」
、

法

蔵

館

、

二

〇

一

八

年 

（

４

）

渡

辺

靜

波

「

親

鸞

聖

人

の

み

教

え

に

立

ち

か

え

っ

て

」
、

ⅲ

頁

（

吉

田

證

「

親

鸞

教

団

と

同

和

問

題

」
、

一

九

八

七

年 

著

書

内

に

掲

載

） 

（

５

）

前

掲

書

ⅲ

頁 

（

６

）

釈

徹

宗

「

図

解

で

や

さ

し

く

わ

か

る

親

鸞

の

教

え

と

歎

異

抄

」
、

ナ

ツ

メ

社

、

二

〇

一

二

年

、

一

八

一

頁 

（

７

）

三

明

智

彰

「

歎

異

抄

講

義 

下

巻

」
、

法

蔵

館

、

二

〇

一

六

年

、

八

七

頁 

（

８

）

釈

徹

宗

「

図

解

で

や

さ

し

く

わ

か

る

親

鸞

の

教

え

と

歎

異

抄

」
、

一

八

六

頁 

（

９

）

三

明

智

彰

「

歎

異

抄

講

義 

下

巻

」
、

一

二

六

頁 

（

１

０

）
「

差

別

・

被

差

別

か

ら

の

解

放

」
、

財

団

法

人

同

和

教

育

振

興

会

、

一

九

八

八

年

一

～

三

頁 

（

１

１

）

櫻

部

建

「

業

・

宿

業

の

思

想

」
、

平

楽

寺

書

店

、

二

〇

〇

三

年

、

七

七

～

七

八

頁 

（

１

２

）
「

部

落

問

題

学

習

資

料

」
、

真

宗

大

谷

派

宗

務

所

、

一

九

九

二

年

、

五

三

頁 

（

１

３

）
「

差

別

・

被

差

別

か

ら

の

解

放

」
、

一

九

八

八

年

、

二

一

～

二

三

頁 

（

１

４

）
「

部

落

問

題

学

習

資

料

集

」
、

二

二

頁 



 

 

 

（

１

５

）
「

差

別

・

被

差

別

か

ら

の

解

放

」
、

一

九

八

八

年

、

九

頁 
（

１

６

）

鍋

島

直

樹

「

中

村

久

子

の

生

死

観

と

超

越

（

中

）
」
、

龍

谷

大

学

論

集

、

二

〇

一

二

年

、

六

一

頁 

 

参

考

文

献 

小

森

龍

邦

「

宿

業

論

と

精

神

主

義

」
、

解

放

出

版

社

、

一

九

九

三

年

、 

「

浄

土

真

宗

聖

典

」

注

釈

版

、

一

五

五

八

～

一

五

六

一

頁 

論

文

等 

佐

々

木

覚

爾

「

親

鸞

聖

人

の

宿

業

観

」
、

真

宗

學

第

一

一

九

・

一

二

〇

合

併

號

、

二

〇

〇

九

年

、

四

七

八

～

四

七

九

頁 

鍋

島

直

樹

「

中

村

久

子

の

生

死

観

と

超

越

（

上

）
」
、

龍

谷

大

学

論

集

、

四

～

九

頁 

河

内

長

野

市

人

権

協

会

https://w
w

w
.kaw

achinagan
o-jinken.join-us.jp/suiheisya100.htm

l 
 

二

〇

二

四

年

十

二

月

十

日

ア

ク

セ

ス 

 

文

末

註 

 
i 

・

西

光

万

吉

は

、

全

国

水

平

社

創

立

趣

意

書

や

宣

言

の

起

草

な

ど

、

水

平

社

創

立

の

中

心

的

存

在

で

あ

っ

た

。

被

差

別

部

落

の

中

の

本

願

寺

派

の

寺

院

に

生

ま

れ

た

西

光

は

、

差

別

の

た

め

に

、

中

学

校

を

退

学

し

、

有

望

視

さ

れ

て

い

た

絵

の

世

界

を

断

念

せ

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

。

そ

の

後

の

人

生

も

光

を

見

出

す

こ

と

は

で

き

ず

、
「

生

ま

れ

て

く

る

と

い

う

こ

と

が

一

番

悪

い

ん

で

す

」

と

、

自

ら

命

を

断

つ

こ

と

さ

え

も

考

え

た

と

さ

れ

て

い

る

。 

https://www.kawachinagano-jinken.join-us.jp/suiheisya100.html


 

 

 

 
ii 

中

村

久

子

は

明

治

三

十

年

に

生

ま

れ

、

三

歳

の

と

き

に

突

発

性

脱

疽

と

い

う

病

気

に

か

か

り

両

手

両

足

を

切

断

す

る

こ

と

と

な

っ

た

。

十

八

歳

ま

で

母

か

ら

厳

し

い

躾

を

受

け

、

つ

ら

い

思

い

を

し

な

が

ら

も

手

足

の

な

い

体

で

掃

除

や

食

事

、

裁

縫

な

ど

様

々

な

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

。 


