
一
〇

そ

の

優

劣

を

定

む

る

な

ご

は
、今

日

の

宗

乘

研

究

ε

し

て
、最

も

價

値

あ

る

も

の

ε

思

は

れ

る

所

で

あ

る
、去

り

ε

て

叉

此

の

方

面

に

の

み

沒

頭

し

て
、肝

ー6

の

自

己

に

求

む

る

實

行

方

面

の

研

究

を

踈

に

し

て

は
、結

局

隣

の

寳

を

數

ふ

る

や

う

な

も

の

に

成

る
、さ

れ

ば

吾

々

淨

土

宗
、正

流

の

末

徒

た

る

も

の

は
、既

定

正

流

の

信

仰

に

依

つ

て
、そ

の

修

行

法

は
、四

修
、三

種

行

儀

等

に

於

て
、實

地

に

研

究

し

た

き

こ

蓬

で

あ

る
、次

に

は

信

仰

の

勤

象

に

關

す

る

こ

ε

も
、亦

寳

に

正

流

異

流

の

分

る

丶

所

で

あ

る

の

だ

か

ら
、是

れ

亦

混

沌

に

附

し

て

成

ら

ぬ
、最

も

研

究

を

要

す

る

こ

亡

丶
思

ふ
。(完
)

法

照

禪

師

の

事

蹟

及

教

義

並

に

中

唐

代

に

於

げ

ろ

禪

對

念

佛

論

望

月

信

亨

剛
、
法

照

禪

師

の
事

蹟

法

照

禪

師

の
傅

は
宋

高

僣
傳

第

二
十

一
に
出

て

ゐ

る

け

れ

こ

も
、そ

の
中

に
は

重

も

に

五
台

山

に

入

ら

れ

た

時

の
靈

異

を

記
す

る

の

み

で
、其

の
郷

貫

出

處

を

始

め
、從

學

の
師
、乃

至

邏

化

の
年

月

等

に
關

し

て
何

等

の
記

載

も

な

い
。そ

れ

ゆ

へ
今

少

し

他

の
材

料

か
ら

そ

れ

ら

の

事

を

調

べ
て

見

や

う

ご

思

ふ

の

で

あ

る
。



注

照

は

唐

の

太

暦

頃

の

人

で
、初

め

廬

山

に
居

り
、次

で

衡

山

即

ち

南

岳

に

入

つ

て

承

遠

に

師

事

し
、代

宗

の

時

に

國

師

ε

な

つ

た

人

で
、餘

程

そ

の

當

時

に

重

ん

せ

ら

れ

た

高

徳

で

あ

る
。そ

の

こ

巴

は

柳

子

厚

丈

集

の

第

亠
ハ
に

載

せ

て

あ

る

承

遠

の

碑

交

に

依

つ

て

知

る

こ

蓬

が

出

來

る
。今

左

に

そ

の

碑

女

を

擧

ぐ

ぺ

し
。

南

嶽

彌

陀

和

省

碑

在
二代

宗

壁

有

僣

法

墨

爲
凾

鍾

乃

吉
、其

師

南

嶽

大

長

老

有

異

徳
芙

子

南

嚮

而

禮

焉
。度

其

道

不
苛

徴
、乃

名

真

居
一目

般

舟

道

場

用

韓
二其

位
房

二山

西

南

巖

石

之

王

人

遺

乏

食
一則

食
、不
レ遺

則

拿

王

泥
茹

二

草

木
聟
ハ
取
し衣

類
レ之
。南

極

海

裔
一北

自

幽

都
一來

求
二厥

道
↓或

箪

乏

崖

谷
】羸

形

垢

面
、躬

負
レ薪

樵

一以

爲
一僕

役
↓而

蝶
'之

乃

公

也
。凡

化
レ人

立
・中

遘
】而

歡
二
Z
權
一俾
レ得
二以

疾

至
一故

示
二專

念
刈書
二塗

巷
】刻
二谿

谷
↓丕

勤

誘

液
一以

援
手

下
↓不
レ求

而

逍

備
。不
レ言

而

物

成
。人

皆

負
希

帛
斬

二木

石
一委

乏

巖

戸
↓不
レ拒

不
し螢

祠

宇

既

具
。

以

泊
・于

徳

宗

】申
レ詔

褒

立
、是

爲
二彌

陀

寺
哺施

之

餘

則

與
二餓

疾

者
ネ

レ尸

其

功
萎

始

學
一成

都

唐

公
ハ次

資

川

読

公
、読

公

學

拾

東

山

忽

公
一皆

有
レ道
。至
・荊

州

進
・學

玉

泉

眞

公
↓眞

公

授
レ公

以
衡

屮

俾
レ爲
數

魁
天

從

而

化

者

以
レ萬

計
0初

法

照

居

廬

山
↓由

・正

定
・趨

安

樂

國
見

象

慈

衣
待

レ佛

者
㎞佛

告

日
、此

衡

山

承

遠

也
。出

而

求

乏

肯
一焉
、乃

從

而

學
、簿

澂

天

了

由

公

之

訓
刈公

爲
レ僣

凡

五

十

六

年
、其

壽

九

十

一
、貞

元

十

八

年

七

月

十

九

日

終
・予

寺
殉葬
二于

寺

之

南

岡
口刻
昌石

于

寺

大

門

之

蜜

=



】
二

之

に

依

て

見

る

ど

法

照

は

窃

め

廬

山

に

居

た

聴
、定

に

入

て

極

樂

に

往

き
、悪

衣

を

著

て

佛

に

侍

し

て

ゐ

る

者

が

あ

る

の

を

見

て
、そ

れ

は

誰

で

あ

る

か

ε

お

問

ひ

申

す

ε
、佛

は

こ

れ

は

衡

山

の

承

遠

だ

蓬

告

げ

ら

れ

た

か

ら

し

て
、や

が

て

廬

山

を

出

で

衡

山

に

登

つ

て
、所

謂

悪

衣

の

承

遠

を

捜

が

し

た

處

が
、果

し

て

其

の

人

が

居

た

か

ら

邃

に

そ

れ

を

師

こ

し

て

學

ん

だ

の

で

あ

る
。

ビ

こ

ろ

で

此

の
南

岳

の
大

長

老

承

遠

は
、始

め
成

都

の

麥

に
學

ぴ
、次

で
資

川

の
誅

公

に
學

ぴ

後

玉
泉

の
眞

公

か
ら
衡

山

を
讓

り
受

け

た

ε
あ

る

が
、こ

の

中
、資

川

の
読

公

は

即

ち

智

読

ε

い

ふ
人

で
、禪

の

五

祀

東

山

弘

忽

の

門

人

で

あ

る
。宗

密

の

圓

覺

經

略

疏

鈔

第

四
、同

大

疏

鈔

第

三

之

下

に

弘

忽

の

門

人

十

人

を

擧

げ

て

ゐ

る

が
、そ

の

中

に

此

の
智

読

が

列

ね

て

あ

る
。叉

大

疏

鈔

の

連

女

に

禪

の

傍

出

七

家

の

説

を

掲

げ

て

ゐ

る

中
、智

読

を

第

二

家

ε

し

て

あ

る
。又

宗

密

の

禪

源

諸

詮

集

都

序

上

之

一

に
も
、「宗

義

別

當

獪

將
二十

室
刈謂

江

酉
、荷

澤
、北

秀
、南

俛
、牛

頭
、石

頭
、保

唐
、宣

什
、及

稠

那
、天

台

等
、立

宗

傅

法

互

相

乖

阻
」ご

書

い

て

ゐ

る

が
、こ

の

中

の

南

俛

は

郎

ち

今

の

智

読

を

指

す

の

で

あ

る

か

ら
、智

読

は

五

祀

門

下

で

別

に

家

を

成

し

て

ゐ

た

こ

ε

が

分

か

る
。成

都

の

唐

公

ε

い

ふ

の

は
、智

読

の
弟

子

處

寂

俗

姓

唐

承

の

こ

ε

を

指

し

た

の

で

は

な

い

か

ε

思

ふ
。景

徳

傅

燈

録

第

四
、傳

法

正

宗

記

第

九

等

に

五

祗

弘

忽

の

旁

出

ご

し

て

資

州

智

読

等

の

十

三

人

を

列

ね

て

ゐ

る

中
、舒

州

注

照

の

名

が

あ

る
。是

れ

は

今

の

法

照

禪

師

を

指

し

た

の

か

も

知

れ

ぬ

が
、法

照

を

弘

忽

の

門

人

ε

す

る

こ

ε

は



恐

ら

く

正

し

く

あ

る

ま

い
"兎

に

角

こ

れ

に

依

り

て

承

遠

は

禪

の

旁

系

に

學

ん

だ

こ

ε

が

分

か

る
.

こ

れ

が

承

遠

法

照

の

念

佛

思

想

に

大

な

る

關

係

が

あ

る

こ

ご

で
、頗

る

注

意

す

べ

き

黙

で

あ

る
。

法

照

が

衡

山

に

移

つ

た

の

は

何

年

頃

か

割

然

は

し

な

い

が
、併

し

五

會

法

事

讃

に
簗

漢

沙

門

法

照

太

暦

元

年

夏

四

月

中

起
レ自
二南

岳

彌

陀

臺

般

舟

道

場
二
ご
あ

れ

ば
、太

暦

己

前

な

る

こ

ε

は

明

か

で

あ

る
。五

台

山

に

入

つ
た

の

は
、宋

高

僭

傳

に

書

い

て

ゐ

る

逋

り
、太

暦

五

年

四

月

の

こ

ε

で
、其

の

後

い
ろ

ー

靈

異

を

威

じ
、大

聖

竹

林

寺

を

建
[て

般

舟

念

佛

の

道
場

を

設

け

て

淨

業

を

修

せ

ら

れ

た

こ

逕

は

著

名

な

事

實

"

あ

る
。

代

宗

の

聘

國

師

こ

な

つ

た

こ

蓬

は

柳

子

厚

交

集

に

禺

て

ゐ

る̀

こ

ど

で

あ

る

か

ら

毫

も

疑

ひ

は

な

い

が
、併

し

そ

れ

が

何

年

頃

で

あ

つ

た

か
、知

る

こ

こ

が

出

來

ぬ
。佛

祗

統

紀

の

第

二

十

六

に
、代

宗

の

塒
、法

照

を

迚

へ
て

禁

中

に

入

喚
、宮

人

を

し

て

五

會

念

佛

を

修

せ

し

め

だ

ε

書

い

て

ゐ

る

が
、多

分

そ

の

時

に

國

師

に

任

せ

ら

れ

た

も

の

で

あ

ら

う
。

遯

化

の

年

月

日

は

明

か

で

な

い
。佛

組

統

紀

に

は

太

暦

七

年

に

當

る

ご

言

つ

て

ゐ

る

け

れ

ざ

も

宋

高

僣

傅

に

太

暦

十

二

年

九

月

法

照

が

丈

殊

の

靈

相

を

觀

見

し

た

こ

ご

を

書

い

て

ゐ

る

か

ら
、少

く

蓬

も

十

二

年

迄

は

倚

ほ

生

存

し

て

ゐ

た

ε

謂

は

ね

ば

な

ら

諏
。慈

覺

大

師

の

入

唐

求

法

巡

禮

行

記

第

三

に

は
、慈

覺

が

唐

開

成

五

年
(西

紀

八

四

〇
)五

月

一
日

五

台

山

竹

林

寺

に

到

り
、其

の

寺

舍

を

=
二



一
四

巡

禮

し

た

塒

の

記

事

が

掲

げ

て

あ

る
。そ

の

中

に
、

齋

後

巡

禮

寺

舍

有
二般

舟

道

場
薈

有
・注

照

和

佝
一於
一此

掌

修
・念

佛

三

昧
刈有
し勅

諡

號

天

悟

和

街
漣

化

來

近
二二

年
岡今

造
レ影

安
二遣

堂
二
墨

ご

書

い

て

あ

る

が
、開

成

五

年

の

塒
、邏

化

已

來

二

年

に

近

か

つ

π

ε

す

れ

ば
、即

ち

開

成

三

四

年

頃

に

遷

化

し
し
π

こ

ε

に

な

る

け

れ

.ε
も
、そ

れ

で

は

餘

ま

り

長

壽

に

な

り

過

ぎ

る

の

で

あ

る
。何

ε

な

れ

ば

法

照

は

始

め

廬

山

に

居

り
、次

で

衡

山

に

入

り
、後

五

台

山

に

移

つ
た

の

で

あ

る

か

ら
、五

台

山

に

移

つ
た

時

は

少

く

ご

も

五

十

歳

を

下

る

ま

い

ε

思

ふ
。然

る

に

五

台

に

入

つ

た

の

は

太

暦

五

年

七

七
9

で

あ

る

か

ら
、開

成

三

四

年

に

遷

化

せ

ら

れ

た

ε

し

た

ら
、殆

ん

ご

百

歳

の
壽

を

保

泥

ね

ば

な

ら

ぬ

か

ら

で

め

る
。高

楠

博

士

は

二

年

は

二

十

年

の

寫

脱

で

あ

ら

う

ε

吉

は

れ

て

ゐ

る

が
、交

章

の

書

振

り

か

ら

見

て

も

邏

化

後

一
年

や

二

年

で

な

い

こ

ε

は

分

か

る
。
こ

れ

に

依

て

果

し

て

二

年

を

二

十

年

の

寫

脱

ど

す

れ

ば
、法

照

は

元

和

の

終

り
、長

慶

の

初

頃

を

以

て

示

寂

さ

れ

た

も

の

で
、叉

勅

に

よ

り

て

大

悟

廂

倚

ε

諡

さ

れ

た

こ

ε

を

知

る

こ

ε

が

出

來

る
。

二
、

法

照

禪

師

の
著

書

法

照

禪

師

の

著

書

ε

し

て

今

日

簿

は

つ

て

ゐ

る

の

は

五

會

法

事

讃

一
卷

の

み

で

あ

る
。此

の

書

越

具

に

淨

土

五

會

念

佛

略

法

事

儀

讃

蓬

い
ひ
、五

會

念

佛

の

法

事

の

儀

則

を

明

か

し

π

も

の

で
、善



導

の

注

事

讃
、往

生

禮

讃

等

ご

先

づ

同

型

の

書

物

で

あ

る
。序

を

合

せ

て

總

じ

て

四

十

六

の

交

段

が

あ
'る

が
、其

の

中

の
偈

讃

は

勿

論

法

照

自

身

の

作

が

多

い

け

れ

こ

も
、ま

た

彦

踪
、慧

日
、淨

遐

な

ざ

の

讃

丈

も

引

い

て

あ

り
、善

導

の

注

事

讃

中

の
偈

讃

も

載

せ

て

あ

る
。五

會

念

佛

己

い

ふ

の

は
、無

量

壽

經

の

清

風

聴

發

出

五

音

聲

微

妙

宮

商

自

然

相

和

の

交

に

依

り

て
、念

佛

を

五

音

の

曲

調

に

合

せ

て

唱

ぺ

る

こ

ε

を

漱

へ
た

も

の

で

め

る

が
、そ

の

第

一
會

は

箏

聲

綾

念

ε

言

う

て
、先

づ

季

聲

に

緩

つ

く

り

南

無

阿

彌

陀

佛

の

六

字

を

唱

へ
、第

二

會

は

卒

上

聲

に

綏

念

し

第

三

會

は

非

急

非

緩
、第

四

會

は

漸

急

に

共

に
南

無

阿

彌

陀

佛

の

亠
ハ
字

を

唱

へ
、第

五

會

は

轉

急

念

ε

盲

つ

て
、高

聲

に

且

つ
速

に

阿

彌

陀

佛

の

四

字

だ

け

を

唱

へ
る

の

で

あ

る
。法
.照

は

此

の

五

會

の

法

を

修

す

る

も

の

は
、此

の

生

に

於

て

能

く

五

濁

の

煩

惱

を

離

れ
、五

苦

を

除

き
、五

葢

を

斷

じ
、五

趣

を

截

り
、五

眼

を

淨

め
、五

根

を

具

し
、五

力

を

成

し
、菩

提

を

得

て

五

解

脱

を

具

し
、速

に

能

く

五

分

法

身

を

成

就

す

る

こ

ざ

が

出

來

る

ε

言

つ

て

ゐ

る
。慈

覺

大

師

が

請

來

さ

れ

π

五

台

山

念

佛

三

昧

の

注

蓬

い

ふ

の

は
.多

分

こ

の

五

會

念

佛

を

傳

へ

た

も

の

で

あ

ら

う

ε

思

ふ
。延

寳

の

頃
、忽

澂

上

人

は

始

め

て

此

の

法

を

京

都

獅

谷

に

修

行

さ

れ

た

が
、そ

の

後

獅

谷

五

會

念

佛

ε

稱

し

て

今

も

街

行

は

れ

て

ゐ

る

筈

で

あ

る
。

五

會

注

事

讃

の

序

交

に

依

て

見

る

ε
、法

照

は

此

の

外

に

五

會

法

事

儀

三

卷

を

作

つ

て
、廣

く

法

、事

の

儀

則

を

述

べ
ら

れ

た

こ

ε

が

書

い

て

あ

る
。卸

ち

其

の
序

交

に

云

く
、

一
五



一
六

令

体

一大

無

量

壽

經
一五

會

念

佛
。若

廣

作

・法

事
一具

在
・五

會

法

事

儀

三

卷
司啓

讃

彌

陀

觀

經
廣

説

由

序
ハ

問

答

釋

疑

並

在
・彼

丈
赤

須
}亘
ハ
寫

尋

讃゚

沛

傳

後

世
刈若

略

作
二法

事
一帥

依

此

真

こ

れ

で

見

る

ε

今

の

一
卷

五

會

法

事

讃

は
、略

法

事

の

儀

則

を

明

か

し

た

竜

の

で
、廣

法

事

の

儀

式

は

三

卷

五

會

注

事

儀

の

中

に

具

に

書

か

れ

て

あ

る

こ

亡

が

分

か

る
。叉

】
卷

法

事

讃

は

無

量

壽

經

に

依

て

五

會

念

佛

の

法

を

明

か

し

π

も

の

で
、三

卷

法

事

儀

は

阿

彌

陀

經

及

び

觀

經

を

啓

讃

し

其

の

中

に

は

廣

く

法

事

の

由

序

を

説

き
、叉

問

答

釋

疑

な

ご

も

施

さ

れ

だ

こ

ε

を

知

る

こ

ε

が

出

來

る
。此

の

三

卷

五

會

法

事

儀

に

關

し
、予

は

嘗

て

そ

れ

を

善

導

の

注

事

讃

二

卷

ε

般

舟

讃

】
卷

ε

を

指

し

た

も

の

で
、即

ち

善

導

ε

法

照

ε

の

著

書

が

混

雜

し

だ

も

の

で

は

無

か

ら

う

か

ε

い

ふ

考

を

起

し

た

こ

ご

が

あ

る
。そ

の

所

以

は

善

導

の

注

事

讃

は

阿

彌

陀

經

に

依

つ

て

法

事

の

儀

則

を

明

か

し
、般

舟

讃

は

そ

の

標

題

に

依

觀

經

等

明

般

舟

三

昧

行

道

往

生

讃

ご

あ

つ

て
、邸

ち

重

も

に

觀

經

に

依

つ

て

般

舟

三

眛

行

道

の

法

を

明

か

し

た

も

の

で

あ

る

か
ら
、今

の

序

交

に
彌

陀

觀

經

を

啓

讃

す

亡

言

つ

て

ゐ

る

の

に

符

合

す

る

や

う

で

あ

り
、叉

法

事

の

由

序

は

法

事

讃

に

い

ろ

ー

書

か

れ

て

あ

り
、問

答

釋

疑

は

般

舟

讃

に

載

せ

て

あ

る

の

み

な

ら

す
、
一
卷

五

會

注

事

讃

の

中

に

善

導

の

法

事

讃

及

び

般

舟

讃

の
偈

丈

が

其

の

儘

引

い

て

あ

り
、編

纂

の

體

裁

も

甚

だ

善

く

似

て

ゐ

る

所

か

ら

し

て
、
元

ご

注

事

讃

及

び

般

舟

讃

は

一
部

三

卷

の

書

に

し

て
、
五

會

注

事

儀

ε

題

し
、
法

照

の

作

で



あ

つ

た

も

の

を
、後

に

至

て

之

を

二

部

別

行

七
、善

導

の

作

ε

し

て

簿

へ
た

も

の

で

は

な

か

ら

う

か

芝

考

へ
だ

の

で

あ

る
、處

が

注

事

讃

般

舟

讃

の

中

に

は

五

會

の

こ

ε

が

少

し

も

書

い

て

な

い

か

ら

り

五

會

法

事

儀

ε

い

ふ

題

名

に

合

は

漁
。そ

れ

か

ら

叉

此

の

二

書

は

承

和

六

年
(八

三

九
)靈

巖

圓

行

の

請

來

し

た

も

の

で

あ

つ

て
、法

照

の

滅

後

ま

だ

二

三

十

年

し

か

經

つ

て

ゐ

な

い
。然

る

に

圓

行

講

來

録

に

は

明

か

に

此

の

二

書

を

別

部

ε

し
、沙

門

善

道

集

記

ε

題

し

て

ゐ

る

か

ら
、分

卷

別

行

並

に

撰

者

變

改

の

時

日

が

餘

ま

り

に

早

過

ぎ

る

威

が

あ

る
。そ

れ

で

今

は

前

読

を

取

淌

し

て
・夭

張

り

法

照

の

三

卷

五

會

法

事

儀

は

已

に

逸

失

し

て

鱒

は

ら

な

い
も

の

ε

思

つ

て

ゐ

る

次

第

で

あ

る
。

叉

法

照

に

大

聖

竹

林

寺

記

ε

い

ふ

踊
卷

の

著

書

が

あ

つ

た

や

う

で

あ

る
。
こ

れ

は

長

西

録

の

中

に

も

掲

げ

て

あ

り
、叉

記

圭

頁

忠

上

人

が

此

の

記

を

讀

ん

で

威

激

さ

れ

た

こ

ε

は

然

阿

上

人

傅

に

載

せ
て

あ

る
。丈

暦

の

頃
、大

和

生

駒

山

に

大

聖

竹

林

寺

が

建

つ

の

も
、恐

ら

く

此

の

記

の

影

響

を

受

け

た

の

で

あ

ら

う
。此

の

書

は

多

分

逸

失

し

だ

も

の

で

あ

ら

う

が
、そ

の

内

容

は

然

阿

上

人

鱒

に
引

い

て

あ

る
所

を

見

る

ε
.注

照

が

五

台

山

に

入

つ

て

丈

殊

の
靈

告

を

受

け
、竹

林

寺

を

建

立

す

る

ま

で

の

經

過

を

書

い

た

も

の

に

相

逹

な

い
。し

て

見

る

ε

宋

高

層

傅

の

法

照

の

鱒

も

全

く

此

の

I1115
r

依

つ

だ

こ

ビ

が

想

像

さ

れ

る

の

で

あ

る
。但

し

宋

鰹

に

注

照

が

五

台

山

の

靈

異

を

自

ら

録

し

た

こ

宅

を

書

い

て

ゐ

る

け

れ
鬯
」
も
、ま

た

絳

州

兵

掾

王

士

簷

逋
二聖

寺

記
ヒ

言

う

て

ゐ

る

か

ら
、竹

林

寺

記

畑
毛



一
入

は

或

は

法

照

の

作

で
は

な

く

て
、王

士

簷

が

録

し

た

も

の

か

も

知

れ

ぬ
。

三
、

中

唐

代

に

於

け

る

禪

對

念

佛

論

の
形

勢

注

照

は

前

に

述

べ
た

逋

り

資

州

智

読

の

注

孫
、五

阻

弘

忽

の

注

曾

孫

に

嘗

陀

る

八

で
、元

ざ

ー

禪

家

に

關

係

が

あ

る
.然

る

に

禪

は

五

祗

弘

忽

の

下

で

南

北

両

宗

に

分

か
.れ
南

宗

の

懃

能

に

對

し

て
・北

宗

の

祚

秀

が

圭

ε

し

て

一
涙

を

形

造

り
、南

宗

が

唯

だ

歡

外

別

傳

璽

本

鎗

で
、坐

禪

見

性

の

外

に
、經

も

讀

む

に

及

ば

ぬ
、諸

善

萬

行

も

修

す

る

に

及

ぱ

ぬ

ご

圭

張

し

な

の

に

反

し
、北

宗

で

は

經

も

讀

み

諸

善

萬

行

も

修

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

ε

い

ふ

説

を

生

じ
、中

に

は

念

佛

三

昧

を

以

て

眞

の

無

上

深

妙

の

禪

門

だ

蓬

圭

張

す

る

も

の

が

現

は

れ

て

來

て
、自

ら

念

佛

は

皹

ど

對

抗

の

形

勢

を

取

る

や

う

に

な

つ

た

の

で

あ

る
。宗

密

の

圓

覺

經

大

疏

鈔

第

三

之

下

に

依

つ

て

見

る

ε
、五

祺

門

下

の

宣

什

ε

い

ふ

入

は
、南

山

念

佛

門

禪

宗

ε

い

ふ

一
涙

を

唱

へ
た

蓬

盲

つ

て

ゐ

る

が
、そ

の

遣

り

方

に

關

し

て

は正

授

法

時
、先

説
二注

門

道

理

修

行

意

趣
↓然

後

令
二
一
字

念

佛
司初

引
レ聲

由

念
、後

漸

漸

沒
レ聲
、微

聲

乃

至
二

無

馨
納迭
レ佛

至
レ意
、意

念

獪

驫
。叉

迭

至
レ.心
、念

念

存
レ想
、有
三佛

恒

在
二.心
中
刈乃

至
二無

想

盍
二
得

導

ε

書

い

て

ゐ

る
。兎

に

角

餘

程
鹽面

自

い
説

で

は

な

い

か
。牛

頭

の

注

系

を

受

け

た

南

陽

の

慧

忠

は
、淨

土

を

修

行

し

π

ε

い

ふ

こ

ど

で

あ

り
、馬

租

の

嫡

嗣

の

百

丈

懐

海

は

百

丈

清

規

を

作

つ

て
、其

の

中



π

病

僭

の

爲

に

彌

陀

を

念

じ
、荼

毘

の

聴

に

は

南

無

西

方

極

樂

世

界

大

慈

大

悲

阿

彌

陀

佛

ε

唱

へ

さ

す

る

様

に

規

則

を

立

て

た

こ

ε

は

有

名

な

こ

ε

で
、
こ

れ

等

は

皆

皹

が

念

佛

の

影

響

を

被

っ

た

,

實

例

で

あ

る
。

慈

愍

三

藏

慧

日

は

天

寳

七

年

に

寂

し

た

人

で
、六

租

慧

能

よ

り

少

し

後

輩

で

あ

る

が
、坐

禪

を

や

る

ε

同

時

に

念

佛

誦

經

為

修

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

ε

い

ふ

こ

蓬

を

主

張

し

て
、禪

淨

雙

修

論

の

急

先

鋒

ど

見

る

べ

き

説

を

唱

へ
て

ゐ

る
。萬

善

同

歸

集

の

第

二

に

慈

愍

三

藏

云
、聖

歡

所

説

正

禪

定

者

、制

「心

一
處
念

念

相

緬

離

於

昏

綽

雫

等

持
レ心
。若

睡

眠

覆

障

即

須

偽策

勤

念

佛

誦

經

禮

拜

行

填

講
レ經

説
レ法

歡

一化

衆

生
一萬

行

無
ジ癈

所

修

行

業

回

向

往
串生

西

方

淨

土
恥

若

能

如
レ是

修
・脅

禪

定
一者

是

佛

禪

定

興

聖

歡
】合
。是

衆

生

眼

目
、諸

佛

印

可
。

亡

吉

つ

て

ゐ

る

の

が

即

ち

そ

れ

で

あ

る
。

飛

錫

は

太

暦

頃

の

人

で
、法

照

ε

殆

ん

ざ

同

聴

で

あ

る

が
、そ

の

著

念

佛

三

昧

寳

王

論

の

中

に
、念

佛

三

眛

を

以

て

無

上

深

妙

の

灘

門

で

あ

る

ε

圭

張

し

て
、理

事

雙

修

の

説

を

唱

へ
、寧

ろ

有

見

を

起

す

こ

ε

須

彌

の

如

く

な

る

も
、芥

子

ば

か

り

も

室

見

を

起

し

て

は

な

ら

ぬ

ε

言

つ

て
、無

修

無

行

に

反

封

し

て

ゐ

る
。飛

錫

に

は

別

に

無

上

深

妙

禪

門

傳

集

法

寳

こ

い

ふ

一
卷

の

著

逋

が

あ

つ

だ

こ

ε

を

官

身

で

書

い

て

ゐ

狗

が
、そ

の

中

に

は

定

め

て

念

佛

三

昧

が

無

上

深

妙

の

禪

た

ゐ

譯

を

委

し

く

一
九



i
i
o

述

べ
て

ゐ

る

の

で

あ

ら

う
。

"
道

鏡

ε

善

道

ε

が

共

集

し

π

求

生

西

方

淨

土

念

佛

鏡

ε

い

ふ

書

物

に

は
、念

佛

封

坐

禪

門

の

】

章

を

設

け

て
、念

佛

は

坐

禪

の

無

生

觀

門

に

勝

る

こ

ご

百

千

萬

倍

な

り

ε

論

じ

て

ゐ

る

が
、そ

の

中

に

坐

禪

は

無

生

無

相

を

觀

す

も

の

で

あ

る

か
ら
、譬

へ
ば

室

中

に

樓

閣

を

造

ら

う

ど

す

る

の

ε

同

じ

で

あ

る
。念

佛

は

事

理

雙

修

の

法

で

あ

る

か

ら
、地

上

に

宮

室

を

造

る

ご

同

樣

に

速

に

そ

の

行

を

成

す

る

こ

ε

が

出

來

る

亡

吉

つ

て

ゐ

る
。是

れ

も

亦

事

理

雙

修

の

説

で
、藤

の

單

理

を

排

し

た

も

の

な

る

こ

ど

は

言

を

待

た

諏
。但

し

此

書

の

作

者

善

道

は

中

唐

末

頃

の

人

で
、善

導

大

師

ε

は

元

よ

り

別

人

で

あ

る
。

淨

土

十

疑

論

は

天

台

智

者

の

説

ε

傳

へ
て

ゐ

る

け

れ

こ

も
、實

は

中

唐

の

初

頃

の

作

で
(飛

錫

の

寳

王

論

に

引

い
て

ゐ

る

か

ら

其

れ

以

前
)、矢

張

b

禪

宗

に

對

抗

し

π

も

の

で

あ

ら

う
。そ

の
所

以

は

十

疑

の

中

の

第

二

疑

に
、諸

注

は

體

室

に

し

て

本

來

無

生

丕
・
等

寂

滅

で

あ

る
、然

る

に

今

此

の

世

界

を

捨

て

丶
彼

の

西

方

彌

陀

の

淨

土

に

生

れ

ん

ε

す

る

の

は

理

に

乖

く

で

は

な

い

か

亡

い

ふ

疑

に

封

し

て
、汝

は

此

を

捨

て

丶

彼

れ

を

求

む

る

を

理

に

中

ら

ぬ

ε

い

ふ

け

れ

4̂/J
も
、同

じ

筆

法

で

此

の

世

界

に

住

し

て

西

方

を

求

め

な

い

の

は
、印

ち

彼

れ

を

捨

て

丶
此

れ

に

著

す

る

の

で

あ

る

か

ら
、亦

理

に

中

ら

阻

こ

い

は

ね

ば

な

ら

ぬ
。生

即

無

生

無

生

帥

生

の

理

を

知

ら

す

に
、他

人

の

淨

土

を

求

め



る

の

を

瞳

る

こ

ε

は
、謗

法

の

罪

人
v邪

見

の

善

道

で

あ

る

ε
、頗

る

張

硬

に

破

り

て

ゐ

る

處

な

ご

が
い

ご

う

も

禪

宗

を

相

手

に

し

た

も

の

ε

思

は

れ

る

か

ら

で

あ

る
。

要

す

る

に

中

唐

己

後
、南

宗

禪

の

盛

な

り

し

反

動

ε

し

て
、北

宗

を

始

め
、淨

土

で

も

天

台

で

も
、頻

り

に

理

事

雙

修

の

説

を

唱

へ
、經

も

讀

み
、萬

善

も

修

行

せ

ね

ば

な

ら

澱
.ε

い

ふ

こ

ε

を

極

力

圭

張

し

た

も

の

で

あ

る

が
、併

か

し

其

れ

が

爲

め

念

佛

の

方

で

も

亦

そ

の

影

響

を

受

け

て
、般

舟

三

昧

ε

い

ふ

一
種

の

念

佛

禪

が

行

は

る

丶
樣

に

な

り
、所

謂

禪

淨

雙

修

の

風

が

段

々

流

行
'
し

て

來

た

の

で

あ

る
。

四
、

法

照

禪

師

の

無

上

深

妙

禪

門

論

注

照

は

飛

錫

に

同

じ

く

念

佛

三

眛

を

以

て

無

上

深

妙

の

禪
、門

な

・?

ε

圭

張

し
、禪

徒

が

佛

を

拜

せ

事

交

字

を

立

て

す
、諸

善

萬

行

を

廢

捨

す

る

の

を

非

常

に

攻

撃

し

て
、自

ら

音

聲

語

言

で

佛

事

を

作

す

べ

き

こ

ε

を

力

説

せ

ら

れ

て

ゐ

る

の

で

あ

る

が
、こ

れ

は

正

し

く

中

唐

代

に

於

け

る

念

佛

一

派

の

輿

論

を

代

表

し

た

叫

び

ε

見

る

こ

ご

が

禺

來

る
。五

會

法

事

讃

の

序

交

に

念

佛

三

昧

是

無

上

深

妙

禪

門

矣
。以

彌

陀

注

王

四

十

八

願

名

號

爲
佛

喪

願

力

度

衆

生
所

以

五

會

聲

流

於

常

宮
哺淨

澂

普

霑
晶於

沙

界
司故

華

嚴

經

云
、三

賢

乃

至

一
切

諸

佛

無

上

菩

提

皆

不
擢離
二念

佛

念

法

念

蠻

而

生
鋭故

注

華

維

摩

等

經

有
雫以
二音

聲

語

育
葡

作
中
佛

事
焚

聲

名

句

丈

爲
晶諸

歡

體
殉豈

同
雫今

之

一
=



ニ
ニ

學

者

紫

金

之

容

都

撥

爲
二有

相
ハ髻

珠

之

歡

懸

指

爲
二交

字
袖語
二無

色
動

捨
・眞

色
↓論
二無

聲

乃
厭
中
梵

音
畑生

聴
墾
盛
州
爲
鱒行
㎝
稱
榊二失

遒
↓餬
畔
　顛
二際
出
邪
W
山
ゴ艮

可
レ悲

矣
。A
η
則

吋小
嵐
然
。且

ム
北
剛

黼旗
若

云
、亠
ハ
度

萬

行

一
切
ズ
盖
口
情法

磁
併

非

儲

因
琵

是

釋

迦

三

世

諸

佛

誠

諦

眞

言
。足
軌

爲

信

叡

可
・
依

鴛

亡

言

ひ
、叉

五

會

念

佛

の

下

に
、

念

則

無

念
、佛

不

二

門

也
。聲

則

無

聲
、第

一
義

也
。故

終

日

念
L佛

恒

順
二於

眞
ハ
性
ハ終

自

願
・生

常

便
二於

妙

理

發

心

有
如

レ此

者
、必

降

天

魔

撃

一注

皷
↓六

種

震

動
、四

花

繁

雨
、金

醐

寳

座
、正

覺

可
・期

、也
。故

觀

經

日
、

若

念

佛

者

當
レ知

此

人

中

分

陀

利

花
、名

爲
希

有
刈觀

世

音

大

勢

至

爲
ご其

勝

友
一.當
卞坐
竜

場

生
中
諸
佛

家
寓

是

以

如

來

常

於

三

味

海

中
一擧

綱

維

一謁

一乎

父

王
白

、王

今

坐

禪
、但

當
念

佛
湘豈

同
下離
レ念

求

}乎

無

念
晒離
レ

生

求

於

無

生

離

相

好

求

乎

法

身
離

女

皇

求
中
乎

解

脱
芙

、如
・此

者

則

住
於

斷

滅

見
謗

・佛

毀
經

成

櫃

法

業
一墜
一[無

間
一矣
。凡

在
二修

道
一可
γ不
愼

毀
哨可
レ不
敬

欺
司叉

觀

佛

三

昧

海

經

云
、此

觀

佛

三

昧

是

破

戒

者

護
、失

遒

者

依
、煩

惱

賊

中

大

勇

猛

將
、首

楞

嚴

王

百

千

三

昧

所
・出

生
一處
。亦

名

諸

三

眛

母
↓亦

名

諸

三

昧

王
↓亦

名
下諸

佛

共

所
・印

可
u定
加亦

名
一一如

來

禪
袙非
・二

乘

外

這

等

禪
四信

可
レ知

矣
。

蓬

書

い

て

あ

る
。こ

れ

は

盖

し

禪

家

の

學

者

が

念

を

離

れ

て

無

念

を

求

め
、生

を

離

れ

て

無

生

を

求

め
、相

好

を

離

れ

て

注

身

を

求

め
、交

字

を

離

れ

て

解

脱

を

求

め

や

う

ε

す

る

か

ら
、佛

も

禮

せ

す

經

も

讀

ま

す
。遂

に

謗

法

の

業

を

成

じ

て

無

悶

に

墜

つ

る

断

以

で

あ

る

こ

ご

を

指

摘

し
、念

即

無

念
、生



齷

無

生

の

第

一
義

に

逹

す

れ

ば
、終

日

佛

を

念

じ

て

も

恒

に

眞

性

に

順

じ
、終

日

生

を

願

じ

て

も

常

に
妙

理

に

會

す

る

こ

ε

が

出

來

る
。そ

れ

が

即

ち

如

來

禪

で
、帥

ち

諸

佛

の

共

に

印

可

す

る

所

の

定

り

で
、帥

ち

無

上

深

妙

の

禪

門

で

あ

る

こ

い

ふ

こ

ご

を

圭

張

し

た

の

で
、慈

愍

三

藏

や
、飛

錫

な

ご

丶
全

く

同

一
の

理

事

雙

修

の

思

想

で

あ

る
。

法

照

が

慈

愍

三

藏

の

説

を

承

け

た

こ

ε

は
、五

會

注

事

讃

の

中

に

慈

愍

三

藏

の

般

舟

三

昧

讃

を

引

い

て

ゐ

る

こ

ど

に

よ

り

て
、そ

れ

を

立

讃

す

る

こ

ε

が

出
∵
來

る
。飛

錫
.ξ

は

殆

ん

ざ

同

聴

代

で

あ

る

か

ら
、無

上

深

妙

禪

門

の

説

は

果

し

て

孰

れ

が

唱

邁

し

だ

か
、詳

に

す

る

こ

ε

が

田

來

濾
。或

は

法

照

の

方

が

飛

錫

の

誘

に

賛

同

℃

た

の

か

も

知

れ

ぬ

ε

思

ふ
、承

遠

の

説

は

分

ら

漁

け

れ

こ

も
、矢

張

り

理

事

雙

修

の

立

場

に

居

だ

も

の

ε

想

像

さ

れ

る
。し

て

見

れ

ば

注

照

は

此

等

諸

師

ε

同

一
の

考

を

持

つ

て
、南

宗

禪

に

鬻

抗

し

て

大

に

音

聲

語

吉

の
佛

事

を

皷

吹

さ

れ

た

も

の

ご

見

る

こ

ξ

が

出

來

る

の

で

あ

る
。

印

度

學

序

論

ー

(
ウ
ィ
リ
ア

ム
氏
印
度
教
第

罔
章
)
1
ー

前

田

聽

瑞

印

度

國

名

の

由

來

、

今

は

昔
、中

央

亜

細

亜

か

ら

移

佳

し

來

つ
た

大

ア

ー

リ

ヤ

(諺
望
即旦

民

族

二
三


