
　

「
他
力
」
の
説
明
に
は
、
先
の
「
他
力
と
い
ふ

は
如
来
の
本
願
力
な
り
」
が
最
も
よ
く
用
い
ら
れ

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
正
し
い
説
明
文
な
の
で
す
が
、

強
い
て
言
え
ば
、「
他
力
」
の
「
力
」
に
重
点
を

置
い
た
解
釈
で
、
こ
れ
だ
け
だ
と
浄
土
宗
で
も
通

用
し
ま
す
。
実
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
親
鸞
聖

人
は
『
教
行
信
証
』
の
「
化
身
土
文
類
」
に
、「
本

願
を
憶お

く

念ね
ん

し
て
自
力
の
心し

ん

を
離
る
、
こ
れ
を
横お

う

超ち
ょ
う

他●

力●

と
名
づ
く
る
な
り
」（
同
395
㌻
）
と
も
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
他
力
」
の
「
他
」
に
重

点
を
置
い
た
解
釈
と
言
え
ま
す
。「
自
力
を
離
れ

る
」
こ
と
は
、「
他
力
」
の
重
要
な
内
容
で
す
。

　

な
ぜ
「
自
力
を
離
れ
る
」
必
要
が
あ
る
か
と
い

う
と
、「
他
力
」
が
真
実
で
、「
自
力
」
は
迷
い
だ

か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
わ
ず
か
で
も
自
力
が
雑ま

じ

れ
ば
、
他
力
で
な
く
な
り
ま
す
。
一
滴
の
墨
汁
が
、

澄
ん
だ
水
を
濁
ら
せ
ま
す
。

　

で
は
、
こ
の
自
力
は
ど
う
す
れ
ば
な
く
せ
る
の

で
し
ょ
う
か
。「
自
力
を
捨
て
る
」と
言
っ
て
も
、自

力
は
自
分
で
は
捨
て
ら
れ
な
い
の
で
す
。
少
し
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
自
力
に
細
心
の
注
意
を
払

い
、
自
力
が
出
て
く
る
た
び
に
自
分
で
退
治
し
て

い
く
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
を
無
限
に
続
け
て
い

っ
た
と
し
て
、
最
後
に
残
る
自
力
（
本
願
他
力
に

ま
か
せ
よ
う
と
し
な
い
、
自
ら
の
力
を
た
よ
る
思

い
）
は
ど
の
よ
う
に
捨
て
る
の
で
し
ょ
う
。
結
局
、

〝
捨
て
る
自
分
〞が
最
後
ま
で
残
る
と
い
う
迷
路
に

入
り
ま
す
。
こ
の
迷
路
の
解
決
は
、
阿
弥
陀
さ
ま

に
ゆ
だ
ね
る
と
こ
ろ
に
、
自お

の

ず
と
自
力
が
捨
た
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
に
ま
か
せ
る
以

外
に
、
自
力
を
な
く
す
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自

力
の
延
長
線
上
に
他
力
は
な
い
の
で
す
。    

〔
終
〕

　

誤
用
の
二
つ
目
は
「
他
力
」
を
、
他
人
の
力
と

考
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も
「
他
力
本
願
」

の
「
他
力
」
は
、〝
他
力
本
位
〞
で
使
わ
れ
て
い

る
よ
う
な
、
他
人
の
力
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
仏
さ
ま
の
力
＝
仏ぶ

つ

力り
き

の
こ
と
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
の
主
著
『
教
行
信
証
』
の
「
行
文
類
」

に
「
他●

力●

と
い
ふ
は
如
来
の
本●

願●

力
な
り
」（
註

釈
版
聖
典
190
㌻
）
と
あ
り
、
こ
れ
が
「
他
力
本
願
」

で
す
。
私
た
ち
の
依よ

り
ど
こ
ろ
を
「
仏
力
」
と
見

定
め
る
の
で
す
か
ら
、他
人
の
力
に
頼
る
よ
う
な
、

主
体
性
の
な
い
生
き
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
真
の
主
体
性
が
、
他
力
に
よ
っ
て
回
復
す
る
の

で
す
。

　

私
た
ち
は
、「
真
実
」
と
名
の
付
く
も
の
は
何

一
つ
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
せ
ん
。
う
そ
、
い
つ
わ

り
ば
か
り
の
〝
虚こ

仮け

不ふ

実じ
つ

の
生
き
方
〞
し
か
で
き

な
い
身
で
す
。
そ
ん
な
私
た
ち
の
歩
み
に
「
真
実

性
」
が
語
り
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
さ

ま
か
ら
恵
ま
れ
る
「
仏
力
」「
他
力
」
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。

　

蓮
如
上
人
は
、

　
　

弥
陀
を
た
の
め
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主ぬ

し

に
成な

　
　

る
な
り
（
同
１
３
０
９
㌻
）

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
自
分
自
身
の
不
実
な
思
い

を
主
と
す
る
の
で
は
な
く
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
主

と
し
た
生
き
方
を
送
る
の
が
、
念
仏
者
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
も
同
様
の
意
義
を
、

　
　

慶
ば
し
い
か
な
、
心
を
弘ぐ

誓ぜ

い

の
仏ぶ

つ

地じ

に
樹た

て

　
（
同
473
㌻
）

と
お
述
べ
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
の
歩
み
に
お
け
る

確
か
な
立
脚
点
を
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
と
す
る

生
き
方
と
し
て
、
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
本
物
に
出
会
う
と
心
が
動
か
さ
れ

ま
す
。
美
し
い
音
楽
や
、
見
事
な
美
術
作
品
、
ま

さ
し
く
「
本
物
」
に
出
会
っ
た
と
き
、
大
き
な
感

動
を
覚
え
ま
す
。
私
た
ち
が
、
仏
力
・
他
力
と
い

う
、
真
実
の
お
は
た
ら
き
に
出
遇あ

っ
た
と
き
、
そ

の
真
実
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
て
い
く
の
で

す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
に
「
念
仏
者
の
生
き
方
」

そ
の
も
の
で
し
ょ
う
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
真
実
の
智ち

慧え

と
慈じ

悲ひ

に
出
遇
っ
た
と
き
、
私
た
ち
の
生
き
方

が
突
き
動
か
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ

こ
に
、
私
の
「
主
体
性
」
な
る
も
の
が
成
立
し
ま

す
。
私
自
身
の
不
実
な
思
い
に
基
づ
く
「
主
体
性
」

で
し
た
ら
、危
う
い
歩
み
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
が
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
主
と
な
る
「
主
体
」
で
す

か
ら
、
私
た
ち
の
確
か
な
歩
み
が
、
そ
こ
か
ら
始

ま
り
ま
す
。

　

残
念
な
こ
と
に
、「
他
力
本
願
」
に
は
相
変
わ

ら
ず
誤
解
や
誤
用
が
絶
え
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
伝

道
の
あ
り
方
に
も
反
省
す
べ
き
と
こ
ろ
は
あ
る
で

し
ょ
う
が
、「
嘘う

そ

で
も
定
着
す
れ
ば
ま
か
り
通
る
」

と
い
う
風
潮
に
は
困
っ
た
も
の
で
す
。

　

誤
用
の
形
態
は
、
二
通
り
あ
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
一
つ
は
「
本
願
」
を
、
意
味
も
わ
か
ら
ず
に

使
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
プ
ロ
野
球
で
、

い
っ
た
ん
点つ

い
た
優
勝
マ
ジ
ッ
ク
が
消
滅
し
て
し

ま
い
、
つ
い
に
は
自
力
優
勝
の
可
能
性
ま
で
も
が

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
に
、「
あ
と
は
他
力
本

願
」
と
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
政

治
家
や
知
識
人
が
、「
他
力
本
願
で
は
主
体
性
が

な
い
」
と
言
っ
た
り
も
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
誤
用

は
、「
も
う
自
分
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い

の
で
、
あ
と
は
他
人
の
力
を
あ
て
に
す
る
し
か
な

い
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
意
味
だ
と
し
た
ら
、〝
他
力
本
位
〞
と
で

も
言
う
べ
き
内
容
で
す
。
と
こ
ろ
が
「
他
力
」
と

き
た
ら
条
件
反
射
的
に
「
本
願
」
と
言
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
「
他
力
本
願
」
が

定
着
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、

そ
の
こ
と
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
誤
用
は
困
り
ま
す
。「
他

力
本
願
」
は
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
仏
教
の
専
門
用

語
で
す
か
ら
、
マ
ス
コ
ミ
も
、
政
治
家
も
、
知
識

人
も
、
専
門
用
語
と
し
て
正
確
に
使
っ
て
も
ら
わ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

〝
他
力
本
位
〞の
意
味
で
誤
用

条
件
反
射
的
に「
本
願
」付
け
る

自
分
で
は
捨
て
ら
れ
な
い
自
力

阿
弥
陀
さ
ま
に
す
べ
て
ゆ
だ
ね
る

え／ひじ　みえ

た りき ほん がん

他力本願
－阿弥陀さまにゆだねる－

み教えの言葉を学ぶ③ 
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本願寺派総合研究所副所長。司教。

　「無我」の仏教には、「主体性」はなじまな
いのではないかとの危惧も予想されます。
　曇鸞大師は、天親菩薩の書かれた『浄土
論』冒頭の「世尊我一心」の「我」は、「無
我法」に矛盾しないかとの問いをたて、「流
布語（世間の日常語）」（註釈版聖典七祖篇
52㌻）＝としての「我」であると説明して
います。言うまでもなく、私たちは、永遠
不変の「我」的存在ではありません。しか

し、「私」は「あなた」ではなく、誰も「私」
を代わってくれないという「私」は存在す
るでしょう。それが、「流布語」としての「我」
です。永遠不変の実体としての「我」では
なく、仮に和合した存在としての「我」で
す。その「仮和合」としての私の上に、遍
満する仏性（あらゆるところに至り届く、
仏としての本来的性質）として、はたらい
てくださっている。それが、他力無我法に
おける主体。「南無阿弥陀仏を主とした」
生き方です。　　　　　　　

仏教の「主体性」とは


