
現

代

語

訳

【

真

宗

大

系

第

三

十

一

巻

所

収

】

後

世

物

語

聞

書

講

義
一

巻

妙

音

院

了

祥

師

述



－ Ⅰ －

目

次

は

じ

め

に

一

、
『

後

世

物

語

聞

書

』
に

つ

い

て

009P

二

、
『

後

世

物

語

聞

書

』

の

構

成

に

つ

い

て

005P

三

、

本

書

の

研

究

に

つ

い

て

009P

四

、

講

説

者

の

妙

音

院

了

祥

師

に

つ

い

て

010P

凡

例

011P

表

題

(
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＊
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＊
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は

じ

め

に

一

、
『

後

世

物

語

聞

書

』

に

つ

い

て

本

書

は

、
親

鸞

聖

人

が

、
関

東

か

ら

京

都

に

お

帰

り

に

な

ら

れ

て

後

、

御

遷

化

(
御

往

生

)

さ

れ

る

ま

で

の

間

に

、

関

東

の

門

弟

た

ち

と

の

間

に

往

復

さ

れ

た

お

手

紙

で

あ

る

「

御

消

息

」

の

中

に

、

拝

読

の

推

奨

の

書

と

し

て

書

写

し

渡

さ

れ

勧

め

て

お

ら

れ

る

事

が

窺

え

る

。

①

「

お

ほ

か

た

は

唯

信

抄

自

力

他

力

の

文

後

世

も

の

か

た

り

の

き

ゝ

か

き

一

念

多

念

の

証

文

唯

信

鈔

の

文

意

一

念

多

念

の

文

意

こ

れ

ら

を

御

覧

し

な

か

ら

慈

信

か

法

文

に

よ

り

て

･
･
･
･

」

(

「

五

月

廿

九

日

性

信

房

御

返

事

」)

【

原

典

版

通

P
8
4
0

】

8

と

、性

信

坊

に

宛

て

た

慈

信

坊

(
善

鸞

)

の

義

絶

を

知

ら

せ

た

文

と

と

と

も

に

、
「

後

世

も

の

か

た

り

の

き

き

か

き

」

が

、

聖

覚

法

印

や

隆

寛

師

の

著

作

と

と

も

に

推

奨

さ

れ

て

い

る

。

②

「

よ

く

〱

唯

信

鈔

後

世

物

語

な

ん

と

を

御

覧

あ

る

へ

く

さ

ふ

ら

ふ

」

(

「

正

月

九

日

真

浄

御

坊

)

原

典

版

⒘

通

P
8
5
7

真

淨

坊

に

宛

て

た

、

権

力

者

の

力

を

か

り

て

の

念

仏

布

教

を

誡

め

ら

- 2 -

れ

た

書

簡

の

中

に

も

本

書

が

見

受

け

ら

れ

る

。

③

「

京

に

も

一

念

多

念

な

ん

と

ま

ふ

す

あ

ら

そ

ふ

こ

と

の

お

ほ

く

さ

ふ

ら

ふ

や

う

に

あ

る

こ

と

さ

ら

〱

さ

ふ

ら

ふ

へ

か

ら

す

た

ゝ

詮

す

る

と

こ

ろ

は

唯

信

鈔

後

世

物

語

自

力

他

力

こ

の

御

文

と

も

を

よ

く

〱

つ

ね

に

み

て

そ

の

御

こ

ゝ

ろ

に

た

か

へ

す

お

は

し

ま

す

へ

し

」

(

「

二

月

三

日

」)

原

典

版

⒙

通

P
8
5
7

常

陸

の

門

弟

の

一

念

多

念

の

論

争

を

誡

め

ら

れ

た

書

簡

に

も

。

④

「

ま

た

親

鸞

も

偏

頗

あ

る

も

の

と

き

ゝ

さ

ふ

ら

へ

は

ち

か

ら

を

つ

く

し

て

唯

信

鈔

後

世

物

語

自

力

他

力

の

文

の

こ

ゝ

ろ

と

も

二

河

の

譬

喩

な

ん

と

か

き

て

か

た

〱

〱

ひ

と

〲

に

く

た

し

て

さ

ふ

ら

ふ

も

み

な

そ

ら

こ

と

に

な

り

て

さ

ふ

ら

ふ

と

き

こ

え

さ

ふ

ら

ふ

は

い

か

や

う

に

す

ゝ

め

ら

れ

た

る

や

ら

ん

不

可

思

議

の

こ

と

〱

き

ゝ

さ

ふ

ら

ふ

こ

そ

不

便

に

さ

ふ

ら

へ

よ

く

〱

き

か

せ

た

ま

ふ

へ

し

あ

な

か

し

こ

〱

」

(

「

十

一

月

九

日

慈

信

御

坊

」)

原

典

版

通

P
8
7
4

33

と

、
慈

信

坊

へ

の

お

手

紙

。

関

東

の

門

弟

の

動

揺

に

つ

い

て

の

返

信

に

も

、

本

書

を

書

き

写

し

、

推

奨

さ

れ

て

い

る

姿

が

、

読

み

取

れ

る

。
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そ

の

意

味

に

お

い

て

、

本

『

後

世

物

語

聞

書

』

は

、

宗

祖

の

関

東

門

弟

へ

の

伝

道

の

一

軸

と

な

っ

て

い

る

事

が

理

解

で

き

る

。

こ

こ

に

真

宗

伝

道

(

文

章

伝

道

)

の

最

も

原

初

的

な

あ

り

方

を

示

唆

し

て

い

る

も

の

と

考

え

る

。

し

か

し

、

そ

の

内

容

は

、

あ

く

ま

で

師

法

然

聖

人

の

「

選

択

本

願

の

念

仏

」

の

正

し

い

実

践

を

伝

え

る

、

限

ら

れ

た

伝

道

内

容

で

あ

る

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

そ

の

た

め

、

親

鸞

聖

人

の

生

涯

を

通

し

て

み

る

と

き

、

念

仏

伝

道

に

つ

い

て

は

、

あ

く

ま

で

法

義

(

内

教

・

仏

教

内

)
に

限

定

さ

れ

た

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

出

家

仏

法

(

教

え

の

事

で

は

な

く

伝

道

ス

タ

ン

ス

)

と

な

り

、

生

活

感

が

な

い

も

の

と

な

っ

て

い

る

事

は

否

め

な

い

。

本

物

語

の

了

祥

師

の

講

説

に

も

あ

げ

ら

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

が

、
法

然

門

下

で

の
「

一

念

邪

義

」

に

対

す

る

問

答

と

な

っ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

念

仏

者

の

入

門

的

ま

た

は

、

導

入

と

し

て

の

問

答

で

は

な

く

、

表

題

に

も

有

る

通

り

、
「

後

世

者

」

(

既

存

の

念

仏

者

)

に

対

す

る

、

本

師

所

説

の

真

実

の

念

仏

へ

の

誘

引

の

書

で

あ

る

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

。
こ

れ

に

類

す

る

も

の

は

、
『

歎

異

抄

』

が

そ

の

性

格

上

相

似

し

て

い

る

。

そ

の

限

定

の

上

に

、

本

書

の

み

な

ら

ず

他

の

ご

推

奨

の

書

も

読

む

こ

と

が

必

要

だ

と

考

え

る

。

振

り

返

っ

て

み

る

と

、

宗

祖

親

鸞

聖

人

の

ご

誕

生

八

百

五

十

年

。

立
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教

改

修

開

宗

八

百

年

を

迎

え

る

今

日

、

現

代

社

会

は

、

宗

祖

の

時

代

に

は

な

か

っ

た

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

な

ど

の

発

達

に

よ

る

激

流

の

中

に

人

も

社

会

も

あ

る

。

ま

た

、

一

方

高

齢

化

も

進

み

、

従

来

の

時

代

か

ら

の

聴

聞

を

重

ね

た

念

仏

者

も

多

く

、

そ

の

方

々

の

法

義

に

つ

い

て

の

疑

問

や

悩

み

に

対

し

て

、

正

し

い

浄

土

へ

の

道

を

説

き

示

し

伝

え

る

こ

と

は

、

大

き

な

意

義

が

あ

る

し

、

新

た

な

課

題

と

な

っ

て

い

る

。

そ

の

こ

と

は

、

先

達

の

布

教

関

係

者

の

功

績

に

頭

の

下

が

る

思

い

が

あ

る

。

ま

た

、

今

日

で

は

、

生

き

た

仏

法

に

触

れ

る

機

会

も

限

ら

れ

、

儀

礼

や

宗

派

的

指

向

の

濃

い

、

よ

り

限

定

的

な

環

境

に

置

か

れ

て

い

る

の

が

現

実

で

あ

る

。

そ

の

た

め

、

現

実

の

苦

悩

(

現

場

)

か

ら

遊

離

し

た

伝

道

と

な

っ

て

し

ま

っ

て

い

る

事

は

否

め

な

い

。

宗

祖

親

鸞

聖

人

が

お

示

し

い

た

だ

い

た

、

師

法

然

聖

人

直

伝

の

念

仏

の

教

え

が

、

単

に

個

人

の

救

い

に

堕

し

、

社

会

に

息

づ

く

仏

法

が

忘

れ

去

ら

れ

て

い

る

状

況

に

置

か

れ

て

い

る

こ

と

は

、

誠

に

心

痛

極

ま

り

な

い

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

意

味

で

、

念

仏

の

正

当

な

規

範

と

し

て

、

本

物

語

や

歎

異

抄

が

活

用

さ

れ

る

と

共

に

、

そ

の

救

済

の

安

心

の

上

に

立

っ

て

、

現

代

社

会

に

苦

悩

す

る

課

題

に

対

し

て

、

で

き

う

る

こ

と

か

ら

活

動

・

実

践

さ

れ

る

べ

き

だ

と

考

え

る

。

そ

こ

で

、

念

仏

(

師

法

然

聖

人

直

伝

の

念

仏

)

の

再

確

認

の

上

に

於

い

て

、
『

唯

心

鈔

』
『

一

念

多

念

分

別

事

』
『

自

力

他

力

の

事

』

等

と

同

等
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に

、

本

『

後

世

物

語

聞

書

』

を

解

説

さ

れ

た

書

を

現

代

語

化

す

る

こ

と

は

、

大

き

な

意

義

が

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

次

世

代

へ

の

、

継

承

活

用

を

念

願

す

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

二

、
『

後

世

物

語

聞

書

』

の

構

成

に

つ

い

て

本

書

の

構

成

は

、

最

初

の

場

面

設

定

か

ら

は

じ

ま

り

、

九

つ

の

問

答

か

ら

な

っ

て

い

る

。

場

面

設

定

は

、

洛

陽

東

山

の

辺

の

禪

坊

に

全

国

か

ら

後

世

者

(

浄

土

往

生

を

願

う

念

仏

者

)
が

十

四

乃

至

五

人

集

ま

っ

て

、

日

頃

の

不

審

を

出

し

て

、

た

ち

ど

こ

ろ

に

明

ら

か

に

し

た

物

語

で

あ

る

と

。

以

下

、

本

来

念

仏

者

で

無

け

れ

ば

懐

く

こ

と

の

な

い

疑

問

が

問

い

と

し

て

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

㈠

〝

念

仏

す

れ

ど

も

、

目

に

見

え

る

よ

う

な

効

果

も

無

く

、

疑

う

で

は

無

い

が

、

不

安

を

持

っ

て

し

ま

う

”

と

の

問

い

。

師

は

、

破

戒

無

知

の

為

の

念

仏

往

生

で

あ

る

か

ら

、

わ

が

身

の

能

力

が

諸

行

に

能

わ

な

い

か

ら

こ

そ

、

念

仏

往

生

を

願

う

べ

し

と

- 6 -

示

す

㈡

〝

能

力

が

劣

っ

た

者

の

為

の

念

仏

で

あ

る

な

ら

ば

、

聖

道

の

諸

教

よ

り

劣

っ

た

教

え

と

な

ら

な

い

だ

ろ

う

か

”

と

の

問

い

。

師

は

、

①

諸

教

も

念

仏

往

生

も

釈

迦

一

仏

の

教

え

。

勝

劣

な

く

、

入

口

が

異

な

る

の

み

。

優

劣

を

論

ず

べ

か

ら

ず

。

②

い

ず

れ

の

法

門

に

て

も

生

死

解

脱

す

る

故

に

、

縁

に

従

っ

て

わ

が

身

の

行

を

は

か

ら

う

べ

き

だ

と

示

す

。

㈢

〝

三

心

を

知

ら

な

け

れ

ば

、

念

仏

し

て

も

往

生

で

き

な

い

の

で

は

”

と

の

問

い

。

師

は

、
「

た

と

い

三

心

を

知

ら

ず

と

も

念

仏

申

さ

ば

、

自

然

に

三

心

は

具

足

す

る

」

と

の

法

然

聖

人

の

仰

せ

を

受

け

て

そ

の

通

り

だ

と

実

感

し

て

い

る

こ

と

。

各

々

の

領

解

を

聞

い

て

、

三

心

の

意

に

叶

っ

て

い

る

か

ど

う

か

を

分

別

し

よ

う

。

と

示

す

。

㈣

〝

妄

念

の

念

仏

は

、
眞

實

の

念

仏

で

無

い

こ

と

は

理

解

で

き

る

が

、

心

を

と

と

え

難

く

眞

實

の

念

仏

に

な

ら

な

い

が

ど

の

様

に

心

得

う

べ

き

”

と

の

問

い

。

師

は

、

凡

夫

が

眞

實

に

行

ず

る

念

仏

は

、

本

願

の

他

力

の

意

と

異
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な

り

、
「

至

誠

心

」

の

欠

け

た

念

仏

と

な

る

。

ま

た

、

妄

念

妄

想

を

と

ど

め

よ

う

と

も

、

悪

し

き

心

を

静

め

よ

う

と

も

、

観

念

観

法

を

凝

ら

そ

う

と

も

せ

ず

、

た

だ

念

仏

の

名

願

を

念

じ

、

こ

の

身

こ

の

ま

ま

で

往

生

す

る

と

ま

か

せ

信

ず

る

心

こ

そ

肝

要

と

示

す

。

㈤

〝

念

仏

す

れ

ば

生

死

の

罪

消

え

、

心

柔

軟

に

な

る

説

か

れ

て

い

る

が

、

い

っ

こ

う

に

煩

悩

は

少

し

も

消

え

ず

、

善

心

起

こ

る

こ

と

も

な

い

。

そ

ん

な

と

き

に

は

、

往

生

は

で

き

な

い

の

で

は

と

考

え

て

し

ま

う

が

”

と

の

問

い

。

師

は

、

総

て

罪

が

滅

す

る

と

い

う

の

は

、

臨

終

の

一

念

往

生

を

言

う

。

善

導

大

師

の

機

法

二

種

の

信

心

の

釋

に

よ

り

て

、

弥

陀

の

大

悲

大

願

故

に

頼

も

し

く

仰

ぐ

べ

き

。

ひ

と

へ

に

願

力

の

救

い

故

に

何

の

疑

い

か

有

ら

ん

と

心

得

る

の

が

、
「

深

心

」

(

信

心

)

と

い

う

と

示

す

。

㈥

〝

今

日

ま

で

、

罪

業

深

重

・

煩

悩

塗

れ

で

、

善

心

の

念

仏

は

万

が

一

の

者

が

、
そ

れ

を

な

お

さ

な

け

れ

ば

往

生

で

き

な

い

と

言

わ

れ

、

迷

っ

て

し

ま

う

が

、

ど

の

よ

う

に

考

え

る

べ

き

か

”

と

の

問

い

。

師

は

、

こ

れ

は

「

信

心

」

(

深

心

)

を

心

得

て

い

な

い

か

ら

往

生

を

願

う

心

が

疎

か

に

な

る

(

「

廻

向

発

願

心

」

が

欠

け

る

)

。

ど

の

よ

- 8 -

う

な

人

が

ど

の

よ

う

な

こ

と

を

申

し

て

も

少

し

も

迷

う

こ

と

が

な

い

の

を

金

剛

心

(

信

心

)

と

い

い

、

彌

陀

の

慈

悲

(

本

願

力
)

の

故

に

摂

取

が

決

定

せ

し

め

ら

れ

る

。

こ

れ

を

「

廻

向

発

願

心

」

と

い

う

と

。

㈦

〝

三

心

の

本

意

”

を

問

う

。

師

は

、

わ

が

身

の

分

を

は

か

っ

て

、

自

力

を

す

て

て

他

力

に

つ

く

心

の

一

心

一

向

な

る

を

「

至

誠

心

」

(

眞

實

心

)

と

い

う

。

次

に

、

弥

陀

の

本

願

は

す

べ

て

の

罪

悪

の

凡

夫

(

我

が

身

)

の

た

め

と

疑

い

の

な

き

心

を

「

信

心

(

深

心

)

」

と

い

う

。

次

に

、

本

願

他

力

の

眞

實

の

救

い

を

た

の

む

上

は

、

往

生

決

定

と

定

め

て

浄

土

を

願

う

心

を

「

廻

向

発

願

心

」

と

い

う

と

。

㈧

〝

念

仏

す

れ

ば

、

知

ら

ざ

れ

ど

も

三

心

は

具

足

せ

ら

る

の

肝

要

は

”

と

の

問

い

。

師

は

、

一

心

一

向

に

弥

陀

を

た

の

み

た

て

ま

つ

り

て

疑

わ

ず

、

往

生

決

定

を

願

っ

て

称

え

る

念

仏

は

、

三

心

具

足

の

行

者

と

す

る

。
「

し

ら

ね

ど

も

と

な

ふ

れ

ば

自

然

に

具

足

せ

ら

る

る

」

(

法

然

聖

人

)

の

仰

せ

ご

と

。
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㈨

〝

称

名

念

仏

す

る

と

き

三

心

の

意

義

を

考

え

て

す

べ

き

”

か

。

と

の

問

い

。

師

は

、

一

度

三

心

を

心

得

た

後

は

、

た

だ

称

名

念

仏

す

る

の

み

で

あ

る

。

(

自

然

法

爾

の

)

称

名

の

聲

と

な

っ

た

後

に

は

、

こ

こ

ろ

に

三

心

の

義

を

求

め

て

は

な

ら

な

い

。

と

の

、

問

答

に

て

、
「

称

名

念

仏

」

と

「

三

心

」

の

関

係

を

明

ら

か

に

す

る

と

共

に

、

一

向

専

修

の

称

名

念

仏

を

勧

め

て

、

一

念

邪

義

を

破

す

構

成

と

な

っ

て

い

る

。

こ

こ

に

、

親

鸞

聖

人

在

世

の

当

事

の

み

な

ら

ず

、

今

日

の

念

仏

者

が

当

然

懐

く

疑

問

(

悩

み

)
を

整

然

と

説

き

明

か

さ

れ

て

い

る

。

こ

こ

に

、

聖

人

ご

推

奨

の

『

後

世

物

語

聞

書

』

の

位

置

が

あ

る

。

三

、

本

書

の

研

究

に

つ

い

て

本

書

は

仮

名

聖

教

に

属

す

る

こ

と

と

、

法

然

門

下

の

宗

祖

の

兄

弟

子

に

よ

る

指

南

書

で

あ

る

が

故

に

、

宗

祖

が

推

奨

さ

れ

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

解

説

や

研

究

書

は

希

で

あ

る

。

先

達

の

講

義

録

も

二

三

見

受

- 10 -

け

ら

れ

る

が

、

全

文

を

通

し

て

、

解

説

講

義

し

た

も

の

は

、

大

谷

派

の

学

匠

で

あ

る

妙

音

院

了

祥

師

の

『

後

世

物

語

聞

書

講

義

』

(
【

真

宗

大

系

第

三

十

一

所

収

】

)

の

み

で

あ

る

。

四

、

講

説

者

の

妙

音

院

了

祥

師

に

つ

い

て

師

は

、

一

七

八

八

年

(

天

明

八

年

)

、

愛

知

県

岡

崎

市

の

萬

徳

寺

の

最

親

院

義

陶

師

の

子

と

し

て

出

生

。

幼

少

よ

り

学

業

に

心

酔

し

、

後

に

宗

学

を

香

月

院

深

勵

に

師

事

し

学

ん

だ

。

そ

の

学

問

は

、

歴

史

と

教

義

に

透

徹

し

た

実

証

的

手

法

が

用

い

ら

れ

今

日

に

於

い

て

も

秀

で

て

い

る

。

例

え

ば

、

多

く

の

著

作

の

中

、
『

歎

異

抄

聞

書

』

で

は

、
『

歎

異

抄

』

の

著

者

を

河

田

の

唯

円

撰

述

の

説

を

打

ち

立

て

、

今

日

で

も

重

用

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

本

書

に

お

い

て

も

、

隆

寛

師

の

講

述

説

を

実

証

的

に

論

証

し

、

諸

説

を

一

蹴

し

て

い

る

。

一

八

四

二

(

天

保

十

三

)

年

五

十

五

歳

に

て

往

生

し

て

い

る

。

妙

音

院

と

も

亀

水

と

も

号

し

、

後

に

学

階

「

嗣

講

」

や

「

講

師

」

が

贈

ら

れ

て

い

る

。

著

作

や

講

述

録

は

数

多

く

、

先

に

挙

げ

た

他

、
『

一

枚

起

請

文

録

』
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三

巻

、
『

異

義

集

』

五

巻

、
『

異

義

考

』

一

巻

、
『

選

択

集

昨

非

鈔

』
『

唯

心

鈔

記

』

三

巻

、
『

興

御

書

批

評

』

一

巻

、
『

雑

行

雑

修

耳

飡

』

一

巻

等

が

あ

る

。

凡

例
現

代

語

訳

に

際

し

、

以

下

の

こ

と

に

留

意

し

た

。

・

講

説

の

構

成

上

内

容

を

明

確

化

す

る

た

め

に

、

標

題

・

項

目

を

付

け

、

改

行

し

見

や

す

く

し

た

。

・
『

後

世

物

語

聞

書

』

の

本

文

の

講

説

の

各

問

答

に

つ

い

て

は

、

講

説

文

の

前

に
【

元

文

】
を

付

加

し

掲

げ

、
講

説

を

解

り

易

く

し

た

。

・

基

本

的

な

項

目

や

語

順

の

変

更

は

、

で

き

る

限

り

回

避

し

た

。

- 12 -

・

安

心

上

明

ら

か

に

異

な

っ

て

い

る

(

聞

き

間

違

い

)

と

思

わ

れ

る

用

語

に

つ

い

て

は

、

推

測

し

て

一

部

訂

正

し

た

。

・

方

言

な

ど

の

独

特

の

表

現

に

つ

い

て

は

、

一

般

的

な

表

現

に

変

換

し

た

・

表

現

上

意

味

不

明

の

場

合

の

み

、

語

順

を

変

更

し

て

現

代

語

化

し

た

。

・

安

心

の

基

本

的

な

用

語

に

つ

い

て

は

、

そ

の

ま

ま

使

用

し

た

。

・

一

部

、

現

代

語

化

に

よ

る

弊

害

や

誤

解

等

を

生

じ

る

文

面

に

つ

い

て

は

、

原

本

に

沿

っ

て

文

語

的

表

現

を

残

し

た

。

以

上
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【

真

宗

大

系

第

三

十

一

巻

所

収

】

後

世

物

語

聞

書

講

義
一

巻

妙

音

院

了

祥

師

述

- 14 -

目

次玄

談

一

、

作

主

（

作

者

）

二

、

同

意

趣

の

文

に

つ

い

て

（

辨

同

軌

）

三

、

異

本

に

つ

い

て

（

辨

異

本

）

四

、

来

意

五

、

大

意

序

述

(

ち

か

こ

ろ

浄

)

第

一

問

答

(

あ

る

ひ

と

と

)

第

二

問

答

(

二

ま

た

あ

る

)

第

三

問

答

(

三

ま

た

あ

る

)

第

四

問

答

(

四

あ

る

ひ

と

)

第

五

問

答

(

五

又

あ

る

ひ

)

第

六

問

答

(

六

ま

た

あ

る

)

第

七

問

答

(

七

ま

た

あ

る

)

第

八

問

答

(

八

又

あ

る

ひ

)

第

九

問

答

(

九

又

あ

る

ひ

)
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後

世

物

聞

書

講

義
一

巻

妙

音

院

了

祥

師

述

了

祥

師

講

説

の

初

志

(

講

説

の

次

第

)

こ

の

書

は

、

親

鸞

聖

人

の

「

御

消

息

」

に

度

々

「

唯

信

鈔

後

世

物

語

な

ん

ど

を

よ

く

よ

く

御

覧

候

へ

」

(

真

聖

全

巻

二

p
8
2
8

・

8
4
0

・

8
4
3
)

と

あ

り

、
『

唯

信

鈔

』

に

次

い

で

尊

重

さ

れ

て

い

る

の

が

こ

の

書

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

仮

名

聖

教

に

も

傍

依

の

部

類

で

、
「

唯

信

鈔

」

の

次

に

挙

げ

て

あ

る

。

し

か

し

、

古

来

こ

の

書

の

註

釈

と

目

さ

れ

る

も

の

、

鈔

と

い

う

も

の

は

三

巻

あ

る

の

み

で

、

講

義

解

釈

さ

れ

た

も

の

は

、

無

い

の

が

こ

の

書

で

あ

る

。

ま

た

、

こ

の

巻

書

の

鈔

も

あ

ま

り

役

に

立

た

な

い

こ

と

を

検

討

し

て

い

る

だ

け

で

、

こ

の

書

の

実

意

を

解

釈

す

る

に

は

少

し

も

役

に

立

た

な

い

。

(

例

え

ば

)

終

わ

り

の

「

愚

禿

親

鸞

写

之

」

と

あ

る

の

を

無

理

に

こ

じ

つ

け

て

親

鸞

聖

人

の

御

釋

と

定

め

な

が

ら

、

何

故

に

「

写

之

」

と

あ

る

こ

と

さ

え

、

何

も

述

べ

て

い

な

い

。

こ

の

よ

う

な

こ

と

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

書

に

つ

い

て

は

、

昔

よ

り

何

が

あ

る

か

は

知

ら

な

い

け

れ

ど

も

、

講

説

も

知

ら

な

い

し

、

別

に

末

書

も

見

た

こ

と

が

な

い

。
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先

ず

私

(

了

祥

師

)

と

し

て

は

、

初

め

て

こ

の

書

を

講

義

す

る

心

持

ち

で

あ

る

の

で

、

甚

だ

恐

れ

多

い

こ

と

で

は

あ

る

が

、

学

問

の

ま

ね

を

し

な

が

ら

、

親

鸞

聖

人

が

「

よ

く

よ

く

見

よ

」

と

仰

っ

た

こ

の

書

を

解

釈

せ

ず

に

は

お

れ

な

い

。

よ

っ

て

こ

の

度

こ

の

書

を

講

説

す

る

も

の

で

あ

る

。

こ

の

書

を

解

釈

す

る

に

つ

い

て

、

五

つ

の

項

目

を

挙

げ

て

お

く

。

一

に

作

者

に

つ

い

て

二

に

同

意

趣

の

文

に

つ

い

て

三

に

異

本

に

つ

い

て

四

に

来

意

に

つ

い

て

五

に

文

意

に

つ

い

て

そ

の

後

に

、

本

文

を

解

釈

し

て

い

く

こ

と

と

す

る

。

第

一

、

作

者

に

つ

い

て

（

第

一

科

作

主

）

作

者

に

つ

い

て

は

、

古

来

の

学

者

の

説

で

は

、

信

空

上

人

法

蓮

の

作

と

言

わ

れ

て

い

る

。

亀

陵

師

(

大

谷

派

の

学

僧

慧

琳

師

1
7
1
5
-
1
7
8
9
)

の

「

附

録

」

も

そ

の

説

。

私

も

先

年

、

そ

の

古

来

の

説

に

従

っ

て

こ

れ
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を

信

空

上

人

法

蓮

(

法

然

聖

人

の

常

随

の

弟

子

1
1
4
6
-
1
2
2
8
)

の

作

と

し

て

無

理

に

押

し

付

け

て

一

度

講

録

を

書

い

て

み

た

。

と

こ

ろ

で

、

何

を

証

拠

に

信

空

作

と

云

う

か

と

い

え

ば

、
『

御

伝

鈔

』

(

本

願

寺

派

第

三

代

覚

如

師

著

)

の

「

信

行

両

座

」

(

真

聖

全

巻

四

p
8
5

上

)

の

御

座

に

お

い

て

、

信

の

座

に

就

か

れ

た

の

が

聖

覚

法

印

と

信

空

上

人

。

そ

の

聖

覚

法

印

(

天

台

僧

安

居

院

聖

覚

1
1
6
7
-
1
2
3
5
)

の

著

作

が

『

唯

信

鈔

』

(

聖

覚

の

浄

土

信

仰

の

書
)

で

あ

る

か

ら

、
「

唯

信

鈔

」

に

続

く

本

書

は

、

信

空

師

の

作

で

あ

ろ

う

と

言

わ

れ

て

い

る

だ

け

で

、

鳥

の

星

を

宛

に

す

る

よ

り

も

ま

だ

愚

か

な

説

で

あ

る

。

本

書

の

校

合

よ

り

見

て

い

く

と

、

三

本

あ

る

が

、

い

ず

れ

も

信

空

師

の

作

と

は

な

ら

な

い

。
「

唯

信

鈔

」

は

、

も

ち

ろ

ん

聖

覚

法

印

と

あ

り

、

「

一

念

多

念

分

別

事

」

(
一

巻

・

淨

全

續

巻

九

)

や

「

自

力

他

力

」

(

一

巻

・

淨

全

續

巻

九

)

の

文

は

、

隆

寛

師

と

あ

る

。

皆

そ

の

著

に

、

著

者

の

名

前

が

出

て

い

る

の

に

、

こ

の

書

に

限

り

名

が

な

い

は

ず

が

な

い

。

も

し

、

こ

の

本

に

信

空

で

な

く

と

も

信

空

に

違

い

な

け

れ

ば

、

法

然

聖

人

の

第

一

の

弟

子

で

あ

る

か

ら

、

親

鸞

聖

人

は

信

空

著

と

書

い

て

、

信

じ

な

さ

い

と

お

示

し

下

さ

る

は

ず

で

あ

る

。

こ

の

不

審

は

以

前

よ

り

気

付

い

て

い

た

が

、

古

来

信

空

信

空

と

云

う

事

で

あ

っ

た

の

で

、

心

持

ち

が

悪

い

そ

の

説

を

伝

え

て

い

た

。

そ

こ

で

、

こ

の

度

こ

の

書

を

講

義

す

る

に

当

た

り

、

力

の

続

く

限

り

検

討

し

て

み

た

結

果

、

恐

ら

く

は

、

隆
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寛

師

の

説

か

れ

た

と

こ

ろ

を

、

他

の

人

が

認

知

(

聞

書

)

し

た

た

め

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

証

拠

つ

い

て

、

五

義

を

検

討

し

て

い

こ

う

と

考

え

る

。

第

一

に

、
『

捨

子

問

答

』

(

淨

全

巻

續

九

)

と

い

う

書

に

つ

い

て

こ

の

書

の

詳

細

は

、

つ

ぎ

に

説

明

す

る

が

、

そ

の

内

容

か

ら

考

え

て

、

隆

寛

師

の

末

流

の

多

念

義

の

書

物

で

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。
「

権

律

師

隆

寛

記

」

と

あ

る

け

れ

ど

も

、

お

そ

ら

く

は

、

隆

寛

師

の

著

作

で

は

な

い

。

隆

寛

師

の

末

弟

の

作

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

「

捨

子

問

答

」

の

文

に

(

後

世

物

語

が

)

一

致

す

る

所

も

あ

り

、

一

致

し

な

い

所

も

あ

る

。

文

の

相

違

は

あ

る

が

、

内

容

は

、

問

答

の

順

ま

で

下

巻

の

初

丁

に

至

る

と

こ

ろ

は

、

全

く

こ

の

物

語

に

一

致

し

て

い

る

。

こ

れ

は

多

念

義

の

者

が

、

信

空

師

の

説

示

を

書

写

し

て

、
「

捨

子

問

答

」

を

著

す

こ

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

流

祖

隆

寛

律

師

の

作

で

あ

る

か

ら

こ

そ

、
「

後

世

物

語

」

に

潤

色

し

て

「

捨

子

問

答

」

を

作

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

兎

に

角

物

事

と

学

文

は

、

広

く

書

を

見

な

け

れ

ば

誤

り

が

多

く

な

る

。

こ

の

こ

と

は

、

古

来

の

者

が

「

捨

子

問

答

」

に

つ

い

て

の

検

討

が

疎

か

で

あ

る

こ

と

。

ま

た

見

て

も

多

念

義

の

書

と

決

め

つ

け

て

見

落

と

し

て

い

る

こ

と

で

「

後

世

物

語

」

と

対

照

し

て

、

ど

う

で

あ

る

か

を

検

討

し

な

い

か

ら

気

が

つ

か

ず

に

い

る

の

で

あ

る

。
「

捨

子
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問

答

」

と

校

合

し

て

み

れ

ば

、

本

書

が

多

念

義

の

系

統

の

も

の

で

あ

る

こ

と

は

疑

い

な

い

。

但

し

、

多

念

義

の

隆

寛

師

の

説

と

そ

の

末

流

と

の

説

は

、
か

な

り

相

違

す

る

。
末

弟

の

説

と

は

異

な

る

と

こ

ろ

が

多

い

が

、

こ

の

間

も

内

容

を

読

ん

で

み

る

と

、

隆

寛

師

の

説

は

こ

れ

ほ

ど

ま

で

に

親

鸞

聖

人

の

説

と

合

致

す

る

も

の

か

と

不

審

に

思

う

程

に

一

致

す

る

。

そ

の

こ

と

も

次

に

解

説

す

る

も

の

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

材

木

の

目

利

き

の

学

者

が

多

い

の

で

、

当

流

の

信

の

一

念

か

ら

一

念

義

に

合

致

す

る

と

は

考

え

る

け

れ

ど

、

多

念

義

に

合

致

す

る

と

は

思

い

も

よ

ら

な

い

こ

と

の

よ

う

に

考

え

て

、

大

き

く

親

鸞

聖

人

の

お

心

を

取

り

間

違

え

て

し

ま

う

。

行

も

如

来

回

向

、

信

も

如

来

回

向

。

摂

取

の

光

益

よ

り

、

念

仏

も

称

え

、

信

も

得

ら

れ

る

と

い

い

、

往

生

の

因

果

は

全

て

他

力

と

い

っ

て

い

る

。

実

に

隆

寛

師

の

説

、

親

鸞

聖

人

の

真

実

の

四

法

に

合

致

し

て

少

し

も

違

う

と

こ

ろ

が

な

い

。

第

二

に

、

こ

の

物

語

の

初

め

に

「

浄

土

宗

の

明

師

を

た

ず

ね

て

洛

陽

東

山

の

禅

坊

に

い

た

る

」

と

あ

る

。

し

か

し

、

信

空

師

は

白

河

の

信

空

と

い

わ

れ

る

よ

う

に

、

居

所

は

白

河

。
『

一

言

芳

談

』

巻

二

(

九

左

)

に

は

、
「

浄

土

谷

」

と

あ

り

、

ま

た

、

知

恩

院

近

辺

も

総

じ

て

白

河

と

呼

ば

れ

て

い

た

と

い

う

。
「

洛

陽

東

山

の

ほ

と

り

」

と

は

、

信

空

に

こ

じ

つ

け

て

み

れ

ば

み

ら

れ

な

い

で

は

な

- 20 -

い

が

、

信

空

師

は

先

ず

北

白

河

で

あ

る

。

だ

か

ら

「

洛

陽

東

山

の

ほ

と

り

」

と

は

云

い

難

い

。

さ

て

、

隆

寛

師

は

山

で

は

横

川

の

戒

心

谷

(

比

叡

山

横

川

の

東

の

谷

)

に

居

ら

れ

た

。

後

に

、

東

山

長

楽

寺

の

総

門

の

中

の

来

迎

房

(

現

知

恩

院

総

門

前

駐

車

場

当

た

り

)

に

居

ら

れ

た

と

い

う

。

こ

の

こ

と

は

『

黒

谷

伝

』

(

『

黒

谷

源

空

上

人

伝

』

淨

全

巻

十

七

)

を

は

じ

め

諸

本

に

伝

わ

っ

て

い

る

。

最

も

こ

の

長

楽

寺

の

総

門

の

中

の

来

迎

房

の

跡

は

、

今

の

長

楽

寺

と

は

少

し

方

角

が

違

っ

て

い

る

。

昔

は

至

っ

て

大

寺

院

で

、

知

恩

院

の

南

・

高

臺

寺

と

の

間

に

あ

っ

た

。

そ

う

で

あ

れ

ば

、

全

く

「

東

山

の

辺

に

在

す

禅

房

」

と

書

か

れ

て

い

る

こ

と

が

、

東

山

長

楽

寺

の

来

迎

房

に

符

合

し

て

い

る

。

さ

て

、
「

捨

子

問

答

」

は

こ

の

初

め

の

と

こ

ろ

が

大

き

く

書

き

換

え

ら

れ

て

た

も

の

で

、

捨

子

と

い

う

遁

世

者

が

、

或

る

僧

坊

へ

尋

ね

行

き

て

問

答

を

し

た

形

に

し

て

あ

る

。

こ

れ

も

面

白

い

こ

と

で

、

そ

れ

を

、

後

世

物

語

の

初

め

に

後

世

者

、

念

仏

者

と

し

て

「

こ

こ

ろ

は

こ

こ

ろ

と

と

も

に

そ

の

身

は

世

と

と

も

に

す

て

た

る

よ

と

み

ゆ

る

ひ

と

ひ

と

」

と

あ

る

。

こ

の

世

捨

人

、

遁

世

者

を

捨

子

と

書

き

改

め

た

わ

け

も

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

ま

た

、

次

に

「

仏

に

す

て

ら

れ

た

」

と

あ

る

の

は

、

誤

り

と

考

え

ら

れ

る

。

さ

て

、

そ

の

捨

子

が

尋

ね

至

っ

た

所

は

、

僧

房

に

持

仏

堂

が

あ
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り

、

本

尊

は

来

迎

の

弥

陀

三

尊

と

書

か

れ

て

い

る

。

こ

の

文

が

す

な

わ

ち

隆

寛

師

の

居

ら

れ

た

長

楽

寺

来

迎

房

を

書

き

取

っ

て

「

僧

坊

あ

り

て

本

尊

は

来

迎

の

阿

弥

陀

の

三

尊

」

と

云

っ

た

も

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

本

物

語

を

「

捨

子

問

答

」

に

作

り

か

え

た

も

の

で

、

そ

の

作

り

か

え

様

も

隆

寛

師

の

来

迎

房

に

合

致

し

て

い

る

。

第

三

に

、
本

物

語

に

顕

さ

れ

て

い

る

「

三

心

」
中

の

「

至

誠

心

」
を

、

行

者

の

真

実

と

せ

ず

、

本

願

他

力

の

仏

の

真

実

し

て

い

る

。

「

捨

子

問

答

」(
十

七

左

浄

全

巻

續

九

・

八

上

)

に

は

、
「

利

他

真

実

」

と

書

か

れ

、

名

目

ま

で

も

親

鸞

聖

人

の

説

と

一

致

し

て

い

る

。

ち

な

み

に

、
「

至

誠

心

」

を

「

利

他

真

実

」

と

す

る

説

は

、

良

忠

の

『

論

註

記

』

四

・

十

四

右

(

『

無

量

寿

経

論

註

記

』

貞

亨

版

・

淨

全

巻

一

)

、
『

要

集

記

』

巻

中

・

五

の

四

十

三

左
(

『

往

生

要

集

義

記

』

元

治

版

・

淨

全

巻

十

五

)

、
『

鎌

倉

宗

要

』

(

『

浄

土

宗

要

集

』
『

東

宗

要

』

弘

安

五

年

頃

)

四

(

六

右

以

下

)

等

、

み

な

隆

寛

師

と

し

て

挙

げ

て

あ

る

。

信

空

上

人

の

著

書

は

昔

は

ち

ら

ち

ら

と

あ

っ

て

伝

え

ら

れ

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

が

、

今

は

一

部

も

伝

わ

っ

て

い

な

い

。

よ

っ

て

、
「

語

燈

録

」

(

『

黒

谷

上

人

語

燈

録

』

淨

全

巻

九

の

後

半

の

『

和

語

燈

録

』

)

中

よ

り

、

信

空

師

の

説

を

抜

き

出

し

て

は

み

た

が

、

未

だ

至

誠

心

を

利

他

真

実

と

仏

に

か

け

た

文

は

見

あ

た

ら

な

い

。

こ

こ

で

も

、

至

誠

心

真

実

を

仏

の

方
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に

約

す

る

の

は

、

隆

寛

師

の

説

に

合

致

し

て

い

る

。

第

四

に

、
『

後

世

物

語

』

(

淨

全

巻

續

九

)

は

、
「

三

心

」

に

つ

い

て

説

い

た

書

物

。
『

自

力

他

力

事

』

は

、
「

二

力

」

(

自

力

他

力

)

に

つ

い

て

説

い

た

書

物

。

三

心

と

二

力

と

は

体

が

違

う

よ

う

に

見

え

る

け

れ

ど

も

、

こ

の

「

後

世

物

語

」

の

終

わ

り

に

三

心

の

体

を

云

う

と

こ

ろ

、

凡

夫

の

誠

を

捨

て

て

他

力

の

誠

に

帰

す

る

こ

と

が

至

誠

心

。

自

力

を

捨

て

て

他

力

を

信

じ

た

の

が

深

信

。

間

違

い

な

く

他

力

で

往

生

す

る

と

心

の

定

ま

っ

た

の

が

回

向

発

願

心

で

あ

る

。

三

心

の

帰

結

は

、

自

力

を

捨

て

て

他

力

を

信

じ

て

、
往

生

が

定

ま

る

と

心

得

る

こ

と

で

あ

る

。
従

っ

て

、

二

力

を

説

く

こ

と

と

、

三

心

を

説

く

こ

と

は

、

そ

の

心

は

す

べ

て

一

致

す

る

。

こ

の

「

自

力

他

力

事

」

は

、

隆

寛

師

の

真

作

で

あ

る

か

ら

、

そ

れ

と

符

合

す

る

本

物

語

も

隆

寛

師

の

作

と

考

え

る

の

が

妥

当

で

あ

る

。

第

五

に

、

閑

亭

後

世

物

語

と

い

う

書

物

が

あ

る

。

こ

れ

も

、

詳

細

を

次

に

評

価

し

よ

う

と

思

う

。

「

先

師

隆

寛

」

と

の

撰

号

が

あ

る

け

れ

ど

も

、

隆

寛

師

の

直

弟

子

の

作

と

考

え

ら

れ

る

も

の

。

し

か

し

、

良

く

読

ん

で

み

る

と

、
「

捨

子

問

答

」

と

こ

の

「

閑

亭

」

は

、

共

に

多

念

義

の

書

で

は

あ

る

が

、

そ

の

内

容

は

水

火

の

違

い

が

あ

る

。

た

と

え

ば

、
「

捨

子

問

答

」

は

、
「

臨

終

業

成
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の

義

」

(

浄

全

巻

續

九

・

2
0

上

)

を

説

い

て

多

念

を

募

る

が

、
「

閑

亭

物

語

」

は

、
「

平

生

業

成

」

(

浄

全

巻

續

九

・

5
5

下

)

を

顕

し

て

多

念

を

募

ら

な

い

。

本

物

語

及

び

「

一

念

多

念

分

別

事

」

(

浄

全

巻

續

九

)

と

「

自

力

他

力

の

事

」

(

浄

全

巻

續

九

)

の

三

部

は

、

良

く

「

閑

亭

物

語

」

に

合

致

し

て

い

る

。

さ

て

、
次

に

こ

の

閑

亭

物

語

の

初

め

を

読

ん

で

み

る

と

、
こ

れ

も
「

後

世

物

語

」

を

書

き

換

え

た

も

の

で

、

題

号

に

「

閑

亭

後

世

物

語

」

と

あ

る

こ

と

に

て

理

解

で

き

る

。

先

に

「

後

世

物

語

」

と

い

う

も

の

が

あ

っ

た

の

で

、

そ

れ

を

簡

ん

で

「

閑

亭

」

の

字

を

添

え

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

か

ら

見

て

も

こ

の

物

語

は

、

隆

寛

師

の

作

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

以

上

の

五

項

目

を

検

討

し

た

が

、

い

ず

れ

も

信

空

作

で

は

な

い

事

は

明

ら

か

で

、
隆

寛

師

作

と

考

え

る

の

が

明

ら

か

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

さ

て

、

こ

の

よ

う

に

考

え

る

と

き

、

本

物

語

が

隆

寛

師

作

と

言

い

き

れ

る

か

と

い

う

と

、

も

し

、

隆

寛

師

作

な

ら

ば

「

一

念

多

念

分

別

事

」

・
「

二

力

事

」

と

同

じ

く

隆

寛

律

師

作

と

あ

る

べ

き

で

あ

る

が

、

そ

れ

が

な

い

こ

と

よ

り

す

れ

ば

、

隆

寛

師

の

説

示

を

門

弟

が

書

き

著

し

た

と

も

の

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

親

鸞

聖

人

が

依

用

さ

れ

て

い

る

こ

の

物

語

は

、

た

だ

隆

寛

師

の

弟

子

の

作

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

よ

っ

て

こ

れ

は

、

隆

寛

師

の

教

え

を

聞

い

て

浄

土

門

に

入

ら

れ

た

禅

林

寺

の

- 24 -

静

遍

僧

都

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

人

は

『

十

六

門

記

』

(

『

黒

谷

源

空

上

人

伝

』
淨

全

巻

十

七

・

P
1
7

上
「

第

十

五

没

後

順

縁

利

益

門

」)

に

も

別

に

こ

の

師

の

帰

入

の

こ

と

が

記

し

て

あ

り

、
「

閑

亭

後

世

物

語

」
(

淨

全

巻

續

九

・

P
3
4

上

)

に

も

浄

土

の

先

達

に

挙

げ

て

あ

り

、

こ

れ

に

よ

っ

て

、

若

し

く

は

静

遍

僧

都

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る

。

則

ち

こ

の

書

の

最

初

に

顕

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

に

よ

る

と

、

東

山

の

禅

坊

に

い

た

り

て

、

念

仏

者

の

師

と

弟

子

と

の

物

語

を

聞

い

て

書

く

と

い

う

そ

の

文

体

に

注

目

し

て

み

る

と

、

師

と

い

う

の

は

隆

寛

師

、

聞

い

て

書

い

た

の

は

静

遍

僧

都

で

も

あ

ろ

う

か

と

考

え

ら

れ

る

。

然

る

に

、
「

物

語

」

と

い

う

の

は

、

最

も

古

い

「

竹

取

物

語

」
、

そ

れ

に

続

い

て

「

源

氏

物

語

」
「

伊

勢

物

語

」
。

後

に

は

「

今

昔

物

語

」

な

ど

が

あ

る

。

そ

の

中

で

竹

取

・

源

氏

・

伊

勢

物

語

は

、

な

い

こ

と

を

有

っ

た

よ

う

に

書

い

た

架

空

の

物

語

で

あ

る

。

今

昔

や

こ

の

物

語

は

、

先

ず

真

実

の

こ

と

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

そ

れ

を

少

し

ず

つ

面

白

お

か

し

く

書

き

取

っ

た

も

の

で

あ

る

。

依

っ

て

こ

の

物

語

と

い

う

題

は

、

み

な

書

い

て

あ

る

通

り

で

あ

る

と

受

け

取

っ

て

は

間

違

い

に

な

る

。

尤

も

蓮

如

上

人

の

御

物

語

な

ど

は

、

こ

の

よ

う

な

も

の

で

は

な

い

。

よ

っ

て

本

物

語

も

法

門

に

つ

い

て

は

虚

飾

・

架

空

は

な

い

け

れ

ど

も

、

東

山

の

禅

坊

に

至

っ

た

と

か

、

一

人

一

人

こ

の

よ

う

に

問

い

を

出

し

て

、

師

が

こ

の

よ

う

に

答

え

た

と

い

う

の

を

そ

の

ま

ま

に

受

け

取

っ
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て

は

、

心

得

違

い

に

な

る

。

た

と

え

ば

、

一

京

九

重

五

畿

七

道

と

広

く

挙

げ

て

い

る

が

、

こ

の

通

り

で

あ

れ

ば

、

少

な

く

見

て

も

三

十

人

～

五

十

人

は

居

る

よ

う

に

考

え

ら

れ

る

が

、

記

さ

れ

る

人

数

は

十

四

・

五

人

で

あ

る

。

ま

た

、

問

い

の

次

第

が

、

最

初

は

「

一

向

専

修

」
、

次

に

「

三

心

」
、

最

後

は

、
「

一

向

専

修

」

を

記

し

て

い

る

。

全

く

「

一

向

専

修

す

れ

ば

自

然

に

三

心

は

具

足

す

る

」

と

い

う

九

番

の

問

答

を

書

い

て

い

る

次

第

は

、

実

に

良

く

連

続

し

て

い

る

。

こ

れ

も

、

十

四

五

人

の

者

が

、

思

い

思

い

に

問

う

た

の

で

あ

れ

ば

、

こ

の

様

な

次

第

に

な

る

は

ず

が

な

い

。

よ

っ

て

こ

の

よ

う

な

こ

と

か

ら

見

れ

ば

、

実

に

は

こ

の

通

り

の

こ

と

が

有

っ

た

の

で

は

な

い

。

し

か

し

な

が

ら

、

洛

陽

東

山

の

明

師

に

浄

土

の

法

門

を

問

う

て

、

浄

土

の

法

門

に

帰

し

た

と

い

う

こ

と

は

事

実

で

、

そ

の

趣

を

禅

坊

を

尋

ね

て

、

師

弟

の

物

語

を

聞

い

た

姿

の

み

を

書

い

た

も

の

で

あ

る

。

よ

っ

て

「

捨

子

問

答

」

で

は

、

捨

子

と

い

う

遁

世

者

が

後

世

の

こ

と

を

問

う

た

姿

の

み

を

書

い

て

あ

る

。

そ

の

時

の

東

山

の

明

師

は

、
隆

寛

律

師

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

こ

と

を

先

に

説

明

し

て

お

い

た

。
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*

本

物

語

の

著

者

に

つ

い

て

本

物

語

を

書

か

れ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

確

実

な

証

拠

は

な

い

が

、

法

然

聖

人

が

依

用

さ

れ

て

い

る

「

十

疑

論

」

(

『

浄

土

十

疑

論

』

伝

智

顗

撰

・

淨

全

巻

六

)

「

西

方

要

決

」

(

『

西

方

要

決

釋

疑

通

規

』

伝

慈

恩

作

・

淨

全

巻

六

)

ま

で

も

疑

い

が

有

れ

ば

捨

て

て

依

用

さ

れ

な

い

親

鸞

聖

人

が

、

安

易

に

書

を

依

用

さ

れ

る

訳

が

な

い

。

よ

っ

て

如

何

に

せ

よ

そ

の

頃

の

大

徳

で

あ

る

こ

と

に

違

い

は

な

い

。

そ

の

大

徳

を

考

察

し

て

み

る

と

、

法

然

聖

人

滅

後

に

浄

土

門

に

帰

依

さ

れ

た

の

は

、

毘

沙

門

堂

の

明

禅

師

(

天

台

僧

1
1
6
7
-
1
2
4
2
)

。

こ

れ

は

、

信

空

上

人

に

逢

っ

て

論

判

し

て

浄

土

門

に

帰

依

し

た

人

物

で

あ

る

。

ま

た

、

他

の

一

人

は

、

禅

林

寺

の

静

遍

師

(
1
1
6
6

～

1
2
2
4

東

密

の

名

匠

)

。

師

は

、

義

山

(

禅

連

社

信

阿

円

観

1
6
4
8

～

1
7
1
7
)

の

「

翼

讃

」(

六

十

巻

『

四

十

八

巻

伝

』

の

注

解

)

に

引

か

れ

て

い

る

書

物

で

検

討

し

て

み

る

と

、
隆

寛

師

を

請

来

し

て
「

選

択

集

」

の

意

義

を

論

じ

て

浄

土

門

に

帰

依

し

て

、

一

向

専

修

に

入

っ

た

人

物

。

ま

ず

、

法

然

聖

人

滅

後

に

帰

入

し

た

大

徳

は

、

こ

の

二

人

で

あ

る

。

そ

の

中

、

隆

寛

師

に

依

っ

て

一

向

専

修

に

帰

依

し

た

の

が

静

遍

師

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

書

が

隆

寛

師

に

一

致

し

て

い

る

な

ら

ば

、

こ

れ

を

書

い

た

大

徳

は

、

静

遍

師

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

こ

に

注

目

し

た

も

の

で

あ

る

。
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次

に

、

ま

た

「

唯

信

鈔

」
「

後

世

物

語

」

と

聖

覚

法

印

の

書

に

並

べ

て

親

鸞

聖

人

が

書

い

て

お

ら

れ

る

の

が

こ

の

書

で

あ

る

。

そ

の

聖

覚

師

の

『

十

六

門

記

』

(

二

十

七

右

)

に

法

然

聖

人

滅

後

の

帰

入

の

人

を

出

し

て

い

る

中

に

、

他

の

者

は

一

人

も

出

さ

な

い

で

、

こ

の

禅

林

寺

の

静

遍

師

を

出

し

て

お

ら

れ

る

の

だ

か

ら

、

聖

覚

師

の

意

に

も

叶

う

人

に

違

い

な

い

。

こ

れ

か

ら

考

え

て

も

｢

唯

信

鈔

｣

に

並

ぶ

こ

の

書

は

、

静

遍

師

で

あ

る

と

い

う

説

が

定

ま

る

。

次

に

、
「

閑

亭

後

世

物

語

」
。
こ

の

書

は

、
こ

と

さ

ら

に

、｢

分

別

事

｣

、

｢

二

力

事

｣

及

び

こ

の

書

の

内

容

に

合

致

す

る

。

こ

れ

は

、

隆

寛

師

の

直

弟

子

の

作

で

あ

っ

て

、

そ

の

初

め

に

浄

土

の

先

達

を

出

す

に

つ

い

て

、

法

然

聖

人

・

隆

寛

律

師

・

聖

覚

法

印

・

静

遍

僧

都

・

明

遍

僧

都

・

明

禅

法

印

・

乗

願

上

人

・

教

日

上

人

等

と

書

か

れ

て

い

る

。

こ

こ

で

、

こ

の

次

第

が

法

然

聖

人

は

祖

師

で

あ

る

か

ら

第

一

に

。

隆

寛

師

は

師

匠

で

あ

る

か

ら

第

二

。

然

る

に

そ

の

他

の

人

は

恐

ら

く

入

滅

の

前

後

で

連

ね

た

者

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

そ

の

列

名

の

前

に

「

既

に

往

生

の

素

懐

を

遂

げ

給

ま

へ

る

浄

土

の

先

達

」

と

書

い

て

、

そ

の

領

解

が

間

違

わ

な

い

か

ら

こ

そ

、

臨

終

に

め

で

た

く

往

生

し

た

人

だ

と

述

べ

て

あ

る

の

で

、

こ

こ

に

連

ね

て

あ

る

の

も

往

生

の

前

後

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

そ

こ

に

細

工

が

し

て

あ

る

。

聖

覚

法

印

は

文

暦

二

年

で

入

滅

が

遅

い

。

静

遍

と

明

禅
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は

、

同

年

で

元

仁

元

年

の

往

生

。

然

る

に

そ

の

聖

覚

師

を

師

匠

の

隆

寛

師

と

並

べ

て

出

し

た

の

は

、

こ

と

さ

ら

帰

依

の

人

で

あ

る

か

ら

こ

そ

師

匠

と

並

べ

た

者

で

あ

る

。

そ

の

次

へ

静

遍

・

明

遍

の

二

人

を

出

し

て

い

る

。

こ

れ

は

、

静

遍

は

四

月

二

十

日

。

明

遍

は

六

月

十

六

日

。

月

日

の

前

後

で

挙

げ

た

も

の

で

あ

る

。

然

し

な

が

ら

こ

れ

も

全

く

明

遍

は

以

前

か

ら

の

念

仏

者

。

静

遍

は

後

の

帰

入

で

あ

る

か

ら

、

後

へ

ま

わ

し

て

も

良

い

け

れ

ど

、

こ

と

さ

ら

に

思

い

が

あ

る

人

な

の

で

、

先

へ

出

し

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

何

れ

こ

の

隆

寛

師

の

直

弟

子

の

「

閑

亭

物

語

」

に

師

の

隆

寛

に

並

べ

て

聖

覚

・

静

遍

と

出

し

た

意

図

が

あ

る

。

是

れ

、

ま

た

、

静

遍

を

殊

に

敬

っ

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

倣

っ

て

考

え

て

み

て

も

、

隆

寛

師

の

書

を

用

い

ら

れ

た

親

鸞

聖

人

で

あ

る

、

聖

覚

師

の

「

唯

信

鈔

」

に

続

い

て

用

い

よ

と

い

う

こ

の

書

は

、

静

遍

師

で

は

な

か

ろ

う

か

と

云

う

こ

と

が

定

ま

る

。

次

に

、
「

捨

子

問

答

」

(

上

七

左

)

の

問

い

に

「

事

相

の

称

名

」

(

浄

全

續

巻

九

)

と

云

う

こ

と

が

述

べ

て

あ

る

。

こ

の

「

事

相

教

相

」

と

い

う

の

が

、

真

言

の

用

語

。

然

る

に

静

遍

師

は

真

言

の

学

者

で

あ

る

こ

と

を

考

え

る

と

き

、

こ

れ

も

一

つ

の

証

拠

で

あ

る

こ

と

が

解

る

。

こ

の

作

者

の

解

ら

な

い

書

で

あ

る

か

ら

こ

そ

、

こ

の

よ

う

に

解

釈

し

て

い

け

な

い

こ

と

は

な

い

。

そ

れ

が

誰

か

を

知

る

こ

と

が

で

き

な

い

な

ら

ば

、

一
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部

始

終

を

解

釈

し

て

も

、

そ

の

人

の

意

に

叶

な

う

か

叶

わ

な

い

か

解

ら

な

い

か

ら

、

こ

の

書

の

こ

と

は

別

に

証

拠

は

な

い

け

れ

ど

も

、

こ

の

よ

う

な

道

理

で

そ

れ

を

推

測

し

て

い

け

ば

、

静

遍

師

が

著

者

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

次

に

こ

の

静

遍

師

の

こ

と

は

、
「

黒

谷

聖

人

伝

」

八

巻

終

り

(

二

一

左

)

、
「

九

巻

伝

」

八

の

下

に

そ

の

伝

が

あ

る

。

法

然

聖

人

示

寂

の

後

、

あ

ま

り

に

多

く

の

人

が

「

選

擇

集

」

に

帰

依

す

る

の

で

、

そ

れ

を

妬

ん

で

そ

の

教

え

を

論

破

す

べ

く

努

め

た

が

、

読

み

極

め

れ

ば

極

め

る

ほ

ど

却

っ

て

帰

依

の

考

え

に

向

か

い

、
「

続

選

擇

」(

『

続

選

択

文

義

要

鈔

』)

を

著

し

て

「

選

択

集

」

を

褒

め

称

え

た

。
「

一

期

所

案

極

永

捨

世

道

理

唯

称

阿

弥

陀

語

点

常

持

念

」

と

い

わ

れ

、

ま

た

、

法

照

禅

師

の

「

彼

佛

因

中

立

弘

誓

」

の

文

を

常

に

口

に

し

、

浄

土

宗

の

肝

心

と

言

わ

れ

た

と

記

さ

れ

る

。
「

永

捨

世

道

理

」

と

は

、

義

無

き

を

義

と

す

と

の

意

味

で

、

批

判

も

理

屈

も

言

わ

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

こ

の

書

に

顕

す

一

向

専

修

が

そ

の

意

趣

で

あ

る

。

ま

た

、

こ

の

物

語

に

も

名

号

を

念

持

す

る

と

も

書

か

れ

て

い

る

。

次

に

、

伝

に

は

書

か

れ

て

い

な

い

が

、

静

遍

師

は

、
「

皇

代

暦

」

(

洞

院

公

賢

著

甘

露

寺

親

長

増

補

・

南

北

朝

～

室

町

の

年

代

記

・
『

歴

代

皇
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紀

』

と

命

名

)

に

よ

れ

ば

、

後

鳥

羽

上

皇

が

殊

更

に

帰

依

し

た

人

物

で

、

承

久

の

乱

の

時

は

上

皇

に

従

い

、

其

の

前

後

は

高

野

山

の

明

遍

僧

都

と

共

に

浄

土

の

教

え

を

歓

び

、

五

十

九

歳

で

往

生

し

た

と

記

さ

れ

る

。

然

れ

ば

明

遍

師

と

も

心

が

合

っ

た

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

次

に

、

諸

説

共

に

、

こ

の

靜

遍

師

は

平

家

の

一

門

で

、

忠

盛

の

第

一

子

が

清

盛

。

第

二

が

家

盛

。

三

人

目

が

頼

盛

。

こ

れ

は

、

母

を

池

の

禅

尼

と

い

い

、

池

の

大

納

言

頼

盛

と

い

わ

れ

て

人

で

あ

る

。

し

か

る

に

、

彼

の

頼

朝

が

最

初

に

殺

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

と

こ

ろ

を

こ

の

池

の

禅

尼

が

厳

し

く

清

盛

に

命

乞

い

を

し

て

助

け

ら

れ

、

伊

豆

の

國

の

北

条

へ

流

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

よ

っ

て

平

家

没

落

の

時

も

そ

の

恩

を

思

っ

て

頼

朝

が

頼

盛

を

助

け

て

昔

の

如

く

官

禄

を

与

え

た

も

の

で

あ

る

。

そ

の

頼

盛

の

子

が

静

遍

で

、

関

東

の

人

々

の

帰

依

も

深

か

っ

た

。

そ

の

こ

と

に

つ

い

て

見

て

み

る

と

、
『

吾

妻

鏡

』

二

十

一

(

続

国

史

大

系

本

巻

四

の

七

七

二

)

に

建

保

元

年

三

月

二

十

三

日

(

一

二

一

三

年

)

に

は

、

静

遍

僧

都

と

浄

蓮

房

が

殿

中

で

法

華

浄

土

の

談

義

を

し

た

と

記

さ

れ

る

。

ま

た

、

同

く

(

国

史

大

系

本

四

の

七

二

二

)

同

年

四

月

十

五

日

に

、

和

田

義

盛

の

子

新

兵

衛

朝

盛

が

静

遍

の

僧

庵

に

て

出

家

し

た

と

記

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

『

吾

妻

鏡

』

の

前

後

を

読

ん

で

み

る

と

、

浄

連

房

は

出

て

い

る

が

、

靜

遍

に

つ

い

て

は

こ

れ

の

み

で

あ

る

。
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こ

の

こ

と

よ

り

、

鎌

倉

滞

在

は

建

保

元

年

(

一

二

一

三

)

の

前

後

暫

く

と

考

え

ら

れ

る

。

ま

た

、

無

住

の

『

沙

石

集

』

(

六

の

七

左

)

に

京

嵯

峨

釈

迦

堂

が

焼

け

、

そ

の

再

建

に

静

遍

が

説

法

し

て

い

る

の

が

有

り

、

殊

の

外

有

り

難

か

っ

た

と

書

か

れ

て

い

る

。
こ

の

釈

迦

堂

が

焼

け

た

の

が

、

承

久

元

年
(

一

二

二

一

)

で

あ

る

。

そ

の

頃

は

在

京

し

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

こ

と

よ

り

推

測

す

る

と

、

法

然

聖

人

の

示

寂

が

、

建

暦

二

年

(

一

二

一

二
)

で

あ

る

。

そ

の

建

暦

が

三

年

目

に

改

元

し

て

建

保

。

そ

の

元

年

の

三

月

、

関

東

に

居

た

靜

遍

で

あ

る

か

ら

、

建

暦

二

年

法

然

聖

人

が

入

滅

さ

れ

た

後

で

、

直

ち

に

浄

土

門

に

帰

依

し

、

そ

れ

か

ら

関

東

に

下

ら

れ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。
『

黒

谷

聖

人

伝

』

八

(

二

十

一

左

)

に

記

さ

れ

て

い

る

こ

と

も

、

法

然

聖

人

滅

後

の

間

も

な

い

時

の

帰

依

の

こ

と

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

何

れ

も

こ

の

よ

う

に

鎌

倉

へ

も

下

り

、

朝

盛

等

は

こ

の

靜

遍

に

つ

い

て

出

家

し

た

の

で

あ

る

。

そ

こ

か

ら

こ

の

「

後

世

物

語

」

の

初

め

を

読

ん

で

み

る

と

、

か

ね

て

関

東

の

有

縁

の

人

で

あ

る

の

で

、
「

近

頃

浄

土

宗

の

明

師

を

尋

ね

て

、

日

頃

の

不

審

を

明

ら

か

に

し

て

、

そ

れ

を

即

席

に

「

書

き

と

ど

め

て

田

舎

の

在

家

無

智

の

人

々

に

書

き

下

す

な

り

」

と

記

さ

れ

て

あ

る

文

彰

に

よ

く

合

致

す

る

。

「

浄

土

宗

の

明

師

」

と

わ

ざ

わ

ざ

記

し

て

い

る

の

も

、

聖

道

か

ら

浄

土

門

に

帰

し

た

人

で

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

先

ず

こ

れ

で

隆

寛

師

の

説

を

靜

遍

が

書

か

れ

た

の

で

あ

ろ

う

と

い

う
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こ

と

に

つ

い

て

は

説

き

終

わ

る

。

然

る

に

、

鈔

の

説

の

よ

う

に

親

鸞

聖

人

の

著

作

と

す

る

こ

と

は

、

三

本

共

に

最

後

に

「

親

鸞

写

之

」

と

有

る

こ

と

に

相

違

す

る

の

で

議

論

の

余

地

は

な

い

。
「

写

之

」

と

云

う

人

が

、

さ

す

が

に

書

い

て

も

意

味

が

な

い

の

で

、
「

禅

房

に

ま

い

り

て

み

れ

ば

」

の

下

の

鈔

の

釋

の

よ

う

な

も

の

は

、

雛

の

禽

を

踏

ん

だ

よ

う

な

も

の

で

あ

る

か

ら

論

に

値

し

な

い

が

、

こ

こ

に

一

つ

の

不

審

に

気

付

い

た

の

は

、

彼

の

「

捨

子

問

答

」

が

文

ま

で

こ

の

書

に

よ

く

一

致

し

て

い

る

の

で

、
若

し

や

親

鸞

聖

人

が
「

捨

子

問

答

」

の

趣

を

取

意

し

て

書

か

れ

た

の

で

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

ま

た

、
「

ヰ

な

か

の

在

家

無

智

の

ひ

と

ひ

と

の

た

め

に

く

だ

す

な

り

」

と

あ

る

の

が

、

よ

く

証

文

文

意

の

奥

書

に

合

致

し

て

い

る

の

で

、

親

鸞

聖

人

の

御

作

で

は

な

い

け

れ

ど

も

、

御

取

意

の

書

で

は

な

い

か

と

云

う

不

審

が

起

こ

っ

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

こ

れ

は

非

で

あ

る

。

そ

の

証

拠

は

『

一

向

帰

西

鈔

』

(

存

覚

上

人

作

『

一

心

帰

西

鈔

』

真

宗

大

全

在

家

宝

鑑

3
2
2

頁

)

と

い

う

書

物

が

あ

る

。

少

し

好

ま

な

い

こ

と

が

書

か

れ

て

あ

る

が

、

い

ず

れ

も

親

鸞

聖

人

の

直

弟

の

作

に

違

い

な

い

。

そ

れ

に

、
「

親

鸞

聖

人

の

解

釈

を

見

る

に

」

と

親

鸞

聖

人

を

吹

き

挙

げ

て

、
ま

た
「

後

世

物

語

と

申

す

文

な

と

に

も

」
と

云

う

文

体

を

見

れ

ば

、
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こ

の

物

語

は

他

人

の

作

に

す

る

解

釈

が

あ

る

。

又

、
「

捨

子

問

答

」

と

校

合

し

て

み

る

と

、

親

鸞

聖

人

が

御

取

意

さ

れ

る

な

ら

ば

、
取

っ

て

よ

い

と

こ

ろ

も

あ

る

の

に

そ

れ

が

捨

て

て

あ

る

。

抜

い

て

も

よ

い

と

こ

ろ

が

あ

る

の

に

そ

れ

が

入

れ

て

あ

る

。

一

つ

云

え

ば

、
「

捨

子

問

答

」

に

「

名

号

願

成

就

」

を

述

べ

て

、
「

利

他

真

実

の

功

徳

」

と

い

っ

て

い

る

と

こ

ろ

が

あ

る

。

こ

の

利

他

真

実

は

甚

だ

大

事

な

こ

と

。

そ

れ

が

こ

の

物

語

に

抜

け

て

い

る

の

で

親

鸞

聖

人

の

御

取

意

で

は

な

い

。

ま

た

、

親

鸞

聖

人

は

人

の

書

い

た

書

を

取

意

す

る

よ

う

な

ご

気

性

で

は

な

い

。

さ

て

「

ヰ

な

か

の

在

家

無

智

の

ひ

と

ひ

と

へ

く

た

す

」

の

文

が

、

文

意

証

文

の

奥

書

に

似

て

い

る

け

れ

ど

も

、
「

分

別

事

」

の

終

わ

り

に

「

こ

こ

ろ

の

そ

こ

を

ば

お

も

ふ

よ

う

に

ま

ふ

し

あ

ら

は

し

さ

ふ

ら

は

ね

と

も

こ

れ

に

て

こ

こ

ろ

え

さ

せ

た

ま

ふ

べ

き

な

り

」

と

あ

り

、

又

『

唯

信

鈔

』

の

終

わ

り

に

、
「

こ

れ

を

み

ん

ひ

と

さ

た

め

て

あ

さ

け

り

を

な

さ

む

か

」

と

あ

る

。

こ

れ

文

意

証

文

の

奥

書

は

こ

れ

ら

を

取

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

。

然

れ

ば

、

此

の

「

ヰ

な

か

の

ひ

と

ひ

と

に

く

た

す

な

り

」

の

文

も

、

親

鸞

聖

人

が

か

の

奥

書

に

の

せ

ら

れ

た

ま

ま

で

、

こ

の

物

語

が

、

親

鸞

聖

人

の

御

作

で

あ

る

と

い

う

例

に

は

な

ら

な

い

。

ま

ず

、

こ

の

よ

う

に

吟

味

し

て

、

お

そ

ら

く

は

、

隆

寛

律

師

が

作

ら

れ

た

も

の

を

静

遍

僧

都

が

記

し

た

も

の

で

あ

る

と

考

え

を

決

め

て

こ

の
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書

に

つ

い

て

説

明

し

て

い

く

。

二

、

同

意

趣

の

文

に

つ

い

て

（

第

二

科

辨

同

軌

）

本

物

語

を

隆

寛

律

師

の

説

と

見

み

る

に

つ

い

て

、

そ

の

内

容

が

合

致

す

る

と

は

い

え

、

異

な

る

こ

と

も

沢

山

あ

る

の

で

、

今

宗

の

の

意

趣

だ

と

し

て

も

役

に

立

た

な

い

。

隆

寛

の

説

は

、

隆

寛

の

書

及

び

そ

の

門

弟

の

書

で

な

け

れ

ば

照

合

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

故

に

第

二

に

同

軌

の

一

行

を

開

く

こ

と

と

す

る

。

法

然

聖

人

の

「

十

巻

伝

」

巻

六

で

見

れ

ば

隆

寛

師

の

書

は

百

部

に

余

る

と

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

「

十

巻

伝

」

は

恐

ら

く

応

永

以

後

の

作

で

あ

る

か

ら

誤

り

が

沢

山

あ

る

。

よ

っ

て

、

百

部

と

言

っ

た

の

は

、

隆

寛

師

の

書

も

あ

る

で

あ

ろ

う

し

、

弟

子

の

書

で

も

あ

る

で

あ

ろ

う

し

、

又

は

、

関

係

も

な

い

も

の

が

混

っ

た

も

の

で

あ

ろ

う

し

、

色

々

の

物

で

百

部

に

余

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

。

何

れ

に

し

て

も

多

念

義

の

書

も

そ

の

頃

ま

で

あ

っ

た

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

そ

こ

で

今

こ

れ

を

検

討

し

て

み

る

こ

と

に

す

る

。
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第

一

に

は

、

｢

一

念

多

念

分

別

事

｣

親

鸞

聖

人

の

写

本

に

隆

寛

律

師

作

と

あ

る

の

で

間

違

い

は

な

い

。

そ

の

上

に

、

｢

閑

亭

後

世

物

語

｣

下

(

二

右

)

に

隆

寛

律

師

と

し

て

一

念

多

念

の

説

が

出

て

い

る

が

、
全

く

こ

の
「

分

別

事

」
に

一

致

し

て

い

る

の

で

、

「

閑

亭

」

は

、

隆

寛

師

の

直

弟

子

の

作

と

し

て

疑

い

は

な

い

。

第

二

に

は

、
「

自

力

他

力

事

」

こ

れ

は

、

仮

名

聖

教

に

は

抜

い

て

な

い

が

、
「

真

宗

遺

文

纂

要

」

に

こ

れ

を

出

し

て

い

る

。

こ

の

纂

要

は

、

全

く

見

識

の

な

い

人

で

、

根

拠

も

な

い

も

の

を

親

鸞

聖

人

や

蓮

如

上

人

の

作

な

ど

と

し

て

沢

山

の

書

を

開

版

し

た

人

。

し

か

し

な

が

ら

こ

の

「

自

力

他

力

の

事

」

は

義

も

よ

く

文

も

よ

く

、

恐

ら

く

親

鸞

聖

人

の

「

唯

信

・

後

世

」

に

並

べ

て

よ

く

よ

く

見

よ

と

仰

っ

て

い

る

そ

の

書

に

間

違

い

な

い

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

終

わ

り

に
「

寛

元

四

年

歳

丙

午

三

月

十

五

日

書

之

愚

禿

親

鸞

」
と

あ

り

、

初

め

に

は

「

長

楽

寺

隆

寛

律

師

作

」

と

あ

り

、

こ

れ

も

閑

亭

後

世

物

語

上

(

十

八

左

)

隆

寛

律

師

の

云

と

し

て

自

力

他

力

の

念

仏

を

述

べ

る

文

が

全

く

こ

の

「

自

力

他

力

事

」

に

一

致

し

て

い

る

の

で

、

疑

い

な

く

隆

寛

師

の

作

で

あ

る

。

第

三

に

は

、
「

滅

罪

劫

取

の

義

」
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こ

れ

は

、

世

間

に

知

っ

て

い

る

人

も

な

い

書

で

あ

る

が

、

昔

古

本

を

買

い

求

め

て

お

い

た

。
そ

の

終

わ

り

に

隆

寛

師

の

自

記

が

あ

る

。
ま

た

、

「

文

明

九

年

八

月

二

十

九

日

長

楽

寺

流

の

沙

門

隆

秀

年

二

十

五

と

な

る

。
」

と

あ

る

。

こ

れ

は

三

百

五

十

年

前

の

古

い

写

本

で

あ

る

。

そ

の

文

も

義

も

よ

く

隆

寛

師

の

教

え

に

一

致

し

て

い

る

。

こ

れ

も

「

閑

亭

後

世

物

語

」

下

(

十

四

右

)

隆

寛

師

の

滅

罪

の

説

を

挙

げ

て

い

る

こ

と

に

一

致

し

て

い

る

こ

と

よ

り

、

疑

い

も

な

く

隆

寛

師

の

作

で

あ

る

。

第

四

に

は

「

尊

号

真

像

銘

文

」

十

一

左

こ

れ

は

一

部

の

書

と

す

べ

き

も

の

で

は

な

い

が

、

親

鸞

聖

人

の

「

尊

号

眞

像

銘

文

」

本

(

十

一

左

)

に

出

さ

れ

た

、

隆

寛

師

作

の

法

然

聖

人

の

銘

文

が

記

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

銘

文

に

は

、
「

劉

官

」

作

と

あ

る

を

、

亀

陵

師

の

「

三

餘

随

筆

」

上

(

二

十

一

左

)

に

考

察

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

に

は

、

江

戸

時

代

に

古

い

光

明

本

を

拝

読

さ

れ

た

時

に

、

法

然

聖

人

の

御

姿

に

こ

の

銘

文

が

あ

る

の

を

見

ら

れ

て

、
そ

れ

に

は
「

隆

寛

に

作

る

」

と

記

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

は

長

楽

寺

の

隆

寛

に

違

い

な

い

。

な

ぜ

「

劉

官

」

と

文

字

を

変

え

さ

せ

ら

れ

た

の

か

と

い

う

と

、
「

千

載

集

」

に

「

さ

ざ

な

み

や

志

賀

の

都

は

荒

れ

に

し

を

昔

な

が

ら

の

山

桜

花

」

と

云

う

歌

を

「

不

知

讀

人

」

と

書

か

れ

て

は

い

る

が

、

こ

れ

は

薩

摩

の

守

忠

度

の

名

高

い

歌

で

あ

る

。

し

か

し

、

平

家

の

人

に

勅

勘

を

蒙

っ

た

の

で

そ
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の

名

を

隠

し

て

出

さ

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

隆

寛

師

も

終

に

は

流

罪

に

あ

わ

れ

て

、

勅

免

な

し

に

な

く

な

ら

れ

た

の

で

、

文

字

を

変

え

ら

れ

た

考

え

ら

れ

て

い

る

。

成

る

程

良

い

考

え

で

あ

る

。

今

、

自

身

の

考

え

を

述

べ

る

と

、

成

る

程

隆

寛

師

は

流

罪

で

「

百

鍊

鈔

」

(
第

十

三

後

堀

河

安

貞

元

年

七

月

七

日

の

條

)

に

は

、

山

遠

里

と

俗

名

を

付

け

ら

れ

て

流

罪

さ

れ

た

と

あ

る

。

し

か

れ

ば

、

勅

勘

を

恐

れ

て

字

を

書

き

変

え

ら

れ

た

と

い

う

の

も

一

往

の

そ

の

道

理

は

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

隆

寛

師

は

、

慈

鎭

和

尚

の

門

人

で

、
「

拾

玉

集

」

に

は

、

或

い

は

安

成

、

或

い

は

時

貞

、

又

は

北

山

樵

客

な

ど

と

色

々

様

々

に

慈

鎭

の

名

を

書

か

れ

て

い

る

。
親

鸞

聖

人

も

こ

の

慈

鎭

門

下

で

あ

る

の

で

、

度

々

改

名

さ

れ

て

い

る

。
そ

こ

で

、
隆

寛

師

も

同

門

の

人

で

あ

る

の

で

、

色

々

自

身

の

名

を

洒

落

て

変

え

ら

れ

な

い

こ

と

で

も

な

い

。
し

か

れ

ば

、

自

ら

「

劉

官

」

と

書

か

れ

た

と

云

う

こ

と

も

な

い

と

は

云

え

な

い

。

ま

た

、

こ

の

「

劉

」

の

字

は

、
「

殺

也

」

と

訓

じ

て

、
「

け

ず

り

さ

る

」

の

意

味

が

あ

る

。

よ

っ

て

、

権

律

師

の

官

職

を

削

り

去

ら

れ

た

と

云

う

意

味

を

同

音

の

字

に

変

え

て

書

か

れ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

の

か

も

知

れ

な

い

。

ま

た

、

こ

の

銘

文

は

、

本

尊

色

紙

文

及

び

高

田

の

本

の

終

わ

り

に

「

建

暦

壬

申

三

月

朔

日

」

と

あ

る

。

時

に

黒

谷

伝

等

の

法

然

聖

人

の

御

中

陰

を

記

す

所

に

、

法

然

聖

人

五

七

日

の

導

師

が

隆

寛

師

。
「

東

鏡

」

を

見

る

と

。

建

暦

二

年

の

正

月

は

大

小

何

れ

も

な

い

け

れ

ど

も

、
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二

月

は

大

と

あ

る

。

若

し

正

月

が

小

な

ら

ば

、

二

月

の

晦

日

が

法

然

聖

人

の

三

十

五

日

に

当

た

る

。

そ

の

日

に

隆

寛

師

が

導

師

を

さ

れ

て

、

そ

の

翌

日

の

三

月

一

日

に

こ

の

銘

文

を

書

か

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

或

い

は

、

導

師

の

時

の

風

誦

文

で

あ

る

の

か

。

聖

覚

法

印

の

法

然

聖

人

の

銘

文

は

、

御

中

陰

の

六

七

日

の

導

師

が

聖

覚

法

印

で

あ

る

の

で

、

そ

の

時

の

風

誦

文

に

間

違

い

な

い

。

時

に

こ

の

隆

寛

師

の

銘

文

は

、

親

鸞

聖

人

が

殊

に

好

ん

で

用

い

ら

れ

て

い

る

も

の

で

、
「

信

珠

在

心

心

照

迷

境

疑

雲

永

晴

佛

光

圓

頂

」

が

そ

れ

で

あ

る

。
「

選

択

集

」

の

三

心

章

の

「

信

疑

迷

悟

」

の

文

を

取

っ

た

も

の

で

あ

る

。

実

に

選

択

の

肝

要

は

、

疑

い

を

除

い

て

念

仏

を

信

ぜ

し

め

、

信

心

で

仏

の

摂

取

に

預

か

る

と

、

法

然

聖

人

の

教

え

を

受

け

取

ら

れ

た

所

が

、

親

鸞

聖

人

と

一

致

す

る

。

よ

っ

て

こ

の

銘

文

は

短

く

て

も

、

法

然

聖

人

の

正

意

を

伝

え

た

隆

寛

師

の

大

切

な

御

文

で

あ

る

。

さ

て

、

こ

の

外

に

「

長

西

録

」

に

「

四

十

八

願

釈

」
「

念

仏

同

法

要

記

」

「

顕

選

択

」

の

三

部

が

出

し

て

あ

る

。

こ

の

中

、
「

四

十

八

願

釈

」

は

聖

覚

師

で

あ

る

こ

と

は

「

唯

信

鈔

」

の

講

説

の

時

に

述

べ

た

通

り

で

あ

る

。
「

顕

選

択

」

と

「

法

要

記

」

と

は

、

未

見

で

あ

る

。

さ

て

ま

た

こ

の

外

に

、
「

閑

亭

物

語

」

上

(

十

九

左

)

に

自

力

他

力

の

念

仏

の

こ

と

を

隆

寛

師

が

述

べ

る

そ

の

終

わ

り

に

、
「

四

句

の

抄

と

申
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す

文

を

見

給

う

べ

し

」

と

あ

る

。

こ

の

「

四

句

抄

」

と

云

う

の

は

、
「

念

仏

得

失

義

」

に

「

自

力

念

仏

往

生

不

定

」
。
「

仮

名

念

仏

往

生

不

定

」
。

「

悪

見

念

仏

往

生

不

定

」
。
「

慢

心

念

仏

往

生

不

定

」

と

四

不

定

が

立

て

て

あ

る

。
今

、
自

力

他

力

の

下

が

全

く

同

意

で

あ

る

の

で

、
こ

の
「

得

失

義

」
の

内

容

を
「

四

句

抄

」
と

言

い

指

す

も

の

で

あ

ろ

う

か

。
但

し

、

ま

た

、
「

閑

亭

後

世

物

語

」

下

(

十

八

左

)

に

「

私

に

是

を

推

す

る

に

」

と

し

て

、

こ

の

四

種

を

挙

げ

た

と

こ

ろ

も

あ

る

。

そ

れ

で

見

て

み

れ

ば

隆

寛

師

の

作

で

は

な

い

よ

う

に

見

え

る

。

然

し

確

か

に

隆

寛

師

が

見

よ

と

云

わ

れ

る

書

で

あ

る

か

ら

、

隆

寛

師

作

に

準

じ

て

之

を

見

る

べ

き

で

あ

る

。

ま

た

、
「

念

仏

安

心

大

要

抄

」

八

左

に

法

然

聖

人

の

消

息

と

し

て

記

さ

れ

た

も

の

が

一

通

あ

る

。
(

校

訂

者

云

く

黒

谷

上

人

御

法

語

と

し

て

流

行

す

る

も

の

も

あ

り

)

。

そ

れ

が

、

文

体

道

義

共

に

隆

寛

師

に

同

じ

で

あ

る

か

ら

、

隆

寛

師

の

作

か

と

言

え

る

。

ま

ず

、

以

上

の

検

討

を

元

に

隆

寛

作

を

定

め

た

上

で

、

対

照

す

べ

き

書

は

、
「

分

別

事

」
と
「

二

力

事

」
と
「

滅

罪

義

」
と

法

然

聖

人

の
「

銘

」

の

こ

の

四

部

で

あ

る

。

そ

れ

に

準

じ

て

対

照

す

べ

き

も

の

は

、
「

念

仏

得

失

義

」

と

「

大

要

抄

」

の

消

息

な

ど

で

あ

る

。

坊

間

氏

の

書

籍

目

録

に

、
「

法

然

聖

人

秘

伝

鈔

」

三

巻

。
「

善

導

十
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徳

鈔

」

一

巻

。
「

捨

子

問

答

」

二

巻

。
「

閑

亭

物

語

」

二

巻

。

こ

れ

等

を

隆

寛

師

の

作

と

記

し

て

い

る

。

こ

の

中

、
「

秘

伝

鈔

」

の

事

は

、

縷

々

検

討

し

た

如

く

、

隆

寛

師

滅

後

の

記

や

文

の

拙

義

の

誤

り

等

が

見

え

、

検

討

す

る

に

足

ら

な

い

偽

書

で

あ

る

。
「

善

導

十

徳

鈔

」

は

、

未

見

。

「

閑

亭

後

世

物

語

」

は

、

文

中

に

「

隆

寛

律

師

」

や

「

先

師

隆

寛

」

と

あ

っ

た

り

し

て

、

弟

子

の

敬

日

坊

の

名

が

見

え

た

り

で

、

隆

寛

師

作

で

な

い

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

お

そ

ら

く

は

、

書

物

屋

が

「

沙

門

隆

寛

述

」

と

書

い

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

さ

て

、
「

捨

子

問

答

」

は

、

別

に

隆

寛

師

の

作

で

は

な

い

と

い

う

確

か

な

証

拠

は

な

い

が

、
「

捨

子

問

答

」

下

(

二

十

一

左

)

に

、
「

故

上

人

は

七

萬

遍

、

そ

の

後

の

明

匠

達

は

八

万

四

千

遍

、

十

萬

遍

、

二

十

萬

な

ん

ど

勤

め

給

へ

り

」

と

あ

り

、

法

然

聖

人

滅

後

し

ば

ら

く

十

六

年

在

世

の

隆

寛

師

が

、

法

然

聖

人

滅

後

の

人

を

そ

の

後

の

明

匠

達

と

書

く

こ

と

は

な

い

。

ま

た

、

八

万

四

千

遍

を

称

え

た

の

は

隆

寛

律

師

で

あ

る

。

律

師

の

臨

終

の

時

に

七

言

律

詩

を

作

ら

れ

た

そ

の

結

句

に

も

、

八

万

四

千

三

字

聲

と

あ

る

。

こ

の

三

字

聲

と

は

、
「

阿

弥

陀

仏

」

と

称

え

る

声

を

指

す

。

従

っ

て

、

隆

寛

師

の

門

弟

が

師

匠

の

こ

と

を

そ

の

後

の

明

匠

達

と

記

し

、

八

万

四

千

遍

と

挙

げ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

こ

と

よ
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り

、
「

捨

子

問

答

」

も

隆

寛

師

の

作

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

ま

ず

は

こ

れ

で

、

律

師

の

同

軌

の

文

を

選

び

終

わ

る

。

こ

の

書

を

検

討

す

る

に

つ

い

て

、

西

山

鎮

西

な

ら

ば

そ

の

流

義

が

伝

わ

っ

て

い

る

の

で

、
そ

の

書

も

定

ま

っ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

こ

の

多

念

義

は

流

義

が

絶

え

て

い

る

の

で

、

こ

れ

が

多

念

義

の

書

で

あ

る

と

定

め

る

こ

と

が

出

来

な

い

。

よ

っ

て

、

先

ず

は

私

の

考

え

で

之

を

定

め

た

。

そ

れ

は

良

く

解

釈

で

き

る

書

で

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

絶

え

た

流

義

を

穿

議

(

穿

っ

て

検

討

)

し

て

、

先

ず

多

念

義

の

意

は

こ

の

様

な

も

の

で

あ

る

と

大

略

を

呑

み

込

ま

な

け

れ

ば

、

こ

の

書

を

解

釈

す

る

こ

と

が

出

来

な

い

の

で

、
致

し

方

な

い

こ

と

で

あ

る

け

れ

ど

も

骨

が

折

れ

る

。

然

る

に

、

序

で

あ

る

の

で

、
「

二

力

事

」
「

分

別

事

」

も

続

け

て

検

討

し

た

い

と

思

う

の

で

、

で

き

る

限

り

検

討

し

て

お

き

た

い

と

思

う

。

然

る

に

、

当

流

の

法

門

は

、

西

山

に

異

な

り

、

鎮

西

に

も

異

な

る

。

勿

体

な

い

こ

と

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

若

し

く

は

法

然

聖

人

の

正

意

に

違

わ

な

い

か

と

危

ぶ

ま

れ

る

こ

と

が

あ

る

か

も

し

れ

な

い

。
「

唯

心

鈔

」

を

検

討

し

て

、

聖

覚

師

と

一

致

す

る

こ

と

を

知

り

、

ま

た

、

こ

の

隆

寛

師

の

説

を

検

討

し

て

、

隆

寛

師

と

一

致

す

る

こ

と

を

知

る

。

聖

覚

隆

寛

の

歴

々

の

同

轍

(

同

じ

わ

だ

ち

)

を

得

て

、

い

よ

い

よ

親

鸞

聖

人

の

御

言

を

尊

信

し

て

、

当

流

の

法

門

が

大

丈

夫

に

な

る

。

そ

れ

が

、

一

向

専

修
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他

力

廻

向

の

義

は

、

切

り

替

わ

っ

た

こ

と

に

あ

る

の

で

、

少

し

だ

け

で

は

疑

い

が

残

り

、

善

導

の

文

に

ま

で

も

違

っ

て

見

え

て

く

る

の

で

、

よ

く

そ

の

根

を

吟

味

し

な

い

こ

と

に

は

、

心

大

丈

夫

と

は

な

ら

な

い

。

さ

て

、

前

に

因

ん

で

解

釈

し

て

お

く

べ

き

事

は

、
「

捨

子

問

答

」

と

「

閑

亭

後

世

」

と

の

二

書

で

あ

る

。

私

の

目

で

は

隆

寛

師

の

直

弟

子

の

作

と

見

る

こ

と

が

出

来

る

。

こ

れ

が

、

先

ず

隆

寛

師

を

理

解

す

る

仗

柱

で

あ

る

。

然

る

に

そ

の

二

部

の

書

の

義

理

を

見

る

と

敵

と

味

方

に

な

っ

て

、

「

閑

亭

後

世

物

語

」

を

破

す

る

相

手

が

、
「

捨

子

問

答

」

と

見

る

こ

と

が

出

来

る

。

こ

の

二

部

を

良

く

心

得

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

＊

隆

寛

師

が

多

念

義

の

開

山

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

そ

れ

に

つ

い

て

、

ま

ず

、

隆

寛

師

が

多

念

義

の

開

山

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

、

古

来

言

い

伝

え

ら

れ

て

い

る

。

行

き

届

か

な

い

未

熟

な

も

の

は

、

他

念

と

言

え

ば

隆

寛

に

限

る

と

思

っ

て

し

ま

う

。

こ

れ

が

第

一

の

誤

り

で

あ

る

。

『

黒

谷

伝

』

四

十

八

に

、

法

性

寺

の

空

阿

弥

陀

仏

の

伝

が

記

さ

れ

て

い

る

。
こ

の

法

性

寺

は

、
地

名

で

居

住

の

寺

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。
ま

た

、

そ

の

空

阿

弥

陀

仏

の

下

に

「

多

念

念

仏

の

根

本

な

り

」

と

あ

る

。

従

っ
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て

、

多

念

義

の

中

心

は

空

阿

弥

陀

仏

と

考

え

ら

れ

る

。

ま

た

、
『

愚

管

抄

』

六

(

国

史

大

系

本

第

十

四

巻

五

百

五

十

九

)

に

は

、

法

然

聖

人

を

記

す

下

に

、
「

山

の

大

衆

お

こ

り

て

空

あ

み

だ

佛

が

念

仏

。

追

ち

ら

さ

ん

と

て

逃

ま

ど

は

せ

な

ど

す

め

り

。

大

方

東

大

寺

の

俊

乗

房

は

、

阿

弥

陀

の

化

身

と

云

う

こ

と

出

き

て

、

わ

か

身

の

名

を

ば

南

無

阿

弥

陀

仏

と

名

の

っ

て

、

萬

の

人

に

紙

に

一

字

を

き

て

「

空

あ

み

だ

佛

」

な

ど

云

名

を

付

け

る

を

」

と

あ

る

。

こ

れ

は

、

空

阿

弥

陀

仏

は

こ

と

さ

ら

名

高

い

人

で

あ

っ

た

と

が

理

解

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

ま

た

、

日

蓮

の

書

(

録

内

三

十

六

の

二

十

二

念

仏

行

者

追

放

宣

状

事

)

に

記

さ

れ

て

い

る

山

門

の

訴

状

に

、

多

く

の

「

空

阿

弥

陀

仏

」

の

名

が

見

え

る

。
『

黒

谷

伝

』

四

十

八

に

は

、
「

上

人

の

つ

ね

の

仰

せ

に

は

源

空

は

智

徳

を

も

て

人

を

化

す

る

な

を

不

足

な

り

法

性

寺

の

空

阿

弥

陀

仏

は

愚

癡

な

れ

ど

も

念

仏

の

大

先

達

と

し

て

あ

ま

ね

く

化

導

普

く

ひ

ろ

し

」

と

あ

る

。

ま

た

、

天

王

寺

に

西

門

と

東

門

が

有

っ

て

西

門

の

念

佛

堂

は

空

阿

が

勅

許

を

う

け

て

立

て

た

も

の

、

然

る

に

東

門

の

念

仏

聖

人

が

魔

道

に

お

ち

て

告

ぐ

る

言

に

い

は

く

。
「

西

門

の

空

阿

は

お

れ

が

小

指

に

も

及

ば

ぬ

と

思

っ

た

憍

慢

で

天

狗

に

な

り

た

。

空

阿

は

往

生

し

て

仏

に

な

り

た

れ

ば

今

は

侮

り

果

る

」

と

告

げ

た

説

が

挙

げ

て

あ

る

。

こ

れ

は

、

あ

な

ど

こ

の

空

阿

は

法

然

聖

人

の

門

下

に

あ

っ

て

念

仏

弘

通

に

優

れ

た

人

。

こ

れ

を

多

念

の

根

本

と

し

て

い

る

こ

と

よ

り

、

空

阿

が

多

念

の

根

本

と

な
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る

こ

と

に

疑

い

は

な

い

。
「

そ

の

人

の

常

の

言

に

。

娑

婆

に

念

仏

つ

と

む

れ

ば

、

浄

土

に

蓮

ぞ

生

ず

な

る

。

一

生

つ

ね

に

退

せ

ね

ば

、

こ

の

花

か

へ

り

て

む

か

ふ

な

り

。

一

世

の

勤

修

は

須

臾

の

程

、

衆

事

を

な

げ

す

て

ね

が

ふ

べ

し

。

ね

が

は

ば

か

な

ら

ず

む

ま

れ

な

ん

。

ゆ

め

ゆ

め

お

こ

た

る

事

な

か

れ

」

と

云

い

、
「

五

会

賛

」

の

文

を

称

え

て

処

々

の

道

場

で

別

事

を

つ

と

め

て

念

仏

の

自

行

ひ

ろ

し

」

と

あ

る

。

成

る

程

そ

の

厚

信

は

ほ

め

る

べ

き

で

あ

る

。

そ

の

厚

信

に

つ

い

て

は

、

一

生

常

に

退

す

る

こ

と

が

な

け

れ

ば

、

衆

事

を

投

げ

捨

て

て

欣

こ

ぶ

べ

き

で

あ

る

。

ゆ

め

ゆ

め

怠

る

こ

と

が

な

い

よ

う

に

と

多

念

に

は

少

し

な

じ

ん

だ

姿

相

見

え

る

。

こ

れ

実

に

大

切

な

所

で

、

下

手

に

こ

れ

を

謗

る

と

東

門

の

聖

の

よ

う

に

魔

道

に

入

る

こ

と

に

な

る

。

我

が

酒

好

き

は

よ

い

け

れ

ど

も

、

人

ま

で

も

我

が

よ

う

に

強

い

て

は

過

つ

こ

と

と

な

る

。

ま

た

、

こ

の

空

阿

弥

陀

仏

が

病

気

の

中

、

法

然

聖

人

へ

の

質

問

の

返

事

に

、
「

正

念

の

時

、

称

名

の

功

を

積

み

候

ぬ

れ

ば

、

た

と

ひ

臨

終

に

称

名

念

仏

せ

ず

と

い

う

と

も

往

生

つ

か

ま

つ

る

よ

し

『

群

疑

論

』

に

見

へ

て

候

也

」

と

あ

る

。

こ

れ

を

見

れ

ば

、

空

阿

は

、

も

し

や

臨

終

正

念

で

念

仏

申

し

死

な

ね

ば

往

生

は

で

き

な

い

と

い

う

執

心

が

あ

っ

た

の

で

、

こ

の

返

答

が

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

故

、

空

阿

弥

陀

仏

の

厚

信

は

す

ば

ら

し

い

も

の

が

あ

る

が

、

多

念

を

執

す

る

過

失

が

な

い

こ

と

は

な

い

と

も

考

え

ら

れ

る

。

ま

た

、

同

じ

「

黒

谷

伝

」

(

二

十

九

)
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の

越

中

の

光

明

坊

の

下

に

も

「

多

念

の

行

者

な

り

け

る

が

」

と

あ

り

、

こ

れ

も

多

念

義

の

も

の

。

故

に

、

根

本

の

多

念

は

空

阿

弥

陀

仏

等

の

こ

と

で

、

隆

寬

師

で

は

な

い

。

従

っ

て

、
『

分

別

事

』

等

に

記

さ

れ

る

と

こ

ろ

の

一

念

即

多

念

・

多

念

即

一

念

は

、

平

生

も

臨

終

の

機

に

な

り

て

今

を

も

知

れ

な

い

無

常

の

命

と

思

ひ

疑

な

く

称

え

れ

ば

、

其

の

時

死

ね

ば

往

生

な

り

。
其

の

命

延

れ

ば

百

聲

に

な

り

千

聲

に

な

り

生

涯

称

え

る

。

だ

か

ら

、

一

念

の

積

み

重

な

っ

た

の

が

多

念

、

多

念

を

砕

い

て

み

れ

ば

皆

一

念

。
一

切

萬

法

皆

極

微

。
小

さ

な

も

の

が

集

ま

っ

て

で

き

た

も

の

、

生

涯

の

多

念

を

砕

い

て

み

れ

ば

一

念

の

集

ま

り

。

こ

の

よ

う

に

考

え

る

の

が

隆

寬

師

で

あ

る

。
「

唯

信

鈔

」

の

臨

終

念

仏

の

下

の

文

も

同

じ

意

趣

で

あ

る

。

全

く

臨

終

の

念

仏

に

は

執

せ

ず

、

平

生

の

一

念

多

念

と

の

意

趣

で

あ

る

な

ら

ば

、

多

念

と

い

う

名

前

は

つ

く

は

ず

は

な

い

。

し

か

し

、

一

念

多

念

の

分

別

は

し

な

が

ら

、
「

閑

亭

物

語

」

下

(

三

左

)

に

あ

る

様

に

、

だ

だ

一

聲

も

無

上

大

利

で

あ

る

か

ら

、
あ

ら

貴

し

と

思

う

心

が

あ

れ

ば

、

た

だ

自

然

と

念

仏

が

口

に

出

で

、
八

萬

四

千

遍

称

え

る

事

に

な

る

か

ら

、

一

念

で

充

分

と

い

う

と

い

う

立

場

の

邪

義

か

ら

、

多

念

と

云

う

名

を

立

て

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

こ

よ

り

、

隆

寛

師

の

意

志

で

は

多

念

は

募

ら

な

い

け

れ

ど

も

、

他

の

処

か

ら

付

け

た

多

念

と

い

う

名

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

門

弟

に

と

っ

て

は

、

自

ら

多

念

を

修

す

る

者

も

あ
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っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

れ

が

「

捨

子

問

答

」

で

あ

る

と

言

え

る

。

そ

れ

が

正

意

に

反

す

る

と

し

て

破

し

た

の

が

「

閑

亭

物

語

」

で

あ

る

。

従

っ

て

、

隆

寛

師

は

多

念

を

修

し

た

わ

け

で

は

な

い

が

、

他

か

ら

見

て

名

付

け

て

多

念

と

い

っ

た

も

の

と

言

え

る

。

よ

っ

て

、

門

弟

に

は

心

よ

り

多

念

を

修

す

る

者

が

あ

っ

た

。

ま

す

、

こ

れ

で

多

念

と

云

う

名

の

起

こ

り

に

つ

い

て

は

こ

こ

で

述

べ

た

。

＊

隆

寛

師

長

楽

寺

義

の

相

承

に

つ

い

て

、

さ

て

こ

の

、

隆

寛

長

楽

寺

義

の

相

承

に

就

い

て

心

得

て

お

く

べ

き

こ

と

が

あ

る

。

先

ず

、

浄

土

諸

流

の

血

脈

を

開

版

し

た

も

の

に

『

傳

燈

総

系

譜

』

が

あ

る

。

こ

れ

は

、

鸞

宿

師

が

作

っ

た

と

い

う

の

は

誤

り

で

、

古

く

か

ら

西

山

派

に

も

鎮

西

派

に

も

大

血

脈

と

い

う

も

の

が

あ

っ

た

。

(

校

訂

者

云

く

祥

公

の

意

西

山

派

は

「

浄

土

宗

派

承

継

譜

」

一

名

大

血

脈

と

云

い

鎮

西

派

は

「

浄

土

血

脈

論

」

を

云

う

)

。
「

黒

谷

伝

」

の

翼

賛

に

引

い

て

あ

る

と

こ

ろ

で

は

、

各

々

の

宗

派

宗

派

に

お

い

て

少

し

ず

つ

そ

の

違

い

が

み

え

る

。

ま

ず

、

長

楽

寺

の

血

脈

は

「

総

系

譜

」

に

お

い

て

見

る

必

要

が

あ

る

。

そ

こ

に

注

目

す

べ

き

は

、

隆

寛

か

ら

智

慶

へ

と

記

さ

れ
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て

い

て

、

敬

日

房

は

遙

か

後

に

記

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、
「

浄

土

源

流

章

」

を

見

る

と

、

敬

日

房

が

前

で

、

智

慶

が

後

に

記

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

が

ど

の

よ

う

な

違

い

で

あ

る

の

か

は

、
「

傳

通

記

糅

鈔

」

四

の

二

十

九

左

に

、
「

有

る

が

曰

く

」

と

し

て

、

敬

日

房

は

、

学

者

で

あ

る

け

れ

ど

も

隆

寛

に

背

く

こ

と

が

有

っ

て

、

智

慶

を

も

っ

て

附

嘱

し

て

弟

子

と

す

る

と

あ

る

。

次

に

ま

た

、

長

楽

寺

流

の

玄

祐

の

云

う

に

は

、

敬

日

が

附

嘱

の

弟

子

で

あ

る

け

れ

ど

隆

寛

よ

り

先

に

死

ん

だ

の

で

智

慶

が

附

嘱

し

た

と

あ

る

。

私

の

考

え

で

は

、

こ

の

「

糅

鈔

」

は

殊

の

外

錯

誤

の

多

い

書

で

あ

り

、

鎮

西

で

も

引

か

れ

な

い

こ

と

が

多

く

書

か

れ

て

あ

る

。
「

敬

重

繪

詞

」

二

の

七

右

に

、

隆

寛

師

が

御

若

年

の

時

、

敬

日

の

弟

子

慈

信

坊

か

ら

教

え

を

受

け

て

、

建

治

三

年

天

台

の

「

初

心

集

」

と

い

う

書

を

慈

信

坊

よ

り

附

嘱

さ

れ

た

こ

と

が

あ

っ

た

と

い

う

。

こ

の

年

代

を

見

て

み

る

と

、

隆

寛

師

が

入

滅

さ

れ

た

嘉

禄

三

年

か

ら

今

の

建

治

三

年

ま

で

五

十

一

年

に

な

る

。

も

し

こ

れ

に

よ

っ

て

考

え

る

と

、

隆

寛

師

入

滅

の

年

に

生

ま

れ

て

入

門

し

た

と

し

て

も

、

建

治

三

年

ま

で

生

存

し

た

な

ら

ば

、

五

十

一

歳

に

な

る

こ

と

と

な

る

。

も

し

、

そ

の

敬

日

が

隆

寛

師

よ

り

先

に

死

ん

だ

と

す

る

と

、

慈

信

坊

が

敬

日

房

か

ら

法

を

伝

え

た

年

代

に

合

わ

な

い

。

よ

っ

て

、

こ

の

「

糅

鈔

」

に

挙

げ

て

あ

る

玄

祐

の

説

に

依

る

こ

と

は

出

来

な

い

。

今

の

慈

信

坊

の

年

代

か

ら

推

測

す

る

と

、

敬

日

房

は

隆

寛

滅

後

ま

で

生

存

し

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。

ま
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た

、
「

源

流

章

」

を

見

る

と

敬

日

房

が

前

で

、

智

慶

房

が

後

と

な

っ

て

い

る

。
従

っ

て

、
敬

日

は

高

弟

で

、
智

慶

は

末

弟

と

云

う

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

な

が

ら

直

ち

に

そ

の

「

源

流

章

」

に

も

、

敬

日

房

が

、

師

の

隆

寛

の

教

え

に

背

い

て

「

諸

行

も

報

土

に

生

ま

る

」

と

云

い

、
「

九

品

も

上

々

品

の

一

品

は

、

真

土

に

生

ま

る

と

い

う

」
。

自

身

の

学

才

に

よ

っ

て

自

説

を

立

て

た

と

あ

る

。

従

っ

て

、

入

門

の

次

第

で

相

承

を

言

う

と

き

は

、

敬

日

が

前

、

智

慶

が

後

と

な

る

。

ま

た

、

正

義

相

伝

で

言

う

と

き

は

、

敬

日

は

高

弟

で

あ

っ

た

と

し

て

も

異

義

を

立

て

た

こ

と

に

よ

っ

て

後

と

な

り

、

智

慶

が

前

と

な

る

。
「

源

流

章

」

は

入

門

の

次

第

に

よ

り

、

大

血

脈

は

正

義

相

伝

に

よ

っ

た

も

の

と

言

え

る

。

そ

う

す

る

と

、

多

念

義

は

、

二

流

有

る

こ

と

に

な

る

。

一

つ

は

、

敬

日

流

。

二

つ

は

、

智

慶

流

。

そ

の

時

代

か

ら

大

い

に

争

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。
「

源

流

章

」

科

本

二

十

二

左

に

「

隆

寛

師

以

後

、

長

楽

寺

門

流

は

別

に

血

脈

を

作

し

、

宗

旨

を

秉

(

と

)

る

。
」

と

記

さ

れ

て

い

る

。

な

る

ほ

ど

、

西

山

派

も

四

流

に

分

か

れ

、

鎮

西

も

六

派

に

分

か

れ

て

い

る

こ

と

よ

り

、

長

楽

寺

流

も

分

か

れ

て

も

不

思

議

で

は

な

い

。

ま

た

、

そ

の

他

に

も

隆

寛

の

弟

子

に

願

行

聖

と

い

う

者

が

あ

り

、

鎌

倉

の

将

軍

家

に

も

帰

依

を

受

け

処

々

に

寺

院

を

建

立

し

、

戒

律

を

守

り

、

真

言

を

伝

え

た

と

伝

え

ら

れ

て

い

る

。
こ

れ

も

一

流

と

な

り

そ

う

な

人

で

あ

る

。

ま

た

、

隆

寛

師

が

法

然

聖

人

か

ら

選

擇

集

附

嘱

の

時

、

代

筆

し

た

の

が
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乗

蓮

房

で

あ

る

。

一

本

の

大

血

脈

に

は

性

蓮

と

あ

る

の

が

こ

れ

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

乗

蓮

は

、

明

遍

に

も

、

乗

願

に

も

師

事

し

た

。

こ

れ

も

皆

一

流

の

学

者

で

、

良

忠

の

説

に

も

性

蓮

・

敬

日

の

二

義

を

併

記

し

た

と

こ

ろ

も

あ

る

。

従

っ

て

、

こ

の

乗

蓮

も

隆

寛

門

下

で

一

流

と

な

り

そ

う

な

人

で

あ

る

。

多

念

義

の

分

か

れ

は

こ

の

よ

う

な

こ

と

で

あ

る

。

し

か

し

、

多

念

の

流

義

を

大

別

す

る

と

敬

日

流

と

智

慶

流

と

い

え

る

。

そ

の

う

ち

敬

日

流

は

早

く

絶

え

、

智

慶

流

は

後

ま

で

伝

わ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

様

に

長

楽

寺

の

流

義

を

考

察

し

て

、

以

後

、

『

捨

子

問

答

』
『

閑

亭

後

世

物

語

』

に

つ

い

て

述

べ

て

い

き

た

い

。

＊

『

捨

子

問

答

』

と

『

閑

亭

後

世

物

語

』

先

ず

初

め

に

『

捨

子

問

答

』

に

つ

い

て

。

こ

の

「

捨

子

」

と

い

う

の

は

、

前

に

説

明

し

て

い

る

。

又

、
『

後

世

物

語

』

に

一

致

す

る

こ

と

は

、

校

合

し

て

見

る

べ

き

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

こ

の

書

は

或

い

は

多

念

を

募

り

、

或

い

は

厭

欣

を

厳

し

く

勤

め

、

或

い

は

臨

終

の

一

念

が

百

年

の

業

に

勝

る

説

い

て

い

る

。

こ

れ

が

、

世

間

に

云

わ

れ

て

い

る

多

念

義

の

説

に

良

く

一

致

し

て

い

る

書

で

あ

る

し

か

し

な

が

ら

、
『

後

世

物

語

』

を

理

解

す

る

に

は

、

何

分
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隆

寛

直

弟

子

の

作

と

考

え

ら

れ

る

の

で

、

照

ら

し

合

わ

せ

て

み

る

と

大

い

に

参

考

に

な

る

所

も

あ

る

。

或

い

は

多

念

を

勧

め

、

厭

欣

を

強

く

し

、

臨

終

念

仏

が

殊

に

勝

れ

て

い

る

と

い

う

の

は

、

隆

寛

師

正

統

の

こ

の

物

語

を

理

解

す

る

に

は

、

敵

と

み

て

理

解

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
そ

こ

で

、
よ

く

よ

く

考

え

て

み

る

と

、
こ

の
『

後

世

物

語

』

が

第

一

・

最

初

に

で

き

た

も

の

で

あ

る

、

そ

れ

が

自

分

の

異

義

に

合

わ

な

い

の

で

、

恐

ら

く

敬

日

な

ど

の

弟

子

が

作

り

替

え

た

も

の

が

『

捨

子

問

答

』

で

あ

る

。

そ

れ

で

は

、

隆

寛

師

の

正

意

が

隠

れ

て

し

ま

う

の

で

、
『

捨

子

問

答

』
を

敵

と

し

て

破

し

て

、

先

の

隆

寛

師

の

正

意

に

戻

し

た

も

の

が

『

閑

亭

物

語

』

で

あ

る

。

こ

の

三

部

の

書

は

、

恐

ら

く

は

一

つ

の

も

の

で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

よ

っ

て

、

三

部

を

校

合

す

る

に

は

骨

が

折

れ

る

が

、

多

念

の

正

義

・

異

義

を

見

る

に

は

甚

だ

有

力

で

あ

る

。
時

に

、
こ

の
『

捨

子

問

答

』

が

い

つ

頃

の

作

で

あ

る

か

と

い

う

と

、

全

体

が

作

り

物

語

の

様

相

で

、

捨

子

と

僧

坊

の

主

と

の

問

答

で

、

初

め

に

は

僧

坊

の

主

の

こ

と

を

褒

め

き

っ

て

あ

る

。

そ

う

か

と

思

え

ば

、

終

わ

り

下

(

二

十

九

左

)

に

は

、

捨

子

と

我

と

も

の

を

云

わ

な

い

よ

う

に

な

っ

て

し

ま

い

、

即

時

に

一

座

の

問

答

を

書

き

付

け

た

と

い

う

所

か

ら

は

、

僧

坊

の

主

の

作

に

止

め

て

い

る

。

こ

れ

が

前

後

の

合

わ

な

い

文

体

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

そ

れ

が

作

り

物

語

の

様

相

で

あ

る

。
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そ

の

中

上

(

六

左

)

に

善

導

の

『

般

舟

讃

』

が

引

い

て

あ

る

。

下

(

十

八

右

)

五

部

九

卷

と

あ

る

。

こ

の

『

般

舟

讃

』

が

五

部

九

卷

と

な

っ

た

の

は

、

建

保

五

年

か

ら

の

こ

と

で

、

健

保

五

年

の

夏

の

虫

干

し

に

仁

和

寺

の

書

物

の

中

か

ら

西

山

上

人

が

見

出

し

た

と

云

わ

れ

て

い

る

の

で

、
『

般

舟

讃

』

を

引

い

て

あ

る

と

云

う

こ

と

で

あ

れ

ば

、

建

保

五

年

以

後

の

こ

と

で

あ

る

と

解

る

。

さ

て

、

穏

と

顕

に

つ

い

て

は

、

上
(

二

右

)

に

捨

子

が

僧

坊

へ

到

っ

て

、

主

の

僧

を

見

た

と

こ

ろ

に

「

齢

半

ば

過

て

」

と

あ

る

。

然

れ

ば

四

十

余

り

の

僧

の

相

。

時

に

隆

寛

師

は

嘉

禄

三

年

八

十

で

往

生

し

て

い

る

。

こ

の

年

代

か

ら

推

測

し

て

み

る

と

、

建

保

五

年

は

隆

寛

師

七

十

年

ば

か

り

に

な

る

。

七

十

に

成

る

老

僧

を

齢

半

ば

過

ぎ

と

書

く

道

理

は

な

い

。

書

い

た

者

の

年

が

半

ば

を

過

ぎ

た

僧

で

あ

る

の

で

、

そ

れ

が

文

章

と

し

て

書

か

れ

た

も

の

で

あ

る

。

そ

う

す

る

と

こ

の

年

格

好

が

隆

寛

師

に

合

わ

な

い

。

隆

寛

師

よ

り

よ

ほ

ど

若

い

僧

で

あ

る

か

ら

、

隆

寛

師

の

弟

子

の

敬

日

当

た

り

よ

り

も

後

に

違

い

な

い

と

考

え

ら

れ

る

。
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＊

『

閑

亭

後

世

物

語

』

に

つ

い

て

こ

の

書

も

最

初

に

「

沙

門

隆

寬

述

」

と

あ

る

が

、

直

下

の

文

中

に

は

「

先

師

隆

寬

・

・

」

等

と

あ

り

、

弟

子

の

敬

日

に

さ

え

、

敬

日

上

人

と

書

か

れ

て

あ

る

。

そ

の

中

の

文

さ

え

読

ま

ず

に

、
「

沙

門

隆

寬

述

」

と

書

い

た

理

由

は

、

よ

も

や

坊

主

て

は

な

い

と

考

え

、

名

高

い

人

を

出

し

て

少

し

で

も

価

値

を

付

け

て

売

り

た

い

と

い

う

書

林

の

心

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

他

、

閑

亭

の

二

字

を

加

え

て

後

世

物

語

な

ど

と

題

を

付

け

た

意

図

は

、

左

記

の

通

り

で

あ

る

。

こ

の

閑

亭

物

語

に

説

か

れ

て

い

る

義

の

「

一

念

多

念

の

分

別

」

の

全

く

『

一

念

多

念

分

別

事

』

に

一

致

し

て

、

少

し

も

多

念

を

募

っ

て

い

な

い

。

殊

に

信

空

上

人

の

説

を

出

し

て

、

人

に

負

け

な

い

と

励

み

称

え

る

事

は

、

憍

慢

の

念

仏

と

破

し

て

い

る

。

そ

の

他

、

自

力

他

力

・

臨

終

念

仏

等

の

義

、

全

く

『

捨

子

問

答

』

に

該

当

す

る

。

隆

寛

師

の

正

統

の

流

義

は

、

写

し

取

っ

て

見

て

み

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

。

ま

す

゛

、

十

の

中

七

八

は

正

義

で

あ

る

。

然

し

許

さ

れ

な

い

こ

と

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

そ

の

こ

と

に

つ

い

て

は

、

順

次

に

述

べ

る

こ

と

と

す

る

。

さ

て

、

こ

の

書

は

い

つ

頃

の

作

か

と

云

え

ば

、

初

左

に

淨

土

の

先

達

を

出

し

て

あ

る

所

に

、

隆

寛

な

ど

の

人

が

挙

げ

て

あ

る

。

そ

の

出

し

方

が

、

最

初

は

往

生

の

年

代

に

な

っ

て

い

る

。

し

か

し

、
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隆

寛

は

嘉

禄

三

年

(
1
2
2
7
)

で

後

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

先

ず

は

師

で

あ

る

か

ら

最

初

に

出

し

て

あ

る

。

次

に

、

聖

覚

法

印

は

、

文

暦

二

年
(
1
2
3
5
)

で

あ

る

け

れ

ど

殊

に

敬

う

人

で

あ

る

の

で

、

隆

寛

師

の

次

に

出

さ

れ

て

い

る

。

さ

て

、

静

遍

は

元

仁

元

年

(
1
2
2
4
)

四

月

、

明

遍

は

同

年

六

月

。
こ

れ

は

月

の

次

第

で

挙

げ

た

も

の

で

あ

る

。
次

に

、

明

禅

は

仁

治

元

年

(
1
2
4
0
)

。

乗

願

は

、

建

長

三

年

(
1
2
5
1
)

。

次

に

、

敬

日

は

不

明

で

あ

る

が

、

建

長

三

年

の

乗

願

の

次

に

出

し

て

あ

る

か

ら

、

後

と

云

う

こ

と

に

な

る

。

こ

の

こ

と

よ

り

こ

の

書

は

、

建

長

三

年

(
1
2
5

1
)

以

後

の

作

で

あ

る

こ

と

が

定

ま

る

。

と

こ

ろ

で

、

望

西

楼

了

恵

が

和

語

灯

を

集

め

た

の

が

文

永

十

二

年

(
1

2
7
5
)

で

、

そ

の

和

語

灯

録

に

本

閑

亭

物

語

が

引

用

さ

れ

て

い

る

の

で

、

こ

の

年

以

前

の

書

に

違

い

な

い

。

従

っ

て

、

建

長

三

年

よ

り

、

文

永

十

二

年

ま

で

の

二

十

年

程

の

間

に

記

さ

れ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

い

ず

れ

も

、
こ

れ

は

年

代

が

か

な

り

遅

い

た

め

、
捨

子

問

答

の

次

に

著

さ

れ

、

捨

子

問

答

を

多

く

批

判

し

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

従

っ

て

、

最

初

に

「

師

隆

寛

」

と

記

し

て

い

る

こ

と

よ

り

、

隆

寛

律

師

の

直

弟

。

ま

た

明

遍

師

の

こ

と

な

ど

も

記

し

て

い

る

こ

と

よ

り

、

そ

の

場

に

い

て

聞

い

た

様

相

が

あ

る

。
何

れ

法

然

聖

人

の

在

世

に

も

会

い

、

隆

寛

・

明

遍

両

師

に

も

仕

え

た

古

い

人

物

と

考

え

ら

れ

る

。

さ

て

、

こ

の

書

は

た

だ

の

作

か

と

い

え

ば

、

先

師

隆

寛

と

云

い

、

明

遍

に

仕

え

た
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こ

と

も

見

え

、

乗

願

師

の

こ

と

も

記

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

考

え

る

と

、

隆

寛

明

遍

乗

願

に

仕

え

た

の

は

、

性

蓮

房

で

あ

る

の

で

、

性

蓮

坊

か

と

考

え

て

は

み

た

が

、

ど

う

も

弟

子

の

敬

日

を

敬

っ

て

い

る

こ

と

を

考

え

る

と

、

性

蓮

と

は

確

定

し

が

た

い

。

実

に

、

鳥

の

星

に

当

て

に

す

る

よ

う

な

説

で

は

あ

る

が

、
こ

の
「

沙

門

隆

寛

」
と

書

い

た

名

か

ら

す

る

と

、

「

隆

寛

・

智

慶

・

隆

慶

」

の

相

承

す

る

隆

慶

の

作

で

あ

っ

た

も

の

を

、

「

隆

寛

」

と

記

し

た

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

隆

慶

も

初

め

は

隆

寛

に

師

事

し

、
次

い

で

兄

弟

子

の

智

慶

に

師

事

し

て

い

る

か

ら

、

隆

寛

智

慶

隆

慶

と

次

第

す

る

け

れ

ど

も

、

実

は

、

隆

寛

の

直

弟

の

人

。

こ

の

こ

と

か

ら

す

れ

ば

こ

の

書

は

、

智

慶

流

で

あ

る

こ

と

も

考

え

ら

れ

る

。し

か

し

、

敬

日

を

出

し

て

い

る

の

は

意

味

の

な

い

こ

と

の

よ

う

に

思

わ

れ

る

が

、

異

流

で

は

あ

る

が

一

門

の

大

徳

で

あ

る

の

で

記

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。

当

流

で

も

高

田

の

眞

仏

や

顕

智

が

言

っ

た

こ

と

が

、

捨

て

る

こ

と

が

で

き

な

い

よ

う

な

も

の

。

さ

て

、

隆

寛

以

後

の

先

達

を

出

す

所

を

、

下

の

文

に

合

わ

せ

て

見

る

と

、

他

の

説

は

皆

出

て

い

る

が

、

静

遍

に

限

り

無

い

。

先

達

に

は

名

を

挙

げ

て

、

文

に

言

葉

を

引

か

な

い

こ

と

が

、

私

の

一

つ

の

目

の

つ

け

ど

こ

ろ

で

あ

る

。

な

ぜ

静

遍

の

言

葉

を

を

出

さ

な

い

か

と

い

え

ば

、

静

遍

は

言

葉

ど

こ

ろ

で

は

な

く

、

こ

の

書

の

本

と

な

る

「

後

世

物

語

」

の

著

者

で

あ

る

あ

る

か

ら

、

名

前

を

挙

げ
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て

か

え

っ

て

言

葉

を

略

し

た

の

に

は

、

訳

が

あ

る

。

た

だ

当

流

の

こ

と

さ

え

見

れ

ば

良

い

と

思

っ

て

、

他

流

の

書

を

見

な

い

で

い

る

と

、

当

流

の

書

の

意

味

が

分

か

ら

な

い

。
そ

れ

は

、
何

れ

こ

の
「

閑

亭

後

世

物

語

」

は

多

念

義

に

伝

え

ら

れ

、

ま

た

こ

れ

に

対

し

て

書

か

れ

た

も

の

が

、
良

忠

の
「

用

意

問

答

」

で

あ

る

。

こ

の

書

と

比

べ

て

み

る

と

、

同

じ

こ

と

が

多

く

論

じ

て

あ

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

多

念

義

と

鎮

西

義

の

相

違

は

、

こ

の

二

部

を

以

て

知

る

べ

き

で

あ

る

。

一

つ

例

を

挙

げ

て

お

け

ば

、
「

閑

亭

」

上

(

十

六

)

に

、
「

今

生

の

祈

り

に

余

の

仏

神

に

つ

か

ふ

る

事

は

雑

行

に

て

候

や

ら

ん

往

生

の

障

り

に

て

候

べ

き

か

」

と

問

う

て

、

答

う

る

に

、

雑

行

に

な

り

候

は

ず

往

生

の

障

り

に

あ

ら

ず

と

云

々

」

と

あ

る

。

良

忠

の

「

用

意

問

答

」

で

は

、

こ

れ

が

第

八

問

答

(

二

十

五

右

)

に

出

て

い

る

。
そ

の

決

択

が

、
法

然

聖

人

が

お

こ

り

(
ﾏ
ﾗ
ﾘ
ｱ
)

に

罹

ら

れ

た

時

、

「

念

仏

で

お

と

し

給

へ

」

と

申

し

た

れ

ば

、
「

往

生

ほ

ど

の

大

事

を

弥

陀

に

た

の

み

な

が

ら

、
わ

づ

か

の

病

気

ま

で

は

た

の

ま

れ

ぬ

」

と

仰

せ

ら

れ

た

と

あ

る

。

然

れ

ば

、
「

今

生

の

こ

と

は

余

の

仏

神

に

祈

れ

」

と

あ

る

。

こ

れ

ら

は

、

多

念

義

鎮

西

義

皆

同

じ

く

伝

え

て

い

る

。

そ

こ

で

、

古

来

「

仏

号

む

ね

と

修

す

れ

ど

も

現

世

を

祈

る

」

を
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雑

行

雑

修

だ

と

い

う

和

讃

が

あ

る

。

古

来

の

学

者

が

種

々

に

説

を

立

て

て

い

る

が

、

こ

れ

は

井

戸

の

中

ば

か

り

で

詮

議

す

る

か

ら

そ

の

義

が

明

ら

か

に

な

ら

な

い

。

こ

の

「

閑

亭

」

も

「

用

意

問

答

」

も

、

宗

祖

親

鸞

聖

人

の

御

在

世

に

で

き

た

も

の

で

あ

る

。

そ

の

意

は

多

念

鎮

西

で

、

余

の

仏

神

に

現

世

を

祈

れ

祈

れ

と

云

っ

て

い

る

も

の

を

、

真

宗

の

眼

か

ら

は

、

そ

れ

は

雑

行

の

類

だ

と

御

誡

め

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

。

こ

の

様

に

他

流

の

説

を

見

る

と

、

こ

ち

ら

か

ら

当

た

っ

て

お

ら

れ

る

意

義

が

良

く

分

か

っ

て

議

論

を

も

い

ら

な

い

。
ま

た

、
和

讃

の

御

文

の

こ

と

は

論

ず

る

と

難

し

く

な

る

の

で

、

他

流

書

で

は

あ

る

け

れ

ど

も

古

い

も

の

は

皆

見

て

お

く

べ

き

で

あ

る

。先

ず

こ

れ

で

玄

談

の

第

二

科

の

同

意

趣

の

文

に

つ

い

て

(

辨

同

軌

)

の

一

門

を

解

説

し

終

わ

る

。

三

、

異

本

に

つ

い

て

(

第

三

科

辨

異

本

)

こ

の

後

世

物

語

は

、

真

宗

假

名

聖

教

に

校

合

す

る

と

き

、

正

し

く

挙

げ

ら

れ

て

い

る

文

で

あ

る

。

だ

か

ら

、

正

本

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。
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さ

て

、

校

合

本

に

一

本

と

書

か

れ

て

い

る

。

ま

た

、

一

本

あ

る

と

書

か

れ

た

も

の

が

二

本

あ

る

。

よ

っ

て

、

正

本

で

あ

る

。

一

本

又

一

本

と

あ

り

、

三

本

あ

る

こ

と

が

分

か

る

。

そ

こ

で

、

先

啓

の

目

録

に

は

、

こ

の

「

後

世

物

語

」

を

、
「

建

長

四

年

」

と

年

号

を

記

し

て

い

る

。

真

宗

假

名

聖

教

校

合

の

本

に

は

、
「

建

長

六

年

」

と

あ

る

の

み

で

、

他

の

二

本

に

は

年

号

が

記

さ

れ

て

い

な

い

。

さ

れ

ば

、

先

啓

が

建

長

四

年

と

あ

る

と

言

っ

た

の

は

偽

り

か

と

思

う

に

、
「

建

長

四

年

」

に

つ

い

て

、

御

消

息

(

末

灯

鈔

四

十

二

右

以

下

の

文

を

云

う

)

の

建

長

四

年

の

文

に

、

明

法

房

往

生

の

こ

と

が

出

し

て

あ

っ

て

、

そ

れ

に

、
「

唯

信

鈔

」
「

後

世

物

語

」
「

自

力

他

力

」
を

よ

く

見

よ

と

あ

る

。
そ

う

で

あ

る

な

ら

ば

、
、

建

長

四

年

に

早

や

「

後

世

物

語

」

を

書

き

与

え

ら

れ

た

こ

と

が

解

る

。

又

、

明

法

房

の

往

生

が

、

建

長

三

年

十

月

十

三

日

で

、

目

出

度

く

往

生

さ

れ

た

こ

と

に

よ

っ

て

、
い

よ

い

よ

(

宗

祖

が

)

お

勧

め

に

な

る

よ

う

に

、

念

仏

往

生

と

信

ず

れ

ば

、

如

何

な

る

者

も

目

出

度

く

往

生

で

き

る

。

明

法

坊

の

目

出

度

い

往

生

が

、

常

陸

の

国

中

の

念

仏

者

の

良

い

手

本

と

な

る

と

示

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

を

仰

し

ゃ

っ

た

「

建

長

四

年

」

の

ご

文

。

だ

か

ら

、

こ

の

ご

文

の

前

に

後

世

物

語

を

書

き

与

え

ら

れ

た

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

ま

た

、

念

信

房

の

開

基

に

な

る

常

陸

の

毘

沙

門

堂

照

願

寺

に

二

河

白

道

の

延

べ

書

き

が

あ

っ

て

、
「

親

鸞

は

八

十

歳

」

と

い

う

こ

と

が

、
「

二
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十

四

輩

記

」

五

の

六

左

(

校

訂

者

云

奥

に

六

字

名

号

御

自

名

齢

八

十

歳

と

あ

り

云

々

と

)

等

に

出

て

い

る

。

こ

の

宗

祖

の

八

十

歳

は

「

建

長

四

年

」

で

あ

る

か

ら

、

こ

れ

も

一

所

に

与

え

ら

れ

た

も

の

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

背

景

に

は

、

以

前

よ

り

関

東

の

門

弟

の

中

に

惑

乱

を

生

じ

、

そ

れ

を

取

り

鎮

め

る

た

め

に

書

か

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

善

鸞

様

も

そ

の

中

で

、

邪

義

を

誇

張

す

る

こ

と

と

な

り

、
、

ま

す

ま

す

混

乱

し

た

時

で

あ

っ

た

の

で

、
様

々

な

聖

教

を

書

き

与

え

ら

れ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

ま

た

、
「

略

本

」
・
「

愚

禿

鈔

」
・
「

二

門

偈

」

な

ど

も

皆

、

こ

の

時

代

か

ら

の

続

け

て

の

著

作

と

な

っ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

異

義

惑

乱

の

時

期

で

あ

っ

た

か

ら

こ

そ

、

あ

る

い

は

、

聖

覚

師

な

ど

の

正

義

の

書

も

書

き

与

え

ら

れ

、

宗

祖

自

身

も

ご

制

作

い

た

だ

き

、

与

え

ら

れ

た

。

い

ろ

い

ろ

の

ご

苦

労

の

続

く

時

節

、

こ

の

よ

う

に

詮

議

し

て

み

れ

ば

、

建

長

四

年

と

あ

る

こ

の

「

後

世

物

語

」

は

、

恐

ら

く

こ

の

三

本

中

の

二

本

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

う

で

は

あ

る

が

、

次

第

次

第

に

写

し

誤

り

不

正

の

所

も

見

え

る

。

と

こ

ろ

で

こ

の

三

本

の

中

ど

れ

を

正

本

と

す

る

の

か

と

言

え

ば

、

こ

れ

は

、

ま

た

他

の

一

本

と

校

合

し

て

、

建

長

六

年

と

あ

る

本

が

先

ず

文

も

整

い

、

理

も

整

っ

て

い

る

。

そ

れ

は

、

十

三

右

に

「

摂

取

決

定

な

れ

ば

、

ま

た

来

迎

決

定

な

り

」

と

あ

る

。

他

の

二

本

は

来

迎

と

い

う

文

は
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な

い

が

、
こ

れ

が

前

よ

り

検

討

し

て

き

た

宗

祖

の

制

作

で

あ

る

な

ら

ば

、

来

迎

と

な

い

方

が

正

統

と

思

わ

れ

る

が

、

聖

覚

師

や

隆

寛

師

は

、

来

迎

を

云

う

こ

と

が

自

然

で

あ

る

の

で

、
聖

覚

師

や

隆

寛

師

の

書

に

は

、
「

来

迎

」

と

あ

る

方

が

正

し

い

と

云

え

る

。

「

唯

信

鈔

」

に

も

来

迎

を

削

っ

た

本

も

あ

り

、

そ

れ

と

同

様

に

、

後

世

物

語

も

変

え

れ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

さ

て

、

他

の

一

本

と

い

う

校

合

本

を

見

る

と

、
「

サ

イ

ハ

ヒ

」

を

「

サ

イ

ハ

イ

」

と

し

、
「

オ

ホ

エ

テ

」

を

「

オ

ホ

ヘ

テ

」

と

書

き

換

え

ら

れ

て

い

る

。

ま

た

、
「

カ

カ

ヘ

」

を

「

カ

カ

エ

」

等

と

し

て

い

る

。

諸

処

に

仮

名

遣

い

が

諸

処

に

改

め

て

あ

る

。

こ

れ

も

「

唯

信

鈔

」

に

も

同

様

の

仮

名

遣

い

の

変

更

が

あ

っ

て

、

悪

く

仮

名

遣

い

を

変

え

た

も

の

で

あ

る

。

十

右

や

十

二

右

等

に

、
「

信

心

」

を

「

深

心

」

と

変

え

た

と

こ

ろ

も

あ

る

。

こ

れ

も

、
「

至

誠

心

」
「

深

心

」

で

あ

る

か

ら

「

深

心

」

が

良

い

と

思

っ

て

「

信

心

」

を

「

深

心

」

と

変

え

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

ま

た

、

要

ら

ぬ

お

世

話

で

、

禮

讚

に

、
「

深

心

」

を

真

実

の

「

信

心

」

と

示

さ

れ

て

い

る

に

よ

っ

て

、

法

然

聖

人

も

聖

覚

法

印

に

も

、
「

信

心

」

を

「

深

心

」

と

通

し

て

示

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

多

く

あ

り

、

殊

に

三

心

と

い

え

ど

も

「

深

心

」

に

収

ま

る

か

ら

、
「

深

心

」

を

「

信

心

」

と

い

う

訳

も

あ

り

、

こ

れ

ら

の

こ

と

を

知

ら

ず

に

「

信

心

」

を

「

深

心

」

と

書

き

換

え

た

も

の

で

正

し

い

と

は

言

え

な

い

。
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ま

た

、

三

左

に

「

ア

ヤ

マ

リ

テ

法

華

ノ

諸

教

ニ

ス

ク

レ

タ

リ

ト

イ

フ

ハ

」
と

あ

る

。
そ

の

「

ア

ヤ

マ

リ

テ

」
と

言

っ

て

あ

る

の

を

「

マ

サ

ニ

」

と

変

え

て

あ

る

。

こ

れ

は

、
「

ア

ヤ

マ

リ

テ

」

と

い

う

言

葉

が

理

解

で

き

て

い

な

い

た

め

変

え

た

も

の

で

あ

る

。
「

ア

ヤ

マ

リ

テ

」

と

い

う

こ

と

は

、

新

撰

六

帖

に

、
「

白

ツ

ユ

ヲ

、

ツ

ユ

ト

モ

人

ニ

コ

タ

フ

ナ

ヨ

、

ニ

タ

ル

タ

ク

ヒ

ヲ

、

ア

ヤ

メ

モ

ゾ

ス

ル

」

と

あ

る

。

ア

ヤ

メ

、

ア

ヤ

マ

ツ

は

、

皆

同

じ

こ

と

で

、

取

り

違

え

る

こ

と

を

ア

ヤ

マ

リ

テ

と

い

う

。

閑

亭

上

十

五

に

「

誤

テ

」

と

言

う

こ

と

が

書

か

れ

て

い

る

。

そ

の

次

に

「

中

々

」

と

い

う

言

葉

が

あ

る

「

中

々

」

と

い

う

の

は

、
「

カ

ヘ

リ

テ

」

と

い

う

こ

と

と

同

じ

こ

と

。
「

ア

ヤ

マ

リ

テ

」

と

「

カ

エ

リ

テ

」

と

は

同

じ

こ

と

。
「

ア

ヤ

マ

リ

テ

」

と

「

カ

エ

リ

テ

」

と

対

し

て

、

実

に

は

念

仏

が

勝

れ

て

い

る

の

で

、

そ

れ

一

応

は

法

華

の

勝

れ

た

こ

と

を

言

う

こ

と

か

ら

、
初

め

に
「

ア

ヤ

マ

リ

テ

」
と

書

か

れ

た

も

の

。
故

に

、

次

に

念

仏

往

生

を

出

し

て

「

マ

コ

ト

ニ

コ

レ

コ

ソ

諸

教

ニ

ス

グ

レ

タ

リ

ト

モ

イ

ツ

ヘ

ケ

レ

」

と

も

書

か

れ

て

い

る

。

実

は

法

華

が

勝

る

の

で

は

な

い

け

れ

ど

、

ま

ず

法

華

の

勝

れ

て

い

る

様

子

を

述

べ

て

い

る

の

で

、

そ

の

意

味

を

「

ア

ヤ

マ

リ

テ

」

と

云

っ

て

知

ら

せ

た

も

の

で

あ

る

。

こ

の
「

ア

ヤ

マ

リ

テ

」
と

い

う

言

葉

の

意

味

が

理

解

さ

れ

て

い

な

い

の

で

、

「

マ

サ

ニ

」

と

変

え

た

も

の

で

あ

る

。

だ

か

ら

、

そ

の

一

本

と

出

さ

れ

た

本

は

誤

り

に

違

い

な

い

。
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と

こ

ろ

で

、

正

本

か

ら

作

ら

れ

た

一

本

に

つ

い

て

、

諸

処

の

文

に

欠

落

し

た

と

こ

ろ

が

あ

る

。

ま

た

、

今

の

「

ア

ヤ

マ

リ

テ

」

を

「

ア

マ

リ

テ

」

と

し

、

訳

の

分

か

ら

な

い

文

に

な

っ

て

い

る

と

こ

ろ

も

あ

る

。

更

に

、
「

来

迎

」

の

言

葉

を

抜

い

て

あ

る

の

も

お

か

し

い

。

ま

た

終

わ

り

に

「

南

無

阿

弥

陀

仏

」

と

書

か

れ

て

い

る

の

も

不

審

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

正

本

も

一

本

も

不

審

な

と

こ

ろ

が

沢

山

あ

る

。

従

っ

て

、

又

一

本

と

あ

る

文

ば

か

り

が

注

意

を

引

く

か

ら

、

今

読

む

と

こ

ろ

は

、

こ

の

本

を

正

本

と

す

べ

き

で

あ

る

。

四

、

来

意

に

つ

い

て
(

辯

来

意

)

こ

の

来

意

に

つ

い

て

、

初

め

の

序

述

の

文

に

、
「

東

山

ノ

明

師

ヲ

訪

フ

テ

浄

土

宗

ノ

安

心

ヲ

決

擇

シ

テ

、

其

趣

ヲ

即

座

ニ

書

イ

テ

下

ス

」

と

あ

る

。

そ

の

来

意

に

つ

い

て

は

、

こ

こ

に

書

か

れ

て

あ

る

の

で

、

述

べ

る

必

要

は

な

い

。

し

か

し

、

他

の

と

こ

ろ

に

は

、

た

だ

往

生

に

は

一

向

専

修

の

念

仏

の

み

。

別

に

信

心

あ

り

と

考

え

る

こ

と

は

誤

り

。

心

を

し

づ

め

悪

を

止

め

、

信

を

得

て

称

え

る

と

考

え

る

の

は

誤

り

で

あ

る

と

云

う

法

門

に

つ

い

て

の

来

意

を

心

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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実

に

、

多

年

に

わ

た

り

御

本

典

(

教

行

信

証

)

に

骨

を

折

り

、

こ

と

さ

ら

に

信

巻

に

心

を

止

め

、

信

巻

の

み

二

十

遍

程

講

録

を

書

い

て

は

み

た

が

、

そ

の

根

本

の

決

ま

り

に

疎

か

っ

た

こ

と

で

、

そ

の

決

ま

り

ど

こ

ろ

が

ぐ

ら

つ

い

て

は

い

け

な

か

っ

た

。

で

あ

る

か

ら

、
「

後

世

物

語

」

を

見

か

け

て

信

巻

の

決

ま

り

も

こ

こ

だ

と

思

う

か

ら

、

ま

す

ま

す

こ

の

書

が

面

白

く

な

っ

た

。

さ

て

、

こ

の

法

門

の

来

意

を

考

え

る

に

、

な

る

ほ

ど

好

ま

し

く

な

い

こ

と

も

あ

る

に

は

あ

る

が

、

古

い

人

の

言

っ

た

こ

と

は

ま

た

善

い

こ

と

が

多

い

。

そ

れ

は

、

鎮

西

の

「

三

心

要

集

」

五

以

下

に

も

述

べ

て

あ

る

「

深

心

」
に

つ

い

て

、
四

つ

の

疑

を

挙

げ

て

い

る

。
そ

の

四

疑

と

い

う

の

は

、

当

時

の

異

義

を

四

つ

に

ま

と

め

た

も

の

で

あ

る

。

な

る

ほ

ど

異

義

は

多

く

て

も

大

略

こ

の

四

疑

に

収

ま

る

。

そ

こ

で

初

心

の

者

は

よ

く

よ

く

心

得

て

お

く

こ

と

が

大

切

。

彼

の

儒

書

で

論

語

な

ど

を

見

る

と

色

々

に

言

っ

て

い

る

が

、

た

だ

理

を

押

さ

え

る

の

が

本

体

と

な

る

。

ま

た

、

春

秋

と

い

う

も

の

は

、

こ

れ

は

昔

か

ら

あ

っ

た

。

あ

る

い

は

君

、

あ

る

い

は

臣

下

な

ど

の

善

悪

を

文

の

上

で

知

ら

せ

た

も

の

で

、

よ

っ

て

春

秋

は

實

論

で

大

変

大

切

だ

と

と

言

わ

れ

る

。

正

し

い

も

の

で

は

な

い

が

、

云

っ

て

み

る

こ

と

は

虚

論

。

実

に

あ

る

こ

と

を

云

う

の

が

實

論

で

あ

る

。
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今

宗

祖

の

仰

せ

ら

れ

た

隆

寛

師

が

仰

っ

て

い

る

こ

と

が

、

た

だ

一

向

専

修

の

理

を

云

い

、

三

心

の

義

を

仰

っ

て

い

る

だ

け

で

は

な

い

。

実

に

そ

の

頃

こ

の

よ

う

な

異

義

邪

義

が

あ

っ

た

の

で

、

そ

れ

を

簡

ん

だ

こ

と

は

實

論

で

あ

る

。

よ

っ

て

宗

祖

や

隆

寛

師

が

対

象

と

さ

れ

て

い

る

向

こ

う

の

相

手

を

知

ら

な

け

れ

ば

、

一

人

相

撲

を

取

る

よ

う

な

虚

論

に

な

っ

て

し

ま

う

。

故

に

、

対

象

と

さ

れ

る

相

手

を

見

る

に

は

、

聖

光

の

挙

げ

て

い

る

四

つ

の

疑

が

良

い

。

そ

れ

が

、
「

一

者

造

罪

の

疑

。

二

者

無

知

の

疑

。

三

者

破

戒

の

疑

。

四

者

定

心

の

疑

。
」

こ

れ

が

四

疑

で

あ

る

。

ま

た

、
「

念

仏

得

失

義

」

と

い

う

書

物

が

あ

る

。

古

来

明

遍

師

の

作

あ

る

か

と

云

わ

れ

て

い

る

も

の

で

あ

る

け

れ

ど

も

、
「

閑

亭

後

世

」

上

十

九

左

に

隆

寛

師

の

言

葉

に

、
「

四

句

の

抄

」

と

あ

り

、

ま

た

後

に

「

得

失

義

」

の

通

り

文

が

記

さ

れ

て

い

る

。

そ

う

で

あ

る

な

ら

ば

、

若

し

や

隆

寛

師

の

作

か

、

又

は

門

弟

の

作

で

あ

ろ

う

か

。

何

れ

に

し

て

も

閑

亭

に

校

合

し

て

み

れ

ば

、

隆

寛

師

風

の

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

に

、
「

四

種

不

定

」

が

立

て

ら

れ

、
「

一

者

自

力

念

仏

往

生

不

定

。
二

者

仮

名

念

仏

往

生

不

定

。
三

者

悪

見

念

仏

往

生

不

定

。

四

者

慢

心

念

仏

往

生

不

定

。
」

で

あ

る

。

こ

の

「

四

種

不

定

」

も

、

内

容

と

し

て

は

、

鎮

西

の

四

疑

と

同

じ

内

容

と

言

え

る

。

さ

て

又

、
「

往

生

大

要

抄

」

八

右

以

下

に

挙

げ

て

あ

る

法

然

聖

人

の
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法

話

と

云

っ

て

い

る

の

は

、

そ

の

文

と

理

に

依

っ

て

み

る

と

隆

寛

師

の

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

に

も

、

妄

念

を

止

め

心

を

澄

ま

し

て

念

仏

せ

よ

と

勧

め

る

人

も

あ

る

。

あ

る

い

は

、

身

を

清

め

こ

の

境

界

を

離

れ

て

念

仏

せ

よ

と

勧

め

る

人

も

あ

っ

た

。

或

い

は

、

浄

土

は

外

に

な

く

、

心

が

即

ち

仏

で

あ

る

と

観

ぜ

よ

と

勧

め

る

人

も

あ

る

。

或

い

は

、

浄

土

も

地

獄

も

な

く

、

迷

い

も

證

り

も

な

く

、

厭

う

こ

と

も

欣

ぶ

こ

と

も

無

い

と

勧

め

る

人

も

あ

る

。

と

四

つ

を

挙

げ

て

い

る

。

こ

れ

も

内

容

か

ら

す

れ

ば

、

鎮

西

の

四

疑

に

収

ま

る

。

ま

た

、

宗

祖

の

「

信

巻

」

の

別

序

に

「

自

性

唯

心

に

沈

み

、

定

散

自

心

に

迷

ふ

」

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

こ

と

は

、

こ

の

意

味

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

宗

祖

や

隆

寛

師

の

考

え

で

は

、

こ

れ

ら

の

邪

義

が

盛

ん

で

あ

っ

た

か

ら

破

義

し

た

も

の

で

あ

る

。

従

っ

て

、

後

世

物

語

に

書

か

れ

て

い

る

こ

と

も

こ

れ

ら

の

異

議

を

破

し

て

正

義

を

顕

す

意

図

が

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

さ

て

、

何

れ

を

と

っ

て

も

構

わ

な

い

が

、

鎮

西

の

説

が

名

目

を

立

て

良

く

分

か

る

の

で

、

こ

れ

に

よ

っ

て

述

べ

て

み

た

い

。

こ

の

四

の

中

、

第

一

は

、
「

無

智

の

故

に

疑

ふ

」

と

い

う

項

。
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こ

れ

は

、

も

と

訳

が

あ

る

名

目

で

、

も

と

こ

れ

幸

西

や

行

空

が

立

て

た

説

で

、
「

光

に

非

ず

ん

ば

闇

は

晴

れ

難

く

、

智

恵

に

非

ず

ん

ば

成

仏

も

得

難

く

、

往

生

も

な

り

難

し

。

只

称

へ

る

は

、

犬

の

鳴

く

如

く

、

牛

の

吠

え

る

如

く

役

に

立

た

ぬ

。

依

っ

て

学

問

を

し

て

智

恵

を

研

き

、

三

心

の

義

を

知

っ

て

称

え

ね

ば

往

生

は

な

ら

ぬ

」

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

こ

の

一

念

邪

義

を

「

無

智

の

故

に

疑

ふ

」

と

い

う

。

即

ち

、

此

の

後

世

物

語

に

、

無

智

の

者

も

称

え

れ

ば

往

生

し

、

無

智

の

者

も

専

修

す

れ

ば

三

心

あ

る

と

す

る

。

こ

れ

が

無

智

の

故

に

疑

う

の

邪

義

に

当

た

る

。

こ

の

こ

と

は

く

だ

ら

な

い

こ

と

で

、

一

寸

聞

く

と

、

「

た

だ

称

え

て

は

な

ら

な

い

」
、
「

三

心

を

心

得

ね

ば

な

ら

な

い

」
、

と

い

う

こ

と

で

、

は

な

は

だ

尤

も

に

聞

こ

え

る

。

ま

た

、
『

直

指

念

仏

往

生

義

』

な

ど

に

、
「

至

誠

と

は

仏

心

、

心

と

は

衆

生

。

深

と

は

仏

心

、

心

と

は

衆

生

。

回

向

発

願

と

は

仏

心

、

心

と

は

衆

生

。

三

心

と

も

に

仏

心

に

よ

り

て

得

る

衆

生

の

信

心

」

と

あ

る

。

も

と

は

『

本

願

義

疏

』

に

も

あ

っ

て

、

良

く

当

流

に

も

一

致

す

る

よ

う

に

思

え

る

。

と

こ

ろ

で

そ

れ

が

、

仏

心

と

は

、

真

如

の

理

。

衆

生

心

と

云

う

も

真

如

の

理

。

弥

陀

も

真

如

。

我

も

真

如

。

同

一

仏

性

無

差

別

と

信

じ

た

の

が

、

三

心

で

あ

り

、
実

の

念

仏

で

あ

る

と

云

っ

て

、
と

ん

だ

こ

と

を

信

ぜ

さ

せ

ら

れ

る

。

信

心

が

大

切

だ

。

三

心

を

知

ら

ね

ば

な

ら

な

い

と

云

っ

て

い

る

の

事

な

ど

、
無

智

で

は

な

ら

な

い

の

だ

と

云

っ

て

い

る

の

が

、『

金

剛

宝

戒

章

』
、
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『

浄

土

布

薩

式

』
『

直

指

念

仏

往

生

義

』

等

の

書

で

あ

る

。

ま

た

、
『

念

仏

得

失

義

』

に

云

う

「

悪

見

念

仏

」

も

こ

れ

で

あ

る

。
『

大

要

抄

』

の

消

息

に

、
「

浄

土

外

に

な

し

、

心

す

な

わ

ち

仏

な

り

と

云

ひ

、

浄

土

も

な

く

仏

も

な

し

」

と

云

う

。

こ

れ

す

な

わ

ち

、
「

無

智

の

故

の

疑

」

で

、

宗

祖

親

鸞

聖

人

が

自

性

唯

心

に

沈

む

と

説

か

れ

る

の

は

こ

れ

で

あ

る

。

さ

て

、

西

山

の

意

、
「

正

因

門

の

安

心

」

と

云

う

の

が

、

彼

の

派

の

実

義

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

西

山

の

秘

伝

書

を

書

い

た

述

誠

に

「

西

山

の

法

門

の

極

意

は

、

念

仏

往

生

秘

密

義

だ

」

と

あ

る

。

そ

の

秘

密

義

が

、

三

心

と

い

う

仏

の

真

如

に

合

す

る

こ

と

だ

と

あ

る

。

そ

こ

で

、

西

山

も

「

悪

見

念

仏

」
「

自

性

唯

心

に

落

ち

る

」

と

知

る

べ

き

で

あ

る

。

後

の

世

に

い

た

っ

て

起

こ

る

当

流

の

邪

義

と

い

う

の

は

皆

こ

れ

で

あ

る

。

「

十

劫

秘

事

」

も

同

じ

く

十

劫

の

昔

に

、

弥

陀

と

一

緒

に

成

仏

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

も

、

弥

陀

の

真

如

と

一

体

と

云

う

こ

と

も

、
「

不

拝

秘

事

」

も

弥

陀

は

自

分

の

心

に

あ

る

の

で

、

画

像

木

像

は

拝

ま

な

い

と

い

う

の

も

こ

の

こ

と

に

で

あ

る

。

こ

の

意

味

は

少

し

は

言

い

方

が

違

っ

て

も

落

ち

込

む

処

は

、

こ

の

悪

見

念

仏

の

穴

で

あ

る

。

こ

れ

が

、

後

世

物

語

の

第

一

の

破

義

す

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

宗

祖

の

説

と

異

な

る

こ

と

を

知

る

べ

き

で

あ

る

。

第

二

は

、
「

定

心

の

故

に

疑

う

」
。
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こ

れ

は

、
「

諸

行

本

願

義

」

が

も

と

で

、

こ

の

義

を

立

て

た

の

は

出

雲

路

派

の

住

心

房

が

最

初

。

そ

の

次

は

、

二

種

類

あ

っ

て

、

一

つ

は

九

品

寺

の

覚

明

。

覚

明

は

法

然

聖

人

の

弟

子

で

あ

る

の

で

、

法

然

聖

人

の

義

を

会

通

し

て

諸

行

本

願

義

を

立

て

た

も

の

。

ま

た

木

幡

の

回

心

は

、

法

然

聖

人

を

離

れ

て

諸

行

本

願

義

を

立

て

て

い

る

。

そ

の

他

に

も

、

生

駒

の

良

遍

な

ど

は

諸

行

本

願

を

立

て

た

人

で

あ

る

。

諸

行

本

願

義

ま

た

非

本

願

義

と

い

い

東

大

寺

の

悟

阿

な

ど

は

別

に

一

流

を

立

て

て

い

る

。

こ

れ

ら

は

、

少

し

ず

つ

違

い

は

あ

る

が

、

皆

「

往

生

拾

因

」

を

珍

重

し

て

、

心

を

静

め

て

浄

土

を

想

い

、

弥

陀

を

想

っ

て

称

え

る

念

仏

で

な

け

れ

ば

往

生

は

出

来

な

い

と

説

く

も

の

で

あ

る

。
こ

の

中

、
特

に

覚

明

は

、

法

然

聖

人

の

下

か

ら

出

て

、

こ

の

邪

義

を

立

て

た

の

で

、

諸

流

と

も

に

こ

れ

を

破

す

。

そ

の

覚

明

の

説

が

具

体

的

に

出

て

い

る

の

は

、

良

忠

の

『

決

答

疑

問

鈔

』

上

十

六

以

下

で

あ

る

。

そ

の

意

は

、

先

ず

第

十

八

願

に

乃

至

十

念

と

誓

わ

れ

た

そ

の

念

と

は

、

心

で

想

う

観

念

の

こ

と

で

、

行

者

(

機

)

の

浅

深

に

従

っ

て

広

略

い

ろ

い

ろ

の

観

の

方

法

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

何

れ

も

観

念

を

離

れ

た

称

名

で

は

な

い

。

西

方

浄

土

を

観

じ

弥

陀

を

念

じ

、

煩

悩

を

止

め

余

念

を

止

め

、

想

を

凝

ら

し

て

称

名

す

る

こ

と

を

十

念

と

す

る

。

よ

っ

て

、

善

導

の

一

心

専

念

弥

陀

名

号

と

い

う

こ

と

も

、

心

に

念

じ

て

称

え

る

事

と

す

る

。

何

れ

も

、

念

と

云

え

ば

、

観

念

を

離

れ

た

も

の

で

は

な

い

。
唯

称

名

と

考

え

る

の

は

誤

り

で

あ

っ

て

、
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散

心

で

は

ど

う

し

て

往

生

が

出

来

る

の

か

。

必

ず

定

心

を

起

こ

し

て

浄

土

に

生

ま

れ

る

と

説

く

の

で

あ

る

。

然

れ

ば

、

称

名

は

要

ら

な

い

も

の

と

考

え

ら

れ

る

が

、

口

に

称

え

称

え

る

事

で

、

心

が

静

ま

る

よ

う

に

な

り

、

浄

土

や

弥

陀

が

想

い

詰

め

る

こ

と

が

出

来

る

の

で

、

口

称

を

縁

と

し

な

け

れ

ば

観

念

が

得

ら

れ

な

い

。

直

ち

に

観

念

成

就

す

る

と

考

え

る

わ

け

で

は

な

い

が

、

口

称

念

仏

で

助

け

て

、

観

念

成

就

す

る

と

立

て

る

も

の

で

あ

る

。

諸

行

本

願

義

の

意

は

、

そ

の

根

本

は

「

群

疑

論

」

等

か

ら

出

た

も

の

で

、

こ

の

観

念

の

称

名

が

法

然

聖

人

の

一

代

の

課

題

で

、

善

導

の

称

我

名

号

の

文

を

拠

り

所

と

し

て

、

選

擇

本

願

の

念

仏

は

、

た

だ

口

に

称

え

る

ば

か

り

な

り

と

説

く

の

が

、

法

然

聖

人

の

説

か

れ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

臨

末

の

遺

訓

ま

で

観

念

の

念

に

あ

ら

ず

と

御

誡

め

さ

れ

て

い

る

。

よ

っ

て

、

西

山

鎮

西

多

念

皆

諸

行

本

願

の

定

心

念

仏

を

破

さ

な

い

派

は

な

い

。

そ

の

「

心

を

静

め

て

称

え

な

け

れ

ば

往

生

は

出

来

な

い

」
と

云

う

説

を

、
親

鸞

聖

人

は
「

定

散

の

心

に

迷

う

」
と

示

さ

れ

た

。

定

心

の

自

力

に

こ

だ

わ

る

安

心

の

こ

と

で

あ

る

。
こ

の

後

世

物

語

に

も

、

こ

れ

を

破

す

る

意

図

が

し

ば

し

ば

あ

り

、
「

口

に

称

名

を

称

え

て

心

に

妄

念

を

起

こ

せ

ば

往

生

は

な

ら

ぬ

」

と

挙

げ

て

破

し

て

あ

る

の

が

こ

の

こ

と

で

あ

る

。

第

三

、
「

破

戒

の

故

に

疑

う

」

と

は

、
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こ

れ

は

、

戒

を

持

っ

て

念

仏

し

な

け

れ

ば

、

往

生

が

出

来

な

い

と

す

る

考

え

方

。

安

心

良

忠

の

『

用

意

問

答

』

の

第

一

が

こ

の

論

で

、

良

忠

さ

え

も

厳

し

く

破

し

て

い

る

。

そ

の

序

を

鹿

ケ

谷

の

忍

澂

(

に

ん

ち

ょ

う
)

が

書

い

た

も

の

が

あ

る

。

そ

れ

を

見

る

と

順

西

が

こ

の

異

義

を

立

て

て

「

観

経

下

品

者

の

往

生

す

る

と

い

う

の

は

、

今

死

す

る

機

(

者

)

で

あ

る

か

ら

、

戒

を

持

つ

な

ど

と

云

う

論

に

及

ば

な

い

が

、

平

生

な

が

ら

え

て

称

え

る

者

は

、

持

戒

し

な

け

れ

ば

往

生

で

き

な

い

」

と

説

い

て

い

る

。

こ

の

順

西

と

い

う

人

は

、

法

然

聖

人

の

臨

終

行

儀

(

『

西

方

指

南

抄

』

中

本

十

九

左
)

に

、

一

寸

名

が

記

さ

れ

て

い

る

が

、

他

で

は

見

当

た

ら

な

い

人

。

忍

澂

は

、

何

に

依

っ

て

い

る

か

不

明

。

但

し

、

こ

の

忍

澂

に

限

ら

ず

、

元

々

戒

行

の

こ

と

、

大

乗

戒

は

伝

教

大

師

最

澄

が

伝

え

、

小

乗

戒

は

鑑

真

和

上

が

伝

え

た

が

、

そ

の

後

年

月

が

経

過

し

て

こ

の

戒

が

衰

え

は

て

た

。

ま

た

、

法

然

聖

人

の

時

代

か

ら

中

川

の

實

範

な

ど

が

中

興

た

。

禅

宗

の

榮

西

禅

師

も

戒

を

盛

ん

に

し

、

俊

芿

律

師

も

こ

れ

を

弘

め

た

。

戒

学

中

興

の

時

代

で

あ

る

こ

と

は

、

三

国

仏

法

傳

通

縁

起

(

凝

然

著

)

等

に

著

さ

れ

て

い

る

。

よ

っ

て

、

諸

行

本

願

義

も

こ

の

律

宗

を

兼

ね

、

ま

た

、

隆

寛

の

弟

子

願

行

も

律

宗

を

兼

ね

て

い

る

。

良

忠

に

浄

土

の

法

を

聞

い

た

忍

性

も

律

を

盛

ん

に

し

て

、
こ

れ

等

に

よ

っ

て

、

持

戒

往

生

の

対

象

(

機

)

が

説

か

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

。
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第

四

、
「

造

罪

の

故

に

疑

う

」

と

は

、

こ

れ

は

、

持

戒

念

仏

と

概

ね

同

じ

意

で

、

煩

悩

を

発

し

な

が

ら

、

罪

造

り

な

が

ら

念

仏

し

て

い

て

は

往

生

が

出

来

な

い

と

い

う

説

で

あ

る

。

こ

の

持

戒

の

疑

、

造

悪

の

疑

が

、

す

な

わ

ち

親

鸞

聖

人

の

定

散

の

自

力

と

あ

る

中

、

散

善

の

自

力

に

こ

だ

わ

る

義

疑

で

あ

る

。

こ

れ

も

、

後

世

物

語

の

中

に

処

処

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

時

に

明

遍

な

ど

は

、

非

定

非

散

の

念

仏

を

立

て

、
定

散

の

自

力

は

良

く

離

れ

て

い

る

よ

う

で

あ

る

が

、

こ

の

世

を

厭

い

浄

土

を

欣

う

道

心

を

盛

ん

に

す

る

の

で

、

念

仏

道

心

義

と

い

わ

れ

て

い

る

。

余

談

だ

が

、
『

西

方

発

心

集

』

な

ど

が

、

こ

の

意

の

も

の

。

こ

の

道

心

を

本

と

す

る

と

こ

ろ

よ

り

見

る

と

、

や

は

り

散

心

念

仏

の

部

類

を

離

れ

な

い

。

ま

た

、

鎮

西

は

、

こ

の

よ

う

な

四

種

の

異

義

を

破

し

て

い

て

良

い

よ

う

に

見

え

る

が

、

や

は

り

念

仏

を

定

散

の

中

の

散

だ

と

し

て

、

廃

悪

修

善

を

離

れ

て

往

生

は

出

来

な

い

と

説

く

。

し

か

れ

ば

こ

れ

も

、

散

心

念

仏

を

出

な

い

も

の

で

あ

る

。

ま

た

、

多

念

義

の

中

で

も

、
「

捨

子

問

答

」

な

ど

は

、

一

念

義

を

破

し

過

ぎ

て

厭

欣

を

強

く

し

す

ぎ

、

同

類

異

類

の

助

業

ま

で

も

勧

め

て

い

る

。

こ

れ

等

は

、

や

は

り

散

心

念

仏

を

離

れ

な

い

説

で

あ

る

。

ま

た

、
『

和

語

灯

録

』

二

の

十

一

左

に

示

さ

れ

て

い

る
『

假

名

七

箇

条

起

請

』
と

い

う

文

が

あ

る

。

良

く

読

ん

で

み

れ

ば

、
七

箇

の

条

目

に

は

、
そ

れ

ほ

ど

問

題

は

な

い

が

、

前

に

三

心

の

こ

と

を

解

釈

し

て

、

長

々

と

述

べ

て

あ

る

と

こ

ろ

に

つ

い
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て

は

、

恐

ら

く

、

多

念

の

意

義

の

付

属

の

こ

と

と

考

え

ら

れ

る

。
「

三

毒

に

二

あ

り

て

、

強

い

三

毒

と

弱

い

三

毒

と

が

あ

る

。

弱

い

三

毒

は

往

生

の

邪

魔

に

な

ら

な

い

が

、

強

い

三

毒

は

往

生

の

障

り

と

云

う

。

前

念

後

念

に

は

煩

悩

を

起

こ

し

て

も

、

名

号

の

六

字

に

は

、

妄

念

を

雑

え

る

な

と

云

う

。
」

こ

れ

は

、

念

仏

を

称

え

る

間

だ

け

は

煩

悩

を

起

こ

す

な

と

云

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

な

ど

は

当

に

、

散

心

の

念

仏

で

あ

る

。

と

き

に

、

こ

れ

に

つ

い

て

『

糅

鈔

』

の

四

の

二

十

九

左

を

見

る

と

、

彼

の

「

道

俗

時

衆

等

」

の

偈

文

を

解

釈

す

る

に

つ

い

て

、

隆

寛

師

は

、

「

各

発

無

上

心

」

と

い

う

は

、

聖

道

自

力

の

菩

提

心

。

そ

の

自

力

の

菩

提

心

は

発

し

て

も

、

生

死

厭

い

難

く

、

仏

法

欣

び

難

く

し

て

、

自

力

の

菩

提

心

は

成

就

せ

ぬ

と

払

い

、
「

共

発

金

剛

志

」

は

、

浄

土

の

三

心

で

、

他

力

を

も

っ

て

横

に

生

死

を

渡

り

超

え

る

故

に

、
「

願

入

弥

陀

海

帰

依

合

掌

禮

」

と

浄

土

を

金

剛

心

に

帰

す

る

と

い

う

義

に

説

い

て

い

る

と

見

え

る

。

ま

た

、

敬

日

房

は

無

上

心

も

金

剛

心

も

菩

提

心

で

共

に

浄

土

の

菩

提

心

を

勧

め

た

も

の

だ

と

隆

寛

と

異

な

っ

て

義

を

立

て

て

い

る

と

あ

る

。

そ

う

な

ら

ば

、

敬

日

の

所

立

に

は

菩

提

心

を

勧

め

る

僻

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

こ

と

か

ら

見

る

と

、
『

假

名

七

箇

条

起

請

』

に

、

至

誠

心

を

菩

提

心

だ

と

云

っ

て

い

る

の

は

、

恐

ら

く

、

敬

日

の

流

れ

の

異

義

を

妄

り

に

加

え

た

も

の

で

あ

ろ

う

と

考

え

ら

れ

る

。
「

和

語

灯

録

」

は

有

り

難

い

も

の

で

あ

る

が

、

宗

眼

が

な

く

て

は

理

解

で

き

な

い

書

で
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あ

る

の

で

、

よ

い

こ

と

も

悪

い

こ

と

も

あ

る

。

だ

か

ら

、

こ

の

よ

う

な

こ

と

は

、

切

り

離

し

て

見

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ま

ず

、

こ

の

よ

う

に

異

義

を

掘

り

下

げ

て

考

え

て

み

る

と

、

一

念

義

諸

行

本

願

義

等

の

誤

り

の

な

い

も

の

は

な

い

。

隆

寛

師

も

十

中

八

九

は

良

い

け

れ

ど

も

、

ま

た

、

許

さ

れ

な

い

こ

と

も

見

え

る

。

そ

の

こ

と

に

つ

い

て

は

、

後

に

述

べ

る

こ

と

に

す

る

。

先

ず

、

こ

の

三

心

の

説

に

つ

い

て

は

、

お

お

概

ね

こ

れ

等

の

異

義

を

簡

ん

で

、

親

鸞

聖

人

と

一

致

す

る

か

ら

、

こ

の

後

世

物

語

を

書

き

与

え

ら

れ

た

の

も

で

あ

る

、

短

い

仮

名

書

き

で

は

あ

る

が

、

実

に

大

切

に

大

切

に

理

解

す

べ

き

こ

と

で

、

こ

の

よ

う

な

諸

流

の

異

義

は

も

ち

ろ

ん

、

多

念

の

中

で

も

、

ま

た

、

異

義

を

簡

ん

で

、

隆

寛

師

の

正

意

は

こ

の

よ

う

で

あ

る

と

確

定

し

て

、

こ

の

書

を

理

解

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ま

た

、

そ

の

定

規

に

な

る

の

が

、

自

力

他

力

事

や

分

別

事

。

滅

罪

劫

数

義

並

び

に

こ

の

後

世

物

語

と

考

え

ら

れ

る

。

外

に

も

少

々

は

隆

寛

師

の

作

が

あ

る

様

で

あ

る

が

、

滅

罪

義

の

奥

に

、
「

こ

の

義

を

考

え

て

念

仏

の

さ

わ

り

に

な

り

そ

う

に

な

っ

た

」

と

歎

い

て

あ

る

。

ま

た

、

八

萬

四

千

遍

づ

つ

も

称

え

て

い

て

は

、

長

い

書

も

書

い

て

い

る

暇

も

な

か

っ

た

は

ず

で

あ

る

。

ま

た

、

阿

弥

陀

経

の

読

誦

さ

え

も

や

め

て

念

仏

す

る

意

、

長

い

書

を

書

く

暇

は

な

い

は

ず

で

あ

る

。

さ

れ

ば

、

隆

寛

師

の

意

は

、
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ほ

ぼ

こ

の

三

四

部

で

分

か

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

第

五

、

大

意

＊

玄

談

五

門

分

別

の

中

、

第

五

に

大

意

を

述

べ

る

こ

こ

か

ら

は

、

殊

更

に

大

切

な

こ

と

を

述

べ

る

。

先

ず

、

隆

寛

師

の

立

て

る

と

こ

ろ

は

、

鎮

西

・

西

山

等

と

違

い

、

当

流

と

多

く

同

じ

く

す

る

と

こ

ろ

が

あ

る

。

そ

の

た

め

に

こ

の

後

世

物

語

を

写

し

与

え

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

ま

た

、

当

流

と

違

う

事

が

無

い

訳

で

は

な

い

。

よ

っ

て

ま

ず

、

そ

の

こ

と

を

大

意

の

初

め

に

、

十

同

十

異

を

立

て

て

、

十

義

当

流

と

一

致

す

る

事

が

あ

り

、

十

義

当

流

と

異

な

る

こ

と

が

あ

る

。
そ

の

同

異

に

つ

い

て

心

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

＊

初

め

に

十

同

に

つ

い

て

第

一

「

一

念

多

念

分

別

同

」
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こ

れ

は

、

一

念

多

念

分

別

事

を

別

に

書

き

与

え

ら

れ

た

事

で

あ

る

か

ら

、

論

ず

る

ま

で

も

な

く

、

一

念

多

念

の

分

別

は

当

流

に

一

致

す

る

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

こ

れ

も

約

め

て

講

じ

た

い

と

思

う

の

で

、

具

に

は

そ

の

と

き

を

待

っ

て

知

る

べ

し

。

略

し

て

云

う

と

、

一

念

即

ち

多

念

、

多

念

即

ち

一

念

と

立

て

て

称

え

る

と

こ

ろ

の

念

仏

。

風

前

の

燈

の

如

く

、

草

上

の

露

の

如

く

、

無

常

の

命

で

あ

る

か

ら

平

生

と

云

っ

て

も

油

断

で

き

な

い

。

今

が

、

臨

終

と

考

え

る

。

善

導

大

師

の

「

恒

願

一

切

臨

終

時

」

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

の

が

こ

の

意

で

あ

る

。

念

々

の

称

名

み

な

臨

終

と

思

っ

て

称

え

る

。

聖

覚

師

も

臨

終

の

念

仏

で

あ

る

か

ら

と

い

っ

て

、

別

に

功

徳

が

深

い

わ

け

で

は

な

い

。

平

生

も

今

が

臨

終

と

思

っ

て

信

を

得

て

称

え

れ

ば

同

じ

事

だ

と

云

わ

れ

て

い

る

の

と

同

じ

。

た

と

え

別

に

臨

終

と

思

わ

な

く

と

も

、

往

生

が

大

事

と

心

掛

け

て

称

え

れ

ば

臨

終

の

称

名

と

な

る

。

そ

の

一

聲

で

死

ね

ば

そ

こ

が

浄

土

。

そ

れ

が

死

な

ず

に

続

い

て

い

け

ば

、

念

々

相

続

し

て

多

念

の

念

仏

に

な

る

。

彼

の

「

前

念

命

終

後

念

即

生

」

と

説

か

れ

る

の

も

こ

の

意

味

で

あ

る

。

即

ち

、

一

念

即

多

念

で

、

一

聲

の

積

も

っ

た

の

が

、

多

念

で

あ

る

か

ら

、

一

念

多

念

の

相

違

は

な

い

。

一

連

の

念

珠

を

ほ

ど

い

て

み

れ

ば

、

只

一

粒

一

粒

。

一

粒

を

取

っ

て

見

れ

ば

、

だ

た

一

粒

ず

つ

の

続

い

た

の

が

百

八

の

念

珠

。

続

い

た

の

が

多

念

。

離

し

て

み

た

の

が

一

念

。

よ

っ

て

乃

至

一

念

等

と

説

い

て

あ

る

。

念

々

不

捨
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と

い

う

の

は

多

念

往

生

。

一

念

と

説

く

の

も

経

釋

の

明

文

、

多

念

と

説

く

の

も

経

釋

の

明

文

と

云

い

、

一

念

の

文

と

多

念

の

文

を

引

き

並

べ

、

次

に

又

、

一

念

多

念

の

内

容

は

、

こ

の

よ

う

な

こ

と

で

は

な

い

と

、

一

念

と

争

い

、

多

念

と

争

う

事

は

な

い

。

一

念

の

積

も

っ

た

の

が

多

念

。

多

念

を

砕

い

て

み

た

の

が

一

念

。

こ

れ

に

よ

っ

て

、
「

上

尽

一

形

、

下

至

一

念

」

等

と

一

念

多

念

並

べ

た

文

も

あ

る

こ

と

よ

り

、

引

き

連

ね

て

あ

る

。
短

い

書

で

は

あ

る

が

、
良

く

一

念

多

念

の

理

が

尽

く

し

て

あ

り

、

閑

亭

後

世

物

語

下

二

右

以

下

、

隆

寛

律

師

云

く

と

し

て

、

長

々

と

約

三

枚

の

文

が

出

し

て

あ

る

。

そ

の

文

も

全

く

こ

れ

と

同

じ

意

で

、

浄

土

宗

に

入

っ

て

専

修

の

行

者

と

な

り

な

が

ら

一

念

多

念

を

裏

合

わ

せ

に

論

ず

る

こ

と

は

決

し

て

考

え

ら

れ

な

い

。

一

念

を

信

ず

る

行

者

は

、

唯

一

聲

で

浄

土

に

往

生

す

る

と

。

よ

し

ん

ば

願

力

を

信

じ

、

よ

し

ん

ば

名

号

の

功

徳

を

た

の

み

称

え

れ

ば

、

往

生

は

疑

い

は

な

い

。

さ

り

な

が

ら

、

一

聲

さ

え

も

無

上

の

功

徳

。

一

念

さ

え

往

生

す

る

と

信

じ

た

な

ら

ば

、

い

よ

い

よ

有

り

難

く

な

っ

て

多

念

に

称

え

ら

れ

る

と

い

う

も

の

。

然

る

に

多

念

を

無

益

と

い

う

の

は

誤

り

で

あ

る

。

隆

寛

師

は

、
「

一

念

の

力

に

無

窮

の

生

死

を

尽

く

す

と

思

え

ば

、

覚

え

ず

知

ら

ず

に

多

念

の

称

名

と

な

る

」

と

説

く

。

こ

の

次

に

聖

覚

師

の

『

唯

信

鈔

』

の

「

一

念

多

念

」

我

引

い

て

あ

る

。

こ

れ

は

、

宗

祖

親

鸞

聖

人

が

、
『

唯

信

鈔

』

に

並

べ

て

、
「

一

念

多

念

」

を

与

え

て

お

ら

れ

る

と

あ

る

の

と

同

意

で

あ

る

。
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ま

た

、

そ

の

次

に

、

乗

願

上

人

の

説

を

出

し

て

一

念

往

生

の

願

に

遇

っ

て

一

聲

称

え

た

と

き

に

死

ん

だ

な

ら

ば

、

い

つ

か

浄

土

の

聖

衆

と

な

る

で

あ

ろ

う

と

。

命

が

延

び

た

の

で

多

念

の

行

者

と

な

っ

た

と

説

く

と

こ

ろ

が

あ

る

。

こ

れ

皆

法

然

聖

人

の

正

統

と

見

え

る

。

宗

祖

親

鸞

聖

人

も

こ

れ

等

の

方

と

異

な

ら

な

い

か

ら

「

分

別

事

」

を

書

き

与

え

ら

れ

た

。

一

念

を

以

て

は

往

生

治

定

の

時

尅

と

定

め

ら

れ

、

そ

の

時

の

命

が

延

び

れ

ば

自

然

と

多

念

に

及

ぶ

道

理

と

相

承

さ

れ

て

い

る

の

は

こ

の

意

味

で

あ

る

。
し

か

し

、
そ

こ

で

注

意

す

べ

き

こ

と

は

、
こ

の

一

念

に

つ

い

て

、

信

の

一

念

に

往

生

が

治

定

し

て

、

そ

の

後

の

一

聲

か

ら

は

仏

恩

報

謝

の

念

仏

と

な

る

の

が

当

流

の

定

め

で

あ

る

。

し

か

し

、

念

仏

は

報

謝

ば

か

り

と

考

え

る

こ

と

は

、

心

得

違

い

で

あ

る

。

臨

終

ま

で

が

報

謝

で

正

定

業

で

あ

る

。
火

に

は

明

る

い

と

い

う

徳

も

あ

り

、
物

を

焼

く

徳

も

あ

る

。

念

仏

は

正

定

業

で

あ

り

、

し

か

も

報

謝

と

も

な

る

。

そ

の

念

仏

の

ひ

と

つ

、

少

な

い

の

が

一

念

で

あ

る

か

ら

、

一

聲

で

も

往

生

す

る

と

の

意

義

を

顕

し

て

、

信

の

上

に

一

聲

称

え

て

往

生

す

る

と

い

う

文

も

あ

る

。

そ

れ

を

心

得

違

い

を

し

て

、

一

聲

が

正

定

業

。

二

聲

目

か

ら

が

報

謝

と

決

め

て

信

を

得

た

だ

け

で

は

足

ら

な

い

と

す

る

の

も

、

一

聲

称

え

た

時

往

生

が

定

ま

る

と

す

る

の

も

誤

り

で

あ

る

。

但

し

、

こ

の

中

、

隆

寛

師

な

ど

は

、

一

聲

の

念

仏

を

一

念

と

取

る

。

当

流

で

は

、

疑

い

霽

れ

た

一

念

を

一

念

と

取

る

。

隆

寛

師

に

信

の

一

念

で

往

生

を

定

め

た

と

い

う

文

も
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あ

り

、

当

流

に

も

一

聲

ま

で

及

ぶ

と

し

た

文

も

あ

り

、

別

に

違

い

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

。

第

二

「

自

力

他

力

分

別

同

」

こ

れ

に

つ

い

て

も

、

親

鸞

聖

人

が

「
『

自

力

他

力

』

を

よ

く

よ

く

御

覧

あ

る

べ

く

」

と

書

き

与

え

ら

れ

た

も

の

で

、

論

ず

る

ま

で

も

な

く

当

流

と

一

致

す

る

。

但

し

、

こ

こ

に

訳

の

あ

る

こ

と

は

『

解

深

密

経

』

の

中

に

、
「

衆

生

は

我

慢

な

り

。

よ

っ

て

お

の

が

我

慢

へ

我

慢

へ

と

引

き

込

ん

で

同

じ

仏

法

を

違

え

て

争

う

。
」

と

あ

る

。

こ

れ

は

よ

く

よ

く

心

得

て

お

く

べ

き

事

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

こ

の

自

力

他

力

と

い

う

こ

と

も

、

基

親

と

成

覚

と

の

問

答

に

も

、

成

覚

は

自

力

で

は

な

ら

ぬ

と

云

っ

て

い

る

。

(

校

訂

者

曰

く

、

漢

語

灯

巻

十

を

見

る

べ

し

、

但

し

、

義

山

本

は

修

訂

あ

り

信

ず

べ

か

ら

ず

。
尚

、
指

南

鈔

下

本

並

べ

て

見

る

べ

し

)

鎮

西

の

名

目

問

答

に

も

、

一

念

が

兎

角

に

自

力

と

云

う

事

を

払

い

立

て

て

、

多

念

を

攻

め

る

様

子

が

あ

る

。
(

校

訂

者

云

く

、

こ

の

書

に

そ

の

義

、

各

所

に

亘

っ

て

出

す

。

一

端

に

非

ず

当

知

す

べ

し

)

是

の

如

く

一

念

邪

義

が

、

何

で

も

多

念

に

称

え

る

の

を

や

た

ら

に

自

力

自

力

と

謗

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、

法

師

悪

け

れ

ば

袈

裟

ま

で

と

、

自

力

他

力

と

云

う

事

さ

え

、

一

念

を

破

す

る

に

つ

い

て

悪

む

よ

う

に

な

る

。

故

に

鎮

西

な

ど

は

、

自

力

他

力

と

云

う

事

は

先

ず

嫌

う

。

こ

れ

は

、

親

鸞

聖

人

の

言
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葉

で

あ

る

。

こ

れ

を

嫌

う

と

い

う

訳

は

な

い

け

れ

ど

も

、

一

念

邪

義

が

一

念

は

他

力

、

多

念

は

自

力

と

自

力

他

力

を

と

ん

だ

こ

と

に

云

っ

て

し

ま

う

の

で

、

そ

れ

を

悪

ん

で

ま

た

、

自

力

他

力

を

嫌

う

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

隆

寛

師

な

ど

は

、

偏

執

を

離

れ

て

、

自

力

他

力

の

名

目

を

つ

か

い

、

念

仏

に

も

自

力

他

力

が

あ

る

と

立

て

て

、

自

力

念

仏

を

簡

ん

で

他

力

念

仏

を

勧

め

る

。

こ

の

自

力

他

力

の

こ

と

も

次

に

講

ず

る

こ

と

と

す

る

。

略

し

て

云

え

ば

、

自

力

念

仏

と

い

う

の

は

、

己

の

力

で

身

に

も

口

に

も

心

に

も

煩

悩

悪

業

を

押

し

伏

せ

て

、

善

き

者

に

な

っ

て

称

え

る

念

仏

こ

そ

往

生

が

で

き

、

煩

悩

悪

業

の

中

で

称

え

て

い

て

は

、

往

生

は

出

来

な

い

と

、

自

力

で

三

業

を

浄

く

し

て

称

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

思

っ

て

称

え

る

の

が

自

力

念

仏

。

他

力

念

仏

と

は

、

身

に

も

口

に

も

意

に

も

三

業

共

に

悪

業

煩

悩

で

汚

れ

は

て

、

と

て

も

未

来

に

は

出

離

が

か

な

わ

な

い

か

ら

こ

そ

、

弥

陀

を

よ

り

た

の

ん

で

念

仏

す

る

。

我

が

方

を

浄

め

て

念

仏

を

称

え

る

の

で

は

な

い

。

悪

業

煩

悩

の

中

か

ら

願

力

に

よ

り

た

の

ん

で

念

仏

を

す

る

。

こ

れ

が

一

向

専

修

の

念

仏

だ

と

い

う

意

味

『

閑

亭

物

語

』

(

下

八

左

以

下

)

の

自

力

他

力

の

説

、

全

く

同

じ

で

あ

る

。

当

流

の

意

も

ま

た

同

じ

。
『

末

灯

鈔

』

(

三

四

左

以

下

)

に

あ

る

乗

信

房

の

御

門

弟

へ

の

御

消

息

に

、

念

仏

の

自

力

他

力

に

つ

い

て

説

か

れ
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て

い

る

と

こ

ろ

が

あ

る

。

年

代

を

考

え

れ

ば

良

忠

が

常

陸

下

総

で

盛

ん

に

教

化

す

る

時

代

に

当

た

る

も

の

で

、

良

忠

の

念

仏

の

自

力

他

力

を

破

す

る

に

つ

い

て

遣

わ

さ

れ

た

御

消

息

と

考

え

ら

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

良

忠

の

『

浄

土

宗

行

者

用

意

問

答

』

に

は

、

正

嘉

元

年

九

月

二

十

一

日

と

あ

っ

て

、

こ

の

中

(

十

六

左

)

に

念

仏

の

自

力

他

力

に

つ

い

て

破

し

て

あ

る

。

そ

れ

ら

に

対

し

て

宗

祖

親

鸞

聖

人

は

、

私

だ

け

が

言

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

、

こ

の

『

自

力

他

力

の

事

』

を

見

よ

。

隆

寛

も

同

意

だ

と

知

ら

さ

れ

た

も

の

と

云

え

る

。

鎮

西

は

、

殊

勝

な

面

を

示

し

て

、

忌

々

し

い

や

つ

で

、

彼

の

「

決

答

疑

問

上

」

(

初

)

を

見

る

と

、

法

然

聖

人

が

初

め

に

は

法

門

の

御

談

義

を

さ

れ

た

が

、

念

仏

七

萬

遍

な

さ

れ

た

後

か

ら

は

、

御

談

義

が

止

ん

だ

。

聖

光

房

だ

け

は

、

そ

の

御

談

義

の

有

っ

た

時

節

に

お

弟

子

に

な

ら

れ

た

の

で

委

細

の

法

門

を

聴

聞

し

て

い

る

。

し

か

し

、

西

山

上

人

は

御

談

義

の

時

は

小

僧

で

あ

っ

た

の

で

知

ら

な

い

。

隆

寛

師

は

、

御

談

義

が

止

ん

で

か

ら

の

御

弟

子

だ

か

ら

相

伝

に

疎

い

と

難

癖

が

付

け

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

遠

江

の

禅

勝

房

が

法

然

聖

人

の

お

弟

子

に

な

っ

て

法

門

を

聴

聞

し

た

趣

を

書

い

た

も

の

が

、

詳

し

く

『

九

巻

伝

』

(

四

下

)

に

出

て

い

る

。

そ

の

禅

勝

房

は

、

正

嘉

二

年

八

十

五

歳

で

入

滅

さ

れ

た

。
年

齢

か

ら

比

べ

て

み

る

と

親

鸞

聖

人

よ

り

一

つ

弟

で

、

こ

れ

も

ま

た

、
二

十

九

歳

で

法

然

聖

人

の

お

弟

子

に

な

ら

れ

た

も

の

で

、

建

仁

二

年

に

当

た

る

。

そ

の

時

期

に

、

或

い

は

三

心

の

こ

と

、

或

い

は
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自

力

他

力

の

こ

と

を

具

に

授

け

ら

れ

て

い

た

の

で

、

禅

勝

房

が

書

い

て

残

さ

れ

た

も

の

。

隆

寛

師

は

、

そ

の

時

に

は

既

に

御

弟

子

に

な

っ

て

居

ら

れ

て

、
元

久

元

年

は

既

に
『

選

擇

集

』
を

授

か

っ

て

居

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

隆

寛

師

な

ど

は

、

法

門

談

義

の

止

ん

だ

後

の

御

弟

子

な

の

で

相

伝

に

疎

い

な

ど

と

云

わ

せ

て

お

け

ば

と

ん

だ

嘘

を

書

い

て

い

る

で

承

知

で

き

な

い

。

ま

た

、

そ

の

良

忠

の

弟

子

の

了

恵

が

、
『

選

擇

大

綱

鈔

』

上

四

十

右

に

、

信

空

と

聖

覚

が

念

仏

に

余

行

を

混

用

す

る

の

を

雑

修

と

云

わ

れ

た

の

を

、

鎮

西

に

は

合

わ

な

い

の

で

、

ま

た

相

伝

に

疎

い

な

ど

と

云

っ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

信

空

、

聖

覚

さ

え

も

相

伝

に

疎

い

な

ど

と

謗

っ

て

い

る

こ

と

は

問

題

外

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

聖

光

は

八

年

法

然

聖

人

に

仕

え

て

い

た

と

自

慢

さ

れ

る

が

、

そ

れ

も

偽

り

で

あ

る

こ

と

は

『

唯

信

鈔

』

の

玄

談

に

述

べ

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

さ

て

、

こ

の

『

自

力

他

力

事

』

の

説

。

実

に

貴

く

し

て

、
「

さ

れ

ば

つ

み

の

き

え

る

こ

と

も

南

無

阿

弥

陀

仏

の

願

力

也

。

め

で

た

き

位

を

う

る

こ

と

も

南

無

阿

弥

陀

仏

の

弘

誓

の

力

也

。

な

が

く

と

お

く

三

界

を

出

で

ん

こ

と

も

阿

弥

陀

仏

の

本

願

の

力

也

。

極

楽

へ

ま

い

り

て

の

り

を

き

き

、

さ

と

り

を

ひ

ら

き

、

や

が

て

仏

に

な

ら

ん

ず

る

こ

と

も

阿

弥

陀

仏

の

御

ち

か

ら

な

り

け

れ

ば

、

ひ

と

あ

ゆ

み

も

、

わ

か

ち

か

ら

に

て

極

楽

へ

ま

い

る

こ

と

な

し

」

と

あ

る

。

こ

れ

が

も

と

『

論

註

下

』

三

十

二

左
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の

他

利

利

他

の

文

に

「

凡

是

生

彼

浄

土

、

及

彼

菩

薩

人

天

所

起

諸

行

、

皆

縁

阿

弥

陀

如

来

本

願

力

」

と

あ

る

。

こ

れ

よ

り

、

親

鸞

聖

人

が

教

行

信

証

に

往

相

の

回

向

を

立

て

ら

れ

て

、

本

典

を

ご

製

作

さ

れ

、
「

若

因

若

果

、

無

有

一

事

非

阿

弥

陀

如

来

清

浄

願

心

之

所

回

向

成

就

」

自

釋

三

十

六

右

・

略

本

五

左

文

、

と

決

擇

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

と

今

の

文

と

は

全

く

同

じ

事

で

あ

る

。

滅

罪

義

に

は

、

罪

の

滅

す

る

は

、

一

念

十

念

の

力

か

と

問

う

て

、

仏

智

光

明

の

力

だ

と

他

力

に

よ

っ

て

い

る

。

ま

た

、
『

大

要

抄

』

の

消

息

に

、
「

念

仏

の

ま

め

や

か

に

と

な

え

ら

れ

ん

と

き

も

、

こ

れ

も

仏

の

摂

取

の

力

な

り

と

お

も

う

べ

し

。
」

と

あ

る

。

こ

れ

は

、

行

も

他

力

。

ま

た

、

こ

の

後

世

物

語

十

三

右

に

金

剛

心

を

出

し

て

「

如

来

に

摂

取

せ

ら

れ

て

ま

つ

れ

ば

な

り

」

と

あ

る

。

こ

れ

、

信

心

も

他

力

と

云

う

事

で

あ

る

。

そ

の

證

は

、

自

力

他

力

事

の

文

に

明

ら

か

で

あ

る

。
よ

っ

て

、
こ

の

自

力

他

力

事

な

ど

假

名

聖

教

だ

と

思

っ

て

、

浅

い

教

え

だ

と

見

捨

て

て

は

な

ら

な

い

。

親

鸞

聖

人

の

御

本

典

は

こ

の

義

を

明

ら

か

に

さ

れ

た

も

の

で

、

い

わ

ば

御

本

典

よ

り

奥

深

い

教

え

で

あ

る

と

も

見

え

る

。

従

来

、
『

一

念

多

念

分

別

事

』

と

『

自

力

他

力

事

』

も

共

に

、

明

ら

か

に

親

鸞

聖

人

の

書

き

与

え

ら

れ

た

教

え

に

同

ず

る

も

の

で

あ

る

か

ら

第

一

第

二

に

挙

げ

て

こ

れ

を

述

べ

た

。

第

三

「

報

化

二

土

分

別

同

」
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こ

れ

は

、

帖

外

の

『

御

文

章

』

の

第

六

の

初

通

に

、

西

山

鎮

西

長

楽

寺

等

の

事

を

仰

せ

ら

れ

て

、
「

長

楽

寺

に

は

、

報

土

辺

地

を

立

て

て

報

土

を

本

と

す

る

な

り

、

こ

れ

ば

か

り

は

当

流

に

同

じ

き

な

り

、

こ

れ

も

雑

行

を

ば

ゆ

る

す

な

り

」

と

あ

る

。

さ

れ

ば

、

報

土

化

土

を

立

て

分

け

る

説

は

、

当

流

に

同

ず

る

と

い

う

の

は

、

蓮

如

上

人

の

御

指

南

。

但

し

、

そ

の

と

こ

ろ

に

、

こ

れ

も

雑

行

を

許

す

と

仰

せ

ら

れ

て

い

る

の

は

、

分

別

の

加

わ

る

と

こ

ろ

で

、

先

ず

隆

寛

師

は

一

向

専

修

を

厳

し

く

立

て

て

雑

行

は

差

し

置

い

て

、

阿

弥

陀

経

を

読

む

こ

と

さ

え

止

め

て

八

万

四

千

遍

称

え

た

方

な

の

で

、

雑

行

を

許

す

と

い

う

訳

は

な

い

は

ず

。

よ

っ

て

、

隆

寛

師

の

書

に

は

み

な

雑

行

を

簡

ぶ

ば

か

り

で

、

更

に

雑

行

を

許

し

た

文

は

な

い

。

こ

れ

は

、

彼

の

敬

日

房

が

異

義

を

立

て

て

、

敬

日

房

は

、

諸

行

も

報

土

に

往

生

す

る

こ

と

を

許

し

て

い

る

。

そ

の

次

の

慈

心

房

は

更

に

諸

行

も

本

願

だ

と

立

て

た

人

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

敬

日

房

相

承

に

は

、

雑

行

を

つ

と

め

る

こ

と

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。
『

捨

子

問

答

』

下

八

左

以

下

第

十

二

問

答

に

も

、

三

経

を

よ

み

弥

陀

を

観

念

し

弥

陀

を

拝

み

弥

陀

を

供

養

讃

歎

す

る

前

三

後

一

の

助

業

は

、

同

類

助

業

と

て

こ

れ

を

許

し

、

又

、

出

家

し

た

り

戒

を

持

っ

た

り

余

行

を

つ

と

め

る

の

も

、

念

仏

の

助

け

に

な

る

意

味

で

は

、

助

業

と

云

う

。

こ

れ

は

弥

陀

法

に

代

わ

っ

た

こ

と

に

な

る

の

で

異

類

と

名

ず

け

て

い

る

。

同

類

異

類

の

助

業

が

許

し
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て

あ

る

の

で

、
『

捨

子

問

答

』

は

、

雑

行

を

許

す

書

で

あ

る

。

尤

も

同

類

助

業

は

善

導

の

説

で

あ

る

。

異

類

助

業

は

、

恵

心

の

説

で

あ

る

。

し

か

し

、

法

然

聖

人

は

諸

行

往

生

、

助

念

往

生

、

但

念

往

生

の

三

を

立

て

て

、

但

念

専

修

の

所

で

は

異

類

助

業

は

払

わ

れ

て

い

る

の

で

、

『

捨

子

問

答

』

の

様

に

説

く

の

は

法

然

聖

人

の

正

意

で

は

な

い

。

こ

の

敬

日

家

の

説

を

以

て

、

蓮

如

上

人

は

、

長

楽

寺

も

雑

行

を

許

す

と

述

べ

ら

れ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

但

し

、
『

閑

亭

後

世

物

語

』

上

十

六

に

、
「

こ

の

世

の

祈

り

に

余

の

仏

神

に

つ

か

え

る

は

雑

行

に

て

往

生

の

障

り

に

な

る

か

と

問

う

て

、

隆

寛

師

の

説

を

出

し

て

雑

行

に

な

ら

ず

往

生

の

障

り

に

あ

ら

ず

」

と

し

て

い

る

。

こ

れ

も

、

当

流

か

ら

見

る

と

雑

行

雑

修

の

中

と

な

る

。

然

し

、

こ

れ

に

は

訳

が

あ

り

、

い

か

に

も

隆

寛

師

に

お

い

て

現

世

の

祈

り

に

仏

神

に

仕

え

る

こ

と

を

本

意

と

し

て

い

る

と

は

思

わ

れ

な

い

が

、

今

の

隆

寛

師

の

説

は

、

雅

成

親

王

へ

の

御

返

事

だ

か

ら

、

随

方

便

の

説

で

も

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

但

し

、

そ

れ

ら

の

こ

と

は

差

し

措

き

、

報

化

二

土

の

分

別

は

、

蓮

如

上

人

の

御

指

南

か

ら

、

当

流

に

同

じ

く

す

る

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

こ

れ

が

甚

だ

大

切

な

こ

と

で

、

西

山

鎮

西

諸

行

等

の

他

流

に

、

こ

の

よ

う

な

分

別

を

す

る

こ

と

は

全

く

な

い

。

当

流

だ

け

が

こ

の

よ

う

に

分

別

す

る

と

考

え

る

と

、

親

鸞

聖

人

一

人

の

説

で

、

後

の

つ

じ

つ

ま

合

わ

せ

の

よ

う

に

考

え

ら

れ

て

疑

問

に

思

え

る

が

、

そ

れ

と

全
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く

一

致

す

る

の

が

隆

寛

師

で

あ

る

の

で

、

当

流

一

致

だ

と

考

え

る

と

、

愈

々

親

鸞

聖

人

の

説

が

手

丈

夫

だ

と

言

え

る

。

さ

て

、

そ

の

分

け

方

は

先

ず

、
『

浄

土

源

流

章

』

科

本

二

十

に

隆

寛

師

の

義

を

示

し

て

、

観

経

九

品

の

土

は

み

な

化

土

。
『

大

経

』

に

説

く

と

こ

ろ

が

報

土

で

、
『

浄

土

論

』

に

二

十

九

種

荘

厳

と

分

け

て

い

る

と

こ

ろ

が

真

実

報

土

の

相

で

あ

る

。

こ

れ

が

本

願

成

就

の

浄

土

と

説

く

と

あ

り

、

ま

た

、

そ

の

報

土

化

土

の

往

生

の

因

は

本

願

に

よ

っ

て

成

就

し

た

の

が

報

土

。

本

願

に

報

い

た

土

で

あ

る

の

で

、

本

願

の

念

仏

を

称

え

る

も

の

が

往

生

す

る

。

ま

た

、

化

土

は

、

本

願

成

就

の

土

で

は

な

い

の

で

、

本

願

に

あ

ら

ざ

る

諸

行

の

も

の

が

往

生

す

る

。

本

願

の

土

に

は

、

本

願

念

仏

の

者

が

往

生

し

、

本

願

に

あ

ら

ざ

る

化

土

に

は

、

非

本

願

の

諸

行

の

者

が

往

生

す

る

と

説

く

。

観

経

疏

玄

義

分

の

行

観

の

鈔

六

の

十

三

も

、

こ

れ

と

同

じ

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

れ

で

は

自

力

念

仏

の

者

の

生

ま

れ

る

と

こ

ろ

が

判

ら

な

く

な

る

。

こ

れ

に

つ

い

て

、
『

自

力

他

力

事

』

に

、
「

自

力

で

こ

こ

ろ

を

し

ず

め

身

を

と

と

の

え

て

、

念

仏

し

て

往

生

す

る

も

の

は

、

正

し

き

本

願

の

極

楽

に

生

れ

ず

。

其

か

た

辺

へ

生

ま

れ

て

本

願

に

背

い

た

罪

を

あ

や

ま

っ

て

、

そ

れ

か

ら

本

願

の

報

土

に

生

ず

る

と

あ

る

。

ま

た

、

行

観

の

『

選

擇

集

鈔

』

(

四

の

二

十

六

)

、
『

鎌

倉

宗

要

』

の

見

聞

四

の

十

三

等

に

多

念

義

の

説

を

示

し

て

、

下

三

品

に

念

仏

が

説
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い

て

あ

る

が

、

散

善

の

中

の

念

仏

で

あ

る

か

ら

、

他

の

称

名

で

な

く

、

我

が

力

で

の

滅

罪

生

善

の

念

仏

を

し

て

往

生

す

る

の

で

あ

る

か

ら

、

辺

地

化

土

へ

往

生

す

る

と

立

て

て

あ

る

。

然

れ

ば

、

こ

れ

は

自

力

念

仏

も

定

散

の

諸

行

へ

追

い

込

ん

で

、

一

つ

に

し

て

辺

地

化

土

の

往

生

と

し

た

も

の

で

あ

る

。

ま

た

、
「

定

善

義

」

の

行

観

の

『

選

択

集

鈔

』

(

二

の

十

六

)

に

、

多

念

義

の

説

を

示

し

て

、
「

大

経

の

胎

生

化

生

は

、

弥

陀

の

五

智

を

疑

っ

て

罪

福

を

信

じ

往

生

す

る

も

の

が

胎

生

」

と

述

べ

て

い

る

。

然

れ

ば

、
『

大

経

』

の

胎

生

も

『

観

経

』

の

九

品

の

土

に

同

じ

、

諸

行

の

者

の

往

生

す

る

化

土

と

立

て

た

も

の

で

あ

る

。

故

に

、

多

念

の

所

立

は

『

大

経

』

の

所

説

の

浄

土

論

に

明

ら

か

に

し

て

い

る

所

の

土

が

報

土

。

そ

こ

へ

は

、

他

力

念

仏

の

者

ば

か

り

が

生

ま

れ

る

と

す

る

。

ま

た

、
『

観

経

』

九

品

の

土

と

『

大

経

』

の

辺

地

胎

生

と

は

、

こ

れ

同

じ

化

土

で

、

雑

行

自

力

の

念

仏

の

者

が

生

ま

れ

る

と

す

る

。

こ

の

説

は

、

一

応

当

流

と

同

じ

。

し

か

し

、

こ

の

と

こ

ろ

を

具

に

分

け

て

み

る

と

、

当

流

で

は

、

十

九

願

は

諸

行

往

生

、

二

十

願

は

自

力

念

仏

往

生

。

諸

行

も

自

力

念

仏

も

本

願

の

中

に

あ

る

。

ま

た

、

化

土

と

云

う

も

本

願

に

報

い

あ

ら

わ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

故

に

、

化

土

も

や

は

り

、

本

願

に

報

い

る

面

か

ら

す

れ

ば

報

土

で

あ

る

。

諸

行

自

力

の

念

仏

も

、

弥

陀

の

本

意

で

は

な
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け

れ

ど

も

、

弥

陀

の

本

願

に

あ

る

方

便

の

願

力

で

出

来

て

い

る

の

が

化

土

で

あ

る

。

方

便

の

願

力

で

往

生

す

る

の

が

諸

行

自

力

念

仏

と

立

て

て

い

る

。

然

る

に

、

長

楽

寺

で

は

、

化

土

は

本

願

か

ら

出

来

た

も

の

で

は

な

い

。

諸

行

自

力

念

仏

は

、

本

願

で

は

な

い

と

説

く

。

こ

の

こ

と

に

当

流

と

の

大

き

な

違

い

が

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

報

土

と

化

土

を

分

け

て

、

報

土

へ

は

他

力

念

仏

、

化

土

へ

は

諸

行

及

び

自

力

念

仏

の

者

が

生

ま

れ

る

と

説

い

た

所

だ

け

は

、

一

致

す

る

。

よ

っ

て

、

「

報

化

二

土

分

別

同

」

と

い

う

。

こ

の

よ

う

な

相

違

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

念

仏

の

自

力

他

力

を

分

け

て

、

自

力

念

仏

を

化

土

に

生

ま

れ

る

と

云

う

事

な

ど

は

、

全

く

諸

流

に

異

な

る

当

流

と

の

一

致

で

あ

る

。

第

四

「

至

誠

心

利

他

真

実

同

」

こ

れ

は

、

次

の

三

心

の

大

意

に

て

述

べ

て

い

く

こ

と

に

す

る

。

至

誠

心

の

真

実

を

諸

流

さ

ま

ざ

ま

に

解

釋

し

て

、

行

者

の

真

実

に

す

る

も

の

が

あ

り

、

阿

弥

陀

仏

の

真

実

に

る

者

も

あ

る

。

先

ず

鎮

西

義

と

諸

行

本

願

義

は

、

行

者

の

心

を

ま

こ

と

に

す

る

を

至

誠

心

の

真

実

と

す

る

。

又

、

解

釈

は

違

う

が

、

西

山

義

・

一

念

義

・

多

念

義

及

び

禅

勝

房

の

相

伝

も

、

仏

の

方

の

真

実

を

取

っ

て

い

る

。

そ

の

中

、

多

念

義

の

意

は

、

真

実

と

い

う

の

は

仏

の

真

実

で

、

心

と

い

う

の

は

行

者

の

心

で

、

菩

提

を

願

う

心

で

あ

る

の

で

、

菩

提

心

と

い

う

。

仏

の
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真

実

に

よ

り

す

が

る

意

味

で

真

実

心

と

い

う

。

し

か

れ

ば

、

真

実

は

仏

の

方

へ

つ

く

。

故

に

、

行

者

の

心

は

偽

り

か

と

云

え

ば

、

行

者

の

方

で

は

、

余

行

を

捨

て

余

仏

を

捨

て

、

弥

陀

一

仏

・

念

仏

一

法

と

一

心

一

向

に

な

っ

て

、

忠

臣

の

如

く

・

孝

子

の

如

く

脇

目

も

ふ

ら

な

い

ま

こ

と

の

心

が

あ

る

。

そ

の

時

は

、

行

者

の

方

も

又

真

実

に

な

る

。

物

事

を

論

ず

る

時

に

、

拠

實

通

論

を

い

う

と

き

は

、

こ

れ

は

も

の

を

歪

め

ず

に

あ

り

の

ま

ま

に

説

く

の

が

、

拠

實

通

論

で

あ

る

。

拠

勝

為

論

と

言

う

と

き

は

、

こ

れ

は

そ

れ

を

元

に

返

し

て

、

そ

れ

を

勝

れ

た

方

へ

引

き

つ

け

て

、

一

面

ば

か

り

を

説

く

の

が

拠

勝

為

論

で

あ

る

。

何

事

に

も

こ

の

二

面

が

あ

る

こ

と

を

忘

れ

て

は

な

ら

な

い

。

親

と

子

に

例

え

れ

ば

、

親

と

子

は

体

は

二

つ

あ

る

に

違

い

な

い

。

親

は

親

子

は

子

と

引

き

分

け

て

云

う

の

が

、

拠

實

通

論

。

そ

の

子

の

体

は

、

毛

髪

の

毛

一

筋

・

皮

の

一

枚

で

も

親

か

ら

貰

わ

な

い

者

は

な

い

の

で

、

子

の

体

は

親

の

体

だ

と

、

親

の

方

に

引

き

つ

け

る

の

が

拠

勝

為

論

。

今

、

至

誠

心

真

実

に

つ

い

て

も

、

拠

實

通

論

す

れ

ば

、

仏

は

真

如

よ

り

あ

ら

わ

れ

た

真

実

。

真

実

の

全

て

が

慈

悲

・

名

号

。

又

、

行

者

の

方

も

、

一

心

一

向

に

な

っ

た

の

は

ま

こ

と

の

心

で

あ

る

。

拠

實

通

論

す

れ

ば

、

仏

も

真

実

衆

生

も

真

実

。

拠

勝

為

論

す

れ

ば

、

行

者

の

一

心

一

向

に

な

っ

た

ま

こ

と

の

心

も

、

行

者

で

は

な

く

仏

の

真

実

の

あ

ら

わ

れ

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、

真

実

は

、

仏

に

あ

る

と

す

る

多

念

義
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の

説

。

こ

の

意

味

よ

り

拠

勝

為

論

す

れ

ば

、

仏

の

真

実

に

よ

る

意

味

と

な

る

。

拠

實

通

論

す

れ

ば

、

仏

も

真

実

・

行

者

も

真

実

。

等

流

の

意

と

先

ず

同

じ

。

し

か

し

な

が

ら

、

こ

の

後

世

物

語

を

最

初

に

拠

實

通

論

し

て

、

行

者

の

心

も

真

実

偽

り

の

な

い

一

心

一

向

が

至

誠

心

で

あ

る

と

主

に

主

張

す

る

の

が

多

念

義

。

拠

勝

為

論

し

て

、

真

実

は

弥

陀

の

真

実

心

で

あ

る

と

誠

を

仏

に

引

き

寄

せ

る

こ

と

を

表

と

す

る

の

が

当

流

で

あ

る

。

こ

の

と

こ

ろ

は

、

誠

に

難

し

い

論

で

あ

る

が

、

何

れ

等

流

に

お

い

て

も

、

至

誠

心

の

真

実

は

一

応

は

、

行

者

へ

掛

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

よ

く

心

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

色

々

に

広

く

言

う

と

目

が

散

っ

て

な

ら

な

い

が

、

第

十

八

願

に

「

至

心

に

信

楽

し

て

」

と

説

く

、

そ

の

至

心

は

仏

の

真

実

と

す

る

け

れ

ど

も

、

仏

の

真

実

に

限

る

な

ら

「

至

心

に

信

楽

し

て

」

と

の

誓

い

で

は

理

解

で

き

な

い

。

弥

陀

に

今

一

度

出

て

貰

っ

て

、

第

十

八

願

を

誓

い

直

し

て

貰

わ

な

い

と

仏

の

真

実

に

は

と

れ

な

い

仮

に

何

処

に

如

何

な

る

こ

と

を

説

い

て

も

、
「

十

方

衆

生

至

心

に

信

楽

し

て

」

と

誓

っ

て

あ

る

こ

と

よ

り

す

れ

ば

、

衆

生

の

至

心

。

よ

っ

て

、

当

流

で

も

一

応

は

、

至

心

と

は

行

者

の

ま

こ

と

。

し

た

が

っ

て

、
「

信

心

ま

こ

と

に

う

る

」

と

も

、
「

ま

こ

と

の

信

心

う

る

ひ

と

」

と

も

説

か

れ

る

こ

と

が

あ

る

。

し

か

し

、

そ

の

行

者

の

ま

こ

と

は

も

と

、

阿

弥

陀

佛

の

ま

こ

と

で

あ

る

か

ら

、

弥

陀

の

真

実

に
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は

間

違

い

な

い

。

故

に

、

宗

祖

は

、

仏

の

至

心

、

仏

の

真

実

と

説

か

れ

る

。

し

か

し

、

一

応

は

行

者

の

ま

こ

と

と

し

た

上

の

論

と

認

識

し

て

お

く

べ

き

で

あ

る

。

第

五

「

浄

土

論

註

依

憑

同

」

こ

れ

か

ら

の

六

は

、

こ

さ

こ

さ

し

た

こ

と

で

あ

る

の

で

、

略

し

て

述

べ

て

い

く

。

鎮

西

等

に

て

は

、
『

浄

土

論

註

』

を

嫌

っ

て

親

鸞

聖

人

ほ

ど

『

浄

土

論

註

』

好

き

は

な

い

。

然

る

に

隆

寛

師

は

、

前

述

の

よ

う

に

、

真

実

報

土

を

『

浄

土

論

』

で

建

立

し

、

自

力

他

力

を

振

り

分

け

ら

れ

て

い

る

の

は

、
『

論

註

』

が

そ

の

根

本

で

あ

る

。

名

号

を

真

実

清

浄

と

云

う

こ

と

も

、
『

論

註

』

の

意

。

聖

覚

法

印

も

、
『

論

註

』

好

き

で

あ

る

こ

と

は

、
『

唯

信

鈔

』

講

説

の

如

し

。

法

然

聖

人

も

偏

に

弘

願

を

た

の

む

と

仰

せ

ら

れ

、

セ

コ

に

追

い

詰

め

ら

れ

た

鹿

に

た

と

え

ら

れ

て

い

る

。

お

心

の

至

る

所

は

、

他

力

を

見

据

え

て

い

る

。

な

る

ほ

ど

、

往

生

の

信

を

決

定

す

る

に

は

、
『

論

註

』

の

他

力

で

な

け

れ

ば

お

さ

ま

ら

な

い

。

こ

の

聖

覚

法

印

・

隆

寛

師

が

常

に

用

い

ら

れ

て

い

る

の

が

無

上

宝

珠

の

譬

え

で

あ

る

。

濁

入

れ

れ

ば

水

が

澄

む

の

が

宝

珠

。

名

号

は

清

浄

真

実

の

珠

で

あ

る

か

ら

、

称

え

れ

ば

煩

悩

の

濁

水

も

清

水

と

な

り

、

虚

仮

の

妄

念

も

真

実

と

な

る

。

我

が

身

の

悪

人

を

疑

わ

な

い

の

は

、

名

号

他

力

の

真

実

清

浄

心

よ

り

疑

い

が

晴

- 90 -

れ

て

出

る

か

ら

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

隆

寛

な

ど

の

正

義

家

の

者

は

皆

、

『

論

註

』

を

依

憑

と

さ

れ

て

い

る

。

第

六

「

信

心

念

仏

因

縁

同

」

こ

れ

は

、

滅

罪

義

に

出

て

い

る

こ

と

で

、
「

信

心

は

因

、

念

仏

は

縁

」

と

あ

る

。

三

心

正

因

、

九

品

正

行

で

あ

る

の

で

、

浄

土

に

生

ず

る

因

は

信

心

と

立

て

て

い

る

。
『

本

典

』

行

巻

御

自

釋

九

左

「

光

明

名

号

因

縁

も

信

心

を

因

、

念

仏

を

縁

」

と

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

が

大

切

な

こ

と

で

、

信

を

念

仏

へ

込

め

て

信

と

念

仏

と

を

一

つ

に

し

て

云

う

と

き

は

、

念

仏

が

往

生

の

因

と

も

業

と

も

云

わ

れ

る

。

そ

の

中

を

信

と

称

名

と

に

分

け

る

と

信

が

因

、

称

名

が

縁

と

な

る

。

こ

の

よ

う

に

立

て

る

人

は

少

し

も

他

に

は

な

い

。

当

流

の

信

心

為

本

に

一

致

し

て

い

る

。

第

七

「

信

心

行

者

無

魔

同

」

こ

れ

は
『

閑

亭

後

世

物

語

』
下

十

六

右

に

、
三

心

具

足

の

念

仏

者

は

、

天

魔

の

障

り

無

い

と

説

く

。

こ

れ

は

、
『

本

典

』

信

巻

御

自

釋

九

右

に

、

具

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

他

力

の

念

仏

に

魔

事

は

無

い

と

言

う

の

と

同

じ

意

味

。
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第

八

「

臨

終

行

儀

随

機

同

」

『

閑

亭

後

世

物

語

』

下

十

五

に

、

臨

終

に

は

心

に

か

か

る

も

の

を

見

せ

な

い

の

が

良

い

と

云

う

の

は

ど

う

か

と

問

う

て

い

る

。

答

え

に

、

信

心

決

定

の

者

は

、

臨

終

に

如

何

な

る

心

が

起

こ

っ

て

も

、

仏

の

慈

悲

働

き

に

引

か

れ

て

往

生

す

る

。

臨

終

に

は

心

に

と

ら

わ

れ

る

も

を

見

せ

て

は

い

け

な

い

な

ど

と

い

う

の

は

、

信

心

不

定

の

自

力

の

者

の

い

う

こ

と

だ

と

あ

る

。

こ

れ

、

こ

の

こ

と

は

『

口

伝

鈔

』

下

十

左

に

も

あ

る

当

流

の

相

伝

と

同

じ

こ

と

で

あ

る

。

第

九

「

不

執

念

仏

遍

数

同

」

こ

れ

は

『

閑

亭

後

世

物

語

』

上

十

五

に

、

あ

な

が

ち

に

念

仏

の

数

に

依

ら

な

い

と

あ

る

。

同

下

十

に

も

ま

た

同

じ

こ

と

が

述

べ

て

あ

る

。

多

念

と

い

う

の

は

、

多

く

称

え

な

け

れ

ば

往

生

は

出

来

な

い

と

い

う

の

か

と

思

う

と

、

隆

寛

の

正

義

は

、

全

く

そ

う

で

は

な

い

。

こ

れ

も

当

流

に

同

じ

で

あ

る

。

第

十

「

厭

離

欣

求

不

必

同

」

『

閑

亭

物

語

』

上

十

六

右

に

、

厭

離

欣

求

の

心

が

さ

ほ

ど

に

起

こ

ら

な

い

の

は

ど

う

だ

ろ

う

か

と

問

う

て

い

る

。

念

仏

だ

け

を

忘

れ

ず

に

申

す

な

ら

ば

、

そ

の

よ

う

な

こ

と

を

問

題

に

す

る

こ

と

は

な

い

と

い

う

。
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こ

れ

は

、
『

歎

異

抄

』

八

左

に

あ

る

の

と

同

じ

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

第

六

か

ら

以

下

は

皆

、
『

閑

亭

後

世

物

語

』

に

出

て

い

る

こ

と

な

の

で

具

体

的

に

は

述

べ

な

い

。

又

、

こ

の

他

に

も

具

体

的

に

述

べ

れ

ば

、

当

流

と

一

致

す

る

事

が

は

な

は

だ

多

く

あ

る

け

れ

ど

も

、

不

学

の

者

の

多

念

と

い

え

ば

、

炭

と

雪

ほ

ど

に

当

流

と

違

う

と

思

う

の

で

、

ま

ず

、

こ

の

十

義

を

出

し

て

見

せ

た

訳

で

あ

る

。
『

大

系

図

』

で

見

る

と

、

隆

寛

も

妻

帯

し

た

と

見

え

て

、

三

人

の

子

供

が

あ

る

。

聖

尊

・

聖

増

・

慈

胤

と

皆

比

叡

山

の

僧

都

な

ど

に

な

っ

た

人

。

こ

れ

も

親

鸞

聖

人

の

妻

帯

と

同

じ

で

あ

る

。

ま

た

、
『

阿

弥

陀

経

』

を

や

め

て

念

仏

さ

れ

た

こ

と

も

『

口

伝

鈔

』

中

十

以

下

に

あ

る

宗

祖

の

意

志

に

同

じ

で

あ

る

。

ま

た

、

隆

寛

師

も

宗

祖

親

鸞

聖

人

も

、

共

に

慈

鎮

和

尚

の

御

弟

子

で

あ

る

。

だ

か

ら

往

生

の

大

事

も

談

じ

合

わ

れ

、

よ

く

よ

く

お

心

が

合

っ

た

よ

う

に

見

え

る

。

初

め

に

十

同

十

異

を

立

て

た

中

、

十

同

は

述

べ

了

る

。
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次

に

十

異

に

つ

い

て

述

べ

る

こ

の

異

に

つ

い

て

具

体

的

に

述

べ

て

い

け

ば

、

十

義

く

ら

い

で

は

論

じ

尽

く

せ

な

い

。

ま

た

、

隆

寛

の

書

も

私

の

見

る

と

こ

ろ

で

は

、

お

お

よ

そ

『

一

念

多

念

分

別

事

』
。
『

自

力

他

力

事

』
。
『

滅

罪

義

』
。

そ

れ

に

、

こ

の

『

後

世

物

語

』

も

隆

寛

の

も

の

で

あ

る

と

し

て

も

、

皆

、

小

部

の

書

で

あ

る

の

で

、

広

く

そ

の

義

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

は

出

来

な

い

。ま

た

、

そ

の

中

の

『

一

念

多

念

分

別

事

』
・
『

自

力

他

力

事

』

及

び

こ

の

『

後

世

物

語

』

は

、

親

鸞

聖

人

が

書

き

与

え

ら

れ

た

も

の

で

、
「

よ

く

よ

く

見

よ

」

と

あ

る

ほ

ど

の

も

の

で

あ

る

の

で

、

先

ず

は

相

違

は

立

て

ら

れ

な

い

も

の

で

あ

る

。
直

弟

子

の

作

と

見

え

る
『

捨

子

問

答

』
は

、

隆

寛

の

義

に

相

違

し

て

い

る

の

で

、

そ

れ

を

以

て

我

が

宗

と

の

相

違

と

も

言

い

難

い

。

よ

っ

て

、

先

ず

隆

寛

正

統

と

思

わ

れ

る

『

閑

亭

物

語

』

を

大

体

と

し

て

今

相

違

を

述

べ

る

こ

と

に

す

る

。

今

家

の

法

門

の

大

綱

は

、

三

願

三

経

三

機

三

往

生

で

、

こ

れ

が

親

鸞

聖

人

の

御

己

證

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

判

釋

は

合

う

は

ず

の

な

い

こ

と

で

あ

る

。

但

し

、

そ

の

中

第

十

八

願

大

経

の

他

力

念

仏

に

つ

い

て

は

、

行

信

證

共

に

他

力

回

向

と

し

、

他

力

念

仏

の

機

は

真

実

報

土

の

往

生

と

し
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て

い

る

。

こ

れ

等

は

、

十

に

八

九

は

一

致

し

て

い

る

。

さ

て

、

正

し

く

相

違

を

立

て

る

に

つ

い

て

、

第

一

に

は

、

三

心

通

局

の

相

違

か

ら

述

べ

る

。

第

一

「

三

心

通

局

の

相

違

」

こ

れ

は

、

第

一

こ

の

『

後

世

物

語

』

に

つ

い

て

入

用

な

こ

と

で

あ

る

の

で

こ

れ

を

立

て

る

。

そ

れ

は

、

当

流

で

は

、
『

大

経

』

第

十

八

願

の

三

信

は

、

他

力

回

向

の

三

信

。

そ

の

他

に

、

第

十

九

願

の

『

観

経

』

の

機

は

、

至

心

発

願

欲

生

の

三

心

。
第

二

十

願

の
『

小

経

』
の

機

は

、
至

心

回

向

欲

生

の

三

心

。

三

願

三

経

で

み

な

三

心

が

違

う

と

立

て

る

。

尤

も

、
『

観

経

』
『

小

経

』

の

隠

の

義

か

ら

は

一

つ

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

表

の

顕

の

義

で

は

、

三

種

の

三

心

有

り

と

立

て

る

。

第

十

八

願

の

他

力

の

機

の

三

心

は

、

共

に

如

来

回

向

。
十

九

・

二

十

願

の

機

は

、
行

者

の

心

を

以

て

三

心

を

立

て

る

。

十

九

の

願

『

観

経

』

な

ら

ば

、

至

心

と

我

が

心

を

誠

に

し

て

、

発

願

と

諸

善

万

行

を

努

め

て

往

生

す

る

こ

と

を

願

い

、

欲

生

と

我

が

心

を

励

ん

で

往

生

し

よ

う

と

す

る

も

の

。

二

十

の

願

『

小

経

』

の

機

な

ら

ば

、

至

心

と

我

が

心

を

誠

に

し

て

、

回

向

と

称

え

た

念

仏

を

、

弥

陀

へ

向

け

て

欲

生

と

往

生

を

願

う

も

の

で

あ

る

。

三

願

三

経

に

三

信

に

違

い

が

が

あ

る

と

す

る

も

の

で

あ

る

。
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さ

て

、

多

念

義

で

は

、
「

散

善

義

」

行

観

の

鈔

三

初

以

下

。

ま

た

、

良

忠

の

『

散

善

義

略

鈔

』

一

の

十

八

以

下

に

も

出

て

い

る

。

上

品

上

生

の

初

め

に

、
「

若

有

衆

生

願

生

彼

国

者

発

三

種

心

」

と

三

心

を

説

き

、
「

復

有

三

種

衆

生

当

得

往

生

」

等

と

散

善

が

説

い

て

あ

る

。

こ

れ

が

機

が

二

つ

だ

と

見

て

「

復

有

三

種

衆

生

」

と

い

う

衆

生

は

、

諸

行

で

往

生

を

願

う

自

力

の

機

。
「

若

有

衆

生

」

と

い

う

衆

生

は

も

と

念

仏

の

機

で

、

念

仏

す

る

に

つ

い

て

、

三

心

を

発

し

、

浄

土

を

願

う

念

仏

の

機

と

し

、
『

観

経

』

の

三

心

は

、

十

八

願

の

念

仏

の

三

信

へ

取

っ

て

し

ま

っ

て

、

諸

行

へ

は

入

れ

な

い

。

よ

っ

て

、

善

導

の

「

三

心

釋

」

も

念

仏

の

行

者

の

三

心

釋

だ

と

し

て

、
「

回

向

発

願

心

」

な

ど

に

、

善

根

を

回

向

す

る

と

あ

る

の

は

、

念

仏

者

に

な

ら

な

い

前

に

努

め

た

過

去

今

生

の

善

を

回

向

す

る

こ

と

で

あ

る

。

故

に

、
『

観

経

』

の

三

心

・

善

導

の

三

心

釋

は

、

念

仏

行

者

の

三

心

と

決

め

て

し

ま

う

。

当

流

で

は

、
『

観

経

』

の

三

心

の

当

面

は

、

十

九

願

の

諸

行

の

三

心

に

よ

り

て

善

導

の

釋

も

他

力

に

取

る

と

こ

ろ

も

あ

り

、

自

力

に

取

る

と

こ

ろ

も

あ

る

。
『

化

巻

』

や

『

愚

禿

鈔

』

に

そ

の

御

指

南

が

あ

る

。

多

念

義

で

は

、
『

観

経

』

の

三

心

を

他

力

念

仏

に

局

ま

り

、

善

導

の

三

心

釋

も

他

力

念

仏

に

引

き

つ

け

る

。

当

流

で

は

、
『

観

経

』

三

心

の

当

面

は

諸

行

の

自

力

。

善

導

の

釋

は

、

自

力

他

力

に

ま

た

が

る

と

見

る

べ

き

で

あ

る

。

他

力

念

仏

に

局

る

と

自

力

他

力

に

亘

る

と

の

大

い

な

る
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相

違

が

あ

る

。
こ

の

よ

う

な

取

り

方

は

大

き

な

相

違

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

そ

の

念

仏

の

三

心

を

立

て

る

と

こ

ろ

は

当

流

に

一

致

す

る

。

自

力

の

善

悪

を

捨

て

て

、

他

力

の

真

実

に

取

り

付

く

心

の

ま

こ

と

で

あ

る

の

が

、

「

至

誠

心

」
。

他

力

を

た

の

む

心

が

深

く

な

っ

て

、

い

よ

い

よ

願

力

で

往

生

す

る

と

疑

わ

な

い

の

が

「

深

信

」

で

あ

る

。

願

生

を

決

定

し

た

上

で

願

っ

て

暮

ら

す

こ

と

が

「

回

向

発

願

心

」

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

三

心

決

定

す

る

と

こ

ろ

自

力

を

捨

て

他

力

を

信

じ

弥

陀

に

す

が

っ

て

往

生

を

願

う

こ

と

で

あ

る

か

ら

、

所

謂

「

た

す

け

た

ま

え

」

と

「

如

来

を

た

の

む

信

心

」
。

こ

こ

で

、

こ

れ

ら

は

甚

だ

当

流

に

近

い

。

す

べ

て

も

の

は

一

つ

一

つ

そ

の

癖

を

知

る

と

皆

分

か

る

。

こ

の

隆

寛

の

種

種

の

書

を

読

ん

で

み

る

と

、

他

力

の

本

願

を

た

の

み

願

力

に

帰

す

る

を

ま

こ

と

と

言

っ

て

い

る

の

が

隆

寛

の

癖

。

依

っ

て

こ

の

『

後

世

物

語

』

の

落

ち

着

き

も

、
「

た

の

む

」

と

云

う

事

が

処

処

に

あ

り

、
「

た

す

け

た

ま

え

」

と

云

う

事

も

、

処

処

に

あ

る

。

故

に

、
「

た

す

け

た

ま

え

」

と

「

如

来

を

た

の

ん

で

」

疑

わ

ず

浄

土

を

願

う

の

が

、

三

心

の

決

ま

り

と

な

っ

て

い

る

。

よ

く

こ

れ

ら

は

『

御

文

章

』

な

ど

に

一

致

し

て

い

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

「

た

す

け

た

ま

え

」

と

「

た

の

む

」

と

い

う

こ

と

を

、

た

だ

如

来

へ

往

生

を

願

う

こ

と

だ

と

思

う

こ

と

に

よ

っ

て

、

義

を

誤

る

の

で

あ

る

。

我

が

手

で

は

と

て

も

消

す

こ

と

が

出

来

な

い

の

が

「

悪

業

煩

悩

」
。

我

が

善

で

は

と

て

も

参

る

こ

と

の

出

来

る
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往

生

で

は

な

い

と

我

が

機

を

見

限

っ

て

、

た

す

け

た

も

う

如

来

へ

た

す

け

た

ま

へ

と

任

せ

る

の

で

あ

る

。

そ

こ

が

如

来

の

い

や

が

ら

れ

る

御

た

す

け

へ

、

た

す

け

た

ま

へ

と

重

ね

る

な

ら

、

た

の

む

に

力

も

い

る

け

れ

ど

も

、

た

す

け

た

い

故

に

五

劫

永

劫

の

修

行

し

た

ま

え

る

、

た

す

け

た

さ

の

摂

取

不

捨

の

弥

陀

。

俗

的

に

言

え

ば

、

た

す

け

た

が

っ

て

う

ず

う

ず

し

て

お

ら

れ

る

如

来

様

に

打

ち

ま

か

せ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、

た

の

む

こ

と

に

力

は

い

ら

な

い

。

よ

っ

て

、

隆

寛

の

三

心

の

決

定

は

、

自

力

を

捨

て

て

、

他

力

に

帰

す

る

こ

と

。

よ

く

、

当

流

に

似

て

い

る

。

三

心

通

局

の

説

は

、

天

地

程

ち

が

う

け

れ

ど

も

、

他

力

三

心

の

決

す

る

と

こ

ろ

は

相

い

似

て

い

る

第

二

「

疑

心

往

生

の

相

違

」

こ

れ

は

、

閑

亭

上

三

右

に

出

る

。

疑

に

二

種

類

が

あ

る

。

本

願

を

疑

う

疑

と

我

が

身

を

疑

う

疑

と

が

あ

る

。

こ

の

中

で

本

願

を

疑

う

疑

は

誡

め

ら

れ

て

い

る

。
我

が

身

の

悪

さ

が

苦

に

な

っ

て

往

生

に

ま

で

に

及

ぶ

。

こ

の

疑

は

、
往

生

の

障

り

に

な

ら

な

い

と

説

か

れ

て

い

る

。
こ

の

説

は

、

未

だ

隆

寛

の

著

書

に

は

見

え

な

い

。

定

善

義

の

略

鈔

一

の

十

四

に

、

敬

日

房

の

疑

心

往

生

の

説

が

出

て

い

る

。

こ

れ

を

見

れ

ば

、

敬

日

房

の

説

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

疑

心

往

生

は

、

浄

土

の

大

論

で

、

一

朝

一

夕

に

は

説

く

こ

と

が

出

来

な

い

。

し

か

し

な

が

ら

、

蓮

如

上

人

も

仰
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せ

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

あ

る

の

で

、

疑

心

往

生

を

一

概

に

は

破

す

る

こ

と

は

出

来

な

い

。

し

か

し

、
『

閑

亭

物

語

』

の

如

く

説

い

て

し

ま

っ

て

は

、

当

流

に

は

合

わ

な

い

。

珍

海

の

『

決

定

往

生

集

』

を

引

い

て

、

疑

っ

て

も

往

生

す

る

と

説

い

て

い

る

。
『

往

生

要

集

』

を

引

い

て

、

疑

っ

て

み

て

も

、

往

生

す

る

と

い

う

の

は

、

願

力

だ

か

ら

だ

と

い

う

。

こ

れ

を

当

流

か

ら

見

れ

ば

、
『

大

無

量

寿

経

』

の

懈

慢

辺

地

の

往

生

に

な

る

。

当

流

に

許

す

疑

は

、

も

と

よ

り

往

生

の

信

心

は

定

め

て

我

が

身

の

悪

に

付

け

、

懈

怠

に

つ

け

、

仏

力

の

不

思

議

を

信

じ

て

危

ぶ

む

こ

と

は

な

い

。

し

か

し

、

歴

縁

対

境

の

時

、

ふ

ら

ふ

ら

と

こ

の

よ

う

に

云

う

事

で

も

、

往

生

が

出

来

る

か

如

何

と

疑

い

歎

い

て

見

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

焼

け

た

火

鉢

が

熱

い

の

で

は

な

い

か

と

思

っ

て

、

手

を

触

れ

て

は

み

る

が

直

ち

に

引

っ

込

め

る

。

疑

っ

て

は

見

る

が

願

力

を

思

い

出

し

て

、

な

ん

の

そ

の

と

思

い

消

し

て

し

ま

う

。

よ

っ

て

、

疑

歎

往

生

を

許

し

な

が

ら

の

『

閑

亭

物

語

』

と

は

大

違

い

で

あ

る

。

ま

た

、

初

心

の

者

は

、

よ

く

心

得

る

べ

き

で

あ

る

。

こ

の

『

閑

亭

物

語

』

に

も

疑

っ

て

い

る

が

、

往

生

す

る

と

言

え

ば

、

却

っ

て

疑

い

が

晴

れ

て

信

心

へ

も

ど

っ

て

い

く

と

あ

る

。

(

閑

亭

上

四

左

の

意

)

西

山

な

ど

も

こ

の

通

り

。

当

流

に

お

い

て

は

、

未

だ

こ

の

言

葉

を

見

な

い

。

往

生

の

大

事

に

と

っ

て

御

言

葉

に

も

無

い

こ

と

を

言

う

は

ず

が

な

い

。

ま

た

、

疑

え

ど

も

往

生

す

る

と

い

え

ば

、

疑

い

が

晴

れ

る

と

は
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云

え

ど

も

、

晴

れ

は

し

な

い

。

疑

い

な

が

ら

往

生

す

る

と

云

え

ば

、

死

ぬ

ま

で

疑

っ

て

い

る

。

全

体

こ

れ

が

、

我

が

身

の

善

悪

に

機

が

残

る

か

ら

、

こ

ん

な

こ

と

が

出

て

く

る

の

で

あ

る

。

本

願

を

思

え

ば

乃

至

十

念

乃

至

一

念

。

さ

れ

ば

、

念

仏

が

少

な

い

か

ら

と

疑

い

も

起

こ

ら

な

い

。

ま

た

、

も

と

よ

り

諸

邪

業

繋

が

障

り

と

な

ら

な

い

の

な

ら

ば

、

弥

陀

の

本

弘

誓

願

を

増

上

縁

と

な

づ

け

た

り

と

。

如

何

に

置

き

た

る

夕

べ

の

霖

(

な

が

あ

め

)
も

、

朝

日

に

消

え

ぬ

こ

と

無

い

。

光

明

摂

取

の

増

上

縁

、

如

何

な

る

悪

も

往

生

の

障

り

に

は

な

ら

な

い

。

さ

れ

ば

、

こ

の

よ

う

な

疑

念

が

起

こ

る

道

理

は

な

い

。

そ

の

基

は

、

本

願

力

を

信

ぜ

ら

れ

な

い

が

故

に

、

疑

念

往

生

を

立

て

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

。

よ

し

や

、

当

流

に

疑

念

を

立

て

て

も

、

俗

語

に

云

う

「

ボ

ケ

ル

」

と

い

う

気

持

ち

。

文

字

で

は

「

恍

惚

」

と

書

く

。

う

っ

か

り

し

て

と

ト

ボ

ケ

テ

出

で

来

る

疑

念

の

み

で

あ

る

。

起

き

た

当

初

は

西

を

東

を

と

ボ

ケ

れ

ど

も

、

た

ち

ま

ち

に

直

る

。

一

寸

往

生

を

疑

っ

て

見

れ

ど

も

忽

ち

に

晴

れ

る

の

と

同

じ

で

あ

る

。

第

三

「

自

力

回

向

の

相

違

」

閑

亭

上

八

左

に

あ

る

。

死

ん

だ

者

の

た

め

に

念

仏

し

て

回

向

す

る

こ

と

が

あ

る

。

当

流

に

お

い

て

は

、

父

母

の

孝

養

の

た

め

に

と

て

一

遍

の

念

仏

も

申

さ

ず

。

こ

れ

惨

い

よ

う

で

あ

る

け

れ

ど

も

『

大

経

』

他

力

の
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説

は

勿

論

、
『

観

経

』
『

小

経

』

自

力

の

説

ま

で

、

未

だ

念

仏

し

て

亡

者

に

回

向

せ

よ

と

い

う

文

は

な

い

。

さ

れ

ば

、

死

ん

だ

者

は

捨

て

置

く

の

か

と

云

え

ば

、

末

も

通

ら

な

い

こ

の

世

の

回

向

は

用

い

な

い

。

瞬

く

う

ち

に

、

往

生

し

て

還

相

回

向

の

時

を

待

つ

べ

き

で

あ

る

。

然

る

に

、

自

力

回

向

を

立

て

る

の

は

、

当

流

と

相

違

す

る

も

の

で

あ

る

。

第

四

「

日

課

念

仏

の

相

違

」

こ

れ

も

『

閑

亭

物

語

』

上

八

左

に

、

多

念

義

で

は

念

仏

の

数

を

決

め

て

称

え

る

。

当

流

で

は

、

数

を

限

る

こ

と

は

な

い

。

こ

れ

ら

は

、

隆

寛

師

自

身

が

八

万

四

千

遍

を

称

え

た

こ

と

に

よ

る

。

こ

れ

に

は

、

考

え

が

あ

っ

っ

て

、

数

を

取

る

こ

と

が

悪

い

こ

と

か

と

い

う

と

、

善

導

大

師

や

法

然

聖

人

教

え

に

差

し

障

る

。

よ

っ

て

、

数

を

取

る

も

良

し

、

取

ら

な

く

て

も

良

い

。

そ

の

中

『

三

部

経

』

に

数

を

取

れ

と

説

か

れ

て

無

い

の

で

、
取

ら

な

い

方

を

用

い

ら

れ

た

の

が

宗

祖

親

鸞

聖

人

の

相

承

で

あ

る

。

そ

の

数

を

取

ら

な

い

当

流

で

い

な

が

ら

数

を

取

る

者

は

く

せ

者

。

こ

れ

は

、
『

密

呪

圓

因

往

生

集

』

と

い

う

書

が

一

切

経

の

中

に

あ

る

真

言

の

書

。

そ

れ

で

見

て

い

く

と

、

数

を

取

る

作

法

も

あ

り

、

取

ら

な

い

作

法

も

あ

る

。

従

っ

て

ど

ち

ら

で

も

良

い

こ

と

に

な

る

。

ま

た

、

数

を

取

る

輩

の

癖

に

『

教

行

信

証

』

行

巻

三

十

六

右

に

『

安

楽

集

』

の

「

数

を

取

ら

ざ

る

も

良

し

、

取

る

も

良

し

。
」

と

あ

る

文

が

引

い

て

あ

る

。

こ

れ



- 101 -

を

取

っ

て

も

良

い

と

い

う

証

拠

に

す

る

。

御

本

書

(

本

典

)

を

解

し

た

こ

と

も

な

く

て

、

目

隠

し

し

た

者

が

覗

き

見

す

る

よ

う

な

も

の

で

、

こ

の

よ

う

な

誤

り

が

起

き

て

く

る

。

御

本

書

に

文

が

引

い

て

あ

っ

て

も

文

の

通

り

に

は

と

れ

な

い

。

ま

た

、
『

華

厳

経

』

が

引

い

て

あ

っ

て

も

『

華

厳

経

』

の

意

味

で

は

取

れ

な

い

。
『

涅

槃

経

』

が

引

い

て

あ

っ

て

も

『

涅

槃

経

』

の

信

心

で

は

役

に

立

た

な

い

。

よ

っ

て

、

曇

鸞

師

の

釋

も

道

綽

師

の

釋

も

心

得

て

見

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

今

、
『

安

楽

集

』

を

引

用

さ

れ

た

の

は

、

数

を

取

ら

な

い

こ

と

や

取

る

こ

と

の

義

論

で

は

な

い

。

業

事

成

弁

で

平

生

に

往

生

の

業

が

定

ま

る

と

い

う

証

拠

と

し

て

で

あ

る

。

そ

こ

に

出

て

い

る

の

で

、

数

を

取

っ

て

も

良

し

、

取

ら

な

い

で

も

良

し

、

と

い

う

文

が

出

て

い

る

と

い

う

分

際

の

こ

と

で

あ

る

。

取

っ

て

も

良

し

取

ら

な

い

で

も

良

し

と

い

う

文

を

引

き

な

が

ら

、

宗

祖

親

鸞

聖

人

が

取

ら

れ

た

見

方

が

良

い

。

宗

祖

は

、

数

を

取

ら

れ

な

い

か

ら

、
『

本

典

』

行

巻

の

『

安

楽

集

』

を

み

る

と

、

取

っ

て

も

取

ら

な

い

で

も

い

い

け

れ

ど

も

、

我

が

機

は

取

ら

な

い

方

だ

と

云

う

意

味

に

な

る

。

ま

た

、

数

を

取

る

迷

い

の

者

は

、

御

影

に

数

珠

を

御

繰

り

な

さ

る

よ

う

な

御

相

を

証

拠

に

す

る

な

ど

は

、

実

に

迷

い

と

い

う

の

は

仕

方

な

い

も

の

で

あ

る

。

御

影

に

あ

っ

て

も

お

言

葉

に

何

と

説

か

れ

て

い

る

の

か

。

宗

祖

か

ら

の

相

承

の

聖

教

に

数

を

取

れ

と

い

う

こ

と

は

な

い

。

聖

教

に

な

い

も

な

い

の

に

御

影

を
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見

て

数

を

繰

ら

れ

て

い

る

と

迷

っ

て

い

る

も

の

で

あ

る

。

笑

っ

て

言

う

べ

き

も

の

。

七

祖

の

御

影

を

見

て

、

龍

樹

菩

薩

を

見

て

は

常

に

蓮

華

を

持

ち

た

が

る

と

。

天

親

菩

薩

を

見

て

は

、

如

意

を

持

ち

た

か

が

る

と

。

ま

ね

る

に

も

事

に

よ

る

。

蓮

華

は

、

信

心

清

浄

な

ら

ば

、

花

開

き

、

疑

え

ば

華

は

開

か

な

い

こ

と

の

教

化

の

意

味

。

如

意

は

、

意

の

如

く

と

い

う

字

の

形

で

、

往

生

は

一

心

だ

と

い

う

教

の

相

。

御

影

に

数

珠

を

繰

っ

て

お

ら

れ

る

様

な

御

相

は

法

然

聖

人

に

も

あ

る

。

隆

寛

師

に

も

見

え

て

、

数

珠

を

持

っ

て

み

る

と

お

念

仏

す

る

気

に

な

る

。

念

仏

の

道

具

で

あ

る

か

ら

、

よ

っ

て

、

念

仏

を

忘

れ

る

な

の

意

味

。

こ

の

御

教

化

の

御

相

は

、

念

珠

を

繰

ら

れ

て

い

る

と

は

見

え

な

い

。

た

だ

、

数

珠

を

さ

ら

さ

ら

と

御

手

に

ま

わ

し

て

お

ら

れ

る

よ

う

な

意

味

な

り

。

こ

の

こ

と

は

人

の

良

く

迷

う

と

こ

ろ

で

あ

る

の

で

、

こ

れ

を

弁

じ

て

お

く

。

第

五

「

現

世

祈

祷

の

相

違

」

こ

れ

は

、
『

閑

亭

物

語

』

上

十

六

の

「

念

仏

行

者

も

現

世

の

祈

り

に

は

、

余

の

仏

神

に

つ

か

え

て

も

雑

行

に

な

ら

な

い

」

と

い

う

こ

と

。

当

流

と

は

相

違

あ

る

こ

と

前

の

よ

う

な

こ

と

で

あ

る

。

第

六

、

不

期

来

迎

の

相

違

。
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こ

れ

も

、
『

閑

亭

物

語

』

に

来

迎

を

待

つ

と

い

う

こ

と

が

書

か

れ

て

い

る

。

[

校

訂

者

云

く

、

祥

公

恐

ら

く

は

、

下

九

左

以

下

等

の

文

を

云

う

な

る

べ

し

]

当

流

で

は

、

来

迎

を

待

た

ず

。

こ

の

来

迎

の

論

は

、
『

唯

信

文

意

』

の

講

説

の

如

し

。

第

七

「

三

業

念

仏

の

相

違

」

『

閑

亭

物

語

』

上

十

三

右

に

、
「

心

に

念

ず

る

も

念

仏

。

口

に

称

え

る

も

念

仏

。

身

に

礼

す

る

も

念

仏

」

と

い

う

こ

と

が

あ

る

。

当

流

に

お

い

て

、

三

業

念

仏

の

説

な

し

。

第

八

「

念

仏

散

善

の

相

違

」

『

閑

亭

物

語

』

に

あ

っ

て

、

定

散

の

な

か

で

は

、

又

、

念

仏

は

散

善

の

中

に

あ

る

と

す

る

。

[

上

十

九

左

の

文

を

云

う

]

尤

も

こ

れ

は

分

別

が

要

っ

て

、

具

に

は

、
『

唯

信

鈔

』

で

説

か

れ

て

あ

る

よ

う

に

、

一

応

定

か

散

か

と

云

え

ば

、

心

を

し

ず

め

な

い

で

称

え

る

の

で

、

散

心

念

仏

と

云

え

る

。

再

度

念

仏

は

散

善

で

あ

る

か

と

問

わ

れ

れ

ば

、

非

定

非

散

で

あ

る

と

云

う

べ

き

で

あ

る

。

心

を

し

ず

め

る

事

が

出

来

る

機

(

気

)

で

も

な

く

、

悪

を

止

め

善

を

積

む

機

(

気

)

で

も

な

い

。

し

か

し

て

、

隆

寛

師

も

自

力

他

力

の

事

等

、

専

ら

こ

の

定

心

散

心

を

払

っ

て

あ

る

の

で

、

散

善

に

す

る

思

い

(

気

)

は

な

い

が

、

散

心

念

仏

と

云

っ

て

い

る

の

で

、

そ
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れ

だ

け

が

当

流

に

相

違

す

る

。

宗

祖

に

散

心

念

仏

の

名

目

は

な

い

。

第

九

「

念

観

不

照

の

相

違

」

こ

れ

は

、
『

閑

亭

物

語

』

に

は

な

く

、
『

捨

子

問

答

』

(

上

二

六

の

文

を

指

す

)

に

あ

っ

て

、

長

楽

寺

の

「

引

き

込

み

光

明

」

と

も

、
「

か

た

つ

ぶ

り

光

明

」

と

も

い

わ

れ

、

誹

っ

て

名

高

い

。

念

仏

を

称

え

る

間

は

摂

取

の

光

明

は

照

ら

す

が

、

称

え

な

い

と

き

は

照

ら

さ

な

い

と

い

う

。

当

流

は

、

常

張

り

の

光

明

で

、
「

摂

取

心

光

常

照

護

」
。

称

え

る

時

も

、

称

え

な

い

と

き

も

、

常

に

照

ら

し

護

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

自

力

他

力

事

等

で

見

る

と

、

隆

寛

師

は

、

蝸

牛

の

角

の

よ

う

に

光

明

の

差

し

引

き

は

云

わ

れ

な

い

よ

う

だ

。

し

か

し

、

こ

れ

が

一

念

義

に

当

た

り

、

一

念

義

で

は

一

声

称

え

た

後

は

称

え

ず

と

も

往

生

摂

取

の

光

は

、

一

念

か

ら

照

ら

し

詰

め

で

あ

る

と

い

う

。

そ

れ

に

対

し

て

、

念

仏

が

続

か

な

け

れ

ば

、

摂

取

に

あ

ず

か

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

い

う

訳

か

ら

言

わ

れ

た

も

の

で

あ

る

も

の

か

。

そ

の

訳

は

判

然

と

し

な

い

。

第

十

「

臨

終

善

悪

の

相

違

」

こ

れ

は

『

閑

亭

物

語

』

下

八

に

あ

る

。

臨

終

の

善

き

は

往

生

な

り

。

悪

し

き

は

往

生

で

き

な

い

と

あ

る

。

当

流

に

は

、

臨

終

の

善

悪

は

云

わ

な

い

こ

と

に

相

違

す

る

。

こ

れ

も

、

能

く

た

だ

し

て

み

た

な

ら

ば

、

ど
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う

な

る

か

判

ら

な

い

。

凡

夫

の

目

は

役

に

立

た

な

い

。

正

念

に

死

ん

だ

よ

う

で

あ

っ

て

も

、

往

生

し

損

な

う

者

が

あ

る

。

妙

覚

寺

の

浄

心

房

か

が

目

出

度

く

死

ん

で

往

生

と

云

っ

て

い

た

と

こ

ろ

が

、

天

狗

に

な

っ

た

と

云

う

事

が

、
『

黒

谷

傳

』

三

十

に

あ

る

。

当

流

に

は

、

善

悪

を

云

わ

な

い

。

よ

っ

て

、

多

念

も

愚

僧

で

は

な

い

の

で

一

概

に

臨

終

の

善

き

こ

と

を

と

ら

え

て

往

生

と

い

う

こ

と

は

云

え

な

い

。

ま

た

、

経

論

に

て

は

、

臨

終

の

相

で

未

来

を

分

け

る

こ

と

が

多

い

。

よ

っ

て

、
当

流

も

一

応

は

臨

終

の

善

悪

を

立

て

る

。
そ

う

で

あ

る

か

ら

、

多

念

義

が

臨

終

善

悪

を

云

う

も

、

一

応

の

論

。

よ

っ

て

今

は

、

多

念

義

は

、

臨

終

の

善

悪

を

根

本

と

し

、

当

流

は

、

本

と

し

な

い

場

で

相

違

を

立

て

る

。

以

上

、

十

種

の

相

違

を

説

き

お

わ

る

。

＊

次

に

正

し

く

こ

の

書

の

「

大

意

」

を

述

べ

る

ま

ず

、

こ

の

書

の

科

文

を

述

べ

る

と

、

こ

の

書

を

大

き

く

分

け

る

と

四

つ

に

な

る

。

一

、

前

題

。

二

、

本

文

。

三

、

後

題

。

四

、

寫

記

。

で

あ

る

。

こ

の

大

科

の

四

段

に

つ

い

て

は

、

述

べ

る

ま

で

も

な

く

理

解

で

き

る

。
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第

二

本

文

さ

て

、

そ

の

第

二

の

本

文

の

中

、

文

は

十

段

に

分

か

れ

て

い

る

が

、

初

の

一

段

は

、

こ

の

書

を

書

く

因

縁

に

つ

い

て

述

べ

、

法

門

に

は

関

わ

り

が

な

い

。

次

の

九

段

の

九

種

の

問

答

が

正

し

く

法

門

。

こ

れ

に

よ

っ

て

、

本

文

を

二

つ

に

分

け

る

。

初

め

が

序

述

。

次

が

正

説

で

あ

る

。

そ

の

正

説

九

段

の

中

、

こ

れ

に

つ

い

て

い

ろ

い

ろ

と

考

え

ら

れ

る

が

、

三

分

す

る

の

が

適

切

と

考

え

る

。

そ

の

三

段

と

は

、

第

一

・

第

二

の

二

番

の

問

答

は

、
「

一

向

専

修

」
。

第

三

か

ら

七

段

の

五

番

の

問

答

は

、
「

必

具

三

心

」
。

第

八

・

九

段

の

二

番

の

問

答

は

、
「

重

帰

専

修

」

と

い

う

。

こ

の

様

に

三

段

に

分

け

た

の

は

甚

だ

意

義

の

あ

る

こ

と

で

あ

る

。

ま

ず

初

段

は

、
法

然

聖

人

の

開

宗

説

で

述

べ

た

如

く

、
法

然

聖

人

は

、

善

導

の

本

意

を

得

て

、

一

代

教

化

の

究

極

は

「

一

向

専

修

」
。

源

空

聖

人

の

目

に

は

、

三

心

も

南

無

阿

弥

陀

仏

五

念

も

、

南

無

阿

弥

陀

仏

四

修

も

南

無

阿

弥

陀

仏

で

、

何

も

か

も

念

仏

に

追

い

込

ん

で

し

ま

い

、

こ

の

本

願

の

名

号

で

往

生

す

る

と

思

っ

て

一

筋

に

称

え

て

暮

ら

せ

と

い

う

意

外

に

無

い

。

近

く

は

、
『

選

擇

集

』

の

一

部

に

極

ま

る

と

こ

ろ

は

、
「

往

生

之

業

念

仏

為

本

」

で

、

一

筋

に

念

仏

せ

よ

と

言

う

こ

と

を

書

い

た

書

物

。

よ

っ

て

、

三

心

と

云

う

こ

と

も

、
「

念

仏

す

れ

ば

、

自

然

に

具

足

す

る

」

云

う

の

が

、

法

然

聖

人

の

決

ま

り

で

あ

る

。
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時

に

、

そ

こ

で

一

念

義

と

い

う

邪

義

が

出

て

、

口

に

称

え

る

念

仏

は

役

に

立

た

な

い

、

信

心

で

往

生

す

る

か

ら

三

心

の

理

を

学

問

し

て

知

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

。

そ

こ

で

又

、

法

然

聖

人

も

そ

れ

を

御

破

し

な

さ

れ

、

お

弟

子

方

も

そ

れ

を

破

さ

れ

、

い

よ

い

よ

念

仏

す

れ

ば

そ

の

中

に

三

心

が

あ

る

と

立

て

き

る

よ

う

に

な

る

。

こ

の

意

味

を

よ

く

弁

え

な

い

と

、

当

流

に

つ

い

て

も

不

審

が

生

じ

る

。

な

る

ほ

ど

、

一

向

専

修

で

あ

る

と

見

れ

ば

、

三

心

が

具

足

す

る

に

は

違

い

は

な

い

が

、

そ

れ

を

下

手

に

取

り

扱

う

と

、

た

だ

称

え

れ

ば

よ

い

、

信

心

は

要

ら

な

い

と

い

う

義

に

な

る

。

又

、

一

念

義

は

悪

人

正

機

の

本

願

を

推

し

立

て

て

、

悪

が

往

生

の

因

と

ま

で

言

い

立

て

る

。
そ

の

邪

義

を

破

す

る

に

つ

い

て

、

ま

た

悪

は

恐

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

煩

悩

は

止

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

云

う

自

力

も

起

こ

る

。

こ

の

種

々

の

異

議

が

出

る

の

は

、

一

念

を

立

て

る

と

こ

と

と

そ

れ

を

破

す

と

の

こ

と

の

間

か

ら

起

こ

る

。

よ

っ

て

、

宗

祖

の

御

教

化

な

ど

も

一

寸

見

る

と

、

皆

法

然

聖

人

の

御

意

に

裏

返

っ

て

見

え

る

。

法

然

聖

人

は

念

仏

。

宗

祖

は

信

心

。

法

然

聖

人

は

悪

を

た

し

な

め

、

宗

祖

は

悪

に

と

ら

わ

れ

な

く

て

よ

い

と

。

こ

の

よ

う

に

皆

裏

返

し

に

見

え

る

。

そ

れ

が

そ

の

時

代

を

知

ら

な

け

れ

ば

、

法

然

聖

人

の

正

意

も

誤

り

、

宗

祖

の

御

意

も

誤

る

。

法

然

聖

人

は

、

一

念

義

の

邪

を

打

つ

た

め

に

、

信

を

軽

く

し

て

念

仏

を

募

り

、

悪

を

お

さ

え

て

善

に

引

か

せ

る

。
然

る

に

、
そ

の

教

を

誤

っ

て

、
念

仏

を

募

っ

て

信

心

を

忘

れ

、
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悪

を

恐

れ

す

ぎ

て

自

力

に

な

る

。

宗

祖

は

、

そ

の

一

念

義

を

破

し

過

ぎ

て

念

仏

を

募

り

信

心

を

つ

ぶ

し

、

悪

を

恐

れ

す

ぎ

て

自

力

に

な

る

。

そ

の

者

に

対

す

る

御

教

化

で

あ

る

か

ら

、

信

が

強

く

な

り

悪

を

恐

れ

な

い

方

が

強

く

な

る

。

依

っ

て

、

他

流

か

ら

は

、

宗

祖

を

成

覚

の

弟

子

だ

と

か

、

一

念

義

等

と

云

う

。

当

流

を

心

得

な

い

者

は

、

宗

祖

も

信

を

募

り

悪

を

恐

れ

る

な

と

仰

せ

ら

れ

て

い

る

の

で

、

一

念

義

に

近

い

よ

う

な

お

考

え

と

見

ら

れ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

一

念

義

の

よ

う

に

悪

を

お

構

い

な

し

と

云

う

こ

と

で

な

い

こ

と

は

、
『

御

消

息

集

』
『

末

灯

鈔

』

に

あ

ら

わ

れ

て

あ

る

。

信

心

を

本

と

は

す

る

け

れ

ど

も

そ

の

信

心

を

離

れ

な

い

念

仏

の

厳

し

い

こ

と

は

、

諸

文

に

顕

れ

て

い

る

。

一

念

義

に

近

い

と

こ

ろ

で

は

な

い

語

呂

合

わ

せ

。

仏

も

、

有

に

沈

め

ば

空

を

説

き

、

空

に

沈

め

ば

有

を

説

く

。

宗

祖

は

一

念

に

迷

う

者

に

対

し

、

法

然

聖

人

は

一

念

邪

義

に

対

し

て

お

ら

れ

る

こ

と

が

あ

る

の

で

、

御

教

化

が

表

裏

に

な

っ

て

し

ま

う

。

よ

っ

て

、

当

流

も

回

り

回

る

と

法

然

聖

人

に

一

致

す

る

。

善

は

名

号

に

成

就

し

、

悪

は

光

明

で

消

滅

す

る

。

善

悪

共

に

如

来

に

ま

か

せ

て

一

筋

に

念

仏

し

て

い

る

外

は

な

い

。

宗

祖

は

ご

自

身

の

御

領

解

を

「

樹

心

弘

誓

仏

地

、

流

念

(

情

)

難

思

法

海

」

と

仰

せ

ら

れ

た

。

そ

こ

で

、

こ

の

『

後

世

物

語

』

も

法

然

聖

人

の

一

向

専

修

を

相

承

し

て

、

一

念

邪

義

に

も

対

応

し

、

一

念

を

破

し

過

ぎ

て

自

力

に

落

ち

る

者

に

も

対

応

し

て

い

る

。

実

に

能

く
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宗

祖

の

御

意

に

叶

い

、
こ

れ

を

御

賞

翫

(

ほ

め

た

た

え

る

)

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

問

答

が

、

三

段

に

分

か

れ

て

い

る

。

初

め

が

、
「

一

向

専

修

」
。

第

三

が

、
「

重

帰

専

修

」
。

中

に

、

三

心

を

述

べ

て

い

る

が

、

初

め

と

終

わ

り

を

専

修

で

締

め

く

く

っ

て

、
「

一

向

専

修

」

の

中

に

三

心

が

あ

る

と

書

か

か

れ

て

い

る

も

の

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

科

に

、
「

重

帰

専

修

」

と

重

ね

て

専

修

に

帰

す

る

と

い

う

眼

目

で

決

ま

り

で

あ

る

と

い

う

の

が

、

私

が

深

く

心

を

用

い

た

と

こ

ろ

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

書

の

大

意

は

、

何

に

有

る

の

か

と

云

え

ば

、
「

一

向

専

修

」

に

あ

る

と

云

え

る

。

し

か

し

、

こ

れ

か

ら

本

文

に

入

っ

て

常

に

出

て

く

る

こ

と

で

あ

る

が

、

こ

の

念

仏

に

信

が

具

足

す

る

具

足

す

る

と

云

う

。

そ

の

念

仏

と

い

う

こ

と

を

、

必

ず

必

ず

唯

数

多

く

称

え

る

事

と

は

見

て

は

い

け

な

い

。

た

だ

、

念

仏

と

い

う

の

が

「

一

向

専

修

」

と

い

う

こ

と

。
「

一

向

専

修

」

と

云

っ

て

い

る

の

は

、

念

仏

ば

か

り

称

え

る

専

修

で

は

な

い

。

自

力

を

捨

て

て

、

他

力

に

帰

し

、

本

願

を

信

じ

て

称

え

る

他

力

の

念

仏

の

こ

と

で

あ

る

。

願

力

を

信

じ

て

称

え

る

念

仏

で

あ

る

か

ら

、

三

心

は

自

然

に

具

足

す

る

と

云

う

。

ま

こ

と

に

こ

れ

、

聞

き

慣

れ

た

よ

う

な

こ

と

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

真

宗

の

大

事

は

た

だ

こ

こ

に

あ

る

。
「

信

心

為

本

」
「

一

念

帰

命

」

と

い

う

こ

と

は

い

う

け

れ

ど

も

、

罪

の

深

き

こ

と

は

願

力

で

滅

し

、
広

大

の

善

根

は

名

号

に

収

め

成

就

し

、
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我

が

身

に

善

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、

往

生

の

助

け

に

は

な

ら

な

い

し

、

悪

か

ら

ん

と

し

て

も

障

り

に

は

な

ら

な

い

。

願

力

の

不

思

議

に

て

往

生

す

る

と

思

っ

て

称

え

て

暮

ら

す

ほ

か

に

、
「

信

心

為

本

」

も

無

く

、
「

一

念

帰

命

」

も

な

い

。

善

悪

共

に

願

力

に

任

せ

て

往

生

す

る

と

思

う

ほ

か

に

な

い

。

そ

れ

で

は

足

ら

な

い

と

「

助

け

た

ま

え

」

を

せ

よ

と

い

う

の

が

、

意

業

募

り

。

身

に

も

口

に

も

意

に

も

「

助

け

た

ま

え

」

を

せ

よ

と

い

う

の

が

、

三

業

を

募

り

。

信

心

が

大

事

、

頼

む

が

大

事

と

し

て

、

そ

の

上

に

重

ね

た

ら

皆

異

安

心

に

な

る

。

ま

ず

、

こ

の

大

科

の

三

段

を

述

べ

お

わ

る

。

第

一

問

答

～

第

二

問

答

･
･
･
･

「

一

向

専

修

」

さ

て

、

初

め

に

、

一

向

専

修

が

二

つ

に

分

か

れ

て

、

第

一

問

答

が

「

正

顕

専

修

」

知

恵

も

い

ら

な

い

、

戒

行

も

要

ら

な

い

。

念

仏

を

独

り

立

ち

を

さ

せ

て

、

助

け

を

必

要

と

さ

せ

な

い

の

が

専

修

で

あ

る

。

第

二

「

兼

廃

聖

道

」

こ

れ

は

、

浄

土

の

念

仏

に

帰

依

し

て

い

る

か

ら

と

し

て

、

聖

道

門

に

凝

っ

て

い

る

者

は

、

大

象

が

窓

を

出

る

時

に

尾

が

引

っ

か

か

っ

て

出

ら

れ

な

い

様

な

も

の

で

、
後

ろ

髪

を

引

か

れ

て

は

、
専

修

に

帰

入

し

難

い

。
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よ

っ

て

、

聖

道

自

力

の

意

を

捨

て

さ

せ

た

も

の

。

故

に

、

第

一

・

第

二

の

問

答

は

、

帰

す

る

処

は

一

向

専

修

で

あ

る

。

第

三

問

答

～

第

七

問

答

･
･
･
･

「

必

具

三

心

」

次

に

、

第

三

よ

り

第

七

ま

で

が

、
「

必

具

三

心

」

で

、

そ

の

一

向

専

修

に

は

、
必

ず

三

心

が

備

わ

っ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

を

顕

す

。

そ

の

顕

し

方

に

つ

い

て

、

先

ず

、

第

三

の

問

答

に

、
「

念

仏

す

と

も

三

心

を

し

ら

で

は

往

生

す

べ

か

ら

ず

と

さ

ふ

ろ

ふ

」

と

あ

る

の

は

、

こ

れ

は

一

念

義

の

考

え

で

あ

る

。

そ

れ

を

分

け

て

問

い

を

立

て

た

も

の

で

あ

る

。

こ

の

「

三

心

を

し

ら

で

は

」

と

云

う

「

し

る

し

」

と

い

う

の

が

字

眼

で

あ

る

。
「

し

る

」

と

は

知

の

字

。

知

と

は

智

解

学

文

し

て

、

三

心

を

解

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
「

光

に

非

ら

ず

ん

ば

闇

を

照

ら

さ

ず

、

智

解

に

非

ら

ず

ん

ば

生

死

を

出

で

ず

」

と

説

い

て

、

一

念

義

が

学

文

を

勧

め

、

智

恵

を

研

け

と

云

う

。

こ

の

こ

と

は

、

聖

光

房

の

鎮

西

の

名

目

等

に

出

て

い

る

。
「

元

祖

(
法

然

聖

人

)

の

学

問

し

て

念

仏

の

こ

こ

ろ

を

さ

と

る

」

と

あ

る

の

は

こ

の

こ

と

を

云

う

。

而

し

て

、

第

三

の

答

え

に

、
「

元

祖

(
法

然

聖

人

)

の

念

仏

だ

に

も

う

さ

ば

そ

ら

に

三

心

は

具

足

す

る

」

と

い

う

御

語

を

出

し

て

、

こ

れ

を

答

え

の

根

本

と

す

る

。

そ

こ

で

、

こ

の

第

八

問

答

に

至

っ

て

、
「

し

ら

ざ

れ

ど

も

三

心

は

そ
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ら

に

具

足

せ

ら

る

る

と

そ

う

ろ

う

は

、

そ

の

よ

う

は

い

か

に

」

と

問

い

か

け

て

、
「

聖

人

(

法

然

)

の

仰

せ

事

あ

り

し

は

、

こ

の

い

わ

れ

あ

り

け

る

な

り

」

と

答

え

て

、

こ

の

第

三

問

答

の

答

え

の

言

を

第

八

問

答

に

出

し

て

、

そ

れ

で

こ

と

を

決

め

て

あ

る

の

で

、

三

か

ら

八

ま

で

の

間

の

問

答

は

、

念

仏

す

れ

ば

、

そ

ら

に

三

心

を

具

足

す

る

と

云

う

そ

の

義

を

顕

し

た

も

の

で

あ

る

。

そ

の

そ

ら

に

具

足

す

る

様

子

は

、

つ

づ

め

て

云

え

ば

、

一

向

に

た

の

む

の

が

至

心

。

疑

わ

な

い

の

が

深

心

。

往

生

を

願

う

の

が

回

向

。

よ

っ

て

、

こ

の

願

力

不

思

議

の

名

号

で

助

か

る

と

一

筋

に

思

っ

て

称

え

れ

ば

、
一

向

に

我

を

捨

て

て

願

力

を

た

の

む

意

義

が

あ

る

。

疑

わ

な

い

か

ら

こ

そ

一

筋

に

称

え

ら

れ

る

。

願

え

ば

こ

そ

念

仏

す

る

。

故

に

、

一

向

専

修

す

る

時

は

、

一

向

に

た

の

む

至

誠

心

も

、

疑

わ

な

い

深

信

も

、

願

う

回

向

発

願

も

、

居

な

が

ら

あ

る

と

立

て

て

、

一

念

義

を

打

破

し

た

も

の

で

あ

る

。

さ

て

、

そ

の

至

誠

心

・

深

心

等

、

我

が

身

の

悪

を

苦

に

せ

ず

、

罪

の

消

え

る

消

え

な

い

を

云

わ

な

い

。

一

筋

に

願

力

不

思

議

へ

す

が

る

。

そ

こ

に

又

、
一

念

義

を

打

破

し

過

ぎ

て

、
悪

を

止

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

妄

念

が

あ

っ

て

は

な

ら

な

い

と

い

う

自

力

を

破

し

た

も

の

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

す

ら

す

ら

と

書

い

た

問

答

で

あ

る

様

だ

が

、

よ

く

よ

く

見

て

み

れ

ば

、
恐

ろ

し

い

牙

が

あ

っ

て

一

念

義

を

劈

き

、
自

力

を

潰

し

て

あ

る

。
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第

八

問

答

～

第

九

問

答

･
･
･
･

「

重

帰

専

修

」

さ

て

、

第

八

・

九

の

二

番

の

問

答

が

「

重

帰

専

修

」

で

あ

る

。

第

八

問

答

は

、

自

然

に

三

心

具

足

す

る

の

で

唯

一

向

専

修

す

る

の

み

と

第

一

問

答

に

還

っ

た

も

の

で

あ

る

。

次

に

、

第

九

問

答

は

、
「

念

々

故

起

」
。

称

え

る

度

毎

に

殊

更

に

如

来

を

た

の

み

、

殊

更

に

疑

い

を

払

い

、

殊

更

に

浄

土

を

願

う

も

の

か

と

問

を

起

こ

し

て

、

三

心

即

ち

称

名

の

声

に

顕

る

と

答

え

て

、

一

度

信

心

を

得

た

上

は

、

た

だ

声

に

ま

か

せ

て

称

え

る

の

み

だ

と

答

え

た

も

の

。

法

然

門

下

の

古

い

書

に

、
「

往

生

す

る

こ

と

を

う

た

が

ふ

」

と

書

い

て

あ

る

と

こ

ろ

が

あ

る

。

ま

た

、

法

然

聖

人

自

身

に

お

い

て

も

、

皆

称

え

よ

と

い

う

と

き

は

、

唱

の

字

が

多

い

。

こ

れ

が

唱

歌

で

、

た

だ

覚

え

て

い

る

歌

が

、

よ

う

よ

う

と

口

へ

出

て

く

る

よ

う

に

、

念

仏

し

て

暮

ら

す

気

持

ち

で

あ

る

。

宗

祖

は

「

念
(

情

)

を

難

思

の

法

海

に

流

す

」

と

仰

せ

ら

れ

て

い

る

。

川

の

水

の

流

れ

る

よ

う

に

称

え

よ

と

あ

る

の

も

こ

の

意

で

あ

る

。
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科

段

の

略

説

一

部

の

科

段

を

略

説

す

れ

ば

、

こ

の

よ

う

で

あ

る

。

よ

っ

て

、
一

部

を

ま

と

め

て

み

れ

ば

、
一

向

専

修

。
一

向

専

修

に

は

、

自

ず

か

ら

三

心

具

足

と

立

て

て

、

一

念

義

の

様

な

、

別

に

信

心

学

問

す

る

こ

と

を

破

し

、

そ

の

一

念

を

又

破

し

過

ぎ

て

心

を

し

ず

め

悪

を

止

め

て

称

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

い

う

自

力

を

破

し

、

我

が

善

悪

を

忘

れ

て

仏

願

を

た

の

み

、

疑

わ

ず

念

仏

す

る

と

い

う

と

こ

ろ

へ

落

ち

着

く

。

ま

こ

と

に

短

い

書

で

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

能

く

書

か

れ

て

い

る

。

こ

れ

が

元

、

善

導

の

「

三

心

釋

」

で

あ

る

が

、

三

心

の

き

ま

り

(

要

)

は

深

心

。

深

心

の

き

ま

り

は

「

機

法

二

種

」
。

法

の

深

信

の

き

ま

り

は

、
「

一

心

専

念

弥

陀

名

号

」
。

よ

っ

て

、

三

心

釋

が

機

の

深

信

と

我

が

身

の

善

悪

を

忘

れ

て

、

法

の

深

信

と

願

力

を

た

の

ん

で

一

心

に

念

仏

す

る

と

こ

ろ

に

極

ま

っ

て

い

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

『

後

世

物

語

』

を

心

得

る

と

善

導

の

三

心

釋

の

極

ま

り

を

抜

い

た

も

の

で

あ

る

。
『

選

擇

集

』

で

は

、
「

二

行

章

三

心

章

」

で

、

浄

土

の

法

門

は

こ

こ

に

尽

く

さ

れ

て

い

る

と

理

解

で

き

る

。

『

後

世

物

語

聞

書

』

以

下

、

文

に

よ

っ

て

解

釈

す

る

。
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文

に

よ

る

解

釈

大

き

く

分

け

る

と

四

項

。

初

は

「

前

題

」

第

二

は

「

本

文

」

第

三

は

「

後

題

」

第

四

は

「

寫

記

」

に

な

る

。

第

五

、

本

文

第

一

「

前

題

」

(

淨

全

巻

續

九

・P
5
7
)

【

元

文

】

後

世

物

語

聞

書

こ

の

題

号

の

意

は

、

直

ち

に

次

の

序

述

の

文

に

顕

に

表

さ

れ

て

い

る
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の

で

別

に

述

べ

る

必

要

は

な

い

。

こ

れ

を

敢

え

て

道

理

を

付

け

て

説

く

と

い

ろ

い

ろ

と

謂

え

る

が

、

そ

れ

は

余

計

な

こ

と

と

な

る

。

但

し

、

こ

の

物

語

文

の

色

々

な

書

き

方

が

あ

る

こ

と

は

、
『

伊

勢

物

語

』

の

「

古

意

」

と

い

う

書

に

は

具

体

的

に

考

査

し

て

あ

る

の

で

、

そ

れ

に

よ

っ

て

見

て

み

る

と

よ

い

。

物

語

の

一

番

初

め

は

、
『

竹

取

物

語

』
。

そ

の

次

は

、
『

源

氏

物

語

』
。

『

伊

勢

物

語

』
。

そ

の

次

は

『

今

昔

物

語

』
。
『

大

和

物

語

』

な

ど

。

そ

の

中

に

は

、

作

り

物

語

も

あ

り

、

ま

た

、

事

実

で

あ

る

こ

と

も

あ

る

。

但

し

、
「

物

語

」

と

い

う

名

は

、

何

れ

も

少

し

は

、

嘘

を

入

れ

て

味

能

く

編

集

し

た

も

の

。

今

の

こ

の

物

語

も

、

法

門

に

お

い

て

は

、

真

実

了

義

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

東

山

の

禅

坊

を

訪

れ

て

、

十

四

五

人

の

後

世

者

が

、

師

に

問

う

て

書

い

た

と

云

う

こ

と

は

虚

実

。

そ

れ

は

、
『

捨

子

問

答

』
、
『

閑

亭

後

世

物

語

』

に

合

わ

せ

て

理

解

す

べ

き

こ

と

は

、

先

に

述

べ

た

通

り

で

あ

る

。

○

「

後

世

」

と

は

、

色

々

の

物

語

が

あ

る

中

で

、

伊

勢

や

源

氏

で

は

な

く

、
「

後

世

」

の

物

語

で

あ

る

こ

と

を

簡

ん

だ

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

こ

に

は

少

々

理

由

が

あ

る

。

序

述

の

文

に

、
「

念

仏

者

」

と

云

い

、
「

後

世

者

」

と

云

い

、
「

い

か

に

し

て

か

こ

の

た

び

往

生

の

の

ぞ

み

を

と

ぐ

べ

き

」
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と

書

か

れ

て

い

る

。

こ

れ

が

こ

の

物

語

の

中

心

で

、

後

世

の

助

か

る

に

も

色

々

法

が

あ

る

の

で

、
「

後

世

者

」
「

念

仏

者

」

と

掲

げ

て

、

念

仏

で

後

世

の

助

か

る

と

こ

ろ

の

物

語

。

ま

た

、

そ

の

念

仏

も

遠

生

の

結

縁

(

遠

い

未

来

の

縁

)

と

な

る

位

の

聖

道

の

意

味

で

は

な

い

。

ま

た

、

化

土

へ

回

り

道

を

す

る

自

力

念

仏

で

も

な

い

。

こ

の

度

、

順

次

の

生

に

真

実

報

土

の

往

生

の

本

意

を

遂

げ

る

、

他

力

の

本

願

の

念

仏

の

後

世

物

語

。

こ

の

と

こ

ろ

を

深

く

理

解

し

て

お

か

な

け

れ

ば

、

作

者

の

意

図

に

は

合

わ

な

い

。

た

だ

、
「

後

世

物

語

」

と

い

え

ば

、

後

生

の

話

と

は

理

解

さ

れ

な

い

。

こ

の

書

の

中

に

書

か

れ

て

い

る

「

後

世

の

物

語

」

が

、

自

力

を

捨

て

て

他

力

を

た

の

み

、

他

力

本

願

の

念

仏

の

真

実

報

土

の

後

生

話

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

題

号

の

上

で

は

、

た

だ

「

後

世

」

と

あ

る

け

れ

ど

も

、

総

即

別

の

理

解

で

、

こ

の

後

世

の

題

を

深

く

理

解

す

べ

き

で

あ

る

。

さ

て

、

又

こ

の

「

後

世

物

語

」

と

云

う

こ

と

に

つ

い

て

心

得

て

お

く

べ

き

事

は

、
『

一

言

芳

談

鈔

』

三

の

七

左

の

敬

佛

房

の

話

に

、
「

後

世

の

学

問

は

後

世

者

に

あ

い

て

す

べ

き

也

。

非

後

世

者

の

学

生

は

、

人

を

損

ず

る

が

お

そ

ろ

し

き

也

」

と

書

か

れ

て

い

る

。
「

す

べ

て

仏

法

は

後

世

助

か

る

法

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

名

利

の

学

生

は

、

こ

れ

を

こ

そ

ま

こ
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と

に

道

と

思

い

し

に

、

世

渡

る

橋

と

な

る

ぞ

か

な

し

き

」

で

、

名

聞

利

養

で

仏

法

を

学

ぶ

。

そ

の

よ

う

な

後

世

者

が

学

問

す

る

と

、
「

牛

は

水

を

飲

ん

で

乳

と

し

、
蛇

は

水

を

飲

ん

で

毒

と

す

る

」
と

経

に

あ

る

如

く

、

仏

法

の

水

を

毒

と

す

る

事

に

な

る

か

ら

、
未

来

に

悪

道

に

落

ち

る

故

に

、

名

利

の

学

生

を

非

後

世

者

と

し

て

、

実

の

道

心

あ

る

者

を

後

世

者

と

云

っ

て

い

る

。

ま

た

、

同

じ

く

『

一

言

芳

談

鈔

』

三

の

十

二

左

に

、
「

諸

宗

の

学

生

、

公

請

に

随

而

、

御

仏

事

。

い

ま

だ

は

じ

ま

ら

ざ

る

ほ

ど

、

自

他

要

事

を

相

談

す

。

一

條

院

の

御

時

な

ど

ま

で

は

、

一

向

後

世

門

の

事

也

。

顕

密

の

法

門

、

し

か

し

な

が

ら

出

離

の

た

め

に

、

学

之

故

歟

。

白

川

院

御

時

よ

り

は

、

法

門

の

沙

汰

也

。

鳥

羽

院

御

時

に

い

た

る

ま

で

は

ひ

と

へ

に

世

間

の

さ

た

な

り

。

則

我

等

出

仕

の

時

な

り

。

然

而

其

時

ま

で

は

、

論

議

の

日

記

ば

か

り

を

ば

せ

し

也

。

当

世

は

其

程

の

事

も

な

き

歟

。
」

と

あ

る

。

こ

れ

が

だ

ん

だ

ん

仏

法

の

衰

え

る

相

。

こ

れ

で

見

て

も

、

後

世

話

と

は

、

実

に

生

死

を

離

れ

よ

う

と

思

う

道

心

物

語

の

こ

と

で

あ

る

。

是

等

の

説

に

よ

っ

て

見

る

と

、

こ

の

「

後

世

物

語

」

と

い

う

「

後

世

」

も

、

た

だ

の

後

の

世

と

い

う

義

で

は

な

い

。

実

に

後

世

を

大

事

に

思

う

道

心

の

話

が

「

後

世

物

語

」

で

あ

る

。

但

し

、

法

然

聖

人

も

「

念

仏

に

助

け

を

為

す

者

は

、

極

楽

の

辺

地

に

生

ま

れ

る

。

助

け

と

い

う

の

は

、

道

心

な

ど

を

助

け

に

す

る

な

り

」

と

仰

せ

ら

れ

て

、
「

道

心

」

が

な

け
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れ

ば

往

生

は

出

来

な

い

と

心

得

る

の

は

自

力

念

仏

。

し

か

し

な

が

ら

其

「

道

心

」

に

も

品

々

あ

っ

て

、

実

に

後

世

を

大

事

と

思

う

の

も

道

心

。

其
「

道

心

」
ま

で

無

く

し

て

も

い

い

と

は

い

っ

て

は

い

な

い

。
こ

れ

は

、

な

ん

で

も

な

い

こ

と

の

よ

う

だ

け

れ

ど

も

大

事

な

こ

と

で

あ

る

。

不

孝

な

子

に

親

が

何

を

言

っ

て

も

背

く

の

で

、

死

ん

だ

後

で

川

に

流

せ

と

云

っ

た

な

ら

よ

く

葬

る

だ

ろ

う

と

思

っ

て

、

川

へ

流

せ

と

遺

言

し

た

も

の

を

、

こ

れ

ば

か

り

は

背

い

て

は

い

け

な

い

と

考

え

用

い

て

、

親

の

死

骸

を

川

へ

捨

て

た

と

云

う

こ

と

が

あ

る

。

道

心

が

無

く

て

は

助

か

ら

な

い

と

思

う

の

は

自

力

で

あ

る

と

の

御

意

を

取

り

損

な

っ

て

、

一

概

に

道

心

無

く

て

よ

い

と

い

う

の

は

間

違

い

で

あ

る

。

一

日

話

を

し

て

も

、

本

願

と

も

念

仏

と

も

云

わ

ず

に

暮

ら

し

て

い

る

も

の

は

、
往

生

は

出

来

な

い

。

よ

っ

て

、

こ

の

「

後

世

物

語

」

と

い

う

題

号

も

、

道

心

無

く

て

は

な

ら

な

い

と

深

く

見

過

ぎ

て

も

誤

り

と

な

る

。

ま

ん

ざ

ら

「

後

世

」
「

道

心

」

無

く

て

よ

い

と

取

っ

て

も

誤

り

と

な

る

。

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

、

す

で

に

詳

し

く

述

べ

て

い

る

。
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第

二

「

本

文

」

【

序

述

】

(

淨

全

巻

續

九

・P
5
7

上

)

【

元

文

】

ち

か

ご

ろ

浄

土

宗

の

明

師

を

た

づ

ね

て

、

洛

陽

東

山

の

ほ

と

り

に

ま

し

ま

す

禅

坊

に

ま

ひ

り

て

み

れ

ば

、
一

京

九

重

の

念

佛

者

、

五

畿

七

道

の

後

世

者

た

ち

、

を

の

を

の

ま

め

や

か

に

、

こ

ろ

も

は

こ

こ

ろ

と

と

も

に

そ

め

、

身

は

世

と

と

も

に

す

て

た

る

よ

と

、

み

ゆ

る

ひ

と

び

と

の

か

ぎ

り

、

十

四

五

人

ば

か

り

な

ら

び

ヰ

て

、

い

か

に

し

て

か

、

こ

の

た

び

往

生

の

の

ぞ

み

を

と

ぐ

べ

き

と

、

こ

れ

を

わ

れ

も

わ

れ

も

と

、

お

も

ひ

お

も

ひ

に

た

づ

ね

ま

ふ

し

し

と

き

し

も

、

ま

ひ

り

あ

ひ

て

、

さ

ひ

は

ひ

に

、

ひ

ご

ろ

の

不

審

こ

と

ご

と

く

あ

き

ら

め

た

り

、

そ

の

お

も

む

き

を

た

ち

ど

こ

ろ

に

し

る

し

て

、

ヰ

な

か

の

在

家

無

智

の

ひ

と

び

と

の

た

め

に

、

く

だ

す

な

り

、

よ

く

よ

く

こ

こ

ろ

を

し

づ

め

て

、

御

覧

す

べ

し

。
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「

ち

か

ご

ろ

浄

土

宗

」

等

＊

「

初

序

述

」

(

初

め

に

序

述

す

る

)

○

「

ち

か

ご

ろ

」

と

は

、

私

の

考

え

で

は

、

こ

の

書

に

師

と

指

す

の

は

隆

寛

師

。

問

い

を

出

し

て

書

い

た

の

が

静

遍

か

と

考

え

ら

れ

る

の

で

、

法

然

聖

人

御

入

滅

後

程

な

く

、

も

と

真

言

に

居

ら

れ

た

の

が

浄

土

門

に

帰

入

さ

れ

た

そ

の

因

縁

を

書

き

取

ら

れ

た

言

葉

だ

と

思

わ

れ

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

「

ち

か

ご

ろ

」

と

は

、

建

暦

二

年

正

月

よ

り

程

遠

く

な

い

時

と

見

る

べ

き

で

あ

る

。

○

「

浄

土

宗

ノ

明

師

」

と

い

う

名

は

、

ど

の

経

論

に

も

出

て

い

る

が

、

浄

土

門

で

云

え

ば

、
『

観

念

法

門

』

五

左

に

出

て

い

る

『

般

舟

三

昧

経

』

に

も

あ

る

。
『

往

生

要

集

』

六

の

三

十

六

左

の

「

助

道

人

法

」

に

も

あ

る

。
「

明

」

と

は

、

分

明

の

こ

と

。

明

ら

か

で

あ

る

事

。

そ

れ

を

早

く

知

れ

ば

、
『

佛

祖

統

記

』

に

「

宗

師

」

と

云

う

名

目

を

解

釈

し

て

、

一

に

道

眼

。

実

に

仏

道

に
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心

掛

け

る

道

心

の

深

い

眼

を

備

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

二

に

「

宗

眼

」
。

宗

旨

の

意

を

明

ら

か

に

わ

き

ま

え

る

。

三

に

「

擇

法

眼

」
。

書

を

見

て

善

悪

邪

正

を

分

別

出

来

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

三

眼

を

具

足

す

る

者

を

宗

師

と

云

う

。

今

こ

こ

に

例

を

出

し

て

解

説

す

れ

ば

、

実

に

後

世

の

往

生

の

大

事

を

心

に

か

け

て

、

一

向

専

修

の

浄

土

の

宗

意

を

よ

く

明

ら

か

に

し

、

自

力

他

力

三

心

等

の

法

門

を

明

ら

か

に

知

っ

た

人

で

あ

る

か

ら

明

師

と

云

う

。

人

を

指

し

示

す

と

隆

寛

師

で

あ

る

。

宗

祖

の

「

御

消

息

」

に

唯

信

・

後

世

等

の

書

を

送

っ

て

、

こ

の

人

々

は

法

然

聖

人

の

仰

せ

に

違

う

こ

と

な

く

、

往

生

も

目

出

度

く

せ

し

人

と

あ

る

。

こ

れ

が

、
「

明

師

」

の

義

で

あ

る

。

そ

の

明

師

は

、

聖

道

浄

土

に

通

ず

る

の

で

、

聖

道

の

明

師

に

簡

ん

で

、

能

別

の

言

葉

を

置

い

て

浄

土

宗

の

明

師

と

云

う

。

○

「

洛

陽

東

山

の

ほ

と

り

に

ま

し

ま

す

禅

坊

」
。

「

ま

し

ま

す

」

と

は

、

在

の

字

。

東

山

の

辺

に

在

る

禅

坊

と

云

う

こ

と

。

時

に

こ

れ

は

要

ら

な

い

こ

と

の

よ

う

で

あ

る

が

、

ふ

ら

ふ

ら

と

思

い

出

し

た

の

で

述

べ

て

み

る

。

そ

れ

は

、

宗

祖

を

御

火

葬

に

申

し

て

一

度

お

骨

を

収

め

て

、

二

度

目

に

御

廟

が

出

来

た

の

が

大

谷

。

こ

の

時

の

文

永

九

年

か

ら

蓮

如

上

人

の

時

代

ま

で

、

大

谷

の

御

本

廟

が

続

い

た

。

と

こ

ろ

が

、

比

叡

山

の

悪

徒

の

為

に

退

去

さ

せ

ら

れ

た

。

そ

の

大

谷

御

本

廟

の

跡

が

、

今

の

知

恩

院

の

西

門

前

の

崇

泰

院

と

い
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う

と

こ

ろ

。

そ

こ

の

裏

に

御

廟

の

石

が

残

っ

て

い

る

。

時

に

、
『

敬

重

絵

詞

』

五

又

は

、
『

一

期

記

』

等

で

見

る

と

そ

の

御

本

廟

の

南

向

か

い

に

、

隆

寛

・

敬

日

・

慈

心

と

続

い

た

多

念

義

の

寺

が

あ

っ

た

。

そ

の

寺

の

後

を

継

ぐ

者

が

な

か

っ

た

の

で

、

つ

い

に

そ

の

寺

の

土

地

を

買

い

取

っ

て

、

大

谷

の

本

廟

を

拡

げ

た

と

書

か

れ

て

い

る

。

そ

の

こ

と

か

ら

見

る

と

、

隆

寛

師

か

ら

伝

わ

っ

た

寺

の

地

が

大

谷

の

御

本

廟

の

土

地

と

な

っ

て

、

そ

の

時

の

御

廟

の

石

が

今

残

っ

て

い

る

と

見

る

と

、

こ

の

隆

寛

師

の

住

ま

わ

れ

た

長

楽

寺

の

来

迎

坊

も

即

ち

、

宗

祖

の

御

本

廟

の

土

地

と

な

っ

た

土

地

と

見

る

事

が

で

き

る

。
さ

れ

ば

、

こ

こ

の

東

山

の

ほ

と

り

の

禅

坊

と

は

、

今

は

、

知

恩

院

の

西

門

前

崇

泰

院

の

土

地

で

は

な

い

か

。

し

か

し

な

が

ら

、

今

の

長

楽

寺

は

、

大

き

く

東

に

移

り

、

ま

た

、

古

書

に

長

楽

寺

は

知

恩

院

の

南

三

町

程

も

あ

る

と

あ

る

。

何

れ

に

し

て

も

義

山

師

の

『

翼

賛

』

五

十

二

・
『

山

州

名

跡

志

』

二

の

十

四

に

、
「

長

楽

寺

の

地

面

分

別

な

ら

ず

」

と

あ

る

の

で

、

確

か

と

は

言

い

難

い

が

、

当

流

の

『

敬

重

絵

詞

』
『

一

期

記

』

よ

っ

て

考

察

す

る

と

こ

の

よ

う

に

な

る

。

ま

た

、

古

書

に

「

小

坂

の

隆

寛

」
「

小

坂

の

親

鸞

」

等

と

宗

祖

を

「

小

坂

」

と

い

う

の

は

、

御

廟

か

ら

云

っ

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

で

見

て

も

宗

祖

隆

寛

師

共

に

「

小

坂

」

で

あ

る

か

ら

、

今

の

崇

泰

院

の

地

に

当

た

る

。

全

体

「

八

坂

」
と

云

わ

れ

る

が

、
あ

の

辺

り

に

坂

が

八

つ

あ

っ

た

こ

と

か

ら
「

八
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坂

」

と

云

う

の

で

あ

る

。

則

ち

、
「

小

坂

」

も

そ

の

一

つ

。

な

る

ほ

ど

、

今

で

も

知

恩

院

西

門

前

は

坂

に

な

っ

て

い

る

。

然

れ

ば

小

坂

で

い

い

と

云

え

る

。

こ

の

よ

う

に

吟

味

し

て

み

る

と

、

よ

く

こ

の

「

東

山

の

ほ

と

り

に

ま

し

ま

す

禅

坊

」

と

い

う

土

地

が

思

い

得

ら

れ

る

。

○

「

一

京

九

重

五

畿

七

道

」

等

。

「

一

京

九

重

五

畿

七

道

」

は

、

具

体

的

に

見

よ

う

と

す

れ

ば

、
『

拾

芥

鈔

』

中

の

末

に

あ

る

。

一

条

か

ら

九

条

ま

で

九

つ

に

区

切

る

の

で

一

京

九

重

。

五

畿

の

畿

は

、

近

し

と

い

う

こ

と

で

、

都

に

近

い

国

が

五

つ

あ

る

の

で

五

畿

。

日

本

の

全

国

の

大

通

り

の

道

が

、

東

海

・

東

山

・

山

陰

・

山

陽

等

、

七

筋

に

分

か

れ

て

い

る

の

で

七

道

。

こ

れ

も

恐

ら

く

は

一

京

九

重

五

畿

七

道

の

人

が

集

ま

っ

て

い

た

の

で

は

な

く

、

こ

れ

物

語

の

常

套

句

で

あ

る

。

○

「

念

仏

者

後

世

者

」

と

は

。

後

世

の

念

仏

者

と

い

う

心

で

、

即

ち

法

然

聖

人

門

下

・

一

向

専

修

の

人

。

○

「

た

ち

」

と

は

等

の

字

。

又

、

た

つ

と

い

う

字

も

達

と

書

く

の

は

、

音

を

借

り

た

も

の

で

義

は

な

い

。

だ

か

ら

、

達

と

い

う

字

の

義

に

そ

っ

て

取

っ

て

、

そ

の

道

に

通

達

す

る

人

と

い

う

解

釈

に

こ

じ

つ

け

る

の

は

、

和

語

の

解

釈

を

知

ら

な

い

者

の

理

解

で

あ

る

。
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○

「

お

の

お

の

ま

め

や

か

に

」

等

。

こ

れ

は

、

後

世

念

仏

者

を

ほ

め

た

言

い

方

。

時

に

、

こ

の

出

家

と

い

う

義

を

解

釈

す

る

と

、

孤

山

師

の

『

顕

性

録

』

な

ど

に

、

四

句

分

別

し

て

あ

る

。

一

に

は

、

心

は

出

家

し

て

体

は

出

家

せ

ず

。

こ

れ

は

、

維

摩

居

士

な

ど

在

家

で

居

な

が

ら

大

菩

薩

で

あ

る

。

大

経

の

十

六

正

士

も

こ

れ

で

あ

る

。

二

に

は

、

身

は

出

家

し

て

心

は

出

家

せ

ず

。

即

ち

我

々

の

よ

う

な

姿

。
頭

は

剃

り

袈

裟

は

掛

け

て

も

心

は

在

家

同

然

。

三

に

、

身

心

共

に

出

家

。

こ

れ

は

、

文

殊

・

普

賢

・

舎

利

弗

・

目

連

蓮

の

ご

と

し

。

四

に

、

身

心

共

に

在

家

。

述

べ

る

ま

で

も

な

く

理

解

す

べ

し

。

こ

の

四

句

で

尽

き

て

い

る

。

さ

て

、

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

親

鸞

聖

人

も

慈

鎮

和

尚

の

弟

子

。
隆

寛

師

も

そ

う

で

あ

る

。
よ

っ

て

、

慈

鎮

和

尚

の

説

に

つ

い

て

見

て

み

る

と

、

興

味

深

い

こ

と

が

あ

る

。

即

ち

、

慈

鎮

和

尚

の

『

拾

玉

集

』

五

の

五

十

五

。

こ

こ

は

歌

で

は

な

く

文

に

な

っ

て

い

る

。

そ

の

上

に

、

家

を

出

な

が

ら

み

な

俗

塵

に

交

わ

っ

て

心

を

染

め

な

い

こ

と

は

良

い

こ

と

で

あ

ろ

う

か

。

法

師

の

あ

る

道

に

さ

ら

に

二

途

の

道

を

示

し

て

、
「

遁

世

の

聖

と

云

う

も

の

出

来

て

、

し

ば

し

ば

と

う

と

し

と

き

き

し

か

ど

も

、

今

は

又

、

聖

と

い

う

も

の

は

ざ

ま

あ

し

き

も

の

な

り

。

か

か

る

ま

ま

に

か

え

り

て

、

道

も

な

き

こ

こ

ち

し

は

ん

べ

る

」

と

。

実

に

世

は

様

々

な

る

も

の

。

こ

れ

ら

に

合

わ

せ

て

見

れ

ば

、

今

此

処

に

云

う

と

こ

ろ

、

そ

の

人

柄

を
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ほ

め

る

の

で

あ

る

か

ら

、

身

も

心

も

共

に

出

家

の

相

に

示

し

て

ほ

め

た

て

て

あ

る

。
「

ま

め

や

か

」

と

は

、

真

の

字

。

忠

の

字

。

相

ば

か

り

出

家

で

は

な

い

。

相

も

心

も

共

に

真

実

に

出

家

と

云

う

こ

と

で

あ

る

。

○

「

衣

は

こ

こ

ろ

と

と

も

に

そ

め

」

等

。

衣

は

こ

こ

で

は

袈

裟

の

こ

と

。

し

か

し

、

こ

こ

で

は

袈

裟

衣

と

見

て

も

良

い

。

そ

の

袈

裟

の

色

、

も

と

仏

制

は

人

の

気

の

か

か

ら

な

い

色

に

せ

よ

と

云

う

事

で

、

青

黄

赤

白

等

の

人

の

好

む

色

等

を

止

め

。

或

い

は

、

セ

セ

ナ

ゲ

の

泥

色

に

し

た

り

、

或

い

は

、

ス

ツ

ボ

の

蓋

の

青

泥

の

よ

う

に

し

た

り

、

人

の

心

の

か

か

る

色

は

汚

い

の

で

、

心

の

か

か

ら

な

い

色

に

せ

よ

と

云

う

事

で

あ

る

。

た

だ

し

此

処

等

は

、

た

だ

黒

と

思

う

べ

き

で

あ

る

。

或

い

は

、

僧

正

。

或

い

は

僧

都

等

、

世

に

あ

る

名

聞

の

僧

は

色

々

の

衣

を

着

れ

ど

、

僧

位

も

僧

官

も

捨

て

て

、

た

だ

後

世

の

道

を

思

い

、

心

も

衣

も

無

位

無

官

の

実

の

後

世

者

と

い

う

こ

こ

ろ

で

あ

る

。

全

体

当

流

も

蓮

師

ま

で

無

位

無

官

。

○

「

身

は

世

と

と

も

に

す

て

た

る

よ

と

み

ゆ

る

」

と

は

。

身

も

捨

て

世

の

中

も

捨

て

て

と

い

う

こ

こ

ろ

。

○

「

ひ

と

び

と

の

か

ぎ

り

」

と

は

。

人

々

ば

か

り

と

い

う

意

味

。

○

「

十

四

五

人

ば

か

り

な

ら

び

い

て

」

と

は

。
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こ

れ

も

大

凡

の

人

数

を

挙

げ

た

も

の

。

但

し

、

隆

寛

門

人

の

す

ぐ

れ

た

人

は

、

十

六

人

と

思

わ

れ

る

。

そ

れ

ら

に

な

ぞ

ら

え

る

意

味

も

あ

る

の

か

も

し

れ

な

い

。

○

「

い

か

に

し

て

か

こ

の

た

び

往

生

」

等

。

聖

覚

師

の

説

、
処

処

に

順

次

往

生

の

義

を

盛

ん

に

云

い

立

て

て

あ

る

。

即

ち

、
『

唯

信

鈔

』

初

等

の

に

あ

る

如

し

。
「

い

か

に

し

て

か

」

と

は

、
ど

の

よ

う

に

し

て

と

云

う

事

。
即

ち

、
下

の

問

い

に

、
或

い

は

、

無

智

又

は

妄

念

、

又

は

滅

罪

等

を

出

し

て

、

こ

れ

で

は

往

生

は

ど

う

か

、

こ

れ

で

は

成

仏

ど

う

か

と

問

う

相

を

こ

こ

に

、
「

い

か

に

し

て

」

と

云

う

。
「

こ

の

た

び

」

と

は

順

次

往

生

の

意

味

。

成

る

程

、

聖

覚

師

の

云

わ

れ

た

如

く

、
漫

漫

た

る

流

転

此

の

身

を

以

て

最

後

と

な

し

、

過

去

遠

遠

の

昔

よ

り

、

三

界

六

道

に

迷

い

来

た

っ

て

、

そ

の

多

生

曠

劫

の

苦

が

今

生

限

り

と

な

る

か

と

思

え

ば

嬉

し

い

。

し

か

る

に

糞

虫

の

糞

の

臭

い

の

を

知

ら

な

い

よ

う

に

、

こ

の

世

に

う

か

う

か

と

暮

ら

し

て

い

る

の

で

何

と

も

な

い

け

れ

ど

も

、

爪

の

上

の

土

の

よ

う

な

人

身

を

得

、

盲

亀

浮

木

に

あ

う

よ

う

に

仏

法

に

遇

い

、

優

曇

華

の

よ

う

な

他

力

本

願

を

聞

け

ば

、

こ

の

度

こ

そ

は

外

し

て

は

な

ら

な

い

と

踏

み

込

ん

だ

心

持

ち

で

書

い

た

も

の

。

○

「

の

ぞ

み

」

と

は

。

本

望

こ

と

。
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○

「

わ

れ

も

わ

れ

も

と

お

も

い

お

も

い

に

」

と

は

。

九

種

問

答

の

問

い

の

相

。

し

か

し

こ

れ

も

実

は

嘘

(

仮

想

)
で

、

一

向

専

修

に

始

ま

っ

て

、

一

向

専

修

に

結

び

、

中

に

三

心

を

挙

げ

て

一

向

専

修

に

具

足

す

る

と

い

う

次

第

は

、

思

い

思

い

に

狗

の

吠

え

つ

く

よ

う

に

問

う

て

い

っ

た

次

第

で

は

な

い

。

○

「

た

づ

ね

も

う

し

し

と

き

」

と

は

。

明

師

に

尋

ね

て

い

る

相

。
「

も

う

し

」

と

は

、

言

う

の

字

。

但

し

、

助

語

と

み

て

も

よ

い

。
「

し

も

」

と

は

、

助

語

。

た

だ

「

尋

ね

も

う

し

し

と

き

」

と

云

う

意

味

。

花

に

し

も

月

に

し

も

と

云

う

言

葉

、

歌

に

も

文

章

に

も

あ

っ

て

、

み

な

月

花

に

そ

え

た

の

み

の

言

葉

。

○

「

ひ

ご

ろ

の

不

審

こ

と

ご

と

く

」

等

。

若

し

こ

れ

が

静

遍

で

あ

っ

た

な

ら

ば

、

実

は

選

擇

を

破

さ

ん

と

し

て

却

し

て

選

擇

に

帰

し

、

法

然

聖

人

の

大

谷

の

御

墓

へ

参

っ

て

改

悔

懺

悔

し

て

、

隆

寛

師

を

招

待

し

て

、

選

擇

を

問

答

決

擇

す

る

と

あ

る

の

で

、
そ

の

こ

と

を

こ

の

よ

う

に

此

処

に

つ

く

っ

た

も

の

で

あ

ろ

う

か

。

さ

て

、

こ

れ

ま

で

は

、

後

世

物

語

云

う

題

号

の

意

味

。

○

「

そ

の

お

も

む

き

」

等

。

「

た

ち

ど

こ

こ

ろ

に

し

て

」

と

は

、

細

か

く

記

し

て

の

意

味

。

こ

れ

が

聞

書

の

字

の

意

味

。

○

「

い

な

か

の

在

家

無

智

」

等

。
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静

遍

な

ら

ば

、

鎌

倉

に

有

縁

の

人

。
『

沙

石

集

』

十

の

下

の

十

二

右

に

、

上

野

国

山

上

と

云

う

処

に

、

行

仙

坊

と

い

う

静

遍

僧

都

の

弟

子

が

あ

っ

て

目

出

度

く

往

生

し

た

と

記

さ

れ

て

い

る

。

さ

れ

ば

、

在

家

に

も

有

縁

の

人

が

多

い

こ

と

が

わ

か

る

。

○

「

よ

く

よ

く

こ

こ

ろ

を

し

ず

め

て

」

等

。

往

生

の

道

に

は

善

悪

を

忘

却

し

て

、
自

力

を

離

れ

て

本

願

を

た

の

み

、

一

向

専

修

で

往

生

す

る

旨

を

と

く

こ

と

で

、

明

ら

か

に

せ

よ

と

云

う

こ

と

。

【

正

説

】

【

第

一

問

答

】

(

淨

全

巻

續

九

・P
5
7

上

～

同

下

)

【

元

文

】
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あ

る

ひ

と

と

ふ

て

い

は

く

、

か

か

る

あ

さ

ま

し

き

無

智

の

も

の

も

、

念

佛

す

れ

は

、

極

楽

に

生

ず

と

う

け

た

ま

は

り

て

、

そ

の

の

ち

、

ひ

と

す

ぢ

に

念

佛

す

れ

ど

も

、

ま

こ

と

し

く

さ

も

あ

り

ぬ

べ

し

と

も

、

お

も

ひ

さ

だ

め

た

る

こ

と

も

さ

ふ

ら

は

ぬ

を

ば

、

い

か

が

つ

か

ま

つ

る

べ

き

と

。

師

こ

た

へ

て

い

は

く

、

念

佛

往

生

は

、

も

と

よ

り

、

破

戒

無

智

の

も

の

の

た

め

な

り

、

も

し

智

慧

も

ひ

ろ

く

、

戒

を

も

ま

た

く

た

も

つ

身

な

ら

ば

、

い

づ

れ

の

教

法

な

り

と

も

、

修

行

し

て

、

生

死

を

は

な

れ

、

菩

提

を

う

べ

き

な

り

、

そ

れ

が

わ

か

身

に

あ

た

は

ね

ば

こ

そ

、

い

ま

念

佛

し

て

往

生

を

ば

ね

が

へ

。

「

あ

る

ひ

と

と

ふ

て

い

は

く

」

等

「

初

顕

一

向

専

修

」

(

初

め

に

一

向

専

修

を

顕

す

)
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＊

「

正

顕

専

修

」

(

正

に

専

修

を

顕

す

)

科

文

の

意

は

、

前

に

述

べ

た

と

お

り

。

先

ず

こ

の

第

一

第

二

の

問

答

は

、
「

一

向

専

修

」

を

立

て

き

っ

た

も

の

で

、

こ

の

「

一

向

専

修

」

に

つ

い

て

様

々

な

問

い

を

挙

げ

る

こ

と

に

は

じ

ま

り

、

ま

た

、
「

一

向

専

修

」

に

お

さ

ま

っ

て

し

ま

う

と

心

得

る

べ

き

で

あ

る

。

さ

て

、
そ

れ

に

就

い

て

先

ず

こ

の

書

に

大

体

論

じ

て

い

る

と

こ

ろ

は

、

「

一

向

専

修

の

念

仏

に

は

覚

え

ず

知

ら

ず

三

心

具

足

す

る

」

と

顕

す

の

が

こ

の

書

の

大

意

で

あ

る

。

そ

れ

に

つ

い

て

、

全

体

は

、

善

導

大

師

・

法

然

聖

人

・

親

鸞

聖

人

の

こ

の

三

心

の

御

取

り

扱

い

を

よ

く

理

解

し

て

お

か

な

け

れ

ば

、

こ

の

書

の

意

も

理

解

し

が

た

い

。

そ

れ

は

、

文

を

読

ん

で

後

に

、

こ

れ

を

述

べ

て

い

こ

う

と

思

う

。

た

だ

し

、

法

然

聖

人

の

三

心

の

御

取

り

扱

い

は

、
『

和

語

灯

録

』

か

ら

諸

伝

に

つ

た

わ

っ

て

、

色

々

に

出

て

い

る

の

で

、

そ

の

類

を

分

け

て

法

然

聖

人

の

「

三

心

釋

分

類

」

に

つ

い

て

の

書

を

集

め

て

み

た

。

斯

く

の

如

く

し

て

考

え

て

み

る

と

、

法

然

聖

人

の

三

心

の

釋

意

は

大

体

三

通

り

に

見

え

る

。
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一

者

、
「

別

説

三

心

」

(

別

し

て

三

心

を

説

く

)

そ

れ

は

、

至

誠

心

は

斯

く

の

如

く

、

深

心

は

斯

く

の

如

く

、

回

願

心

は

斯

く

の

如

し

と

三

心

別

々

に

釋

し

分

け

て

、

先

ず

至

誠

心

の

大

意

は

内

に

無

く

て

外

を

飾

る

の

を

虚

仮

。
内

も

外

も

共

に

真

実

で

あ

る

の

が

、

真

実

至

上

。

深

心

の

大

意

は

、

我

が

機

を

見

限

っ

て

願

力

に

す

が

り

、

雑

行

雑

修

を

捨

て

て

専

修

の

念

仏

を

信

ず

る

。

回

願

心

の

大

意

は

、

過

去

・

今

生

の

善

根

を

弥

陀

に

回

向

し

て

、

疑

い

な

く

浄

土

に

生

ま

れ

ん

と

願

う

と

説

く

。

ま

ず

、

概

要

は

斯

く

の

如

く

で

三

心

別

々

に

御

解

釋

さ

れ

る

。

此

の

説

は

、

大

変

に

寛

容

で

あ

る

。

二

者

、
「

総

帰

深

心

」

(

総

じ

て

深

心

に

帰

す

)

此

の

説

は

、

疑

い

な

く

信

じ

た

深

心

に

、

至

誠

心

も

回

向

発

願

心

も

込

め

ら

れ

、
三

心

は

深

心

に

結

帰

す

る

と

い

う

意

味

で

説

か

れ

て

あ

る

。

こ

れ

は

、
『

三

部

経

釋

』

等

[

和

語

灯

録

一

の

五

左

]

に

述

べ

て

あ

る

。

三

者

、
「

帰

結

専

修

」

(

専

修

に

帰

結

す

)

此

の

説

は

、

念

仏

を

一

向

専

修

す

れ

ば

、

三

心

の

訳

を

知

ら

ず

名

も

知

ら

な

く

て

も

、

念

仏

に

三

心

具

足

す

る

と

い

う

。

こ

れ

は

、
『

念

仏

往

生

義

』

[

和

語

灯

録

七

の

四

右

]

に

、
「

三

心

と

云

る

名

は

格

別

な

る



- 133 -

に

似

た

れ

ど

も

、

詮

ず

る

所

は

、

只

一

向

専

念

と

云

え

る

事

な

り

。
」

と

。

こ

の

外

「

源

空

は

三

心

も

南

無

阿

弥

陀

仏

」

等

[

和

語

灯

録

五

の

二

十

五

右

]

と

仰

せ

ら

れ

て

い

る

。

そ

の

文

は

甚

だ

多

い

。

法

然

聖

人

の

説

は

、

こ

の

三

義

に

決

着

す

る

と

目

を

開

か

な

け

れ

ば

と

て

も

知

る

こ

と

は

出

来

な

い

。

別

し

て

云

え

ば

三

心

有

り

、

総

じ

て

云

え

ば

深

心

に

込

め

ら

れ

る

。

詰

ま

る

と

こ

ろ

に

は

、

た

だ

一

向

専

修

の

事

で

あ

る

と

、

こ

の

よ

う

に

見

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

時

に

そ

の

三

心

は

、
直

に

善

導

大

師

の

教

え

を

を

受

け

た

も

の

で

、
彼

の
『

散

善

義

』

の

「

三

心

釋

」

の

よ

う

な

も

の

は

こ

れ

三

心

別

説

で

、

三

心

を

三

つ

に

離

し

て

、

別

々

に

解

釋

す

る

。

ま

た

、
『

禮

讚

』

(
四

左
)

に

「

以

光

明

名

号

攝

化

十

方

但

使

信

心

求

念

」
。

こ

の

時

は

、

但

信

心

の

一

に

帰

結

す

る

。

信

心

即

深

心

だ

か

ら

、

法

然

聖

人

の

総

帰

深

心

の

釋

が

此

等

に

よ

っ

た

も

の

で

あ

る

。

さ

て

又

、

弥

陀

の

本

願

を

述

べ

て

、
「

若

我

成

仏

十

方

衆

生

称

我

名

号

」

と

。

だ

だ

称

名

一

つ

を

本

願

と

出

し

て

あ

る

。

こ

れ

等

は

、

法

然

聖

人

の

結

帰

念

仏

の

據

で

、

た

だ

一

向

専

修

す

れ

ば

、

そ

の

中

に

三

心

具

足

す

る

と

顕

す

と

こ

ろ

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

法

然

聖

人

の

三

説

は

、

も

と

善

導

大

師

を

相

承

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

法

然

聖

人

に

こ

の

三

義

が

あ

る

中

、

根

本

と

さ

れ

る

の

は

結

帰

念

仏

で

、

た

だ

一

向

専

修

の

念

仏

せ

よ

、

そ

の

中

に

三

心

具

足

す

る

ぞ

と

仰

せ

ら

れ

て

い

る

の

が

、

法
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然

聖

人

一

代

の

勧

め

方

で

あ

る

。
そ

れ

を

、
一

念

邪

義

が

打

ち

砕

い

て

、

口

称

念

仏

は

役

に

立

た

な

い

、

三

心

で

往

生

す

る

と

い

う

。

よ

っ

て

、

一

念

義

は

、

実

に

法

然

聖

人

の

敵

。

故

に

、

法

然

聖

人

の

諸

弟

に

こ

れ

を

破

さ

な

い

人

は

い

な

い

。

今

こ

の

後

世

物

語

も

、

そ

の

法

然

聖

人

の

一

向

専

修

す

れ

ば

、

三

心

そ

の

中

に

あ

る

と

い

う

お

伝

え

を

成

立

し

て

、

学

問

し

智

恵

を

鑽

い

て

三

心

で

往

生

す

る

と

い

う

一

念

邪

義

を

実

の

敵

と

す

る

。

ま

た

、

そ

の

一

念

を

破

し

過

ぎ

て

機

の

善

悪

に

こ

だ

わ

る

自

力

念

仏

を

も

破

し

た

も

の

で

あ

る

。

○

あ

る

ひ

と

と

う

て

い

は

く

と

は

。

『

日

本

書

紀

』

な

ど

に

「

一

書

」

と

書

い

て

「

あ

る

ふ

み

」

と

読

ま

せ

た

と

こ

ろ

が

多

い

。
「

あ

る

ひ

と

」

も

、
「

一

人

」

と

書

い

て

「

或

人

」

と

よ

む

意

味

で

、

序

述

に

「

十

四

五

人

な

ら

び

居

て

、

わ

れ

も

わ

れ

も

と

問

う

」

と

云

う

。

そ

の

中

の

「

一

人

」

を

「

あ

る

ひ

と

」

と

挙

げ

る

意

味

で

あ

る

。

○

か

か

る

あ

さ

ま

し

き

無

智

の

も

の

と

は

。

「

如

是

」

と

書

い

て

、
「

か

か

る

」

と

読

む

。
「

か

く

有

る

」

と

云

う

意

で

、
即

ち

深

心

の

我

が

身

は

現

に

是

と

云

う

気

持

ち

あ

り

。
「

あ

さ

ま

し

き

」

と

は

、
「

浅

猿

」

と

書

く

と

云

う

こ

と

は

つ

ね

に

云

う
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こ

と

。

こ

の

よ

う

な

説

に

は

信

ぜ

ら

れ

な

い

こ

と

も

多

い

が

、

日

本

の

言

に

梵

語

の

混

じ

っ

て

い

る

こ

と

も

多

く

あ

っ

て

、
「

白

」

の

字

を

「

し

ろ

」

と

読

む

。

白

は

清

浄

の

色

。

ら

り

る

れ

ろ

と

通

っ

て

、

「

し

ろ

」

と

知

る

な

ら

ば

同

じ

事

。

こ

れ

も

梵

語

で

戒

律

の

こ

と

を

「

尸

羅

」
と

い

う

。
戒

を

持

っ

て

悪

を

止

め

れ

ば

清

浄

に

な

る

の

で

、

「

尸

羅

」

と

い

う

。

こ

れ

、

和

語

の

「

し

ら

」

と

梵

語

の

「

尸

羅

」

と

同

じ

事

。

又

、

梵

語

で

「

愚

癡

」

を

「

慕

何

」

あ

る

い

は

、
「

摩

訶

羅

」

と

い

う

。

こ

れ

も

、

日

本

で

愚

か

な

こ

と

を

「

馬

鹿

」

と

い

う

と

同

じ

事

で

あ

る

。

こ

れ

か

ら

思

え

ば

、

あ

さ

ま

し

も

猿

の

梵

語

が

日

本

語

に

う

つ

っ

た

と

み

て

も

よ

い

。

た

だ

し

、

そ

の

「

あ

さ

は

か

な

猿

」

と

い

う

義

が

転

じ

て

、

悪

い

こ

と

を

「

あ

さ

ま

し

」

と

云

う

と

見

て

も

良

い

。

今

も

、

答

え

の

文

か

ら

見

る

と

「

破

戒

無

智

」

と

あ

る

。

戒

を

破

る

悪

い

者

を

「

あ

さ

ま

し

き

」

と

云

う

。

も

と

、

此

処

の

文

が

「

あ

さ

ま

し

き

無

智

の

も

の

の

為

の

念

仏

」

と

出

て

い

る

も

、

こ

れ

が

九

品

の

中

で

中

下

品

ま

で

は

仏

法

・

世

間

の

善

根

。

次

に

、

下

品

上

生

の

十

悪

。

下

品

中

生

の

破

戒

。

下

品

下

生

の

如

此

愚

人

。

こ

の

十

悪

破

戒

愚

人

の

た

す

か

る

の

が

念

仏

だ

と

説

い

た

下

下

品

の

意

を

形

作

る

か

ら

、
「

あ

さ

ま

し

き

」
と

は

、
「

十

悪

破

戒

」
、

「

無

智

」

と

は

「

愚

人

」

に

当

た

る

と

見

る

べ

き

で

あ

る

。

た

だ

し

又

そ

こ

に

意

味

を

も

た

せ

る

の

は

、

か

の

一

念

義

は

智

恵

で

無

け

れ
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ば

迷

い

は

出

ら

れ

な

い

。
学

問

し

て

智

恵

を

み

が

け

と

云

う

こ

と

。
、

そ

れ

に

応

し

て

の

「

無

智

」

と

示

す

説

も

あ

る

。

又

、

天

台

で

十

八

願

に

逆

謗

を

除

い

た

の

は

、

た

だ

散

心

の

念

仏

だ

か

ら

で

、

逆

謗

は

消

え

な

い

。

観

経

下

品

に

五

逆

を

攝

取

し

た

の

は

、
「

若

聞

深

法

」

と

真

如

を

聞

い

て

、

観

じ

て

、

称

え

た

念

仏

だ

か

ら

、

逆

謗

が

滅

す

る

と

い

う

の

で

あ

る

。
こ

れ

か

ら

し

て

、
天

台

に
「

無

観

念

仏

往

生

」

の

出

来

る

か

出

来

な

い

か

と

い

う

大

論

が

あ

る

。
其

の
「

観

念

」
は

、

「

観

智

」

で

あ

る

か

ら

、

今

は

「

観

念

智

恵

」

の

念

仏

で

無

い

こ

と

を

顕

し

て

、
「

無

智

」

と

い

う

義

も

あ

る

。

假

名

聖

教

だ

と

思

っ

て

表

だ

け

を

解

釈

し

て

は

、

何

の

役

に

も

立

た

な

い

。

あ

さ

ま

し

き

無

智

の

身

が

念

仏

し

て

往

生

す

る

と

い

う

の

が

、
一

部

の

大

要

で

あ

る

。

○

念

仏

だ

に

等

。

こ

の

「

念

仏

」

と

い

う

の

は

、

一

向

専

修

と

い

う

こ

と

。
「

だ

に

」

と

は

、
「

こ

れ

だ

に

あ

れ

ば

」

と

い

っ

た

と

き

は

、

そ

の

も

の

に

限

る

と

言

う

意

味

に

な

る

。
「

月

だ

に

」
、
「

花

だ

に

」

と

歌

や

文

章

に

常

に

使

わ

れ

る

。

よ

っ

て

、
「

だ

に

」

と

は

添

え

の

言

葉

で

、

そ

の

も

の

を

厳

し

く

云

う

と

き

に

付

け

る

言

葉

。

念

仏

の

外

に

何

も

い

ら

な

い

と

云

う

こ

と

。
念

仏

を

ひ

ど

く

(

強

く

)

立

て

る

意

味

に

お

い

て

、

「

だ

に

」

と

云

う

．

○

ま

う

せ

ば

と

は

。
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「

稱

」

の

字

で

、

口

稱

念

仏

を

顕

す

。

○

極

楽

に

生

ず

と

は

。

『

往

生

要

集

』

の

初

め

の

言

葉

を

取

っ

た

も

の

。

全

体

こ

こ

が

『

往

生

要

集

』

の

序

を

底

意

と

し

て

摂

め

て

書

く

意

図

が

あ

る

。

○

う

け

た

ま

わ

り

て

と

は

。

法

然

聖

人

の

ご

教

化

を

聞

い

て

と

言

う

意

味

。

時

に

、

こ

こ

ま

で

が

、

一

寸

し

た

問

い

の

よ

う

で

あ

る

が

、

こ

れ

が

一

部

を

通

し

て

貫

く

実

に

大

事

な

言

葉

で

あ

る

。
「

あ

さ

ま

し

き

無

智

の

も

の

も

念

仏

す

れ

ば

往

生

す

る

と

信

ず

る

」
こ

と

が

、
即

ち
「

三

心

即

一

向

専

修

」

の

教

え

。

こ

れ

を

疑

う

心

を

問

い

に

挙

げ

て

そ

れ

を

拂

い

拂

っ

て

、

ま

た

、

収

ま

る

と

こ

ろ

が

と

こ

ろ

が

、
「

あ

さ

ま

し

き

者

の

念

仏

往

生

」

に

な

っ

て

し

ま

う

。

○

そ

の

の

ち

ひ

と

す

じ

に

等

と

は

。

す

な

わ

ち

一

向

専

修

の

こ

と

。

○

ま

こ

と

し

く

さ

も

あ

り

ぬ

べ

し

等

と

は

。

こ

の

仮

名

文

の

書

と

い

う

も

の

は

、

軽

々

し

い

く

安

易

な

も

の

と

考

え

て

大

雑

把

に

見

て

い

く

と

そ

の

意

義

を

知

る

こ

と

は

出

来

な

い

。

「

ま

こ

と

し

く

」

と

は

、

そ

の

よ

う

に

あ

る

べ

き

で

あ

る

と

「

至

誠

心

」

で

あ

る

と

考

え

定

め

る

の

は

「

深

心

即

三

心

」
。
「

さ

も

あ

り

ぬ

べ

し

」

と

は

、
「

そ

う

も

あ

る

で

あ

ろ

う

」

と

い

う

こ

と

で

、

ひ
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と

す

じ

に

念

仏

す

れ

ば

往

生

す

る

と

い

う

こ

と

を

「

そ

う

と

思

う

」

こ

と

は

「

信

心

」
。
「

そ

う

と

思

は

な

い

」

の

は

「

疑

心

」

で

あ

る

。

こ

こ

に

「

三

心

」

が

あ

る

こ

と

を

知

っ

て

お

く

必

要

が

あ

る

。

よ

っ

て

、

こ

こ

の

問

い

の

文

が

、

あ

さ

ま

し

い

無

智

の

こ

と

が

気

に

か

か

り

、
、

念

仏

往

生

が

間

違

い

な

い

と

決

定

す

る

こ

と

が

出

来

な

い

こ

と

に

陥

る

。

そ

の

あ

さ

ま

し

き

無

智

が

邪

魔

に

な

ら

な

い

で

、

念

仏

す

れ

ば

往

生

す

る

と

書

い

て

い

る

の

が

こ

の

書

で

あ

る

。

そ

の

あ

さ

ま

し

い

無

智

の

者

も

往

生

す

る

と

思

い

至

っ

た

と

こ

ろ

が

「

三

心

」

と

な

る

。

○

師

こ

た

え

て

い

わ

く

念

仏

往

生

は

等

。

「

念

仏

往

生

は

」

と

は

、

即

ち

「

一

向

専

修

念

仏

往

生

即

浄

土

門

」
。

よ

っ

て

、

聖

道

に

対

し

て

、

諸

行

に

対

し

て

、

念

仏

往

生

は

と

簡

ん

で

い

る

。

○

も

と

よ

り

と

は

、

『

捨

子

問

答

』

上

八

左

に

は

「

事

新

し

く

」

と

あ

る

。

今

更

言

う

に

及

ば

ず

と

い

う

事

。

根

本

の

弥

陀

の

本

願

が

十

悪

破

戒

無

智

の

為

で

あ

る

か

ら

、
「

も

と

よ

り

」

そ

れ

が

邪

魔

に

な

ら

な

い

こ

と

を

顕

す

意

味

。

○

破

戒

と

は

、

(

『

観

無

量

寿

経

』

説

示

の

九

品

の

中

)

下

中

品

。

無

智

は

、

下

々

品
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の

愚

人

。

○

も

し

智

恵

も

ひ

ろ

く

戒

を

も

等

。

「

智

恵

も

ひ

ろ

く

」

と

は

、
「

廣

智

」
。
「

戒

を

も

た

も

つ

」

と

は

、

「

持

戒

」
、

即

ち

戒

定

恵

の

三

学

に

形

作

っ

て

い

る

。
「

ま

た

く

」

と

は

、

完

・

全

の

字

。
「

破

戒

」

に

つ

い

て

い

え

ば

、

全

の

字

も

い

い

。

破

れ

鍋

で

は

飯

は

炊

け

な

い

。

戒

を

破

れ

ば

法

水

が

漏

れ

満

た

す

こ

と

が

出

来

な

い

。

火

(

灯

)

を

点

さ

な

け

れ

ば

、

闇

は

無

く

な

ら

な

い

。

智

恵

が

無

け

れ

ば

仏

果

を

証

す

る

こ

と

は

出

来

な

い

。

し

た

が

っ

て

智

と

戒

と

が

具

わ

っ

た

身

な

ら

ば

大

乗

・

小

乗

・

頓

教

・

漸

教

何

れ

の

教

え

で

あ

っ

て

も

修

行

し

て

仏

果

を

得

る

こ

と

が

出

来

る

。

○

生

死

を

は

な

れ

菩

提

を

う

べ

き

な

り

と

は

。

聖

道

の

こ

と

で

浄

土

の

往

生

に

対

し

て

示

し

た

も

の

。

○

そ

れ

が

わ

が

身

に

あ

た

は

ね

ば

等

。

「

そ

れ

が

」

と

は

、

聖

道

の

戒

定

慧

の

こ

と

。
「

わ

が

身

に

あ

た

わ

ぬ

」

と

は

、

三

学

が

無

分

(

分

に

あ

わ

な

い

こ

と

)

で

あ

る

こ

と

。

即

ち

下

品

の

無

善

増

悪

の

こ

と

。

○

い

ま

と

は

。

聖

道

を

す

て

て

浄

土

に

帰

入

し

た

今

の

こ

と

。

○

念

仏

と

は

。
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一

向

専

修

の

こ

と

。

○

往

生

と

は

。

聖

道

の

成

仏

に

対

す

る

。

さ

て

、

こ

の

答

え

の

意

の

突

き

詰

ま

る

所

は

、

あ

さ

ま

し

い

無

智

の

身

を

苦

に

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

聖

道

の

心

の

絶

え

な

い

こ

と

。

浄

土

は

も

と

も

と

、

そ

の

聖

道

の

三

学

の

勤

ま

ら

な

い

悪

機

の

為

の

念

仏

で

あ

る

か

ら

苦

に

す

る

こ

と

で

は

な

い

。

し

か

し

、

そ

れ

を

念

仏

し

な

が

ら

苦

に

し

て

心

が

定

ま

ら

な

い

の

は

、

聖

道

の

機

の

心

が

無

く

な

ら

な

い

か

ら

で

あ

る

と

の

意

に

至

る

。

一

般

的

に

は

、

聖

浄

二

門

で

見

る

の

が

大

体

で

、

浄

土

門

中

の

自

力

念

仏

を

指

す

。

こ

れ

は

、

俗

人

が

僧

侶

に

な

っ

て

も

、

俗

人

の

癖

が

出

て

し

ま

う

よ

う

に

、

余

の

万

行

を

す

て

て

念

仏

一

行

に

は

な

っ

た

が

、

聖

道

の

時

の

定

善

散

善

の

癖

が

念

仏

に

出

て

し

ま

う

の

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

書

の

書

き

方

は

、

聖

浄

二

門

の

違

い

を

主

と

し

て

書

き

取

っ

た

も

の

で

あ

る

。

さ

て

、

こ

の

第

一

問

答

は

、
『

捨

子

問

答

』

で

は

、

は

な

は

だ

丁

寧

に

述

べ

、

第

一

第

二

の

問

い

に

一

念

義

が

破

し

て

あ

る

。
『

閑

亭

物

語

』

で

は

、

第

一

の

問

い

は

お

な

じ

こ

と

で

、

答

え

が

異

な

る

。

ま

た

、

こ

の

次

に

「

疑

心

往

生

」

が

述

べ

て

あ

る

。

こ

れ

等

が

前

に

述

べ

た

よ

う
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に

、

こ

の

『

後

世

物

語

』

が

本

来

の

書

で

、
『

捨

子

問

答

』
『

閑

亭

物

語

』

は

技

が

先

と

な

っ

て

、

尾

が

生

え

る

形

と

な

っ

て

い

る

。

【

第

二

問

答

】
(

淨

全

巻

續

九

・P
5
7

下

～

5
8

下

)

【

元

文

】

ま

た

あ

る

ひ

と

と

ふ

て

い

は

く

、

い

み

じ

き

ひ

と

の

た

め

に

は

、

餘

教

を

と

き

、

い

や

し

き

ひ

と

の

た

め

に

は

、

念

仏

を

す

す

め

た

ら

ば

、

聖

道

門

の

諸

教

は

め

で

た

く

、

浄

土

門

の

一

教

は

お

と

れ

る

か

と

ま

ふ

せ

は

。

師

こ

た

へ

て

い

は

く

、

た

と

ひ

か

れ

は

ふ

か

く

、

こ

れ

は

あ

さ

く

、

か

れ

は

い

み

じ

く

、

こ

れ

は

い

や

し

く

と

も

、

わ

か

身

の

分

に

し

た

が

ひ

て

、

流

轉

の

苦

を

ま

ぬ

が

れ

て

、

不

退

の

く

ら

ヰ
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を

え

な

ば

、

さ

て

こ

そ

あ

ら

め

、

ふ

か

き

あ

さ

き

を

論

じ

て

、

な

に

に

か

は

せ

ん

、

い

は

ん

や

、

か

の

い

み

じ

き

ひ

と

び

と

の

、

め

て

た

き

教

法

を

さ

と

り

て

、

仏

に

な

る

と

い

ふ

も

、

こ

の

あ

さ

ま

し

き

身

の

、

念

仏

し

て

往

生

す

と

い

ふ

も

、

し

は

ら

く

、

い

り

か

と

は

、

ま

ち

ま

ち

な

れ

ど

も

、

お

ち

つ

く

と

こ

ろ

は

、

ひ

と

つ

な

り

、

善

導

の

の

た

ま

は

く

、

八

万

四

千

の

門

、

門

々

不

同

に

し

て

、

ま

た

別

な

る

に

あ

ら

ず

、

別

々

の

門

は

、

か

へ

り

て

お

な

じ

と

い

へ

り

、

し

か

れ

ば

す

な

は

ち

、

み

な

こ

れ

お

な

じ

く

釋

迦

一

佛

の

説

な

れ

は

、

い

づ

れ

を

ま

さ

れ

り

、

い

づ

れ

を

お

と

れ

り

と

、

い

ふ

べ

か

ら

ず

、

あ

や

ま

り

て

、

法

華

の

諸

教

に

す

ぐ

れ

た

り

と

い

ふ

は

、

五

逆

の

達

多

、

八

歳

の

龍

女

が

佛

に

な

る

と

と

く

ゆ

へ

な

り

、
こ

の

念

佛

も

ま

た

し

か

な

り

、

諸

教

に

き

ら

は

れ

、

諸

佛

に

す

て

ら

る

る

悪

人

女

人

、

す

み

や

か

に

浄

土

に

往

生

し

て

、

ま

よ

ひ

を

ひ

る

が

へ

し

、

さ

と

り

を

ひ

ら

く

は

、

い

は

ば

、

ま

こ

と

に

こ

れ

こ

そ

、

諸

教

に

す

ぐ

れ

た

り

と

も

、

い

ひ

つ

べ

け

れ

、

ま

さ

に

し

る

べ

し

、

震

旦

の

曇

鸞

、

道

綽

す

ら

、

な

を

利

智

精

進

に

た

へ

ざ

る

身

な

れ

ば

と

て

、

顕

密

の

法

を

な

げ

す

て

て

、
浄

土

を

ね

が

ひ

、
日

本

の

惠

心

、
永

観

も

、

な

を

愚

鈍

懈

怠

の

身

な

れ

ば

と

て

、

事

理

の

業

因

を

す

て

ゝ

、

願

力

の

念

佛

に

帰

し

た

ま

ひ

き

、

こ

の

ご

ろ

も

、

か

の

ひ

と

び

と

に
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ま

さ

り

て

、
智

慧

も

ふ

か

く

、
戒

行

も

い

み

じ

か

ら

ん

ひ

と

は

、

い

づ

れ

の

法

門

に

い

り

て

も

、

生

死

を

解

脱

せ

よ

か

し

、

み

な

縁

に

し

た

が

ひ

て

、
こ

こ

ろ

の

ひ

く

か

た

な

れ

ば

、
よ

し

あ

し

と

、

ひ

と

の

こ

と

を

ば

、

さ

た

す

べ

か

ら

ず

、

た

だ

わ

か

身

の

行

を

は

か

ら

ふ

べ

き

な

り

と

。

二

、
「

ま

た

あ

る

ひ

と

と

う

て

い

わ

く

」

等

＊

「

兼

廃

聖

道

」
(

兼

ね

て

聖

道

を

廃

す

)

書

の

中

に

は

因

論

生

論

と

い

う

事

が

あ

る

。
大

体

の

論

で

は

な

い

が

、

前

に

因

ん

で

論

じ

て

い

く

。

今

こ

の

第

二

の

問

答

が

因

論

生

論

で

、

大

体

に

お

い

て

は

「

一

向

専

修

」

を

説

き

、

そ

れ

ほ

ど

聖

道

浄

土

の

論

に

は

及

ん

で

い

な

い

。

し

か

し

な

が

ら

、

前

に

聖

道

は

戒

定

慧

の

三

学

の

可

能

な

人

の

た

め

に

、

浄

土

は

そ

れ

が

出

来

な

い

破

戒

無

智

の

者

の

た

め

と

説

い

て

い

る

の

で

、

そ

こ

よ

り

因

論

生

論

し

て

、

愚

痴

の

者

の

為

な

ら

、

愚

痴

の

く

ら

い

の

程

度

の

者

、

劣

機

の

者

の

為

な

ら

ば

、

浄

土

の

念

仏

の

教

え

も

、

劣

っ

て

い

る

の

で

は

と

問

い

を

起

こ

し

て

い

る

。

帰

結

す

る

と

こ

ろ

は

、

無
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上

・

甚

深

の

法

(

教

え

)

で

あ

る

と

確

定

し

て

、

聖

道

自

力

の

執

心

を

離

れ

さ

せ

た

も

の

で

あ

る

。

○

い

み

じ

き

ひ

と

の

た

め

に

等

。

「

い

み

じ

き

」

と

は

、

忌

み

憚

る

こ

と

。

忌

み

憚

る

と

は

、

怖

れ

慎

む

相

で

あ

る

。
「

し

き

」

と

い

う

の

は

、

甚

だ

し

い

と

い

う

こ

と

。

よ

っ

て

、
「

い

み

じ

き

」

と

と

は

、

言

葉

上

は

、

大

い

に

怖

れ

慎

む

こ

と

。

怖

れ

慎

む

は

、

向

こ

う

が

勝

れ

て

い

る

の

で

、
「

い

み

じ

く

」

が

勝

れ

た

と

い

う

言

葉

と

な

る

。
よ

っ

て

、
多

く

は

優

の

字

を

書

く

。

優

は

優

超

の

義

。

勝

れ

る

こ

と

。

さ

す

れ

ば

「

い

み

じ

き

ひ

と

」

と

は

、

上

根

上

智

の

人

の

こ

と

。

○

餘

教

と

は

。

聖

道

の

教

え

の

こ

と

。

○

い

や

し

き

と

は

。

下

根

下

智

の

こ

と

。

○

聖

道

門

の

諸

教

は

め

で

た

く

と

は

。

「

め

で

」

と

い

う

こ

と

は

、

天

照

大

神

の

岩

戸

に

隠

れ

た

の

が

、

神

楽

が

見

た

さ

に

細

く

岩

戸

を

開

け

た

の

が

目

が

出

た

。

そ

こ

で

、

日

の

光

が

世

界

へ

満

ち

た

の

で

人

々

が

喜

ん

だ

。
よ

っ

て
「

目

出

度

い

」

な

ど

と

い

う

の

は

鏧

説

で

あ

る

。
「

め

で

」

は

、
「

愛

」

の

字

。

愛
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し

好

む

か

ら

転

じ

て

、

よ

い

と

い

う

意

味

と

な

る

。

「

師

こ

た

え

て

い

わ

く

た

と

ひ

」

等

此

の

答

え

の

下

、

科

を

分

け

た

な

ら

ば

三

段

あ

る

。

初

め

は

、

ま

ず

、

念

仏

を

ば

劣

っ

た

も

の

に

し

て

、

劣

ろ

う

が

勝

れ

よ

う

が

そ

れ

は

関

係

な

い

。

苦

を

の

が

れ

楽

を

得

れ

ば

事

が

済

む

こ

と

で

は

な

い

か

と

示

し

。

「

い

わ

ん

や

」

以

下

は

、

第

二

段

で

、

聖

道

も

浄

土

も

得

る

処

は

共

に

無

生

忍

(

さ

と

り

)
。

得

る

も

の

が

同

じ

な

ら

ば

勝

劣

は

云

わ

な

く

て

も

い

い

こ

と

。

「

あ

や

ま

り

て

」

以

下

は

、

第

三

段

で

、

実

は

浄

土

の

念

仏

の

す

ぐ

れ

て

い

め

こ

と

を

次

第

次

第

に

三

段

に

答

え

て

、

そ

の

執

心

を

解

く

相

で

あ

る

。

○

た

と

ひ

と

い

う

の

は

。

仮

に

設

け

て

云

う

こ

と

。

実

で

は

な

い

こ

と

。

○

か

れ

と

は

。

聖

道

の

こ

と

。
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○

こ

れ

と

は

。

浄

土

の

こ

と

。

○

ふ

か

く

あ

さ

く

と

は

。

浅

深

勝

劣

の

義

で

あ

る

。

○

わ

か

身

の

分

に

し

た

が

い

て

等

と

は

。

「

し

た

が

う

」

と

は

、

随

順

相

応

の

義

。

即

ち

契

う

と

い

う

こ

と

。

「

末

法

悪

世

の

我

ら

の

分

に

契

っ

て

」

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

○

流

転

の

く

を

ま

ぬ

が

れ

と

は

。

三

界

流

転

の

娑

婆

を

出

で

る

こ

と

。

○

不

退

の

く

ら

い

を

え

て

と

は

。

往

生

し

て

無

生

忍

(

さ

と

り

)

を

得

る

こ

と

。

○

さ

て

こ

そ

あ

ら

め

と

は

。

こ

の

様

な

言

葉

が

理

解

で

き

な

い

と

い

う

も

の

。

こ

れ

は

、

早

く

心

得

れ

ば

、

御

文

章

の

五

帖

十

六

通

に

「

さ

て

し

も

あ

る

べ

き

こ

と

な

ら

ね

ば

と

て

」

と

あ

る

。

そ

の

「

し

も

」

は

助

詞

。

さ

て

あ

る

べ

き

こ

と

な

ら

ね

ば

と

て

と

云

う

意

味

。
可

愛

と

名

残

お

し

い

と

し

て

も

、

死

ん

だ

者

を

そ

の

ま

ま

に

し

て

は

置

け

な

い

と

い

う

こ

と

。

今

こ

こ

に

「

さ

て

こ

そ

あ

る

」

と

い

う

の

は

そ

の

裏

(

反

対

)

で

、
「

さ

て

あ

ら

め

」

と

い

う

こ

と

で

、

そ

の

ま

ま

に

し

て

置

け

と

い

う

こ

と

。

勝

れ

よ

う

が

、

劣

ろ

う

が

我

が

機

に

契

い

、

三

界

を

離

れ

て

仏

果

を

得
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た

な

ら

ば

、

そ

れ

で

済

む

の

で

は

な

い

か

。

勝

劣

は

論

ず

る

こ

と

な

く

そ

の

ま

ま

に

し

て

お

く

と

い

う

こ

と

。
『

閑

亭

物

語

』

下

三

右

に

あ

る

。

○

ふ

か

き

あ

さ

き

を

論

じ

て

等

と

は

。

不

退

転

を

得

た

な

ら

ば

論

は

要

ら

な

い

と

云

う

こ

と

。

不

退

の

位

を

得

る

為

に

の

み

い

ろ

い

ろ

の

こ

と

を

云

う

べ

き

で

、

不

退

を

得

て

か

ら

は

何

を

云

う

こ

と

が

あ

る

の

だ

ろ

う

か

と

い

う

こ

と

。

○

い

わ

ん

や

か

の

い

み

じ

き

等

と

は

。

第

二

問

答

の

中

、

答

え

が

下

三

段

に

分

か

れ

て

、

其

の

第

一

段

は

前

に

示

し

終

わ

っ

て

い

る

。

二

に

「

い

わ

ん

や

」

の

下

、

こ

れ

は

聖

道

も

浄

土

も

入

門

は

違

っ

て

い

て

も

、

不

退

無

生

忍

を

得

て

成

仏

す

れ

ば

同

じ

事

と

な

る

。

所

期
(

目

指

す

所

)

に

就

い

て

同

じ

で

あ

る

こ

と

を

顕

す

。
「

い

わ

ん

や

」

と

は

、

花

や

月

や

我

や

人

や

と

云

う

よ

う

な

「

や

」

の

字

は

、

も

の

の

隔

て

に

置

く

「

や

」

字

。

ま

た

、
「

こ

れ

や

こ

の

」

と

い

う

云

う

よ

う

な

「

や

」

の

字

は

、

も

の

を

呼

び

出

す

と

き

に

置

く

「

や

」

字

で

あ

る

。

又

、
「

せ

ざ

ら

ん

や

」

な

ど

と

云

う

よ

う

「

や

」

字

は

、

あ

と

へ

か

え

る

意

の

「

や

」

字

で

あ

る

。

こ

の

「

い

わ

ん

や

」

の

「

や

」

の

字

も

、

あ

と

へ

か

え

る

の

意

味

の

「

や

」

字

。

い

わ

ん

や

言

う

に

及

ば

ず

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

○

か

の

い

み

じ

き

ひ

と

び

と

と

は

。
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聖

道

門

の

利

智

精

進

の

人

。

○

め

で

た

き

教

法

を

さ

と

り

て

と

は

。

通

じ

て

は

聖

道

の

教

で

あ

る

が

、

次

に

『

法

華

経

』

が

出

さ

れ

て

い

る

の

で

、

別

し

て

は

、

法

華

天

台

を

指

す

と

承

知

す

べ

き

で

あ

る

。

○

佛

に

な

る

と

い

う

と

は

。

も

と

は

、

成

仏

の

こ

と

で

、

こ

れ

は

、

法

華

の

教

え

で

喧

し

く

い

う

こ

と

で

、

も

と

は

、
『

法

華

経

』

の

「

提

婆

達

多

品

」

に

、

法

華

一

乗

の

勝

れ

た

相

を

顕

す

に

つ

い

て

、

龍

女

が

即

身

成

仏

し

た

こ

と

を

挙

げ

て

、

こ

れ

が

、

法

華

圓

頓

の

勝

れ

た

証

拠

だ

と

説

い

て

あ

る

。

伝

教

大

師

の

『

法

華

秀

句

』

と

い

う

書

に

、

法

華

の

教

え

の

勝

れ

て

い

る

こ

と

を

十

種

挙

げ

て

い

る

。

そ

の

中

に

「

即

身

成

仏

化

導

勝

」

と

い

っ

て

、

こ

の

龍

女

成

仏

が

第

八

に

挙

げ

て

あ

る

。

時

に

こ

の

龍

女

成

仏

は

天

台

一

家

の

大

論

で

あ

っ

て

、

成

仏

と

言

っ

て

も

真

実

の

佛

に

な

る

の

も

成

仏

。

ま

た

、

天

台

で

は

、

十

住

の

位

の

初

め

初

住

に

い

た

る

と

、

真

如

の

理

を

証

っ

て

十

方

世

界

へ

顕

れ

て

、

八

相

示

現

し

て

佛

の

相

と

な

る

。

こ

れ

が

他

の

経

で

は

、

初

地

の

位

に

当

た

る

。
『

大

無

量

寿

経

』

の

初

め

の

一

時

来

会

ま

で

の

列

衆

嘆

徳

と

あ

っ

て

、

大

経

の

会

座

に

集

ま

っ

た

聖

衆

が

、

皆

十

方

世

界

へ

顕

れ

て

は

八

相

示

現

す

る

程

の

菩

薩

で

あ

る

が

、

そ

れ

が

、

大

経

演

説

の

時

に

、

一

時

に

来

会

し

た

ま

う

た

と

の

意

味

。

こ

れ

が

、

天

台

で

は

初
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住

、

別

教

で

は

初

地

と

な

る

。

よ

っ

て

こ

の

龍

女

の

成

仏

も

初

住

の

成

仏

だ

と

い

う

説

が

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、
『

念

仏

名

義

集

』

中

十

右

に

、

法

然

聖

人

の

聖

光

房

へ

の

お

話

を

見

る

と

、

法

然

聖

人

の

御

意

な

ど

は

、

初

住

成

仏

を

正

義

と

す

る

御

意

と

見

え

る

。

成

る

程

初

住

成

仏

の

方

が

文

も

理

も

強

い

。

こ

れ

等

か

ら

見

る

と

、

こ

の

佛

に

成

る

と

い

う

も

と

は

、

初

住

成

仏

の

こ

と

で

あ

る

と

見

る

こ

と

が

出

来

る

。

○

こ

の

あ

さ

ま

し

き

身

の

念

仏

し

て

等

と

は

。

「

あ

さ

ま

し

き

」

と

は

、

破

戒

無

智

の

こ

と

。
「

念

仏

」

と

は

、

一

向

専

修

の

念

仏

。
「

往

生

」

と

は

、

宗

祖

に

お

い

て

は

、

往

生

即

成

仏

で

、

こ

の

世

が

不

退

で

、

浄

土

は

直

ち

に

成

仏

と

な

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

隆

寛

師

の

意

な

ど

で

は

、

往

生

し

て

一

分

の

真

如

を

證

る

こ

と

と

な

る

。

そ

こ

が

無

生

忍

の

不

退

転

で

あ

る

。

今

は

、

そ

の

意

味

で

あ

る

。

法

華

の

教

え

の

龍

女

成

仏

と

い

う

の

も

無

生

忍

不

退

の

こ

と

で

あ

る

。

浄

土

門

で

往

生

と

云

っ

て

い

る

の

も

無

生

忍

不

退

。

法

華

と

念

仏

と

入

り

門

が

違

っ

た

と

し

て

も

、

得

る

と

こ

ろ

は

共

に

無

生

忍

不

退

で

あ

る

。

○

し

ば

ら

く

い

り

か

ど

等

。

「

ま

ち

ま

ち

」

と

は

、

色

々

に

横

竪

に

分

か

れ

て

い

る

こ

と

が

ま

ち

ま

ち

。

ま

ち

と

い

う

と

、

所

の

よ

う

に

考

え

、

在

所

を

町

と

い

う

の

- 150 -

は

愚

か

な

こ

と

で

、

千

町

田

と

い

う

言

葉

が

あ

る

よ

う

に

、

田

が

い

ろ

い

ろ

に

分

か

れ

て

い

る

様

な

も

の

を

千

町

田

言

う

。

よ

っ

て

、

竪

横

の

筋

が

様

々

に

な

っ

て

い

る

と

こ

ろ

を

町

と

い

う

。

○

お

ち

つ

く

と

こ

ろ

と

は

。

落

居

す

る

と

こ

ろ

の

意

味

で

あ

る

。

○

ひ

と

つ

な

り

と

は

。

共

に

無

生

忍

不

退

を

得

る

こ

と

。

○

善

導

の

た

ま

は

く

八

万

四

千

の

門

等

と

は

。

こ

こ

は

証

拠

を

引

か

れ

た

も

の

で

あ

る

。
『

法

事

讃

』

下

初

の

長

い

文

章

で

、

即

ち

「

有

流

見

解

心

非

一

故

有

八

万

四

千

門

。

門

門

不

同

亦

非

別

。

別

々

之

門

還

是

同

」

と

あ

る

。

こ

の

文

を

こ

こ

に

挙

げ

た

も

の

で

あ

る

。

時

に

、

こ

の

「

か

え

り

て

」

と

云

う

字

に

つ

い

て

、

『

法

事

讃

』

に

は

、
「

還

」

の

字

が

書

い

て

あ

る

。

こ

れ

を

「

か

え

り

て

」

と

読

ん

で

も

良

い

け

れ

ど

も

、
「

と

た

」

と

い

う

読

み

方

も

あ

る

。
「

ま

た

」

と

読

む

方

も

良

く

聞

く

。

八

万

四

千

の

門

門

と

別

け

た

時

は

別

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

得

る

と

こ

ろ

の

不

退

転

へ

立

ち

戻

っ

て

み

れ

ば

、
ま

た

同

事

で

あ

る

の

で

、
外

の
「

ま

た

」
を

書

か

ず

、

「

還

」

の

字

を

書

い

た

も

の

で

あ

る

。

向

こ

う

へ

行

っ

た

も

の

が

、

又

、

も

と

へ

か

え

る

の

が

「

還

」
。

も

と

仏

は

不

退

無

生

忍

を

得

さ
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せ

る

為

。
そ

こ

は

、
も

と

た

だ

一

で

あ

る

の

を

得

る

よ

う

に

開

い

て

、

衆

生

の

機

が

様

々

で

あ

る

の

で

、

八

万

四

千

と

分

け

た

も

の

。

得

る

と

こ

ろ

は

、

も

と

よ

り

不

退

無

生

忍

の

た

め

で

あ

る

か

ら

、

そ

こ

へ

還

っ

て

く

る

の

で

あ

る

。

こ

の

意

味

を

知

ら

な

い

と

、

か

え

っ

て

と

言

う

意

義

が

理

解

出

来

な

く

な

る

。

○

し

か

れ

ば

す

な

は

ち

み

な

こ

れ

等

と

は

。

聖

道

浄

土

共

に

釈

迦

の

説

で

あ

る

。

そ

れ

を

是

非

す

る

こ

と

は

、

一

仏

を

別

意

と

す

る

よ

う

な

こ

と

だ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

求

那

抜

摩

三

蔵

の

偈

(

梁

『

高

僧

伝

』

三

の

十

七

左

)

に

、
「

諸

論

各

異

端

修

行

理

無

二

偏

執

有

是

非

達

者

無

違

諍

」

と

い

っ

て

い

る

の

は

、

こ

の

意

味

で

あ

る

。

○

い

つ

れ

を

ま

さ

れ

り

等

は

。

説

明

を

待

た

ず

し

て

知

る

べ

し

。

○

あ

や

ま

り

て

法

華

の

諸

等

と

は

。

こ

れ

は

答

の

第

三

段

で

、

ま

た

あ

え

て

云

う

て

見

た

な

ら

ば

「

念

仏

が

最

も

勝

っ

て

い

る

」

と

言

っ

て

も

良

い

。

こ

こ

は

、

実

義

を

顕

す

と

こ

ろ

で

、

全

体

と

し

て

法

然

聖

人

の

御

教

化

は

、
「

聖

道

は

難

し

く

浄

土

は

易

し

い

」

と

述

べ

ら

れ

、

難

易

が

主

と

な

っ

て

、

早

く

言

え

ば

仰

せ

が

手

ぬ

る

い

よ

う

に

見

え

る

。

ま

た

、

宗

祖

は

実

に

聖

道

門

を

打

ち

伏

せ

て

浄

土

門

を

想

像

以

上

に

高

く

さ

れ

て

い

る

。

こ

の
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事

が

昔

か

ら

気

に

か

か

っ

て

い

た

と

こ

ろ

が

、

良

忠

の

『

決

疑

鈔

』

等

所

々

に

法

然

聖

人

か

ら

の

お

伝

え

に

、
「

聖

道

門

を

引

き

込

む

に

は

、

難

易

を

以

て

引

き

込

め

。

其

の

実

義

は

勝

劣

だ

」

と

仰

せ

ら

れ

た

と

云

う

こ

と

が

あ

る

。
〔

校

訂

者

云

く

『

決

疑

鈔

』

一

の

十

五

、

『

徹

選

擇

鈔

』

初

等

の

文

を

云

う

〕

こ

れ

は

、

偽

り

で

は

な

い

真

伝

と

み

え

る

。

こ

れ

か

ら

思

え

ば

、

宗

祖

は

ひ

と

か

す

り

無

し

に

直

ち

に

勝

劣

の

実

義

に

よ

っ

て

の

御

判

釋

と

思

は

れ

る

。
時

に

西

の

法

霖

、

或

い

は

東

の

公

嚴

法

憧

は

、

今

家

の

法

門

を

取

り

誤

っ

て

い

る

。

そ

れ

が

聖

道

の

一

乗

に

張

り

合

っ

て

、

浄

土

の

法

を

高

々

と

説

い

て

い

る

の

で

、

ど

う

み

て

も

我

も

真

如

・

仏

も

真

如

。

同

一

法

性

と

云

う

ほ

ど

高

い

こ

と

は

な

い

の

で

、
念

仏

往

生

は

ど

う

し

て

も

低

く

な

る

。

よ

っ

て

法

性

真

如

を

引

っ

張

り

出

し

て

、

法

性

真

如

か

ら

聖

道

に

立

ち

合

う

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

は

、

ど

れ

程

立

ち

合

っ

て

も

、

同

じ

こ

と

よ

り

外

に

は

角

力

は

と

れ

な

い

。

初

心

の

者

は

良

く

心

得

る

べ

き

で

あ

る

。

法

然

聖

人

の

法

門

は

極

上

・

低

い

。

宗

祖

の

法

門

は

極

上

・

高

い

。

天

地

の

相

違

に

見

え

る

け

れ

ど

も

宗

祖

の

極

上

・

高

い

法

門

は

、

法

然

聖

人

の

極

上

・

低

い

法

門

を

其

の

ま

ま

に

置

い

て

お

い

て

、

推

し

上

げ

た

も

の

で

あ

る

。

弥

陀

は

西

方

に

あ

り

、

我

等

は

東

方

に

あ

る

。

弥

陀

は

仏

で

あ

り

、

我

ら

は

凡

夫

で

あ

る

。

弥

陀

と

衆

生

と

を

す

っ

ぱ

り

と

分

け

て

、

そ

の

弥

陀

に

す

が

っ

て

衆

生

が

念

仏
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す

れ

ば

、

今

死

ん

で

も

仏

な

で

あ

る

。

一

念

信

じ

一

念

称

え

て

、

そ

の

ま

ま

で

目

を

つ

ぶ

っ

て

も

成

仏

。

そ

れ

を

自

慢

げ

な

聖

道

に

対

す

る

と

、

ど

れ

程

の

自

慢

を

し

て

も

、

我

即

仏

で

あ

る

と

見

開

い

て

、

直

ち

に

成

仏

と

は

云

わ

せ

な

い

。

成

る

程

、

大

地

か

ら

一

歩

上

が

っ

て

も

空

。

天

ま

で

上

っ

て

も

空

。

空

は

同

じ

で

あ

っ

て

も

高

下

は

万

里

の

差

が

あ

る

。

我

即

仏

だ

と

見

開

い

て

、

一

分

仏

の

部

に

入

っ

て

も

、

修

行

せ

ず

に

仏

果

を

得

る

と

い

う

教

え

は

な

い

。

煩

悩

を

消

さ

ず

に

成

仏

す

る

と

い

う

法

は

な

い

。

其

処

を

押

さ

え

て

末

法

の

今

時

の

機

根

は

な

か

な

か

そ

の

よ

う

に

は

い

か

な

い

。
や

っ

た

と

こ

ろ

が

、

手

間

が

か

か

る

。

修

行

の

道

を

取

っ

て

押

さ

え

て

、

浄

土

の

法

を

見

よ

。

ず

る

賢

い

よ

う

で

あ

る

が

、

一

念

信

じ

て

一

声

称

え

て

も

、

往

生

す

れ

ば
「

不

断

煩

悩

得

涅

槃

」
で

あ

る

。
ず

る

賢

い

念

仏

往

生

を

、

深

い

勝

れ

た

と

い

う

天

台

真

言

を

取

っ

て

押

さ

え

た

の

が

宗

祖

で

あ

る

。

よ

っ

て

何

か

真

如

法

性

か

ら

云

う

と

勝

れ

る

と

い

う

に

思

う

の

は

却

っ

て

劣

る

こ

と

と

な

る

。

劣

り

は

て

た

る

よ

う

な

念

仏

を

つ

か

ま

え

て

、

劣

ろ

う

が

下

ろ

う

が

爺

や

婆

々

も

一

念

で

往

生

成

仏

す

る

と

、

こ

れ

か

ら

法

を

立

て

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

○

あ

や

ま

り

て

と

は

。

こ

の

言

葉

に

、

具

体

的

に

述

べ

て

い

く

こ

と

と

す

る

。

今

こ

の

文

に

当

っ

て

明

ら

か

に

し

よ

う

。

答

え

の

初

め

の

「

た

と

い

」

に

か

か

っ
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て

い

る

。

こ

れ

は

、

実

際

に

は

そ

う

で

は

な

い

け

れ

ど

も

、

今

仮

に

設

け

て

、
「

彼

は

深

く

こ

れ

は

浅

し

」

と

言

っ

て

い

る

こ

と

よ

り

、

「

た

と

い

」

と

か

か

っ

て

い

る

も

の

で

あ

る

。

ま

た

、

次

に

は

、
「

ま

こ

と

に

こ

れ

こ

そ

諸

教

に

す

ぐ

れ

た

り

」

と

あ

る

。

こ

こ

に

は

「

ま

こ

と

に

」

と

あ

る

。

そ

う

で

あ

る

か

ら

、

実

際

に

は

念

仏

が

勝

れ

て

い

る

。
そ

れ

を

仮

に

設

け

て

言

っ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、
上

に
「

た

と

い

」

と

い

っ

て

、

今

は

ま

た

一

往

と

い

う

の

で

あ

る

か

ら

「

あ

や

ま

り

て

」

と

い

っ

て

い

る

。

上

の

「

た

と

い

」

と

か

み

あ

わ

せ

る

意

味

で

、

よ

く

意

味

が

分

か

る

。

身

近

に

言

う

と

、

取

り

違

え

て

と

い

う

意

味

。

す

べ

て

昔

の

文

章

は

、
「

さ

て

こ

そ

あ

ら

め

」

な

ど

と

云

う

言

葉

を

使

っ

て

、

長

い

言

葉

を

一

口

で

早

く

知

ら

せ

た

も

の

で

あ

る

。

○

法

華

の

諸

教

に

す

ぐ

れ

た

り

と

は

。

『

法

華

秀

句

』

の

「

十

勝

」

の

如

し

。

○

五

逆

の

達

多

と

は

。

こ

れ

は

『

法

華

経

』

の

「

提

婆

達

多

品

」

に

出

て

い

る

。

五

逆

罪

の

提

婆

も

法

華

一

乗

の

法

で

は

、

天

王

如

来

と

な

る

と

い

う

意

味

。

○

八

歳

の

龍

女

と

は

。

『

法

華

秀

句

』

に

云

わ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

の

身

は

畜

生

で

、

女

性

。

(

時

代

を

反

映

し

た

差

別

的

表

現

)

年

齢

を

云

え

ば

わ

ず

か

に

八

歳

。
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そ

れ

が

成

仏

し

た

と

い

う

の

で

、

勝

れ

て

い

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

時

に

『

涅

槃

経

』

等

に

つ

い

て

、

天

台

宗

で

戒

定

緩

急

の

四

句

分

別

が

説

か

れ

る

。

全

て

戒

は

各

身

分

に

生

ま

れ

る

因

と

な

る

も

の

。

定

慧

と

い

う

も

の

は

、

證

り

の

因

に

な

る

も

の

で

、

そ

の

中

に

、
「

一

者

戒

急

定

緩

」

と

は

、

戒

は

緩

く

し

て

定

慧

を

善

く

努

め

た

も

の

。

こ

れ

は

天

人

な

ど

に

は

生

ま

れ

る

が

(

智

慧

な

く

)

鈍

な

者

で

鈍

で

あ

る

。
「

二

者

定

急

戒

緩

」
。

こ

れ

は

、

戒

は

緩

く

畜

生

な

ど

で

あ

り

、

定

慧

の

因

で

利

根

と

な

る

。
「

三

者

定

戒

共

急

」
。

こ

れ

は

仏

や

菩

薩

等

は

、

ご

身

分

も

良

く

、

御

智

慧

も

勝

れ

て

い

る

。
「

四

者

戒

定

倶

緩

」
。

今

日

の

我

々

の

よ

う

に

悪

し

く

し

て

智

慧

も

な

い

。

こ

の

四

句

で

は

か

る

と

、
こ

の

龍

女

等

は

、
経

文

(

科

註

五

ー

十

三

)

に

も

、

智

慧

利

根

と

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

よ

く

て

戒

緩

定

急

で

あ

り

、

智

慧

が

利

根

で

あ

る

か

ら

成

仏

し

た

も

の

と

い

え

る

。

今

、

こ

の

念

仏

は

身

分

が

劣

っ

て

い

た

と

し

て

も

、

悪

か

ろ

う

が

智

慧

が

な

か

っ

た

と

し

て

も

、

た

だ

本

願

を

信

ず

れ

ば

皆

成

仏

す

る

。

な

る

ほ

ど

、

実

に

最

勝

の

法

で

あ

る

こ

と

に

は

違

い

は

な

い

。

○

こ

の

念

仏

も

ま

た

し

か

な

り

等

。

こ

の

書

き

方

は

、

表

で

は

法

華

の

教

え

と

同

格

に

し

て

い

る

が

、

内

裏

で

は

、

な

お

法

華

の

教

え

に

勝

れ

る

こ

と

を

顕

し

て

い

る

。

○

諸

教

に

き

ら

は

れ

諸

教

に

す

て

ら

れ

た

る

悪

人

女

人

。
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こ

れ

を

浄

土

門

か

ら

云

え

ば

、

成

る

ほ

ど

五

逆

や

女

人

を

救

う

法

華

の

教

え

で

は

あ

る

が

、
今

日

の

悪

人

・

女

人

が

洩

れ

る

こ

と

と

な

る

。

そ

れ

を

救

う

念

仏

の

教

え

で

あ

る

か

ら

、

一

番

勝

れ

た

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

○

す

み

や

か

に

と

は

。

順

次

の

往

生

の

こ

と

で

あ

る

。

○

ま

よ

ひ

を

ひ

る

が

へ

し

さ

と

る

と

は

。

往

生

・

無

生

忍

。

○

い

は

ば

ま

こ

と

に

こ

れ

こ

そ

等

。

「

こ

れ

こ

そ

」

と

は

、

念

仏

。
「

い

は

ば

」

と

は

、

漢

文

で

は

、

可

謂

の

意

味

。

○

ま

さ

に

し

る

べ

し

震

旦

等

。

以

下

三

重

に

答

え

終

わ

っ

て

、

結

勧

す

る

こ

と

の

意

。

伝

教

大

師

の

『

無

量

義

経

註

』

の

下

(

二

右

)

に

「

言

當

知

者

勧

知

之

辞

也

」

と

あ

っ

て

、

此

「

ま

さ

に

し

る

べ

し

」

も

「

當

知

」

と

書

く

。

こ

れ

は

勧

誡

の

言

葉

で

あ

る

。

○

曇

鸞

道

綽

の

こ

と

は

、

和

讃

等

の

如

く

で

あ

る

。

○

顕

密

の

法

を

な

げ

す

て

て

等

。

時

に

曇

鸞

大

師

・

道

綽

禅

師

の

時

代

に

、

密

教

は

ま

だ

伝

わ

っ

て

い
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な

い

。

従

っ

て

「

顕

密

を

捨

て

て

」

と

い

う

の

は

、

元

は

『

往

生

要

集

』

に

よ

っ

て

、

総

て

聖

道

を

捨

て

る

意

を

顕

し

た

も

の

で

あ

る

。

又

、
「

真

言

一

教

貞

元

中

興

」

と

云

わ

れ

、

唐

の

貞

元

年

中

に

伝

わ

っ

た

が

、

し

か

し

真

言

密

教

は

昔

か

ら

有

っ

た

と

云

う

事

も

考

え

ら

れ

る

。

○

日

本

の

惠

心

永

観

等

と

は

。

こ

れ

は

、
『

往

生

要

集

』

や

『

往

生

拾

因

』

等

に

記

さ

れ

て

有

る

こ

と

で

あ

る

。

○

こ

の

こ

ろ

の

意

図

は

、

末

法

・

衰

末

の

今

の

世

の

こ

と

。

○

か

の

ひ

と

び

と

に

ま

さ

り

て

と

は

。

曇

鸞

大

師

・

道

綽

禅

師

・

惠

心

僧

都

・

永

観

律

師

よ

り

も

勝

れ

て

と

い

う

事

。

○

智

慧

も

ふ

か

く

戒

行

も

等

と

は

。

此

處

等

は

、

も

て

あ

そ

ん

だ

言

葉

。

曇

鸞

大

師

・

道

綽

禅

師

・

惠

心

僧

都

・

永

観

律

師

に

す

ぐ

れ

た

る

者

の

あ

る

べ

き

筈

は

無

い

け

れ

ど

も

、

未

だ

聖

道

が

勝

れ

て

い

る

と

頑

張

る

な

ら

ば

、

此

れ

ら

の

人

々

に

も

勝

れ

た

人

で

あ

る

は

ず

と

い

う

意

味

が

あ

る

。

○

い

ず

れ

の

法

門

に

等

と

は

。

不

退

転

・

無

生

忍

を

得

る

べ

き

だ

と

云

う

こ

と

。

- 158 -

○

み

な

縁

に

し

た

が

ひ

て

等

。

こ

れ

は

、

三

心

の

文

に

あ

る

こ

と

で

あ

る

。

過

去

の

因

縁

因

縁

で

其

法

に

帰

依

す

れ

ば

、

自

分

が

好

き

こ

の

む

か

ら

と

て

、

人

の

好

き

こ

の

む

こ

と

を

嫌

っ

て

は

な

ら

な

い

と

い

う

事

。

○

た

だ

わ

が

身

の

行

を

は

か

ら

へ

と

は

。

自

分

の

能

力

を

考

え

よ

と

い

う

事

で

、

法

の

勝

劣

の

詮

議

は

い

ら

な

い

と

い

う

こ

と

。

自

分

が

出

来

る

行

か

、

出

来

な

い

行

か

を

考

え

よ

と

い

う

こ

と

。

【

第

三

問

答

】

(

淨

全

巻

續

九

・P
5
8

下

)

【

元

文

】

ま

た

、

あ

る

ひ

と

と

ふ

て

い

は

く

、

念

佛

す

と

も

、

三

心

を

し

ら

で

は

、

往

生

す

べ

か

ら

ず

と

、

さ

ふ

ら

ふ

な

る

は

、

い

か

が

し
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さ

ふ

ら

ふ

べ

き

と

。

師

の

い

は

く

、

ま

こ

と

に

し

か

な

り

、

た

だ

し

、

故

法

然

聖

人

の

お

ほ

せ

ご

と

あ

り

し

は

、

三

心

を

し

れ

り

と

も

、

念

佛

せ

す

は

、

そ

の

詮

な

し

、

た

と

ひ

、

三

心

を

し

ら

ず

と

も

、

念

佛

た

に

ま

ふ

さ

は

、

そ

ら

に

三

心

は

具

足

し

て

、

極

楽

に

は

生

ず

べ

し

と

、

お

ほ

せ

ら

れ

し

を

、

ま

さ

し

く

う

け

た

ま

は

り

し

こ

と

、

こ

の

ご

ろ

、

こ

ゝ

ろ

え

あ

は

す

れ

ば

、

ま

こ

と

に

さ

も

と

、

お

ぼ

へ

た

る

な

り

、

た

だ

し

、

を

の

ゝ

ゝ

存

ぜ

ら

れ

ん

と

こ

ろ

の

こ

ゝ

ち

を

あ

ら

は

し

た

ま

へ

、

そ

れ

を

き

ゝ

て

、

三

心

に

あ

た

り

あ

た

ら

ぬ

よ

し

を

分

別

せ

ん

と

三

、
「

ま

た

あ

る

ひ

と

と

ふ

て

い

は

く

念

仏

す

」

等

「

必

具

三

心

」

を

顕

す

に

二

有

り

＊

「

明

必

具

」

(

必

具

を

明

か

す

意

義
)

此

科

文

の

意

。

前

の

大

意

の

下

で

述

べ

終

わ

っ

て

い

る

。

「

一

向

専

修

」

の

念

仏

に

は

、

自

ず

か

ら

三

心

が

具

足

す

と

い

う

の
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は

法

然

聖

人

の

説

。

そ

れ

を

伝

え

て

今

、

専

修

念

仏

に

は

、

必

ず

三

心

を

具

足

す

る

と

云

う

義

理

を

明

ら

か

に

す

る

。

そ

れ

に

つ

い

て

先

ず

、

専

修

の

念

仏

に

必

ず

三

心

を

具

す

る

と

い

う

こ

と

明

ら

か

に

し

て

、

次

に

三

心

を

述

べ

、

又

第

八

問

答

で

元

の

一

向

専

修

へ

か

え

っ

て

、

三

心

は

自

ず

か

ら

専

修

に

こ

も

る

こ

と

に

帰

結

す

る

。

依

っ

て

、
『

後

世

物

語

』

為

語

(

以

後

か

)

一

部

を

つ

つ

づ

め

る

と

、

一

向

専

修

の

念

仏

に

は

自

ず

か

ら

三

心

具

足

す

る

と

云

う

義

理

を

顕

し

た

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

が

も

と

は

善

導

大

師

の

「

三

心

釋

」

の

解

釈

は

お

お

よ

そ

紙

は

八

枚

程

有

っ

て

、

実

に

廣

い

解

釈

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

其

の

見

込

み

が

大

事

で

、
『

大

無

量

寿

經

』

で

も

「

至

心

信

楽

欲

生

」

と

説

い

て

い

る

だ

け

で

、

別

に

「

至

心

」

は

斯

く

の

如

く

発

し

、
「

信

楽

」
「

欲

生

」

は

斯

く

の

如

き

信

相

と

別

に

説

い

て

い

る

と

こ

ろ

は

な

い

。
『

観

無

量

寿

経

』

で

も

、
「

一

者

至

誠

心

・

二

者

深

心

・

三

者

回

向

発

願

心

」
と

出

し

て

い

る

だ

け

で

、
別

に

其

の

信

相

の

説

示

は

な

い

。

是

が

深

く

経

説

に

目

を

着

け

る

べ

き

處

で

、
此

の

三

心

と

い

う

も

の

は

、

必

ず

し

も

難

し

い

心

で

は

な

い

。
「

至

心

」

と

い

う

の

は

、

俗

語

で

「

ほ

ん

ま

に

」

と

言

う

程

の

心

の

も

の

で

、

本

願

を

信

じ

念

仏

す

る

に

嘘

で

良

い

は

ず

が

な

い

。

よ

っ

て

、
「

至

心

」

は

た

だ

「

ま

こ

と

」

と

い

う

心

。
「

信

楽

」
「

深

心

」

は

、

疑

い

晴

れ

た

心

の

動

か

な

い

こ

と

。
「

欲

生

」

は

、

浄

土

へ

ま

い

り

た

い

と

い

う

心

の

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

が

三
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心

で

あ

る

か

ら

、
『

大

無

量

寿

経

』

に

も

『

観

無

量

寿

経

』

に

も

説

く

必

要

も

な

い

こ

と

だ

か

ら

、
別

に

説

か

れ

な

い

。
よ

っ

て

善

導

大

師

は

、

八

紙

に

余

る

解

釋

を

し

て

い

る

け

れ

ど

も

、

早

く

云

え

ば

、

解

義

門

(

解

釈

の

た

め

)

の

釋

で

は

な

く

、

勧

進

門

(

勧

め

る

た

め

)

の

釋

で

あ

る

。

訳

意

を

理

解

さ

せ

る

た

め

に

釋

さ

れ

た

の

で

は

な

い

。

実

に

疑

い

晴

れ

て

、

浄

土

を

願

う

事

を

勧

め

る

た

め

に

長

い

法

談

に

な

っ

て

、

紙

八

丁

(

八

枚

)

に

も

広

が

っ

て

い

る

け

れ

ど

も

、

其

の

義

は

、
「

至

と

は

眞

」

で

あ

り

、
「

誠

と

は

実

」

な

り

。
「

至

誠

心

」

は

、
「

真

実

」

の

義

で

あ

る

。
「

深

心

」

と

は

、
「

深

信

の

心

」

な

り

で

、
「

深

く

信

ず

る

」

の

義

。

「

回

向

発

願

」
と

は

、
浄

土

へ

ま

い

り

た

い

と

い

う

こ

と

(

願

生

心

)

で

、

解

義

の

釋

は

こ

れ

で

す

べ

て

で

あ

る

。
他

は

、
勧

進

の

説

の

み

で

あ

る

。

又

、

宗

祖

は

、
「

信

心

為

本

」

で

三

心

を

信

巻

二

巻

に

解

釈

さ

れ

て

い

る

お

ら

れ

る

け

れ

ど

も

驚

く

こ

と

で

は

な

い

。
「

三

信

(

三

心

)

は

た

だ

「

疑

わ

な

い

」

と

い

う

一

心

。
「

信

心

」

は

も

と

仏

の

回

向

と

此

の

義

を

成

り

立

た

せ

る

た

め

に

、
本

末

二

巻

に

な

さ

れ

た

も

の

で

あ

っ

て

、

実

は

何

で

も

な

い

こ

と

で

あ

る

。

よ

っ

て

こ

れ

は

法

然

聖

人

相

承

の

説

で

あ

る

。
「

別

説

三

心

」
。
「

総

帰

深

心

」
。
「

結

帰

専

修

」

と

此

の

三

義

に

止

ま

る

こ

と

を

見

開

い

て

、
「

三

心

」

の

決

定

は

「

専

修

」
。
「

一

向

専

修

す

れ

ば

覚

え

ず

知

ら

ず

具

足

す

る

」

と

い

う

義

に

落

ち

着

く

。

こ

れ

は

自

然

に

具

し

。
「

知

ら

ね

ど

も

そ

な

わ

る

」

と

云

う

意

味

。
『

論
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語

』

や

『

孝

経

』

を

読

み

明

か

し

て

も

、

親

に

不

幸

で

は

読

ん

だ

甲

斐

(

意

味

)

は

な

い

。

ど

ん

な

愚

か

者

で

も

親

に

孝

行

す

れ

ば

『

孝

経

』

の

義

は

具

わ

る

。

三

心

の

名

さ

え

知

ら

な

い

け

れ

ど

も

、

実

際

に

「

浄

土

へ

参

り

た

い

と

念

仏

す

れ

ば

往

生

す

る

」

と

思

っ

て

称

え

れ

ば

、

知

ら

な

く

て

も

三

心

は

具

足

す

る

。

こ

れ

が

法

然

聖

人

相

承

の

説

で

あ

る

。

時

に

、

其

処

に

あ

る

の

は

、

法

然

聖

人

は

「

称

え

る

行

者

の

心

に

三

心

は

具

足

す

る

」

と

言

っ

て

い

る

の

が

表

で

、

親

鸞

聖

人

は

、
「

称

え

ら

れ

る

名

号

に

仏

の

三

心

が

具

足

す

る

」

と

言

う

の

が

表

で

あ

る

。

こ

れ

は

大

事

な

こ

と

で

、

法

然

聖

人

は

三

心

の

帰

結

は

「

専

修

」
。

親

鸞

聖

人

は

、

三

心

の

帰

結

は

「

専

修

」

で

は

あ

る

け

れ

ど

、

其

の

「

専

修

す

る

念

仏

の

心

に

三

心

が

具

足

す

る

」

こ

と

は

後

に

置

き

、
「

称

え

ら

れ

る

名

号

に

具

足

す

る

」

と

云

う

の

で

あ

る

。

こ

れ

左

右

の

意

味

が

あ

る

。

そ

こ

で

、

親

鸞

聖

人

の

御

釋

で

は

「

欲

生

の

体

は

信

楽

」
。
「

信

楽

の

体

は

至

心

」
。
「

至

心

の

体

は

尊

号

」

と

帰

結

す

る

。

こ

れ

を

ひ

っ

く

り

返

す

と

、
「

名

号

が

至

心

」

と

な

り

、
「

至

心

が

信

楽

」

と

な

る

の

で

あ

る

。

さ

ら

に

「

信

楽

が

欲

生

」

と

な

る

。

こ

の

様

に

も

と

へ

戻

す

と

「

名

号

」

に

な

っ

て

し

ま

う

。

よ

っ

て

「

一

流

の

安

心

の

体

と

い

う

こ

と

は

南

無

阿

弥

陀

仏

で

あ

る

」

等

(

『

御

文

章

』

四

帖

の

一

四

通

)

の

こ

れ

が

、

我

が

宗

の

相

承

で

あ

る

。

さ

て

、

そ

う

で

あ

る

な

ら

ば

法

然

聖

人

は

、

た

だ

行

者

の

心

に

三

心
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が

具

足

す

る

と

仰

せ

ら

れ

た

の

み

か

と

考

え

る

に

、

行

者

の

信

や

行

で

は

往

生

は

出

来

な

い

と

示

さ

れ

て

い

る

。

い

か

に

行

者

が

信

力

を

出

し

て

も

、

そ

れ

で

往

生

は

出

来

な

い

と

も

示

さ

れ

て

い

る

。

又

、

行

者

の

強

弱

で

往

生

の

可

否

は

定

め

ら

れ

な

い

と

示

さ

れ

て

い

る

。
こ

れ

は
「

三

心

」

を

勧

め

ら

れ

て

い

る

の

か

と

思

え

ば

、

行

者

の

信

心

で

は

往

生

は

出

来

な

い

。

な

ぜ

な

の

か

。
「

本

願

名

号

」

と

示

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

こ

と

よ

り

、

法

然

聖

人

の

御

意

も

決

着

す

る

と

こ

ろ

は

本

願

の

他

力

の

信

で

あ

る

。

ま

た

、

親

鸞

聖

人

の

「

他

力

回

向

の

三

心

」

と

強

く

押

し

示

さ

れ

る

の

か

と

云

え

ば

、

又

、
「

ま

こ

と

の

信

心

う

る

ひ

と

は

」
「

信

楽

ま

こ

と

に

う

る

ひ

と

は

」

等

と

あ

っ

て

、

論

ず

る

に

は

及

ば

な

い

。

嘘

で

浄

土

へ

参

れ

る

訳

は

な

い

。

信

ぜ

ず

・

願

わ

ず

に

往

け

る

訳

も

な

い

。

行

者

の

心

に

三

心

を

勧

め

る

謂

わ

れ

は

な

い

。

だ

か

ら

三

心

の

落

ち

着

く

處

は

、

実

に

「

本

願

を

信

じ

浄

土

を

願

う

と

こ

ろ

の

行

者

の

心

に

あ

る

。

子

ど

も

が

泣

い

た

か

ら

と

い

っ

て

腹

は

ふ

く

れ

な

い

。

腹

を

ふ

く

ら

せ

る

に

は

親

の

乳

。
「

三

心

」

は

も

と

仏

が

成

就

さ

れ

て

い

る

か

ら

こ

そ

往

生

で

き

る

。

其

れ

を

「

仏

力

」

と

い

う

も

「

他

力

」

と

云

う

も

、

突

き

詰

め

れ

ば

た

だ

「

名

号

」

で

あ

る

。

よ

っ

て

兎

に

よ

ら

ず

角

に

よ

ら

ず

、

往

生

の

願

行

は

た

だ

「

名

号

」

に

成

就

さ

れ

て

い

る

と

信

じ

て

称

え

る

外

は

な

い

。

さ

て

、

こ

の

第

三

問

答

は

、

先

ず

文

面

の

上

は

「

必

具

三

心

の

義

」
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で

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

そ

こ

に

謂

わ

れ

の

あ

る

の

は

、

こ

の

三

心

と

云

い

な

が

ら

邪

義

が

破

さ

れ

て

あ

り

、

よ

っ

て

、

先

ず

こ

の

問

答

は

、

一

念

義

を

破

し

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

暇

が

あ

っ

て

病

気

が

よ

け

れ

ば

続

い

て

読

む

が

、

当

流

の

学

問

は

詳

細

に

な

っ

て

は

い

る

が

、

こ

の

昔

の

異

義

を

知

ら

な

い

で

述

べ

る

の

で

、

文

の

正

し

い

義

が

分

か

ら

な

く

な

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

一

念

・

多

念

・

諸

行

の

三

異

義

に

つ

い

て

、

能

く

弁

え

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

先

ず

は

こ

の

第

三

問

答

は

、

一

念

義

を

破

し

、

第

四

問

答

は

諸

行

を

破

す

る

と

捉

え

て

見

る

べ

き

で

あ

る

。
今

、
そ

一

念

義

に

つ

い

て

、

成

覺

師

と

法

本

師

で

は

少

し

相

違

が

あ

る

。

成

覺

師

は

、

真

如

の

理

に

契

っ

て

一

声

称

え

て

往

生

す

る

と

説

く

。

行

空

師

は

真

如

の

理

を

諦

め

た

な

ら

ば

、

一

声

も

い

ら

な

い

と

説

く

。

こ

の

外

、

臨

終

の

一

声

で

た

す

か

る

と

い

う

一

念

も

あ

る

。

具

体

的

に

は

『

一

多

分

別

事

』

で

述

べ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

中

今

は

、

成

覺

師

を

本

と

し

、

行

空

師

を

兼

ね

て

い

る

と

見

る

べ

き

で

あ

る

。

即

ち

「

真

実

」

と

は

仏

の

真

如

。

「

深

心

」

と

は

、

真

如

の

甚

深

で

廣

大

で

あ

る

こ

と

。

こ

の

真

如

の

真

実

・

甚

深

で

あ

る

義

に

契

っ

て

我

も

真

如

・

仏

も

真

如

と

證

る

こ

と

を

「

三

心

」

と

す

る

。

こ

の

三

心

を

知

っ

て

見

れ

ば

、

仏

も

な

く

・

衆

生

も

な

く

、

弥

陀

も

な

く

・

我

も

無

し

。

共

に

同

一

法

性

の

仏

。

こ

の

一

念

に

成

仏

し

終

わ

る

と

い

う

意

味

で

あ

る

か

ら

、

念

仏

は

い

ら

な

い

も
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の

に

な

る

。

こ

の

様

に

證

る

と

云

う

の

に

は

、

文

を

曲

げ

・

義

を

曲

げ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

、

そ

の

よ

う

に

曲

げ

さ

せ

る

た

め

に

学

問

を

す

す

め

る

の

で

あ

る

。

そ

こ

で

こ

れ

を

「

学

問

念

仏

」

と

云

う

。

こ

の

立

て

る

と

こ

ろ

は

、

他

の

人

は

知

ら

な

い

が

、
『

直

指

念

仏

往

生

義

』

と

い

う

書

が

あ

り

、

こ

れ

に

は

大

変

具

体

的

に

説

か

れ

て

い

る

。

○

あ

る

ひ

と

と

ふ

て

い

は

く

等

。

こ

れ

は

、

早

く

見

れ

ば

一

念

邪

義

を

あ

る

人

に

し

て

、

問

い

を

挙

げ

た

も

の

で

あ

る

。

○

念

仏

す

と

も

と

は

。

牛

の

吠

え

る

様

な

、

狗
(

い

ぬ

)

の

啼

く

様

な

念

仏

は

役

に

立

た

な

い

も

の

と

す

る

と

言

う

意

味

。

○

三

心

を

し

ら

で

は

等

と

は

。

学

問

し

て

三

心

の

義

を

知

り

、

真

如

の

理

に

適

わ

な

い

な

い

な

ら

ば

と

い

う

意

味

。

こ

れ

を

し

ら

な

い

で

は

と

い

う

が

、

学

問

念

仏

の

目

印

で

あ

る

。

「

師

い

は

く

ま

こ

と

に

し

か

」

等

と

は
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○

「

ま

こ

と

に

し

か

な

り

」

と

は

、

一

念

義

の

者

が

学

問

を

し

て

、

三

心

を

し

ら

な

け

れ

ば

往

生

は

で

き

な

い

と

い

っ

て

い

る

。
そ

の

三

心

の

立

て

方

。
念

仏

を

捨

て

る

義

は

、

実

に

恐

ろ

し

い

邪

義

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

信

が

無

く

て

は

な

ら

な

い

と

い

う

の

は

、

本

願

に

も

三

信

を

誓

い

、

観

経

に

も

三

心

を

説

き

、

善

導

も

「

若

少

一

心

即

不

得

生

」

と

判

釈

し

て

、

捨

て

ら

れ

な

い

こ

と

だ

か

ら

、

三

心

が

無

く

て

は

は

叶

わ

な

い

と

い

う

言

葉

の

上

は

、

実

に

然

り

と

許

し

た

も

の

。

○

た

だ

し

法

然

上

人

の

仰

せ

と

は

。

『

和

語

燈

録

』

等

、

諸

処

に

で

て

い

る

仰

せ

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

今

こ

の

師

と

さ

す

の

は

、

隆

寛

師

の

こ

と

で

、

常

に

法

然

聖

人

に

面

授

し

て

御

言

葉

を

聞

い

た

人

た

ち

。

こ

の

書

に

あ

る

、

あ

の

書

に

あ

る

と

言

う

の

は

疎

い

。

法

然

聖

人

直

伝

の

言

葉

。

ま

た

、
『

止

観

義

例

随

釋

』

と

い

う

書

に

、

外

道

と

問

答

す

る

と

き

は

、

道

理

で

推

せ

。

出

家

と

問

答

す

る

と

き

は

、

仏

教

を

引

け

。

同

宗

の

中

で

論

ず

る

な

ら

祖

師

の

言

葉

を

引

け

と

か

か

れ

て

い

る

。
こ

れ

は

尤

も

な

こ

と

で

、

仏

を

尊

ば

な

い

者

な

ら

ば

、

仏

説

で

あ

っ

た

と

し

て

も

受

け

入

れ

は

し

な

い

。

よ

っ

て

道

理

で

詰

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ま

た

、

仏

教

徒

で

あ

っ

た

な

ら

ば

、

仏

説

と

聞

い

た

な

ら

ば

一

言

も

な

い

は

ず

な

の

で

、

仏

教

を

引

い

て

そ

の

義

を

立

て

る

。

同

宗

の

な

か

な

ら

ば

そ
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の

祖

師

の

言

葉

ほ

ど

成

り

立

つ

も

の

は

無

い

。

今

一

念

の

邪

義

で

も

法

然

聖

人

の

門

下

の

こ

と

で

あ

る

か

ら

、

祖

師

の

言

葉

を

引

い

て

推

し

伏

せ

た

も

の

で

あ

る

。

○

故

法

然

上

人

と

は

。

故

は

、
物

故

な

ど

を

い

う

故

の

字

で

あ

る

。
死

ん

だ

人

を

故

と

い

う

。

今

法

然

聖

人

滅

後

で

あ

る

か

ら

、
「

故

法

然

上

人

」

と

言

う

の

で

あ

る

。

さ

て

、

こ

の

御

言

葉

、

西

山

鎮

西

等

共

に

こ

れ

を

言

わ

な

い

流

儀

は

な

い

。

そ

れ

が

前

に

述

べ

た

様

に

、

法

然

聖

人

の

骨

目

は

一

心

専

念

の

正

定

業

。

ま

た

、

本

願

の

称

我

名

号

。

こ

の

一

向

専

修

に

止

ま

っ

て

三

心

・

四

修

・

五

念

を

念

仏

の

中

に

包

含

さ

れ

て

い

る

と

い

う

御

す

わ

り

か

ら

出

た

も

の

で

あ

る

。

親

鸞

聖

人

の

『

末

灯

鈔

』

十

六

に

、
「

学

匠

沙

汰

せ

さ

せ

た

ま

ひ

さ

ふ

ら

は

で

、

往

生

を

と

げ

さ

せ

た

ま

ひ

候

べ

し

、

故

法

然

聖

人

は

、
「

浄

土

宗

の

人

は

愚

者

に

な

り

て

往

生

す

」

と

候

し

こ

と

を

た

し

か

に

う

け

た

ま

は

り

候

し

う

え

に

、

も

の

を

も

お

ほ

え

ぬ

あ

さ

ま

し

き

人

々

の

ま

い

り

た

る

を

御

覧

し

て

は

往

生

必

定

す

べ

し

と

て

え

ま

せ

た

ま

ひ

し

を

、

み

ま

い

ら

せ

さ

ふ

ら

ひ

き

。

文

沙

汰

し

て

さ

か

さ

か

し

き

ひ

と

の

ま

い

り

た

る

を

ば

、
往

生

い

か

ん

が

あ

ら

ん

す

ら

ん

と

た

し

か

に

う

け

た

ま

は

り

き

」

と

あ

る

。

こ

れ

が

今

と

同

じ

事

で

、

三

心

を

知

っ

た

と

し

て

も

念

仏

せ

ず

ば

其

れ

詮

な

し

と

。

彼

の

さ

か

さ

か

し

き

人

の

こ

と

。
「

念

仏
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だ

だ

に

申

せ

ば

」

と

は

、

彼

の

も

の

を

も

覚

え

な

い

(
何

も

知

ら

な

い

)

あ

さ

ま

し

き

人

々

の

こ

と

で

あ

る

。

さ

れ

ば

、

法

然

聖

人

が

常

に

申

さ

れ

た

事

に

違

い

な

い

。
と

こ

ろ

で

、
親

鸞

聖

人

の

御

教

化

は

、

今

こ

こ

で

の

法

然

聖

人

の

御

言

葉

の

裏

返

し

で

、

信

心

を

得

れ

ば

自

ず

か

ら

念

仏

は

出

来

る

と

、

信

に

念

仏

を

込

め

て

が

常

々

の

仰

せ

で

あ

っ

た

。

そ

れ

で

は

法

然

聖

人

と

表

裏

に

な

る

か

と

言

え

ば

、

先

程

来

述

べ

て

い

る

通

り

、

法

然

聖

人

は

一

念

義

が

信

心

さ

え

得

れ

ば

、

念

仏

し

な

く

て

も

い

い

と

言

っ

て

い

る

が

、

そ

れ

に

当

た

っ

て

お

ら

れ

る

の

で

、
「

一

向

専

修

に

は

、

三

心

自

ず

か

ら

有

り

」

と

仰

っ

て

い

る

。
親

鸞

聖

人

は

ま

た

、
そ

の

法

然

聖

人

の

お

言

葉

に

関

わ

っ

て

、

た

だ

称

え

れ

ば

や

た

ら

に

信

が

あ

る

と

一

念

義

を

打

破

し

す

ぎ

て

信

心

が

な

く

な

る

。

そ

の

誤

り

を

払

お

う

と

さ

れ

て

い

る

の

で

、

裏

返

し

に
「

信

に

念

仏

が

具

わ

る

」
と

仰

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。
し

か

し

、

当

流

の

も

の

は

そ

の

親

鸞

聖

人

の

お

心

に

慣

れ

て

し

ま

っ

て

、

念

仏

に

信

心

の

具

足

す

る

と

い

う

こ

と

を

言

わ

ず

、

念

仏

に

信

心

が

具

足

す

る

と

云

え

ば

、

何

か

他

の

浄

土

宗

の

様

に

理

解

し

て

し

ま

う

。

こ

れ

は

、

誤

り

で

あ

る

。

実

を

言

え

ば

、

行

に

信

を

具

足

す

る

義

が

あ

り

、

信

に

行

が

具

す

る

義

も

あ

る

。

各

々

の

示

す

処

は

、

一

義

(

同

義

)

で

あ

る

。

互

い

に

相

違

し

な

い

。

こ

れ

、

三

十

五

の

願

に

は

、

信

は

あ

っ

て

も

行

が

な

い

。

そ

の

仏

の

本

願

力

の

文

も

ま

た

同

じ

で
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あ

る

。

こ

れ

は

、

名

号

に

願

行

成

就

。

称

え

れ

ば

た

す

か

る

と

信

じ

た

も

の

だ

か

ら

、

称

え

る

の

は

当

た

り

前

。

信

心

に

念

仏

を

入

れ

て

説

い

た

も

の

。

ま

た

、
「

念

佛

衆

生

摂

取

不

捨

」

な

ど

は

、

行

に

信

を

入

れ

た

も

の

で

、

一

向

専

修

し

て

、

脇

見

を

せ

ず

に

称

え

れ

ば

、

疑

わ

な

い

信

も

あ

り

、

誠

に

浄

土

を

願

う

心

も

あ

り

、

念

仏

に

信

の

具

足

す

る

義

も

あ

る

の

で

、
行

に

信

を

入

れ

て

説

い

た

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

信

と

行

と

は

車

の

両

輪

。

鳥

の

双

翼

の

様

な

も

の

で

あ

る

か

ら

、

十

八

願

に

も

信

行

を

並

べ

、

親

鸞

聖

人

も

(

『

末

灯

鈔

』

二

十

七

左

)

「

信

心

有

り

と

も

名

号

を

称

へ

ざ

ら

ん

は

詮

な

く

候

。

ま

た

、

一

向

名

号

を

称

う

と

も

信

心

あ

さ

く

ば

往

生

し

が

た

く

候

」

と

あ

る

。

こ

の

意

味

を

極

め

て

辨

え

て

い

な

い

と

宗

意

を

乱

す

こ

と

に

な

る

。

○

三

心

を

し

れ

り

と

も

と

は

。

「

し

れ

り

」

と

は

、

知

解

学

問

し

て

三

心

の

理

を

知

っ

て

も

と

云

う

こ

と

。

こ

れ

に

目

を

着

く

べ

し

。

三

心

を

知

る

と

は

い

え

ど

も

、

次

に

念

仏

せ

ず

ば

と

あ

る

。
念

仏

せ

ず

と

も

よ

い

と

落

ち

着

い

た

三

心

、

こ

れ

は

実

の

信

心

で

は

な

い

。

ま

こ

と

の

信

心

の

謂

わ

れ

を

知

っ

た

こ

と

に

も

な

ら

な

い

。
「

念

仏

往

生

」

と

信

知

し

た

こ

と

こ

そ

知

る

と

言

う

こ

と

に

な

る

。

さ

れ

ば

、

こ

の

「

知

れ

り

」

と

は

、

真

実

に

知

る

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

け

れ

ど

も

、

一

往

に

許

容

し

て

知

れ

り
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と

も

と

言

っ

た

も

の

で

あ

る

。

○

念

仏

せ

ず

ば

と

は

。

行

空

師

の

一

念

は

、

無

行

の

一

念

で

あ

る

。

こ

れ

は

、
『

漢

語

燈

録

』

巻

十

の

「

北

趣

起

請

」

に

あ

る

。

幸

西

師

の

「

一

念

」

は

一

声

の

一

念

で

あ

る

。

こ

れ

は

、
『

黒

谷

伝

』

二

十

九

の

基

親

の

問

答

に

見

え

る

。

た

だ

し

、

こ

の

幸

西

師

は

、

一

声

で

も

と

念

仏

は

立

て

る

が

、

実

は

言

い

訳

の

念

仏

で

、

真

実

の

理

に

か

な

え

ば

念

仏

は

い

ら

な

い

と

言

う

考

え

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

「

無

行

」

と

「

一

声

」

共

に

押

さ

え

て

「

念

仏

せ

ず

」

と

示

し

て

あ

る

。

○

そ

の

詮

な

し

と

は

。

往

生

が

出

来

な

い

と

い

う

事

。

念

仏

往

生

こ

そ

本

願

で

あ

る

。

念

仏

し

な

い

者

の

往

生

す

る

と

い

う

の

は

謂

わ

れ

が

な

い

と

い

う

こ

と

。

○

た

と

ひ

三

心

を

し

ら

ず

と

も

等

。

「

た

と

い

」

と

は

、

他

力

念

仏

の

行

者

の

中

に

理

を

知

っ

た

も

の

も

い

る

か

ら

、

そ

れ

を

あ

え

て

簡

ん

で

述

べ

た

も

の

で

あ

る

。

○

三

心

を

し

ら

ぬ

と

も

と

は

。

義

を

知

ら

な

い

と

云

う

こ

と

で

は

な

い

。

名

さ

え

知

ら

な

い

者

と

い

う

こ

と

。

○

念

仏

だ

に

も

う

さ

ば

と

は

。

こ

れ

は

、

一

向

専

修

の

他

力

念

仏

の

こ

と

で

あ

る

。

前

よ

り

話

し

て
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き

た

様

に

、

だ

だ

念

仏

た

だ

念

仏

と

あ

る

の

を

、

称

え

る

の

み

と

思

っ

て

は

な

ら

な

い

。

一

向

専

修

の

他

力

念

仏

の

こ

と

で

あ

。

故

に

一

筋

に

念

仏

す

る

と

こ

ろ

に

三

心

が

具

足

す

る

。

こ

れ

、

法

然

聖

人

の

お

示

し

い

た

だ

い

た

三

心

。
こ

の

度

具

体

的

に

調

べ

て

み

た

と

こ

ろ

、

前

に

述

べ

た

三

義

で

あ

る

。
「

別

説

三

心

」
。
「

総

帰

深

心

」
。
「

結

帰

専

修

」

で

あ

る

。

そ

の

「

結

帰

専

修

」

は

、
「

結

帰

他

力

」

と

い

う

と

こ

ろ

も

あ

る

。

こ

れ

は

面

白

い

こ

と

で

、

三

心

釋

が

深

心

に

落

ち

着

く

こ

と

は

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

。

そ

の

深

心

が

機

の

深

信

は

善

通

寺

を

捨

て

る

こ

と

。

法

の

深

信

は

他

力

の

願

力

に

乗

ず

る

こ

と

。

そ

こ

で

三

心

が

深

心

に

な

り

、

深

心

が

他

力

に

帰

す

る

こ

と

に

決

ま

る

か

ら

、

三

心

の

落

ち

入

る

所

は

他

力

に

す

が

る

こ

と

と

な

る

。

三

心

と

は

言

う

け

れ

ど

も

、

念

仏

の

行

者

が

弥

陀

に

よ

り

た

の

む

帰

命

の

一

心

で

あ

る

。

こ

れ

で

良

く

分

か

る

。

時

に

、
「

結

帰

専

修

」

と

「

結

帰

他

力

」

と

は

こ

れ

は

同

じ

で

あ

る

。

そ

れ

は

先

ず

、
「

専

修

」

と

は

何

か

。
「

南

無

阿

弥

陀

仏

、

南

無

阿

弥

陀

仏

」

と

は

何

か

。
「

阿

弥

陀

仏

た

す

け

た

ま

え

」

と

い

う

こ

と

。

さ

れ

ば

「

専

修

」

と

は

我

が

自

力

を

捨

て

て

弥

陀

に

た

す

け

た

ま

へ

だ

か

ら

こ

れ

は

他

力

で

あ

る

。

こ

の

理

か

ら

推

す

と

実

に

一

向

専

修

に

三

心

具

足

す

る

と

い

う

こ

と

と

な

る

。

よ

っ

て

「

念

仏

だ

に

も

う

さ

ば

」

と

は

、

自

力

を

捨

て

て

他

力

に

す

が

っ

た

一

向

専

修

の

こ

と

と

な

る

。

こ

こ

を

押

さ

え
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て

、
「

そ

ら

に

三

心

は

具

足

」

し

て

と

云

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

○

そ

ら

と

は

。

或

い

は

「

自

然

」

と

あ

る

処

も

あ

り

、

こ

の

「

そ

ら

」

と

い

う

字

、

色

々

の

字

も

あ

る

が

、
「

闇

」

の

字

を

そ

ら

と

い

う

。

こ

れ

が

良

く

か

な

う

。

披

読

闇

誦

と

い

っ

て

、

御

経

を

見

て

読

む

の

が

読

ノ

字

の

意

味

。

経

文

を

見

ず

に

読

む

の

が

、

誦

の

字

の

意

味

。

常

に

「

そ

ら

よ

み

」

と

言

う

の

が

誦

の

字

に

当

た

る

。

よ

っ

て

、

そ

ら

よ

み

は

、

だ

ら

だ

ら

と

よ

む

。

そ

の

声

が

知

ら

ず

知

ら

ず

に

経

文

に

か

な

う

。

こ

れ

を

「

闇

」

と

い

う

の

で

あ

る

。

三

心

の

釋

も

知

ら

ず

名

も

知

ら

な

い

。

称

え

る

と

こ

ろ

に

そ

ら

に

具

わ

る

。

四

つ

五

つ

の

小

僧

が

、

御

経

を

見

せ

て

も

如

の

字

一

字

も

読

め

な

い

。

し

か

し

、

口

拍

子

(

口

伝

て

)

に

覚

え

て

読

ま

せ

る

と

小

経

を

読

む

事

が

出

来

る

。

そ

の

よ

う

に

在

家

愚

鈍

の

者

、

三

心

の

名

も

知

ら

な

い

け

れ

ど

も

、

其

の

義

に

か

な

う

事

が

出

来

る

意

。

○

ま

さ

し

く

う

け

た

ま

は

り

し

こ

と

と

は

。

隆

寛

師

が

目

の

当

た

り

に

法

然

聖

人

よ

り

聞

い

た

と

い

う

こ

と

。

○

こ

の

こ

ろ

こ

こ

ろ

え

あ

わ

す

れ

ば

等

。

文

を

解

釈

し

な

く

て

も

理

解

で

き

る

よ

う

に

、

こ

の

法

然

上

人

の

仰

せ

は

、

実

に

そ

の

通

り

だ

と

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

と

言

う

こ

と

。

と

こ

ろ

で

、

そ

の

こ

と

が

ど

う

し

て

知

る

こ

と

が

出

来

る

か

と

い

う
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と

、

こ

の

事

に

つ

い

て

は

所

々

に

あ

っ

て

、

学

問

し

て

三

心

の

意

義

を

知

る

と

い

う

考

え

の

一

念

義

の

人

々

は

、

多

く

が

臨

終

が

悪

い

・

一

向

無

我

に

念

仏

す

る

者

は

、

臨

終

が

善

い

。

こ

の

臨

終

の

善

悪

で

往

生

の

得

否

を

推

し

進

め

て

い

く

と

、

三

心

を

知

ら

な

く

て

も

目

出

度

く

臨

終

す

る

故

に

、

念

仏

だ

け

申

せ

ば

三

心

具

足

と

言

う

こ

と

の

道

理

。

現

在

臨

終

が

善

い

と

い

う

こ

と

で

わ

か

る

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

、

こ

れ

を

『

捨

て

子

問

答

』

(

上

十

六

右

)

に

は

、

｢

神

妙

に

往

生

す

る

｣

と

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

こ

の

こ

と

は

尽

き

な

い

事

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

臨

終

の

善

悪

を

以

て

未

来

を

は

か

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
『

楽

邦

文

類

』
(

四

十

一

)

に

『

守

護

國

界

陀

羅

尼

経

』

が

引

い

て

あ

る

文

。
『

諸

経

要

集

』

(

十

七

の

十

五

左

)

に

は

、
『

阿

育

王

太

子

経

』

を

引

い

て

具

に

出

て

い

る

。

但

し

、

こ

れ

は

一

往

の

説

で

あ

り

、

は

っ

き

り

と

論

じ

て

い

る

の

は

『

念

仏

往

生

決

心

記

』

(

十

六

)

で

あ

る

。

詰

ま

る

と

こ

ろ

、

我

が

子

さ

え

見

損

な

う

凡

夫

人

の

往

生

を

見

る

は

ず

は

な

い

。

ま

た

、

天

魔

が

死

体

へ

入

っ

て

悪

相

を

現

し

て

、

往

生

し

な

い

よ

う

に

見

せ

る

こ

と

も

あ

る

。

ま

た

、

往

生

し

た

よ

う

に

見

せ

る

こ

と

も

あ

る

。

ま

た

、

親

や

師

匠

の

こ

と

は

良

く

言

い

い

た

い

の

が

常

で

、

子

や

弟

子

が

善

き

臨

終

だ

と

言

い

ふ

ら

す

こ

と

も

あ

る

。

よ

っ

て

、

一

往

臨

終

の

善

悪

を

以

て

は

い

う

べ

き

で

は

な

い

。

然

し

、

そ

こ

に

留

意

す

べ

き

事

が

あ

る

の

は

、

一

念

義

が

平
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生

の

一

声

で

往

生

す

る

と

強

調

し

、
臨

終

が

善

い

と

思

う

こ

と

ま

で

、

自

力

だ

と

謗

る

事

に

よ

っ

て

、

経

の

論

説

、

一

往

は

臨

終

の

善

悪

を

以

て

言

わ

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

と

い

え

る

。

故

に

こ

れ

を

い

う

こ

と

も

あ

り

、

ま

た

、

多

念

方

の

義

で

は

、

ほ

と

ん

ど

臨

終

の

善

悪

で

定

め

る

と

の

説

も

あ

る

。
今

は

そ

の

中

一

往

の

説

と

見

る

べ

き

で

あ

る

。

○

た

だ

し

を

の

を

の

等

。

こ

れ

は

以

後

の

問

答

の

発

起

で

、

そ

の

三

心

の

具

・

不

具

を

質

問

者

に

言

わ

せ

て

み

て

分

別

す

る

形

式

。
こ

れ

は

。
興

味

あ

る

書

き

方

で

、

「

を

の

を

の

」

と

は

、

以

前

に

あ

っ

た

十

四

・

五

人

の

こ

と

。

○

存

せ

ら

れ

ん

と

こ

ろ

の

こ

こ

ち

を

あ

ら

わ

し

た

ま

え

と

は

。

こ

こ

ろ

の

う

ち

を

言

っ

て

み

な

さ

い

と

云

う

意

で

あ

る

。

○

そ

れ

を

き

き

て

等

。

「

あ

た

り

」

と

は

、

当

の

字

。

契

当

の

意

味

。

か

な

う

か

・

か

な

わ

な

い

か

を

、

あ

た

り

・

あ

た

ら

ぬ

と

云

っ

て

い

る

。

○

よ

し

と

は

。

義

の

字

。

○

分

別

せ

ん

と

は

、

隆

寛

師

に

『

一

念

多

念

分

別

事

』

と

い

う

書

が

あ

る

。

そ

れ

ら

に

習

っ

て

「

分

別

」

と

云

っ

た

も

の

で

あ

ろ

う

か

。



- 175 -

【

第

四

問

答

】

(

淨

全

巻

續

九

・P
5
9

上

～

-
6
0

上

)

【

元

文

】

あ

る

ひ

と

い

は

く

、

念

佛

す

れ

と

も

、

こ

ゝ

ろ

に

妄

念

を

お

こ

せ

ば

、

外

相

は

た

う

と

く

み

え

、

内

心

は

わ

ろ

き

ゆ

へ

に

、

虚

仮

の

念

佛

と

な

り

て

、
真

実

の

念

佛

に

あ

ら

す

と

ま

ふ

す

こ

と

、

ま

こ

と

に

と

お

ぼ

へ

て

、

お

も

ひ

し

づ

め

て

、

こ

ゝ

ろ

を

す

ま

し

て

、

ま

ふ

さ

ん

と

す

れ

ど

も

、

お

ほ

か

た

わ

が

こ

ゝ

ろ

の

つ

や

ゝ

ゝ

と

ゝ

の

へ

が

た

く

さ

ふ

ら

ふ

を

は

、

い

か

が

つ

か

ま

つ

る

へ

き

と

。

師

の

い

は

く

、

そ

の

こ

ゝ

ち

、

す

な

は

ち

自

力

に

か

ゝ

え

ら

れ

て

、
他

力

を

し

ら

ず

、
す

で

に

至

誠

心

の

か

け

た

り

け

る

な

り

、

く

だ

ん

の

、

口

に

念

佛

を

と

な

ふ

れ

ど

も

、

こ

こ

ろ

に

妄

念

の
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と

ど

ま

ら

ね

ば

、

虚

仮

の

念

佛

と

い

ひ

て

、

こ

こ

ろ

を

す

ま

し

て

ま

ふ

す

べ

し

と

す

す

め

け

る

も

、

や

か

て

至

誠

心

か

け

た

る

虚

仮

の

念

佛

者

に

て

あ

り

け

り

と

き

こ

え

た

り

、

そ

の

こ

こ

ろ

に

妄

念

を

と

ゝ

め

て

、

口

に

名

號

を

と

な

へ

て

、

内

外

相

応

す

る

を

虚

仮

は

な

れ

た

る

至

誠

心

の

念

佛

な

り

と

ま

ふ

す

ら

ん

は

、

こ

の

至

誠

心

を

し

ら

ぬ

も

の

な

り

、

凡

夫

が

眞

實

に

し

て

行

す

る

念

佛

は

、

ひ

と

へ

に

自

力

に

し

て

、

彌

陀

の

本

願

に

た

が

へ

る

こ

こ

ろ

な

り

、

す

て

に

み

づ

か

ら

、

そ

の

こ

こ

ろ

を

き

よ

む

と

い

ふ

な

ら

ば

、

聖

道

門

の

こ

こ

ろ

な

り

、

浄

土

門

の

こ

こ

ろ

に

あ

ら

ず

、

難

行

道

の

こ

こ

ろ

に

し

て

、

易

行

道

の

こ

こ

ろ

に

あ

ら

す

、

こ

れ

を

こ

こ

ろ

う

べ

き

や

う

は

、

い

ま

の

凡

夫

み

づ

か

ら

煩

悩

を

断

ず

る

こ

と

か

た

け

れ

ば

、

妄

念

ま

た

と

ど

め

か

た

し

、

し

か

る

を

彌

陀

佛

、

こ

れ

を

か

ん

が

み

て

、

か

ね

て

か

か

る

衆

生

の

た

め

に

他

力

本

願

を

た

て

、

名

號

の

不

思

議

に

て

、

衆

生

の

つ

み

を

の

ぞ

か

ん

と

ち

か

ひ

た

ま

へ

り

、

さ

れ

は

こ

そ

他

力

と

も

な

づ

け

た

れ

、

こ

の

こ

と

は

り

を

こ

ゝ

ろ

え

つ

れ

ば

、

わ

が

こ

こ

ろ

に

て

、

も

の

う

る

さ

く

妄

念

妄

想

を

と

ど

め

し

と

も

た

し

な

ま

ず

、

し

づ

め

が

た

き

あ

し

き

こ

こ

ろ

、

み

た

れ

ち

る

こ

こ

ろ

を

、

し

づ

め

ん

と

も

た

し

な

ま

ず

、

こ

ら

し

が

た

き

観

念

観

法

を

、

こ

ら

す

と

も

は

け

ま

ず

、

た

だ

佛
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の

名

願

を

念

す

れ

ば

、

本

願

か

き

り

あ

る

ゆ

へ

に

、

貪

瞋

癡

の

煩

悩

を

た

た

え

た

る

身

な

れ

ど

も

、

か

な

ら

す

、

往

生

す

と

信

し

た

れ

は

こ

そ

、

こ

ゝ

ろ

や

す

け

れ

、

さ

れ

ば

こ

そ

易

行

道

と

は

な

づ

け

た

れ

、

も

し

身

を

い

ま

し

め

、

こ

ゝ

ろ

を

と

ゝ

の

へ

、

こ

こ

ろ

を

す

ま

し

お

ほ

せ

て

つ

と

め

ば

、

か

な

ら

ず

し

も

佛

力

を

た

の

ま

ず

と

も

、

生

死

を

は

な

れ

な

ん

と

。

四

、

あ

る

ひ

と

い

は

く

、

く

ち

に

念

仏

等

＊

「

明

三

心

義

」

(
三

心

の

義

を

明

か

す

)

三

心

の

義

を

明

か

す

に

、

初

別

明

三

(

初

め

に

別

し

て

三

を

明

か

す

)

＊

「

初

至

誠

心

」

さ

て

、

こ

の

第

四

問

答

。
「

至

誠

心

」

で

あ

る

こ

と

は

、

文

の

上

で

明

ら

か

で

あ

る

。

こ

の

問

い

に

挙

げ

て

破

す

る

と

こ

ろ

は

、

先

ず

、

そ

の

体

を

確

認

し
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て

お

く

必

要

が

あ

る

。

こ

の

第

四

問

答

は

、

定

心

念

仏

即

ち

諸

行

本

願

の

邪

偽

で

あ

る

。

も

と

は

こ

れ

『

往

生

拾

因

』

に

よ

っ

て

、

出

雲

路

の

住

心

が

述

べ

た

と

こ

ろ

で

あ

る

。

そ

れ

を

受

け

た

の

が

九

品

寺

の

覚

明

で

あ

る

。

こ

の

立

て

方

は

粗

ぼ

法

然

聖

人

開

宗

説

に

述

べ

た

通

り

で

あ

る

。

こ

の

住

心

の

旧

跡

は

、

今

の

京

都

の

廬

山

寺

。

九

品

寺

は

跡

が

絶

え

て

な

い

。

鎌

倉

に

は

淨

光

明

寺

と

い

う

寺

を

建

て

、

昔

は

盛

ん

で

あ

っ

た

。
そ

の

寺

の

流

義

は

、
天

台

・

真

言

・

律

・

浄

土

の

四

宗

兼

学

で

、

持

戒

を

根

本

と

し

て

い

る

。

念

仏

も

心

を

乱

し

な

が

ら

称

え

た

の

で

は

往

生

で

き

な

い

。

妄

念

を

静

め

て

定

心

に

な

っ

て

称

え

て

往

生

す

る

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

そ

の

立

て

前

は

『

決

答

疑

問

鈔

』

上

一

六

に

詳

し

く

説

か

れ

て

い

る

。

○

く

ち

に

念

仏

す

れ

ど

も

等

。

口

と

は

、

外

相

。

こ

こ

ろ

と

は

内

心

で

あ

る

。

○

外

相

は

た

ふ

と

く

み

え

内

心

は

わ

ろ

き

と

は

、

口

の

外

相

は

念

仏

し

て

貴

い

よ

う

に

見

え

て

、

心

の

内

心

は

三

毒

の

煩

悩

の

ま

ま

。

こ

れ

で

は

外

善

内

悪

で

虚

仮

雑

毒

の

念

仏

だ

と

い

う

の

で

あ

る

。

○

真

実

の

念

仏

に

あ

ら

ず

と

ま

ふ

す

こ

と

と

は

。

至

誠

心

の

真

実

の

念

仏

者

は

、

内

心

は

清

浄

で

外

相

は

念

仏

で

、

心
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に

妄

念

無

く

し

て

口

に

称

え

ね

ば

、

至

誠

心

の

念

仏

で

は

な

い

と

い

う

。

即

ち

『

捨

子

問

答

』

一

六

右

に

は

、
「

至

誠

心

欠

け

た

り

」

と

あ

る

。

○

お

も

ひ

し

つ

め

て

と

は

、

息

慮
(

息

を

凝

ら

す

し

て

考

え

る

)

の

こ

と

。

○

こ

こ

ろ

を

す

ま

し

て

と

は

、

凝

心

(

心

を

一

身

に

凝

ら

す

こ

と

)

。

心

の

お

も

い

即

ち

煩

悩

が

な

く

な

っ

て

、

心

の

内

を

清

浄

真

実

に

し

て

と

心

掛

か

る

こ

と

。

○

お

ほ

か

た

わ

か

こ

こ

ろ

等

。

わ

が

心

と

は

、

散

乱

妄

念

の

心

こ

と

。

○

つ

や

つ

や

と

は

、

都

(

す

べ

て

)

の

字

。

す

べ

て

さ

っ

ぱ

り

と

と

云

う

意

味

。

○

と

と

の

へ

と

は

、

調

の

字

。

調

は

調

利

の

義

で

あ

る

。

腹

の

悪

い

の

を

不

調

利

と

い

う

如

く

、

煩

悩

妄

念

の

腹

を

調

利

す

る

と

い

う

こ

と

。

余

他

の

こ

と

は

推

し

て

知

る

べ

し

。

こ

れ

は

定

心

念

仏

で

あ

っ

て

、

兼

ね

て

は

散

善

心

が

あ

る

こ

と

を

知

っ

て

お

く

べ

き

で

あ

る

。

「

師

い

は

く

そ

の

こ

こ

ち

」

等
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今

こ

の

第

四

問

答

に

挙

げ

て

あ

る

の

は

、
定

心

念

仏

が

も

と

で

あ

る

。

答

え

に

示

し

た

の

は

、
「

至

誠

心

」

の

意

。

時

に

、

こ

の

三

心

釈

が

難

し

い

と

い

わ

れ

る

の

は

、

こ

の

至

誠

心

釈

の

こ

と

。

ま

ず

、

善

導

の

釈

の

表

面

は

、

外

相

に

賢

善

精

進

の

相

を

現

じ

て

、

心

が

五

悪

懈

怠

で

は

内

外

不

相

応

の

不

至

誠

心

。

よ

っ

て

、

三

毒

煩

悩

を

押

し

伏

せ

て

、

真

実

清

浄

に

な

れ

。

弥

陀

因

位

の

修

行

も

真

実

清

浄

で

あ

る

か

ら

、

不

実

不

浄

で

は

往

生

が

で

き

る

は

ず

が

な

い

。
そ

れ

に

つ

い

て

、
自

利

真

実

、

利

他

真

実

が

あ

っ

て

、

先

ず

自

利

の

我

が

身

の

上

に

も

煩

悩

悪

業

を

押

し

伏

せ

て

、

こ

の

世

を

厭

い

浄

土

参

り

を

し

き

り

に

願

え

と

、

文

の

上

は

こ

の

様

に

見

な

け

れ

ば

ど

う

に

も

な

ら

な

い

。

よ

っ

て

、

善

導

の

至

誠

心

の

文

の

上

で

は

、

こ

の

問

い

に

挙

げ

た

と

こ

ろ

が

正

義

で

、

答

え

に

挙

げ

た

と

こ

ろ

は

善

導

の

意

に

合

致

し

て

い

る

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

今

そ

れ

を

逆

に

し

よ

う

と

い

う

の

だ

か

ら

実

に

疑

問

が

残

る

。

こ

の

事

は

、

大

き

な

問

題

な

の

で

別

に

述

べ

な

け

れ

ば

、

詳

ら

か

に

は

分

か

ら

な

い

。

そ

れ

を

略

し

て

言

う

な

ら

ば

、

ま

ず

、

善

導

の

釈

す

る

三

心

は

、

定

散

二

善

に

亘

り

、

正

行

雑

行

に

通

じ

、

自

力

他

力

兼

持

の

釈

と

い

う

こ

と

は

、

善

導

の

三

心

釈

の

上

に

も

出

て

い

る

。

よ

っ

て

た

だ

弘

願

他

力

真

実

に

受

け

取

る

に

は

無

理

を

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

心

を

据

え

る

必

要

が

あ

る

。
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さ

て

、

そ

の

善

導

の

勧

め

方

は

、

成

る

ほ

ど

弘

願

他

力

で

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

開

宗

説

で

述

べ

た

通

り

、

第

一

に

は

玄

奘

三

蔵

が

天

竺

よ

り

帰

り

、

法

相

を

弘

め

て

草

木

の

な

び

く

ご

と

き

時

代

で

あ

っ

た

。

そ

の

玄

奘

・

慈

恩

は

、

瑜

伽

論

を

根

本

と

す

る

。

そ

の

論

は

、

弥

勒

菩

薩

が

毎

夜

天

か

ら

天

竺

へ

下

っ

て

、

無

著

菩

薩

の

為

に

説

か

れ

た

論

で

あ

る

か

ら

、

弥

勒

菩

薩

の

居

ら

れ

る

忉

利

天

へ

の

往

生

を

願

っ

て

上

生

を

前

に

立

て

る

の

が

当

た

り

前

。

そ

れ

に

つ

い

て

、

極

楽

往

生

の

念

仏

が

邪

魔

に

な

る

の

で

、

西

方

往

生

を

敵

に

し

て

破

す

る

の

で

、

な

か

な

か

極

楽

は

凡

夫

の

往

生

と

は

な

ら

な

い

。

菩

薩

で

な

く

て

は

往

生

で

き

な

い

の

に

、

念

仏

し

て

往

生

す

る

と

い

う

の

は

後

々

の

世

の

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

は

別

時

意

だ

と

い

っ

て

破

し

て

立

て

た

の

が

善

導

の

時

代

で

あ

る

。

そ

の

外

、

三

階

仏

法
(

教
)

と

い

わ

れ

る

も

の

も

あ

り

、

念

仏

は

時

に

合

わ

な

い

と

破

す

る

。

又

、

禅

仏

教

(

宗

)

も

弘

ま

り

か

け

て

い

て

、

本

来

東

西

が

な

い

も

の

を

西

方

を

願

う

の

は

迷

い

愚

か

者

だ

と

破

す

。

法

相

・

三

論

・

禅

(

宗

)

・

三

階

(
教

)

仏

法

な

ど

、

実

に

敵

の

只

中

に

あ

る

。

そ

の

中

で

勧

め

る

の

で

、

た

だ

煩

悩

も

お

こ

せ

、

悪

業

も

か

ま

う

な

。

死

ん

で

か

ら

浄

土

へ

参

る

な

ど

と

説

い

て

み

て

は

、

鼻

で

あ

し

ら

っ

て

受

け

付

け

も

し

な

い

。

よ

っ

て

、

般

舟

三

昧

の

念

仏

に

よ

っ

て

、

身

も

惜

し

ま

ず

、

命

も

惜

し

む

な

。

煩

悩

を

押

し

伏

せ

て

念

仏

せ

よ

。

こ

こ

で

浄

土

を

見

、
こ

こ

で

弥

陀

を

見

る

と

念

仏

の

行

を

厳

し

く

勧

め

。

- 182 -

現

在

の

三

昧

発

得

で

勧

め

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

故

に

、

懐

感

は

も

と

法

相

宗

の

人

で

、

善

導

を

言

い

込

め

に

行

か

れ

た

と

こ

ろ

が

、

も

し

、

仏

教

を

信

ず

る

な

ら

ば

念

仏

も

仏

教

だ

か

ら

、
信

じ

て

称

え

て

み

な

さ

い

。

こ

こ

で

、

弥

陀

を

見

る

ぞ

と

詰

め

よ

っ

て

、

取

っ

た

か

見

た

か

の

理

詰

め

に

あ

っ

て

、

善

導

の

弟

子

に

な

っ

た

の

が

懐

感

師

で

あ

る

。

こ

の

様

な

時

代

を

考

え

て

み

る

と

、

善

導

の

勧

め

の

厳

し

い

こ

と

が

理

解

で

き

る

。

早

い

証

拠

は

、

伝

記

の

中

で

見

る

と

、

善

導

の

勧

め

で

、

木

か

ら

落

ち

水

へ

身

を

投

げ

往

生

を

急

い

だ

者

が

、

百

人

に

余

る

と

あ

る

。

実

に

不

惜

身

命

の

行

。

こ

れ

か

ら

見

て

も

至

誠

真

実

心

の

釈

が

難

し

い

に

違

い

な

い

。

そ

れ

を

弘

願

他

力

の

意

と

見

る

に

は

そ

の

ま

ま

で

は

取

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

い

う

道

理

を

理

解

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
ま

た

、

法

然

聖

人

の

御

釈

を

見

る

と

、

深

心

の

下

へ

至

誠

心

の

文

を

出

さ

れ

て

い

る

。

至

誠

心

の

御

釈

の

下

へ

深

心

の

文

が

出

さ

れ

て

い

る

。

間

違

っ

た

文

が

出

て

い

る

。

今

こ

の

後

世

物

語

も

そ

の

傾

向

が

あ

る

。

こ

れ

が

何

か

と

い

え

ば

、

こ

れ

が

大

切

な

目

の

付

け

所

で

、

こ

の

善

導

の

三

心

釈

は

何

処

へ

決

ま

る

か

と

い

え

ば

、

深

心

へ

決

ま

る

。

そ

の

深

心

は

順

彼

仏

願

故

で

、

第

十

八

願

に

決

ま

る

の

で

あ

る

。

そ

の

十

八

願

は

、

十

方

衆

生

・

諸

有

衆

生

と

挙

げ

て

、

殊

更

に

は

悪

人

の

為

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

機

の

深

心

に

罪

悪

の

凡

夫

と

説

い

て

い

る

。

そ

の

如

何

な

る

悪

人

も

、

称

え

れ

ば

助

か

る

と

い

う

の

が

第

十

八

願

で

あ

る

。

そ

の

第

十

八
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願

が

三

心

の

決

ま

り

。

そ

れ

を

そ

の

ま

ま

放

置

し

て

お

く

と

、

そ

れ

自

体

が

悪

玉

で

あ

る

の

で

、

念

仏

す

れ

ば

往

生

す

る

。

よ

く

よ

く

好

き

な

十

悪

は

、

勝

手

次

第

だ

か

ら

と

思

っ

て

し

ま

い

易

い

の

で

、

そ

れ

で

は

い

け

な

い

と

唯

除

五

逆

と

逆

謗

の

二

つ

を

出

し

て

、

実

は

悪

い

こ

と

は

た

し

な

め

よ

と

抑

止

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

そ

の

第

十

八

願

が

三

心

の

決

ま

り

と

見

る

と

、

そ

の

罪

悪

の

凡

夫

の

乗

彼

願

力

で

往

生

す

る

と

い

う

。

深

心

は

第

十

八

願

の

摂

取

門

の

意

。

よ

っ

て

至

誠

心

の

釈

は

抑

止

門

に

当

た

る

。

抑

止

に

当

た

る

か

ら

煩

悩

悪

業

を

た

し

な

め

よ

と

厳

し

く

な

る

の

で

あ

る

。
こ

の

深

心

は

摂

取

。
至

誠

心

は

抑

止

と

見

る

こ

と

。

即

ち

深

心

釈

に

「

摂

受

衆

生

」

と

あ

る

。

そ

の

「

摂

受

」

が

摂

取

門

の

事

で

あ

る

。

さ

て

、
「

至

誠

心

釈

」

に

「

制

捨

制

捨

」

と

あ

る

。

こ

の

「

制

」

が

抑

制

で

抑

止

門

の

意

で

あ

る

か

ら

、

法

然

聖

人

は

深

心

の

摂

取

の

文

の

と

こ

ろ

へ

、

至

誠

心

の

抑

止

の

文

を

引

き

付

け

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

も

と

の

第

十

八

願

の

文

は

不

取

正

覚

で

本

願

は

済

み

、

唯

除

は

、

釈

迦

の

添

言

。

よ

っ

て

成

丈

に

た

し

な

む

こ

と

と

な

る

。

故

に

、

至

誠

心

の

釈

は

、

馴

れ

合

い

に

す

る

こ

と

が

、

こ

の

至

誠

心

の

釈

と

な

る

。

年

来

苦

に

な

っ

て

、
ど

の

様

に

み

て

も

宗

祖

の

御

意

が

善

導

師

に

合

わ

な

い

。

至

誠

心

の

文

點

な

ど

は

無

理

の

無

理

。

ど

の

様

に

祖

師

で

も

無

理

を

言

っ

て

は

承

知

が

で

き

な

い

。

然

し

、

こ

れ

に

は

訳

あ

り

と

思

っ

て

考

え
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た

と

こ

ろ

、

今

述

べ

た

如

く

こ

の

至

誠

心

の

釈

で

は

無

理

を

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

道

理

に

思

い

当

た

っ

た

。

さ

れ

ば

、

宗

祖

の

ご

無

理

は

ご

も

っ

と

も

な

こ

と

。

そ

の

ご

無

理

ご

尤

も

の

御

釈

、

こ

れ

を

名

月

の

句

に
「

ひ

と

と

せ

の

月

を

こ

も

ら

す

今

宵

か

な

」
と

い

う

こ

と

。

又

、

仲

秋

無

月

の

句

に

同

じ

く

「

ひ

と

と

せ

の

月

を

こ

も

ら

す

今

宵

か

な

」

と

あ

る

。

こ

れ

が

名

句

で

、

名

月

は

一

年

中

の

月

が

こ

も

っ

て

い

る

と

褒

め

る

意

味

が

あ

る

。

又

、

無

月

の

歌

は

、

一

年

中

の

月

さ

え

も

曇

ら

す

も

同

然

と

い

う

こ

と

。

こ

れ

一

文

の

両

義

。

今

こ

の

至

誠

心

の

釈

取

り

方

次

第

で

、

自

力

に

も

他

力

に

も

な

る

。

他

力

へ

の

仕

方

は

、

深

心

の

釈

を

こ

の

至

誠

心

へ

持

ち

込

ん

で

来

て

、

深

心

の

意

で

至

誠

心

を

見

て

し

ま

う

。

こ

れ

が

根

本

。

そ

こ

で

、

こ

の

後

世

物

語

な

ど

も

、

ま

ず

、
そ

の

こ

こ

ろ

で

一

心

一

向

に

弥

陀

を

た

の

む

を

至

誠

心

と

す

る

。

そ

れ

弥

陀

を

た

の

む

と

は

ど

の

よ

う

に

た

の

め

ば

い

い

の

か

。

凡

夫

の

我

は

、

不

実

不

浄

煩

悩

妄

念

が

有

り

余

っ

て

真

実

清

浄

で

は

な

い

。

真

実

清

浄

で

は

な

い

の

で

仏

の

真

実

清

浄

で

助

け

た

も

う

と

、

真

実

清

浄

を

弥

陀

に

す

る

。

そ

の

弥

陀

の

真

実

清

浄

と

は

、

即

ち

名

号

の

真

実

清

浄

。

よ

っ

て

、

曇

鸞

大

師

は

至

極

無

上

清

浄

真

実

の

名

号

と

い

っ

て

お

ら

れ

る

。

こ

れ

で

譬

え

る

と

無

上

宝

珠

が

出

で

て

濁

水

を

清

く

す

る

の

が

宝

珠

。

煩

悩

を

消

す

の

が

名

号

と

譬

え

る

。

そ

の

清

浄

真

実

宝

珠

の

名

号

が

衆

生

の

煩

悩

妄

念

を

消

し

た

も

う

故

に

、

不

実

不

浄

で

あ

る

け
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れ

ど

も

、

弥

陀

の

名

号

の

清

浄

功

徳

に

よ

っ

て

消

滅

す

る

と

。

弥

陀

を

た

の

む

心

を

偽

ら

な

い

の

が

一

心

一

向

。

こ

れ

が

至

誠

心

。

そ

の

疑

い

が

な

く

た

の

む

の

が

無

心

。

そ

れ

よ

り

深

い

の

が

廻

願

心

と

な

る

。

こ

こ

の

こ

と

は

迷

う

こ

と

で

あ

る

の

で

、

確

か

な

こ

と

を

見

手

奥

必

要

が

あ

る

。

「

名

号

」

と

は

何

か

と

い

え

ば

、

無

上

功

徳

。

無

上

功

徳

な

ら

ば

、

凡

夫

の

不

実

不

浄

を

消

す

功

徳

が

無

く

て

、

大

利

無

上

(

無

上

大

利

)

と

云

う

こ

と

は

で

き

な

い

。

さ

れ

ば

、

万

徳

の

名

号

と

い

う

こ

と

さ

え

は

っ

き

り

す

れ

ば

、

清

浄

真

実

の

弥

陀

の

徳

と

い

う

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

こ

の

法

然

聖

人

の

御

釈

の

所

々

を

み

て

み

る

と

、

真

実

至

誠

心

の

義

は

、

な

お

幽

霊

の

如

く

で

あ

る

。

『

選

択

集

』
な

ど

で

は

、
先

ず

、
疏

の

文

の

様

に

、
外

も

賢

善

精

進

、

内

も

賢

善

精

進

と

あ

る

。

そ

れ

か

と

思

え

ば

、
『

和

語

灯

』

(

三

ノ

二

九

右

大

湖

消

息

の

文

等

を

云

)
に

念

仏

の

信

を

得

て

実

に

願

う

が

三

心

と

も

あ

る

。

そ

れ

か

と

思

え

ば

、
『

往

生

大

要

鈔

』

(

和

語

灯

一

ノ

二

一

右

)

に

は

至

誠

心

は

と

て

も

か

な

わ

ぬ

抜

い

て

あ

る

。

又

、
『

念

仏

大

意

』

(

和

語

灯

二

ノ

二

一

右

)

に

は

、

如

何

に

凡

夫

が

信

力

を

出

し

て

も

そ

れ

で

往

生

は

で

き

な

い

と

あ

る

。

実

に

法

然

聖

人

の

舌

、

三

枚

も

四

枚

も

あ

る

。

そ

の

よ

う

に

嘘

を

言

う

御

人

で

は

な

い

が

、

そ

こ

で

確

か

な

と

こ

ろ

は

、

至

誠

心

の

釈

は

、

抑

止

で

あ

る

か

ら

、

で

き

る

と

こ
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ま

で

は

せ

よ

と

い

う

こ

と

。

至

誠

心

の

大

意

を

略

し

て

述

べ

れ

ば

こ

の

様

に

な

る

。

こ

れ

を

知

ら

な

い

と

、

問

い

に

挙

げ

て

あ

る

異

義

が

正

義

と

な

り

、

答

え

に

挙

げ

て

あ

る

正

義

が

邪

偽

に

な

っ

て

し

ま

う

。

○

そ

の

こ

こ

ち

と

は

。

そ

の

心

持

ち

と

い

う

こ

と

。

心

に

忘

妄

を

し

ず

め

、

口

に

念

仏

を

す

る

の

が

至

誠

心

と

云

う

、

そ

の

安

心

を

標

榜

し

て

い

る

。

○

す

な

は

ち

自

力

に

か

か

へ

ら

れ

て

。

「

か

か

へ

」

と

は

、

抱

の

字

。

抱

は

懐

で

あ

る

。

後

ろ

か

ら

む

ん

ず

り

と

抱

き

か

か

え

ら

れ

た

と

い

う

意

味

。

淨

土

門

へ

入

り

な

が

ら

、

妄

念

を

や

め

て

仏

に

成

ろ

う

と

思

っ

て

居

た

聖

道

門

の

時

の

心

に

抱

き

か

か

え

ら

れ

て

と

い

う

こ

と

。

○

他

力

を

し

ら

す

と

は

。

本

願

他

力

の

利

他

真

実

を

知

ら

な

い

と

云

う

こ

と

。

時

に

、

こ

こ

が

答

え

へ

の

第

一

歩

で

、

終

始

こ

れ

で

突

き

通

す

こ

と

と

な

る

。

我

が

力

で

妄

念

煩

悩

を

消

す

と

い

う

の

が

自

力

聖

道

、

仏

の

力

で

妄

念

煩

悩

を

消

し

て

も

ら

う

と

い

う

の

が

浄

土

他

力

で

あ

る

。

門

違

い

の

至

誠

心

だ

と

云

う

意

味

で

破

し

て

い

る

。

○

至

誠

心

の

欠

け

た

る

な

り

と

は

。

そ

ち

ら

の

言

い

分

は

聖

道

の

至

誠

心

を

立

て

よ

う

と

思

う

か

ら

で

、
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こ

ち

ら

か

ら

見

る

と

浄

土

の

至

誠

心

は

欠

け

て

い

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

一

向

に

弥

陀

を

た

の

む

の

が

至

誠

心

。

故

に

煩

悩

妄

念

を

仏

に

消

し

て

も

ら

う

と

思

わ

ず

、

我

が

方

で

止

め

よ

う

と

思

う

の

は

そ

れ

至

誠

心

の

欠

け

た

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

○

く

た

ん

の

口

に

等

と

は

。

こ

れ

が

前

の

問

い

の

意

と

符

合

す

る

。

○

や

か

て

至

誠

心

等

と

は

。

や

が

て

と

は

、

即

の

字

。

そ

ち

ら

が

精

出

し

て

口

に

称

え

て

も

、

心

に

悪

が

あ

っ

て

は

虚

仮

に

な

る

の

で

、

心

も

澄

ま

し

て

、

内

外

清

浄

に

な

っ

て

、

至

誠

心

の

念

仏

せ

よ

と

考

え

ら

れ

る

が

、

本

願

他

力

か

ら

見

る

と

直

ち

に

至

誠

心

が

欠

け

て

い

る

の

だ

と

い

う

意

。

こ

の

意

な

ど

は

よ

く

古

書

に

あ

る

こ

と

で

、
『

論

註

』

な

ど

に

こ

の

体

が

多

い

。

正

智

は

無

智

な

り

と

、

智

慧

を

つ

か

ま

え

て

無

智

と

い

う

。

そ

れ

が

智

と

い

う

も

の

が

諸

法

皆

空

と

何

も

な

い

と

知

る

こ

と

で

、

無

智

を

以

て

智

を

顕

し

て

い

る

。

今

邪

義

の

至

誠

真

実

心

を

こ

ち

ら

か

ら

は

不

至

誠

不

真

実

心

な

り

と

主

張

す

る

の

で

、

今

も

次

に

「

そ

の

こ

こ

ろ

に

等

」

と

云

っ

て

い

る

。

○

そ

の

こ

こ

ろ

に

妄

念

等

と

は

。

こ

れ

の

そ

の

解

釈

述

べ

る

と

、

こ

の

至

誠

心

と

は

、

浄

土

他

力

の

至

誠

心

で

あ

る

。

聖

道

の

至

誠

心

を

知

っ

て

浄

土

の

至

誠

心

を

知

ら

な
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い

の

だ

と

い

う

。

○

凡

夫

心

地

に

し

て

等

と

は

。

一

本

に

「

凡

夫

真

実

に

し

て

」

と

な

っ

て

い

る

。

こ

れ

は

凡

夫

の

心

を

真

実

に

し

て

と

云

う

こ

と

。

今

、
「

凡

夫

の

心

地

」

と

有

る

も

意

は

違

わ

な

い

。

成

る

ほ

ど

真

実

清

浄

に

な

っ

て

も

鉛

は

鉛

。

凡

夫

自

力

の

手

こ

し

ら

え

の

真

実

で

と

い

う

の

と

、

弥

陀

本

願

他

力

で

参

れ

る

と

い

う

利

他

の

真

実

と

は

大

い

に

違

う

と

云

う

こ

と

。

ま

っ

た

く

報

身

の

報

土

へ

は

無

明

煩

悩

が

あ

っ

て

は

行

け

る

と

こ

ろ

で

は

な

い

。

無

明

煩

悩

が

あ

っ

て

こ

そ

凡

夫

と

云

わ

れ

る

の

で

、

凡

夫

の

心

の

信

心

で

は

、

と

て

も

行

く

こ

と

は

で

き

な

い

。

弥

陀

の

利

他

真

実

を

も

ら

は

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

○

す

て

に

み

つ

か

ら

そ

の

こ

こ

ろ

を

き

よ

む

等

と

は

。

総

て

仮

名

文

は

、

意

向

さ

え

得

れ

ば

解

説

は

必

要

な

い

。

こ

れ

は

諸

処

に

あ

る

「

七

仏

通

誡

偈

」

の

「

諸

悪

莫

作

衆

善

奉

行

自

浄

其

意

是

諸

仏

教

」
。

成

る

ほ

ど

諸

仏

聖

道

の

教

は

こ

の

外

は

な

い

。

そ

の

自

浄

其

意

を

こ

こ

へ

挙

げ

て

聖

道

の

心

と

し

、

浄

土

門

は

、

自

ら

心

を

浄

め

る

の

で

は

な

い

。

弥

陀

に

浄

め

て

も

ら

う

。

難

行

道

易

行

道

自

力

修

行

他

力

修

行

み

な

こ

の

筋

で

推

し

進

め

た

も

の

て

で

あ

る

。

○

こ

れ

を

こ

こ

ろ

う

べ

き

や

う

は

と

は

。

そ

の

二

門

の

違

い

の

心

得

様

を

云

う

。
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○

今

の

凡

夫

等

と

は

。

以

下

は

本

願

の

正

機

(

目

当

て

)

。

こ

の

下

は

『

捨

子

問

答

』

(

上

一

七

右

)

に

具

体

的

で

あ

る

の

で

合

わ

せ

て

見

る

と

い

い

。

今

の

凡

夫

と

は

、

濁

世

末

代

の

凡

夫

で

あ

る

。

○

煩

悩

を

断

す

る

事

の

か

た

け

れ

は

と

は

。

具

足

煩

悩
(

煩

悩

具

足

)

の

意

。

○

妄

念

ま

た

と

と

め

か

た

し

と

は

。

芽

が

あ

れ

ば

葉

が

出

る

、
煩

悩

が

胸

に

あ

れ

ば

妄

念

は

止

ま

ら

な

い

。

○

し

か

る

を

弥

陀

仏

こ

れ

を

か

か

み

て

と

は

。

こ

れ

は

所

謂

五

劫

思

惟

の

こ

と

。

○

か

ね

て

と

は

。

十

劫

以

前

。

○

か

か

る

衆

生

と

は

。

煩

悩

具

足

の

者

。

○

た

め

に

他

力

本

願

を

た

て

と

は

。

仏

の

力

で

煩

悩

を

消

さ

ん

と

云

う

願

い

。

○

名

号

の

力

に

て

と

は

。

こ

れ

は

所

謂

、

無

上

宝

珠

清

浄

真

実

の

名

号

の

こ

と

。

○

衆

生

の

つ

み

と

は

。

妄

念

煩

悩

よ

り

起

こ

る

罪

業

の

こ

と

。
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○

さ

れ

は

こ

そ

他

力

と

も

な

つ

け

た

り

と

は

。

経

に

は

本

願

力

と

説

き

。

龍

樹

菩

薩

・

天

親

菩

薩

こ

れ

を

受

け

て

、

曇

鸞

大

師

初

め

て

他

力

と

示

さ

れ

た

。

○

こ

の

こ

と

は

り

を

こ

こ

ろ

え

つ

れ

は

と

は

。

本

願

他

力

名

号

の

清

浄

真

実

力

で

妄

念

が

消

滅

す

る

い

う

道

理

を

得

れ

ば

と

い

う

こ

と

。

○

わ

が

こ

こ

ろ

に

て

等

と

は

。

知

る

べ

し

、

こ

れ

は

定

心

念

仏

を

払

う

意

で

あ

る

。

○

た

た

仏

の

名

号

を

く

ち

に

と

な

ふ

れ

は

本

願

か

き

り

あ

る

等

と

は

。

こ

れ

、
名

号

奢

摩

他

の

力

。
名

号

に

煩

悩

を

滅

す

る

徳

が

あ

る

の

で

、

た

だ

口

に

称

え

れ

ば

自

然

に

こ

れ

を

滅

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

法

然

聖

人

は

、
こ

れ

を
「

法

爾

の

道

理

」
云

わ

れ

た

。
宗

祖

は

こ

れ

を
「

自

然

法

爾

」

と

云

わ

れ

、

梅

干

し

を

食

べ

て

酸

っ

ぱ

く

な

る

の

は

、

我

が

力

で

は

な

い

。

柿

の

甘

く

、

柚

の

酸

っ

ぱ

い

の

は

、

食

べ

た

者

が

添

え

た

も

の

で

は

な

い

よ

う

に

、

名

号

を

称

え

れ

ば

妄

念

が

滅

す

る

の

は

行

者

の

力

で

は

な

い

。

○

も

し

身

を

い

ま

し

め

等

は

。

こ

れ

は

『

十

六

門

記

』

(

十

九

右

)

の

大

原

談

義

の

言

に

こ

の

行

住

坐

臥

、
時

処

諸

縁

を

以

て

散

心

念

仏

の

証

拠

に

し

て

あ

る

。
成

る

ほ

ど

、

何

事

か

し

な

が

ら

も

、

何

が

あ

っ

て

も

称

え

よ

と

い

う

の

は

、

息

慮
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凝

心

で

は

で

き

な

い

。

大

工

が

ガ

ド

ン

・

ガ

ド

ン

や

り

な

が

ら

観

念

は

で

き

な

い

。

飛

脚

が

駆

け

出

し

な

が

ら

定

は

勤

ま

ら

な

い

。

こ

れ

は

、

明

ら

か

に

散

心

念

仏

の

証

拠

で

あ

る

か

ら

、

こ

れ

を

出

し

て

定

心

念

仏

を

打

ち

出

し

た

も

の

で

あ

る

。
『

末

灯

鈔

』

(

七

右

)

に

も

こ

の

文

が

あ

る

。

○

ま

た

も

し

み

ず

か

ら

等

と

は

。

こ

の

仏

力

を

た

の

む

の

が

至

誠

心

な

の

で

、

定

善

観

念

が

で

き

る

な

ら

、

弥

陀

を

た

の

む

必

要

は

な

い

と

い

う

こ

と

。

ま

た

、

定

心

念

仏

の

至

誠

心

が

欠

け

て

い

る

こ

と

を

顕

し

た

も

の

。

【

第

五

問

答

】

(

淨

全

巻

續

九

・P
6
0

上

～

6
1

上

)

【

元

文

】

又

あ

る

ひ

と

の

い

は

く

、

念

佛

す

れ

は

こ

え

ゞ

ゝ

に

無

量

生
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死

の

つ

み

き

え

て

、

ひ

か

り

に

て

ら

さ

れ

、

こ

こ

ろ

も

柔

輭

に

な

る

と

、

と

か

れ

た

る

と

か

や

、

し

か

る

に

念

佛

し

て

と

し

ひ

さ

し

く

な

り

ゆ

け

ど

も

、

三

毒

煩

悩

も

す

こ

し

も

き

え

ず

、

こ

こ

ろ

も

い

よ

ゝ

ゝ

わ

ろ

く

な

る

、

善

心

日

々

に

す

ゝ

む

こ

と

も

な

し

、
さ

る

と

き

に

は

佛

を

う

た

が

ふ

に

は

あ

ら

ね

と

も

、

わ

か

身

の

わ

ろ

き

こ

こ

ろ

ね

に

て

は

、

た

や

す

く

往

生

ほ

ど

の

大

事

は

を

ば

、

と

げ

が

た

く

こ

そ

さ

ふ

ら

へ

と

。

師

の

い

は

く

、

こ

の

こ

と

ひ

と

こ

と

に

、

な

げ

く

こ

こ

ろ

ね

な

り

、

ま

こ

と

に

ま

よ

へ

る

こ

こ

ろ

な

り

、

我

身

の

罪

に

よ

り

て

往

生

を

疑

ふ

は

、

佛

の

本

願

を

か

ろ

し

む

る

に

あ

ら

ず

や

、

是

れ

即

信

心

の

か

げ

た

る

心

な

り

、

こ

れ

を

い

へ

ば

、

前

の

至

誠

心

を

い

ま

だ

心

得

ざ

る

故

な

り

、

こ

こ

ろ

を

し

づ

め

て

能

能

き

く

べ

し

、

こ

の

身

に

お

い

て

、

罪

消

へ

て

、

心

よ

く

成

る

べ

し

と

い

ふ

こ

と

は

、

ゆ

め

ゆ

め

有

る

ま

じ

き

こ

と

な

り

、

さ

あ

ら

ん

に

取

て

は

、

即

身

成

仏

に

こ

そ

あ

ら

ん

な

れ

、

何

條

穢

土

を

い

と

ひ

、

浄

土

に

生

ぜ

ん

と

い

ふ

み

ち

な

ら

ん

や

、

す

へ

て

つ

み

滅

す

と

い

ふ

は

、

最

後

の

一

念

に

こ

そ

、

身

を

す

て

て

、

か

の

土

に

往

生

す

る

を

い

ふ

な

れ

、
さ

れ

ば

こ

そ

浄

土

宗

と

は

な

づ

け

た

れ

、

も

し

こ

の

身

に

お

い

て

つ

み

き

え

ば

、
さ

と

り

ひ

ら

け

な

ん

、
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さ

と

り

ひ

ら

け

な

ば

い

は

ゆ

る

聖

道

門

の

真

言

仏

心

天

台

華

厳

等

の

断

惑

証

理

門

の

こ

こ

ろ

な

る

べ

し

、

善

導

の

御

釋

に

よ

り

て

、

こ

れ

を

こ

こ

ろ

う

る

に

、

信

心

に

ふ

た

つ

の

釋

あ

り

、
ひ

と

つ

に

は

ふ

か

く

自

身

は

現

に

こ

れ

罪

悪

生

死

の

凡

夫

、

煩

悩

具

足

し

善

根

薄

少

に

し

て

、

つ

ね

に

三

界

に

流

轉

し

て

、

曠

劫

よ

り

こ

の

か

た

、

出

離

の

縁

な

し

と

信

知

す

べ

し

と

す

す

め

て

、

つ

ぎ

に

彌

陀

の

誓

願

の

深

重

な

る

を

も

て

、

か

ゝ

る

衆

生

を

み

ち

び

き

た

ま

ふ

と

信

知

し

て

、

一

念

も

う

た

が

ふ

こ

こ

ろ

な

か

れ

と

、

す

ゝ

め

た

ま

へ

り

、

こ

の

こ

こ

ろ

を

え

つ

れ

ば

、

わ

か

こ

こ

ろ

の

わ

ろ

き

に

つ

け

て

も

、
彌

陀

の

大

悲

の

ち

か

ひ

こ

そ

、

あ

は

れ

に

め

て

た

く

た

の

も

し

け

れ

と

あ

ふ

ぐ

べ

き

な

り

、

も

と

よ

り

わ

か

ち

か

ら

に

て

ま

ひ

ら

ば

こ

そ

、

わ

が

こ

こ

ろ

の

わ

ろ

か

ら

ん

に

よ

り

て

、

う

た

が

ふ

お

も

ひ

を

お

こ

さ

め

、

ひ

と

へ

に

佛

の

御

力

に

て

済

ひ

た

ま

へ

ば

、

な

ん

の

う

た

が

ひ

か

あ

ら

ん

と

、

こ

こ

ろ

う

る

を

深

心

と

い

ふ

な

り

よ

く

ゝ

ゝ

こ

ゝ

ろ

ふ

べ

し

。
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五

、
「

ま

た

あ

る

ひ

と

の

い

は

く

、

念

佛

」

等

と

は

＊

「

深

心

」

こ

の

一

問

答

は

念

仏

す

れ

ど

も

煩

悩

も

起

こ

り

、

我

が

身

の

悪

し

き

に

よ

っ

て

往

生

を

疑

う

の

は

、

機

の

深

心

で

我

を

見

限

り

、

法

の

深

心

で

仏

力

を

仰

ぎ

、

自

力

を

捨

て

て

他

力

に

帰

す

る

と

す

る

深

心

が

欠

け

て

い

る

も

の

だ

と

い

う

。

深

心

の

体

に

な

る

の

が

こ

の

一

問

答

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

こ

こ

で

は

深

心

を

心

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

け

れ

ど

も

、

深

心

に

つ

い

て

は

、

さ

ほ

ど

異

論

は

な

い

。
長

い

の

は

長

い

け

れ

ど

も

、
心

得

易

い

の

が

深

心

釈

で

あ

る

。

さ

て

、

さ

て

今

こ

の

答

え

に

、

た

だ

「

信

心

の

欠

け

た

」

の

だ

と

有

れ

ば

よ

い

の

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

前

の

「

至

誠

心

を

い

ま

た

心

得

さ

る

故

な

り

」

と

門

違

い

に

至

誠

心

ま

で

持

ち

出

し

て

こ

の

答

え

が

し

て

あ

る

。
『

捨

て

子

問

答

』

に

は

、

こ

の

「

至

誠

心

の

欠

け

た

」

と

い

う

こ

と

を

抜

い

て

し

ま

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

こ

こ

は

至

誠

心

を

入

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

理

由

が

有

る

。

そ

れ

は

先

ず

深

心

の

釈

の

体

は

、
心

得

易

け

れ

ど

も

、
三

義

の

大

義

が

あ

る

。

一

者

、
「

三

心

為

本

」

の

義

。
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こ

れ

は

、
至

誠

心

も

廻

向

発

願

心

も

こ

の

深

信

を

根

本

と

す

る

。

た

と

え

て

云

え

ば

、

人

は

頭

に

冠

を

か

ふ

り

、

足

に

草

履

を

履

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

今

こ

の

三

心

、

至

誠

心

は

冠

。

廻

向

発

願

心

は

靴

で

あ

る

。

深

心

と

い

う

信

心

の

人

に

至

誠

心

の

冠

と

廻

向

発

願

心

の

草

履

を

履

か

せ

て

深

心

を

大

体

に

に

し

た

も

の

で

あ

る

。

二

者

、
「

転

観

至

上

」

の

義

。

こ

れ

は

、

前

の

至

誠

心

の

釈

は

、

深

心

の

釈

か

ら

振

り

返

っ

て

見

抜

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

よ

っ

て

転

じ

て

至

誠

心

を

観

る

の

義

と

い

う

の

で

あ

る

。

三

者

、
「

順

観

廻

願

」

の

義

。

こ

れ

は

、

次

の

廻

向

発

願

心

の

釈

は

、

こ

の

深

心

に

順

じ

て

見

抜

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

か

ら

、

順

じ

て

廻

願

を

観

る

の

義

と

い

う

。

先

ず

、

こ

の

三

義

が

「

深

心

」

の

大

切

な

と

こ

ろ

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

前

の

至

誠

心

釈

に

は

、

内

も

賢

善

、

外

も

賢

善

な

り

。

内

外

賢

善

に

相

応

し

て

煩

悩

を

押

し

伏

せ

て

、

悪

業

を

作

ら

な

い

よ

う

に

せ

よ

と

あ

る

。

そ

の

ま

ま

に

し

て

置

い

た

の

で

は

雑

行

自

力
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の

真

っ

只

中

と

な

る

。

よ

っ

て

こ

の

深

心

釈

の

我

が

身

は

、

罪

悪

の

凡

夫

。

善

と

い

う

も

の

は

少

し

も

な

い

と

見

限

っ

て

、

た

だ

本

願

名

号

で

助

か

る

ぞ

と

い

う

深

心

釈

で

も

っ

て

至

誠

心

を

打

ち

破

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ま

た

、

次

の

廻

向

発

願

心

の

釈

に

も

、

過

去

・

今

生

の

善

根

を

廻

向

せ

よ

と

あ

る

。

そ

れ

で

は

善

根

を

積

ん

で

廻

向

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

る

。

そ

の

廻

向

発

願

心

も

こ

の

深

心

か

ら

見

抜

い

て

、

た

だ

念

仏

し

て

往

生

を

願

う

の

が

、

廻

向

発

願

だ

と

見

抜

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

よ

う

に

前

後

二

心

の

善

導

の

釈

を

こ

の

深

心

の

釈

か

ら

見

抜

い

て

い

る

。

時

に

そ

の

義

は

上

の

時

宣

に

依

る

と

。
『

般

舟

三

昧

経

』

に

依

る

と

。

定

散

総

通

と

、
こ

れ

ら

の

義

を

以

て

弁

じ

て

い

る

。
そ

の

上

に

ま

た

、

一

義

を

思

い

つ

い

た

の

は

、
「

善

導

大

師

證

を

こ

ひ

、

定

散

二

心

を

ひ

る

か

え

し

、

貪

瞋

二

河

の

譬

喩

を

と

き

、

弘

願

の

信

心

守

護

せ

し

む

」

と

こ

の

讃

。

前

に

殊

更

に

二

河

の

譬

喩

に

か

け

て

仰

せ

ら

れ

た

の

は

、
「

善

導

大

師

證

を

こ

ひ

」
『

観

経

四

帖

疏

』

を

つ

く

っ

て

證

を

請

う

た

と

こ

ろ

の

諸

仏

證

誠

。

殊

更

に

二

河

の

譬

喩

に

か

け

て

仰

せ

に

な

っ

た

の

は

、
「

善

導

古

今

楷

定

」
。

昔

も

今

も

な

い

と

の

義

を

押

し

立

て

る

第

一

は

二

河

の

譬

喩

。

取

り

分

け

て

弘

願

の

信

心

を

顕

す

意

味

で

、
『

四

帖

の

疏

』

に

わ

た

る

證

誠

を

別

し

て

二

河

譬

喩

に

か

け

た

も

の

と

気

が

つ

い

た

。

そ

の

上

ま
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た

、

昨

夕

ふ

ら

ふ

ら

と

考

え

出

し

た

こ

と

は

、

な

か

な

か

そ

れ

ば

か

り

で

は

な

い

。
「

定

散

二

心

を

ひ

る

か

へ

し

」

と

定

散

自

力

の

三

心

を

弘

願

の

信

心

で

打

ち

破

る

の

が

二

河

の

譬

喩

で

あ

る

。

こ

れ

が

大

事

で

定

散

心

を

破

る

弘

願

の

信

を

二

河

の

譬

喩

に

顕

す

と

い

う

の

は

、

何

処

の

定

散

心

を

も

ひ

っ

く

り

返

し

て

み

る

な

ら

、

至

誠

心

に

も

自

力

の

雑

ざ

っ

た

と

こ

ろ

を

後

に

こ

の

二

河

の

譬

喩

を

挙

げ

て

ひ

っ

く

り

返

し

て

、

弘

願

心

を

顕

す

と

思

し

召

す

和

讃

に

違

い

な

い

。

そ

れ

は

宗

祖

真

実

他

力

の

文

は

信

巻

に

挙

げ

る

。

方

便

自

力

の

文

は

化

巻

に

挙

げ

て

お

ら

れ

る

。

然

る

に

こ

の

善

導

の

三

心

釈

は

、

信

巻

に

出

す

こ

と

も

有

り

、

化

巻

に

出

す

こ

と

も

あ

る

。

自

力

他

力

と

ご

ち

ゃ

ま

ぜ

の

三

心

釈

な

の

で

引

き

分

け

た

も

の

で

あ

る

。

ま

た

、

信

巻

に

ご

引

用

な

さ

れ

た

至

誠

・

廻

願

の

文

を

宗

祖

の

お

示

し

の

通

り

に

見

て

は

無

理

に

違

い

な

い

。

本

文

の

意

が

取

り

か

え

て

あ

る

。

宗

祖

が

善

導

の

三

心

釈

を

こ

の

よ

う

に

自

力

他

力

に

引

き

分

け

て

お

ら

れ

る

。

文

の

意

味

を

か

え

て

み

た

。

自

由

自

在

の

我

儘

を

な

さ

る

。

そ

の

宗

祖

の

我

儘

を

今

の

和

讃

か

ら

み

る

と

、

善

導

は

既

に

二

枚

の

舌

を

出

し

て

、

至

誠

・

廻

向

発

願

な

ど

の

釈

に

定

散

自

力

の

舌

を

出

し

て

見

せ

た

の

は

、

こ

の

二

河

の

譬

喩

で

見

破

っ

て

い

く

。

善

導

大

師

が

既

に

二

河

の

譬

喩

で

突

き

破

っ

て

お

ら

れ

る

ぞ

と
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云

う

意

を

、

定

散

の

心

を

ひ

る

が

え

し

て

、

弘

願

真

実

の

二

河

を

説

い

た

と

い

う

こ

と

の

意

を

顕

す

讃

文

に

違

い

な

い

。

す

べ

て

の

和

讃

は

、

文

は

浅

く

し

て

義

は

深

い

も

の

で

あ

る

。

法

然

聖

人

の

讃

に
「

真

の

知

識

」
と

吹

き

挙

げ

て

深

心

の

私

釈

を

出

し

て

い

る

。

こ

の

深

心

の

私

釈

が

至

誠

・

廻

向

発

願

の

釈

を

払

っ

た

も

の

で

あ

る

と

、
法

然

聖

人

の

顕

す

私

釈

と

あ

る

の

を

讃

嘆

し

て

お

ら

れ

る

。

た

だ

、

深

心

の

私

釈

を

挙

げ

て

あ

る

の

は

、

た

だ

定

散

二

心

を

ひ

っ

く

り

返

し

た

と

、

胡

椒

丸

呑

み

の

よ

う

に

見

た

の

で

は

役

に

立

た

な

い

。

こ

の

よ

う

に

見

る

と

宗

祖

の

据

わ

り

は

二

河

の

譬

喩

か

ら

三

心

釈

を

見

破

っ

た

も

の

て

あ

る

。

さ

れ

ば

、

二

河

の

譬

喩

が

根

本

の

拠

で

あ

る

。

い

か

に

も

い

か

に

も

罪

悪

生

死

の

凡

夫

の

相

を

六

根

・

六

識

・

六

境

界

・

群

賊

悪

獣

身

に

満

ち

満

ち

て

、

南

北

無

辺

で

あ

っ

て

、

底

を

極

め

難

い

百

歩

の

水

火

の

二

河

。

貪

瞋

煩

悩

具

足

し

て

、

こ

の

様

な

心

に

満

ち

て

い

る

。

我

が

身

の

事

な

が

ら

鳥

肌

の

立

つ

悪

機

の

相

を

挙

げ

て

い

る

。

こ

こ

の

悪

機

の

内

も

賢

善

な

れ

、

外

も

賢

善

な

れ

。

三

毒

煩

悩

を

押

し

伏

せ

て

、

自

利

利

他

真

実

な

れ

と

勧

め

て

い

る

至

誠

心

の

釈

を

当

て

て

み

る

必

要

が

あ

る

。

烏

に

鷺

に

な

れ

、

鷺

に

烏

に

な

れ

と

云

う

よ

り

も

、

尚

無

理

な

こ

と

で

あ

る

。

四

五

寸

の

白

道

の

信

心

よ

り

他

に

無

い

者

に

と

っ

て

、
善

根

功

徳

廻

向

せ

よ

と

廻

向

発

願

心

を

釈

す

る

の

は

、
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こ

れ

は

戯

れ

の

言

葉

に

過

ぎ

な

い

。

こ

の

よ

う

に

三

心

釈

と

二

河

の

譬

喩

と

は

、

天

地

黒

白

で

あ

る

。

意

義

相

違

し

て

、

ど

ち

ら

が

浄

土

参

り

に

正

意

か

と

云

う

と

、

阿

弥

陀

如

来

の

攝

受

衆

生

の

願

は

、

罪

悪

生

死

の

凡

夫

の

為

と

云

え

ば

二

河

真

実

で

あ

る

。

至

誠

・

廻

向

発

願

の

釈

は

、

方

便

で

あ

る

。

そ

こ

で

見

て

取

っ

て

定

散

二

心

の

至

誠

・

廻

向

発

願

の

釈

を

ひ

っ

く

り

返

し

て

、

弘

願

真

実

の

二

河

の

譬

喩

を

説

く

と

い

う

意

の

讃

文

で

あ

る

の

で

、

宗

祖

の

無

理

は

、

二

河

譬

喩

が

根

拠

と

な

っ

て

い

る

。

法

然

聖

人

・

隆

寛

律

師

等

も

ま

た

同

意

で

あ

る

。

ま

ず

、

深

心

の

釈

意

の

大

体

は

こ

の

よ

う

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

深

心

か

ら

至

心

を

見

破

る

と

、

至

誠

心

が

三

毒

煩

悩

の

機

は

か

ま

わ

ず

仏

の

願

力

へ

思

い

至

っ

た

相

に

な

る

。

故

に

、

そ

の

義

、

深

心

と

通

じ

る

が

故

に

、

こ

の

深

心

の

下

へ

ま

た

至

誠

心

を

心

得

な

い

の

だ

と

云

っ

た

も

の

で

あ

る

。

○

ま

た

、

あ

る

ひ

と

の

い

は

く

と

は

。

上

の

第

四

の

問

い

は

、

定

心

念

仏

が

そ

の

中

心

。

こ

の

第

五

の

問

い

は

、

散

心

の

念

仏

が

中

心

で

あ

る

。

そ

の

散

心

に

二

つ

あ

っ

て

他

力

本

願

の

念

仏

も

定

心

に

対

す

れ

ば

散

心

と

い

わ

れ
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る

。

心

を

静

め

る

の

で

も

な

く

、

心

乱

れ

な

が

ら

称

え

る

の

を

散

心

と

云

う

。

散

心

と

い

え

ば

廃

悪

修

善

と

悪

を

止

め

て

善

を

積

む

つ

も

り

で

称

え

る

の

で

は

な

い

。

そ

の

時

は

、

非

散

と

い

う

。

隆

寛

律

師

等

は

、

非

散

と

ま

で

は

云

わ

な

い

が

、

廃

悪

修

善

の

心

で

称

え

る

自

力

念

仏

は

払

い

き

っ

て

い

る

。

よ

っ

て

こ

こ

は

、

散

善

心

で

悪

を

止

め

善

を

積

ん

で

称

え

な

け

れ

ば

往

生

は

で

き

な

い

と

い

う

。

或

い

は

、

順

西

又

は

多

念

の

異

計

な

ど

を

例

に

し

て

出

し

た

も

の

で

あ

る

。

○

念

仏

す

れ

は

こ

え

こ

え

に

無

量

生

死

つ

み

き

え

と

は

。

こ

れ

は

、
「

大

無

量

寿

経

光

明

段

」

に

「

三

垢

消

滅

身

意

柔

軟

歓

喜

踊

躍

善

心

生

焉

」

の

意

で

あ

る

。

又

は

、
「

観

無

量

寿

経

下

品

」
の

意

な

ど

の

取

り

違

い

を

こ

こ

へ

出

し

た

も

の

で

あ

る

。

「

こ

え

こ

え

と

」

は

、

彼

の

「

観

無

量

寿

経

」

の

「

十

念

に

八

十

億

劫

の

罪

を

滅

す

る

」

と

云

っ

て

い

る

の

を

、

十

念

合

わ

せ

て

八

十

億

劫

の

罪

を

滅

す

る

と

い

う

の

と

、

一

声

づ

つ

に

八

十

億

劫

づ

つ

の

罪

を

滅

す

る

と

い

う

と

の

二

義

が

あ

る

。

今

は

、

後

の

義

の

意

で

あ

る

。
「

無

量

生

死

の

つ

み

き

へ

て

」

と

は

、

こ

れ

「

滅

罪

義

」

に

詳

細

が

あ

っ

て

、

八

十

億

劫

の

罪

に

局

る

か
ぎ

の

で

は

な

い

が

、

三

界

の

中

で

、

命

の

長

い

一

番

が

非

想

天

の

八

万

劫

そ

れ

を

十

集

め

て

、

八

十

億

劫

と

云

う

。

し

か

し

な

が
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ら

実

は

、

無

量

億

劫

の

罪

が

滅

す

る

と

説

く

。

今

は

そ

の

意

味

で

あ

る

。

○

ひ

か

り

に

て

ら

さ

れ

て

と

は

。

攝

取

心

の

こ

と

。

○

柔

軟

と

は

。

三

毒

の

煩

悩

が

滅

し

て

和

ら

い

だ

相

を

い

う

。

腹

が

立

っ

て

い

る

と

心

が

こ

わ

ば

っ

た

よ

う

に

な

る

。

静

ま

っ

て

み

る

と

和

ら

い

だ

よ

う

に

な

る

。
よ

っ

て

煩

悩

が

消

え

る

の

を

柔

軟

と

い

う

。

時

に

、

こ

こ

が

取

り

違

い

で

、

こ

の

問

い

の

難

の

意

図

は

、

念

仏

し

て

摂

取

に

あ

づ

か

れ

ば

、
、

煩

悩

が

消

え

て

し

ま

う

と

思

う

。

そ

の

筋

か

ら

問

い

を

出

し

た

も

の

で

あ

る

。

答

え

は

、

消

え

る

の

は

消

え

る

が

、

こ

の

世

で

は

消

え

な

い

。

未

来

で

滅

す

る

こ

と

だ

と

い

う

意

味

。

さ

り

な

が

ら

こ

こ

に

は

異

論

が

あ

っ

て

、
「

滅

罪

義

」

な

ど

で

は

、

念

仏

し

て

滅

罪

す

る

こ

と

は

称

え

た

か

ら

で

は

な

い

。

称

え

ら

れ

る

仏

力

で

仏

智

を

も

っ

て

滅

し

て

下

さ

る

と

あ

る

。

そ

れ

で

は

こ

の

世

で

滅

す

る

こ

こ

と

な

り

、

こ

こ

に

つ

い

て

種

々

の

説

が

あ

る

が

、

こ

れ

は

亀

陵

師

の

説

に

、
「

捨

離

断

」

と

云

わ

れ

た

の

が

、

一

番

に

早

い

。

子

が

借

金

を

こ

し

ら

え

て

、

親

が

受

け

取

っ

て

く

れ

れ

ば

、

済

ん

で

も

済

ま

な

く

て

も

親

に

託

し

た

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

は

、

借

金
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の

捨

離

断

で

あ

る

。

今

、

仏

に

任

せ

て

仏

に

消

し

て

も

ら

う

煩

悩

悪

業

の

借

金

済

み

と

な

る

。

こ

の

借

金

済

み

よ

り

云

う

と

き

は

、

こ

の

世

で

滅

す

る

謂

わ

れ

が

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

体

の

あ

る

局

は

、

悪

業

煩

悩

が

止

む

も

の

で

き
わ

は

な

い

。

そ

の

正

し

く

止

ん

で

し

ま

う

の

は

、

未

来

で

あ

る

の

で

、

そ

の

訳

か

ら

云

う

と

臨

終

と

い

う

。

又

、
「

多

念

義

」

に

臨

終

で

来

迎

を

見

た

と

き

に

無

明

煩

悩

を

断

ず

る

と

い

う

義

が

あ

る

。

こ

れ

は

、

多

念

の

異

義

と

見

る

こ

と

が

出

来

る

。

○

し

か

る

に

念

仏

し

て

等

。

こ

の

文

は

分

か

り

易

い

。

今

現

在

に

念

仏

す

れ

ば

、

摂

取

の

力

で

煩

悩

が

消

え

て

善

心

が

生

ず

る

と

い

う

が

、

念

仏

は

す

れ

ど

も

煩

悩

も

起

こ

り

、

善

心

も

進

ま

な

い

。

法

(

教

え

)

と

現

在

と

相

違

す

る

と

云

う

疑

い

。

○

さ

る

と

き

に

は

等

。

「

さ

る

」

と

は

、
「

さ

あ

る

」

と

い

う

意

味

。

法

と

現

在

と

が

相

違

し

て

、

念

仏

す

れ

ば

「

転

悪

成

善

」

と

あ

る

の

に

、

そ

う

な

ら

な

い

と

き

は

と

い

う

意

味

。

○

仏

を

う

た

か

ふ

に

は

あ

ら

ね

ど

も

と

は

。

大

経

観

経

等

に

、

念

仏

す

れ

ば

、

悪

が

滅

し

て

善

が

生

ず

る

と

あ

る

、

そ

の

仏

説

を

疑

わ

な

い

が

と

い

う

意

味

。
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○

わ

か

身

の

わ

ろ

き

き

等

。

こ

れ

未

だ

機

の

深

心

を

知

ら

ず

、

我

が

身

の

悪

し

き

こ

と

に

恐

れ

て

往

生

を

疑

っ

て

い

る

。

所

詮

念

仏

し

て

も

念

仏

の

仕

方

が

悪

い

こ

と

が

、

経

に

説

く

様

に

煩

悩

は

消

え

ず

善

心

に

進

ま

な

い

が

故

に

、

こ

の

機

の

様

相

で

は

と

疑

う

意

味

。

「

師

の

い

は

く

、

こ

の

こ

と

」

等

以

下

は

答

え

。
文

は

承

知

の

通

り

。
念

仏

す

れ

ど

も

煩

悩

は

止

ま

ず

、

こ

れ

で

は

往

生

は

如

何

な

ら

ん

と

疑

う

の

は

、

尤

も

な

様

で

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

ま

だ

ま

だ

自

力

の

狐

に

化

か

さ

れ

て

、

他

力

信

に

惑

う

て

い

る

こ

と

で

あ

る

と

い

う

こ

と

。

○

我

身

の

罪

に

よ

り

て

等

。

機

法

の

深

心

が

本

願

の

意

で

あ

る

の

で

、

如

何

な

る

悪

機

で

も

助

け

る

と

い

う

の

が

本

願

で

あ

る

も

の

を

、

こ

の

悪

心

で

は

往

生

は

如

何

で

あ

ろ

う

か

思

う

の

は

、

ど

の

よ

う

な

悪

で

も

助

け

る

と

い

う

仏

願

に

合

点

が

い

か

な

い

と

思

う

道

理

に

当

た

る

の

で

、

弥

陀

の

本

願

を

軽

し

め

る

と

責

め

た

も

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

こ

こ

に

一

寸

し

た

言
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葉

だ

が

、
『

和

語

灯

録

』

の

七

箇

条

(

二

の

十

三

左

)

に

「

罪

を

造

ら

じ

と

身

を

慎

で

よ

か

ら

ん

と

す

る

は

、

阿

弥

陀

仏

の

願

を

か

ろ

し

む

る

に

て

こ

れ

あ

れ

」

と

し

て

御

破

し

て

お

ら

れ

る

と

こ

ろ

が

あ

る

。

全

く

こ

の

仮

名

七

箇

条

は

疑

わ

し

い

も

の

。

し

か

し

な

が

ら

そ

う

は

い

っ

て

も

、

其

れ

で

見

て

み

る

と

、

罪

を

恐

れ

る

の

は

仏

願

を

軽

し

め

る

と

い

う

考

え

は

、

一

念

義

の

口

癖

だ

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

然

る

に

、

今

こ

の

文

が

そ

の

一

念

義

の

言

葉

と

一

致

し

て

い

る

。

一

寸

見

る

と

不

審

な

と

こ

ろ

が

見

え

て

く

る

が

、

ま

っ

た

く

隆

寛

律

師

の

正

意

は

「

一

念

多

念

分

別

事

」

な

ど

で

見

る

と

、

一

念

と

云

っ

て

も

そ

れ

ほ

ど

排

除

し

て

は

い

な

い

。

よ

っ

て

、

本

願

を

軽

し

め

る

と

い

い

っ

て

い

る

こ

と

が

一

念

義

の

言

い

分

で

も

、

道

理

に

添

っ

て

考

え

て

い

け

ば

、

こ

の

様

に

理

解

す

る

の

に

別

段

問

題

は

な

い

。

宗

祖

の

「

邪

見

憍

慢

悪

衆

生

」

と

あ

る

こ

の

「

憍

慢

」

と

云

う

の

も

、

こ

の

罪

で

は

御

助

け

も

如

何

と

い

う

仏

願

を

疑

う

者

を

「

」

憍

慢

」

と

仰

せ

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

。

但

し

、

こ

こ

で

『

唯

心

鈔

』

(

十

八

左

)

に

「

本

願

を

疑

う

事

」

で

あ

る

と

示

さ

れ

て

あ

る

。
『

自

力

他

力

の

事

』

に

は

、
「

本

願

を

知

ら

な

い

」

の

だ

と

示

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

道

理

は

、

皆

一

致

し

て

い

る

。

○

是

即

信

心

の

か

け

た

る

心

な

り

。

我

が

身

の

悪

罪

を

恐

れ

て

御

助

け

を

疑

う

の

は

、

信

機

信

法

の

本

願
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の

深

心

を

知

ら

ず

、

欠

け

て

い

る

の

だ

と

云

う

こ

と

。

永

観

の

『

往

生

拾

因

』

(

五

十

四

右

)

に

引

い

た

「

占

察

経

」

等

で

は

、

深

心

と

い

う

の

が

悪

を

止

め

る

義

に

も

な

る

。

今

の

疑

で

は

、

其

れ

等

(

止

悪

)
の

意

で

あ

る

。

今

は

そ

れ

は

聖

道

の

深

心

の

こ

と

で

こ

そ

で

、

浄

土

の

他

力

の

深

心

と

は

異

な

る

。

そ

の

よ

う

な

こ

と

を

考

え

る

の

は

、

却

っ

て

他

力

本

願

の

深

心

の

欠

け

て

い

る

こ

と

だ

と

い

う

意

。

○

こ

れ

を

い

へ

は

前

の

等

。

こ

れ

は

前

に

述

べ

た

と

こ

ろ

で

、

善

導

大

師

の

釈

の

上

で

は

、

こ

の

様

に

は

見

え

な

い

け

れ

ど

、
「

深

心

釈

」

の

二

河

譬

か

ら

見

る

と

、

我

が

身

は

虚

仮

不

実

で

は

ら

わ

な

い

の

で

、

仏

の

清

浄

真

実

で

助

か

ろ

う

と

他

力

に

よ

り

か

か

る

の

が

至

誠

心

だ

か

ら

、

我

が

身

の

悪

を

恐

れ

て

、

本

願

を

疑

う

の

は

、

至

誠

心

を

も

知

ら

な

い

の

だ

と

い

う

意

味

。

○

心

を

し

つ

め

て

能

々

等

。

「

此

土

入

聖

得

果

」

は

聖

道

門

。
「

彼

土

入

聖

得

果

」

が

浄

土

門

。

こ

の

世

で

罪

が

消

え

て

善

く

な

る

と

言

う

の

が

、

聖

道

門

で

あ

る

。

浄

土

門

で

は

、

未

来

で

こ

そ

滅

罪

し

て

証

を

開

く

と

い

う

。

今

、

浄

土

の

意

で

は

、

こ

の

世

で

罪

消

え

て

善

心

に

な

る

と

は

云

わ

な

い

と

云

う

こ

と

。

○

さ

あ

ら

ん

に

取

り

て

は

と

は

。
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こ

の

世

で

罪

が

消

え

て

善

く

な

る

と

言

う

、

そ

の

よ

う

に

あ

る

の

な

ら

ば

と

い

う

意

味

。

○

即

身

成

仏

に

こ

そ

あ

ら

ん

な

れ

。

そ

れ

は

門

違

い

の

聖

道

門

の

即

身

成

仏

だ

と

い

う

こ

と

。

○

何

条

穢

土

を

等

。

何

条

と

は

、

ど

う

し

て

と

云

う

こ

と

。

こ

の

世

で

罪

が

消

え

て

善

心

に

な

っ

て

即

身

成

仏

し

た

ら

、

何

の

為

に

穢

土

を

厭

っ

て

浄

土

に

生

ま

れ

る

こ

と

が

あ

る

の

か

。

仏

や

菩

薩

は

六

道

に

還

っ

て

衆

生

を

済

度

す

る

の

は

楽

し

み

で

あ

る

。

依

っ

て

煩

悩

の

林

に

遊

ぶ

と

い

っ

て

い

る

。

○

す

へ

て

つ

み

滅

す

と

い

ふ

は

等

。

す

べ

て

と

は

、

皆

と

云

う

こ

と

。

○

最

後

一

念

に

こ

そ

と

は

。

臨

終

ま

で

は

、

罪

は

造

り

詰

め

。

悪

は

止

ま

な

い

と

云

う

の

が

浄

土

門

の

意

な

り

。

と

こ

ろ

で

こ

こ

に

『

捨

子

問

答

』(

二

十

右

)

に

、
「

臨

終

の

一

念

百

年

の

業

に

も

勝

る

最

後

の

念

仏

の

功

」

と

あ

る

。

こ

れ

が

多

念

の

異

義

の

相

で

あ

る

。

今

は

、

臨

終

の

念

仏

と

い

っ

て

も

別

の

功

徳

と

は

云

わ

な

い

。

た

だ

臨

終

ま

で

罪

は

滅

せ

ぬ

と

云

う

の

み

で

あ

る

。
『

自

利

他

力

の

事

』

に

も

こ

れ

と

同

じ

文

が

あ

る

。

○

身

を

す

て

て

等

。
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こ

れ

は

、
「

捨

身

他

世

必

生

淨

國

」

の

文

。

と

こ

ろ

で

、

今

の

意

は

、

「

東

大

寺

十

問

答

」

(

和

語

灯

録

七

の

八

左

)

に

法

然

聖

人

の

御

譬

え

に

、

己

が

衣

を

焼

き

捨

て

た

れ

ば

こ

そ

無

く

な

る

。

命

の

あ

る

間

は

着

て

お

る

。

そ

の

よ

う

に

我

が

身

の

あ

る

間

は

罪

を

造

る

と

あ

る

。

今

の

こ

れ

が

そ

の

意

で

、

こ

の

身

体

の

あ

る

間

は

罪

は

止

ま

な

い

と

云

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

果

縛

の

穢

体

で

あ

る

の

で

、

仮

令

証

を

開

い

て

は

み

て

も

、

体

の

あ

る

間

は

叶

わ

な

い

。

舎

利

弗

や

目

連

も

外

道

に

叩

き

殺

さ

れ

た

。

家

越

の

相

談

は

で

き

て

も

、

其

処

に

居

る

間

は

其

処

の

役

を

務

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

浄

土

参

り

の

身

に

な

っ

て

も

、

娑

婆

に

体

の

あ

る

間

は

、

身

体

に

つ

い

た

罪

は

消

え

な

い

と

云

う

こ

と

。

○

さ

れ

は

こ

そ

浄

土

宗

と

は

な

つ

け

た

れ

。

こ

の

世

に

あ

る

う

ち

は

、

罪

を

造

り

、

浄

土

で

滅

す

る

と

云

え

ば

こ

そ

浄

土

宗

で

あ

る

。

そ

の

浄

土

門

に

入

っ

て

念

仏

し

な

が

ら

、

念

仏

す

れ

ど

も

罪

が

消

え

な

い

と

は

何

の

真

似

事

だ

と

な

る

。

後

世

で

罪

の

消

え

る

の

を

こ

の

世

で

消

え

る

と

思

う

か

ら

間

違

い

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

こ

れ

「

捨

離

断

」

で

い

え

ば

、

こ

の

世

で

き

え

る

道

理

が

あ

る

が

、

正

し

く

消

え

る

の

は

未

来

で

あ

る

。

そ

れ

に

特

化

し

て

責

め

た

も

の

で

あ

る

。

○

も

し

こ

の

身

に

お

い

て

等

。
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こ

れ

は

聖

道

の

煩

悩

を

断

じ

て

証

を

開

く

と

い

う

そ

の

義

に

立

っ

て

し

ま

っ

て

、

浄

土

の

「

不

断

煩

悩

得

涅

槃

」

を

知

ら

な

い

誤

り

を

指

し

て

云

う

。
こ

の

世

で

は

罪

消

え

て

証

を

開

く

と

い

う

の

な

ら

、
「

即

身

成

仏

」

の

一

乗

(

大

乗

)

の

意

だ

と

い

う

こ

と

。

○

善

導

の

御

釈

に

よ

り

て

等

。

上

は

、
「

此

土

入

聖

得

果

」
、
「

彼

土

入

聖

得

果

」
、

こ

れ

は

、

聖

道

・

浄

土

の

差

別

に

よ

っ

て

、
こ

の

世

で

罪

が

無

く

な

る

の

が

聖

道

門

。

浄

土

で

罪

が

無

く

な

る

の

が

浄

土

門

。

し

か

し

な

が

ら

、

こ

こ

で

罪

が

消

え

る

と

云

え

ば

、

浄

土

門

で

は

無

く

聖

道

門

で

あ

る

。

道

理

を

挙

げ

て

推

し

進

め

、

こ

れ

か

ら

は

、

善

導

大

師

の

釈

を

引

い

て

浄

土

門

の

意

を

顕

す

。

○

こ

れ

を

こ

こ

ろ

う

る

と

は

。

滅

罪

の

義

で

あ

る

。

○

信

心

と

は

、

深

心

の

義

で

あ

る

。

○

ふ

た

つ

の

釈

あ

り

と

は

。

機

法

二

種

の

意

で

あ

る

。
こ

の

機

の

深

信

(

心

)

、
法

の

深

信

(

心

)

は

、

詳

細

に

述

べ

て

い

け

ば

、

種

々

の

異

論

が

あ

る

け

れ

ど

も

、

先

ず

、

法

然

聖

人

か

ら

相

承

さ

れ

た

お

教

え

は

、

法

の

深

信

ば

か

り

挙

げ

て

お

く

と

、

法

を

信

じ

て

念

仏

し

て

い

て

も

、

機

の

昔

な

が

ら

の

罪

悪
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造

り

と

な

る

の

で

、

我

が

身

の

罪

悪

が

止

ま

な

い

事

に

つ

い

て

、

法

の

深

信

が

砕

け

て

し

ま

う

こ

と

に

な

る

。

よ

っ

て

、

初

め

に

機

の

深

信

を

お

い

て

、
こ

の

世

は

死

ぬ

ま

で

悪

を

造

り

、
本

願

を

信

じ

て

も

、

念

仏

を

称

え

て

も

、

機

の

悪

は

止

ま

ら

な

い

と

先

に

呑

み

込

ま

せ

た

の

が

機

の

深

信

だ

と

い

う

と

が

『

和

語

灯

録

』

の

ど

こ

に

で

も

出

て

い

る

。

今

も

そ

の

意

に

依

っ

て

お

く

こ

と

が

大

切

。

○

ひ

と

つ

に

は

等

。

こ

れ

は

、
「

散

善

義

」

と

「

礼

讃

」

と

「

機

法

の

深

信

の

文

」

に

少

し

ず

つ

違

い

が

あ

る

。

そ

れ

を

彼

此

取

り

合

わ

せ

て

聞

こ

え

や

す

い

よ

う

に

し

て

、

今

は

こ

こ

に

合

う

よ

う

に

挙

げ

た

も

の

で

あ

る

。

○

自

身

は

と

は

。

こ

の

言

は

深

く

着

目

す

べ

き

で

あ

る

。
自

身

は

他

身

に

対

す

る

言

葉

。

他

身

と

は

、

た

だ

外

の

人

を

指

し

て

え

ら

ん

だ

も

の

で

は

な

い

。

法

の

深

信

の

弥

陀

に

睨

み

合

わ

せ

て

、

自

身

を

弥

陀

に

対

し

て

自

身

と

云

っ

た

も

の

。

往

生

の

因

果

み

な

仏

力

で

、

我

が

身

の

方

に

は

い

さ

さ

か

も

成

仏

の

縁

の

無

い

の

を

顕

し

て

い

る

。

即

ち

、

こ

れ

が

、

今

念

仏

す

れ

ど

も

罪

が

あ

る

の

無

い

の

と

苦

に

す

る

け

れ

ど

も

、

浄

土

へ

の

深

信

は

全

く

仏

力

を

信

じ

て

、

身

の

善

悪

は

見

な

い

の

だ

と

い

う

意

を

顕

す

大

切

な

言

葉

で

あ

る

。

○

現

に

と

は

。
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過

去

で

も

な

く

、

未

来

で

も

な

い

。

ど

ら

猫

を

前

に

、

今

の

身

が

と

い

う

意

味

。

○

罪

悪

生

死

の

凡

夫

と

は

。

身

業

の

三

悪

・

口

業

の

四

悪

・

意

業

の

三

悪

の

三

業

十

悪

の

身

の

こ

と

。

即

ち

、
『

観

無

量

寿

経

』

の

下

品

の

機

根

で

、

大

乗

小

乗

世

間

の

善

ま

で

尽

き

果

て

た

も

の

の

こ

と

。

○

煩

悩

具

足

し

善

根

薄

少

に

し

て

。

こ

れ

は

『

礼

讃

』

の

形

を

取

り

込

ん

で

云

っ

た

も

の

で

あ

る

。

八

万

四

千

の

煩

悩

一

つ

を

も

消

さ

ず

、

皆

持

っ

て

い

る

こ

と

が

、

具

足

煩

悩

で

あ

る

。

○

善

根

薄

少

と

は

。

無

有

出

離

之

縁

と

謂

い

な

か

ら

。

少

々

は

善

が

無

い

の

で

は

な

い

。

如

何

な

る

貧

し

い

人

で

あ

っ

て

も

、

五

文

か

十

文

の

お

金

は

有

る

け

れ

ど

も

、
身

に

過

ぎ

世

に

過

ぎ

る

こ

と

の

足

し

に

な

る

ほ

ど

は

な

い

。

今

、

罪

悪

生

死

の

凡

夫

で

も

実

を

言

え

ば

、

少

々

は

善

根

が

あ

る

の

で

善

根

薄

少

と

い

っ

て

い

る

。

こ

の

具

足

煩

悩

の

問

の

「

三

毒

煩

悩

す

こ

し

も

き

へ

す

」

に

あ

た

り

、

善

根

薄

少

が

「

善

心

日

々

に

す

す

ま

す

」
に

当

た

る

。
機

の

深

信

の

文

で

問

い

を

答

え

る

意

図

が

あ

る

。

○

つ

ね

に

三

界

に

流

転

し

て

と

は

。

「

散

善

義

」(

観

経

四

帖

疏

)

の

「

常

没

常

流

転

」

と

『

礼

讃

』

の

「

流
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転

三

界

」

と

を

合

わ

せ

た

も

の

。

こ

の

譬

は

、
『

涅

槃

経

』

(

巻

三

十

五

の

十

二

)

に

出

て

い

る

。
「

常

没

常

流

」

は

海

中

へ

潜

っ

て

い

る

魚

を

、
法

で

は

闡

提

に

た

と

え

る

。
仏

性

に

信

も

な

い

の

が

闡

提

。

こ

れ

を

断

善

根

と

し

て

、

善

根

と

謂

っ

て

も

、

後

の

こ

と

ば

を

削

っ

て

、

少

し

も

な

い

者

。

我

が

身

が

そ

れ

だ

と

、

謝

り

果

て

よ

と

云

う

事

。

ま

た

、

こ

の

闡

提

を

無

信

と

い

う

こ

と

が

あ

る

。

今

は

こ

の

深

信

の

釈

で

あ

る

か

ら

、

我

が

身

に

は

信

心

さ

え

無

い

、

常

没

常

流

転

の

闡

提

の

如

く

、

浅

ま

し

い

者

と

い

う

こ

と

。

宗

祖

の

他

力

廻

向

の

信

心

の

考

え

方

に

良

く

契

う

。

○

弥

陀

の

誓

願

の

深

重

な

る

を

も

て

。

こ

れ

は

『

礼

讃

』

に

、
「

弥

陀

の

本

弘

誓

願

」

と

示

し

て

あ

る

。

そ

の

法

の

深

信

の

言

葉

を

取

っ

て

、

ま

た

こ

の

前

に

深

重

誓

願

と

も

示

し

て

あ

る

。

そ

の

言

葉

を

も

こ

こ

へ

持

ち

込

ん

で

、
「

誓

願

深

重

」

と

云

っ

た

も

の

で

あ

る

。
こ

れ

は

、
一

寸

見

ら

れ

な

い

言

葉

遣

い

で

、

「

散

善

義

」

の

法

の

深

信

に

は

、
「

阿

弥

陀

仏

四

十

八

願

攝

受

衆

生

」

と

有

る

が

、

今

こ

の

『

礼

讃

』

の

言

葉

を

取

っ

て

い

る

の

は

、

こ

の

前

に

、

仏

々

平

等

に

し

て

仏

に

変

わ

り

は

な

い

こ

と

を

、

な

ぜ

ひ

と

り

弥

陀

を

信

ず

る

の

か

と

問

い

を

立

て

て

、

成

る

ほ

ど

果

上

の

仏

に

差

別

は

な

い

け

れ

ど

も

、

因

位

の

時

の

願

行

に

差

別

が

あ

る

。

弥

陀

は

、

我

が

願

行

を

衆

生

に

与

え

て

、

衆

生

の

力

は

い

ら

ず

に

、

他

力
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で

助

け

よ

う

と

誓

わ

れ

た

弥

陀

で

あ

る

か

ら

、

因

位

の

願

行

か

ら

は

差

別

が

あ

る

と

い

う

。

そ

こ

に

、
「

深

重

誓

願

」

と

い

う

言

葉

が

出

て

い

る

。

そ

の

他

力

廻

向

を

顕

す

た

め

に

わ

ざ

わ

ざ

『

礼

讃

』
」

の

文

を

切

り

入

れ

て

、

前

の

「

他

力

願

行

深

重

」

の

言

葉

を

も

入

れ

た

も

の

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

こ

れ

機

の

方

は

、

出

離

之

縁

が

尽

き

て

い

る

者

。
法

の

方

か

ら

皆

与

え

て

助

け

る

の

が

弥

陀

で

あ

る

と

云

っ

て

、

他

力

本

願

を

顕

す

言

葉

と

な

っ

て

い

る

。

○

か

か

る

衆

生

を

み

ち

ひ

き

た

ま

ふ

と

信

知

し

て

。

こ

れ

は

又

「

散

善

義

」

の

「

攝

受

衆

生

」

へ

戻

っ

て

引

い

て

い

る

。

み

ち

び

き

と

は

、

引

導

。

引

導

と

は

、

来

迎

。

来

迎

と

は

、

摂

取

し

て

助

け

る

の

が

み

ち

び

く

の

意

味

。

こ

れ

が

『

自

力

他

力

の

事

』

に

も

出

で

て

い

る

。

隆

寛

律

師

の

意

は

「

摂

取

来

迎

」
。

か

の

『

唯

心

鈔

文

意

』

の

「

摂

取

来

迎

」

は

こ

の

隆

寛

律

師

と

同

義

で

あ

る

。

○

一

念

も

う

た

か

ふ

こ

こ

ろ

な

か

れ

と

は

。

こ

れ

は

、
『

礼

讃

』

か

ら

取

っ

た

も

の

で

あ

る

。

○

こ

の

こ

こ

ろ

を

え

つ

れ

は

等

。

こ

の

こ

こ

ろ

と

は

機

法

二

種

の

深

信

の

こ

こ

ろ

。

機

の

方

は

善

根

の

な

い

罪

悪

の

凡

夫

で

、

往

生

は

皆

仏

力

だ

と

い

う

の

が

深

心

の

釈

で

あ

る

。

そ

の

こ

こ

ろ

を

得

て

み

れ

ば

と

云

う

意

味

で

あ

る

。

○

わ

か

こ

こ

ろ

の

わ

ろ

き

に

つ

け

て

も

と

は

。
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機

の

深

信

の

こ

と

。

○

弥

陀

の

大

悲

の

ち

か

ひ

と

は

。

法

の

深

心

の

こ

と

。

○

こ

そ

と

は

。

限

る

言

。

機

の

方

は

全

く

悪

で

、

一

つ

も

善

き

事

は

な

い

。

み

な

仏

力

他

力

だ

と

え

ら

ぶ

こ

こ

ろ

で

あ

る

。

○

あ

は

れ

に

め

て

た

く

た

の

も

し

け

れ

等

。

こ

の

言

葉

遣

い

は

、
「

た

の

も

し

」

と

は

、

頼

の

字

。
「

あ

ふ

く

」

と

は

、

仰

の

字

。

こ

れ

を

合

わ

せ

る

と

仰

頼

と

な

る

。

時

に

、
『

観

経

疏

』

に

天

台

の

源

清

の

『

顕

要

記

』

と

い

う

書

物

が

あ

る

。

そ

れ

に

観

経

下

品

の

往

生

を

論

じ

て

、
「

観

念

定

心

は

な

く

と

も

、

弥

陀

の

仏

力

を

仰

頼

し

て

往

生

す

る

」

と

あ

る

。

こ

れ

が

も

と

で

、

天

台

の

釈

は

、

十

八

願

で

逆

謗

を

除

い

て

あ

る

の

は

、

真

如

実

相

を

聞

い

て

定

心

に

観

ず

る

機

で

は

な

く

、

た

だ

散

心

念

仏

す

る

者

に

要

約

し

て

唯

除

と

云

う

と

。

観

経

で

は

臨

終

の

悪

人

で

は

あ

る

が

、

実

相

の

法

を

聞

い

て

定

心

に

称

え

た

の

で

往

生

を

し

た

と

解

釈

す

る

の

が

天

台

。

そ

こ

を

天

台

で

あ

り

な

が

ら

、

観

経

下

品

の

機

も

散

心

の

念

仏

で

往

生

す

る

と

い

う

説

を

立

て

、

弥

陀

を

仰

頼

す

る

の

で

往

生

す

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

も

と

も

と

源

清

は

、

山

外

(

天

台

宗

外

)

の

邪

義

で

あ

る

の

で

、

天

台

の

正

統

か

ら

は

喝

破

さ

れ

る

。

し

か

し

、

こ

の
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下

品

の

釈

に

は

理

が

あ

る

の

で

、

良

忠

の

記

な

ど

に

は

専

ら

引

い

て

あ

る

。

そ

れ

か

ら

見

れ

ば

、

今

こ

の

『

後

世

物

語

』

も

「

タ

ノ

モ

シ

ケ

レ

ト

ア

フ

ク

ト

」

と

云

っ

て

い

る

の

は

、

源

清

の

記

の

仰

頼

を

取

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。

当

流

の

弥

陀

を

た

の

む

と

い

う

の

も

、

直

ち

に

こ

の

仰

頼

の

相

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

こ

に

訳

が

あ

る

の

は

、

西

の

三

業

募

が

「

願

生

帰

命

辨

」

(

上

の

初

)

を

書

い

て

、

「

タ

ノ

ム

」

と

云

う

の

は

願

う

こ

と

で

、

頼

憑

恃

怙

の

憑

の

字

で

は

な

い

と

言

っ

て

い

る

。

そ

れ

か

ら

論

が

賑

や

か

に

な

っ

て

、

頼

憑

恃

怙

の

字

が

当

た

る

の

当

た

ら

な

い

と

論

じ

ら

れ

、

或

い

は

信

の

字

だ

と

云

い

っ

て

、
「

タ

ノ

ム

」

と

い

う

文

字

の

詮

議

が

大

賑

わ

い

と

成

っ

た

。

よ

っ

て

、

先

ず

、

難

癖

は

つ

け

な

い

の

が

い

い

の

で

、

ど

の

字

だ

と

は

定

め

な

い

の

が

良

い

。

善

導

大

師

の

「

タ

ノ

ム

」

と

い

う

所

に

は

み

な
「

憑

」
の

字

が

書

い

て

あ

る

。
し

た

が

っ

て
『

和

語

灯

』

の

古

本

に

は

、

み

な

憑

の

字

が

用

い

て

あ

る

。

宗

祖

も

憑

の

字

を

用

い

ら

れ

た

。

先

ず

、

当

た

る

当

た

ら

な

い

は

別

と

し

て

、

善

導

大

師

か

ら

相

承

の

憑

の

字

で

あ

る

。

善

い

か

悪

い

か

は

知

ら

な

い

が

、

憑

の

字

を

使

え

ば

善

導

大

師

相

承

の

文

字

と

な

る

。

全

く

文

字

で

義

を

定

め

る

こ

と

は

、

疎

い

こ

と

で

、

文

字

は

ど

れ

で

も

良

い

。

義

は

本

願

の

信

心

一

念

の

帰

命

で

据

わ

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

よ

っ

て

こ

の

仰

頼

の

字

も

文

字

を

当

て

る

こ

と

は

疎

い

場

合

も

あ

る

が

、

我

を
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謝

っ

て

向

こ

う

側

を

突

き

上

げ

る

の

で

仰

。

我

を

捨

て

て

向

こ

う

側

へ

よ

る

の

で

頼

。

一

往

は

仰

頼

の

字

が

よ

く

当

た

っ

て

い

る

。

全

く

梵

語

で

は

、

南

無

と

云

い

、

南

摩

と

云

う

の

は

同

じ

言

葉

。

そ

れ

が

一

義

で

は

名

と

言

う

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

は

帰

命

と

は

大

き

く

違

う

よ

う

で

は

あ

る

が

、

成

る

ほ

ど

人

の

名

で

物

の

名

で

も

、

松

と

い

う

名

は

松

に

つ

い

て

離

れ

な

い

。

竹

と

い

う

名

は

、

竹

に

つ

い

て

離

れ

な

い

。
さ

れ

ば

、
帰

命

と

云

う

も

向

っ

て

離

れ

な

い

の

で

あ

る

か

ら

、

良

く

道

理

に

か

な

う

。

今

我

が

身

の

方

を

見

限

っ

て

、

如

来

の

他

力

に

し

が

み

つ

い

て

離

れ

な

い

と

い

う

こ

こ

ろ

が

仰

頼

で

あ

る

。

そ

う

で

あ

る

か

ら

「

ア

ハ

レ

ニ

メ

テ

タ

ク

」

言

っ

て

い

る

。

こ

の

「

ア

ハ

レ

ニ

」

と

は

、

色

々

に

義

が

転

じ

て

、

元

は

「

も

の

を

愛

す

る

」

こ

と

を

あ

わ

れ

む

と

い

っ

て

い

る

。

そ

の

愛

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

子

が

病

め

ば

親

は

可

愛

く

、

花

が

散

れ

ば

見

る

も

の

が

悲

し

い

。

依

っ

て

、

あ

わ

れ

が

「

悲

し

む

」

の

義

に

転

ず

る

。

ま

た

、

子

を

愛

し

花

を

愛

す

る

。
愛

す

る

に

依

っ

て

ほ

め

る

。
依

っ

て
「

慈

し

み

ほ

め

る

」

義

に

な

る

。

ま

た

、

転

じ

て

「

願

う

」

こ

と

に

も

な

る

。

そ

の

中

、

今

は

「

ほ

め

る

」

こ

こ

ろ

で

あ

る

。

俗

語

に

「

あ

っ

晴

れ

」

と

い

う

言

葉

が

あ

る

が

、

同

じ

意

味

で

あ

る

。

文

字

に

書

く

と

「

天

晴

」

の

字

を

良

く

当

て

る

。

曇

天

が

か

ら

り

と

晴

れ

た

、

そ

の

よ

う

な

気

持

ち

を

あ

わ

れ

と

ほ

め

る

。

そ

れ

故

に

、

今

「

メ

テ

タ

ク

」

の

言

葉

を
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添

え

て

、

め

で

た

く

は

、

す

ぐ

れ

て

い

る

こ

と

。
「

あ

っ

ば

れ

す

ぐ

れ

た

弥

陀

の

願

」
。

実

に

尊

や

と

頼

む

こ

こ

ろ

。

即

ち

、

上

に

云

う

「

誓

願

深

重

で

諸

仏

に

超

え

す

ぐ

れ

、

願

も

行

も

与

え

て

助

け

る

弥

陀

の

願

」

で

あ

る

の

で

、

諸

仏

に

も

菩

薩

に

も

あ

っ

ぱ

れ

、

す

ぐ

れ

て

、

め

で

た

い

弥

陀

の

願

だ

と

云

う

て

い

る

。

○

も

と

よ

り

わ

か

ち

か

ら

等

。

も

と

よ

り

と

は

本

来

。

わ

か

力

に

て

ま

い

ら

ば

こ

そ

と

は

、

自

力

で

往

生

す

る

の

で

は

な

い

。

乗

彼

願

力

で

他

力

往

生

す

る

と

云

う

こ

と

の

意

味

。

○

わ

か

こ

こ

ろ

の

あ

し

か

ら

ん

に

よ

り

て

等

と

は

。

歩

い

て

行

く

道

な

ら

ば

、

足

の

弱

い

こ

と

が

障

害

に

な

る

。

駕

籠

に

て

行

く

な

ら

ば

障

害

に

は

な

ら

な

い

。

自

力

で

参

ろ

う

と

す

れ

ば

、

己

の

こ

こ

ろ

の

悪

さ

こ

と

を

も

疑

え

と

い

う

こ

と

。

○

ひ

と

へ

に

仏

の

御

力

に

て

等

。

こ

の

「

ひ

と

え

に

」

の

字

を

よ

く

よ

く

見

る

こ

と

が

大

切

。

半

自

力

半

他

力

義

の

こ

と

で

、

甲

斐

の

空

寂

な

ど

が

立

て

た

邪

義

が

あ

る

。

鎮

西

な

ど

も

謂

わ

ば

半

自

力

半

他

力

。

信

じ

て

称

え

る

の

は

行

者

の

力

だ

と

い

う

。

然

る

に

法

然

聖

人

も

偏

に

只

弘

願

を

た

の

む

と

説

く

か

れ

正

意

は

全

分

他

力

。

隆

寛

律

師

の

義

は

、
『

自

力

他

力

の

事

』

に

審

ら

か

で

あ

る

。

往

生

の

因

果

は

み

な

他

力

で

あ

る

と

立

て

て

い
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る

の

は

、

当

流

に

同

じ

。

○

な

ん

の

う

た

か

い

か

あ

ら

ん

と

は

。

罪

が

消

え

な

け

れ

ば

と

て

、

悪

が

有

れ

ば

と

て

、

足

が

折

れ

て

も

舟

で

は

行

け

な

い

と

は

思

う

事

は

な

い

。

仏

力

・

他

力

で

助

か

る

の

で

機

の

善

悪

に

は

係

わ

る

事

は

な

い

。

し

か

れ

ば

、
「

何

の

疑

い

か

あ

ら

ん

」

と

い

う

事

で

あ

る

。

○

こ

こ

ろ

う

る

を

深

心

と

い

う

と

は

。

こ

れ

を

浄

土

の

深

心

と

云

う

と

云

う

意

味

で

あ

る

。

【

第

六

問

答

】

(

淨

全

巻

續

九

・P61

上

～

同

下

)

【

元

文

】

ま

た

あ

る

ひ

と

の

い

は

く

、

曠

劫

よ

り

こ

の

か

た

、

乃

至

今

日

ま

で

、

十

悪

五

逆

四

重

謗

法

等

の

、

も

ろ

も

ろ

の

つ

み

を

つ
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く

る

ゆ

へ

に

、

三

界

に

流

転

し

て

、

い

ま

に

生

死

の

す

も

り

た

り

、

か

か

る

身

の

わ

づ

か

に

念

佛

す

れ

と

も

、

愛

欲

の

な

み

と

こ

し

へ

に

お

こ

り

て

、

善

心

を

け

が

し

、

瞋

恚

の

ほ

む

ら

し

き

り

に

も

え

て

功

徳

を

や

く

、

よ

き

こ

こ

ろ

に

て

ま

ふ

す

念

佛

は

、

萬

か

一

な

り

、

そ

の

餘

は

み

な

け

が

れ

た

る

念

佛

な

り

、

さ

れ

ば

、

切

に

ね

が

ふ

と

い

ふ

と

も

、

こ

の

念

佛

も

の

に

な

る

べ

し

と

も

お

ぼ

へ

ず

、

ひ

と

び

と

も

ま

た

さ

る

こ

こ

ろ

を

な

を

さ

ず

ば

、

か

な

ふ

ま

じ

と

ま

ふ

す

と

き

に

、

ま

こ

と

に

お

ぼ

え

て

、

ま

よ

ひ

さ

ふ

ら

ふ

を

ば

、

い

か

が

し

さ

ふ

ら

ふ

べ

き

と

。

師

の

い

は

く

、

こ

れ

は

さ

き

の

信

心

を

、

い

ま

た

こ

こ

ろ

え

ず

、

か

る

が

ゆ

へ

に

、

お

も

ひ

わ

づ

ら

ひ

て

ね

か

ふ

こ

こ

ろ

も

ゆ

る

に

な

る

と

い

ふ

は

、

廻

向

発

願

心

の

か

け

た

る

な

り

、

善

導

の

御

こ

こ

ろ

に

よ

る

に

、

釋

迦

の

を

し

へ

に

し

た

か

ひ

、

彌

陀

の

願

力

を

た

の

み

な

ば

、

愛

欲

瞋

恚

の

お

こ

り

、

ま

じ

は

る

と

い

ふ

と

も

、

さ

ら

に

か

へ

り

み

る

こ

と

な

か

れ

と

い

へ

り

、

ま

こ

と

に

本

願

の

白

道

、

あ

に

愛

欲

の

な

み

に

け

が

さ

れ

ん

や

、

他

力

の

功

徳

、

む

し

ろ

瞋

恚

の

ほ

む

ら

に

や

く

べ

け

ん

や

、

た

と

ひ

欲

も

お

こ

り

は

ら

も

た

つ

と

も

、

し
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づ

め

が

た

く

し

の

び

が

た

く

ば

、

た

だ

佛

た

す

け

た

ま

へ

と

お

も

へ

ば

、

か

な

ら

す

彌

陀

の

大

慈

悲

に

て

た

す

け

た

ま

ふ

こ

と

、

本

願

力

な

る

ゆ

へ

に

、

攝

取

決

定

な

り

、

攝

取

決

定

な

る

が

ゆ

へ

に

、

往

生

決

定

な

り

と

お

も

ひ

さ

だ

め

て

、

い

か

な

る

ひ

と

き

た

り

て

、

い

ひ

さ

ま

た

ぐ

と

も

、

す

こ

し

も

か

わ

ら

ざ

る

こ

こ

ろ

を

金

剛

心

と

い

ふ

、

し

か

る

ゆ

へ

は

、

如

来

に

摂

取

せ

ら

れ

た

て

ま

つ

れ

ば

な

り

、

こ

れ

を

廻

向

発

願

心

と

い

ふ

な

り

、

こ

れ

を

よ

く

よ

く

こ

こ

ろ

ふ

べ

し

。

六

、
「

ま

た

あ

る

ひ

と

の

い

は

く

曠

劫

」

等

＊

「

廻

願

心

」

(

廻

向

発

願

心
)

こ

の

第

六

問

答

の

据

わ

り

は

、

上

の

四

・

五

の

問

答

は

、

突

き

詰

ま

る

と

こ

ろ

は

、

定

心

の

疑

い

と

、

散

心

の

疑

い

で

あ

る

。

今

は

定

・

散

心

を

一

つ

に

し

て

、

定

心

・

散

心

に

気

を

か

け

往

生

を

疑

い

、

往

生

は

で

き

る

と

思

う

け

れ

ど

も

、

不

安

に

思

う

の

が

廻

願

心

の

欠

け

た

も

の
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で

あ

る

と

顕

し

て

い

る

。

さ

て

又

、

文

の

相

は

、

二

河

白

道

に

就

い

て

問

答

が

あ

る

。
即

ち

二

河

の

譬

え

が

廻

向

発

願

心

だ

と

い

う

意

。
さ

て

、

又

こ

こ

へ

先

の

深

心

を

得

な

い

の

だ

と

廻

願

心

へ

先

の

深

心

が

混

じ

っ

て

い

る

。

こ

れ

は

も

と

善

導

大

師

の

釈

に

真

実

心

中

に

廻

向

発

願

し

て

と

あ

る

の

が

そ

の

意

で

あ

る

。

た

だ

往

生

で

き

る

と

思

う

の

が

廻

願

で

は

な

い

。

往

生

に

疑

い

な

い

事

が

金

剛

の

よ

う

に

な

っ

て

、

疑

い

晴

れ

て

し

か

も

往

生

を

願

っ

て

い

る

と

い

う

事

で

あ

る

。

こ

の

第

六

問

答

は

先

ず

分

か

り

や

す

い

。

と

こ

ろ

で

こ

の

問

い

と

答

え

の

詰

ま

る

と

こ

ろ

は

、

二

河

の

譬

喩

に

水

の

川

か

ら

波

が

打

ち

か

け

て

白

道

を

け

が

す

。

火

の

河

か

ら

炎

が

燃

え

か

け

て

百

道

を

焼

く

と

い

う

。

そ

れ

を

信

心

念

仏

の

白

道

も

貪

瞋

煩

悩

の

水

火

に

焼

き

け

が

さ

れ

て

、

往

生

は

で

き

な

い

と

思

い

疑

う

。

答

え

は

、

念

仏

の

白

道

は

金

剛

の

よ

う

で

あ

っ

て

、

水

は

け

が

し

、

火

は

焼

く

け

れ

ど

も

、

念

仏

信

心

の

白

道

は

障

り

が

な

い

と

い

う

こ

こ

ろ

。

よ

っ

て

焼

き

け

が

す

と

い

う

文

は

、

水

火

の

勢

い

に

な

っ

て

、

実

際

に

焼

き

実

際

に

け

が

す

の

で

は

な

い

と

い

う

こ

こ

ろ

で

あ

る

。

こ

れ

が

こ

の

問

答

の

大

意

で

あ

る

。

而

し

て

こ

の

問

答

の

大

方

は

二

河

白

道

の

譬

喩

が

三

心

に

も

通

う

け

れ

ど

も

、

当

た

り

前

は

廻

願

心

に

出

で

た

譬

喩

で

あ

る

。

尤

も

こ

の

譬

喩

は

信

巻

(

『

教

行

信

証

』

)

に

引

て

お

ら

れ

て

他

力

弘

願

の

譬

喩

に

は

違

い

な

い

。

し

か

し

な

が

ら

、

善

導

大

師

の

勧

め

方

向

は

、

先

ず

般

舟

三

昧
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で

あ

っ

た

の

で

、
定

散

の

自

力

が

ま

ん

ざ

ら

抜

け

落

ち

た

の

で

は

な

い

。

よ

っ

て

香

月

院

な

ど

は

自

力

他

力

の

二

つ

に

見

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

水

火

二

河

の

中

間

の

白

道

を

清

浄

願

往

生

心

と

法

に

顕

し

た

と

こ

ろ

、

煩

悩

の

中

に

あ

り

な

が

ら

煩

悩

を

推

し

伏

せ

て

清

ら

か

な

浄

土

を

願

う

心

と

云

う

義

に

見

て

見

え

な

い

事

は

な

い

。

よ

っ

て

、

今

問

い

の

意

の

落

ち

着

き

は

、

欲

を

発

こ

し

な

が

ら

浄

土

を

願

い

、

腹

を

立

て

な

が

ら

念

仏

を

称

え

た

の

で

は

、

貪

瞋

三

毒

に

け

が

れ

た

心

の

念

仏

で

あ

る

か

ら

、

清

浄

願

往

生

心

と

は

云

わ

れ

な

い

。

し

か

し

、

そ

の

煩

悩

を

押

し

伏

せ

て

清

い

心

で

称

え

る

事

は

出

来

に

く

い

の

で

、

浄

土

を

願

い

な

が

ら

念

仏

し

な

が

ら

浄

土

参

り

が

危

う

く

(

不

安

)

思

わ

れ

る

の

で

、

思

い

込

み

に

よ

っ

て

廻

向

発

願

心

が

起

こ

ら

な

い

と

云

う

事

。

答

え

の

意

は

、

そ

れ

を

弘

願

他

力

の

浄

水

に

取

っ

て

、

念

仏

は

も

と

弥

陀

の

無

漏

清

浄

の

名

号

で

あ

る

。

か

ら

、

泥

に

生

ま

れ

て

も

蓮

華

は

泥

の

穢

れ

を

受

け

な

い

。

水

に

入

っ

て

も

油

は

水

の

影

響

を

受

け

な

い

。

名

号

念

仏

の

真

実

は

貪

瞋

に

け

が

さ

れ

る

訳

は

無

い

。

然

る

を

汚

れ

る

と

思

う

事

に

よ

っ

て

、

浄

土

を

願

う

心

も

緩

や

か

に

な

っ

て

、

廻

向

発

願

心

の

欠

け

て

い

る

と

云

う

意

味

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

清

浄

願

往

生

心

を

柱

と

し

て

心

得

る

と

良

い

。

宗

祖

に

於

い

て

は

、

廻

向

発

願

は

弥

陀

の

事

で

、

弥

陀

の

廻

向

発

願

心

だ

と

さ

れ

て

い

る

。
こ

れ

は

た

わ

い

も

な

い

御

釈

の

よ

う

で

あ

る

が

、
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回

り

回

る

と

、
今

と

同

義

と

落

ち

着

い

て

、
弥

陀

の

廻

向

と

い

う

の

も

、

名

号

を

下

さ

る

事

。
発

願

と

い

う

の

も

名

号

で

助

け

る

願

の

事

で

あ

る

。

弥

陀

の

廻

向

も

発

願

も

名

号

で

あ

る

か

ら

、

弥

陀

の

無

漏

清

浄

の

名

号

が

煩

悩

に

け

が

れ

る

こ

と

に

な

る

の

で

、

回

り

回

る

と

同

義

に

落

ち

着

く

。

前

よ

り

述

べ

て

い

る

通

り

、

三

心

は

深

心

。

深

心

は

専

修

と

押

し

詰

ま

っ

て

、

三

信

も

回

り

回

る

と

名

号

に

な

っ

て

し

ま

う

。

こ

れ

が

法

然

聖

人

の

釈

で

あ

る

。

よ

っ

て

宗

祖

の

三

心

の

如

来

廻

向

は

、

法

然

聖

人

の

釈

と

違

う

よ

う

で

あ

る

が

、

そ

の

法

然

聖

人

の

三

心

の

名

号

に

落

ち

込

ん

だ

名

号

の

袋

を

拡

げ

て

見

せ

て

、

三

心

具

足

だ

と

言

っ

て

お

ら

れ

る

の

が

宗

祖

の

御

釈

。

法

然

聖

人

は

名

号

の

袋

で

云

い

、

宗

祖

は

中

の

も

の

柄

を

云

う

。

こ

れ

違

い

が

あ

る

よ

う

で

違

い

は

な

い

。

こ

れ

を

理

解

す

る

と

五

帖

一

部

の

御

文

が

皆

理

解

で

き

る

。

こ

れ

を

知

ら

な

い

と

、

ご

文

は

残

ら

ず

解

ら

な

い

事

と

な

る

。

○

曠

劫

よ

り

こ

の

か

た

等

。

こ

の

問

い

の

文

の

見

方

。
「

さ

れ

ば

切

に

ね

が

う

と

い

う

と

も

、

こ

の

念

仏

も

の

に

な

る

べ

し

と

も

お

ぼ

え

ず

」

と

云

う

と

こ

ろ

が

、

正

し

く

廻

願

の

義

に

当

た

る

。

そ

れ

よ

り

前

は

、

皆

そ

の

道

行

き

を

顕

す

と

理

解

す

べ

き

で

あ

る

。

念

仏

が

貪

瞋

に

け

が

れ

る

道

行

き

と

し

て

、

貪

瞋

に

け

が

れ

る

念

仏

で

あ

る

か

ら

、

如

何

ほ

ど

願

っ

て

も

往



- 223 -

生

の

合

点

が

い

か

な

い

。

願

い

な

が

ら

危

な

い

と

い

う

意

味

。

そ

の

中

こ

の

曠

劫

よ

り

等

と

は

、

即

ち

廻

願

心

の

下

の

二

別

三

異

の

念

仏

を

妨

げ

る

言

葉

に

出

て

い

る

も

の

を

取

っ

た

も

の

で

あ

る

。

又

、

機

の

深

心

も

直

ち

に

こ

の

意

味

。

文

を

解

釈

せ

ず

に

理

解

す

べ

き

で

あ

る

。

曠

劫

よ

り

の

貪

瞋

で

あ

る

の

で

、

油

の

久

し

く

染

み

こ

ん

だ

よ

う

に

、

い

く

ら

嗜

ん

で

も

伏

せ

通

す

こ

と

が

で

き

な

い

と

い

う

意

で

あ

る

。

そ

の

中

、

四

重

と

は

、

殺

盗

婬

妄

を

云

う

。

こ

れ

を

四

重

禁

と

い

う

。

○

す

も

り

と

は

。

源

順

の

和

名

鈔

(
巻

十

八

の

三

十

)

に

は

、

毈

の

字

。

こ

れ

を

す

も

り

と

読

ん

で

い

る

。

す

も

り

と

い

う

事

『

源

氏

物

語

』

(

橘

姫

の

巻

七

左

)

に

も

出

で

て

、

註

に

「

鳥

の

巣

に

か

ひ

こ

の

か

へ

ら

で

は

つ

る

を

、

す

も

り

と

云

」

と

あ

っ

て

、

卵

の

孵

り

出

で

な

い

で

、

巣

で

腐

っ

て

し

ま

う

よ

う

な

こ

と

を

い

う

。

大

漁

の

常

に

大

海

の

底

に

沈

ん

で

浮

か

ぶ

事

の

な

い

よ

う

な

事

を

、

常

没

流

転

と

い

う

。

そ

れ

を

卵

の

孵

ら

な

い

で

腐

る

の

意

味

に

と

っ

て

、

す

も

り

と

云

っ

て

い

る

。

○

か

か

る

身

の

わ

づ

か

に

等

。

こ

れ

か

ら

は

二

河

白

道

の

文

で

云

っ

て

い

る

。

わ

づ

か

に

と

は

、

一

念

十

念

の

念

仏

こ

と

。

○

愛

欲

の

な

み

と

こ

し

な

へ

に

等

の

文

。
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水

火

の

白

道

を

湿

し

焼

く

よ

う

に

、

貪

瞋

が

、

念

仏

の

信

を

常

に

け

が

す

と

い

う

意

味

。

と

こ

し

な

へ

と

は

、

常

の

事

。

○

善

心

と

は

信

心

の

事

。

波

は

打

ち

か

け

、

火

は

燃

え

さ

か

る

よ

う

に

、

欲

が

起

こ

り

腹

が

立

っ

て

念

仏

の

心

を

打

ち

消

す

よ

う

に

す

る

こ

と

。

こ

れ

聖

道

門

で

は

如

何

に

善

根

を

積

ん

で

も

煩

悩

を

起

こ

せ

ば

消

え

る

と

説

く

。

そ

の

意

で

、

浄

土

の

念

仏

も

煩

悩

の

為

に

消

え

て

し

ま

う

と

思

う

意

。

○

し

き

り

と

は

。

間

の

な

い

事

。

俗

に

「

ひ

っ

き

り

も

無

い

」

と

云

う

の

が

こ

の

こ

と

で

あ

る

。

○

功

徳

と

は

。

念

仏

の

こ

と

。

○

よ

き

こ

こ

ろ

に

て

ま

ふ

す

と

は

。

欲

も

起

こ

さ

ず

腹

も

立

て

ず

に

浄

土

を

願

い

、

弥

陀

を

思

っ

て

清

浄

心

で

も

う

す

こ

と

を

い

う

。

○

萬

か

一

と

は

。

水

火

の

二

河

は

無

辺

で

あ

っ

て

、

清

浄

の

願

心

は

、

四

五

寸

の

道

で

あ

る

様

相

。

○

さ

れ

は

切

に

ね

か

ふ

と

い

ふ

と

も

と

は

。

こ

れ

前

に

述

べ

た

よ

う

に

、

こ

れ

か

ら

前

は

序

辯

で

、

そ

れ

を

こ

こ
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に

受

け

て

、

こ

の

よ

う

な

身

な

の

で

ど

の

よ

う

に

願

っ

て

も

役

に

立

た

な

い

と

思

え

ば

、

願

う

心

も

懶

(

う

と

い

)

と

云

う

が

、

答

え

か

ら

見

る

と

、

廻

向

発

願

心

が

欠

け

て

い

る

と

な

る

。

切

に

と

は

、

廻

願

慇

重

真

実

の

心

で

あ

る

。

○

こ

の

念

仏

も

の

に

な

る

へ

し

と

も

お

ほ

え

ず

。

も

の

に

な

る

と

は

、

往

生

の

役

に

立

つ

と

云

う

こ

と

。

穢

れ

念

仏

で

あ

る

の

で

往

生

は

で

き

な

い

と

思

う

と

い

う

こ

と

。

○

ひ

と

ひ

と

等

。

上

は

自

身

の

思

い

ぶ

り

。

こ

こ

は

人

の

言

い

分

の

こ

と

。

即

ち

諸

行

義

な

ど

が

第

一

に

こ

れ

で

、

又

そ

の

外

多

念

の

異

義

な

ど

も

同

じ

で

あ

る

。

西

行

の

『

選

集

鈔

』
、

長

明

の

『

発

心

集

』

が

又

こ

れ

で

あ

る

。

約

し

て

い

え

ば

、

定

散

心

の

こ

と

で

煩

悩

を

押

し

伏

せ

て

、

心

を

静

め

て

称

え

る

念

仏

の

信

に

立

つ

の

で

、

か

な

わ

な

い

と

い

っ

て

い

る

。

悪

を

止

め

善

に

な

っ

て

称

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

説

く

。

み

な

定

散

心

に

囚

わ

れ

て

他

力

念

仏

を

疑

う

も

の

で

あ

る

。

「

師

の

い

は

く

こ

れ

は

」

等

こ

の

問

答

の

大

意

は

、

前

の

如

く

二

河

譬

の

清

浄

願

心

は

仏

心

願

力
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の

名

号

な

の

で

、

衆

生

の

貪

欲

瞋

恚

に

穢

れ

る

と

か

消

え

る

な

ど

と

云

う

べ

き

こ

と

は

無

い

と

い

う

据

わ

り

で

あ

る

。
「

こ

れ

は

」

と

は

、

貪

欲

瞋

恚

の

煩

悩

に

穢

れ

て

念

仏

し

て

も

往

生

は

ど

う

か

と

不

安

に

思

い

、

廻

向

発

願

心

の

も

の

憂

く

な

る

と

い

う

こ

と

い

う

。

○

さ

き

の

と

は

。

第

五

の

問

答

の

こ

と

。

○

信

心

を

い

ま

た

こ

こ

ろ

え

す

と

は

。

機

を

捨

て

て

法

に

帰

す

る

深

心

を

知

ら

な

い

こ

と

に

よ

っ

て

、

第

五

の

答

え

を

未

だ

胸

に

入

れ

て

い

な

い

と

云

う

こ

と

を

云

う

。

即

ち

、

前

の

問

い

が

こ

の

相

に

当

た

る

。

全

く

三

心

は

一

体

で

あ

っ

て

、

具

体

的

に

は

、
『

捨

て

子

問

答

』

(

下

初

)

に

出

し

て

あ

る

。
「

一

の

信

心

ま

こ

と

で

あ

る

か

ら

至

誠

と

名

付

け

、

浄

土

の

願

わ

れ

る

に

よ

っ

て

廻

願

と

名

付

く

。

三

心

離

れ

た

も

の

で

は

な

い

。

又

直

ち

に

、

善

導

の

釈

に

も

、
「

真

実

深

心

の

中

に

廻

向

発

願

す

」

と

あ

っ

て

、

信

じ

た

心

が

体

に

な

っ

て

願

う

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

れ

故

に

、

先

の

信

心

を

心

得

な

い

か

ら

廻

向

発

願

心

に

も

ま

た

契

わ

な

い

と

云

う

文

の

写

し

で

あ

る

。

○

お

も

ひ

わ

つ

ら

い

て

等

と

は

。

こ

こ

は

問

い

の

「

さ

れ

ば

切

に

ね

が

ふ

と

い

う

と

も

」

の

意

を

挙

げ
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た

も

の

で

あ

る

。

貪

欲

瞋

恚

水

火

に

焼

き

穢

さ

れ

て

念

仏

し

て

も

、

往

生

は

ど

う

だ

ろ

う

か

と

思

い

煩

う

こ

と

。

○

ね

か

う

こ

こ

ろ

と

は

、

廻

向

発

願

心

。

○

ゆ

る

に

な

る

と

は

。

緩

の

字

で

、
ゆ

る

や

か

に

な

る

と

い

う

こ

と

。
切

の

裏

返

し

が

緩

で

、

取

り

仕

切

っ

て

往

生

を

願

う

心

が

な

い

こ

と

を

ゆ

る

と

い

う

。

彼

に

「

廻

願

慇

重

真

実

」
と

あ

っ

て

、
浄

土

を

願

う

心

が

偽

り

飾

り

無

く

、

深

く

思

い

、

切

に

願

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

が

な

い

の

で

、

「

廻

向

発

願

心

の

か

け

た

る

な

り

」

と

云

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

○

善

導

の

御

こ

こ

ろ

に

よ

る

に

等

。

こ

れ

は

二

河

白

道

を

以

て

顕

す

の

意

。

○

釈

迦

の

を

し

へ

に

し

た

か

ひ

と

は

。

即

ち

こ

れ

、
「

仰

蒙

釈

迦

発

遣

指

向

西

方

。

又

藉

弥

陀

悲

心

招

喚

。

今

信

順

二

尊

之

意

。

不

顧

水

火

二

河

。

念

々

無

遺

乗

彼

力

之

道

」

と

い

う

文

の

意

。

釈

迦

の

教

え

に

随

う

こ

と

は

、

煩

悩

が

起

こ

っ

た

と

し

て

も

、

必

ず

弥

陀

の

願

力

が

助

け

て

下

さ

る

と

云

う

『

観

経

』

下

々

品

の

教

え

に

随

う

こ

と

を

言

う

。

○

弥

陀

の

願

力

を

た

の

む

と

は

。

願

力

に

乗

託

し

て

、

煩

悩

悪

業

を

皆

、

弥

陀

に

ま

か

せ

る

こ

と

で

あ
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る

。

○

愛

欲

瞋

恚

の

を

こ

り

ま

し

は

る

と

い

ふ

も

と

は

。

も

と

弥

陀

招

喚

の

声

に

「

我

能

護

汝

衆

不

畏

堕

於

水

火

抒

難

」

と

呼

ん

で

く

だ

さ

っ

て

い

る

。

そ

の

招

喚

の

勅

を

聞

き

得

た

の

で

貪

欲

の

波

は

立

ち

、

瞋

恚

の

炎

は

燃

え

て

い

る

け

れ

ど

も

、

往

生

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か

と

恐

れ

振

り

返

る

こ

と

は

し

な

い

。

但

し

、

こ

の

と

こ

ろ

が

大

切

で

、
『

論

註

』(

上

初

右

)

に

も

「

無

顧

の

悪

人

」

と

あ

っ

て

、

悪

い

事

を

し

て

も

、

そ

れ

を

悪

い

と

思

う

心

の

無

い

者

が

無

顧

の

悪

人

で

あ

る

。
『

論

語

』

に

は

、
「

日

に

三

度

我

が

身

を

顧

み

る

」

と

あ

っ

て

、

日

々

に

気

を

つ

け

て

我

が

身

に

落

ち

度

は

な

い

か

と

思

う

心

。

こ

れ

が

無

い

者

は

、

ま

さ

に

悪

人

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

今

は

往

生

に

つ

い

て

は

、

弥

陀

の

光

明

摂

取

し

て

く

だ

さ

る

の

だ

か

ら

、

我

が

貪

欲

瞋

恚

を

顧

み

て

、

往

生

を

危

ぶ

ま

な

い

よ

う

に

と

云

う

こ

と

。

そ

れ

を

一

念

義

で

は

、

貪

欲

瞋

恚

を

顧

み

る

な

と

示

し

て

い

る

の

で

、

貪

欲

瞋

恚

を

起

こ

し

た

い

ま

ま

と

理

解

し

、

ま

た

、

多

念

の

異

義

や

鎮

西

は

、

し

っ

か

り

と

貪

欲

瞋

恚

を

顧

み

て

嗜

ま

な

け

れ

ば

往

生

は

ま

ま

な

ら

な

い

と

説

い

て

い

る

。

法

然

聖

人

門

下

の

異

義

は

、

皆

こ

れ

よ

り

生

じ

て

い

る

。

正

見

よ

り

す

れ

ば

共

に

過

不

及

(

過

ぎ

た

る

は

及

ば

ず

)

で

あ

る

。

一

念

義

の

よ

う

に

、

こ

の

世

の

こ

と

に

さ

え

貪

欲

瞋

恚

は

お

構

い

な

し

と

い

う

の

は

、

こ

れ

は

過

で

あ
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る

。

多

念

義

が

説

く

様

に

、

往

生

に

さ

え

貪

欲

瞋

恚

は

障

り

に

な

る

と

云

う

の

は

、

不

及

で

あ

る

。

往

生

に

障

り

は

な

い

け

れ

ど

も

、

し

っ

か

り

嗜

め

と

い

う

、

こ

れ

が

正

見

で

あ

る

。

○

ま

こ

と

に

本

願

の

白

道

等

。

こ

こ

は

願

力

を

た

の

ん

で

貪

欲

瞋

恚

を

顧

み

な

い

、

そ

の

意

義

を

述

べ

た

も

の

で

あ

る

。

本

願

の

白

道

と

は

、

白

道

を

信

心

に

も

譬

え

、

願

力

に

も

譬

え

る

。

今

願

力

を

取

り

上

げ

て

、

仏

の

本

願

成

就

の

白

道

と

云

う

こ

と

。

そ

の

体

の

無

漏

清

浄

真

実

の

名

号

は

、

無

上

宝

珠

の

如

く

、

濁

水

に

入

れ

ば

濁

り

を

除

去

し

、

火

焰

に

入

れ

れ

ば

火

を

消

す

名

号

は

、

貪

欲

を

滅

し

、

瞋

恚

を

滅

す

る

願

力

の

名

号

で

、

手

強

い

こ

と

を

示

す

。

○

あ

に

愛

欲

の

な

み

に

け

か

さ

れ

ん

や

。

そ

の

名

号

を

称

え

る

の

で

あ

る

か

ら

、

愛

欲

は

起

こ

る

け

れ

ど

も

、

名

号

の

力

で

消

し

滅

す

る

と

い

う

こ

と

。

○

他

力

の

功

徳

等

。

念

仏

は

本

来

、

我

が

自

力

の

功

徳

で

は

な

い

。

仏

の

名

号

・

他

力

功

徳

で

あ

る

か

ら

、

仏

の

名

号

他

力

の

功

徳

で

あ

る

か

ら

、

腹

が

立

っ

て

も

功

徳

が

消

え

る

と

云

う

こ

と

は

な

い

と

い

う

こ

と

。

○

む

し

ろ

と

は

。

寧

の

字

。

な

ん

ぞ

(

ど

う

し

て

)

と

い

う

こ

と

と

同

じ

。
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○

た

と

ひ

欲

も

お

こ

り

等

。

こ

こ

は

、

念

仏

の

時

の

用

心

を

示

し

て

い

る

。

た

と

い

と

は

、

若

し

や

と

い

う

こ

と

で

、

念

仏

の

行

者

の

嗜

み

。

欲

は

起

こ

さ

な

い

よ

う

に

、

腹

は

立

て

な

い

よ

う

に

し

よ

う

と

思

っ

て

い

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

煩

悩

成

就

の

凡

夫

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

嗜

み

が

嗜

ま

な

い

で

起

こ

っ

て

出

る

意

味

を

、

た

と

え

腹

を

立

て

て

も

良

い

、

欲

を

起

こ

し

て

も

差

し

支

え

な

い

と

思

う

こ

と

は

、

邪

見

に

な

る

。

宗

祖

親

鸞

聖

人

は

、

薬

が

あ

る

か

ら

と

い

っ

て

、

毒

を

好

ま

な

い

よ

う

に

と

譬

え

て

示

さ

れ

て

い

る

。

○

し

づ

め

が

た

く

し

の

び

が

た

く

は

と

は

。

そ

の

貪

欲

瞋

恚

は

静

め

難

く

、

忍

び

難

く

し

て

堪

忍

出

来

な

く

な

る

と

き

は

云

う

意

味

。

○

た

た

仏

た

す

け

た

ま

へ

と

お

も

へ

は

と

は

。

た

だ

と

は

、

往

生

は

ど

う

だ

ろ

う

か

と

思

っ

て

、

こ

の

貪

欲

瞋

恚

を

静

め

な

け

れ

ば

と

思

う

、

そ

の

よ

う

な

心

を

持

っ

て

は

い

け

な

い

と

い

う

、

こ

の

よ

う

な

機

ま

で

も

、

洩

ら

す

こ

と

の

な

い

仏

の

願

力

。

手

に

乗

ら

な

い

貪

欲

瞋

恚

を

よ

ろ

し

く

消

し

て

助

け

た

ま

え

と

す

が

る

意

。

こ

こ

で

は

当

流

と

少

し

意

味

が

違

う

。

当

流

で

は

他

力

の

最

初

の

一

念

に

た

の

ん

で

、

後

念

に

は

た

の

む

こ

と

は

な

い

。

今

は

、

貪

欲

瞋

恚

の

仕

方

の

な

い

時

々

に

た

の

め

と

云

う

こ

こ

ろ

を

示

す

。
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○

か

な

ら

す

弥

陀

の

大

悲

に

て

た

す

け

た

ま

ふ

こ

と

と

は

。

仏

の

大

悲

大

願

は

も

と

こ

の

機

の

た

め

で

あ

る

の

で

、

必

ず

見

捨

て

ら

れ

る

こ

と

な

く

お

助

け

く

だ

さ

る

こ

と

。

○

本

願

か

き

り

あ

る

ゆ

え

に

摂

取

等

と

は

。

か

ぎ

り

と

は

、

制

限

の

意

味

。

十

方

諸

有

の

い

か

な

る

者

も

助

け

よ

う

と

誓

わ

れ

た

仏

願

で

あ

る

が

故

に

、

摂

取

と

す

く

い

取

ら

れ

る

こ

と

が

決

定

し

た

と

い

う

こ

と

。

摂

取

と

は

親

縁

・

近

縁

・

増

上

縁

の

こ

と

。

そ

の

増

上

縁

に

滅

罪

増

上

の

縁

が

あ

る

と

の

こ

と

。

○

摂

取

決

定

な

れ

は

ま

た

来

迎

決

定

な

り

と

は

。

『

自

力

他

力

事

』

に

「

平

生

に

摂

取

の

仏

。

臨

終

に

つ

れ

て

浄

土

へ

か

へ

ら

せ

た

ま

ふ

」

と

あ

る

。

こ

れ

は

摂

取

来

迎

の

義

。

さ

れ

ば

摂

取

に

難

（

あ

づ

か

）

れ

な

い

来

迎

て

で

あ

る

。

こ

こ

を

以

て

、

摂

取

が

決

定

す

る

が

故

に

、

ま

た

来

迎

決

定

と

も

云

う

。

○

お

も

ひ

さ

た

め

て

と

は

。

こ

れ

は

決

定

深

信

の

こ

と

。

○

い

か

な

る

ひ

と

き

た

り

て

等

。

こ

れ

は

『

観

経

疏

』

の

文

に

、
「

必

須

決

定

真

実

深

心

中

廻

向

願

作

得

生

想

此

心

深

信

由

若

金

剛

」

と

あ

る

。

今

、

そ

の

意

味

で

云

っ

て

い

る

。

廻

願

心

と

云

う

か

ら

と

云

っ

て

、

た

だ

浄

土

へ

参

り

た

い

と

お

も

う

こ

と

で

は

な

い

。

最

早

、

浄

土

へ

参

っ

た

程

に

決

定

し

て

い
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る

意

味

。

○

然

る

ゆ

へ

は

如

来

に

摂

取

せ

ら

れ

た

て

ま

つ

れ

は

な

り

と

は

。

一

本

に

は

こ

れ

だ

け

の

文

は

無

い

。

時

に

、

こ

こ

に

金

剛

堅

固

と

揺

ら

せ

て

落

ち

着

か

せ

た

の

は

、

摂

取

不

捨

の

光

明

の

力

だ

と

い

う

文

が

、

あ

ま

り

に

当

流

に

合

い

す

ぎ

る

の

で

、

も

し

や

後

人

の

加

筆

で

は

な

い

か

と

一

度

は

疑

っ

て

み

た

け

れ

ど

、

し

か

し

な

が

ら

、
『

自

力

他

力

事

』
に
「

往

生

の

因

果

は

皆

他

力

」
の

意

味

に

述

べ

て

あ

り

、

ま

た

『

消

息

』

に

は

、
「

念

仏

の

ま

め

や

か

に

と

な

え

ら

れ

ん

時

も

、

こ

れ

も

ほ

と

け

の

摂

取

の

ち

か

ら

な

り

と

お

も

う

へ

し

」

と

あ

る

。

そ

う

で

あ

る

か

ら

、

隆

寛

律

師

も

「

摂

取

の

故

に

金

剛

」

と

い

っ

て

い

る

。

又

『

十

六

門

記

』
（

十

九

右

）

に

は

、

善

導

大

師

の

「

蒙

光

觸

者

心

不

退

」

の

文

を

引

い

て

、
「

摂

取

不

捨

の

光

益

は

念

々

称

名

の

徳

を

さ

づ

く

」

と

あ

る

。

こ

れ

も

信

心

不

退

金

剛

で

あ

る

の

は

、

光

明

の

徳

だ

と

い

う

こ

と

。

そ

う

で

あ

る

か

ら

こ

そ

、

宗

祖

親

鸞

聖

人

の

み

な

ら

ず

正

義

相

続

の

人

は

皆

、

こ

の

様

で

あ

る

と

み

る

こ

と

が

出

来

る

。

○

こ

れ

を

廻

向

発

願

心

と

い

う

也

と

は

。

貪

欲

・

瞋

恚

に

穢

さ

れ

な

い

の

が

、

清

浄

願

往

生

心

の

廻

向

発

願

で

あ

る

と

い

う

の

で

は

な

い

。

貪

欲

・

瞋

恚

の

水

火

は

間

断

な

け

れ

ど

も

、

仏

の

清

浄

真

実

は

不

穢

不

失

で

あ

つ

て

、

お

助

け

て

下

さ

る

本
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願

の

名

号

で

あ

る

と

信

じ

て

、

疑

わ

な

い

で

浄

土

往

生

を

待

つ

の

が

廻

向

発

願

と

い

う

の

で

あ

る

。

○

こ

れ

を

よ

く

よ

く

こ

こ

ろ

う

へ

し

と

は

。

つ

ま

る

と

こ

ろ

は

、

自

力

他

力

の

差

別

を

よ

く

知

る

べ

き

で

あ

る

と

云

う

こ

と

で

あ

る

。

【

第

七

問

答

】

(

淨

全

巻

續

九

・

P61

下

～-62

上

)

【

元

文

】

ま

た

あ

る

ひ

と

い

は

く

、

肝

要

を

と

り

て

三

心

の

本

意

を

う

け

た

ま

は

り

さ

ふ

ら

は

ん

と

。

師

の

い

は

く

、

ま

こ

と

に

し

か

る

べ

し

、

ま

づ

一

心

一

向

な

る

こ

れ

至

誠

心

の

大

意

な

り

、

わ

が

身

の

分

を

は

か

ら

ひ

て

、

自
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力

を

す

て

て

他

力

に

つ

く

こ

こ

ろ

の

、

た

だ

ひ

と

す

ぢ

な

る

を

眞

實

心

と

い

ふ

な

り

、

他

力

を

た

の

ま

ぬ

こ

こ

ろ

を

、

虚

假

の

こ

こ

ろ

と

い

ふ

な

り

、
つ

ぎ

に

、
他

力

を

た

の

み

た

る

こ

こ

ろ

の

、

ふ

か

く

な

り

て

、

う

た

が

ひ

な

き

を

、

深

心

の

本

意

と

す

、

い

は

ゆ

る

彌

陀

の

本

願

は

、

す

べ

て

も

と

よ

り

、

罪

悪

の

凡

夫

の

た

め

に

し

て

、
聖

人

賢

人

の

た

め

に

あ

ら

ず

と

こ

こ

ろ

え

つ

れ

ば

、

わ

か

身

の

わ

ろ

き

に

つ

け

て

も

、

さ

ら

に

う

た

が

ふ

お

も

ひ

の

な

き

を

、

信

心

と

い

ふ

な

り

、

つ

ぎ

に

本

願

他

力

の

眞

實

な

る

に

い

り

ぬ

る

身

な

れ

ば

、

往

生

決

定

な

り

と

お

も

ひ

さ

だ

め

て

ね

が

ひ

ヰ

た

る

こ

こ

ろ

を

、

廻

向

発

願

心

と

い

ふ

な

り

と

。

七

、
「

ま

た

あ

る

ひ

と

い

は

く

肝

要

」

等

＊

「

総

明

」

(

総

じ

て

明

か

す

)

前

は

三

心

の

別

を

明

か

す

。

今

は

、
「

三

心

」

の

総

明

。

別

々

に

明

か

し

た

の

で

は

、

三

心

の

締

め

く

く

り

が

解

ら

な

い

の

で

、

三

心

の

意

義

を

こ

こ

で

締

め

く

く

っ

て
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明

ら

か

に

す

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

と

い

う

の

も

「

一

向

専

修

の

念

仏

に

は

、

自

ら

三

心

が

具

す

る

」

と

い

う

、

そ

の

義

を

大

ま

か

に

明

明

ら

か

に

す

る

の

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

第

七

問

答

で

三

心

を

締

め

く

く

り

、

第

八

問

答

で

専

修

の

念

仏

に

は

、

い

よ

い

よ

三

心

を

具

足

す

る

と

い

う

道

理

を

締

め

く

く

る

も

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

時

勢

(

時

代

状

況

)

が

変

わ

る

と

色

々

に

当

流

の

法

門

も

移

り

変

わ

る

よ

う

に

な

る

。

昔

の

講

釈

は

法

然

聖

人

の

「

念

仏

為

本

」

と

親

鸞

聖

人

の

「

信

心

為

本

」

と

は

違

う

よ

う

で

あ

る

が

、

違

わ

な

い

と

い

う

。

そ

の

道

理

を

第

一

に

吟

味

し

て

、

法

然

・

親

鸞

両

祖

師

が

違

っ

て

い

る

よ

う

で

相

違

は

な

い

と

。

こ

の

法

然

親

鸞

両

祖

の

同

異

が

殊

の

外

議

論

が

あ

っ

た

。

今

は

そ

れ

を

法

然

・

親

鸞

両

師

の

相

違

を

考

え

ず

に

、

法

然

聖

人

を

捨

て

て

親

鸞

聖

人

ば

か

り

で

も

の

を

成

り

立

た

せ

る

よ

う

に

な

っ

て

る

。

甚

だ

こ

れ

が

良

く

な

い

こ

と

で

、

た

と

え

善

く

て

も

先

祖

に

違

っ

て

し

ま

っ

て

は

申

し

訳

な

い

。
今

、
こ

の

三

心

な

ど

は

、
殊

に

当

流

の

法

門

の

大

事

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

こ

の

隆

寛

律

師

の

説

は

、
大

体

は

当

流

に

合

致

す

る

が

、

又

、

少

々

は

合

致

し

な

い

と

こ

ろ

も

あ

る

。

す

べ

て

こ

の

三

心

の

異

論

は

、

第

一

の

至

誠

心

に

あ

っ

て

、

良

忠

の

『

論

註

記

』
（

四

の

十

四

右

）

『

要

集

記

』

(

中

の

五

の

四

十

三

左

)

に

隆

寛

律

師

の

説

を

挙

げ

て

、

至

誠

心

は

真

実

心

。

そ

の

真

実

は

弥

陀

な

り

。

心

の

一

字

が

衆

生

に

か

か

っ

て

、

弥

陀

の

真

実

に

よ

る

心

で

あ

る

の

で

、

真

実

心

だ

と

い

う

の

で
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あ

る

。

菩

提

を

求

め

る

心

を

菩

提

心

と

い

う

の

と

同

じ

で

あ

る

。
『

論

註

』

に

、
「

と

て

も

凡

夫

は

虚

仮

な

り

。

真

実

は

無

き

も

の

な

り

。

仏

や

菩

薩

の

真

如

を

證

っ

た

心

で

な

け

れ

ば

真

実

と

は

言

え

な

い

」

と

あ

る

事

に

よ

っ

て

、

至

誠

真

実

の

心

が

凡

夫

に

出

来

る

は

ず

は

な

い

。

弥

陀

の

名

号

の

真

実

を

拠

り

所

に

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

真

実

心

と

い

わ

れ

る

と

、

隆

寛

律

師

は

立

て

ら

れ

た

と

い

わ

れ

て

い

る

。

こ

れ

に

依

っ

て

見

れ

ば

、
「

所

依

真

実

」
。

拠

り

所

の

名

号

が

真

実

と

い

う

こ

と

。

し

か

し

な

が

ら

、

今

こ

こ

で

は

、
「

自

力

を

す

て

て

他

力

に

つ

く

こ

こ

ろ

の

た

だ

と

す

じ

な

る

を

真

実

心

と

い

ふ

」

と

あ

っ

て

、

忠

臣

が

主

人

に

帰

し

、

孝

子

が

父

母

に

帰

す

る

よ

う

に

、

弥

陀

他

力

に

帰

す

る

一

心

一

向

を

真

実

心

と

し

て

い

る

。

こ

れ

で

は

「

能

依

真

実

」

に

な

る

。

こ

の

よ

う

に

「

所

依

真

実

」

と

「

能

依

真

実

」

と

説

が

違

う

よ

う

に

見

え

る

が

、
今

の

文

も

深

く

読

ん

で

み

る

と

、
廻

向

発

願

心

の

所

に

至

っ

て

、

「

本

願

他

力

の

真

実

な

る

に

い

り

ぬ

る

身

な

れ

ば

」

と

あ

る

の

は

、

こ

れ

は

至

誠

心

深

心

の

こ

と

で

あ

る

。

そ

う

で

あ

る

な

ら

ば

、

至

誠

深

心

は

、
仏

の

他

力

真

実

を

た

の

む

こ

こ

ろ

の

こ

と

に

違

い

な

い

。
こ

れ

は

、

「

所

依

真

実

」

に

当

た

る

。

又

、
「

他

力

を

た

の

ま

ぬ

こ

こ

ろ

を

虚

仮

の

こ

こ

ろ

と

い

ふ

」

と

あ

る

。

そ

う

で

あ

る

な

ら

ば

、

他

力

を

離

れ

て

み

れ

ば

、

凡

夫

の

心

は

虚

仮

心

と

云

う

意

み

と

な

る

。

そ

う

な

れ

ば

、

い

よ

い

よ

真

実

は

拠

に

な

る

。

(

そ

の

真

実

は

)

弥

陀

の

方

の

名

号

に

あ
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っ

て

、

衆

生

の

心

は

い

つ

ま

で

も

虚

仮

と

す

る

意

味

と

な

る

。

こ

の

よ

う

に

見

れ

ば

、

良

忠

の

云

っ

て

い

る

こ

と

は

隆

寛

師

の

所

依

真

実

の

義

に

契

っ

て

い

る

。

但

し

、

そ

こ

に

あ

る

の

は

、

今

の

文

に

「

自

力

を

す

て

て

他

力

に

つ

く

」
と

あ

る

。
こ

こ

に
「

つ

く

」
と

云

っ

て

い

る

の

が

、

帰

属

の

義

で

、
『

念

仏

三

昧

寶

王

論

』

下

(

四

十

六

左

)

に

、
「

御

の

字

を

帯

す

」

と

い

う

こ

と

が

書

い

て

あ

り

、

唐

で

は

、
「

御

の

字

は

天

子

に

限

る

な

り

。

御

は

令

し

て

引

き

ま

わ

す

こ

と

な

り

」
。

天

下

を

引

き

ま

わ

す

人

で

あ

る

か

ら

御

と

い

う

。

そ

こ

で

天

子

の

御

家

来

に

な

り

、

天

子

の

役

目

を

務

め

る

の

で

、

御

の

字

を

つ

い

て

い

る

も

の

を

粗

末

に

す

る

と

咎

め

ら

れ

る

。

そ

れ

が

又

天

子

の

御

役

を

止

め

て

私

に

御

役

を

す

る

よ

う

に

し

て

、

御

の

字

を

冠

っ

て

人

を

脅

す

と

、

又

咎

め

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

が

あ

る

。
「

帰

属

」

は

天

子

の

御

家

来

に

で

も

な

っ

た

意

で

あ

る

。

そ

れ

を

自

力

を

捨

て

て

他

力

に

つ

き

、

弥

陀

に

帰

属

す

る

と

き

に

は

、
天

子

の

役

目

の

如

く

で

あ

る

か

ら

、
天

子

の

威

光

を

帯

び

て

、

御

者

と

云

わ

れ

る

。

今

、

弥

陀

に

帰

属

す

る

と

帰

し

た

心

は

虚

仮

で

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

帰

せ

ら

れ

た

弥

陀

の

真

実

を

帯

び

て

真

実

心

と

云

わ

れ

る

よ

う

に

な

る

。

よ

っ

て

一

心

一

向

に

た

の

ん

で

も

、

た

の

ん

だ

心

は

、

や

は

り

虚

仮

で

あ

る

。

た

の

ま

れ

た

弥

陀

の

真

実

に

引

か

れ

て

真

実

心

と

い

う

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

義

の

微

妙

な

と

こ

ろ

で

、

一

向

一

心

な

ら

ば

行

者

の

心

で

、

直

ち

に

真

実

と

云

い

そ

う

な

も

の

で

あ

る

け
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れ

ど

も

、

水

が

凝

ま

っ

て

氷

に

な

っ

て

も

、

や

は

り

氷

は

水

。

一

心

一

向

に

な

る

に

は

な

っ

て

も

、

行

者

の

心

は

、

や

は

り

虚

仮

で

あ

る

。

行

者

の

こ

こ

ろ

は

虚

仮

で

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

所

依

の

弥

陀

の

真

実

か

ら

真

実

至

誠

心

の

名

が

つ

く

と

云

う

意

味

で

あ

る

。

当

流

で

は

、

真

実

心

と

云

う

心

の

字

ま

で

弥

陀

の

仏

心

。

そ

う

で

あ

る

か

ら

こ

そ

、

行

者

が

た

の

ん

だ

心

は

別

か

と

云

え

ば

、

水

の

中

の

月

影

は

、

や

は

り

空

の

月

で

あ

る

。

谷

の

こ

だ

ま

の

響

き

は

や

は

り

人

の

声

で

あ

る

。

行

者

の

た

の

ん

だ

心

が

、
真

に

如

来

廻

向

の

真

実

と

な

る

の

で

あ

る

。
こ

れ

は

昔

、

公

巌

が

、
「

富

士

山

天

子

か

ら

も

ら

っ

て

も

、

懐

中

に

は

入

れ

ら

れ

な

い

。

駿

河

に

置

い

て

我

が

物

に

な

る

。

真

実

は

弥

陀

廻

向

で

も

、

凡

夫

の

心

中

へ

は

も

ら

う

こ

と

は

出

来

な

い

。

仏

の

方

に

置

い

て

、

行

者

の

真

実

に

な

る

」

と

云

っ

た

の

は

、

こ

の

隆

寛

律

師

の

「

所

依

真

実

」

に

似

て

い

る

。
「

武

蔵

野

の

ち

り

ち

り

草

の

露

ま

で

も

、

影

を

潜

め

て

月

は

宿

れ

り

」

仏

の

真

実

で

あ

っ

て

も

、

行

者

に

貰

え

な

い

も

の

で

は

な

い

。

須

弥

山

を

芥

子

粒

に

入

れ

ら

れ

る

の

が

如

来

。

四

十

由

旬

の

月

輪

も

草

木

の

露

に

宿

る

よ

う

に

、
行

者

の

心

中

へ

弥

陀

の

真

実

が

入

っ

て

、

行

者

の

心

が

亦

真

実

と

な

る

。

よ

っ

て

微

細

に

論

ず

る

と

、

隆

寛

律

師

の

「

所

依

真

実

」

は

、

真

実

を

弥

陀

に

置

い

て

行

者

の

も

の

に

す

る

。

当

流

は

、

行

者

の

方

へ

受

け

取

っ

て

、

行

者

の

真

実

に

す

る

。

こ

れ

だ

け

の

違

い

が

あ

る

。

然

し

、

弥

陀

の

他

力

か

ら

真

実

を

押

し

立

て

る

と
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こ

ろ

は

一

分

同

じ

で

あ

る

。

さ

て

、

又

一

つ

心

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

は

、

こ

れ

は

、
『

捨

て

子

問

答

』

下

初

に

も

出

て

い

る

こ

と

で

あ

る

が

、

三

心

は

三

度

起

こ

す

心

で

は

な

い

。

三

心

一

度

に

起

こ

る

。

一

度

に

起

こ

っ

た

中

で

、

ま

こ

と

な

る

所

が

「

至

誠

心

」
。

疑

わ

な

い

と

こ

ろ

が

「

深

心

」
。

願

う

と

こ

ろ

が

「

廻

願

心

」

と

あ

る

。

子

が

生

ま

れ

て

、

生

ま

れ

た

子

に

、

頭

も

腹

も

足

も

あ

る

。

疑

い

晴

れ

た

心

に

至

心

の

頭

。

廻

願

の

足

が

あ

る

と

知

る

べ

き

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

所

を

、

今

は

三

心

の

相

を

別

し

て

大

意

を

述

べ

た

も

の

で

あ

る

。

先

ず

、

如

来

を

た

の

む

所

が

「

至

誠

心

」
。

そ

の

た

の

む

心

が

深

く

な

っ

て

疑

わ

な

い

所

が

「

深

心

」
。

願

う

所

が

「

廻

願

心

」

と

次

第

を

つ

け

て

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

そ

れ

は

、

三

心

別

相

の

立

て

前

で

云

っ

た

も

の

で

、

実

は

三

心

が

一

体

で

あ

る

と

知

る

べ

き

で

あ

る

。

「

師

の

い

は

く

ま

こ

と

に

」

等

＊

「

三

心

の

大

意

」

○

し

の

い

は

く

ま

こ

と

に

等

。

締

め

く

く

り

を

聞

き

た

い

と

い

う

事

。

そ

の

よ

う

な

こ

と

が

あ

る

と
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印

可

(

認

め

る

)

し

た

こ

と

ば

で

あ

る

。

○

ま

つ

と

は

。

先

の

字

。

第

一

が

至

誠

心

で

あ

る

の

で

、

ま

ず

と

い

っ

た

も

の

。

そ

れ

こ

こ

が

今

述

べ

て

い

る

場

で

、

実

は

三

心

は

一

体

で

あ

る

の

で

、

先

ず

も

次

も

あ

る

は

ず

は

な

い

。

今

、

別

相

を

説

く

故

に

、

先

(
ま

づ

)

と

い

っ

た

も

の

で

あ

る

。

○

一

心

一

向

な

る

等

。

こ

れ

は

一

心

専

念

に

つ

い

て

云

え

ば

一

心

と

い

う

。

一

向

専

称

に

つ

い

て

云

え

ば

一

向

と

い

う

。

弥

陀

真

実

の

名

号

に

帰

し

て

脇

目

も

振

ら

な

い

の

が

、

至

誠

心

と

云

う

こ

と

。

雑

行

雑

修

の

自

力

に

脇

目

も

振

ら

ず

、

た

だ

本

願

の

名

号

一

筋

に

思

い

を

尽

き

る

、

こ

れ

が

至

誠

真

実

心

。
『

閑

亭

物

語

』

上

(

二

右

)

な

ど

に

は

、

こ

の

一

心

一

向

に

し

て

脇

目

も

振

ら

ず

、

偽

り

が

な

い

と

こ

ろ

を

至

上

真

実

心

と

し

て

説

い

て

あ

る

。

な

る

ほ

ど

、

一

往

は

そ

の

義

が

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

そ

れ

を

今

、

一

往

の

義

を

詰

め

て

い

く

と

、

た

と

え

、

一

心

一

向

の

真

実

に

な

っ

た

と

し

て

も

、

凡

夫

の

水

の

よ

う

な

心

の

誠

(

真

実

)

で

あ

る

。

誠

(

真

実

)

に

な

っ

て

も

氷

の

体

は

、

や

は

り

水

で

あ

る

よ

う

に

、

凡

夫

心

の

虚

仮

は

虚

仮

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

真

実

を

極

め

極

め

る

と

仏

の

真

実

に

な

っ

て

し

ま

う

。

こ

れ

を

深

く

理

解

し

て

お

か

な

い

と

、

他

力

を

た

の

ま

な

い

心

を

虚

仮

と

い

う

の

だ

か

ら

、
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た

の

ん

だ

心

も

、

そ

の

体

は

虚

仮

に

な

っ

て

し

ま

う

の

で

、

そ

こ

へ

当

た

っ

て

し

ま

う

こ

と

に

な

る

。

○

わ

か

身

の

分

を

等

。

こ

れ

は

至

誠

心

の

こ

と

を

述

べ

た

も

の

で

あ

る

。

即

ち

、

こ

の

体

は

機

法

二

種

の

深

心

で

あ

る

。

深

心

を

以

て

至

誠

心

を

云

う

の

は

間

違

い

で

あ

る

よ

う

で

あ

る

が

、

前

に

述

べ

た

よ

う

に

、

三

心

は

深

心

を

体

と

し

て

見

る

の

で

あ

る

か

ら

、

深

心

に

至

誠

心

を

入

れ

た

も

の

で

あ

る

。
「

わ

か

身

の

分

を

は

か

ら

ひ

て

自

力

を

す

て

」

と

は

、

機

の

深

心

、

即

ち

ど

う

あ

っ

て

も

凡

夫

で

あ

る

の

で

、

虚

仮

不

実

で

あ

っ

て

清

浄

真

実

に

な

ら

な

い

と

我

が

方

を

見

限

っ

た

相

で

あ

る

。

○

他

力

に

つ

く

こ

こ

ろ

の

と

は

。

こ

れ

は

、

法

の

真

実

。

他

力

と

は

本

願

他

力

の

真

実

で

あ

る

。
「

つ

く

」

と

は

、

私

で

は

か

な

わ

な

い

な

い

の

で

、

そ

の

弥

陀

に

帰

属

帰

入

す

る

心

で

あ

る

。

時

に

、
『

鎌

倉

宗

要

』

(

四

の

二

十

六

を

指

す

)

に

、

こ

の

多

念

義

を

破

し

て

、

自

力

を

す

て

て

他

力

に

つ

く

は

深

心

の

事

で

至

誠

心

で

は

な

い

。

至

誠

心

で

自

力

を

捨

て

て

他

力

に

つ

い

た

ら

早

速

深

信

(

心

)

は

い

ら

な

い

と

破

し

て

あ

る

。

今

、

隆

寛

師

に

代

わ

っ

て

会

通

し

て

い

う

と

、

至

誠

心

は

も

と

体

は

無

い

。

深

信

を

体

と

す

る

ち

と

は

、

法

然

聖

人

の

説

で

あ

る

。

さ

れ

ば

、

至

心

の

体

は

、

即

ち

深

心

で

あ

る

。

ま

た

、

至

誠

心

で

自

力

を

捨

て

て

他

力

に
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つ

く

と

い

う

な

ら

深

心

は

い

ら

な

い

と

い

う

難

。

そ

の

よ

う

な

子

ど

も

の

立

て

る

よ

う

な

難

を

知

ら

な

い

隆

寛

師

で

は

な

い

。

も

と

、

三

心

一

体

の

上

に

於

い

て

、

し

ば

ら

く

三

心

の

別

相

を

論

ず

る

の

で

、

今

、

至

心

は

第

一

で

あ

る

が

故

に

、
「

た

だ

他

力

に

つ

く

る

こ

こ

ろ

ひ

と

す

じ

」

と

云

っ

て

、

深

心

は

第

二

で

あ

る

が

故

に

、

そ

の

こ

こ

ろ

の

深

く

な

っ

て

信

ず

る

と

こ

ろ

に

と

し

て

い

る

。

も

と

よ

り

、

三

心

別

相

の

論

で

あ

る

か

ら

、

次

第

は

一

往

と

理

解

す

べ

き

で

あ

る

。

○

ひ

と

す

ち

な

る

と

は

。

一

心

一

向

で

あ

る

。

○

他

力

を

の

ま

ぬ

と

は

。

他

力

に

つ

か

な

い

こ

こ

ろ

で

あ

る

。

こ

れ

、

前

に

述

べ

た

よ

う

に

、

他

力

真

実

を

た

の

ま

な

い

の

で

は

、

も

た

れ

る

も

の

が

な

い

の

で

虚

仮

心

と

い

う

。

雲

助

が

公

儀

の

御

状

箱

を

持

っ

て

、

時

間

迫

っ

て

行

く

と

き

は

、

大

名

で

も

除

け

て

通

す

。

た

だ

何

も

持

た

な

い

時

は

、

た

だ

の

雲

助

。
如

来

の

他

力

を

た

の

ま

な

い

と

き

は

、
凡

夫

の

雲

助

。

凡

夫

の

雲

助

で

あ

る

か

ら

こ

そ

、

虚

仮

雑

毒

の

心

で

あ

る

。

そ

の

凡

夫

心

の

雲

助

が

、

他

力

真

実

の

弥

陀

の

御

状

箱

を

持

つ

と

、

持

っ

た

御

状

箱

の

故

に

真

実

心

と

な

る

。

た

だ

し

、

こ

れ

を

以

て

知

る

べ

き

で

あ

る

。
御

状

箱

を

持

っ

た

と

き

も

、
ど

こ

の

帳

面

に

も

な

い

雲

助

。

御

状

箱

持

た

な

い

と

き

も

雲

助

。

こ

れ

を

持

っ

た

時

も

雲

助

。

持

た
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な

い

と

き

も

雲

助

。

真

実

を

た

の

ん

だ

時

も

凡

夫

。

た

の

ま

な

い

と

き

も

凡

夫

。

凡

夫

な

ら

ば

皆

虚

仮

。

よ

っ

て

た

の

ん

だ

一

向

一

心

を

真

実

至

誠

と

受

け

取

る

の

が

、

一

往

の

義

で

あ

る

。

再

往

は

所

依

真

実

。

持

っ

た

所

の

名

号

の

真

実

で

あ

る

こ

と

に

あ

る

。

○

つ

ぎ

に

他

力

等

。

他

力

を

た

の

で

い

る

心

は

至

誠

心

。

そ

の

他

力

に

も

た

れ

た

心

根

が

嵩

じ

て

き

て

、

他

力

真

実

を

疑

わ

な

い

の

が

深

心

だ

と

い

う

。

こ

れ

は

、

三

心

一

体

の

時

は

こ

の

様

で

は

な

い

け

れ

ど

も

、

三

心

を

別

説

す

る

の

で

こ

の

よ

う

に

次

第

を

顕

し

て

い

る

。

○

い

は

ゆ

る

弥

陀

の

本

願

等

。

こ

れ

は

、
「

深

心

を

述

す

」
。
「

述

す

」

と

は

、

既

に

述

べ

て

あ

る

こ

と

を

二

度

述

べ

る

事

。
「

本

為

凡

夫

兼

為

聖

人

」

は

、

善

導

大

師

の

言

葉

。

悪

人

正

機

の

本

願

で

あ

る

と

聞

い

て

、

疑

わ

な

い

の

が

深

心

の

言

葉

。
「

弥

陀

の

本

願

は

」

と

は

、

法

の

深

信

の

言

葉

。
「

す

へ

て

等

」

と

は

、

機

の

深

信

の

こ

と

と

理

解

す

べ

き

で

あ

る

。

○

つ

き

に

本

願

他

力

等

。

こ

こ

は

、

廻

向

発

願

心

。
「

本

願

他

力

の

真

実

な

る

に

い

り

ぬ

る

」

と

は

、

即

ち

真

実

至

誠

心

深

心

。

我

が

身

は

、

虚

仮

不

実

罪

悪

の

凡

夫

と

見

限

っ

て

、

本

願

名

号

の

真

実

に

帰

命

す

る

心

を

い

う

。

○

往

生

決

定

な

り

と

お

も

ひ

さ

た

め

と

は

。
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深

信

の

こ

と

。

○

ね

か

ひ

ヰ

た

る

と

は

。

廻

向

発

願

心

の

こ

と

。

こ

の

廻

向

発

願

と

い

う

も

の

が

、

臨

終

ま

で

続

い

て

念

仏

し

て

願

う

の

で

、

そ

の

意

味

を

「

ヰ

た

る

こ

こ

ろ

」

と

云

っ

た

も

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

「

願

う

」

と

云

う

け

れ

ど

も

、

唯

願

う

の

で

は

な

い

。

至

誠

心

深

心

か

ら

受

け

て

、

疑

わ

な

い

で

願

う

の

で

あ

る

か

ら

、

初

め

に

「

本

願

他

力

等

」

と

云

っ

た

も

の

で

あ

る

。

【

第

八

問

答

】

(

淨

全

巻

續

九

・P62

上

～

同

下

)

【

元

文

】

ま

た

あ

る

ひ

と

ま

ふ

さ

く

、

念

佛

す

れ

ば

し

ら

ざ

れ

ど

も

三

心

は

そ

ら

に

具

足

せ

ら

る

る

と

さ

ふ

ら

ふ

は

、

そ

の

や

う

は

い

か

に

さ

ふ

ら

ふ

や

ら

ん

と

。
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師

こ

た

へ

て

い

は

く

、

餘

行

を

す

て

て

念

佛

を

す

る

は

、

阿

彌

陀

仏

を

た

の

む

こ

こ

ろ

の

ひ

と

す

ぢ

な

る

ゆ

へ

な

り

、

こ

れ

至

誠

心

な

り

、

名

號

を

唱

(

称

)

な

ふ

る

は

、

往

生

を

ね

が

ふ

こ

こ

ろ

の

お

こ

る

ゆ

へ

な

り

、

こ

れ

廻

向

発

願

心

な

り

、

こ

れ

ら

ほ

ど

の

こ

こ

ろ

ば

え

は

、

い

か

な

る

も

の

も

念

佛

し

て

極

樂

に

往

生

せ

ん

と

お

も

ふ

ほ

ど

の

ひ

と

は

、

具

し

た

る

ゆ

へ

に

、

無

智

の

も

の

も

念

佛

だ

に

す

れ

ば

、

三

心

具

足

し

て

往

生

す

る

な

り

、

た

だ

詮

す

る

と

こ

ろ

は

、

わ

が

身

は

も

と

よ

り

煩

悩

具

足

の

凡

夫

な

れ

ば

、

は

じ

め

て

、

こ

ゝ

ろ

の

あ

し

と

も

よ

し

と

も

さ

た

す

べ

か

ら

ず

、

ひ

と

す

ぢ

に

彌

陀

を

た

の

み

た

て

ま

つ

り

て

、

う

た

が

は

ず

、

往

生

を

決

定

と

ね

が

ふ

て

ま

ふ

す

念

佛

は

、

す

な

は

ち

三

心

具

足

の

行

者

と

す

る

な

り

、

し

ら

ね

ど

も

、

と

な

ふ

れ

ば

自

然

に

具

せ

ら

る

る

と

、

聖

人

の

お

ほ

せ

ご

と

あ

り

し

は

、

こ

の

い

は

れ

の

あ

り

け

る

ゆ

へ

な

り

と

。

八

ま

た

あ

る

ひ

と

ま

ふ

さ

く

念

等
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＊

「

重

帰

専

修

」

二

初

自

然

具

足

。

科

文

の

割

方

は

、

初

め

に

述

べ

た

よ

う

に

、

正

説

九

番

の

問

答

が

三

つ

に

な

っ

て

、

初

め

が

「

一

向

専

修

」
。

次

が

「

必

具

三

心

」
。

最

後

が

「

重

帰

専

修

」

と

な

る

。

そ

れ

は

、

も

と

一

念

の

邪

義

が

学

問

し

て

三

心

の

理

を

知

り

、

信

を

以

て

往

生

は

定

ま

る

と

言

い

立

て

、

或

い

は

諸

行

本

願

の

異

義

が

、

三

心

は

一

心

、

一

心

は

定

心

観

念

し

て

弥

陀

を

思

い

詰

め

て

念

仏

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

言

い

立

て

る

。

ま

た

、

多

念

の

異

義

が

、

煩

悩

を

押

し

伏

せ

て

称

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

言

い

立

て

、

兎

角

に

三

心

を

難

し

く

し

て

、

疑

い

な

く

念

仏

す

る

と

き

は

、

自

ず

か

ら

三

心

を

具

す

と

い

う

こ

と

を

知

ら

な

い

。
こ

れ

に

よ

っ

て

、
一

向

専

修

を

根

本

と

し

て

、

三

心

は

そ

の

専

修

(

念

仏

)

に

具

足

す

る

こ

と

を

述

べ

、

遂

に

は

、

一

向

専

修

に

帰

し

て

念

仏

す

れ

ば

、

三

心

は

具

足

す

る

と

説

く

。

第

一

問

答

へ

戻

っ

て

纏

め

た

の

が

こ

の

第

八

問

答

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

一

部

の

根

本

と

す

る

要

所

に

あ

た

る

。

そ

れ

に

つ

い

て

、

念

仏

に

三

心

が

具

足

す

と

云

う

そ

の

念

仏

と

い

う

の

は

、

た

だ

の

称

名

の

こ

と

だ

と

大

ま

か

に

心

得

て

し

ま

っ

て

は

理

解

で

き

な

い

。

こ

の

念

仏

と

い

う

の

は

、

一

向

専

修

の

他

力

の

念

仏

と

云

う

こ

と

で

、

た

だ

む

や

み

に

称

え

る

念

仏

に

三

心

が

具

足

す

る

と

い

う



- 247 -

こ

と

で

は

な

い

。
よ

っ

て

、
法

然

聖

人

も

自

力

の

念

仏

は

往

生

で

き

ず

、

他

力

の

念

仏

は

往

生

す

る

と

仰

せ

ら

れ

て

い

る

。
「

三

心

不

具

足

の

称

名

は

往

生

せ

ず

、

三

心

具

足

の

念

仏

は

往

生

す

る

」

と

仰

せ

ら

れ

て

い

る

。

一

向

専

修

の

他

力

念

仏

に

は

自

ず

か

ら

三

心

が

具

足

す

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

、

当

流

で

は

、

信

に

念

仏

(

称

名

)

が

具

足

し

て

、

念

仏

(

称

名

)

に

は

信

が

具

足

し

な

い

と

一

概

に

心

得

て

し

ま

う

と

誤

り

に

な

っ

て

し

ま

う

。

親

鸞

聖

人

は

何

事

も

、

法

然

聖

人

の

教

え

を

誤

っ

て

迷

う

者

の

迷

い

を

解

く

の

が

ご

本

意

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

法

然

聖

人

が

念

仏

に

三

心

が

具

足

す

る

と

仰

せ

ら

れ

た

の

で

あ

る

か

ら

、

む

や

み

に

念

仏
(

称

名

)

に

は

三

心

が

あ

る

と

心

得

て

、

自

力

の

念

仏

(

称

名

)

に

も

三

心

が

あ

る

と

誤

る

者

を

さ

と

さ

れ

て

、

信

心

に

こ

そ

念

仏

(

称

名

)

が

具

足

し

て

い

る

の

で

あ

っ

て

、

念

仏

(

称

名

)

に

は

三

心

が

具

足

し

な

い

も

の

も

あ

る

と

示

さ

れ

た

の

で

あ

る

。
そ

れ

を

誤

っ

て

、

又

、

当

流

の

も

の

が

一

概

に

、

念

仏

(

称

名

)

に

は

信

心

を

具

足

し

な

い

と

い

っ

て

し

ま

う

の

も

亦

誤

り

で

あ

る

。

親

鸞

聖

人

は

雑

行

雑

修

と

専

修

と

を

分

け

、

そ

の

専

修

を

又

二

つ

に

分

け

て

自

力

の

専

修

と

他

力

の

専

修

が

あ

る

と

す

る

。

本

願

を

臆

念

し

て

、

自

力

の

心

を

離

れ

た

と

こ

ろ

が

、

他

力

横

超

の

専

修

と

立

て

ら

れ

て

お

ら

れ

る

。

そ

の

他

力

横

超

の

専

修

の

念

仏

に

、

信

心

が

具

わ

ら

な

い

は

ず

は

な

い

。

自

力

を

捨

て

て

他

力

を

た

の

み

、

疑

わ

ず

念

仏

す

れ

ば

、

す

な

わ

ち

三

信

(

三

心

)

は
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具

足

す

る

も

の

で

あ

る

。

法

然

聖

人

が

「

念

仏

に

三

心

具

足

す

る

」

と

い

わ

れ

る

の

は

、

こ

の

事

で

あ

る

。

○

又

あ

る

ひ

と

ま

ふ

さ

く

と

は

。

こ

れ

は

第

三

問

答

の

答

え

に

法

然

聖

人

の

お

言

葉

を

出

し

て

、

故

法

然

聖

人

「

た

と

ひ

三

心

を

し

ら

す

と

も

念

仏

た

に

ま

ふ

さ

は

そ

ら

に

三

心

は

具

足

す

る

」

と

仰

せ

ら

れ

た

言

葉

を

と

ら

え

て

、

そ

の

訳

は

如

何

で

し

ょ

う

か

と

或

人

が

、

質

問

し

た

も

の

で

あ

る

。

○

念

仏

す

れ

は

等

。

一

向

専

修

の

「

念

仏

す

れ

ば

、

三

心

の

訳

は

知

ら

な

く

て

も

暗

に

具

足

す

る

」

と

い

う

こ

と

を

指

す

。

蓮

如

上

人

が

「

聖

教

読

み

の

聖

教

知

ら

ず

。

聖

教

読

ま

ず

の

聖

教

知

ら

ず

」

と

仰

せ

ら

れ

て

い

る

。

具

体

的

に

は

四

句

分

別

。

一

者

、

聖

教

読

ま

ず

の

聖

教

知

り

。

在

家

の

女

性

(

尼

嬶

)

。

三

部

経

は

一

字

も

読

め

な

い

が

、

本

願

の

名

号

を

信

じ

て

称

え

れ

ば

、

本

願

を

宗

と

し

名

号

を

体

と

し

た

お

経

で

あ

る

の

で

、

三

部

経

を

す

べ

て

知

っ

た

の

も

同

じ

こ

と

と

な

る

。

二

者

、

聖

教

読

み

の

聖

教

知

ら

ず

。

下

手

な

僧

侶

(

所

化

坊

主

)

が

、

三

部

経

の

講

義

解

釈

を

聞

い

て

、

訳

は

理

解

し

て

も

本

願

を

も

信

じ

な

い

し

、

名

号

を

も

称

え

な

い

。
そ

れ

は

、
聖

教

読

み

の

聖

教

知

ら

ず

と

な

る

。

三

者

、

聖

教

読

み

の

聖

教

知

り

。

三

部

経

も

講

義

解

釈

し

、

し

か

も



- 249 -

本

願

の

念

仏

す

る

学

者

の

こ

と

。

四

者

、

聖

教

読

ま

ず

の

聖

教

知

ら

ず

。

説

明

し

な

く

て

も

理

解

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

今

、

三

心

を

知

ら

な

く

て

も

そ

こ

に

具

足

す

る

と

い

う

の

は

、

聖

教

読

ま

ず

の

聖

教

知

り

に

同

じ

で

あ

る

。

な

る

ほ

ど

、

念

仏

(

称

名

)

し

て

本

願

を

信

ず

る

こ

と

は

、

裏

も

表

も

な

く

、

や

が

て

や

が

て

往

生

す

る

と

思

っ

て

暮

ら

し

て

い

れ

ば

、

そ

れ

が

三

心

で

あ

る

の

で

、

暗

に

具

足

す

る

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

ま

っ

た

く

こ

の

お

言

葉

の

根

本

は

、

善

導

大

師

の

願

解

釈

に

、

三

信

を

や

め

て

、
「

た

だ

称

我

名

号

」

と

説

い

て

お

ら

れ

る

。

こ

れ

は

、

称

名

に

信

心

を

具

足

す

る

の

で

、

三

信

(

三

心

)

を

略

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

時

に

そ

れ

が

こ

の

間

、

名

古

屋

の

所

化

(

同

行

)

と

談

話

し

て

い

て

気

が

つ

い

た

と

こ

ろ

。

彼

の

『

成

実

論

』

(

七

の

八

右

信

の

解

釈
)

に

、

｢

随

賢

聖

語

心

得

清

浄

是

名

為

信

｣

と

書

か

れ

て

い

る

。

こ

の

事

は

、

以

前

に

具

体

的

に

述

べ

た

通

り

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

信

(
心

)

と

い

う

も

の

は

、

た

だ

善

き

人

の

言

葉

に

随

う

よ

り

他

は

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

故

に

、

善

導

大

師

も

信

者

の

こ

と

を

「

三

佛

随

願

」

と

仰

せ

ら

れ

た

。
『

唯

信

鈔

』

な

ど

に

も

同

じ

意

味

で

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

そ

う

で

あ

る

の

で

、

信

(

心

)

と

い

う

も

の

は

、

尊

き

人

の

言

葉

を

そ

の

通

り

と

思

う

だ

け

で

あ

る

。

だ

か

ら

、
「

称

我

名

号

」

を

「

称

我

名

号

」

と

聞

い

た

な

ら

ば

、

も

は

や

三

信

(

三

心

)

で

あ

る

。
『

解

深

密

教

経

』

に

「

衆

生

は
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曲

が

り

根

性

で

あ

る

の

で

、

真

直

な

法

を

曲

げ

て

聞

く

」

と

説

か

れ

て

い

る

。
「

称

我

名

号

」

と

あ

っ

て

も

、

心

を

静

め

て

善

を

学

ば

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

か

、

い

や

疑

わ

し

い

も

の

だ

と

曲

げ

て

理

解

す

る

の

で

、

信

じ

る

こ

と

は

で

き

な

い

の

で

あ

る

。
『

涅

槃

経

』

(
巻

二

十

の

十

八

右

以

下

)

に

は

、

菩

薩

を

子

ど

も

に

譬

え

て

あ

る

。

こ

れ

を

「

嬰

児

品

」

と

い

う

。

幼

な

子

が

親

の

言

葉

を

真

受

け

(

鵜

呑

み

)

に

す

る

様

な

も

の

で

あ

る

の

で

、

菩

薩

を

子

ど

も

に

譬

え

て

あ

る

。

今

も

、

願

力

の

不

思

議

で

称

え

れ

ば

た

す

け

る

と

あ

る

御

言

葉

を

、
そ

の

通

り

に

聞

い

て

疑

い

の

な

い

の

は
「

信

(

深

心

)

」
で

あ

る

。

表

裏

が

無

い

の

は
「

至

誠

心

」
で

あ

る

。
往

生

し

よ

う

と

思

う

の

は

、

「

廻

向

発

願

心

」

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

三

心

を

具

足

し

て

い

る

の

で

あ

る

。
「

信

は

唯

仏

説

に

随

う

」

と

『

成

実

論

』

の

法

相

で

確

定

し

て

み

れ

ば

、

善

導

大

師

の

三

信

(

三

心

)

を

省

略

さ

れ

た

願

解

釈

は

甚

だ

尊

い

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

を

拠

と

し

て

法

然

聖

人

の

「

念

仏

に

は

そ

ら

に

三

心

具

足

す

る

」

と

言

わ

れ

て

い

る

こ

と

は

、

実

に

そ

の

通

り

で

あ

る

。

「

師

の

こ

た

へ

て

い

は

く

餘

行

を

」

等
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餘

行

を

す

て

て

と

は

、

念

仏

(

称

名

)

の

行

に

対

す

る

餘

行

と

は

い

っ

て

も

、

行

体

ば

か

り

で

は

無

く

、

称

え

る

心

の

定

散

ま

で

捨

て

る

意

味

で

あ

る

。
『

法

華

経

』

を

読

む

こ

と

の

必

要

も

無

く

、

戒

を

持

つ

こ

と

も

必

要

も

無

く

、

餘

行

は

も

ち

ろ

ん

心

を

静

め

る

こ

と

も

必

要

で

は

無

い

。

悪

を

や

め

る

こ

と

を

も

必

要

な

い

と

、

能

修

(

行

ず

る

側

)

の

心

の

色

ま

で

も

剥

が

し

て

し

ま

う

意

味

。

○

念

仏

す

る

と

は

。

一

向

専

修

の

こ

と

。

○

阿

弥

陀

仏

た

の

む

こ

こ

ろ

の

と

す

ち

と

は

。

常

住

不

断

に

し

て

、

た

だ

南

無

阿

弥

陀

仏

と

称

え

て

暮

ら

す

の

は

、

脇

目

も

振

ら

ず

に

彌

陀

を

た

の

む

よ

り

他

の

心

は

無

い

。

よ

っ

て

餘

行

を

捨

て

て

一

筋

に

念

仏
(

称

名

)

す

る

。

こ

れ

を

「

至

誠

心

」

と

云

っ

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

を

具

体

的

に

す

れ

ば

、

以

前

に

説

明

し

た

通

り

、

当

流

に

少

々

違

い

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

何

れ

餘

行

を

捨

て

て

一

筋

に

念

仏

(

称

名

)

す

る

こ

と

に

変

わ

り

は

無

い

。

○

名

号

を

唱

る

は

等

。

往

生

が

で

き

る

か

で

き

な

い

か

は

知

り

も

し

な

い

で

、

一

向

専

修

で

き

る

も

の

で

は

無

い

。

明

け

て

も

暮

れ

て

も

南

無

阿

弥

陀

仏

、

立

っ

て

い

て

も

座

っ

て

い

て

も

南

無

阿

弥

陀

仏

と

名

号

を

称

え

る

の

は

、
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こ

の

名

号

で

往

生

で

き

る

と

疑

わ

な

い

か

ら

こ

そ

称

え

る

の

で

あ

る

。

だ

か

ら

こ

こ

(

称

名

)

に

信

心

が

具

足

す

る

の

で

あ

る

。

○

名

号

を

と

な

ふ

る

等

と

は

。

一

向

専

修

し

て

称

え

る

の

は

、

往

生

で

き

る

か

ら

で

あ

る

。

し

か

れ

ば

、
「

廻

向

発

願

心

」

で

あ

る

。

○

こ

れ

ら

ほ

と

の

こ

こ

ろ

え

は

等

。

こ

こ

は

説

明

を

待

た

な

い

。

我

を

捨

て

て

彌

陀

を

た

の

み

、

疑

い

な

く

往

生

で

き

る

と

思

う

心

は

、

ど

ん

な

愚

か

な

者

で

も

念

仏

者

に

は

(

三

心

は

)

具

足

し

て

い

る

。

よ

っ

て

、

三

心

の

訳

を

知

ら

な

い

無

知

愚

者

に

も

具

足

す

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

是

を

よ

く

心

得

て

在

家

の

安

心

な

ど

を

聞

い

て

み

る

と

、

何

か

一

つ

示

し

て

や

ら

な

け

れ

ば

手

柄

(

手

応

え

)

も

得

ら

れ

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

て

、

無

性

に

同

行

を

叱

り

つ

け

る

僧

侶

が

あ

る

。

ま

こ

と

に

無

慚

無

愧

の

典

型

で

あ

る

。

我

が

力

で

は

往

け

な

い

後

生

と

思

い

、

願

力

の

不

思

議

で

往

生

す

る

と

心

得

て

、

ほ

れ

ぼ

れ

と

喜

ぶ

思

い

が

三

心

で

あ

り

、

帰

命

で

あ

る

。

そ

れ

を

い

た

だ

く

と

、
こ

の

よ

う

に

叱

り

つ

け

る

こ

と

は

全

く

無

い

。

○

た

た

詮

す

る

と

こ

ろ

は

等

。

此

処

は

三

心

具

足

の

相

を

重

ね

て

知

ら

せ

る

段

で

あ

る

。

時

に

そ

れ

が

我

自

身

を

煩

悩

具

足

と

懺

愧

し

て

疑

わ

な

い

思

い

は

「

深

心

」
。

一

筋

に

た

の

ん

で

い

る

こ

こ

ろ

は

「

至

誠

心

」
。

や

が

て

往

生

す

る
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思

う

の

は

、
「

廻

向

発

願

心

」

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

深

心

を

体

と

し

て

至

誠

心

廻

向

発

願

心

を

結

び

つ

け

た

も

の

で

あ

る

。
こ

れ

が

、
『

唯

信

鈔

』

に

も

あ

る

法

然

聖

人

の

正

義

の

直

伝

、

深

心

を

体

と

し

て

前

後

の

二

心

を

見

破

る

こ

と

の

見

識

で

あ

る

。

○

し

ら

ね

と

も

と

な

ふ

れ

は

自

然

に

具

せ

ら

る

等

。

此

処

は

、

正

し

く

第

三

の

答

え

に

か

え

っ

て

、

法

然

聖

人

の

お

言

葉

を

出

し

て

成

り

立

た

せ

た

も

の

で

あ

る

。

【

第

九

問

答

】

(

淨

全

巻

續

九

・P62

下

～

63

上

)

【

元

文

】

又

あ

る

ひ

と

の

い

は

く

、

名

號

を

と

な

ふ

る

と

き

に

、

念

念

ご

と

に

こ

の

三

心

義

を

存

じ

て

ま

ふ

す

べ

く

さ

ふ

ら

ふ

や

ら

ん

と

。
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師

の

い

は

く

、

そ

の

義

ま

っ

た

く

あ

る

べ

か

ら

す

、

ひ

と

た

び

こ

こ

ろ

え

つ

る

の

ち

に

は

、

た

だ

南

無

阿

彌

陀

佛

と

と

な

ふ

る

ば

か

り

な

り

、

三

心

す

な

は

ち

称

名

の

こ

え

に

あ

ら

は

れ

ぬ

る

の

ち

に

は

、

三

心

の

義

を

こ

こ

ろ

の

そ

こ

に

も

と

む

べ

か

ら

ず

と

。

九

、
「

又

あ

る

ひ

と

の

い

は

く

名

号

」

等

＊

「

念

々

故

起

」

(

念

々

の

故

起

)

こ

れ

も

や

は

り

、
「

重

帰

専

修

」

の

中

で

、

念

仏

(

称

名

)

に

三

心

が

具

足

す

る

と

云

う

と

き

は

、

称

え

る

た

び

に

三

心

を

思

い

浮

か

べ

て

心

を

誠

に

し

、

疑

い

な

く

願

い

願

っ

て

念

仏

申

す

こ

と

な

の

か

と

、

質

問

し

た

も

の

で

あ

る

。

「

師

の

い

は

く

そ

の

義

」

等

と

は
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○

師

の

い

は

く

そ

の

義

等

と

は

。

そ

の

義

と

は

、

称

え

る

度

ご

と

に

、

三

心

を

思

う

こ

と

で

あ

る

。

○

ま

つ

た

く

あ

る

へ

か

ら

す

と

は

。

堅

く

そ

の

よ

う

に

す

る

に

は

及

ば

な

い

と

云

う

こ

と

。

こ

こ

で

は

、

堅

の

字

を

ま

っ

た

く

と

読

む

義

が

そ

れ

に

よ

く

該

当

す

る

。

○

ひ

と

た

ひ

等

。

い

つ

か

は

知

ら

な

い

け

れ

ど

も

、

一

度

ま

こ

と

心

に

な

っ

て

如

来

に

す

が

り

、

疑

わ

な

い

で

願

う

よ

う

に

な

っ

た

な

ら

ば

、

そ

の

上

は

ど

の

様

な

こ

と

で

あ

れ

、

称

え

る

ば

か

り

だ

と

云

う

意

味

。

こ

こ

の

考

え

は

、

当

流

と

全

く

同

じ

こ

と

で

あ

る

。

○

三

心

す

な

は

ち

称

名

の

こ

え

に

あ

ら

は

れ

等

。

此

処

の

言

葉

は

少

し

理

解

し

難

い

。

良

忠

師

の

『

散

善

義

略

鈔

』(

二

の

二

十

九

)

に

、

隆

寛

師

の

弟

子

の

昇

蓮

房

の

説

を

出

し

て

、
「

た

だ

称

え

る

が

乃

至

十

念

で

は

無

い

、

仏

に

帰

命

し

て

信

を

得

た

上

に

称

え

る

が

乃

至

十

念

」

だ

と

あ

る

。

又

、
『

閑

亭

物

語

』

に

も

、

所

々

に

往

生

の

正

因

は

信

心

。

そ

の

信

を

相

続

さ

せ

る

た

め

の

称

名

だ

と

あ

る

。

又

、
「

滅

罪

義

」

に

も

、

信

心

は

因

、

称

名

は

縁

と

あ

る

。

し

か

れ

ば

隆

寛

師

の

据

わ

り

は

、

成

る

ほ

ど

多

念

の

称

名

は

勧

め

る

け

れ

ど

も

、

信

心

が

大

切

で

あ

る

と

云

う

こ

と

は

決

定

と

考

え

ら

れ

る

。

法

然

聖

人

の

「

尊

号

真

像

銘

文

」

(

本

十

三

右

以

下

)

に

も

「

信
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珠

在

心

疑

雲

永

晴

佛

光

圓

頂

」

と

い

う

言

葉

が

あ

る

。

今

こ

の

据

わ

り

で

こ

の

文

を

見

て

い

く

と

、
「

三

心

す

な

は

ち

称

名

の

声

に

あ

ら

は

る

」

と

は

、

往

生

の

信

心

を

得

て

、

そ

の

信

心

が

念

仏

と

顕

れ

る

。

信

は

根

な

り

、

称

名

は

葉

で

あ

る

。

ま

た

、

法

然

聖

人

の

お

言

葉

『

黒

谷

伝

』

(

二

十

一

常

の

御

詞

)

に

、
「

南

無

阿

弥

陀

仏

と

い

ふ

は

別

し

た

る

事

に

思

ふ

べ

か

ら

す

、

阿

弥

陀

ほ

と

け

我

を

た

す

け

給

へ

と

い

ふ

こ

と

は

」
と

あ

る

。
然

れ

ば

信

心

も

要

約

し

て

云

え

ば

、

如

来

を

た

の

む

心

。

そ

の

た

の

む

心

の

信

が

口

へ

出

た

の

が

称

名

。

「

南

無

は

た

す

け

た

ま

へ

」

で

あ

る

か

ら

、

す

な

わ

ち

「

た

の

む

」

と

い

う

言

葉

。

こ

れ

は

、

帰

命

三

心

が

全

て

そ

の

ま

ま

称

名

に

顕

れ

て

い

る

。

そ

の

後

に

は

、

三

心

を

己

れ

の

心

に

探

り

求

め

て

、

称

え

る

に

は

及

ば

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

決

着

す

る

と

こ

ろ

、

信

を

得

て

い

な

い

な

ら

得

て

称

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

が

、

信

の

上

に

称

え

る

な

ら

ば

、

信

心

を

問

題

に

す

る

に

は

及

ば

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
『

十

六

門

記

』

(

十

七

右

)

の

文

で

あ

る

。

法

然

聖

人

の

お

話

に

も

こ

の

意

で

あ

る

。
『

閑

亭

物

語

』(

下

四

)

の

隆

寛

師

の

言

葉

に

、

「

強

ち

に

義

を

云

ひ

理

を

論

し

て

無

益

也

。
根

の

賢

愚

を

も

論

ぜ

す

、

機

の

善

悪

を

云

は

す

、

一

念

多

念

の

沙

汰

を

も

せ

ず

、

目

も

な

く

鼻

も

な

く

、

ひ

ら

に

称

名

す

れ

ば

往

生

す

る

事

也

」

と

あ

る

。

又

、

靜

遍

師

の

、
「

一

期

所

案

永

捨

世

道

理

唯

称

南

無

阿

弥

陀

語

黙
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常

持

念

」

こ

れ

亦

其

の

意

で

あ

る

。

親

鸞

聖

人

の

「

義

な

き

を

義

と

す

」

は

、

ま

た

こ

れ

で

あ

る

。

【

後

題

・

写

記

】

(

淨

全

巻

續

九

・P63

上

)

【

元

文

】

後

世

物

語

聞

書

終

南

無

阿

彌

陀

佛

愚

禿

釋

親

鸞

寫

之

建

長

六

歳
甲

寅

九

月

十

六

日

書

寫

之

「

後

世

物

語

聞

書

」

等

と

は

- 258 -

＊

「

三

後

題

」

(

後

の

書

題

)

こ

れ

は

第

三

、

後

題

で

あ

る

。

＊

「

四

寫

記

」

(

書

写

の

記

録

)

「

南

無

阿

弥

陀

仏

」

以

下

第

四

の

写

記

で

あ

る

。

こ

れ

ら

は

具

体

的

に

は

、

玄

談

に

示

し

た

通

り

で

あ

る

。

先

ず

は

終

わ

る

。

山

上

正

尊

校

訂

同

再

校


