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序

論 奥

田

桂
寛

先

生
が

開
講
さ

れ

て
い

た

「
伝

道
学
特

殊

講
義

」

に
て

『
浄
土

異

聞
録

』
と
い

う
真
宗

の
奇
瑞

を
集
め

た
史
料

に

触

れ

た

。
真
宗

の

理
論
に
加
え

、

歴
史

学
も
包

摂
す
る

テ

ー
マ

で

あ
り

、
大
変

興

味
深
い

内
容

で
あ
っ

た

。
そ

こ

で
、

本
論
文

で
は
真

宗

に

お

け
る
奇

瑞
に

つ
い
て
取

り
上

げ

た
い

。 

奇

瑞
と
は

、

め
で

た
い
事
の

不
思

議
な
し

る
し
、

ま

た
不

思

議
な

出
来
事

の

こ
と

で

あ
る

。
祥
瑞

や

霊
瑞

、

吉
兆

と
も
い

う
。
数

多

く

の
史
料

に

て
確

認
で
き

る

紫
雲
や

異
香

、
音
楽
な

ど
が

奇

瑞
と

し
て
挙

げ

ら
れ

る

代
表

的
な
現

象

で
あ

る

。 

浄

土

真
宗

に

お
い

て
、
奇

瑞

の
多

く

は
架

空
の
話

と

し
て

扱

わ
れ

、
理
論

的

な
教

義
教
学

と
は
相

反
す
る

も
の
と

し
て
重

要

視

さ

れ

る

こ
と

が

な
か

っ
た
。
し

か

し

、
親

鸞

の
著
作
で

あ
る
『

高

僧
和

讃
』
『

西

方

指
南
抄

』
に
は

奇
瑞
の

記
述
が

み
ら
れ
る

。
ま
た

、

種

々
の
親

鸞

伝
に

も
奇
瑞
が

複
数

確

認
で

き
る
。

そ

こ
で

、

実
際

に
著
さ

れ

た
奇

瑞

を
確

認
し
、
ど

う
い
っ

た
意

図
を
も

っ
て
記

さ

れ

た

の
か

に

つ
い

て
考
え

た

い
。 

   

本

論 第

一

章 

親

鸞
に

お
け
る

奇

瑞 

 
 

第
一

節 

親

鸞
以
前
の

信
仰 
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主

題

で
あ

る
浄
土

真
宗
に

お

け
る

奇

瑞
を

論
じ
る

前

に
、

親

鸞
以

前
の
一

般

的
な

信
仰
を

確
認
す

る
こ
と

で
、
親

鸞
が
ど
の

よ

う

な
時

代
に

生

き
て

い
た
の

か

を
確

認

し
、

そ
れ
ら

を
参
考

に

し
て

親
鸞
の

意

図
に

つ

い
て

み
て
い

き

た
い

。 

 

親

鸞
は

、

平
安

時
代
後

期

承
安

三

年
（

一
一
七

三

）
、

京

都
に

て
生
ま

れ

、
鎌

倉

時
代

前
期
弘

長

二
年

（
一
二

六
二
）

に
そ
の

生

涯
を

終
え

た

。
そ

の
時
代
は

、
ま

さ

に
呪

術
信
仰
の

全
盛

期

で
あ

り
、
民

衆
か
ら
貴

族
ま

で
幅
広

い

層
に

浸

透
し

て
い
た

。
「
平

安

時

代

中
期
か

ら
鎌

倉
時
代

前

期
に

か

け
て

の
史
料

に

は
、

物

気
や

鬼
、
天

狗

、
怨
霊

な
ど

に
つ
い

て

の
記

述

を
多

く
見
出

す
こ
と

が

で

き

る
」(

１)

こ

と

か

ら
当
時

の

俗
信
が

う
か

が
え
る

。
物
気

な
ど

と

い
っ
た

存

在
が

人

間
に

病
気
や

災

厄
を

も
た
ら

す
と
さ

れ

、
恐

れ

ら

れ
て

い

た
。

そ
こ
で

、

貴
族

社

会
に

お
い
て

は

、
僧

侶

や
陰

陽
師
が

祈

祷
や
加

持
、

占
い
な
ど

を
用

い

て
、

祓
い
や

病
気
治

癒

の
役

割
を

担

っ
て

い
た
。
そ

う

い
っ

た
現

世

利
益

を
求
め

る

思
想

が
当
然

と

さ
れ

て

い
た
時
代
が
、
平

安
期

浄
土
教

の
根

底

に
あ

る

。 

 

さ

ら
に

特

筆
す

べ
き
出

来

事
と

し

て
、
寛
和
元

年

（
九

八

五
）

に
天
台

宗
の
僧
で

あ
っ

た
源
信

に

よ
っ

て

『
往

生
要
集

』

が
著

さ

れ

た

こ
と

が
挙
げ

ら
れ
る

。

『
往

生

要
集

』
と
は

い

わ
ば

極

楽
往

生
の
方

法
が
記
さ

れ
た

書
で
あ
る

。
極

楽

往
生

の
方
法

、

す
な

わ

ち
臨

終
行

儀

が
示

さ
れ
、
後

世
の

臨

終
の
在
り
方
に

大
き

な

影
響

を
及
ぼ

し

た
。
念

仏
に

は
二
種
類

あ
る

と

し
て

、
一
つ

は

観
想

念

仏
で

、
平

生

に
行

う
念
仏
で

あ
る

と

さ
れ

た
。
も

う

一
つ

は

、
称

名
念
仏

で

あ
る

。

源
信

は
、
臨

終

時
に

観

想
念

仏
を
行

う
の
は

大

変

困

難
で

あ

る
た

め
に
、
称

名
念

仏

を
行
う
こ
と

が

重
要

で

あ
り

、
臨
終

時
に
心
を

乱
す

こ
と
な

く

、
正

念

に
念

仏
を
称

え
る
こ

と

で
極

楽
往

生

を
果

た
す
こ

と

が
で

き

る
と

示
し
た

。

さ
ら

に

、
源

信
は
横

川
の
僧

侶

二
十

五
人
で

二

十
五

三

昧
会

を
結
成

し
、
互

い

に
極

楽
往

生

を
果

た
す
た

め

の
助

け

合
い

を
行
っ

た

。
『
楞

厳
院

二
十
五

三

昧
結

衆

過
去

帳
』
に

は

、
二

十

五
三

昧
会
に

集

っ
た

念
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仏

者
た
ち

の

臨
終

時
の
様

子

が
描

か

れ
て

い
る
。
過

去
帳

か

ら
、

住
居
の

掃

除
を
行

い
、

身
体
を

清

め
る

こ

と
、

仏
像
の

手

に
付

け

た
五

色
の

糸

を
横

た
わ
っ

た

状
態
で

手
に
取
る
こ

と

な
ど

の

臨
終

行
儀
が

実

際
に
行

わ
れ

て
い
た

こ

と
が

明

ら
か

に
な
っ

て
い
る

。 
と

こ

ろ
で

、
源
信

が
『
往

生

要
集

』

を
著

し
た
理

由

と
し

て

、
末

法
の
時

代
が
近

づ
い
て

い
る
と

い

う
強

い
危
機

意
識
が
あ

っ

た

と
考

え
ら

れ

て
い

る

。
そ

の

意
識
は

、
貴

族

や
民

衆
に
ま

で

浸
透

し

、
極

楽

往
生
へ
の
強

い
関
心

、
そ

し
て

不
安
が

広
が

っ

た
。
人
々

は

、
源
信

が

示
し

た
臨
終

行

儀
、

そ

し
て

、
当
時

次

々
と

書

か
れ

た
往
生

伝
を
指

針

と
し

て
、
不

安

に
対

応

し
た

の
で
あ

る
。
当

時

書
か

れ
た

往

生
伝
と
い
う

の

が
、

『

往
生

要
集
』
と

同
時

期

に
著

さ
れ
た

『

日
本

往

生
極

楽
記
』

や

、
以

降

の
『

続
本
朝

往
生
伝

』

『

拾

遺
往

生

伝
』

『
後
拾

遺

往
生

伝

』
『

三
外
往

生

記
』

『

本
朝

新
修
往

生

伝
』

な

ど
で

あ
る
。

そ

し
て

、

こ
れ

ら
往
生

伝

に
お

い

て

、
臨
終

行

儀
は

さ
る
こ

と

な
が

ら

臨
終

時
に
つ

い

て
の

記

述
が

詳
細
に

残
さ
れ
て

い
る

。
つ
ま

り

、
臨

終

時
の

あ
り
方

が

最
も

と

い

っ

て
よ

い

ほ
ど
重
要
視
さ

れ
た

。

さ
ら

に
、
歴

史

学
者
の

西
口

順
子
氏

に

よ
る

と

、
六

つ
の
往

生

伝
の

臨

終
時

の
記
録

を

整
理

し

た

と

こ
ろ

、
他
の

臨
終
行

儀

や
善

知

識
に
遭
う
と

い

っ
た

こ

と
よ

り
も
、

奇

瑞
や
没

後
の

夢
告
の

記

述
が

と

く
に

多
か
っ

た
の
で

あ

る

。
人
々

は

臨
終

時
に
あ

ら

わ
れ

た

奇
瑞
を
見
て

、
往
生

を

確
信

し
た
。

す

な
わ
ち

、
奇

瑞
や
夢

告

と
い

っ

た
こ

と
が
極

楽
往
生

の

証
と

さ
れ

て

い
た

の
で
あ

る

。
西

口

氏
は

「
奇
瑞

・

夢
告

が

決
定

往
生
の

し

る
し

と

さ
れ

た
の
は

、

そ
れ

ら
が
死

後
の
世

界

を
知

る

た

だ
一
つ

の

こ
さ

れ
た
手
が

か
り

で

あ
っ

た
に
ち

が

い
な

い

」(
２)

と

し

て
い

る

。
奇
瑞

と
は
、
空
に

た

な
び

く

紫
雲

や
音
楽

、
異

香

と

い

っ
た
現

象
が

あ
げ
ら

れ

る
が

、

そ
の

ほ
と
ん

ど

が
五

感

を
も

っ
て
わ

か

り
や
す

く
知

覚
で
き
る

も
の
で

あ
る

。
唯
一

か
つ
誰

に

で

も

わ
か

り

や
す

く
理
解
で

き
る

こ

と
か

ら
、
奇

瑞
が
往

生

の
証

と
し
て

機

能
し

、

ひ
ろ

く
信
じ

ら

れ
る

と

こ
ろ

と
な
っ

た
。 
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第

二

節 

親

鸞
の

著
書
に
記

さ
れ

た
奇
瑞 

で

は

、
親

鸞
は
奇

瑞
を
ど

の

よ
う

に

捉
え

て
い
た

の

だ
ろ

う

か
。

論
じ
る

た

め
に

、
ま
ず

親
鸞
が

自
ら
の

著
書
に

記
し
た

奇

瑞

、

す

な

わ
ち
親

鸞
が

認
め
た
奇

瑞
を

取

り
上
げ
た
い

。

一
つ

が

『
高

僧
和
讃

』

に
収
め

ら
れ

た
和
讃

で

あ
る

。

『
高

僧
和
讃

』

は
、

三

帖

和

讃
の

一

つ
で

、
七
高

僧

と
呼

ば

れ
る
龍
樹
菩

薩

・
天

親

菩
薩

・
曇
鸞

大

師
・
道

綽
禅

師
・
善

導

大
師

・

源
信

和
尚
・

源
空
聖

人

の

「
七
人

の

浄
土

教
の
先

達

の
教

え

を
、

そ
の
事

蹟
や
著

作

に
即

し
て
わ

か

り
や
す

く
讃

嘆
」
（

『

註
釈

版

』
五

五
四
頁

）

し
た

も

の

で

あ
る

。

そ
の

う
ち
、
曇

鸞
・

法

然
を
讃
嘆
す

る
詩
に

、

奇
瑞

の
記
述

が

み
ら

れ

る
。

順
に
み
て

い
き
た

い
。 

ま

ず

、
曇

鸞
の
和

讃
を
取

り
上
げ

る

。
以

下
の
和

讃

は
曇

鸞

の
和

讃
全
三

十

四
首

の
う
ち

の
一
首

で
、
九

番
目
の

詩
で
あ
る

。 

六

十

有
七
と

き
い

た
り 

浄

土
の

往

生
と

げ
た
ま

ふ 

そ

の

と
き
霊
瑞
不

思
議
に
て 

一

切
道
俗
帰

敬
し
き

（
『

註
釈
版

』

五

八

三

頁
） 

臨

終

が
近

く

な
っ

た
曇
鸞

は

、
魏

の

興
和

四
年
に

は

平
遥

山

の
遥

山
寺
に
移

っ
た

。
そ
し

て
、
六

十
七
歳

を
む
か

え
た
年

に

、

い

よ

い

よ
素

懐

を
遂

げ
た
。

そ

の
際

に

奇
瑞
が
あ
ら

わ

れ
た

の

で
あ

る
。
香

気
や
音

楽

、
さ

ら
に
は

遥

山
寺

西

方
五

里
の
尼

寺

に
て

空

中
に

来
迎

と

還
浄
の
音
楽
が

聞
こ

え

た
と

さ
れ
る

。(

３)
様

々

な
奇

瑞
に
、
僧

侶
・
俗

人
問

わ

ず
多
く

の
門
徒

が
さ
ら

に
敬
い
の

心

を

増
し

た
の

で

あ
る

。 

次

に

法
然

の
和
讃

に
つ
い

て

。
全

二

十
首
の
う
ち

三

首
に

奇

瑞
の

記
述
が

み

ら
れ

る

。 

源

空

存
在
せ

し
と

き
に 

金

色
の

光

明
は

な
た
し

む 

禅

定

博
陸
ま
の
あ

た
り 

拝

見
せ

し
め
た
ま

ひ
け
り

（
『

註
釈
版

』

五

九

六

頁
） 
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法

然

は
、

在

世
中
に
時
折

そ

の
身

体

か
ら
金
色
の

光

明
を

放

っ
て

い
た
と

い

う
。

禅
定
と

は
仏
門

に
入
っ

た
人
の

こ
と
で
、

博

陸

と

は
摂
政

関

白
の

こ
と
で

あ

る
。

こ

こ
で

は
藤
原

兼

実
を

指

し
て

い
る
。

光
を
放
つ

法
然

の
姿
を

見

た
兼

実

は
敬

慕
の
思

い
が
さ

ら

に
強

ま
っ

た

。 

源

空

光
明
は

な
た

し
め 

門

徒
つ

ね

に
み

せ
し
め

き 

賢

哲

・
愚

夫
も
え

ら

ば
れ
ず 

豪

貴
・
鄙
賤

も
へ
だ

て
な

し
（
『

註

釈

版

』

五
九

七

頁
） 

前

述

の
和

讃
と
同

様
に
、

法

然
は

時

折
そ

の
身
体

か

ら
光

明

を
放

っ
て
い

た

。
賢

い
も
の

、
愚
か

な
も
の

、
高
貴

な
人
や

賤

し

い

も

の

、
そ

れ

ら
の
区
別
な

く

帰
依
す

る
も

の
す
べ

て

が
徳

高

い
光

明
を
目

に

し
て
法

然
を

敬
っ
た
。 

本

師

源
空
の

を
は

り
に
は 
光
明

紫

雲
の

ご
と
く

な

り 

音

楽
哀

婉
雅
亮

に

て 

異

香
み

ぎ
り
に
映

芳
す
（

『
註

釈
版
』

五

九

八

頁

） 

法

然

の
臨

終
の
際

に
も
、

様

々
な

奇

瑞
が

あ
ら
わ

れ

た
。

空

に
紫

の
雲
の

よ

う
な

光
明
が

輝
き
、

心
に
し

み
て
浄

ら
か
な

感

動

に

み

た

さ
せ

る
音
色
が
響
い

て

い
た

。

さ
ら

に
、
法

然
の
周

囲

に
は

浄
ら
か

な
香
り

は

満
ち

て
い
た

。

『
高

僧

和
讃

』
に
み

ら
れ
る

奇

瑞
の

記
述

は

以
上
の
四
首
で

あ
る

。 

次

に

、
『

西

方
指

南
抄
』

の
記
述

を

確
認
し
た
い

。

『
西

方

指
南

抄
』
は

、
親
鸞

が
晩
年

の
頃
に

編
述
し

た
法
然

の
遺
文
録

で

あ

る

。
「
源

空
聖

人

私
日
記

」
に
「
長
承

二

年
（
癸

丑

）
聖

人
始

出

胎
内
之

時

、
兩

幡
自

天
而
降
。
奇
異
之

瑞
相

也

。
權
化

之

再
誕

也
。

見

者

合
掌

、
聞
者

驚

耳
（

云

云

）
。
」
（
『

聖
典

全

書
』
第

三
巻

九

五
九

頁

）
と

法

然
誕

生
時
の

奇

瑞
が

記
さ
れ

て
い
る

。
内
容

は
、

長

承

二
年
（
一

一
三

三
）
、
法

然
が
母
親

の

胎
内
か

ら
誕

生
し
た

時
に
、
二
本

の

旗
が

天
か

ら
降

っ

て
き
た

と
い

っ
た
も

の

で
あ

る

。 
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加

え

て
、

中

巻
本
に
法
然

臨

終
時

の

様
子
が
書
か

れ

て
い

る

。 

又

同

廿
日

巳

時
に

、
大
谷

の

房
の

上
に
あ

た
り
て

、

あ
や

し

き
雲

、
西
東

へ

な
お
く

た
な

び
き
て

侍

中
に
、

な
が

さ
五
六

丈

ば

か

り

し
て

、

そ
の
中
に
ま

ろ

な
る

か

た
ち

あ
り
け

り

。
そ

の

い
ろ

五
色
に

し

て
、
ま

こ
と

に
い
ろ

あ

ざ
や

か
に
し

て
、
光

あ

り

け

り

。
た

と

へ
ば

、
繪
像

の

佛
の

圓

光
の

ご
と
く

に

侍
け

り

。
み

ち
を
す

ぎ

ゆ
く
人

々
、

あ
ま
た
と

こ
ろ
に

て
、

み
あ
や

し

み

て

お

が
み
侍

け
り

。 

又

同

日
午

時
ば
か

り
に
、

あ

る
御

弟

子
申
て
い
ふ

や

う
、

こ

の
上
に
紫
雲

た

な
び
け

り
、

聖
人
の
往

生
の
時

ち
か

づ
か
せ

た

ま

ひ

て

侍
か

と

申
け

れ
ば
、

聖

人
の

た

ま
は

く
、
あ

は

れ
な

る

事
か

な
と
（

中

略
） 

又

同

廿
三

日
に
も

紫
雲
た

な

び
き

て
侍
よ

し
、
ほ

の

か
に

き

こ
え

け
る
に

、

同
廿

五

日
む

ま
の
時
に

、
ま
た

紫
雲

お
ほ
き

に

た

な

び

き
て

、
西
の

山
の
水
の

尾
の

み

ね
に

み
え
わ

た

り
け

る

を
、

樵
夫
ど

も
十
餘

人

ば
か
り
み
た

り

け
る

が

、
そ

の
中
に

一

人

ま

い

り
て

、

こ
の

よ
し
く

わ

し
く

申
け
れ

ば
、
か

の

ま
さ

し

き
臨

終
の
午

の
時
に
ぞ

あ
た

り
け
る

。

ま
た

う
づ
ま

さ
に
ま

い

り

て

下

向
し

け

る
あ

ま
も
、

こ

の
紫

雲
お
ば

お
が
み

て

、
い

そ

ぎ
ま

い
り
て

つ
げ
申
侍

け
る
。
（
『
聖

典
全
書

』
第

三
巻
九

四

〇

～

九

四
二

頁

） 

建

暦

二
年

（

一
二

一
二
）

正

月
二

十

日
巳

の
時
（

午

前
十

時

頃
）

、
大
谷

の

房
の

上
に
不

思
議
な

雲
が
ま

っ
す
ぐ

た
な
び
い

て

い

る
中

に
長

さ

五
六

丈
ほ
ど

の

丸
い

形

の
も

の
が
あ

っ

た
。

そ

の
色

は
五
色

で

、
色

鮮

や
か

で
輝
い

て

い
る

。

絵
像

の
仏
の

円
光
の

よ

う

で

あ
っ

た

。
同

日
の
午
の

時
に

は

、
房
の
上
に
紫

雲
が

た

な
び

い
て
い

る

の
を

弟

子
が

確
認
し

て

い
る

。

ま
た

、
同
月

二
十
三

日
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に
紫

雲
が

た

な
び

き
、
さ

ら

に
二

十

五
日

午
の
時
に

、
ま

た

紫
雲

が
大
き

く

た
な

び

い
て

い
る
の

を

木
こ

り

た
ち

十
余
人

が

見
て

い

る

。
太
秦

に

参
り

に
来
て

い

た
尼

も

紫
雲
を
見
て

お

り
、

こ

の
紫

雲
が
た

な

び
い

て

い
た

同
時
刻

法

然
は

臨

終
を

迎
え
た

と
い
う

。 

 

第

三

節 
現

生
正

定
聚
と

「
恵
信

尼

消
息

」 

以

上

の
よ

う

に
、
親
鸞
は

自
ら
の

著

書
に

お
い
て

奇

瑞
を

記

し
て

い
る
。

し

か
し

、
西
口

順
子
氏

に
よ
る

と
、
法

然
や
親
鸞

、

一

遍
の

登
場

に

よ
っ

て
往
生
の

証
と

し

て
の
奇
瑞
が
不

必
要

に

な
っ

た
と
指

摘
さ
れ
て

い
る

。
な
ぜ

な

ら
、

法

然
・

親
鸞
の

教
義
に

よ

っ

て
往
生

の

き
め

て
は
「
信

」
と

な

り
、

さ
ら
に
一

遍
は

「

信
不

信
と
わ

ず

」
と

い

っ
て

、
信
心

を

持
た

な

い
ひ

と
で
さ

え

救
済

の

対

象
で
あ

る

と
示

し
た
。
中

世
に
往
生

伝

の
類
が

ほ

と
ん

ど

書
か

れ
て
い

な

い
こ

と

が
根

拠
で
あ

る

。(

４)

さ

ら
に

、
親

鸞
の

教

義

の

要
の

一
つ

で

あ
る

「
現
生

正

定
聚

」

と
往

生
の
証
と

し
て

の

奇
瑞

は
矛
盾

し

か
ね

な

い
。

親
鸞
は

師

で
あ

る

法
然

と
同
じ

く
、
臨

終

行

儀
を
否

定

し
た
。
そ
の
理

由
の

一

つ
と

し
て
、
現

生
正

定

聚
が

挙
げ
ら

れ

る
。
正

定
聚

と
は
、

「

間
違

い

な
く

さ
と
り

に

至
る

身

と

な

り
、
も
は

や
さ

と
り

か

ら
退

転
し
な

い
も
の
（
「

聚
」
は
「
集

ま
り
・
仲

間
」
の
意
）
」(

５)

の

こ

と
で
、
今

生
き

て
い
る

現
生

に

お

い
て
信

を
得

る
こ
と

が

で
き

た

な
ら

ば
、
そ

の

時
点

で

正
定

聚
の
位

に

つ
く

。

こ
れ

が
現
生
正

定
聚

の

意
で

あ
る
。

そ
し
て

、

正

定

聚
に

つ

く
こ

と
が
で

き

れ
ば

、

臨
終

来
迎
を
頼

む
必

要

も
な

く
、
奇

瑞
を
願
う

必
要

が
な
い

の

で
あ

る

。 

ま

た

、
親

鸞
の
現

生
正
定

聚

の
教

え

が
あ

ら
わ
れ

て

い
る

の

が
「

恵
信
尼

消

息
」

で
あ
る

。
親
鸞

の
妻
で

あ
る
恵

信
尼
が

娘

の

覚

信

尼
に
宛

て

た
手

紙
と
さ

れ

る
。

覚

信
尼
は
、
親

鸞
の
臨

終

を
そ

の
場
で

看

取
っ

た

が
、

そ
の
際

に

奇
瑞

が

起
こ

ら
な
か

っ
た
こ

と

に
不

安
を

覚

え
た
。
そ
れ

に

対
し

、
恵

信
尼
は
「

さ
れ

ば
御
り

ん
ず

は
い

か

に
も

わ

た
ら

せ
た
ま

へ
、
疑
ひ
思

ひ
ま

ゐ
ら

せ

ぬ
う

へ

、
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お

な

じ
こ

と

な
が

ら
」
（
『

註
釈

版
』
八

一
三
頁

）
と
消

息

に
記

し
た
。

臨

終
が

ど

の
よ

う
な
も

の

で
あ

っ
た
と

し
て
も

、

聖
人

の

浄

土

往
生
は

疑
い

な
く
、
そ

れ
が

変
わ

る

こ
と
は

な

い
と

い

う
こ

と
で
あ

る

。(

６)

つ

ま
り

、
臨

終
時

に
奇
瑞

が
現
れ

な
か
っ
た

と

し

て

も

、
浄

土

往
生
の
可
否
に

不
安
を

覚
え

る
こ
と

は

な
い

と

示
し

た
。
こ

の

恵
信
尼

の
消

息
は
、

親

鸞
が

説

い
た

現
生
正

定
聚
の

内

容
と

一
致

す

る
。 

 

第

四

節 

親

鸞
の

意
図 

親

鸞

は
「

現

生
正

定
聚
」

の
教
え

を

説
き

、
信
心

が

定
ま

っ

た
と

き
に
往

生
が
決

定
し
て

い
る
の

だ
か
ら

、

臨
終

時
に
来
迎

を

願

う
事

は
な

い

の
だ

と
し
た

。

む
し

ろ

臨
終

来
迎
を
期

待
す

る

こ
と

は
自
力

へ

の
執

着

を
捨

て
き
れ

て

い
な

い

こ
と

の
あ
ら

わ
れ
で

あ

る

と
否
定

し

た
。

で
は
、
親

鸞
の

著

作
に
臨
終
来

迎

の
証

と

も
言

え
る
奇

瑞
が
著
さ

れ
て

い
る
こ

と

は
ど

の

よ
う

な
意
図

が
あ
る

の

だ

ろ

う
か

。 

そ

の

理
由

の
一
つ

に
、
善

導

と
法

然

が
三

昧
発
得

を

体
験

し

た
高

僧
で
あ

る

こ
と

が
あ
げ

ら
れ
る

。

三
昧

発
得
と

は
、
心

を

一

点

に
集

中
さ

せ

た
深

い
静
寂
の

状
態
（

禅
定

）
に
お

い

て
正
し

い
智

慧
が
生

じ
仏
な

ど
の
勝

れ
た
境

地

を
感

見
す
る

こ
と
。
ま

た

、
「

仏

及
び

仏
界

を

現
身
に
見
る
体

験

」(

７)

を

指

し
て

い
る

。
法

然
は

こ

の
三

昧
発

得

を
体

験

し
て

い
る
。
『

西

方

指
南

抄

』
「
源
空

聖
人

日

記

」
に

は

以
下
の
出
来

事

が
残

さ

れ
て

い
る
。 

夢

の

お
告

げ

を
示

す
紫
雲

が
広
く

た

な
び

い
て
、
日

本
国

全

体
を

覆
っ
た

。

雲
の

中
か
ら

無
量
の

光
が
出

て
い
た

。
光
の

中

か

ら

百
の

宝
の

色

を
持

っ
た
鳥
が

飛
び

出

し
て

、
虚
空

に

充
満

し

た
。

そ
の
時

に
高
山
に

登
る

と
、
直

ち

に
生

身

の
善

導
大
師

を

拝
む

こ
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と

が

で
き

た

。
善

導
は
腰
か

ら
下

は

金
色
で
、
腰
か

ら
上

は

常
人

と
同
じ

で

あ
っ

た

。
善

導
は
言

っ

た
。

「

お
前

は
愚
か

者

だ
と

は

言
え

、
念

仏

を
一

天
の
も

と

に
広

め

て
い

る
。
称

名

専
修
を

衆
生

に
広
げ

る

た
め

に

私
は

こ
こ
に

来

た
の

だ

。
善

導
は
す

な
わ
ち

私

で

あ

る
。

こ

れ
に

よ
っ
て

、

専
修

念

仏
の
法
を
広
め

よ
。

念

仏
は

年
々
次

第

に
繁

盛

し
、

念
仏
の

流

布
し

な

い
と

こ
ろ
は

な
く
な

る

で

あ

ろ
う

」
と

。(

８)

さ

ら
に

、
臨

終
時
に

お
い

て
も

法

然
の

目

に
は

仏
が
見
え

て
い

た

と
い
う

。
「

法

然

上
人

臨

終
行

儀
」
に

次

の

よ

う

に
親

鸞

は
記

し
て
い

る

。 

ま

た

あ
る
時

、
弟

子
ど
も

に

か
た

り

て
の

た
ま
は

く

、
觀

音

・
勢

至
菩
薩

、

聖
衆
ま

へ
に

現
じ
た
ま

ふ
お
ば

、
な

む
だ
ち

、

お

が

み

た
て

ま

つ
る

や
と
の

た

ま
ふ

に

、
弟

子
等
え

み

た
て

ま

つ
ら

ず
と
申

け

り
。
ま

た
そ

の
ゝ
ち

臨

終
の
れ

う
に

て
、
三

尺

の

彌

陀

の
像

を

す
ゑ

た
て
ま

つ

り
て

、

弟
子

等
申
や

う

、
こ

の

御
佛

を
お
が

み
ま
い

ら

せ
た
ま
ふ
べ

し

と
申
侍

け
れ

ば
、
聖

人

の

た

ま

は
く

、

こ
の
佛
の
ほ

か

に
ま

た

佛
お

は
し
ま

す

か
と

て

、
ゆ

び
を
も

て

む
な
し

き
と

こ
ろ
を

さ

し
た

ま
ひ
け

り
。
按

内

を

し

ら

ぬ
人

は

、
こ

の
事
を
こ

ゝ
ろ

え

ず
侍

。
し
か

る

あ
ひ

だ

、
い

さ
ゝ
か

由

緖
を
し

る
し

侍
な
り
。

凡
こ
の

十
餘

年
よ
り

、

念

佛

の

功
つ

も

り
て

極
樂
の

あ

り
さ

ま

を
み

た
て
ま

つ

り
、

佛

・
菩

薩
の
御

す

が
た
を

、
つ

ね
に
み

ま

い
ら

せ
た
ま

ひ
け
り

。

し

か

り

と
い

ゑ

ど
も

、
御
意

ば

か
り

に

し
り

て
、
人
に

か
た

り

た
ま

は
ず
侍

あ

ひ
だ
、

い
き

た
ま
へ

る

ほ
ど

は
、
よ

の
人
ゆ

め

ゆ

め

し

り
侍

ず

。
お

ほ
か
た

眞

身
の

佛
を
み

た
て
ま

つ

り
た

ま

ひ
け

る
こ
と

、
つ
ね

に

ぞ
侍

け
る
。
（

『
聖
典

全
書

』
第
三

巻

九

三

九

～
九

四

〇
頁

） 

弟

子

が
い

る

な
か
法
然
の

み

が
観

音

菩
薩

・
勢
至

菩

薩
や

ほ

か
の

浄
土
の
聖

衆
が

見
え
て

い
た
の

で
あ
る

。
さ
ら

に
、
法
然

に

は

以

前
か
ら

仏

・
菩

薩
の
姿
が

見
え

て

い
た

と
い
う

。 
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ま

た

、
法

然
は
『

選
択
集

』

に
て

善

導
が

三
昧
発

得

の
人

で

あ
っ

た
こ
と

を

記
し

て
い
る

。
法
然

が
ひ
と

え
に
善

導
の
教

え

に

依

っ

て

い
た

こ

と
は
親
鸞
も
当

然
知

る

と
こ

ろ
で
あ

っ

た
だ

ろ

う
。

仏
を
見

る

こ
と

は

、
煩

悩
に
ま
み

れ
た

凡

夫
で

は
決
し

て

自
力

で

は
果

た
す

こ

と
が

で
き
な

い

。
実

際

に
親

鸞
で
さ

え

も
三

昧

発
得

を
体
験

し

て
い

な

い
。

で
あ
る

か

ら
こ

そ
、
法

然
や
そ

の

他
高

僧

に
対

す
る

尊

敬
の

念
は
高
ま

る
ば

か

り
で

あ
っ
た

。 

さ

ら

に
、

哲

学
者
で
浄
土

真

宗
の

僧

侶
で

あ
っ
た

大

峯
顕

氏

著
『

高
僧
和

讃

を
読

む
』
に

次
の
よ

う
な
こ

と
が
書

か
れ
て
い

る
。 

伝

記

に
よ

り

ま
す

と
、
法

然

上
人
は
生
き

て
お
ら

れ

る
と

き

か
ら

す
で
に

仏
さ
ま

の

生
ま

れ
変
わ
り

だ
と
思

わ
れ

て
い
た

の

で

す

。

（
中

略

）
地

獄
の
中
か

ら
こ

の
自
分

を
救
い
出

す
一

筋
の
真

実
の
道

を
教
え
て

下
さ

っ
た
方
だ

と
い
う

深
い

宗
教
体

験

の

上

か

ら
、

お
浄
土

か
ら
来
ら

れ
た

方
だ
と

実
感
さ

れ

た
の

で

す
。

（
六
一

～

六
四
頁

） 

つ

ま

り
、

法

然
は

仏
・
菩

薩

の
化

身

で
あ

る
た
め

に

、
そ

の

身
に

奇
瑞
な

ど
不
思

議
な
出

来
事
が

起
こ
る

こ
と
に

何
ら
お
か

し

な

点
は

な
く

、

親
鸞
が
著
作
に

記
す

こ

と
に

は
讃
嘆

の

意
図

が

込
め

ら
れ
て

い

た
の
で

は
な

い
か
と

考

え
る

。 

  

第

二

章 

親

鸞
を

描
い
た

奇

瑞 

第

一

節
『

御

伝
鈔

』 

第

二

章
で

は

、
親

鸞
を
主

題

に
記

さ

れ
た
奇
瑞
を

取

り
上

げ

た
い

。
親
鸞

の

伝
記

は
、
中

世
の
時

代
か
ら

す
で
に

え
が
か
れ

る

よ

う

に

な
っ

た

。
代

表
的
な
伝

記
が

『

御
伝

鈔
』
で

あ

る
。

『

御
伝

鈔
』
は

元

来
『

本

願
寺

聖
人
親

鸞

伝
絵

』

と
い

う
図
絵

と

詞
書

が
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と

も

に
記

さ

れ
た
絵
巻
物
で

あ
っ

た

。
写

伝
の
過

程
で
図

絵

と
詞

書
と
を

分
け
て
書

か
れ

る
よ
う

に

な
り

、

そ
の

詞
書
の

み
が
記

さ

れ

た

の
が

『
御
伝

鈔
』
で

あ

る
。

現

代
ま

で
に
多
く

の
親

鸞

伝
記

が
残
さ

れ

て
い

る

が
、

『
御
伝
鈔

』
は

本

願
寺

公
認
の

親
鸞
伝

で

あ

り

、
史

実

性
の

是
非
は

さ

て
お

き

、
今

日
ま
で

親

鸞
伝

記

と
し

て
の
地

位
を
確

立

し
て

い
る
。

『

御
伝

鈔

』
で

は
、
夢

と
い
っ

た

か

た

ち
で
不

思
議
な
出
来

事

が
多

く

描
か

れ
て
い

る

。
本

文

中
に

描
か
れ

た
夢
の
内

容
を

順
に
み
て

い
き
た

い
。 

ま

ず

は
、

最
も
代

表
的
な

夢

告
の

一

つ
と

し
て
知

ら

れ
る

「

六
角

堂
夢
告

」

が
上

巻
第
三

段
に
み

ら
れ
る

。
あ
る

夜
、
六
角

堂

に

て
参

籠
を

続

け
て

い
た
親

鸞

は
夢

告

を
受
け
た
。 

六

角

堂
の

救

世
菩

薩
、
（

中

略
）

善

信
（

親
鸞
）

に

告
命

し

て
の

た
ま
は

く
、
「

行

者
宿
報
設
女

犯 

我
成

玉
女

身
被
犯 

一

生

之

間
能

荘

厳
臨

終
引
導

生

極
楽

」

と
い

へ
り
。

救

世
菩

薩

、
善

信
に
の

た

ま
は
く

、
「

こ
れ
は

こ

れ
、

わ
が
誓

願
な
り

。

善

信

こ

の
誓

願

の
旨

趣
を
宣

説
し
て

、
一
切

群
生
に

き

か
し

む

べ
し

」
と
云

々

。
（
『

註
釈
版
』
一
〇

四
四
～

一
〇

四
五
頁

） 

救

世

菩
薩

と

は
聖

徳
太
子

の
本
地

で

あ
る

。
太
子

が

親
鸞

の

夢
に

現
れ
、

誓

願
を

告
げ
た

。
太
子

の
夢
告

は
、
親

鸞
を
法
然

の

下

へ

と
導
く

縁

に
な

っ
た
と

も

さ
れ

て

い
る

。 

同

巻

第
四

段
は
「

蓮
位
夢

想

」
と

称

さ
れ

る
。
親

鸞

の
高

弟

で
あ

る
蓮
位

に

夢
告

が
あ
っ

た
。
そ

の

夢
の

中
で
、

聖
徳
太
子

が

親

鸞
に

拝
礼

し

、
親

鸞
が
阿

弥

陀
仏

の

化
身
で
あ
る

こ

と
を

告

げ
た

。 

第

五

段
に

お

い
て

も
、
「

夢
の
告

げ

に
よ

り
て
、
綽

空
の

字

を
改

め
て
」

（

『
註

釈
版
』

一
〇
四

七

頁
）

と
書
か

れ
て
お
り

、

夢

告
を

様
々

な

き
っ

か
け
と

し

た
こ

と

が
う

か
が
え

る

。 
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第

八

段
に

は

、
定

禅
と
い

う

絵
師

の

見
た

夢
に
つ

い

て
書

か

れ
て

い
る
。

親

鸞
の

弟
子
で

あ
る
入

西
房
が

親
鸞
の

絵
像
を

写

し

た

い

と
日
頃

考

え
て

い
た
と

こ

ろ
、
親
鸞

本
人
が
「

定
禅

に
描
か

せ
て

は
ど

う

か
」
と
す

す
め

た
。
入
西

に
よ
っ

て
招

か
れ

た

定
禅

が

、

親

鸞
の
顔

を

見
て

、
昨
晩
の

夢
に

出

て
き

た
尊
い
僧

の
尊

顔

と
一

分
も
違

わ

な
い

と

言
っ

た
。
ま

た

、
夢

の

中
で

拝
見
し

た

僧
は

ま

る

で
生
き

た

姿
の

阿
弥
陀

仏

の
よ

う

で
あ

っ
た
と
語

っ
た

。

こ
の

こ
と
か

ら

、
「

聖

人
（

親
鸞
）

、

弥
陀

如

来
の

来
現
と

い
ふ
こ

と

炳

焉
な
り

」

と
後

述
さ
れ

て

い
る

。

す
な

わ
ち
、

親

鸞
が

阿

弥
陀

仏
の
化

身
と
し
て

こ
の

世
に
現

れ

た
方

で

あ
る

と
解
釈

さ
れ
た

の

で

あ

る
。 

下

巻

に
も

夢

告
が

み
ら
れ

る

。
流

罪

を
経

た
後
、

関

東
か

ら

京
都

へ
向
か

う
様
子

が
第
四

段
で
記

さ
れ
て

い
る
。

道
中
に

訪

ね

た

人

家
に
高

齢

の
老

人
が
住
ん

で
い

た

。
立

派
な
装

束
を
身

に

つ
け

て
お
り

、

箱
根
権

現
を

ま
つ
る

社

に
て

神

楽
を

勤
め
て

い
る
ら

し

い

。

そ
し

て
今
し

が
た
見
た

夢
に

つ

い
て
語
っ
た

。

「
権

現

仰
せ

ら
れ
て

い

は
く
、

〈
た

だ
い
ま

わ

れ
尊

敬

を
い

た
す
べ

き

客
人

、

こ

の
路
を

過

ぎ
た

ま
ふ
べ

き

こ
と

あ

り

、
か

な
ら

ず

慇
懃

の

忠
節

を
抽
ん

で

こ
と

に
丁
寧

の
饗
応

を
ま
う

く

べ
し
〉
と
云

々
。
」（
『

註

釈

版
』
一

〇

五
六

頁
）
夢
に

権
現
が

現
れ

、
敬
う

べ

き
客

人

が
来

る
た
め

礼
を
尽
く

し
も

て
な
す

よ

う
お

告

げ
が

あ
っ
た

。
そ
し

て

間
も

な
い

う

ち
に
親
鸞
が
訪

ね
て

き

た
の

で
あ
る

。
老
人

は

お
告

げ
の
通

り
親
鸞
を

あ
つ

く
も
て

な

し
た

。 

第

五

段
で

は

、
親

鸞
の
門

弟

で
あ

る

平
太

郎
が
熊

野

参
詣

に

向
か

い
、
熊

野
に
到

着
し
た

そ
の
日

の
夜
に

見
た
夢

が
記
さ
れ

て

い

る

。 

夢

に

告
げ

て

い
は

く
、
証

誠

殿
の

扉
を
排

き
て
、

衣

冠
た

だ

し
き
俗
人
仰

せ

ら
れ
て

い
は

く
、
「

な

ん
ぢ

な
ん
ぞ

わ
れ
を

惣

諸

し

て

汚
穢

不

浄
に

し
て
参

詣
す
る

や

」
と

。
そ
の
時

か
の

俗

人
に
対
座
し

て

、
聖
人

忽
爾

と
し
て
ま

み
え
た

ま
ふ

。
そ
の

詞

に
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の

た

ま
は

く
、
「
か

れ
は

善

信
（

親
鸞

）
の

訓
に

よ

り
て

念

仏
す

る
も
の

な

り
」
と
云
々
。
こ
こ

に
俗
人

笏

を
た
だ
し
く
し

て
、

こ

と

に
敬

屈

の
礼

を
著
し

つ

つ
、

か

さ
ね

て
述
ぶ

る

こ
と

な

し
と

み
る
ほ

ど

に
、

夢

さ
め
を
は
り

ぬ

。
（
『

註
釈

版
』
一

〇

五

八

～

一
〇

五

九
頁

） 

平

太

郎
は

熊

野
参

詣
の
是

非

を
親

鸞

に
尋

ね
た
際

に

い
た

だ

い
た

神
祇
不

拝

の
教

え
に
従

い
、
心

身
を
あ

ら
た
ま

っ
て
清

め

る

こ

と

を

せ
ず
熊

野
に

赴
い
た
。

夢
に

現

れ
た
身
な
り

の

良
い

男

に
、

そ
の
こ

と

に
つ
い

て
咎

め
ら
れ

た

が
、

親

鸞
も

ま
た
夢

に

現
れ

そ

の
男

に
向

き

合
っ

た
。
親

鸞

は
、
平

太
郎
が
自
身

の

門
弟

で

あ
り

、
教
え

に
従
っ

て

念
仏

を
し
て

い

る
こ

と

を
告

げ
た
。

す
る
と

、

男
は

居
住

ま

い
を

た
だ
し

、

親
鸞
に

敬
服
し
た
。

以

上
の

よ

う
に

、
『
御

伝

鈔
』
に

は
多

く
の
夢

告

が
残

さ

れ
て

い
る
。 

と

こ

ろ
で

、
親
鸞

没
後
に

は

種
々

の

親
鸞

伝
が
誕

生

し
て

い

る
。

『
御
伝

鈔

』
を

は
じ
め

と
し
て

、

親
鸞

の
遠
忌

法
要
に

際

し

て

え

が

か
れ

た
親
鸞

伝
が
多

数

存
在

し

、
近

世
に
は

、

後
に

取

り
上

げ
る
『

親

鸞
聖

人

正
統

伝
』
が

著

さ
れ

た

。
伝

記
に
は

多
様
な

親

鸞

像
が
あ

ら

わ
れ

て
い
る

。

ま
ず

は

、
『

御
伝
鈔

』

に
お

け

る
親

鸞
像
を

み

て
い

き

た
い

。
上
巻
第

四
段
「

蓮
位

夢
想
」

で
は
、

蓮

位
の

夢
告

の

内
容
か
ら
親

鸞

が
阿

弥

陀
仏
の
化
身

で

あ
る

こ

と
が

示
さ
れ

て

い
る

。

ま
た

上
巻
第

八

段
に

お

い
て

も
入
西

房

の
夢

告

か

ら
同
様

の

こ
と

が
示
さ

れ

て
い

る

。
つ

ま
り
、

覚

如
の

記

し
た

親
鸞
伝

に

は
阿

弥

陀
仏

の
化
身

と

し
て

の

親
鸞

像
が
え

が
か
れ

て

い

る

。
清

基

秀
紀

氏
は
「
真

宗
の

土

着
（

六
）
真

宗
に
お

け

る
仏

と
師
」

（

『
印

度

學
佛

教
研
究

四

十
四

巻
第
二

号
』
）

に
お
い

て

以

下
の
よ

う

に
指

摘
し
て

い

る
。 
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真

宗

に
お

け

る
師

弟
関
係

が

「
御

同

朋
、

御
同
行

」
と
し

て

普
遍

的
論
理

を
持
つ
一

方
で

、
親
鸞
を

宗
祖
と

す
る

教
団
が

形

成

さ

れ

て
ゆ

く

と
、
師
を
仏

菩

薩
の

化
身
と

見
て
神

格

化
す

る

と
い

う
論
理

が

、
個
人

の
宗

教
体
験
か

ら
離
れ

て
、

伝
記
の

な

か

で

一

般
化
さ

れ
る

よ
う
に

な

っ
た

。

（
二

〇
六
頁

） 

祖

師

で
あ

る
親
鸞

を
神
格

化

し
て

語

る
こ

と
は
、

す

で
に

『

御
伝

鈔
』
が
書

か
れ

た
中
世

か
ら
始

ま
っ
て

い
た
の

で
あ
る
。

『

御

伝

鈔

』
の

内

容
の

ほ
と
ん

ど

は
親

鸞

を
称
え
尊
ぶ

も

の
で

あ

り
、

著
者
で

あ

る
覚

如

の
意

図
が
う
か

が
え
る

。
し

か
し
、

夢
告
が

多

く
描

か
れ

る

一
方
で
、
臨

終

の
際

の

奇
瑞
は
書
か

れ

て
い

な

い
。

そ
の
背

景
に
は
、

覚
如

が
示
し

た

「
平

生

業
成

」
の
理

論

が
あ

げ

ら

れ

る
。
覚

如
は

親
鸞
の
現

生
正

定

聚
を
継
ぐ
教
え

と
し

て

平
生

業
成
を

示
し
た
。

平
生

業
成
と

は

、
臨

終

時
の

一
念
な

ど
の
自

力

に

よ

る
臨

終

来
迎
に
対
す

る

言
葉
で

、
平

生
に
往

生
が
決

定

す
る

こ
と
で

あ

る
。
前

述
し

た
通
り

、

奇
瑞

は

往
生

の
証
と

し
て
機

能

し

て

い
た

。
覚
如
は
平
生

業

成
の

意

を
確
か
に
伝
え

る
た

め

に
、

臨
終
時

の
奇
瑞
を

え
が

く
こ
と

を

し
な

か

っ
た

の
で
は

な
い
か

と

考
え

ら
れ

る

。 

 

第

二

節 

『

親
鸞

聖
人
霊

瑞

編
』 

夢

告

だ
け

で

な
く

、
親
鸞

出

生
時

に

起
き

た
不
思

議

な
出

来

事
や

、
親
鸞

が

各
地

で
起
こ

し
た
と

さ

れ
る

出
来
事

が
伝
説

と

し

て

伝
え

ら
れ

て

い
る

。
そ
の

よ

う
な

親

鸞
の
伝
説
を
集

め
た

の

が
『

親
鸞
聖

人

霊
瑞
編

』
で

あ
る
。

江

戸
時

代

後
期

の
西
本

願
寺
教

団

の
学

僧
で

、

専
精

寺
第
二

十

一
代

住

職
で

あ
っ
た
正

聚
房

僧

純
が

編
述
し

、
文
久
元

年
（

一
八
六

一

）
親

鸞

聖
人

六
百
回

忌

の
際

に

版

行
さ
れ

た

。
こ

の
時
に
版

行
さ

れ

た
の

は
一
巻

本

で
あ

っ

た
が

、
僧
純

没

後
に

、

亡
く

な
る
ま

で

収
集

し

て
い

た
伝
説

を

同
寺

二
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十

三

代
目

住

職
の

中
山
令

純

が
補

刻

し
、
上
下
二

巻

本
と

し

て
版

行
さ
れ

た

。
『
親

鸞
聖

人
霊
瑞

編

』
に

は

、
同

じ
く
僧

純

が
編

纂

し

た

『
妙

好

人
伝

』
や
第

一

節
で

取

り
上
げ
た
『

御

伝
鈔

』

『
親

鸞
聖
人

正

明
伝

』

『
高

田
開
山

親

鸞
聖

人
正
統

伝
』
な

ど

様
々

な

親

鸞

伝
に

収

め
ら

れ
た
話

、

そ
し

て
僧
純
が
各
地

を

巡
り

自

ら
見

聞
し
、

記

録
し

た

伝
説

が
記
さ

れ

て
い

る

。 

 

本

節
で

は

、
『
霊
瑞
編

』

に
収

め

ら
れ

て
い
る

、

『
高

田

開
山

親
鸞
聖

人

正
統

伝

』
か

ら
採
っ

た

説
話

と

「
越

後
の
七

不
思
議

」

を
取

り
上

げ

、
僧

純
の
加
え

た
説

示

を
参

考
に
し

て

、
奇

瑞

の
意

図
を
見

て

い
き

た

い
。 

 

第

一

項 

『

高
田

開
山
親

鸞

聖
人

正

統
伝

』 

『

高

田
開

山

親
鸞

聖
人
正

統

伝
』

（

以
下

『
正
統

伝

』
）

は

高
田

派
の
学

僧
で
あ

る
五
天

良
空
が

著
し
た

。
「
真

仏
と
顕
智

が

著

し

た

と
い

う
「
本

伝

」
を

中

心
と

し

て
、
信

順
の
「

下

野
伝

」
、
「

正
中

記

」
、
「
至

徳
記

」
、
「

五

代
記

」
、
存

覚
の
「

四
巻
伝

」

（

正

明
伝
に

同
じ

）
な
ど

、

下
野
の

高
田

専
修
寺

宝

庫
に

伝

来
し

た
と
称

す

る
史

料

を
用

い
て
編

集

し
た

も

の
で

、
親
鸞

の

年
齢

に

よ

っ

て

、
編

年

体
に

整
理

し

て
記

述

」(

９)

さ

れ

て
い

る

。
『

正
統

伝

』
は
、
高

田

派
が
親

鸞
の
正
統

な
後
継

で

あ
る
こ
と
を

示

そ
う

と

い

う
意

図

が
込

め
ら
れ

た

親
鸞

伝
で
あ

る
と
一

般

的
に

指

摘
さ

れ
て
い

る

。 

ま

た

、
清

基

秀
紀

氏
「
真

宗

の
土

着

（
三

）
」
に

お

い
て

、

親
鸞

伝
の
以

下
の
よ

う
な
特

徴
が
示

さ
れ
て

い
る
。 

親

鸞

伝
を

構

成
す

る
説
話

に

は
、

あ

き
ら

か
に
編

者
の
意

図
が
見
え
る
。

（
中
略

）

親
鸞

の
神
格
化

が
考
え

ら
れ

る
。
宗

派

の

祖

師

を
神

秘

的
な

奇
瑞
や
霊

験
の

説

話
で

超
人
的

な

能
力

を

持
つ
人
格
と

し

て
著
す

こ
と
は
他
に
も

よ
く
見

ら
れ

る
。
ま

た

、
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土

俗

的
な

民

間
信

仰
が
と

り

入
れ

ら

れ
て

い
る
こ

と

は
、

親

鸞
伝

が
土
着

を
意
識

し

た
も
の
で
あ

っ

た
と

考

え
ら

れ
る
（

六

一

三

頁

） 
こ

の

指
摘

の
通
り

、
『
正

統

伝
』

に

お
い

て
も
「
親

鸞
の

神

格
化

」
、
そ

し

て
「

土
俗
的

な
民
間

信
仰
」

が
取
り

入
れ
ら
れ

た

話

が
確

認
で

き

る
。
特
に
神

格

化
に

つ

い
て

は
、
『
御

伝
鈔

』

と
比

べ
て
よ

り

強
調
さ

れ
て

い
る
こ

と

が
う

か

が
え

る
。 

は

じ

め
に

、
親
鸞

の
入
胎

に

つ
い

て

の
話

は
以
下

の

よ
う

に

書
か

れ
て
い

る

。 

御

母

吉
光

女

、
つ

ね
に
菩

提

心
ふ

か

し
。
或
夜
、

し

き
り

に

浮
世

の
無
常

を
観
じ
、

西
首

し
て
臥
し

た
ま
う

。
其

夜
の
夢

に

、

西

方

よ
り
金

色
の

光
明
か

が

や
き
来
り
、

身
を
遶
る

こ
と

三

匝
し

て
、
口

中
に
入
る

こ
と

箭
の
如
し

。
夢
中

に
驚

て
西
方

に

向

い

給

え
ば

、
一
の

菩
薩
ま

し

ま
し

、
長
一

尺
許
の
五

葉
の
松

一
本

を
持
ち

、

こ
れ
を

授
て

言
わ
く
、

吾
は
如

意
輪

也
。
汝

奇

異

の

児

を
生

せ

ん
、

必
ず
是
を

以
て

名
と
す

べ
し
と

云

云
。

夢

さ
め

て
、
不

思

議
の
思

い
を
な
し
、

明

旦
有
範

卿
、

禁
裏
よ

り

退

出

を

待
て

此

事
を

語
り
給
う

。
有

範

卿
、
し
ば
ら

く

案
じ

て
曰
く

、
昔
し

菅

丞
相
は

身
上

に
松
生
ず

と
夢
み

て
、

横
難
に

逢

い

た

ま

え
り

。
然
ど

も
、
君
が

夢
は

必
ず
祥

瑞
な
ら

ん

。
但
し

恨
ら

く
は
奇

子
を
生
ず

と
も

僧
徒
と
な

り
て
、

我
家

は
継
ぐ

べ

か

ら

ず

と
。
是

よ
り

始
て
、

吉

光
女

有

身
し

た
ま
う

。

抑
金

色

光
明

の
来
応

は

、
是
聖

人
は

、
即
西
方

弥
陀
如

来
の

化
身
に

て

ま

し

ま

す
徴

な

り
。

又
思
う

に

、
五

葉

松
は

、
若
聖

人

の
法

流

五
家
に
則
る

る

こ
と
有

ん
か
、
件
の
瑞

夢
は
承

安
二

年
壬
辰

五

月

二

日

の
夜

半

也
。

（
『
親

鸞

伝
叢

書

』
一

二
五
頁

） 

親

鸞

の
母

と

さ
れ

る
吉
光

女

の
夢

に

五
つ

葉
の
松

を

持
っ

た

如
意

輪
観
音

が

現
れ

た
。
夫

で
あ
る

日
野
有

範
に
夢

に
つ
い
て

話

す

と

、
有
範

は

過
去
の
偉
人
の

松
に

ま

つ
わ

る
夢
告

を

例
に

し

て
、

そ
の
夢

が
吉
夢
で

あ
ろ

う
と
喜

ん

だ
。

証

明
さ

れ
る
か

の
ご
と

く
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そ

の
後
親

鸞

が
誕

生
し
た

。

金
色
の

光
明
が
西
か

ら
来
た

こ

と
、

こ
れ
は

親

鸞
が
阿

弥
陀

の
化
身

で

あ
る

証

で
あ

る
。
僧

純

は
、

聖

徳

太

子
が

金

色
の

僧
と
な

っ

て
母

親

の
胎

内
に
入
っ

た
こ

と

や
、

法
然
上

人

の
母
が

か
み

そ
り
を

呑

む
夢

を

見
た

後
に
懐

妊

し
た

こ

と

な

ど
を
例

に
挙

げ
て
、
聖

者
の

入

胎
に

は
奇
瑞

の

前
触

れ

が
あ

る
の
だ

と

示
し

て

い
る

。
ま
た

、

松
に

つ

い
て

も
枯
れ

る
こ
と

な

く
常

に
緑

で

あ
る
特
徴
を
挙

げ
、
阿

弥
陀
の
本
願

が

盛
ん

で

あ
る

こ
と
と

結
び
つ
け

て
い

る
。 

続

い

て
、

親

鸞
誕

生
か
ら

幼

年
の

奇

瑞
に

つ
い
て

。 

御

誕

生
は

、

人
皇

八
十
代

高

倉
院

御

字
承

安
三
年

癸

巳
四

月

朔
日

也
。
十

有

二
箇
月

に
至

て
、
出
胎

ま
し
ま

す
。

（
中
略

）

当

年

十

一
月
よ

り
。

能
起
居

起

歩
行

し

た
ま

う
。
是

亦

奇
異

の

こ
と

な
り
。

（
中
略

） 

生

年

二
歳

、

秋
の

半
に
、

御

父
有

範

卿
の

膝
上
に

ま

し
ま

し

て
、

六
字
の

宝

号
を
唱

え
た
ま
う
こ

と

二
声
、

こ
れ

御
初
言

の

は

じ

め

な
り

。
其
声

あ
ざ
や

か

に
し

て

、
壮

人
の
如
し

。
是
よ

り
能
く
も
の

を
言
え
り

。
亦

か
り
そ
め

の
御
た

わ
ぶ

れ
に
も

、

念

珠

を

も
て

あ

そ
び

、
経
巻

を

取
て

拝
し
、

仏
号
を
唱

え
た

ま

う
癖
あ
り
。

三

歳
の
御

時
も

、
大
凡
か

く
の
如

し
。

（
『
親

鸞

伝

叢

書

』
一

二

六
～

一
二
七

頁

） 

親

鸞

は
誕

生
し
た

そ
の
年

に

は
す

で

に
起

き
上
が

っ

て
歩

く

こ
と

が
で
き

た

。
し

か
し
、

少
し
も

言
葉
を

発
す
る

こ
と
が
な

く

周

り

の
者
は

み

な
心

配
し
て

い

た
。

と

こ
ろ

が
、
二

歳
に
な

っ

た
秋

、
父
親

の
膝
に
座

っ
て

い
た
親

鸞

が
手

を

合
わ

せ
「
南

無
阿
弥

陀

仏 

南
無

阿

弥
陀

仏
」
と
称

え
た

の

で
あ

る
。
そ

の
後
も

経

巻
を

手
に
取

っ

て
拝
し

、
念

仏
を
称

え

る
癖

が

あ
っ

た
と
い

う
。
『

霊

瑞

編

』
で

は

、
聖

徳
太
子
も

二
歳
を

迎
え

た
時
分

、

初
め

て

「
南

無
仏 
南

無
仏

」

と
称

え
た
こ

と

、
そ

し

て
、

こ
れ
ら

幼
年
の

親
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鸞
の

行
動

か

ら
「
権
化
の
御

再
誕

（

仏
が
衆
生
を
救

済
す

る

た
め

に
、
仮

に
姿
を
変

え
て

こ
の
世

に

現
れ

ら

れ
た

）
で
あ

る
こ
と

は

明
ら

か
で

あ

る
」(

０１)

と

讃

嘆
し

て

い
る

。 

 

そ

し
て

、

親
鸞

十
九
歳
の

こ
と

、

「
十

九
歳
初

秋

、
（

中

略
）

同
年
九

月

十
二

日
、
河

州
石
川

郡
東
条

磯

長
聖
徳
太
子

の

御
廟

へ

参

詣
ま
し

ま

し
、
十
三
日
よ

り
十

五

日
ま

で
三
日

御

参
籠
な

り
。
第
二
の

夜

夢
想
を
蒙
り

た
ま
う

」
（
『
親
鸞
伝

叢

書
』
一

三
三
頁

）

と

あ

り
、
河

内
国
の
聖
徳

太

子
の

霊

廟
へ

と
参
詣

し

、
三

日

三
晩

参
籠
し

た

こ
と

が

記
さ

れ
て
い

る

。 

 

以

上
の

三

つ
の
話
は
『
御

伝
鈔

』

に
は
見
ら
れ

な

い
。

親

鸞
の

幼
少
期

は
詳
細
に

は
明

か
さ
れ

て

お
ら

ず

、
『

正
統
伝

』

の
こ

の

記

録
は
史

実

性
の

観
点
か

ら

見
れ

ば

、
疑
う
べ
き

部

分
が

多

い
と

さ
れ
る

。 

続

い

て
、

親

鸞
が

越
後
に

流

罪
と

な

っ
た

の
ち
の
話

で
あ

る

。 

四

十

三
歳

、
四

月
の

比
、
下
野

国

都
賀

郡
総

社
町

室

八
島

の
神
官
、
大
沢

掃

部
友

宗

と
云

う
者
、
聖
人

に

使
を

奉
り

て
申

さ

く
、

僕

近

き
所

に

九
尋

無
底
の
沢

あ
り

。
昔
よ

り
春
秋

の

二
時

、

祭
を

い
た
す

。
若
し
祭

礼
お

ろ
そ
か
な

れ
ば
、

沢
の

神
出
て

災

害

は

な

は
だ

し

、
僕

聞
く
、

尊

師
の

徳

光
照
さ
ず
と

云

う
所
な

し
と

。
然
る

に

、
今
老

朽
の

身
自
走
て

真
容
を

動
す

に
力
な

し

。

伏

て

乞
う

、

駕
を

回
ら
し

、

法
雨

を

そ
そ

ぎ
た
ま

わ

ば
現

当
の
利

益
こ
れ

に
如
く
べ

か
ら

ず
と
。

聖

人
き
こ

し
め

し
、
是

一

化

の

幸

な
り

と

て
、
即

ち
領

状

ま
し

ま

し
、
明

日
や

が

て
彼

地
に
き

た
ま
う

。
友

宗
、
己
が

宅

よ
り

二
十
町

ば

か
り
東
に
出
迎

い
、

屈

敬

尊
重
す

。
聖

人
の
た

ま

わ
く

、
彼
沢

地
い
ず

く

に
あ

る

や
。

友
宗
申

さ

く
、
是

所
に

侍
る
な
り

と
て
、

聖
人

を
延
き

て

小

き

丘

に
の

ぼ

る
に

、
件
の
池

あ
り

。
聖
人

こ
こ
に

座

を
設
け

さ
せ

、
三
日

夜

誦
経
説

法
し

た
ま
う
に

、
地
水

忽
ち

に
涌
き

か

え

り

。

浪
間
よ

り
ひ

と
り
の

女

人
出

で

た
り

。
友
宗

を

始
と

し

て
、
諸
人
驚

嘆
す
。

婦

人
聖
人
を
礼
し

、
涕
泣

し
て

云
く
、

わ

れ
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は

前

世
富

家
の
妻

に
て
侍
り

き
。

嫉

妬
ふ

か
く
し

て

婢
妾

を

殺
し

、
造
悪

は

な
は
だ

多
し

。
其
瞋
恚

の
報
に

依
て

、
今
大

蛇

の

身

を

受
け

た

り
。

瞋
火
身

を

焼
き

て

、
苦

痛
た
と

え

を
取
る

に
物
な
し
。

然
る
に

、

日
者
尊
師
の
法

雨
我
身

に
そ

そ
ぎ
、

三

熱

の

焔

や
や
消

え
ぬ

。
願
く

は

、
師

の
法
力

い
ま
三

日
を
累
ら

わ
さ

ば
、
我

天
に
の

ぼ

り
、

妙
華
を
雨

し
て
、

真
座

を
供
養

せ

ん

と

、

聖
人

諾
い
た

ま
う
。

後

二
日

に
至
り

て
、
風
お

も
む

ろ

に
吹
き
て
、

地

中
よ
り

雲
立

ち
の
ぼ
る

中
に
件

の
女

人
あ
り

、

忽

ち

に

菩
提

身
を
現

じ
、
宝

冠
を
傾

け

、
聖

人
を
礼
し

、
雲
に

乗
じ

て
去
る

。
遽
に
天

華
ふ

り
、
異
香

た
ぐ
い

な
し

。
地
に

下

れ

ば

、

唯
雨
と

な
る

。
見
者

、

歎
異

せ

ず
と
云
う
こ

と

な
し

。

其
よ

り
此
地

を
呼
ん
で

、
華

見
岡
と
云

う
。
亦

彼
沢

地
を
親

鸞

地

と

名

く
。

（

『
親

鸞
伝
叢

書

』
一

九

五
～

一
九
六

頁

） 

こ

の

話
は

『
霊
瑞

編
』
に

て

「
大

蛇

御
済

度
」
と

題

さ
れ

る

。
下

野
国
に

て
池
に

昔
か
ら

い
る
と

い
う
ぬ

し

神
を

村
人
は

大

変

お

そ

れ

て
い

て

、
そ

の
ぬ
し
神

の
済

度

を
親

鸞
に
頼
み

込
ん

だ

。
親

鸞
が
池

の
堤
で

、

三
日

三
晩
経

を

読
み

、

法
話

を
行
う

と
、
不

思

議
な

こ
と

に

池
の

中
か
ら
婦

人
が

現

れ
た

。
自
ら

の
煩
悩

に

よ
っ

て
命
終

え

た
時
に

毒
蛇

と
な
っ

て

し
ま

っ

た
と

い
う
。

そ
の
婦

人

の
願

い
で

、

親
鸞
が
さ
ら

に

経
を

読

み
教
え
導
く

と

、
婦

人

の
身

は
菩
薩

へ

と
転
じ

、
飛

び
去
っ

た

。
周

囲

に
は

異
香
が

満

ち
、

空

か

ら

は
花

が

降
っ

て
お
り

、

人
々
は

そ
の
奇
瑞
に
感

嘆
し

て

い
た

。 

続

い

て
、

「
悪
八

郎
済
度

」

と
い

う

話
が

あ
り
、

親

鸞
四

十

八
歳

の
こ
と

で

あ
る

。 

 

四

十
八

歳
の
秋

八
月
、

聖

人
鹿

島

の
辺

御
教
勧

の

時
、

鳥

巣
の
里
に
寺

あ

り
、
寺

中
の

墓
よ
り
毎

夜
女
鬼

出
で

て
人
を

悩

し

け

り

。
寺

僧

、
法

力
を
尽
せ

ど
も

験
な
し

。
す
な

わ

ち
聖

人
の
許
に
参
り

て
申
さ
く

、
し

か
し
か

の

事
侍
り

ぬ
。

是
は
そ

の

か

み

悪

八
郎

将

監
と

て
、
不

敵
の
山

賊
あ
り

。
一
時

同

朋
の
為

め
に

殺
さ
れ

た

り
。
彼

者
の

墓
な
り
。

今
に
至

る
ま

で
四
十

余

年
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か

か

る
妨

げ

を
致

し
て
、

寺

院
も

既
に
魔

境
と
な

れ

り
。

師

の
高

徳
何
ぞ

、
雨
浴

を

惜
ま

ん
や
と
云

。
聖
人

き
こ

し
め
し

、

経

に

「

化
為

清

冷
風

」
と
説
け

り
、

五

逆
の

者
猶
お
解

脱
す

。
盗
殺

の
業
、

何
ぞ
仏
力

に
漏

れ
ん
や
と

て
、
軈

〈
や

が
〉
て

其

処

に

ゆ

き
、
東

国
の

習
俗
な

れ

ば
、
小

石
を

集
め
、

三

部
の
金

文
を
書
き
て

、
妖
霊

が

墓
所

に
埋
み
、

五
日
を

期
し

て
誦
経

念

仏

し

た

ま
え

り

。
満

夜
に
及
ん

で
、

墓
の
中

に
妙
声

有

り
て

云

く
、

僕
す
で

に
地
獄

の

火
器

を
出
で
、

安
楽
の

国
に

往
す
。

是

ひ

と

え

に
、
明

師
の

法
力
に

よ

る
所

な

り
。
今
よ
り

、

妖
災

あ

る
べ

か
ら
ず

と
。
聞
者

、
身

毛
も
立
ち

、
是
よ

り
後

、
妖
鬼

永

く

不

出

。
こ

こ

に
鹿

島
祝
部

尾

張
守

中

臣
信

近
、
こ

の
不
思

議

を
聞
き
て
、

深
く
聖
人

の
化

導
に
帰
し

て
二
心

な
し

。
感
心

の

余

り

に

、
其

子

信
広

を
聖
人

に

ま
い

ら

せ
て
弟
子
と

な

す
。

順

信
房

性
光
是

な

り
。
聖

人
を

道
綽
禅
師

の
後
身

な
り

と
、
夢

想

を

感

じ

た
る

も
此
人

な
り
。

（

『
親

鸞

伝
叢

書
』
二

〇

〇
～
二

〇
一

頁
） 

常

陸

の
国

、
あ
る

寺
の
中

に
一
つ

の

墓
が

あ
っ
た

。

昔
仲

間

に
殺

さ
れ
埋
め

ら
れ

た
山
賊

・
悪
八

郎

の
墓

で
、
そ

こ
に
は

毎

夜

の

ご

と

く
悪

霊

が
現

れ
た
。
阿

弥

陀
仏

の
願

力

を
も

っ

て
し

て

盗
殺

の
罪
人

が

救
わ

れ

な
い

は
ず
が

な

い
と

言

っ
て

、
墓
へ

と

赴
い

た

。

親

鸞
は
そ

の

地
の

風
習
に
従

っ
て
小

石
を
集
め
、

三

部
の

妙

典
を

書
い
て

墓
の
場

所

に
埋

め
、
さ

ら

に
誦

経

念
仏

を
お
こ

な
っ
た

。

す

る

と
、
墓

の
中

か
ら
声
が

し
て

、

悪
霊
は
地
獄

か

ら
逃

れ

、
浄

土
に
往

生
し
た
と

い
う

。 

 

以

上
二

つ

の
逸

話
は
「
土

俗
的

な

民
間

信
仰
」
が

取
り

入

れ
ら

れ
た
と

み

ら
れ
る

も
の

で
あ
る

。

加
え

て

、
呪

術
信
仰

的

な
面

も

う

か

が
う

こ

と
が

で
き
る

。 

 

 



コピー厳禁

21 

 

第

二

項 

越

後
の
七
不
思

議 

承

元

元
年

（

一
二

〇
七
）

、

承
元

の

法
難
が
起
こ

り

、
親

鸞

は
越

後
へ
と

流

罪
と

な
っ
た

。
越
後

地
域
に

は
、
親

鸞
が
各
地

に

赴

い

て
教
化

活

動
を

行
っ
て

い

た
こ

と

が
伝

承
と
し

て

語
ら

れ

て
い

る
。
最
も

有
名
な

も
の

が
「
越
後

の
七

不

思
議
」
で
あ

る
。
逆

竹
、

三

度

栗
、

片

葉
の

葦
、
繋
ぎ

榧
、

数

珠
掛

桜
、
八

房
の
梅

、

山
田

の
焼
鮒

の
七
つ

の

出
来

事
か
ら

構

成
さ

れ

て
い

る
。
こ

こ
で
は

、

『

霊

瑞
編

』
に
収

め
ら
れ

た

逆
竹

、

八
房
の
梅
、

三

度
栗

を

取
り

上
げ
た

い

。
第

一

に
、

逆
竹
に

つ

い
て

。

『
霊

瑞
編
』

に
お
い

て

は

「
倒
竹

之

奇
瑞

」
と
題
さ

れ
る

。

内
容
は
以
下

の

通
り

で

あ
る

。
流
罪

の
後
、
越

後
に

て
教
化
活

動
を

行

っ
て

い
た
が

、

親
鸞

の

教
え

は
な

か

な
か

広
ま
る

こ

と
が

な

か
っ

た
。
そ

の

よ
う

な

状
況

の
な
か

、

親
鸞
は

手
に

持
っ
て
い

た
竹

で

で
き

た
紫
色

の

杖
を

地

面
に

突
き

刺

し
て

「
阿
弥

陀

如
来

の

超
世
の
本
願

を

信
ず

る

と
、

た
だ
ち

に

正
定
聚

の
身

分
の
人

と

な
り

、

命
終

わ
れ
ば

無
常
涅

槃

の

さ

と
り

を
開
く

こ
と
は

、
枯

れ
た

竹
が

二

度
芽

を

生
ず

る

よ
う

な
も
の

で

あ
る

」(

１１)

と

言

っ

た
。
す

る

と
、
竹
か
ら

根
芽

が

生
じ

て
枝

葉
が

逆

さ
ま

に
生
え

た

の
で

あ

る
。 

 

八

房
の

梅

と
い

う
の
は

、

親
鸞
が

蒲
原

郡
小
嶋

村
の
百

姓

の
家

に
立
ち

寄
っ
た
際

に
、

主
人
が

出

し
た

梅

干
し

を
地
面

に

植
え

、

「

他

力
本

願
の
教

え
が
末
の

世
ま

で

栄
え

る
こ
と

が

あ
る

な

ら

、
こ

の
実

か

ら
芽
が
生
じ

、
八
つ

の

実
を

結

ぶ
だ

ろ
う
」
と

誓

っ

た
。

す

る

と
、

そ

の
言

葉
の
通
り

に
芽

が

出
て

、
一
つ

の
花
に

八

つ
の

実
を
結

ぶ
木
と

な

っ
た

。
さ
ら

に

そ
の

実

は
梅

干
し
の

よ
う
に

塩

の
味

が
あ

っ

た
と

い
う
。 

 

三

度
栗

は

『
霊

瑞
編
』
に

て
「

三

度
栗

祥
瑞
」
と

題
さ

れ

て
い

る
。
蒲

原

郡
分

田

の
宿

を
訪
れ

て

い
た

と

き
、

一
人
の

女
性
が

、

親

鸞
の
教

化

へ
の
感
謝
に
焼

い
た
栗

を
差
し
出
し

た

。
親

鸞

は
そ

の
栗
を

懐
に
入
れ

て
、

少
し
離

れ

た
上

野

が
原

と
い
う

と
こ
ろ

で
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口
に

し
た

。

そ
の
時
に
栗
が

い
く

つ

か
草
の
中
へ
零

れ
落

ち

た
。

親
鸞
は

そ

の
栗
を

見
て

「
わ
た

し

が
い

ま

勧
め

る
本
願

が

真
実

で

あ

る

な
ら

ば

、
こ

の
焼
き
栗

か
ら
芽

が
出
て
身
を
結

ぶ
で

あ

ろ
う

」
と
言

っ

た
。
八

房
の

梅
の
時

と

同
様

に

、
た

ち
ま
ち

焼

き
栗

か

ら
芽

が
生

じ

て
、
一
年
に
三

度
実

を

結
ぶ
大
木
と

な

っ
た

。 

で

は

、
こ

の

よ
う

な
伝
説

に

は
ど

の

よ
う

な
意
図

が

込
め

ら

れ
て

い
る
の

だ

ろ
う

か

。
そ
れ
ぞ
れ
の

内
容

を
み
る

と
、
そ
の

話

の

中
に

は
真

宗

の
教

え
が
記
さ

れ
て

い

る
こ

と
が
わ

か

る

。(

２１)

さ

ら

に
、
話
に
登

場
す
る

枯
れ

た
竹
、
梅
干

し

、
焼
い
た

栗
は
、
今

後

絶

対
に
新

た

な
芽

を
生
や

す

こ
と

が

な
い

物
ば
か

り

で
あ

る

。
草

野
顕
之

氏

は
、
そ

れ
ら

が
再
び

生

命
を

得

た
よ

う
に
繁

茂

し
た

、

と

い

う
点

と

親
鸞
の
法
説
を

信
じ

な

い
者

、
謗
る
者

が
登

場

す
る

点
に
注

目
し
、
以

下
の

よ
う
に

示

し
て

い

る
。 

『

教

行
信

証

』
の

中

核
を

な

す
信

巻

で
課

題
と
さ

れ

た
、
こ

れ
ら
「

謗
大

乗
」
、
「
五
逆

罪

」
（

法

を
謗
る

者
）
、
「
一

闡

提
」

（

正

法
を

信

じ
ず

往
生
の
因

を
持

た

な
い
者
）
の
救

済
を

、
生
命

の
な
い

動

植
物
（

仏
性

の
な
い
者

）
が
親

鸞
の

呼
び
か

け

に

よ

っ

て
再

び

命
を

得
る
（

救

わ
れ

る

）
と

い
う
比

喩
に
托
し

て
人

々
が
語

り
継
い
だ

結
果

が
、
鳥
屋

野
の
逆

さ
竹

な
ど
の

七

不

思

議

伝
承
と

な
っ

た
も
の

と

考
え

ら

れ
る

の
で
は

な

い
だ

ろ

う
か

。(

３１)
 

 

そ

し
て

、

『
霊

瑞
編
』

全

体
を

通

し
て

、
以
下

の

よ
う

に

結
論

付
け
ら

れ

て
い

る

。 

古

く

か

ら

あ

る
神

祇

信

仰

や

真

言

密

教

、

修

験

道
な

ど

の

雑

多
な

信

仰

、

現

世

利

益
を

求

め
る

祈

祷

や

呪
術

が

行

わ

れ

て

い
た

状

況

の

な

か

で

、
人

々

に

本

願

念

仏
の

教

え

を

伝

え

る

こ

と

は

容

易
で

は

な
か

っ
た

で
あ

ろ
う

。

そ
の

困
難

さ

が

、

聖

人

に
ま

つ

わ

る
多

く

の
霊

瑞
伝
説

を
生
ん

だ

の
で

は
な
か

ろ

う
か

。(

４１)
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第

三

章 

真

宗
の

奇
瑞 

江

戸

時
代

に

な
る

と
、
一

度

減
少

し

た
往

生
伝
が

浄

土
宗

を

中
心

に
再
度

頻

繁
に

出
版
さ

れ
る
よ

う

に
な
っ

た
。

浄
土
真
宗

に

お

い

て

も
往

生

伝
が

存
在
す

る

。
本

章

で
は

、
そ
の

ひ

と
つ

で

あ
る

『
浄
土

異

聞
録

』

を
取

り
上
げ

、

当
時

の

奇
瑞

の
理
解

の

一
つ

を

考
え

た
い

。

『
浄

土
異
聞

録

』
と

は

、
大

坂
摂
津

法

泉
寺
の

教
念

が
著
し

た

『
加

物

語
』

を
、
弟

子

で
あ

る

慈
等

に
よ
っ

て

寛
政

元

年

（

一
七

八

九
）
に
増
補

、

編
纂

さ

れ
た

も
の
で

、
副
題

を

『
奇

瑞
物
語

』

と
い
う

。
副

題
の
通

り

、
来

迎

、
見

仏
、
蘇

生
、
夢

告

な

ど

の
奇

瑞

が
真

宗
者
を
中

心
に

記

録
さ

れ
て
い

る

。 

 

平

安
期

に

お
い

て
、
末

法

へ
の
危

機
意

識
が
強
ま

っ
た

こ

と
や

源
信
の

『
往
生
要

集
』

に
よ
っ
て

臨
終

行

儀
が

示
さ
れ

、

民
衆

が

臨

終
の
在

り

方
や

極
楽
往

生

に
つ

い

て
強
い
関
心

と

不
安

を

抱
い

て
い
た

。

そ
の
方

法
を

示
す
か
の

よ
う
に

多
数

の
往
生

伝

が
出

版

さ

れ

た

。
中
世
に
な

っ
て
往

生
伝

は

減
少

す
る
が

、
冒

頭

で
述

べ
た

通
り

、
近

世
に
な

っ
て

再
度
頻

繁
に
み

ら
れ
る
よ
う

に

な
っ

た

。

そ

れ

は
近

世

に
お

い
て
も
民

衆
か

ら

往
生
の
確
信

が

求
め

ら

れ
て

い
た
こ

と

が
あ

ら

わ
れ

て
い
る

。 

奥

田

桂
寛

氏
「

近

世
真
宗

伝

道
に

お

け
る
『
浄
土

異

聞
録

』
の
意

義
」
（
『
真

宗

学
』
第
一

三
四
・
一
四
四
合

併

号
）
に

お
い
て

、

『

浄

土
異

聞

録
』
の
序
文
に

て
、

明

春
の

『
近
世

往

生
伝

』

、
月

筌
の
「

親

聞
往

生

験
記

」
の
流

れ

を
汲

む

書
物

で
あ
る

と

慈
等

が

記
し

て
い

る

こ
と

か
ら
、
内

容
の

比

較
が
行
わ
れ

て

い
る

。

そ
の

結
果
、

『

近
世
往

生
伝

』
と
「

親

聞
往

生

験
記

」
に
つ

い
て
は

、

篤

信

者
と

記

載
が

あ
る
人

物

に
奇

瑞

が
記

録
さ
れ

て

い
る

事

例
が

多
く
、

奇

瑞
と
篤

信
者

に
高
い

関

連
性

が

あ
る

こ
と
が

示

さ
れ

て

い

る

。
一

方

で
、

『
浄
土

異

聞
録

』

に
お

い
て
は

、

「
従

来

の
真

宗
に
お

け

る
往

生

伝
と

比
べ
て

奇

瑞
の

収

録
数

が
非
常

に

多
い

こ

と

」
、
「
そ

の
奇
瑞

は
、
真

宗

の
篤

信

者
の

記
載
の

あ

る
者

に

生
じ

る
事
例

が

全
体
の

半
分
程
度
で
あ

り

、
特

段
記

載

の
な

い

者
や

、
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篤

信
で
な

い

者
に

も
描
か

れ

て
い

る

」
こ

と
か
ら

、

篤
信

で

あ
る

と
い
う

宗

教
的

態

度
と

奇
瑞
の

関

連
性

が

高
く

な
い
と

分
析
さ

れ

て

い

る
。

そ

し
て

内
容
の
分

析
か

ら

以
下
の
よ
う

に

結
論

付

け
て

い
る
。 

『

浄

土

異

聞

録

』
は

往

生

し

た

篤

信

者
と

結
び

つ

け

ら

れ

て

き

た

奇

瑞

を

あ
く

ま
で

も

仏

の
側

に

所

属

す
る

現

象

と

す

る

こ
と

で

、

奇

瑞

の
位

置

付

け

を

明

確

に

し

た

と

い

え

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

、

往

生
伝

を

読
み

奇

瑞
に

触

れ

求

め
る

者

に

対

し

て
、
奇

瑞

の

生

起

に

つ

い

て
何

ら

は

か

ら

う
必

要

が

な

い

こ

と

を

示
そ

う

と

し

た
点

に

、

伝
道

上

の
意

義

を

見

出
す

こ

と

が

出

来

る
と

思

わ

れ
る

（
三
四

二
頁
） 

 

つ

ま
り

、

浄
土

真
宗
に

お

い
て

、

奇
瑞
と
は
伝

道

上
の

意

義
を

持
つ
も

の

で
あ

り

な
が

ら
、
そ

れ

に
よ

っ
て
自

ら
の
行

い
を
改

め

る

べ

き
と

い

っ
た

よ
う
な
自

力
に

つ

な
が

る
教
え
を

説
く

も

の
で

は
な
い

と

さ
れ

る

。
実

際
の
と
こ

ろ
、

真

宗
教

義
に
沿

う

意
図

が

往

生

伝
に

込

め
ら

れ
て
い

た

と
し

て

も
、

相
違
な

く
民
衆

に

伝
わ

っ
て
い

た

か
ど
う

か
は

さ
だ
か

で

は
な

い

。
だ

が
、
奇

瑞

も
と

い

往

生
の
確

信

を
必

要
と
し

た

民
衆
と

、
そ

の
需
要

に

応
じ

よ

う
と

し
た
真

宗

教
団
の

動
き

が
う
か

が

え
る

こ

と
は

確
か
で

あ
る
。 

   

結

論 以

上

の
よ

う

に
、
浄
土
真

宗

に
お

い

て
も
様
々
な

奇

瑞
が

記

さ
れ

て
き
た

。

奇
瑞

と
い
う

神
秘
的

な
現
象

は
、
浄

土
真
宗

の

理

論

的
な

教
義
・
教

学
は

矛
盾
し

か
ね

な

い
と

こ
ろ
に

あ

り

、
積
極

的
に

説
か

れ

る
も

の

で
な

か
っ
た

こ

と
は

確

か
で

あ
ろ
う

。
し
か

し
、
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種

々
の
伝

記

に
記

さ
れ
た
奇

瑞
や

親

鸞
伝

説
を
、

史

実
と

か

け
離

れ
た
架

空
の
話
と

見
過

ご
す
べ

き

で
は

な

い
。

そ
こ
に

込

め
ら

れ

た
意

図
、

背

景
を

探
る
こ

と

で
実

際

の
信

仰
の
在
り

方
が

そ

こ
に

見
ら
れ

る

の
で

あ

る
。

さ
ら
に

、

親
鸞

の

持
つ

信
仰
や

、

真
宗

門

徒
の

伝
道

の

方
法

、
真
宗
の

土
着

化
な
ど
、
理
論

的

な
と

こ

ろ
だ

け
で
は

な

い
、

実

際
の

伝
道
の

様

子
を

垣

間
見

る
こ
と

が

出
来

る

の

で

は
な

い

だ
ろ

う
か
。 
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」
（

古
典
遺

産
の
会

『

往
生

伝
の
研

究

』
新
読

書
社

、
一
九

六

八
年

） 

・
杉
岡

孝

紀
「

法

然
上
人

に

於
け

る
三
昧

発
得
記

の

体
験

」
（

法
然

上
人

研

究
会
『

法
然
上

人
研

究

』
第
五
号

、
一

九
九
六

年
） 

・

清

基
秀

紀

「
真

宗
の
土

着 
(

一)
 
-

親
鸞

の
著

作
に
於

け

る
神

祗
観
の

特

徴-

」
（
『

印

度
學

佛
教
學

研
究
』
三
四
巻
二

号
、

一

九

八
六

年

） 

 
 

 
 

 

「
真

宗
の
土

着 
(

二)
 
-

中

世

真
宗
に
於
け

る
神
祇

観-

」

（

〃
三

六

巻
二
号
、
一
九

八
八

年

） 

 
 

 
 

 

「
真

宗
の
土

着 
(

三)
-

親
鸞

伝
と
六

角

堂
夢

告-

」

（

〃
三

八

巻
二
号

、
一

九
九
〇

年

） 

 
 

 
 

 

「
真

宗
の
土

着 
(

四)
 
-

親

鸞
に
お

け

る
観

音
と
宗

教
体
験-

」

（
〃
四
二

巻

二
号
、

一
九

九

二
年

） 

 
 

 
 

 

「
真

宗
の
土

着 
(

五)
-

親
鸞

に
お
け

る

仏
と
師-

」

（

〃
四

二

巻
二
号

、
一

九
九
四

年

） 

 
 

 
 

 

「
真

宗
の
土

着 
(

六)
 
-

真

宗
に
お

け

る
仏

と
師-
」

（
〃

四

四
巻

二

号
、
一
九
九
六

年
） 

 
 

 
 

 

「
真

宗
の
土

着 
(

七)
 
-

妙

好

人
に

お

け
る

仏
と
師-
」
（

〃

四
六

巻
二
号

、
一
九

九

八
年
） 

 




