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序

論 親

鸞(

一
一

七
三

～

一
二

六

二)

が

説
い

た

救
い

を
表
す

も

の
に
「
現
当

二

益
１

」
の

教
え
が
あ
り
、
こ

れ

は

現
生

正
定
聚

と
い
う

現

益

と

、
往

生
即

成

仏
と
い

う

当
益

の
こ

と

を
示
し

て

い
る

。
特

に
、
現
生

正

定
聚
２

と

い

う
考
え
は

真

宗
学
の

特
色

に
お
い

て

、
多

く

取

り
上

げ
ら

れ

、

ま

た
、

親

鸞

が

初
め

て

仏

教
の

利

益
と

し

て

明

ら

か

に

し

た
重

要
な

教
え

で

あ

り

、

親
鸞

独

自

の

思
想(

己

証)

で

も

あ

る
と
評

価
さ

れ
て
い

る

。 

し

か

し

な

が

ら

、
学

部

生

の

四

年

間

、

仏

教(

主

に

真

宗

学)

を

学
ん

で

き

た

が

、
こ

の
親

鸞

の
己

証

と

も

い
え

る

現

当

二
益

、

特

に

現

生
正

定

聚
の

教
え
は
、

通
仏

教
の
立

場
か
ら

考
え
て

み

る
と

親
鸞
独

自

の
考
え

と
は

一
概
に

言

え
な

い

の
で

は
な
い

か
、
す

な

わ

ち

、
現

生

に
お

い
て
往

生

が
定

ま

る
と

い
う
考

え

は
聖

道

門
に

も
通
じ

る
考
え

が

あ
る

の
で
は

な

い
か

と
い
う

疑
問
が

浮

か

び
上

が

っ

た

。
元

々

仏

教
は

、

聖

道

門

的
な

も

の

で

あ

り

、
生

き

て

い

る

間

に

悟
り

を

得
る(

成

仏
す

る)

、

あ

る

い
は

、

生

き

て
い

る

間

に

正

定
聚(

初
地)

を
得
る
こ

と
を

目

的
と
す

る
思

想
で
あ

る

が

、
そ

の
内

容
は

、
親

鸞

の
「
現
生

に

て
正

定
聚
を

得
る
。
」
と
い

う
考

え

と
類
似

し

て
い

る
と
受
け

取
ら

れ

る
こ

と
も
少

な

く
な

い

。 

し

か

し
、
も

う
少

し
詳
し

く

説
明
す

る
な

ら
ば
、
ま

ず
「

定

聚
」
と
は
正

定

聚
３

の
こ

と
で

、
必
ず

悟
り
に

至

る
べ
き
地
位

に

決

定

し

た

も
の

、
後

戻
り

し
な

い

、
も
う

仏
に
な

る
し

か

な
い

と

い
う

位
４

が
定
ま

る
と
い

っ
た

意
味
が

あ

り
、
一

般

的
な
浄
土

教

の
考

え

か

ら
す

る

と

、
浄

土
に

往

生

し

て

か

ら
得

ら

れ

る
位
の
こ

と

を

指
す

。

ま

た

、
中

村

元

『
広

説
佛

教

語

大

辞
典(

縮
刷

版)

』
に

よ

れ

ば

「
正
定

聚

」
と

は
、 

① 

衆

生

を

三

種

類
に

分

け
た

う

ち

の
一

つ

。
必

ず
仏

と

な

る

べ

く
決

定
さ

れ

て

い

る
聖

者

を

い

う
。

俱

舎

の

教
学

に

よ

る
と
、
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苦

法

智

忍
を

得

た

位

を
い

う

。
〈
『

俱

舎

論
』
〉
②
さ

と

り

ま

で

退

転

な
く
進

ん

で

や

ま

ぬ

菩

薩
に

仲

間
入

り
す

る
こ

と
。

仏

道

不

退
の
菩

薩
の

仲
間
。
〈
『

十
住

毘

婆
沙

論

』
〉
〈
『

往

生
論

註

』
〉
５ 

と

説

明
さ

れ

て
い

る
。 

で

は

、
聖

道

門
と

浄
土
門

そ

れ

ぞ
れ

に
お

け
る
正

定

聚
は

い

つ
、

何
が
定
ま

る
の

か
と
い

う
と
、

聖
道
門

で

は
「
現
世
に

成

仏

」

が

、
浄
土

門

で
は

「
臨
終
に

浄
土

往

生
」
が
そ
れ

ぞ
れ
定
ま

る
。

親
鸞
聖

人

に
よ
る

と
、

正
定
聚

は

現
生

で

の
利

益
で
あ

る
と
し

て

い

る
こ

と

か

ら
も

、
聖
道

門

と
親

鸞

浄
土

教
に
お

け

る
「
正

定
聚

」
の
考

え

は
類

似

し
て

い
る
と

考

え
ら

れ

る
。 

す

な

わ
ち

、
こ

の
現

生
正

定

聚
は

、
浄

土
門

だ
け

で

考
え

る

と
親

鸞
が
初
め

て
「
現

生
で
往

生
も
成

仏
も

定

ま
る

。
」
と

説

い
た

の

だ
、
と
は

言

え
る

が
、
聖

道

門
を

含

め
仏

教
全
体

か

ら
見
て

み
る

と
、
親

鸞
が
初
め

て
現

生
に
お
い

て
正

定

聚
が

定
ま
る

と

提
言

し

た

と

は
言

い

難
く

、
よ
っ

て

現
生

正

定
聚
は
親
鸞

独

自
の
思

想
と

は
言
え

な

い
の

で

は
な

い
だ
ろ

う
か
。 

し

か

し
、
何

故
こ

こ

ま
で

親

鸞
の

正

定
聚
の
考
え

は
特
徴

的

で
あ

る
と
真

宗

学
な

ど
で
は

大
々
的

に
説
明
さ

れ
て

い
る
の

だ
ろ

う

か

。
正
定

聚

の
言

葉
自
体
は

、
聖

道

門
と

同
じ
よ

う

に
捉
え

る
こ

と
も
で

き

る
が

、

何
故

親
鸞
の

説

い
た

正

定
聚

の
意
義

は

重
要

で

あ

る

と
言

わ

れ
る

の
か
。
正

定
聚

は

親
鸞

の
数
多

く

あ
る
己

証
の
中
で
も

特
に
代

表

的
な

教
え
と
し

て
説

明
さ
れ

て
い
る
こ

と
が

多

い

が

、
「
親

鸞
の

正

定
聚
の

考
え

は

、
聖

道
門
の

正

定
聚

の

考
え

と
は
、

ま

た
違

う

も
の

で
あ
る

。
」
こ

と

を
明

確

に
し

、

先
に

提

示

し

た
疑
問

を

解
決
す

べ
く
論

証
を

し

て
い

き
た
い

と
私
は
考

え
た

。 

そ
こ

で
、

今

回
、

親
鸞
浄

土

教
に

お

け
る
救
い
、

つ

ま
り

現

生
正

定
聚
に

つ

い
て

何
故
こ

こ

ま
で

重
要
的

な

教
え
と
さ

れ
て

い

る

の

か
に

つ

い

て

、
ま

ず

、

浄

土

教

が
誕

生
す

る

ま

で

の
流

れ

や

、

仏

教
の

歴

史

観(

三
時

思
想)

な
ど

を

踏

ま

え
な

が

ら

、
こ

れ

ら

の
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疑

問
を
解

い

て
い
き
、
次
に

、
道

綽

の
発

揮
で
あ

る

「
聖

浄

二
門

」
を
取

り
上

げ
、

一
言

で
同
じ

「

浄
土

門

」
と

表
現
し

た
と
し

て

も

、
親
鸞

以

前
と

親
鸞
と

で

は
違

っ

た
考

え
に
な

っ

て
い

る

理
由
や
、
そ

の

理
由
に

よ
り

親
鸞
浄

土

教
が

い

か
に

特
徴
的

で
あ
る

か

と

い

う
こ

と

、
さ

ら
に
、
親

鸞
浄

土

教
に

お
け
る

救
い
、

つ

ま
り

現
生
正

定

聚
を
親

鸞
は

ど
の
よ

う

に
表

現

を
し

、
ま
た

、

我
々

に

ど

の

よ
う

に
伝
え

よ
う
と
、

説
明

し

よ
う

と
し
て

い

る
の

か

。
こ

れ
ら
を

明

確
に
す

る
こ

と
に
よ

り

親
鸞

浄

土
教

に
お
け

る

正
定

聚

の

重

要
性
を

再
認

識
す

る
こ

と
が

で

き
る

は
ず
で

あ

る
、

と

私
は
仮
定
を

し
、
本

論

に
て

そ
れ

ぞ
れ

論
じ

て

い
く

。 

   

本

論 第

一

章 

仏

教
的

歴
史
観

を

通
し

て

見
る
聖
道
門

か

ら
浄

土

門
へ

の
変
遷 

第

一

節 

仏

教
と

は 

～
生

死
の

苦

し
み

を
通
し

て

の
救

済
に
つ

い
て
～ 

仏

教
は

釈

尊

を
開

祖

と
す

る

宗

教
で

あ

り

「
仏

」
と

「

教

」

と

の
二

つ

の
語(

概

念)

か
ら

構

成
さ

れ
た

合

成
語

で

あ

り

、

一

つ

目

に

仏

之
教

：

仏
に

よ
る
教
え

、
仏

の

教
え

、
二
つ

目
に
仏

即

教
：

仏
と
い

う
教
、
仏

の
説

か
れ
た

教

、
三

つ

目
に

成
仏
教

：
仏
に

な

る

教

、
仏
と

な
る
教
え
、
こ

れ
ら

三

つ
の

解
釈
が

昔
か
ら
さ

れ
て

い
る
。

仏

教
は

、

釈
尊

に
よ
っ

て

説
き

示
さ
れ

た
教
え

で
あ
り

、

こ

の
世
に

出

ら
れ
悟
り
を
開

か
れ

た
釈
尊

が
我
々

に
示
し

た

教
法

の
こ

と

を
指
す

。

ま
た

、
釈
尊

が

悟
ら

れ

た
の

は
不
滅

の

真
理

で

あ

り
、
仏

な

る
も

の
は
不

滅

の
真

理

で
あ

る
法
を

悟
っ
た

存

在
で

あ
る
か

ら
こ

そ

、

仏
が

そ
の
ま

ま

の
教

え

で
あ

り
、
教

え
が
そ

の
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ま

ま
仏

で

あ

る

と

い

う
意

味

合

い

も
持

っ

て

い

る
。
そ

し

て

、

仏

陀(

釈

尊)

の

説
か

れ

た
教

法

を
信

じ

、

仏

道
を

歩

む
こ

と
に

よ

り

我

々
は
悟

り

を
開

き
仏
と

な

る
、

と

い
う

教
え
も

仏

教
が
持

つ
意

味
で
も

あ

る
。
６ 

ま

た
、
今

日
、
世

界

中
に

は

様
々

な

宗
教
が
存
在

し

て
い

る

が
、
ど

の
宗

教
に
も

共

通
し

て
言
え

る

で
あ

ろ
う
教

え
や
思

想

に
「

救

済

」
と
い

う

も
の

が
あ
る

。

仏
教
も
こ

れ

に
然
り

で

あ
る

。

我
々

人
間
は

生
き
て
い

る
間

や
死
ん

だ
後
な

ど

に
対

し
て
「

救

わ
れ

た

い

」
と
願

い

つ
つ

も
、
苦

悩

や
煩

悩

な
ど

に
よ
り

現
に
迷
っ

て
い

る
た
め

、
生
死
に

対
し

て
不
安

を

抱
い

て

し
ま

う
。
特

に
、
死

ん

だ
後
ど
う

な

る
の

か
と
い

う
こ

と

は
死
ん

で
み
な

け

れ
ば
知

り
得
な
い
こ

と

で
あ
る

か
ら
こ

そ
、

死

に
対

し

て
の

不
安
は

大

き
な

も

の

と

な
る

。
こ
こ

で
い
う
「

死
」
と
は

、
「
死

ぬ
こ

と

」
自

体

に
対
す

る
恐

怖
や
不

安
と
い

っ
た
苦

し
み
で

は
な
い

。
当
然

死

ぬ
こ

と

自

体
に
対

し

て
、

そ
う
い

っ

た
思

考

が
存

在
す

る
こ

と
も
事

実
で

は
あ
る

が

、
こ
こ

で
は

、
死
ぬ
こ

と
に

よ

っ
て

「
引
き

起
こ

る

」

恐

怖
や
不

安

の
こ

と
で
あ
る

。 

例
え

ば

、
死
ん

だ
こ

と
に

よ

っ
て

、「

大
切
な
人
と

別
れ

る
こ

と

に
な
っ

た

。
」
ま
た

、「
趣

味
で

あ

る
旅

行

を
も

っ
と
経

験

を
し

た

か

っ

た

。
」
と
い

う

よ
う

に

、
人

そ

れ

ぞ
れ
違
っ

た
苦
し

み
で
は

あ
る
が

、
苦
し

み

の
原
因

と
な
る

理
由
・
内
容

は
違
え

ど

も
「

苦
し

い

」

と
い

う
感
情
が
生
ま

れ

る
の

は

皆
同

じ
で
あ

る

。
人
の

死
と

い
う
も

の

は
、
突

然
の

事
故
や

身

体
的

病

気
に

よ
る
も

の
な
ど

原

因

は
様
々

で

あ
る

。
い
つ

ど
こ

で

何

が
原

因
で
死

を
迎
え

る

か
分
か
ら
な

い

、
死
ん

だ
後

ど
う
な

る

か
分

か

ら
な

い
た
め

、

死
に

対

す

る
恐
怖

や

不
安
が
生
ま

れ

る
の

で

あ
る

。
だ
か

ら
こ

そ

、
こ

う

い
っ
た

内

容
も
死

に
対
す

る
「

苦

し
み

」

な
の

で
あ
る

。 

し

か

し
、
仏

教
で

は
、
釈

尊

の
説

か

れ
た
教
え
を

信

じ
て

仏

道
を

歩
み
仏
に

な
る
こ

と
に

よ
っ
て

、
生
死

の

苦
し
み
か
ら

解

放
さ

れ

る

。
そ

れ

に
よ

り
、
人
は

い
ず

れ

死
ぬ

と
い
う

事

実
は
変

わ
り

な
い
が

、

死
ぬ
こ

と
に

対
す

る

恐

れ
が

な

く
な

る
の
で

あ
る
と

い
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っ

た
教
え

も

説
か

れ
て
い

る

。 

  

第

二
節 

仏
教

の
特
色 

～
聖

道

門
と
浄
土
門

～ 

釈

尊
に
よ

り
説
か

れ
た
教

え

は
、
聖

道
門
と
浄
土

門

の
二

つ

に
分

け
て
考
え

る
こ

と
が
で

き
、
聖

道
門
の

教

え
は
、
生
き
て

い

る

間

に
修
行

を

し
て

悟
り
を
開

く
教

え

で
あ

る
。
浄

土

門
の
教

え
は

、
阿
弥

陀

仏
の
本

願
力

に
よ
り

、

阿
弥

陀

仏
の

極
楽
浄

土

に
生

ま

れ

、

そ
こ

で
修
行
な
ど
を

し

て
悟

り

を
開

く
と
い

う
教
え

で

あ
る

。
『
顕

浄

土
真

実

教
行

証
文
類

』
（

以
下

、
『
教

行
信
証

』

と
す

る
）

「

化

身
土

文

類
六(

本)

」

に

お
い

て

も
、 

お

ほ

よ
そ
一

代
の

教
に
つ

い

て
、
こ

の
界
の
う
ち

に

し
て

入

聖
得

果
す

る

を
聖
道

門

と
名

づ
く
、
難

行
道
と

い
へ

り
。
こ

の

門

の

な

か
に

つ

い
て

、
大
・

小

、
漸

・

頓
、

一
乗
・

二

乗
・

三

乗
、

権
・
実

、
顕
・

密

、
竪
出
・
竪

超

あ
り
。
す

な

は
ち
こ

れ

自

力

、

利
他

教

化
地

、
方
便

権

門
の

道

路
な

り
。
安

養

浄
刹

に

し
て
入
聖
証

果
す

る
を

浄
土
門
と
名
づ

く
、
易

行
道

と
い
へ

り

。

こ

の

門
の

な

か
に

つ
い
て

、

横
出

・

横
超

、
仮
・

真

、
漸

・

頓
、

助
正
・

雑

行
、

雑

修
・

専
修
あ
る

な
り
。
７ 

と

御
自
釈

に

あ
る
通
り
、
総

じ
て
釈

尊
が

説
か
れ

た
教
え

の

中
で

、
こ

の
世

界
で
聖

者
と

な
っ
て

悟

り
を

得

る
こ

と
を
聖

道
門
と

い

い

、
難

行
道
と

い
う

。
こ

の

聖
道

門

の
中

に

、
大

乗
と
小

乗

、
漸
教

と
頓

教

、
一
乗

と
二
乗

と
三

乗

、
権
教
と

実
教

、
顕

教

と
密

教

、

竪

出
と
竪

超

が
あ

る
。
こ

れ

ら
す

べ

て
自

力
の
教

え

で
あ

り

、
衆

生
を
真

実
に
導
く

た
め

の
、
仮

の

手
だ
て

と
し

て
説
か

れ
た
教

え

で

あ

る
。
一

方
、
浄
土
に
生

ま
れ
て

悟
り

を
開
く

の

を
浄

土

門
と

い
い
、

易

行
道
と

い
う

。
こ

の

浄

土
門

の

中
に

、
横
出

と

横
超

、

方

便
と
真

実
、
漸

教
と
頓

教

、
そ

し
て
助

正
と
雑

行
と
専

修

が
あ

る
。
８

と

い

う
よ
う

に
、
釈
尊
の

説

か
れ

た

教
え

に
つ
い

て

親
鸞

も
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説

か

れ
て

い

る
。 

し

た

が
っ

て
、
仏

教
と
い

う

教
え

が

生
ま

れ
た
時

代
に
生

き

た
人

々
は
、

第

一
節

で
も
述

べ
た
通

り
、
死

に

対
す

る
恐
怖

や

不

安

と

い

っ
た
苦

し
み

か
ら
解

放
さ

れ

る

た
め

に
、
仏

に

な
る
こ

と
・
仏
と
同

じ
地
位
に

定
ま

る
こ

と

を

目
指

し

た
の

で
あ
る

。
こ

れ

ら

か

ら
分
か

る

通
り

、
釈
尊
の

時
代
は

現
世

に
成
仏

が
定
ま

る

聖
道

の
考
え

が
主
流
で

あ
っ

た
。 

 

し

か
し

、
煩
悩

具
足
の
凡

夫
で

あ

る
我

々
が
、

煩

悩
を
無

く
し

心
を
清

ら

か
に

し

聖
道

門
の
教

え

に
従

い

修
行

を
す

る
こ

と
は

可

能

な

の

だ
ろ

う
か
と
考
え

た

時

、
浄

土

門
の

教
え

の

意
義

が

我
々

に
意
味

を

持
つ

も

の
と

し
て
活
き

て
く

る

の
で

は
な
い

だ
ろ
う

か
。 

浄

土

門
の

教
え
の

流
れ
と

し

て
は

、
初

め
に

、
イ

ン

ド
に

て

龍
樹

菩
薩(

一

五

〇
～
二
五

〇

頃)

が
『
十

住
毘
婆

沙
論

』(

易

行

品)

に

難

易
二

道

を

示

し
浄

土

の

易

行

を

説
き

、

天

親

菩

薩(

四

〇

〇

～

四

八

〇

頃)

は

『
浄

土

論

』

に

願
生

思

想

を

説
か

れ

た

。

そ
し

て

、

こ

れ

ら
の
教

え
は
中
国
へ

と

伝
わ

り

、
龍

樹

菩
薩
・
天

親
菩

薩
の
イ

ン
ド

浄

土
教

の

流
れ

を
受
け

て

曇
鸞

大

師(

四

七
六
～

五
四

二)

・

道

綽

禅

師(

五

六

二

～

六

四

五)

を

経
て

善

導

大

師(

六

一

三

～

六

八

一)

に

至

っ

て

大
成

さ

れ

善

導

流

が

中

国

浄

土

教

の

主

流

と

な

っ

た

。
や
が

て

、
中

国
の
浄

土

教
は

日

本
へ

と
伝
え

ら

れ
る

の

だ
が

、
浄
土

門
で
い
う

浄
土

の
教
え

が

浄
土

宗

と
し

て
一
宗

独
立
す

る

の

は
法

然

聖

人(

一

一

三

三

～

一

二

一

二)

に

至

っ

て

で

あ

り

、

法

然
の

教

義
は

道
綽

の

聖
浄

二
門

の

思

想

を

受
け

て

、

浄

土

の

教

え

の

み
末
法

の

世
に

生
き
る
我

々
に

相

応
の

教
え
で

あ

る
と
法

然
は
主
張
さ

れ

た
。
法

然
門

下
で
あ
っ

た
親

鸞

も
法

然
の
考

え
に
対

し

て

『
教
行

信

証
』

後
序
に
、 

慶

ば

し
い

か

な
、
心
を
弘

誓
の
仏

地

に
樹
て
、
念

を
難
思

の
法
海

に
流
す

。
深
く
如

来
の

矜
哀
を
知

り
て
、

ま
こ

と
に
師

教

の

恩

厚

を
仰
ぐ

。
慶

喜
い
よ

い

よ
至

り

、
至

孝
い
よ

い

よ
重

し

。
こ

れ
に
よ

り

て
、
真

宗
の

詮
を
鈔
し

、
浄
土

の
要

を
摭
ふ

。

た
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だ
仏

恩
の
深

き
こ

と
を
念
う

て
、

人

倫
の
嘲
り
を

恥

ぢ
ず

。

も
し
こ

の
書

を
見
聞
せ

ん
も
の
、
信
順

を
因
と

し
、

疑
謗
を

縁

と

し

て

、
信

楽
を
願

力
に
彰
し

、
妙

果

を
安

養
に
顕
さ

ん
と

。
９ 

と

説

明
さ

れ

て
お
り
、
ま

た

、
『
高

僧
和

讃

』
に

お

い
て

も

、 

本

師

源
空

世
に
い

で
て 

弘

願
の

一

乗
ひ

ろ
め
つ

つ 

日

本

一
州
こ

と
ご

と

く 

浄

土
の

機
縁
あ
ら

は
れ
ぬ 

智

慧

光
の

ち
か
ら

よ
り 

本

師
源

空

あ
ら

わ
れ
て 

浄
土

真

宗
を

ひ
ら
き

つ

つ 

選

択
本
願
の
べ
た

ま
ふ
１
０ 

と

讃

嘆
さ

れ

て
い

る
よ
う

に
、
浄

土
の

教
え

が
多
く

の
人

々

に
広

ま
っ
た

の

も
法
然

聖
人

の
お
か

げ
で
あ

る

と
『
教

行
信

証
』
や
『

高

僧

和

讃
』
で

讃
え

て
お
り

、

そ
し

て

、
末

法
の
世

で

あ
る

か

ら
こ

そ
、
阿

弥

陀
仏
の

本
願

力
を
信

じ

、
敬

う
こ

と

が
大
切

で
あ
る

と

い

う
こ

と

を
説
か

れ
て
い

る

。 

  
 

第
三

節 

三

時
思
想
か

ら
見

た

仏
教 
～
道

綽

浄
土

教

に
お

け
る
教

学(

聖
浄
二
門)

を

通
し

て

～ 

仏

教
に
は

正

像
末
の
三
時

思

想
１
１

と

い

う
歴

史
観
が

存

在
す

る
。
釈
尊

が
入

滅
さ
れ

て
か
ら

五
〇
〇

年

間
は

、
釈
尊
の

正
し

い

教

え

や
正
し

い

修
行

方
法
も
存

在
し

、

そ
れ

ら
を
踏

ま

え
て
悟

り
に

至
る
こ

と

の
で

き

る
者

も
存
在

し

、
こ

れ

を
「

正
法
」

と

い
う

。

し

か

し
、

そ

の
後

は
釈
尊
の

教
え

や

修
行

方
法
は

残
る
の

だ
が
、

悟
り
に

至
る
こ

と

の
で

き
な
い

時

代
が

や

っ
て

く
る
。

正
法
に

像

(

似)

た

時
代
と
い

う
こ

と

か

ら
「

像
法

」
１
２

と
呼
ば

れ

る
。

そ
し

て
、

後
に
修

行
を

実
践
す

る
者
も

い
な
く

な
り
釈
尊
の
教

え

だ
け

が

残
る
時

代

、
つ

ま
り
「
末

法
」

と

い
う

時
代
が

訪
れ
る
こ

と
と

な
る
。
こ

の
末

法

に
も

異
説
は

あ

る
が

、

一
万

年
続
く

と
さ

れ

て

お

り

、
そ

の
後
は

教
え
さ

え

も
が

消

え
法

滅
を
迎

え

る
と
さ

れ
て

い
る
。
１
３ 
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こ

の
三

時

思
想
の
考
え

と

密
接
な

関
係

を
も
つ

も

の
と

し

て
取
り
上

げ
ら

れ
る

の

が
、
道

綽
の
浄

土
観
で

あ
る

。
１
４

そ
し

て

、
そ

の

道

綽
の

代

表
的
な
教
え

の

一
つ

で

あ
る

「
聖
浄

二

門
」
は

、
親

鸞
の
師

で

あ
る
法

然
の

教
義
に

大

き
く

影

響
を

及
ぼ
し

た

発
揮

で

も

あ
る
こ

と

か
ら
、
親
鸞
の

浄
土

観
の
形

成
に
大

き

な
影

響

を
及

ぼ
し
た
こ

と
が

容

易
に

推
察
さ

れ

る
。 

し

た

が

っ

て

、

親

鸞

の

思

想(

今

回

で

い
う

現

生

正

定

聚)

の

重

要

性
を

明

確

に
す

る

に

あ

た

り

、
道

綽
の

思

想(

聖

浄

二

門)

を

踏

ま

え

る
必

要

が
あ

る
。 

聖

浄

二
門

と

は
、
道
綽
の

著

書
で

あ

る
『
安
楽
集

』
「

第
三

大
門 

輪
廻

無

窮
」
に

表
わ
さ

れ
て

い

る
。
こ
こ

で
道
綽
は
、
釈
尊

の

説

か

れ
た
教

え
を
聖
道
門
と

浄
土

門
と
に

大
き
く

二
つ
に

分

け
て

考
え
ら

れ

、
ま

た

、
龍

樹
の
難

易

二
道

と

曇
鸞

の
自
他

二
力
の

説

を

受
け
て

、

浄
土

門
こ

そ

が

末
法

五

濁
の

世
に
最

も
適
し

た

教
え

で
あ
り

、
実
際
に

成
仏
す

る
道

は

、
た

だ
浄
土

門
の
み

で
あ
る

と

い

う
こ

と

を

説
か

れ
て
い

る

。
１
５ 

こ

の

『
安

楽

集
』
「

第
三

大

門 

輪

廻
無

窮
」
に

、
「
第
五

に
ま

た

問
ひ

て

い
は

く

、
一

切
衆
生

み

な
仏

性

あ
り

。
遠
劫

よ
り
こ

の

か

た
多
仏

に

値
ひ

た
て
ま

つ

る
べ

し

。
な

に

に
よ

り

て
か

い

ま
に

至
る
ま

で

、
な
ほ

み
づ
か

ら
生
死

に
輪
廻

し
て

火
宅
を

出

で
ざ

る

」

１
６

と

あ

る
こ

と

か
ら

も
、
道

綽

は
「

我
々

は
仏

性
を
具

し
て

い

る
は

ず
な
の

に

何
故

未

だ
迷

い
の
世

界
か
ら

抜

け
出
せ

て
い
な

い

の

だ
ろ

う
か

。
」
と

い

う
問

い

を
立

て

、
自

ら
、
そ

の

問
い

に

対
し

、 

答
へ

て
い

は

く
、
大
乗
の
聖

教
に

よ

る
に

、
ま
こ

と

に
二

種
の
勝

法
を
得

て

、
も
つ

て
生

死
を
排
は

ざ
る
に

よ
る

。
こ
こ

を

も

つ

て

火
宅
を

出
で

ず
。
何

者

を
か

二
と
な
す

。
一

に

は
い

は

く
聖

道
、
二

に

は
い

は

く
往

生
浄
土

な
り
。
そ
の

聖
道

の
一
種

は
、

今

の

時
証
し

が
た

し
。
１
７ 
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つ

ま

り

、
こ

こ

で

は
釈

尊

の

説

い

た
教

え(

仏

教)

は

、
現

世

で

成

仏
を

目

指
す

道
を

表
す

「

聖

道

門

」
と

、

阿
弥

陀

仏

の

浄
土

で

あ

る

極

楽
浄

土
に
お

い
て
成

仏

を
目

指
す

道

を
表
す
「
浄
土

門
」
の
二

門
に
分

け
ら

れ

る
こ

と
１
８

、
そ

し

て
、
末
法

で
あ
る
今

の

世

に

お

い

て
聖

道

門
を

実
践
す

る
こ

と

は

難
し

い
。

だ
か

ら
こ

そ

、
浄

土
門
の

教
え
を
実

践
す

る
べ
き

で

あ
る

、

と
い

う
こ

と

を

道
綽

は

説

か

れ
て

い

る
。 

 

ま

た

、「
一
に

は
大
聖
（

釈

尊
）
を
去

る
こ

と
遥

遠

な
る

に

よ
る

。
二
に

は
理
は

深

く
解

は
微
な

る

に
よ

る

。
」
１
９

と

い

う
よ
う

に

、

道

綽
は
浄

土

門
を

勧
め
る
理

由
を
こ

こ

で

述
べ
て

い

る
。 

し

た

が
っ

て

、
道

綽
の
『

安

楽
集

』
な
ど

か
ら
分
か

る
こ

と

は
、

我
々
が
今

生
き

て
い
る
こ

の
末

法
の
時

代

に
お
い
て
は

、

釈

尊

が

説
か
れ

た

教
え

は
残
っ

て

い
る

も

の
の

、
そ
の

教
え
に

基

づ
い

た
正
し

い
修
行
方

法
は

残
っ
て
お

ら
ず
、

ま
た

、
修
行

に
よ
り

悟

り

を
開
く

者

な
ど

は
い
な

い

と
い

う
こ

と

で
あ
る

。
そ
の

よ

う
な

末
法
の

世
を
生
き

る
者

に
と
っ

て

、
聖

道

門
の

教
え
を

活

か
す

こ

と

は
極
め

て

困
難
で
あ
る
。

正
し

い

教
え

が
あ
る

の

に
も
か

か
わ

ら
ず
悟

り

を
開
く
こ

と

が
で
き

な

い
我

々

は
、

一
体
ど

う
す

れ

ば

よ

い

の

だ
ろ

う
か

。
そ
の
問

い
に
対
す

る

答
え
は

、
浄
土

門

の
実

践
で
あ

る

。
五

濁

の
世

の
中
で

、

煩
悩

具

足
の

我
々
が

成
仏
す

る

た

め

に
は
聖

道
門
の
教
え

の

通
り

、

生
き

て
い
る

う

ち
に
修

行
を

し
て
仏

と

な
る
こ

と
を

目
指
す

の

で
は

な

く
、

阿
弥
陀

仏

が
建

立

さ

れ

た
極

楽

浄
土
に
生
ま

れ

る
ほ

か

な
い

の
で
あ

る
。
阿

弥

陀
仏

の
浄
土

は

、
清

浄

か
つ

静
寂
な

世

界
で

我

々
を

誘
惑
す

る
も
の

が

な

い
環
境

で

あ
る

た
め
、
仏

に
な

る

た
め

の
修
学

や
修
行

に

集
中

し
て
励

む
こ

と

が

で
き

る
の
で

あ

る
。 

浄

土

教
の

教
え
は

、
末
法

の

世
を

生

き
な

が
ら
悟

り

を
得

て
仏
に

な
り
た

い

と
強
く

願
う

人
々
に

新

し
い

教
え
と

し
て
受

容
さ

れ

、

浄

土

門
を

中

心
に

広
ま
っ

て

い
っ

た

。
そ

し
て
、

人
が
亡
く

な
る

に
あ
た

っ

て
は

、

阿
弥

陀
仏
や

諸

仏
・

諸

菩
薩

た
ち
が

浄
土
か

ら
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迎

え

に
来

て

、
そ

し
て
極

楽

浄
土
へ

連
れ

て
い
っ

て

く

だ
さ

る
と

い
う
「

臨

終
来

迎

」
と

い
う
考

え

に
焦

点

が
当

て
ら
れ

る
よ
う

に

な

っ

て
い

く
の
で

あ
る
。 

  

第

二

章 

親

鸞
浄

土
教
に

お

け
る

現

生
正

定
聚
の
特

色 

 

第

一
節 

親
鸞

以
前
の

浄

土
教
に

お
け

る
救
済

に

つ
い

て 

～

臨
終
来

迎

～ 

第

一

章
で

は

、
仏

教
は
聖

道

門
の

教

え
が
中
心
で

あ

っ
た
こ

と
、

三
時
思

想

、
道

綽
の
聖

浄
二
門

を
述
べ

た

が
、
そ
こ

で
は

「

現

生

正

定
聚

」
の
思

想
が
親

鸞

独
自

の

解
釈

で
あ
る
こ

と
を

未

だ
明

確
に
す

る
こ

と

が

で
き

な
か
っ

た

。
し

か

し
、

浄
土
教

誕
生
ま

で

の

流
れ
を

見

て
い

く
中
で
、

浄
土

教
の
誕

生
以
降

、
浄
土

教

に
お

け
る
救

い

の
捉
え

方
や

考
え
方

、

ま
た

、

往
生

か
ら
成

仏

に
至

る

ま

で

の
考

え

方
は

、「

臨
終

来

迎
」
の
思

想

を
次
第

に
強
調
す

る
よ

う
に
な

っ

て
き
た
こ

と

が
理
解
で

き
た
と

同
時

に
、
当

時

の
人

々

に

と

っ
て

、
死
を

迎
え
る

に

当
た

っ

て
重

要
な
思

想
と
し

て

受
容
さ

れ
て

い

っ
た
こ

と
に

改
め
て

気

づ
か
さ

れ
た

。 

つ

ま

り
、
こ

の
臨

終
来
迎

と

い
う
考

え
は

、
親
鸞

の

己
証

で

あ
る

現
生
正

定

聚
が

聖
道
門

で
の
正

定
聚
と

は

違
っ
た
教
え
で

あ

る

と

い

う
こ

と
を
明

確
に
す

る

き
っ

か

け
と

な
る
内

容
と
い

う
こ

と

で
あ
り

、

そ
し
て

、
序

論
で
述

べ

た
通

り

私
の

抱
い
て

い
た
疑

問

を

解

決
す

る

で
あ

ろ
う
内

容

で
も

あ

る
と

私
は
仮

定
し
た

。

そ
の

理
由
を

述
べ
て
い

く
こ

と
に
す

る

。 

親

鸞

以
前
の
浄
土

教
の
教

え

や
考

え

と
し

て
、
何

故
浄
土

に

生
ま

れ
た
い

と

思
う

の
か
。

そ
の
理

由
は
、

菩

薩
五
十
二
位

と

い

う

求

道

者(

菩

薩)

の

修

行

の

段

階

を

五

十

二

段

階
に

分
け

た

も

の

が

あ

り

、

求

道

者
は

、

十

信

・

十

住
・

十

行

・

十
回

向

・
十

地

・

等
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覚

・

妙
覚
と

段
階
を
踏
ん

で

修
行
を

努
め

て
い
く

。
初
め

の

十
信

か
ら
十

回

向
ま

で

の
位

を
凡
夫

と

し
、

初

地
か

ら
は
聖

者

の
位

に

な

り

、
こ

の
位(

初

地)

に

な

る

と

仏
に

な

る
こ

と

が

決

定(

正

定

聚)

し

、

決

し

て

下
の

位
に

は

戻

ら

な

い

と

い

う
こ

と

か

ら

「

不

退

転

」
と

も

呼

ば

れ

る

。
求

道

者

は

、

ま

ず
初

地
を

目

指
し

修

行

を
す

る

が

、

や

は
り
様

々
な

欲(

煩

悩)

を

備

え
て

い

る

凡

夫

で

あ

る

た

め
初

地

に

至

る

ま

で
進

ん

だ
り

戻
っ

た

り

と
修

行
が

は

か

ど

ら

ず

、

な

か

な

か

初
地

の
位

に

至

る(

聖

者

に

な

る)

こ

と

は

で

き

な

い

。
さ

ら

に

、
時

代
は
末

法

の
世

に

入
っ

て
い
る

と

の
考
え

も
あ

り
、
求

道

者
は

、

後
戻

り
を
せ

ず

、
か

つ

、
修

行
が
は

か
ど
る

環

境

の

あ
る
浄

土
に

生
ま
れ

て

仏
果
を

得
た

い
と
願

う

の
で

あ

る
。 

ま

た

、
こ

の
こ

と
は

、
『
大

経

』
下

巻

の
十

一
・
十

七
・
十

八

願
成

就
文
に

お

い
て
も

説
か

れ
て
い

る

。
阿

弥

陀
仏
の
願
が

成

就
し

た
こ

と
を
釈

尊
が

述
べ
ら

れ

た
文

を

「
成

就
文
」

と
言
い

、
こ
こ

に
は
、 

そ

れ

衆
生
あ

り
て

、
か
の

国

に
生

る

る
も

の
は
、

み

な
こ

と

ご
と

く
正
定

の
聚
に
住
す

。

ゆ
ゑ
は

い

か
ん

。
か
の

仏
国
の

な

か

に

は

も
ろ

も

ろ
の
邪
聚
お

よ

び
不

定

聚
な

け
れ
ば

な

り
。

十

方
恒

沙
の
諸

仏

如
来
は

、
み
な
と
も

に

無
量
寿

仏
の

威
神
功

徳

の

不

可

思
議
な

る
を

讃
嘆
し

た

ま
ふ

。
あ
ら

ゆ
る
衆

生

、
そ

の
名
号

を
聞
き

て
信
心

歓

喜
せ

ん
こ

と
、

乃
至
十

念
せ

ん
。
至

心

に

回

向

し
た

ま
へ

り

。
か
の

国

に
生

ま

れ
ん

と
願
ず

れ

ば
、
す

な
は

ち
往
生

を
得
、

不

退
転

に
住
せ

ん

。
２
０ 

と

い

う

よ

う

に

、
諸

仏

に

よ

っ

て

褒
め

讃

え

ら

れ

る
阿

弥

陀

仏

の

名

号(

第

十

七

願

成

就

文)

の

い

わ

れ
を

聞

い
て

、

疑

い

な
く

信

じ

喜

ぶ
者(

第

十

八

願

成

就

文)

は

、

間

違
い

な

く

浄

土

に
生

ま

れ

て

仏
と

な

る(

第

十

一

願

成

就

文)

と

、

衆

生

往

生

の

因

果

に
つ

い

て

の

内

容
が

説

か
れ

て
い
る

。
こ

の
衆

生
往

生
の
因

果
は
阿

弥

陀
仏

の
本
願

か

ら
導
き

出
さ

れ
る
も

の

で
、

第

十
八

願
に
信

心

と
念

仏

に

よ

る
往

生

が

誓
わ

れ

て

お

り

、

も

し
こ

の

誓
い

が
果

た
さ

れ

な

け

れ

ば

、

私(
法

蔵
菩

薩)

は

悟
り

を

開

か

な
い

、

と

い

う

誓

い

も
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成

就
し
た
こ

と
で

、
法
蔵

菩

薩
は

阿

弥
陀

仏
に
成

ら

れ
た

、

と
い

う
こ

と

を

踏
ま

え

て
、
こ

の
阿

弥

陀
仏

の

誓
い

を
信
じ

て

念
仏

を

す

る
こ

と

に

よ
っ

て
必
ず
往

生
す

る
こ

と

が
で
き

る

、
と

い

う
内

容
も
こ

こ

で
は
説

か
れ

て
い
る

。

加
え

て

、
正

定
聚
は

浄
土
に

生

ま

れ

た
人

の
こ

と

で
あ
る
こ

と
も

、
こ
こ

か
ら
読

み
取
る
こ

と
が

で
き
る

。 

ま

た

、
『
観

経

』
の

上
品
中

生

に
も

、
功
徳
を

も
っ

て
阿
弥

陀

仏
に

回
向
を

し

、
浄
土

に
生

ま

れ
た

い

と
願

う
こ

と

に
よ
っ

て
、
命

が

終
わ
る

臨

終
の

際
に
阿

弥

陀
仏

と

観
世

音
・
大

勢

至
・

無

量
の
大
衆
と

と

も
に
迎

え
に
こ

ら
れ

、

そ
し

て

浄
土

に
往
生

し

後
に

不

退

転
を
得

る
こ

と

が
で
き

る
２
１

、

と

い

う
よ

う
に
正

定

聚
や

臨

終
来

迎
に
つ

い

て
説

か

れ
て

い
る
。 

 

 
 

第
二

節 

親

鸞
浄
土

教

に
お

け

る
救

済
に
つ

い

て 

～

現
当

二
益
～ 

 

親

鸞
以

外
の
浄

土
教
に

お

い
て

は

、
臨

終
来
迎

の
重
要

性

を
強

調
し
て

い

る
の

だ
が
、

親
鸞
は

臨

終
来

迎

を
全

く
問
題

と
す

る
こ

と

な

く
、

ま

た
、
臨
終
来

迎

の
考

え

を
超

え
た
現

当

二
益
と

い
う

考
え
を

説
か
れ
た

の
で

あ
る
。
こ

の
理

由

を
裏

付
け
る

教

え
と

し

て

、
親
鸞

は

第
十

八
願
「
た

と
ひ

わ

れ
仏

を
得
た

ら

に
、
十

方
の
衆
生
、

至

心
信
楽

し
て

わ
が
国

に

生
ぜ

ん

と
欲

ひ
て
、

乃
至
十

念

せ

ん

。
も

し
生
ぜ

ず
ば
、
正

覚
を

取

ら
じ

。
た

だ
五

逆
と

誹

謗
正

法
と
を

ば

除
く

。
」
２
２ 

 

つ

ま
り
、
阿
弥

陀

仏
を

心
か
ら

信

じ
て

、

浄

土
に

生

ま

れ

た

い

と
願

い

、

他

力
の

三

心

を
得

て
念

仏

を

称
え

る
行

人(

他

力

信

心
の

行

人

・

正

定
聚

の

機)

と

、

第

十

九
願

「

た

と

ひ

わ
れ
仏

を
得

た
ら
ん

に

、
十

方

の
衆

生
、
菩

提

心
を
発

し
、

も
ろ
も

ろ

の
功

徳

を
修

し
て
、

至

心
発

願

し
て

わ
が
国

に

生
ぜ

ん

と

欲
せ

ん

。
寿
終

る
時
に

臨

ん
で

、
た
と

ひ
大
衆

と
囲
繞

し

て
そ

の
人
の

前

に
現
せ

ず
は
、
正
覚

を

取
ら

じ
。
」
２
３ 

 

つ

ま

り

、
さ

と

り

を
求
め

る

心
を

起
こ

し
て

、
様

々
な

功

徳
を
積

み

、
心

か
ら

浄

土
に
生
ま

れ
た

い

と
願

う
行
人(

万

行
諸

善
の
行

人
・
邪

定
聚
の

機)

、
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そ

し

て
第

二

十
願

「
た
と

ひ

わ
れ

仏

を
得

た
ら
ん

に

、
十

方

の
衆

生
、
わ

が
名
号
を

聞
き

て
、
念

を

わ
が

国

に
係

け
、
も

ろ
も
ろ

の

徳

本
を
植

ゑ

て
、
至
心
回

向

し
て

わ

が
国
に
生
ぜ

ん

と
欲
せ

ん
。
果
遂
せ

ず

は
、
正

覚
を

取
ら
じ

。
」
２
４

つ
ま

り
、
阿
弥

陀
仏

の

名

を

聞

き

浄

土

に

思

い

を

巡

ら

せ

て

、

様

々

な

功

徳

を

積

ん

で

心

か

ら

そ

の
功

徳

を

も

っ

て

浄

土

に

生

ま

れ

た

い

と

願

う

行

人(

自

力

念

仏

の
行
人
・
不

定
聚

の
機)

を

、
そ
れ

ぞ
れ
対

比
さ

せ

て
、
第

十

八
願

の
信

心
の
行

者
は
臨

終
を
問

題

と
せ

ず
、
来
迎

を
た

の

ま
な

い

、

と

い

う
教

え

を
明

ら
か
に

し

て
い

る

。 

つ

ま

り

、
真

実

信

心
の

行

人(

第

十

八

願)

は

、

摂

取

不

捨

の

ゆ

え

に
正

定

聚
の
位

に

住
す

る
た

め

、

自

力

心
か

ら

な

る

諸
行

・

雑

行

を

た
の

ん

で
往

生
を
願
い

常
に

動

揺
し

て
い
る

行

人
（

第

十
九

願
）
や

、
第
十
八

願
に

説
か
れ
て

い
る

名

号
を

自
力
心

を
も
っ

て

称

え

て

い

る
行

人(

第

二

十

願)

と

は

違

い

、
あ

え

て
仏

の
来

迎

を

た

の

む
必

要

性
は

生

じ
な

い

の
で

あ

る

。

何
故

な

ら

、

平
生

に

阿

弥

陀

仏
か

ら

回

向
さ

れ

る

他

力

信

心

を

い

た

だ
き

、
既

に

阿

弥

陀

仏

の

大

悲
に

摂

取
さ

れ
て

い

る(

救
わ

れ

て

い

る)

こ

と

を

知

っ

て

い

る

の

だ
か

ら
、

と
説
か

れ

て
い

る
こ

と

が
理
解

で

き
る
か

ら
で

あ
る
。

村

上
速

水

氏
も

『
歎
異
抄

』
の

第

二
条

「
念
仏

は
、
ま
こ

と

に
浄
土

に

生
る

る
た
ね

に

て
は

ん

べ
ら

ん
、
ま

た

地
獄

に

お
つ

べ
き
業

に

て
や

は

ん
べ

る
ら
ん

、

総
じ

て

も
つ

て
存
知
せ

ざ
る

な

り

。
」
２
５

と

い

う
言

葉

を
用

い

て
、 

来

世

の
往

生
は
問

う
必
要

が

な
い

ほ

ど
、
本
願
に

投
托
し

た
親
鸞

の
往
生

の
確
信

を

表
し

て
い
る
。

も
し
未

来
の

往
生
を

待

ち

の

ぞ
む
よ

う

な
よ

ろ
こ

び
で

あ
る

な

ら
ば

、
そ
の

信
と
い

い

、
念

仏
と
い

わ

れ
る
も

の
は

、
往
生
の

た
め
の

手
段

方
法
と

な

る

も

の

で
、
純

粋
に

無
償
性

の

も
の

と

い
う
こ

と
は

で

き
な

い

で
あ

ろ
う
。
２
６ 

と

い

う
よ

う

に
、

臨
終
を
問

題
と
せ

ず
阿

弥
陀
仏

の
来
迎

を

た
の

ま
な
い

と

説
い

た

親
鸞

の
意
図

を

述
べ

て

い
る

。 
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加
え

て
、

阿

弥
陀
仏
の
他

力

救
済

・

摂
取

不
捨
の
利

益
と

い

っ
た

も
の
が

、

い
か

に

平
等

で
あ
る

か
を
、

桐

渓
順
忍
氏
は
『

親

鸞

は

な

に
を
説

い
た

か
』
に

お

い
て

、 

 
 

往

生

と

同

時
に

成

仏
す

る

と

い

う

思

想

は

、
絶

対

他

力

の
思

想
か

ら

い

え

ば
当
然

の
こ

と

で

あ

っ
て(

中

略)

人

間

の

性
格

的

差

別

、

才
能

的

差
別
や
、
修

行
の
多

少

の
差

別
、
修

行
の
と

き

の
精

神
的
な

も

の
が
、

浄
土

に
往
生
し

た
の
ち

に
も

影
響
が

あ

る

と

い

う
こ

と

は
、
絶

対
他

力

の
往

生

、
全

部
が
全

部

如
来

の
願
力

に
よ
っ

て

往
生
し

た
と

は
い
え

な

く
な

る
の
で

あ
り
ま
す
２
７

。  
 

と

説

明
さ

れ

て
い

る
通
り

、

第
十

八

願
の

真
実
信

心
の
行

人

、
つ

ま
り
阿

弥

陀
仏
か

ら
疑

う
こ

と

な

く
受

け

賜
わ

っ
た
信

心

と
い

う

も

の

は

、
す

べ

て
の

者
に

と

っ
て

平

等
で

あ
り
、
ま

た

、
往

生
は

現
世

で
定

ま

る
と

い

う
こ

と
が
約

束
さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る

か
ら

、

命

が
終
わ

れ

ば
、

往
生
と
同

時
に

成

仏
す

る
「
往

生

即
成

仏

」
と

い
う
思

想
に
繋
が

る
こ

と
が
理

解

で
き

る

は
ず

で
あ
る

。 

 

さ

ら
に

、
こ

の

「
往
生

即

成
仏

」

の
考

え
に
つ

い

て
、
日

野
振

作
氏
は

『
親
鸞
聖

人
と

七
高
僧

の

教
え

』

に
お

い
て
、 

 
 

親

鸞

聖

人

よ

り
以

前

の

浄

土

教
は

、

と

も
す

れ

ば

、
浄

土

と

い

う

も

の(

中

略)

仏

道
を

修

行
す

る
の

に
こ

の
世

よ

り

は

環

境

の

よ

い

・
適
し

た
と
こ

ろ
と

考

え
て

、

西
方

浄
土
を

願

生
し

た
人
が

ほ
と
ん

ど

で
あ
り

ま
し

た
。
そ

の

よ
う

な

時
代

と
社
会

と

歴

史

に

お
い

て
浄
土

真
宗
は
現

生
に

仏

と
な
る
身
に

定
ま
り

、

し
か

も
、
往

生

即
成
仏

の
教

え
で
あ
る

と
開
顕
さ

れ

た
親
鸞

の

己

証

は

、
そ

れ

ま
で

は
誰
ひ

と

り
と

し

て
明
ら
か
に
す

る
こ

と

の
な

か
っ
た

ご

領
解

で

あ
り
ま
す

。
２
８ 

 
 

と

説

明
さ

れ

る
よ

う
に
、
当

時
の
浄

土
教

に

お
い

て
親
鸞

の
「
現

生

正
定

聚

」「
往

生
即
成

仏
」
の

考
え
が

、
い
か

に
傑
出

し

た
思

想

で

あ

り
、

ま

た
、
親
鸞
の
己

証
と

言

え
る

思
想
で

あ

る
こ

と

が
理

解
さ

れ

る

の
で

あ
る
。 
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第

三
章 

親
鸞
の
著
述
か

ら
読

み

解
く

正
定
聚

の
表
現 

 
 

第
一

節 

『

教
行
信

証

』
に

お

け
る

現
生
正

定

聚
の
表

現 

 

親

鸞
は

、
自

身
の

著
作
な

ど
に

お

い
て
、
正
定

聚

を
ど

の

よ
う

に
捉
え

、
ま

た
、
現
生
正

定
聚

に

つ
い
て

ど
の

よ
う
に

表

現
を

し

、

我

々
に
伝

え

よ
う

と
し
た
の

か
。 

ま

ず
初
め

に

、
『

教

行
信

証

』
に

お

け
る
現
生
正

定

聚
の

表

現
を
見
て
み

る

。 

親

鸞
は
、

正

定
聚
を
現
生

で

の
利

益

で
あ

る
と
受
け

取
っ

て

い
る

。
中
村

氏

の
『

仏
教
語

大
辞
典

』

に
よ

る
と
、

正
定
聚

と

は

、

「

③

浄
土

真

宗
で

、
阿
弥

陀

仏
に

救

わ
れ

て
正
し

く
仏
に

な

る
と

定
ま
っ

た
人

び
と

を
い

う
。
す

な

わ
ち

第

十
八

願
に
誓

わ
れ
、

他

力

念

仏
を

信

ず
る
人

。
〈
『

正

像
末

和
讃

』
〉
〈
『
浄

土

和
讃

』
〉
」
２
９ 

と
説
明
さ

れ
て
い

る
。 

浄

土

真

宗
の

信

心
は

、

阿

弥

陀

仏

に

全

て

を
任
せ

る(

信

順)

こ

と

で

、

阿

弥

陀

仏
の

智

慧

と

慈
悲

が

行

者

の
な

か

に

入

り

満

ち

た

心

・

仏
と

な

る

徳
を

そ

な

え

た

心

を
意

味

し

て

お

り

、
救

い

は

そ

の

信

心

を
獲

得

し
た

時
に

成

立
す

る(

信

心

正

因)

。

つ

ま
り

、

信

心

を
得
る

の

は
現

在
、
今

生

で
あ

る

か
ら

「
現
生

正

定
聚

」

と
言
い
表
さ

れ

て
い

る

。
ま

た
、
正

定

聚
の

行

者
は

既
に
往

生

が
定

ま

っ

て

い
る

た

め
、
行
者
の
側

か
ら
阿

弥
陀

仏
に
往

生
を
願
う
こ

と

も
、
臨

終
に
お
け

る
来

迎
も
願

う

必
要

が

な
い

の
で
あ

る
。 

ま

た

、
『
教

行
信

証

』
「
証

文

類
」

の

冒
頭

部
分
に

も

「
し

か

る
に

煩
悩
成

就

の
凡

夫
、
生

死
罪
濁

の
群
萌

、
往
相

回
向
の

心

行

を

獲

れ

ば

、
即

の
時

に
大
乗

正

定
聚

の

数
に

入
る
な

り

。
正
定

聚
に
住
す

る

が

ゆ
ゑ

に

、
か

な
ら
ず

滅

度
に

至

る
。
」
３
０

と

説
か
れ

て
お

り

、
正
定

聚

は
生

き
て
い

る

間
に

お

い
て

他
力
回

向
の
信

心

を
獲

得
す

る

と
同
時
に

得
る
こ

と
の

で

き
る

利

益
で

あ
り
、

滅
度
は

浄
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土

に

お
い

て
得
る
こ

と
の

で

き
る

利

益
で

あ
る
３
１

と
説

か
れ

て

い
る

。 

 
し

か
し

、
『
大

経

』
の

第

十
一

願

に
は

「
た
と

ひ

わ
れ
仏

を
得

た
ら
ん

に

、
国

中
の
人

天
、
定

聚

に
住

し

、
か

な
ら
ず

滅

度
に

至

ら

ず

は
、
正

覚
を

取
ら
じ

。
」
３
２ 

と

あ

る
。

つ
ま
り

、
私
が

仏

に
な

る
時
、

私

の
国(

極
楽

浄

土)

の

天
人
や

人

々
が
正
定
聚

に

入

り

必
ず
さ

と

り
を
得
る
こ

と

が
で

き

な
い

よ
う
な

ら

ば
、

私

は
決
し
て
悟

り

を
ひ

ら

き
ま
せ

ん
。

と

誓
い

を

立
て

ら
れ
て

い
る
。
こ

こ

で

は
、
浄

土
に

往
生
し

た

人
々
が

、
浄

土
に
お

い

て
必
ず

悟
り

を
得
る
こ

と
が
で

き
る

と
い
う
こ

と
が

約

束
、

誓
わ
れ

て
い
る

利

益

と

し
て
説

か
れ

て
い
る

の

だ
が

、
「
国

中

の
人

天

、
定

聚

に
住

し
、
か

な

ら
ず

滅

度
に
至
ら
ず

は

」
の

「

国
中

の
人
天

」

の
部

分

か

ら

も
分

か

る
通

り
、
正

定

聚
は

、

浄
土

に
往
生

し

て
か

ら

得
る
こ

と
の

で

き
る
利

益
と

し
て
説

か

れ
て

い

る
の

は
明
確

で
あ
る

。

第

十

一
願
の

成
就

文
を
見
た

場
合
も

、
「

か

の
国

に

生
る

れ

ば
、

み
な
こ

と

ご
と

く
正
定
の
聚
に
住
す

」

と

説
か

れ
て
い

る
こ

と

か

ら

、
正
定

聚

に
住
す
こ

と

は

浄
土
の

利
益

で
あ
る

と
理
解

し

な
け

れ
ば
な

ら

な
い

は

ず
で

あ
る
。

そ

れ
に

も

か
か

わ
ら
ず

、

親
鸞

は

正

定

聚
を

現

生
で

得
る
こ

と

の
で

き

る
利

益
で
あ

る

と
説
か

れ
た

の

だ
が

、

そ
の

理

由
や

根
拠
に

な

る
も

の

と
し

て
『
如

来
会
』

の

第

十

一
願
成

就
文
３
３

が

挙

げ
ら

れ
る

。 

『

教

行
信

証

』
「

証

文
類

」

に
あ

る

『
如

来
会
』

に

、 

か

の

国
の
衆

生
、

も
し
ま
さ

に
生

れ

ん
も

の
、
み

な
こ

と

ご

と
く

無
上
菩

提
を
究
竟

し
、

涅
槃
の
処

に
到
ら

し
め

ん
。
な

に

を

も

つ

て
の

ゆ

ゑ
に

。
も
し

邪

定
聚

お

よ

び
不
定
聚

は

、
か

の

因
を
建
立
せ

る
こ

と
を

了
知
す

る
こ

と

あ
た
は

ざ
る

が
ゆ
ゑ

な

り

３
４ 

と

あ

る
。
こ

の
経

文
の
中
に

あ
る

「

か
の

国
の
衆

生

、
も

し

ま
さ

に
生
れ

ん

も
の

、

み
な
こ

と
ご

と

く
無

上

菩
提

を
究
竟

し
、
涅

槃
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の

処
に
到

ら

し
め

ん
」
と

は

、
浄

土

に
往

生
し
た

人

々
だ
け

で
は

な
く
浄

土
に
こ

れ

か
ら

生
ま
れ
よ

う
と
す

る
現

生
に
生

き
る
人

々

も

正

定
聚
に

住
し

必
ず
悟
り

を
き

わ

め
涅

槃
に
至

る

の
で

あ

る
、
と
い
う

意

味
に

な
る
の

は
明
ら

か

で
、
ま
た

、「
な

に
を

も
つ
て

の

ゆ

ゑ

に

。
も

し
邪

定

聚
お

よ

び
不

定

聚
は

、
か
の

因
を
建

立
せ

る
こ

と
を

了

知
す

る
こ

と
あ
た
は
ざ

る
が
ゆ

ゑ
な

り

」
３
５

と
い

う
部

分

は

、
浄

土

に
生

ま
れ
た
人

々
や

、
こ

れ

か
ら
浄

土
に
生
ま

れ
よ

う
と
す

る

現
生
の

人
々

は
、
阿

弥

陀
仏

が

浄
土

往
生
の

因

を
た

て

た
こ

と
を
明

ら
か

に
信
知
し

て
い

る

と
い

う
こ

と

か

ら
、
こ

れ
は

正
定
聚

を
意
味
し

て
い

る
の
で

あ

っ
て

、

そ
し

て
、
浄

土

に
生

ま

れ

て

い
な

い
現
生
を
生
き

る

人
々
も

正
定

聚
で
あ

る

と
説
か

れ
て

い
る
の

で

あ
る

。
３
６

こ

れ
ら

一
連
の

内
容

か

ら
、
正

定
聚

は

現

生

に

定
ま
る
こ

と
が
理
解
で

き

る
は

ず

で
あ

る

。
こ

れ

ら
踏

ま

え
た

上
で
『

如

来

会

』
の
成
就

文(

原
文)

と
比
較
し

て
読
む

と

、
「

生
彼

国

者

」
の

部

分
を

親
鸞
は
、
「

彼
ノ

国
ニ

生

マ
レ

ン

ト
ス

ル

者
」

と
読
ま

れ

た
、

そ

の
意

味
を
知
る
こ

と

が

で
き

る
の
で

あ

る
３
７

。 

ま

た

、
ま

だ
浄
土

に
生
ま

れ

て
は

い

な
い

が
、
後
に

往
生
す

る
人

も
必
ず
滅

度
に

至
る
と

い
う
こ

と

は
、

浄

土
に
生
ま
れ
る

前

、

つ

ま

り
、
生

き
て

い

る
間

に

正
定

聚
に
住

し
て
い

る

と
い

う
こ

と

に
な
る

。
普
賢

大

圓
氏

も
、『
一

念

多
念

文

意
』
の
「
国

の
う
ち

の

人

天

、
定
聚
に

も
住

し
て

、
か

な
ら

ず

滅
度
に
至

ら

ず
は

、
」
３
８

や
「

そ

れ
衆

生
あ
つ

て
、
か
の

国
に

生

れ
ん

と
す
る

も
の
は

、
み

な

こ

と

ご
と

く
正
定
の
聚
に
住
す

。
」
３
９

を

用

い

て
、 

 
 

こ

れ

即

ち
往

生
人
は
必

ず
滅

度

に
至

る
が
、

定

聚
に

も

住
す

る
と
見

ら

れ
た

の

で
あ

る
が
、

そ

れ
に

よ
れ
ば

往
生
人

は

必
ず

滅

度

に

至
る

の

で
あ

る
か
ら

、

そ
れ

よ

り
前
に
あ
る

定

聚
に

住
す

る

と
い
う
こ

と
は

、

現
生

で
な
け
れ

ば
な
ら

ぬ
こ

と
に
な

る

。

こ

ゝ

に
現

生
に
正

定
聚
に
住

し
、

彼

土
に
至
つ
て

滅

度
を

う

る
と

い
う
願

文
の
意
と

な
る
の
で
あ

る

。
現
生

に
於

い
て
正

定

聚

不

退

転
に
住
す

る

と
い
う

聖

語
は

、
各
処
に

多
く

散

見
す

る

が
、
正

定
と
滅

度
と

を
此
彼

二
土
に

配
当
し

て

理
解
さ

れ
た
の

は
、



コピー厳禁

 

18 

 

宗

祖

の
己

証
で
あ

る
。
４
０ 

と

述
べ
ら

れ

て
い

る
。 

こ

の

よ
う

に

、
親

鸞
は
正

定

聚
に

つ

い
て

、
浄
土

で

得
る

利

益
で

は
な
く

現

生
で

得
る
こ

と
の
で

き

る
利

益

で
あ
る
と
説

か

れ

た

論

拠
が
明

確

に
な

っ
た
わ

け

で
あ

る

が
、
こ
こ

で

注

意
し

な

け
れ

ば
な
ら

な

い
の

が
「
決

し
て
現

生

に
滅

度

つ
ま

り
悟
り

を

得
る

も

の

で

は
な

い

」
と

い
う
こ

と

で
あ

る

。
そ

の
理
由

は
『
教

行

信
証

』
「

信
文

類
」
に

現
生
十

益
に
関

係
し
て

く
る
。
こ

の
世

で

得
ら

れ

る

利

益
は

十

種
類
あ
り
、

そ

の
十

番

目
に

「
正
定

聚
に
入
る

利
益

を
い
た

だ
く
」

と

あ
る
の

だ
が

、
こ

れ

に

関
し

て
親
鸞

の

正
定

聚

に

対
す

る

誤

っ

た
理

解

と

し

て

「

滅

度

密

約

」
と

い

う

も

の

が

あ

る

。

滅

度

密

約
と
い

う
の

は
、

煩

悩

を
滅

し

た(

悟

っ

た)

こ

と

を

密

か

に
得

て

い
る

と
い
う
意

味
で

、

つ
ま

り
、
親

鸞
は
現

生

正
定

聚
を
言

っ

て
い

る

と
い

う
こ

と

か
ら
、

信

心
の

行
者
は

「

自
分

は

滅

度(

悟
り)

を
得

た

の

だ
。
」
と
い

っ
た

誤

っ
た

考
え
方
に

陥
っ

て
し
ま

う
こ

と

が

あ
る

。
し
か
し

、
親

鸞
は
『

一

念
多

念
文
意

』
に

「
「

凡

夫
」
と

い
ふ

は
、
無

明

煩
悩

わ
れ

ら

が
身

に

み
ち

み

ち
て

、
欲
も

お

ほ
く

、
い
か
り

、
は
ら

だ
ち

、
そ
ね

み

、
ね
た

む
こ
こ

ろ

お

ほ

く
ひ

ま

な
く

し
て
、
臨
終

の

一
念

に
い

た
る

ま

で
、
と
ど

ま
ら

ず
、
き
え

ず
、
た
え
ず

と
」
４
１

と

説

か
れ
て

い
る

よ
う

に
、
親

鸞

は
人
間

（

衆
生

）
に
つ

い

て
、

様

々
な

欲
望
や

煩

悩
を
持

つ
生
き
物
で

あ

る
こ

と

、
そ

れ
ら
は

命

が
終

わ

ろ
う

と
す

る

そ
の
時

ま

で

消
え
る
こ

と
は

な
い
と

い

う
事

実

、
つ

ま
り
、

人

間
の
真

実
の
相
を
明

確
に
さ

れ

て
い

る
。
煩

悩

具
足

の

我
々

人
間
で

あ
る
か

ら

こ

そ

、
親

鸞

は
『
浄
土
和

讃

』
に

お

い
て

「
如
来
す

な
は

ち

涅
槃

な
り 

涅

槃
を
仏

性
と

な

づ
け

た

り 

凡

地
に

し

て
は
さ

と
ら

れ
ず 

安

養
に
い

た

り
て
証
す

べ

し
」
４
２

と

説

か

れ
て

い
る

よ

う
に

、
凡

夫
で

あ
る
我

々
の

身
で
は

現
世
で

悟
る
こ

と
が
で

き
な
い
の

だ
か

ら

、「

我

々
は

凡
夫
の
ま

ま

で
あ

り

、
か
つ

、
微

塵
も
悟

っ

て
い

な
い
」
と

い

う
こ

と

が
正

し
い

解

釈
で
あ

る
と

い
う
こ

と

を
認

識

し
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て

お

く
こ

と

が
大

切
で
あ
る

。 

ま

た
『
教

行

信
証

』
に
あ

る

、 
『

浄

土
論

』
に
い

は
く
、
「
〈

荘
厳

妙

声
功

徳
成
就

と

は
、

偈
に
、
《

梵
声

悟

深
遠 

微
妙

聞
十
方
》

と
い
へ

る
が

ゆ
ゑ
に

〉
（

浄

土

論

）
と

。
こ

れ

い

か
ん

ぞ
不
思

議
な
る

や

。
経

に

の
た

ま

は
く

、〈
も

し

人
た

だ
か
の

国
土
の
清

浄
安

楽

な
る

を
聞
き
て

、
剋

念

し

て
生
ぜ

ん
と

願
ぜ
ん

も

の
と

、

ま
た

往
生
を

得
る
も

の

と
は

、
す

な

は

ち
正
定

聚
に

入
る
〉
と

。
こ

れ

は
こ

れ
、
国

土

の

名

字

、
仏

事
を
な
す

。
い

づ

く
ん

ぞ
思
議
す

べ
き

や

と
。
４
３ 

と

い

う
部

分

に
お

い
て
は

、

浄
土
に

生
ま

れ
た
人

だ
け
で

な

く
、

ま

だ
浄

土
に
生
ま

れ
て

お
ら
ず

、

か
つ

、
こ

れ

か
ら
浄

土

に
生

ま

れ

た

い
と
願

う
人

も
含
め

て

皆
正

定

聚
で

あ
る
と

い

う
よ

う

に
説
か
れ
て

い

る
が
、
親

鸞
は

曇
鸞
の
『

論

註
』
に

書

か
れ

て

い
た
「
も

し

人

、
た

だ
か
の
国
土
の
清

浄
安

楽

な
る

を
聞
き

て

、
剋

念

し
て

生
ぜ
ん

と
願
ず

れ

ば
、

ま
た
往

生

を
得

て

、
す

な
は
ち

正
定
聚

に

入

る

」
４
４

と

い
う
教

え
の
「

剋

念
し

て
生

ぜ

ん
と
願
ず

れ
ば

、
ま

た

往
生
を

得
て
」
つ
ま

り
「
浄
土

に
生
ま

れ
た
人
の
み
正
定

聚

で

あ

る

」
と

い

う
部

分
を
「
剋

念
し

て

生
ぜ

ん
と
願

ぜ

ん
も

の

と
、

ま
た
往

生
を
得
る

も
の

と
は
」

つ

ま
り

「

剋
念

願
生
す

る

人
と

浄

土

に
往
生

し

た
人

、
両
者
と

も
正

定

聚
で

あ
る
。
」

と

い
う

よ
う

に

内
容

を

読
み

替
え
て
い
る
。 

ま

た

、
親

鸞
は
こ

の
『
論

註

』
を

『

一
念

多
念
文
意

』
に

お

い
て

も
、 

『

浄

土
論

』
に

い
は

く
、「

経

言 

〈

若

人
但

聞
彼

国

土
清

浄

安
楽 

剋
念

願

生 

亦
得
往

生 

即

入
正
定

聚
〉 

此

是
国

土

名

字

為

仏
事 

安
可

思
議
」

と

の
た

ま
へ

り

。
こ

の
文
の
こ

こ

ろ
は

、
「
〈
も

し

ひ
と

、

ひ
と
へ

に
か

の

国
の
清

浄
安

楽
な
る

を

聞

き

て

、
剋
念
し

て
生
れ
ん

と

願
ふ

ひ

と
と

、
ま
た
す

で
に

往

生
を
得
た
る

ひ

と
も
、
す

な
は
ち
正

定

聚
に

入
る
な

り
〉
。
こ

れ

は
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こ

れ

、
か

の
国
の

名
字
を
聞

く
に

、
さ

だ
め
て
仏

事
を
な
す

。
い

づ
く
ん

ぞ
思
議
す

べ
き
や
」
と

の

た
ま
へ

る
な

り
。
安

楽

浄

土

の

不
可

称

不
可

説
不
可

思

議
の

徳

を
、

も
と
め

ず

、
し

ら

ざ
る

に
、
信

ず

る
人
に

得
し

む
と
し
る

べ
し
と

な
り

。
４
５ 

と

い

う
よ

う

に
、
繰

り
返

し

取
り
上

げ
改

点
し
て

い

る
。
ま

た
、
『

一
念
多

念

文
意
』
の
「

若

人
但

聞

彼
国

土
清
浄

安
楽 

剋
念
願

生 

亦

得

往
生 
即
入

正
定
聚
」
と
、『
論
註

』
の
「
若

 

シ

人
担

聞
二

 

キ
テ

彼

 

ノ

國
土

 

ノ

淸

淨

安
樂
一

 

ナ
ル
ヲ

、
剋

念

 

シ
テ

願
レ

 

ズ
レ
バ

生

 

ゼ
ム
ト

、
亦
得
二

 

テ

往

生
一

 

ヲ

、
則

 

チ

入
二

 

ル
ト

正
定
聚
一

 

ニ

。
」

４
６

を

比

べ
て

み

る
と
、
『
論

註

』
の
「
則

 

チ

入
二

 

ル
ト

正

定
聚
一

 

ニ

。
」
の
部

分

を
親

鸞
は
『

一

念
多
念

文
意
』
で
「

即

入
正

定
聚
」
と

改
点
さ

れ

て

い
る
と
こ

ろ
か

ら
親
鸞
の

正
定

聚
の
表

現
を
読

み
取
る
こ

と
が

で
き
る

。 

よ

っ

て
、
親

鸞
は

浄
土
に

生

ま
れ

た
人

だ
け
が
正

定

聚
な

の

で
は

な
く
、

ま
さ
に

浄
土
に

生
ま
れ

よ
う
と
す

る
人
、
す

な
わ

ち

、

他

力
の
信

心

を
得

て
浄
土
に

生
ま

れ

る
こ

と
が
定

ま

っ
た
人

も
正

定
聚
な

の

で
あ

る

、
と

解
釈
さ

れ

た
点

、

ま
た

、
現
世

で

往
生

・

成

仏
が
定

ま

る
「
現
生
正

定

聚
」
を

強
調
し
説
か

れ

て
い

る

点
が
、
『
教

行

信
証

』
や
『

一
念
多

念

文
意

』
に
よ

る
親
鸞

の

改
点

か

ら

読

み
取
る
こ

と
が
で
き
る
の

で
あ

る
。
浅

野
教
信

氏
も

、
『

如
来

会

』
第

十

一
願

成

就
文
と
『
往
生

論
註
』

の
文

を
例
に

、 

 
 

現
生

の

入
正

定
聚
を
明

ら
か

に

し
よ

う
と
さ

れ

る
訓

点

が
示
さ

れ
て

い

る
の

で

あ
る

。
し
か

も

、
こ

の

よ
う

な
現
生

正
定
聚

の

主

張

は
正

因
た
る

信
の
殊

勝

性
を

示
す

と

共
に
信

心

者
の

誇
り
で

も
あ
り

、
さ

ら

に

証
果

そ
の
も
の

の
特
色

即
ち

往
生
即

成

仏

義

を

構
成
す

る
こ

と
に
も

な

っ
て

い

る
の

で
あ
る

。
４
７ 

と

い

う
よ

う

に
、
現
生
正

定

聚
と

往

生
即

成
仏
つ

ま

り
現

当

二
益

と
い
う

考
え
の
重

要
性

を
述
べ

ら

れ
て

い

る
。 

  
 

第
二

節 

『

浄
土
和

讃

』
に

お

け
る

現
生
正

定

聚
の
表

現 



コピー厳禁

 

21 

 

続
い

て

、
『

浄
土

和

讃
』

に

お
い

て

正
定

聚
に
関
す

る
和

讃

を
見
て
み
る

。 

安

楽

国
を

ね

が
ふ

ひ
と 

正

定
聚

に
こ

そ
住
す

な

れ 

邪

定

・
不

定
聚
く

に

に
な
し 

諸

仏
讃
嘆
し

た
ま
へ

り
４
８ 

た

と

ひ
大

千

世
界
に 

み

て

ら
ん
火

を
も
す

ぎ
ゆ

き

て 

仏
の
御

名
を
き

く

ひ
と
は 

な

が
く
不
退

に
か
な

ふ
な

り
４
９ 

真

実

信
心
う

る
ひ

と
は 

す

な
は

ち

定
聚
の
か
ず

に

い
る 

不
退

の
く
ら

ゐ
に
い

り

ぬ
れ
ば 

か
な

ら
ず
滅

度
に

い
た
ら

し

む

５
０ 

第

一

首
目
は

、
阿

弥
陀
仏

の

本
願

力
を
信
じ
浄
土

に

往
生

し

た
い

と
願
う
人

は
、

現
世
で

正
定
聚

の
位
と

な
る
こ

と
が
定

ま

り

、

か

つ
、
浄

土

に
往

生
す

る

が

、
自

力

の
雑

行
・
念

仏
な
ど

を

修
す

る
人
は

阿

弥
陀

仏

の
浄

土
に
往

生

で
き

な

い
。

第
二
首

目

で
は

、

大

千

世
界
が

炎
に

満
ち
溢
れ

た
と

し

て
も
阿
弥
陀

仏
の
名

号

を
聞
く
こ

と

で
必
ず
正

定
聚

の
位
に

至

り
そ

し

て
往

生
が
定

ま
る
。

第

三

首

目
で

は

、

真

実

信

心
つ

ま

り

阿

弥

陀

仏(

他

力)

の

信

心

を

得

た
人

は
即

正

定
聚

の

位
と

な
る
こ

と

か

ら
、

命

を

終

え

た

後

は

必

ず

浄

土
に

往

生
す

る
こ

と

が

決
ま

っ

て
い

る
、
と

そ

れ

ぞ
れ

讃
嘆
さ

れ
て

お

り
、
第
一

首
目
・
第

二

首
目

で

は
そ

れ

ぞ
れ

、
正
定

聚
・

不

退
を
一

回

ず
つ
使
用
さ

れ

て
い

る

が
、

第
三
首

目
で
は

正

定
聚

と
不
退

の
両
方
を

使
用

し
て
お

り

、
ま

た

、
第

十
一
願

の

意
を

踏

ま

え
、
信

心
を

得
た

人
は

生

き
て

い

る
間

に
正
定

聚

に
住

し

未
来

は
必
ず
滅

度
に

至
る
と

い
う
こ

と

を
讃
じ

て
い
る
５
１

、
と
い

う
こ

と

も
見
て

取

れ
る

。 

 

第

三

節 

現

生
正

定
聚
に

お

け
る

「
等
し

い
」
と

い

う
表

現
に
つ

い
て 

第
三

章
の

第
一
節

で
も
述

べ

た
が

、
第
十

一
願
や
第

十
一

願

成
就

文
か
ら

も

分
か

る
通
り

、
浄
土

に
生
ま

れ
た
人
々
が
正
定

聚

の
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位

に
入
る

と
さ

れ

て
い
る
中

で
、
親

鸞
は

凡
夫
の

ま

ま
で
正

定
聚

の
位
に

入
る
と
説

か
れ

て
お
り

、

ま
た

、

信
心

の
行
者

は

凡
夫

で

は

あ

る
が
聖

者
と

同
等
で

あ

る
と

も

説
か

れ
て
い

る

。
加
え

て
、

正
定
聚

に

つ
い

て

、
親

鸞
は
信

心

の
行

者

は
必

ず
仏
に

な
る
こ

と

が

決

定
し

て

い
る
こ

と
か

ら

、
一
生

補
処
の

菩
薩
と

同
じ

位

だ
と

し
て
、
弥

勒

菩
薩
と
同

じ
等
覚

の
位
で

あ
る
「
便

同
弥
勒

」
や
「

次

如

弥

勒
」
と

表
現
し
、
ま

た

、
阿

弥

陀
仏

の
救
済

を
受
け

た

人
々

を
「
如

来
に
ひ
と

し
」

と
も
表

現
さ
れ

て

お
り

、
こ

れ

ら
の
根

拠

に

な

る
和

語

聖
教
が
次
の
通

り
で

あ

る
。 

『

教

行
信

証

』
「

信

文
類

三

」
に

は

、 

弥

勒

大
士
は

等
覚

の
金
剛

心

を
窮

む

る
が

ゆ
ゑ
に

、
竜
華

三

会
の
暁
、
ま
さ

に
無
上

覚
位

を
極
む
べ

し
。
念

仏
の

衆
生
は

横

超

の

金

剛
心
を

窮
む

る
が
ゆ

ゑ

に
、

臨

終
一

念
の
夕

、

大
般

涅

槃
を
超
証
す

。

ゆ
ゑ
に

便
同

と
い
ふ
な

り
。
５
２ 

『

浄

土
和

讃

』
「

現

世
利

益

讃
」

に

は
、 

信

心

よ
ろ
こ

ぶ
そ

の
ひ
と

を 

如

来

と
ひ

と
し
と

と

き
た

ま

ふ 

大
信
心

は
仏
性

な

り 

仏
性
す

な

は
ち
如

来
な

り
５
３ 

『

正

像
末

和

讃
』
「

三
時

讃

」
に

は

、 

弥

陀

智
願
の

回
向

の 

信

楽
ま
こ

と

に
う

る
ひ
と

は 

摂

取

不
捨
の
利
益

ゆ

ゑ 

等

正
覚

に
い
た
る

な
り
５
４ 

『

親

鸞
聖

人

御
消

息
』
二

〇(

『
末

灯
鈔

』

第
七

通)

に
よ

る
と

、 

如

来

の
誓

願
を
信

ず
る
心
の

定
ま

る

と
き

と
申
す

は

、
摂

取

不
捨
の
利
益

に

あ
づ
か

る
ゆ

ゑ
に
、
不

退
の
位

に
定

ま
る
と

御
こ

こ

ろ

え
候
ふ

べ
し

。
真
実

信

心
定

ま

る
と
申
す

も

、
金
剛

信

心
の
定
ま
る

と
申
す

も

、
摂

取
不
捨
の

ゆ
ゑ
に

申
す

な
り
。
さ

れ

ば
こ

そ
、
無

上
覚

に
い
た

る

べ
き

心

の
お
こ

る
と

申
す

な

り

。
こ

れ
を
不

退
の
位
と

も
、

正
定
聚
の

位
に
入

る
と

も
申
し

、

等
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正

覚

に
い

た

る
と

も
申
す

な

り
。
５
５ 

こ

れ

ら
親

鸞

の
和

語
聖
教
を

見
る

と

「
便

同
」
つ

ま

り
「
便

同
弥

勒

」
「

如

来
に

ひ

と
し

」
「
等
正

覚
」
と

説
か

れ
て
い

る
こ

と
が

見

て

取
れ
る

。
ま
た

、
特
に
『

正
像

末

和
讃

』
「
三

時

讃
」
や
『
親

鸞

聖
人

御

消
息

』(

『
末

灯
鈔
』)

第

七
通(

二
〇)

を
見
る

と

、
「
摂

取

不

捨

」
と

書

か
れ

て
い
る
こ

と
か

ら

、
親

鸞
は
摂

取

不
捨
の

利
益

に
よ
っ

て

正
定
聚

が
定

ま
る
と

説

か
れ

て

い
る
こ

と
が

理
解
で

き

る

。 

  
 

第
四

節 

『

親
鸞
聖

人

御
消

息

』(

『

末
灯

鈔

』)

に

お
け

る

現
生

正

定
聚

の
表
現 

最

後
に
『

親

鸞
聖

人
御
消

息

』(
『

末
灯

鈔

』)

に
表

現
さ

れ

て
い

る
現
生

正

定
聚

に

つ
い
て
考
察

し

て
い
く

。 

ま

ず
初
め

に
『
親

鸞
聖
人

御

消
息

』(
『

末

灯
鈔

』

第
一

通)

に

お

い
て
、 

 
 

真
実

信

心
の

行
人
は

、

摂
取

不

捨
の

ゆ
ゑ
に

正

定
聚
の

位
に
住
す

。
こ

の
ゆ

ゑ

に
臨

終
ま
つ
こ

と
な

し

、
来

迎
た
の

む
こ

と

な

し

。

信
心
の

定
ま

る
と
き

往

生
ま

た

定
ま

る
な
り

。
来
迎

の
儀
則

を
ま
た

ず
。
５
６ 

こ

の

よ
う
に

、
親

鸞
の
御

消

息
の

中

で
も

、
こ

の
第

一
通
は

、
親

鸞
の
正

定

聚
に
対
す
る

理
解
、
す

な
わ

ち

現
生

正
定
聚

の

根
拠

と

な

る

「
摂

取

不
捨
の
利
益

」

が
説

明
さ

れ

る
御
消

息
で
あ

る

と
し

て
、
挙

げ
ら
れ
る
こ

と

が
多
い

。 

次
に

、
第

七

通(

二

〇)

に

お

い
て

は

、 

 
 

如
来

の

誓
願
を
信
ず

る

心
の
さ

だ
ま

る
と
ま

ふ
す

は

、

摂
取

不
捨
の

利

益
に

あ

づ
か

る
ゆ
え

に

不
退

の

く
ら

ゐ
に
さ

だ
ま
る

と

御
こ

こ

ろ

え
さ

ふ

ら
う
べ

し

。
真

実

信
心
さ

だ
ま

る

と
申

も

、
金

剛
の
信

心
の
さ

だ
ま
る

と
も
ま
ふ

し
、

等

正
覚

に
い
た

る

と
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も

ま

ふ
す

な

り
５
７

。 
と

い

う
よ

う

に
、
こ

れ
ら

第

一
通

と
第
七

通
か
ら

も

、
阿

弥

陀
仏

の
摂
取

不

捨
の

利
益
、
加

え
て

、
親
鸞
は

、
信

心(

阿
弥

陀
仏
に

全

て

を
任
せ

る
こ

と)

を
獲

得

し
た
時

に
成

立
す

る

、
つ

ま

り
、
仏

の
教
え

に
気
づ

き

出
会
う
こ

と

に

よ
っ

て

得
る

利
益
が

正

定
聚

あ

る

と

説
か
れ

て

い
る
こ

と
、

そ

し
て

、

親
鸞

は
、
信

心
を
い

た

だ
く

の
は
「

今

」
で

あ

る
か

ら
こ

そ

、

ど
の

よ

う
な

死
に
方

を
し
て

も

浄

土
に
往

生
す

る
こ

と
が
決

ま
っ

て

い
る

、
定
ま

る
、
そ

れ

が
正

定
聚
と

い

う
も

の

な
の

で
あ
る

、

と
い

う
こ

と

が
『
親

鸞
聖
人

御

消

息

』(

『

末
灯

鈔

』)
か

ら

読
み

取

る
こ

と
が
で

き

る
。 

   

結

論 こ

こ

ま
で

論

述
し

て
明
ら

か

に
な

っ

た
こ

と
は
、
序

論
で

も

述
べ

た
「
親

鸞
の
正

定
聚
に

対
す

る

考
え
は

、

聖
道
門
と
同

じ

よ

う

に

捉
え
る
こ

と
も

で
き
る

が

、
何

故

重
要

な
思
想

で

あ
る

と

評
価
さ

れ
て

い

る
の

か

」
と

い
う
問

題

提
起

に

対
し

て
、
釈

尊
入
滅

後

の

末

法
の

世

界
に

生
き
る
我

々
人

間

は
、

生
き
て

い

る
間
に

悟
り

を
得
る
こ

と
は
不

可
能

で
あ
る

と

い
う

考

え

だ
け
で
は

な
く
、

人

間

は
死
ぬ

間

際
ま

で
煩
悩
を

抱
え

生

き
て

い
く
存

在
で
あ

る

と
い

う
人
間

の
真
実
の

相
を

明
ら
か
に

し
た

部

分
や

、
阿
弥

陀
仏
か

ら

疑

う
こ

と

な

く
受

け
賜
わ

っ

た
信

心

を
獲

得
し
た

瞬

間
に
救

い
が

成
立
し

、

ま
た

、

そ
の

信
心
は

今

生
に

得

る
の

で
あ
る

か
ら
現

生

正

定

聚
で

あ

る
と
説
か
れ

、
さ

ら

に

、
正

定
聚
の

位
に
住
し

た
者
は
、
す

で

に
往

生

も
定

ま
っ
て

い

る
の

だ
か
ら

、
阿
弥

陀
仏
に

往
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生

を
願
う
こ

と
も

、
臨
終

に

来
迎
を

願
う

必
要
も

な

い
こ

と

を
説
か
れ
た

と
こ

ろ

に
、
親
鸞

浄
土

教

の
独

自

的
な

思
想
、
す

な
わ

ち
、

親

鸞
の

己

証

が

表
れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

絶

対

他

力
、

現

生

正

定

聚

、

往

生

即

成

仏

等

々

、
こ

れ
ら

親

鸞
の

思

想(

己

証)

が

繋

が

り

合

わ
さ

る
こ

と
に

よ
っ
て

、

聖
道

門
の
正

定
聚
と

は
違
う
思

想
で

あ
る
こ

と

が
明
ら

か
に

な
り
、

そ

の
内

容

が
私

の
疑
問

に

対
す

る

回

答
で
あ

る

と
い

う
こ

と

を

確
認
す

る
こ

と
が
で

き

た
。 

ま

た

、
親

鸞
の
正

定
聚
に

対
す

る

考

え
や

そ
の
特

徴
は
、

親

鸞
の

多
く
の

著

述
を

深
く
読

み
解
き

、
そ
の

表

現
を
比
較
・
分

析

・

検

討
す

る
こ

と
で

、
よ
り
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

で

き
る

。

ま
た

、
そ
の

表

現
の
関

係
性

を
深
く

理

解
す

る
こ

と

に
よ
り

、

当
初

提

起

し

た
「
聖

道
門
に
お
け

る

正
定

聚
と
類

似
し
た

考
え
で

は

な
い

か
」
と

い

う
私
の

疑
問

が
払
拭
さ

れ
る

と

と
も

に
、
親

鸞

の
正

定

聚

の
思

想

は

、

聖

道

門
の

そ

れ

と

は

全

く

違

う
も

の

で

あ

る
こ

と

が

明

ら

か

に

な
り

、
親
鸞

独
自

の

思

想(

己

証)

と

評

価
さ

れ
る

理

由

が
あ
る
こ

と
を
再
認
識
す

る
こ

と

が
で

き
た
。 

さ

ら

に
、

親

鸞
の

正
定
聚

に

お
け

る
表
現

方
法
と

し

て
重

要

と
な

る
も
の

が

、
親

鸞
は
現

生
で
往

生
も
成

仏

に
対
し
て
「
す

る

」

と

説
い
て

は

お
ら

ず

、
「
す

る
」

で

は
な

く
「
決

ま

る

」
「
定
ま

る

」
と
表

現
し

て

い
る
こ

と
で
あ

る
。
こ

れ
こ

そ
が
現

生

に
お

け

る

正

定

聚
の

正

し
い
在
り
方

、

親
鸞

に

と
っ

て
の
現

生

正
定

聚

の
特

徴
と
も

い

え
る

の

で
は

な
い
か

、

と
い

う

考
え

に
私
は

至

っ
た

。 

た

だ
し

、「

現
生

正
定

聚
の

思

想
は

、
そ

の

も
の
一
つ

だ
け

で

十
分

な
意
義

を

発
揮
す

る
も

の
で
は

な
く
、
こ

れ

を

扶
け
る

思

想
と

密

接
に

連

絡

し

て
こ

そ
十

全

と

な

る

。
」
５
８

と

も
言

わ

れ

て

い

る
こ

と

か

ら

、
こ

の

点

に
関

し

て
は

、

今

後

の
課

題

と

し

た

い
と

思

う

。 
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註 

 
１

現

当

二

益

と

い

う

言

葉

は

、

親

鸞

が

述

べ

た

も

の

で

は

な

く

、

後
の

宗

教

学

者
が

親

鸞

の
こ

の

思

想

を

現

当

二

益

と

表
現

し

た

も

の

で
あ

る

が
、
今
回
は

「

親
鸞
の

現
当

二
益
」
と

い
う

表

現
を
す

る
。 

２

親

鸞
は
「
現

生
正

定

聚
」
と

い

う
言

葉
を

使
っ
て

は

お
ら

ず

、
親

鸞
の
正

定

聚
に
対
す

る

考
え
か
ら

、
後
に
「
現
生

正
定

聚
」
と

表

現
さ

れ

る

よ
う

に
な
っ

た

、
と

い

う
こ

と
は
知

っ

て
お

か

な
け

れ
ば
な

ら

な
い

が

、
今

回
こ

の
論

文
内
に

お
い

て
従
来

の

正

定

聚

と
親

鸞
の
捉

え
た
正

定

聚
と

の

違
い

を
区
別
す

る
た

め

に
、

あ
え
て

「

現
生

正

定
聚
」
と
表
現
す

る
こ

と
と
す

る
。 

３

本

来

、
定

聚
は
正

定
聚

だ
け

で
は

な

く
邪

定
聚
や

不

定
聚

と

い
う
意
味
も

示
す

が

、

今
回

は
正
定

聚

を
示
す
こ

と

と
す

る

。 

４ 

初

地

・
歓

喜
地

・

不
退

転

地
と

も

い
う

。 

５

中

村

元
『

広

説
佛

教
語
大

辞

典
縮

刷

版
』

八
七
一

頁 

６

勧

学

寮
『

釈

尊
の

教
え
と

そ

の
展

開―

イ

ン
ド
篇―

』
一

八-

二
〇

頁 

７

『

註

釈
版

』

三
九

四
頁 

８

本

願

寺
教

学

伝
道

研
究
所

聖

典
編

纂

監
修

委
員
会

『

顕
浄

土

真
実

教
行
証

文

類
』

二
八
七

頁 

９

『

註

釈
版

』

四
七

三-

四

七

四
頁 

１
０

『

註

釈
版

』

五
九

五
頁 

１
１

釈

尊

入
滅

後

、
時

代
の
推

移

と
共
に

世
の

中
が
汚

辱

に
染

ま

り
仏

法
が
衰

微
し
て

い

く
仏

教
の
歴

史

観
の
こ

と
。 

１
２

異

説

も
あ

る

が
、
こ

の
像

法

は
五

〇

〇
年
も
し
く

は

一
千

年

続
く

と
さ

れ

て

い
る
。 

１
３

藤

堂

恭
俊

・

牧
田

諦
亮
『

浄

土
仏

教

の
思

想 

第

四

巻 

曇

鸞
道

綽
』
二

五
四
頁 

１
４

日

野

振
作

『

親
鸞

聖
人
と

七

高
僧
の

教
え

』
一
六

五

頁 

１
５

日

野

振
作

『

親
鸞

聖
人
と

七

高
僧
の

教
え

』
一
八

三-

一

八
六

頁 

１
６

『

註

釈
版
七

祖
篇

』
二
四

一

頁 

１
７

『

註

釈
版
七

祖
篇

』
二
四

一

頁 

１
８

勧

学

寮
『

浄

土
三

部
経
と

七

祖
の
教

え
』

一
七
九

頁 
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１
９

『

註

釈
版
七

祖
篇

』
二
四

一

頁 
２
０

『

註

釈
版

』

四
一

頁 

２
１

『

註

釈
版

』

一
〇

九
頁 

２
２

『

註

釈
版

』

十
八

頁 

２
３

『

註

釈
版

』

十
八

頁 

 

２
４

『

註
釈

版

』
十

八
頁 

２
５

『

註

釈
版

』

八
三

二
頁 

２
６

村

上

速
水

「

親
鸞
の
よ
ろ
こ

び―

現

生
正

定
聚
の

理

解
に

つ

い
て―

」
『
龍

谷
大

学
論
集

』
四
〇
〇

・
四
〇

一
、

九
四
頁 

２
７

桐

渓

順
忍

『

昭
和

仏
教
全

集

第
８

部

１
親

鸞
は
な

に

を
説

い

た
か

』
二
五

五
頁 

２
８

日

野

振
作

『

親
鸞

聖
人
と

七

高
僧
の

教
え

』
六
一

四

頁 

２
９

中

村

元
『

広

説
佛

教
語
大

辞

典
縮

刷

版
』

八
七
一

頁 

３
０

『

註

釈
版

』

三
〇

七
頁 

３
１

普

賢

大
圓

「

現
生

正
定
聚

に

つ
い

て

」
『
真

宗
学

』

九
、

三

七
頁 

３
２

『

註

釈
版

』

十
七

頁 

３
３

親

鸞

は

、
真

実
の

証

果
を
顕
す

文

と

し
て(

一)
魏

訳
『

大
経

』
の
第

十
一

願

文
・(

二)

『
如
来
会

』
の
第
十

一
願

文
・(

三)

『
如

来

会

』
第

十
一

願

成
就
文
・
魏

訳
『
大

経
』
の
第

十

一
願

成

就
文
・(

四)

『

如
来

会
』
の

第
十

一
願

成

就
文

を
連
用
す

る
が
、
前

三

文

に
お

い

て
は
卒
爾
に
正

定
聚

が

現
生
で
あ
る

と

見
る
こ

と
が

で
き
な

い
。
し

か

し
、

第
四
文
の

み
に
そ

の
証

を
見
る
こ

と

が

で

き
る

と
指
摘
さ

れ
た

。

と
山

田

行
雄

氏
は
述

べ

ら
れ

て

い
る

。
山
田

行

雄
「
親

鸞
和

語
聖
教
に

あ
ら
わ

れ
た

る
曇
鸞

教

学

(

一)

」
『
龍

谷

大
学

論
集
』

一

〇
六

頁 

３
４

『

註

釈
版

』

三
〇

八-

三

〇

九
頁 

３
５

『

註

釈
版

』

三
〇

九
頁 

３
６

山

田

行
雄

「

親
鸞

和
語
聖

教

に
あ

ら

わ
れ

た
る
曇

鸞

教
学(

一)

」
『

龍
谷
大

学

論
集

』

四
〇

〇
・
四

〇
一
一

〇
六
頁 

３
７

普

賢

大
圓

「

現
生

正
定
聚

に

つ
い

て

」
『
真

宗
学

』

九
、

三

七
頁 
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３
８

『

註

釈
版

』

六
七

九
頁 

３
９

『

註

釈
版

』

六
八

〇
頁 

４
０

普

賢

大
圓

「

現
生

正
定
聚

に

つ
い

て

」
『
真

宗
学

』

三
八

頁 

４
１

『

註

釈
版

』

六
九

三
頁 

４
２

『

註

釈
版

』

五
七

三
頁 

４
３

『

註

釈
版

』

三
〇

九
頁 

４
４

『

註

釈
版

七

祖
篇

』
一
一

九

頁 

４
５

『

註

釈
版

』

六
八

一
頁 

４
６

『

聖

典
全

書(

一)

三

経
七

祖

篇
』

五

〇
一

頁 

４
７

浅

野

教
信

「

和
語

聖
教
に

お

け
る
正

定
聚

釈
の
特

色

」
『
真

宗
学

論

叢
』

五

、
一
三

頁 

４
８

『

註

釈
版

』

五
六

〇
頁 

４
９

『

註

釈
版

』

五
六

一
頁 

５
０

『

註

釈
版

』

五
六

七
頁 

５
１

高

木

昭
良

『

三
帖

和
讃
の

意

訳
と
解

説
』

一
二
五

頁 

５
２

『

註

釈
版

』

二
六

四
頁 

５
３

『

註

釈
版

』

五
七

三
頁 

５
４

『

註

釈
版

』

六
〇

四
頁 

５
５

『

註

釈
版

』

七
七

八
頁 

５
６

『

註

釈
版

』

七
三

五
頁 

５
７

『

註

釈
版

』

七
七

八
頁 

５
８

五

十

嵐
明

寶
「
『

教

行
信

証

』
に

お
け

る
現
生
正

定

聚
思

想

の
形

成
と
意

義
に
つ

い

て
」
一
〇
、
『

大
東
文

化
大
学

紀
要

』
七
八

頁 
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参

考

文
献 

 

書

籍 

 
 

大
原

性

実
『

真
宗
教

学

の
伝

統

と
己

証
』
永

田

文
昌

堂

、
一

九
六
五

年 

 
 

大
原

性

実
『

真
宗
学

概

論
』

永

田
文

昌
堂
、

一

九
五

六

年 

 
 

大
原

性

実
『

真
宗
教

学

の
現

代

的
解

明
』
永

田

文
昌

堂

、
一

九
六
五

年 

 
 

梯
實

圓

『
教

行
信
証
の

宗
教

構

造 

真
宗
教

義

学
体

系

』
法

蔵
館
、

二

〇
〇

一
年 

 
 

金
子

大

栄
『

真
宗
の
教

義
と

其

の
歴

史
』
百

華

苑
、

一

九
六

五
年 

金

子

大
栄

『

教
行

信
証
講

読 

信

証

巻
』

金
子
大

栄

著
作

集

第
七

巻
、
春

秋

社
、

一

九
八

一
年 

勧

学

寮
『

浄

土
三

部
経
と
七

祖
の

教

え
』
本
願
寺

出

版
社

、

二
〇

〇
八
年 

 
 

勧
学

寮

『
釈

尊
の
教
え

と
そ

の

展
開

』
イ
ン

ド
篇
、

本

願
寺

出
版
社

、

二
〇

〇

八
年 

 
 

勧
学

寮

『
釈

尊
の
教
え

と
そ

の

展
開

』
中
国

・

日
本

篇

、
本

願
寺
出

版

社
、

二
〇
〇

九
年 

 
 

勧
学

寮

『
親

鸞
聖
人
の

教
え

』

本
願

寺
出
版

社

、
二

〇

一
七

年 

 
 

教
学

伝

道
研

究
セ
ン
タ

ー
『

浄

土
真

宗
聖
典

（

註
釈

版

）
』
（

第
二
版

）
』
、
本

願

寺
出
版
社
、
二

〇
〇
四

年 

桐

渓

順
忍

『

親
鸞
は
な
に

を

説
い

た

か
』
教
育
新

潮

社
、

一

九
六

四
年 

桐

渓

順
忍

『

教
行

信
証
に
聞

く
』

教

育
新

潮
社
、

一

九
八

〇

年 
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浄

土

真
宗

本

願
寺

派
総
合

研

究
所

『

浄
土

真
宗
聖

典 

七

祖

篇
（

註
釈
版

）
』

本
願

寺
出
版

社
、

一

九
九

六

年 

浄

土

真
宗

本

願
寺

派
総
合

研

究
所

『

浄
土

真
宗
聖

典

全
書(

一)

』

三

経
七

祖

篇
、

本

願
寺

出
版
社

、

ニ
〇

一

三
年 

 
 

真
宗

聖

教
全

書
編
纂

所

『
真

宗

聖
教

全
書
』

ニ
宗
祖

部

、
大

八
木
興

文

堂
、

一

九
四

一
年 

 
 

高
木

昭

良
『

三
帖
和

讃

の
意

訳

と
解

説
』
永

田

文
昌

堂

、
一

九
六
六

年 

 
 

藤
堂

恭

俊
・

牧
田
諦

亮

『
浄

土

仏
教

の
思
想 

曇
鸞

道

綽
』

第
四
巻

、

株
式

会

社
講

談
社
、

一

九
九

五
年 

内

藤

知
康

『

安
心

論
題
を
学

ぶ
』

本

願
寺

出
版
社

、

二
〇

〇

四
年 

内

藤

知
康

『

親
鸞
の
往
相

思

想
』

法

蔵
館

、
二
〇

一

八
年 

中

村

元
『

広

説
佛

教
語
大

辞

典
』

縮

刷
版

、
東
京

書

籍
株

式

会
社

、
二
〇

一
〇
年 

日

野

振
作

『

親
鸞

聖
人
と
七

高
僧

の

教
え

』
永
田

文

昌
堂

、

一
九

八
四
年 

普

賢

大
圓

『

真
宗
教
学
の
諸

問
題

』

百
華

苑
、
一

九

六
四

年 

本

願

寺
教

学

伝
道

研
究
所

『

顕
浄

土

真
実

教
行
証

文

類
』

上

・
下

、
本
願

寺
出
版

社

、
二
〇
一
一

年 

 
 

神
子

上

恵
龍

『
真
宗

教

学
の

研

究
』

永
田
文

昌

堂
、

一

九
七

二
年 

村

上

速
水

『

親
鸞

教
義
の
研

究
』

永

田
文

昌
堂
、

一

九
六

八

年 

山

邊

習
学

・

赤
沼

智
善
『

敎

行
信

證

講
義

』
第
一

書

房
、

一

九
三

八
年 

山

本

仏
骨

『

道
綽

敎
學
の
研

究
』

永

田
文

昌
堂
、

一

九
五

九

年 

龍

谷

大
学

真

宗
学

研
究
室

『

親
鸞

思

想
入

門
』
永

田

文
昌

堂

、
一

九
七
三

年 
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霊

山

勝
海

『

末
燈

鈔
講
讃

』

永
田

文

昌
堂

、
二
〇

〇

〇
年 

論

文 

 
 

浅
井

成

海
「

親
鸞
の
現

世
利

益

観
」
『

親
鸞

思

想
の

研

究
』

真
宗
学

論

叢
七

、

二
〇

〇
二
年 

 
 

浅
野

教

信
「

和
語
聖

教

に
お

け

る
正

定
聚
釈

の
特
色

」
『
親

鸞

和
語

聖

教
の

研

究
』

真
宗
学

論

叢
五

、

一
九

九
八
年 

 
 

五
十

嵐

明
寶

「
『
教

行

信
証

』

に
お

け
る
現

生

正
定

聚

思
想

の
形
成

と

意
義

に

つ
い

て

」
『

大

東
文
化

大
学
紀
要
』

一

〇
、

一

九

七

二

年 

 
 

岡
村

謙

英
「

現
生
正

定

聚
の

研

究
」
『

真
宗

學

』
五

七

、
一

九
七
七

年 

 
 

板
原

顕

示
「

現
生
正

定

聚
に

つ

い
て

の
一
考

察

」
『
宗

學
院

論

集
』

七

五
、

二
〇
〇

三
年 

 
 

梯
實

円

「
現

生
正
定

聚

の
成

立

と
そ

の
構
造

」
『

真
宗

學
』

七

九
、

一

九
八

九
年 

 
 

玉
木

興

慈
「

親
鸞
の

「

現
生

正

定
聚

」
考―
臨

終
来

迎

否
定

に
関
し

て―

」
『
龍
谷
大

学
論

集

』
四

六

二
、

二
〇
〇

三
年 

 
 

普
賢

大

圓
「

現
生
正

定

聚
に

つ

い
て

」
『
真

宗

學
』

九

、
一

九
五
三

年 

村

上

速
水

「

現
生

正
定
聚

の

理
解

」
『
龍

谷

教
学

』

二
三

、

一
九

八
八
年 

村

上

速
水

「

親
鸞
の
よ
ろ
こ

び―

現

生
正

定
聚
の

理

解
に

つ

い
て―

」
『
龍

谷
大

学

論
集
』
四
〇

〇

・
四

〇

一
、

一
九
七

三
年 

山

田

行
雄
「

親

鸞
和

語
聖

教

に
あ

ら

わ
れ

た
る
曇

鸞

教
学(

一)―
現

生
正

定

聚
の

一

考
察―

」
『

龍

谷
大
学

論

集
』
四
〇

〇
・
四

〇

一

、
一

九

七
三

年 

 
 

山
田

行

雄
「

現
生
正

定

聚
の

必

然
的

論
理
」
『

日

本
浄

土
教

と

親
鸞

教

学
』

真

宗
学

論
叢
六

、

一
九

九

九
年 




