
法
然
教
学

に
海
け
る
善
導
観

の
推
位

に
つ
い
て

坪

井

俊

映

2/法 然 教 学 に お け る善 導 観 の推 位 につ し'て

法

然

上

人

の
新
浄

土
宗

義

の
提

唱

は
h

恵

心
僧

都

の
往

生

要

集

の
流

れ

を

く

む

天
台

浄

土
教

よ

り
善

導

の
本

願
念

仏

の
思
想

に
転

信

し

た
と

こ
ろ

に
あ

る
と
考

え

ら
,れ
る

。

し

か

し
、

こ

の
善

導

教

学

へ
の
転

信

が
四

十

八

巻

伝
等

の

諸
伝

に
あ

る
如
く

、

承
安

五

年
、

四

十
三

才

の
時

に
帰

入

さ
れ

、

直

ち

に

一
向

専

修

の
身

と

な

り

、

選
択
本

願

の
新
念

仏
義

を
提

唱

さ

れ

た

と
理

解

す

る

こ
と

は
出

来

な

い
。

そ
れ

は
、

法

然

上

人

の
青
年
時

代

よ

り
壮

年

ー

晩

年

に
な

つ
て
思

想

信

仰

が
次

才

に
進

み
、

深

く

な

つ
て
終

に
選
択

本

願
義

の
提

唱

と
な

り

、

一

向

専

修

の

行

者

と

な

ら

れ

た

と

考

え

る

方

が

妥

当

な

よ

う

に
思

わ

れ

る

。

法

然

上

人

の

思

想

信

仰

が

深

化

し

て

行

く

過

程

に

、

い
く

つ

か

の

段

階

が

あ

り

、

そ

の
最

後

の

到

達

点

が

一
向

専

念

主

義

で

あ

ろ

う

と

思

う

の

で

あ

る

。法

然

上

人

の

思

想

信

仰

の

推

位

過

程

を

見

る

に

あ

た

つ

て

、

困

難

な

こ
と

は
研

究

資

料

と

な

る

多

く

の

著

書

、

語

録

の

う

ち

、

著

作

年
次

の
明

確

な

も

の

が
少

な

く

、

語

録

の

ご

と

き

は

ほ

と

ん

ど

と

い

っ

て

も

よ

い
程

い

つ

頃

の

も

の

か

明

瞭

に

な

つ
て

い

な

い

こ

と

で

あ

る

。

法

然

滅

後

そ

の

語

録

を

集

録

し

た

望

西

楼

了

恵

が

拾

遺
和

語

灯

録

巻

下
(浄

全

九

・
六

五

六

頁
)の

終

り

に

「
し

か

る

に

世

中

に
黒

谷

の

御

作

と

い

う

文

お

ほ

し

、

い

わ

ゆ

る

決

定

往

生

行

業

抄

・:
・
:
。
を

よ

そ

二

十

余

年

の

あ

い

だ

、

あ

ま

ね

く

花

夷

を

た

づ

ね

、

く

は

し

く

真

偽

を

あ

き

ら

め

て

、

こ

れ

を

取

捨

す

と

い
え

ど

も

、

な

を

あ

や

ま

る

事

お

丶
か

ら

ん
、

後

賢

か

な

ら

ず

た

丶

す

べ
し

、

又
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お

つ
る
と

こ
ろ
の
真

書

あ

ら

ば

こ
の
拾

遺

に
続

く

へ
し

」

と
あ

る

如

く

、
法

然

滅
後

約
七

十
年

に
し

て
法

然

の

名
を

借

る
偽

書

が

相

当
数
存

在
し

て

い

た
こ
と

を
伝

え

て

お
り

、

ま

た
法

然
滅

後

分
派

し
た

各

派

に

お

い
て
、

所

伝

の
著

書

語

録

に
相

当
数

の

改
竄

加
筆

さ
れ

た
処

が
見

ら

れ

る
等

の
事
情

よ

り

考

え

て
、
法

然

上

人

の
著

さ

れ

た
も

の
、

書

か

れ

た
も

の

の

す

べ
て

に
亘

つ
て
真

実

の

も

の
が
抱
握

し
難

い
現
在

に

お

い
て

は
、

法

然
教

学

形
成

の
推

位

を

見

る

こ
と

は
困
難

な

こ
と

で
あ

る
。

そ

れ

で
今

は

、

こ

れ

ら

の
事

情

の

う

ち

に

お

い
て
確

実

に

法

然

上

人

の
著

作

と

信

ぜ
ら

れ

る
往

生

要

集

釈

と
三

部

経

釈

と

選
択

集

と

よ
り

て
法

然

上
人

が
善

導

に
対

し

て

い
か

に
考

え

て

い
ら

れ

た
か
、

そ

の
考

の
相

違

推

位

の
後

を

見

ん
と

す

る

の

で
あ

る

。

法

然

上
人

の
往

生

要

集

に
関

す

る

釈
書

に
四
本

あ

つ
て
、
法

然

上

人
全

集

(
石

井

教

道
博

士
編
)

に

は
往

生

要
集

詮

要

、
往

生

要
集

料
簡

、
往

生

要

集

略
料

簡

、
往

生

要

集

釈

の
四

が
収

録

さ

れ

て

い
る

。

内
容

は
大

体

同

じ
も

の

で
あ

る

が

こ

れ

ら
の
往

生

要

集

の
釈

書

が

い

つ
頃

著

わ

さ
れ

た

も

の

か
明

確

で

は

な

い
。

袋

中

の
選
択

之
伝

(
浄

全
八

・
六
八

百
)

に
よ

る

と

「
有

鈔

」

に

い
う

と

し

て

「
後

白

河

の
保

元

三

年

、

関
白

忠

通
公

諸

宗

の
碩
学
を
集

め
て
、
五
+
五
箇
月
往
簍

集
を
講

ぜ
し
む
、
法

然
莓

講
説
最
勝

な
る

が
整

智
慧
才

一
の
誉

を
得

る

(
原
漢

文
)

」

と

あ
る
説

が
往

生

要

集

講

説

の

一
番

若

い
説

で
あ

る
。

袋

中

は

「
有

鈔
」

に

い
う

と

し

て
、

そ

の
出

典

を
記

述

し

な

い
か

ら
、

何

に
よ

つ
て
か

丶
る
説

を
立

て
た

か
明

ら

か

で

な

い
。

四
巻

伝
、

九
巻

伝

、
四

十

八

巻

伝
等

κ

よ

る
と

、

法

然

は
二
十
四

才

の
時

、

嵯

峨
釈

迦
堂

に
参

籠

し

て
後

、

「
南

都

に
学

匠

を

問

う
」

と
あ

る
か

ら
、

二
十

六
才

の
法

然

は
未

だ
修

学
時

代

で
あ

つ
て
、
各

宗

の
碩

学

と

肩

を
並

べ
て
講

義

を

す

る

に
は
あ

ま

り

に
若

す

ぎ

る

き

ら

い
が

あ

る
。

ま

た
袋

中

の
選

択

之

伝

の
説

は
誇

張

に
富

ん
だ

表

現
を

し
て

い
る

か

ら
、

二
十

六
才

で
現

存

の
往

生

要
集

の
釈

書

が
出

来

た

と
考

え

る

に

は
無
理

が
あ

る
。

次

に
往

生
要

集

の
講
述

を

伝
え

る
記

事

は
、

四

十

八

巻

伝

に
承

安

四

年

、
四

十

二
才

の
時

、
後

白

河
法

皇

に
往

生
要

集

を

講

じ
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た
と

い
う
記

事

で
あ

る

。

こ
の
他

の
諸

伝
記

に
は
該

書
講

述

の
記

事

が
」
=

三
散

見

さ

れ

る
が

、
年

次

に

つ
い

て

は
明

ら

か

で
な

い
。

こ

の
四

十

八

巻

伝

に

つ
い

て
、

田
村

円

澄

氏

は
中

沢
見

明

氏

の
説

に
讃

同

し
て
、
法

然

上
人

伝

の
研

究
」

に
お

い
て

こ

の
伝

記

の
記

述

は
全

然

信

用

す

る
こ

と

が
出

来

な

い
と

さ
れ

て

い
る
。

さ

れ

ば
、

こ

の
説

に
従

う
限

り
四
十

二

才
、

後

白

河
法

皇

に
対

す

る
往

生

要

集
講

述
説

も
疑

わ

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
。

然

し
、

こ

の
往

生

要

集

の
釈

書

は

、

そ
の

内
容

よ

り

見

て
法

然

の
比

較
的

若

い
頃

の
も

の

と

思
わ

れ

る
。

そ

れ

は
、
往

生
要

集

は
観
勝

称
劣

の
立

場

に
あ

つ
て
、

観
念

的

浄

土

教

を
説

く

の

が

主
意

で
あ

る

が
、

こ

の
法

然

の
釈

書

で
あ

る
往

生

要

蘂
詮

要

、

往
生

要
集

釈

を

見

る

と

「
往

生

要

集

の

意
、

称

名
念

仏

を
以

て
往

生

の
至

要

と
な

す
」

と

説

い
て

い

る
。

し
か

し

こ
れ

に
は
無

量

寿
経

釈

の
如

く

仏

の
本

願

に
関

す

る
説

明

が

な

い
。

ま

た

シ

往
生

要

集

の
冠

頭

に
出

る

「
但

顕

密
教

法

其

文

非

レ

一

事

理

業

因
其

行
惟

多

利

智
精

進

之

人

未

レ
為

レ
難

如

予

頑
魯

者

豈
敢

矣

、

是
故

依

凝
念

仏

輔
門

騨
聊
集

鞘噛
経

論

要

文

一
」

と

い
文

に

お
け

る
、

恵

心
の
劣

機
愚

悪

の
自

覚

に
対

し

て
も

、

な

ん

の
比
判

も

見
る

こ
と

が
出

来

な

い
。

そ

の
他
法

然

教
義

の
特

色

と

見

ら

れ

る
持
戒

雑

行

、
菩

提

心
廃

捨

、

念
仏

易

勝

、
還

愚

痴

等

に
関

す

る
考

え

の
片

鱗

を

も

見
・る

こ
と

が
出
来

な

い
。

そ
れ

で
、

こ

の
釈

書

は
著

作

年

次

は
明

瞭

に
す

る

こ
と

が
出

来

な

い
が

内
容

よ
り

考
え

て

、

三
経

釈

や

選
択

集

と
同

じ

頃

の
述

作

と
す

る

こ
と

は
出

来

な

い
、

凡

ら
く

、

そ
れ

以

前

の
も

の
と

考

え

る
。

し

か

の

み

な
ら

ず

、
法

然

の
浄

土
教

成

立

が
恵

心

の
往

生
要

集

の
浄

土

教

よ
げ

転

信
し

て
善

導

観

経

疏

の
浄

土
教

に
帰

入

さ
れ

た
と

こ
ろ

に
あ

る
と
考

え

る

き

、

こ

の
往

生
要

集
釈

書

は
多

く

の
法

然

の
薯

書
語

録

の
中

で
、

一
番

初

め

に
著

わ

さ
れ

た

も

の
と

考

え

て
差

支

え

な
い

で
あ

ろ
う
。

そ

こ

で
、

こ
の
往

生
要

集

の
釈

書

で
は
、

善

導

を

い
か

に
見

て

い
る
か

と

い
う
と

、
往

生

要

集

料
簡

に

「
私

云

、
恵

心
尽

理

定

往

生
得

否

以

善

導

和

尚
専

修
雑

行

文

為

　

'

11

1

f1

.

1

li

捲

南

又
処

々
多

引

用
彼
師

釈

可

見

然

則

用

恵

心

之
輩

必

可

帰

善

導

哉

」

と

あ
る

。
往

i

I
1

.

I

　

I
1

-

I

_
.
.

　

-

I　

)
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生
要

集

詮
要

等

の
他

の
釈

書

も

同

じ
意

趣

の
交

を
出

し
て

い
る

が
、

こ

の
釈

書

で
は
、

恵

心
僧
都

の
先

輩

先

達

と
し

て
善

導

を

見

て

お
り

、
往

生

要

集

に
指

南

を
与

え

た
人

と
見

て

い
る

だ
け

で
、

あ

つ
て
、

選
択

集

の
如

き

善
導

観

は
見
出

す

こ
と

は
出
来

な

い
。

選
択

集

に

て

は

「
偏
依

善

導

一
師

」

と

い
う

の

み

で
な
く

・

終

り

に

「
畿
以
ハ善

道
酌
観
経

疏
督

是

西
方

指
南

行

言

足
也

…

-

薯

可

レ
謂

此
疏

是

彌
陀

直

蕩

り
云
云
」

と

あ

つ
て
・

善
導

を
彌
陀

の
化

身

と

あ

が
め

る

ば

か
り

で
な

く
、

観

経
疏

を

も

つ
て
彌

陀

仏

の

「
直

説
の
疏

」

と

し

て

い
る

。

従

っ
て
往

生

要

集

の
釈

書
制

作

時

代

の
善

導

観

と

選
択

集

の

そ
れ

と

は
、

大
き

な

へ
だ

た
り

の
あ

る

の
を
知

る

こ
と

が
出

来

る
。

さ
れ

ば
善

導

の
本

願

念

仏

に
大

な

る
注

意

を

払

い
、
善

導

思
想

を

全

面
的

に
受

け

入

れ

た

の

は

い

つ
頃

で
あ

ろ

う

か

と
思

う

に
、

著

述

の

上

に

お

い
て

は
三
経

釈

に
そ

の
後

を
見

る

の

で
あ

る
。

三
経

釈

の
う

ち

、
阿
彌

陀
経

釈

は

そ

の
奥

書

に

「
文
治

六
年

(
法

然

五

+

八

才
)

二
月

言

、

於

榛

大
満

講

之

、
所

請

源

空

上

人

能

請
重

賢

上
人

し

と
あ

り

、

ま

た
観

経

釈

は
奥

書

を

見

る
と

阿
彌
陀

経

釈
を

さ

れ

　

た
翌

日
、

二
月

二

日

に
講
述

を

さ

れ

た

様

で
あ

る
。

無

量

寿
経

釈

は
奥

書

が

な

い
か

ら

講
述

年

次

が

不
明

で
あ

る

が
、

凡

ら
く

こ
の
前

后

に
さ

れ

た

と

見

て
差

支

え

な

い
で
あ

ろ

う
。

九

巻
伝

、
四

十

八
巻

伝

に
よ

る

と
建

久

二
年

(
五

十
九

才
)

に
東

大

寺

大

仏
殿

に
て
観

経
曼

荼

羅

、

浄

土
五

祖

像

を
供

養

し

て

浄
土

三

部

経

を
講

ず
と

な

つ
て

い
る

か
ら

、
奥
書

と

伝
記

と

の

間

に

一
年

の
相

違

が
あ

る

が
、

こ
の
他

に
法

然

上

人

が
三

部
経

を
講

義

さ
れ

た

年
次

を

俵

え

る
も

の
が

な

い
か

ら
、

現
存

の
三

部
経

釈

は
凡

ら

く

こ

の
頃

に
講
義

を

さ
れ

た

も
の

で
あ

ろ
う
。

こ

の
三

部
経

釈

の
題

号

の
下

に

「
善
導

に

ょ

つ
て
愚
懐

を
述

ぶ

」
と

か

、

「
諸

師
解

釈

多

と
雖

も

、
今

正

く
善
導

に
依

り

・

傍

ら
諸

師

の
釈

に
ょ

つ
て
善
導

を

補

助

す

し

と

か
書

か
れ

て

い
て
、
善

導

の

釈
書

(
五

部

九
巻

、

そ
の

中

般
舟

讃

を
除
く
)

の
考

え
を
基

礎

と
し

て
、

浄
土

三

部

経
を

解

釈

し

て

い
る
の

で
あ

る
。



怯然教学における善導観の推位について

そ

の
中

に

お
い
て
恵

心

の
往

生
要

集

も
引

用

さ
れ

て

い
る

が
、

釈
義

の
基

礎

は
善

導

の
念

仏

思

想

で
あ

つ
て
、

無

量
寿

経

釈

の
如

き

は

「
善

導

釈

云
」

ま

た
は

「
善

導

云
」

と

し

て
ご

十

六
回

も

善

導

の
章

疏

を
引

用

し

て

い

る
。

し

か
の

み
な

疹

ず
観

経
釈

に

は
華

厳

、

天

台

、

真
言

等

の
諸

師

は
浄

土

の
章

疏

を
造

る

け

れ

ど

も
聖

道

を

も

つ
て
宗

と

し

て
、

浄

土

を

も

づ

て
宗

と

せ

ず
、
善

導

一
師

の

み
浄

土
を

宗

ど
す

る
故

に

「
偏
依

亀
善

導

一
師

也
」

と

明
瞭

に
善

導

に
依

る
と

釈
義

の

立
場

を

あ

か

し

て

い
る

。

こ

の
よ

う

に
法

然

上

人

が
浄

土
三

部
経

を

解

釈

さ

れ

た
立
場

は
善
遵

の
考

え

を

基

と
さ

れ

た

の

で
あ

つ
て

、

三

経
釈

に

は
多

く

の
経

疏

が
引

用
さ
れ

て

い
る

が
、
往

生

要

集

の
考

え

は
中

心
と

さ
れ

て

い
な

い
。

「
偏
依

善

導

幗
師

」

な

る
語

は
、

こ

の
三
経

釈

に

お
い

て
初

め

て
出

る

言
葉

で
あ

つ
て
、

そ

れ
以

前

の
著

作

で
あ

る
往
生

要
集

の
釈

書

に

は
見

る

こ
と

が
出

来

な

い
も

の
で
あ

る
。

而

て
、

石
井

教

道
博

士

の

「
選

択

集

の
研
究

」
総

論

篇

に
よ

る

と
、

こ
の
三

経

釈

は
選

択

集

述
作

以

前

の
も

の

で
あ

つ
て

、

こ
れ

を
整

理

し

た
も

の

が
選
択

集

(
六
ナ

六
才
述
)

で
あ

る

と

い

う
。

選
択

集

に

は
、
こ
の

「
偏

依
善

導

一
師
」

な
る

語

が

そ

の
ま

丶
継

承

さ

れ

て

い
る
が

、

し

か

し

こ
の
書

に

て

は
善

導

は
彌

陀

の
化

身

な
り

ど
仰

が

れ

て

、
善

導

を
神

格

(
仏

格

)

化

し

て

い
ら
れ

る

の
で
あ

る
。

か
く

の

如
く

四
十

二

才

の
往

生

要

集
釈

書

(
四
十

八

巻

伝

の
説

)

五
十

八

才

の

三
部

経

釈
と

六
十

六
才

の
選
択

集

と

κ

現

わ

れ

た
善

導

観
を

見

る

に
、

そ
れ

ぞ
れ

異

な
わ

る
善

導

観

が
現

わ

れ

て

い

る
の

で
あ

つ
て
、

こ

～
に
法

然

上

人

の
善

導

観
推

位

の

一
端

が
伺

わ

れ
る
。
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