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一

　

問
題
の

所
在

　

永
観
（
｝

〇
三
一
二

〜

＝

＝
）

の

『

往
生

拾
因
』

の

第
十
因
随
順

本

願
は

、

こ

れ

ま
で

に

も

多
く
の

先

学
に

よ
っ

て

考
察
が

行
わ

れ

て

き

た
。

そ
れ

ら

の

研
究
の

多
く
が

、

善
導
（
六
一

三

〜

六
八
一
）

の

『

観
無

　
　
　
　
　
　
　
（

1）

量
寿
経
疏
』

散
善

義
を

法
然
（

＝

三
三

〜
一

二
一

二
）

に

先
駆
け

て

引

用
し

た
こ

と

に

つ

い

て

の

言
及
と

考
察
で

あ
っ

た
。

も
ち
ろ

ん

第
十

因

の

内
容
は

無
論
そ

れ

だ

け
に

留
ま

る

も
の

で

は

な
い

。

特
に

、

内

容
か

ら

見
て

大

き

な

割
合
を

占
め

て

い

る

の

が
、

臨
終
行
儀
で

あ
る

。

筆
者

も
こ

の

『

往
生
拾

因
』

第
十
随
順
本
願
に

説
か

れ
る

臨
終
行
儀
に
つ

い

　
　
　
　
　
　
　
　（
2

）

て

以

前
考
察
を

行
っ

た
。

し
か
し

そ
の

時
の

考
察
で

は

十
分
に

検
討
を

加
え
る

事
が

で

き
な
か
っ

た

点
も
多
く
あ
る

。

本
稿
は

、

前
回

永
観
の

臨
終
行
儀
を

考
察
し

た

際
に

研
究
し

き
れ

な

か
っ

た

部
分
を

考
察
す
る

事
が

主
眼
と

な
る

。

具
体
的
に

は
、

永
観
の

臨

終
行

儀
の

特
徴
と

し

て
、

臨
終
時
に

行
者
が

称
名
念
仏
行
を

行
う
こ

と

が

不
可

能
に

な
っ

た

場
合

、

「

往
生

の

思
い
」

を
一

心
に

作
す
だ

け

で

も

往
生

す
る

こ

と

が

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
六

十
二

巻
第
二

号
　
平
成
二

十
六

年
三

月

で

き
る
と

説
く

、

と
い

っ

た

易
行
的
な

内
容
が

あ

る
こ

と
を

特
徴
と
し

て

指
摘
し
た

が
、

そ

れ

以

上

の

内
容
を

深
く

研
究

す
る
こ

と

が

で

き
な

か
っ

た
。

そ
こ

で

今
回
は

、

こ

の

易
行
的
な

臨
終
行
儀
が

説
か

れ
た

そ

の

背
景
を

、

永
観
の

著
作
の

中
で

最
も
臨
終
行
儀
に
つ

い

て

説
か
れ

て

い

る

随
順
本
願

を

中
心

に

考
察
を

加
え
た

。

二

　
永
観
に

見
ら
れ

る
臨

終
行
儀

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

3）

　
永

観
に
つ

い

て

記
し

た

最
古
の

伝
記
で

あ

る
『

拾
遺

往
生

伝
』

で

は
、

永
観
が

薬
王

寺
に

弥
陀
の

仏
像
を

安
置
し

、

ま
た

そ
こ

に

は

祗
園
精
舎

の

無
常
院
を

も
と

に

建
て

ら

れ

た

お

堂
が

あ
っ

て

温
室
（

病
人
用
の

浴

室）

を

設
け

て

い

た

と
い

う
記
述
が

あ
る
こ

と
か

ら
、

こ

こ

で

実
際
に

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
（

4）

臨
終
行
儀
が

行
わ

れ

て

い

た

と

考
え
ら

れ

て

い

る
。

ま
た

永
観
は

そ
の

晩

年
に

迎
講
（

阿
弥
陀
仏
を

は

じ
め

聖

衆

が

来
迎
し
、

臨
終
の

衆
生

を
極

楽

浄
土
に

導
く
様
を
演
ず
る

法
会）

を
修
し

た
こ

と

が

知
ら
れ
て

お

り
、

『

中

右

記
』

天

仁
元

年
（

＝
○

入
）

九

月
四

日

に

は
、

東
山

で

迎

講
を

行

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

5）

い
、

多
く
の

人
々

が

参
加
し
た

こ

と

が

記
さ

れ

て

い

る
。一

〇
三
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永
観
『

往
生

拾
因』

随
順
本
願
に

見
え
る

凡
夫
往
生

に
つ

い

て

（
舎
奈
田
）

　

著
作
で

あ
る

『

往
生

拾
因
』

に

見
ら

れ

る

臨
終
行
儀
と

し

て

は
、

『

往

生

拾
因
』

の

第
十
随
順
本
願

に

お
い

て
、

前
半
途
中
か
ら

臨
終
時
の

念

仏
に

関
連

す
る

内
容
が

記
さ

れ

る
。

ま
ず
弥
陀
の

本
願
を
讃
嘆
す
る

文

の

中
に

お
い

て
、

行
住
座
臥
常
に

忘
れ

ず
に

念

仏
す
る
こ

と

を

説
き

、

さ

ら

に

毎
晩
眠

り
に
つ

く
際

に

臨
終
を

思
い

、

十
念
を
称
え
る

よ

う
に

説
い

て
い

る
。

さ

ら

に

病
床
の

折
に

は

顔
を

西
に

向
け
て

十
念
す
る
べ

　
　
（

6）
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

（
7）

き
こ

と
、

臨
終
時
の

十
念
が

滅
罪
の

功
徳
を

得
る

こ

と

を

説
き
、

『

大

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
8）

智
度
論
』

を

引
用
し
て

臨
終
時
の

行
の

功

徳
の

優
れ

る

事
と
、

臨
終
の

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
9）

際
に

は

仏
前
を

花
や

香
で

荘
厳
し

念

仏

を

称
え
る
こ

と

を

説
く

。

　

具
体
的
な
臨
終
の

作
法
と

し

て
、

ま

ず

病
人
を

看

病
す
る

者
へ

の

戒

め

と

し
て

酒
や

肉
、

そ

し

て

大

蒜
や

葱
、

韮
と

い

っ

た

五

辛
（
五

葷
）

を

食
す
る

こ

と

を
戒
め

る

と

共
に

、

病
人
の

排
泄
物

を

厭
う
こ

と

の

な

い

よ

う
に

述
べ

て

い

る
。

ま

た

看
病

人

が
、

病
人
の

周
り
で

世

間

話
を

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
10
）

せ

ず
に

往
生

に

関
す
る

話
を

す
る

よ

う
説
か

れ

る
。

病
人

に

対
し

て

善

智
識
が

勧
進
を
行
う
べ

き
こ

と

を

説
く

が
、

そ
の

内

容
は

、

行
者
の

本

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
11）

意
、

さ

ら

に

病
人
の

気
力
に

随
っ

て

行
う
べ

き
で

あ

る

と

す
る

。

　
こ

れ
ら

の

内

容
は

、

道
宣
（
五

九
六

〜

六

六

七
）

『

四

分

律
刪
繁
補

闕

　
　
（
12
）

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（

13）

行
事
鈔
』

、

善
導
（
亠

ハ

一

三

〜

六
八
一
）

『

観
念
法
門

』

、

源
信
（
九

四

二

〜

　
　

　
　
　

　
　
　
（
14
）

一

〇
一

七
）

『

往
生

要
集
』

な

ど

の

内
容
に

沿
っ

た

も
の

と

考
え
ら

れ
、

永
観
も
先
駆
す
る

臨
終
行
儀
に

つ

い

て

記
さ

れ
た

書
物
を

参
照
し

、

自

ら

の

臨

終
行

儀
に

取

り
入
れ

た

も
の

と
い

え
る

。

こ

の

中
で

も

特
に

『

往
生

要
集
』

の

影
響
が

大
き
い

と
考
え
ら

れ

る
。

三

　
永
観
の

臨

終
行
儀
の

特
徴

一

〇
四

　
一

方
で

永
観
の

『

往
生
拾

因
』

に

は

源
信
の

『

往
生

要
集
』

な
ど

に

は

書
か

れ

て

い

な
い

、

臨

終
行
儀
に
つ

い

て

特
徴
的
な
記
述

が

あ
る

。

　
第
一

に

音
楽
や

歌

頌
を
用
い

る

こ

と

や
、

合
殺
な
ど

の

声
明
を

誦
す

る
こ

と

礼
拝
行
な

ど

を
勧
め

、

そ

れ

に

よ
っ

て

病
人

に

勇
猛
心

を

発
さ

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
（

15）

し

め

る
こ

と

を

説
い

て

い

る

こ

と

が

挙
げ
ら

れ

る
。

『

日

本

往
生

極
楽

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
16
）

記
』

に

も
往
生

に

備
え
て

音
楽
を

演

奏
す
る

記
述

が

あ
り

、

当
時
の

行

わ

れ
て

い

た

行
儀
の
一

様
式
を

永
観
が

取
り
入
れ
た

も
の

で

あ
る
と

思

わ

れ
る

。

　
第
二

に

永
観
は

、

病
者
そ

れ

ぞ

れ

に

あ
っ

た

行
を

行
う
べ

き
こ

と
を

説
い

て

い

る
。

観
想
行
を

行
う
こ

と
が

で

き

る

者
に

は

観
想
行
を

、

出

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

（
17
）

来
な
い

者
に

は

南
無
阿

弥
陀
仏
と

称
え
る

称
名
念
仏
を

勧
め

て

い

る
。

そ
し
て

そ
の

根
拠
を

「

日

本
往
生

極
楽
記
』

延
暦
寺
楞
厳
院
十

禅

師

尋

（
18）静

の

項
目
に

説
か

れ

る
、

観
念
を

修
す
る

者
に

は

観
念
を
妨

げ
る

の

で

そ
の

他
の

行
を

勧
め
て

は

な
ら
な
い

と

し

て

い

る

箇
所
に

求
め

て
い

る
。

　
第
三

に

永
観
は

、

臨
終
時
に

行
者
が

称
名
念
仏
行
を

行
う
こ

と

が

不

可

能
に

な
っ

た

場
合

、

「

往
生
の

思
い
」

を
一

心

に

作

す
だ

け
で

も

往

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

（
19
）

生

す
る
こ

と

が
で

き
る

と

説
く

。

こ

の

根
拠
と

し

て

『

安
楽
集
』

中
に

引
用
さ

れ
た

『

法
鼓
経
』

の
一

文
を

永
観
は

用
い

る

が
、

後
に

湛
秀
も

『

臨
終

行
儀
注
記
』

に

お
い

て

用
い

て

お

り
、

永
観
の

影
響
が

指
摘

さ

　
　
　（
20）

れ
て

い

る
。

た

だ

し
こ

の

「

往
生

の

意
」

が
旦
ハ

体
的
に

何
を

指
す
の

か

632 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　
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は

明
記
さ
れ
て

い

な
い

。

　
以

上

の

よ

う
な

点
を

特
徴
と

し
て

指
摘

す
る

こ

と

が
で

き
る

。

四

　
本
考
察
に

お

け
る

　

　

の

要
点

『

往
生

拾
因
』

第

十

因

随
順

本
願

　

そ
も
そ
も

第
十

因
随
順

本
願
は

、

そ
の

章
題
と

裏
腹
に

、

単
に

本
願

の

重
要
性
の

み

が

説
か

れ
て

い

る

わ

け
で

は

な
い

。

も
ち
ろ

ん

本
願
の

重
要
性
は

い

う
ま
で

も
な
い

の

だ

が
、

特
に

後
半
の

内
容
の

多
く
が
臨

終
行
儀
関
連
に
つ

い

て

の

記
述
で

あ
り

、

永

観
が

単
に

弥
陀
の

本
願
の

重
要
性
を

説
い

て
い

る
と
い

う
だ

け
で

は

な
い

こ

と

が

わ

か

る
。

む

し

ろ

内
容
か

ら

永
観
に

と
っ

て

弥
陀
の

本
願
と
は
そ
れ

単
体
で

重

要
で

あ

る

だ

け
で

は

な
く

、

臨
終
行
儀
と

切
り
離
す
こ

と
が

で

き

な
い

も
の

で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

が
で

き

る
。

つ

ま

り
こ

の

第
十

因
を

読
み

解
く
に

は
、

弥
陀
の

本
願
と

臨
終
行
儀
が

如
何
な
る

関
連
を

持
っ

て

い

る
の

か

を

考
慮
し

な

く
て

は

な
ら

な
い

。

そ

こ

で

引
用
さ
れ

て

い

る

幾
つ

か
の

経
典
や

記
述

に

注
目
し
て

み

た
い

。

　

ま

ず
一

つ

目
に

弥
陀
の

第
十

八

願

の

引
用
が
挙
げ

ら

れ

る
。

　

故
本
願
云

。

十
方
衆
生

至
心

信
樂
欲
生
我
國

。

乃

至
十

念
若
不
生

者

不

取
正

　

　

　
れ　

　

覺
云
云

永

観
が

随
順

本
願
で

取
り
上

げ
て

い

る

本
願

と
は

、

こ

の

第
十
八

願
の

み
で

あ
る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

　

二

つ

目
に

、

『

観
無
量

寿

経
』

下
品

下
生

段
の

引

用
を

指
摘

す
る

。

永
観
『

往
生

拾
因
』

随
順
本
願
に

見
え
る

凡
夫
往
生
に
つ

い

て

（

舎
奈
田）

こ

こ

で

は

五

逆

十
悪

の

凡
夫
で

あ
っ

て

も
臨

終
時
に

善
知
識
に

会
っ

て

十
念
す
れ

ば

極
楽
往
生

で

き
る
こ

と

が
説
か

れ

る
。

　

三
つ

目
に

は

五

逆

十

悪

を
犯
し
た

者
の

極
楽

往
生
に

関
し
て

の

記
述

で

あ
る

。

永
観
は

『

阿

弥

陀
経
』

と

『

観
経
』

の

内

容
の

相
違
点
で

あ

る

五

逆

十
悪
を
犯

し

た

者
が

、

極
楽
往
生

出
来
る

か

否
か

が

問
題
と

さ

れ

て

き
た

が
、

永
観
自
身
は

、

十
念
を

行
っ

た

後
に

五

逆
を
犯
し

た

も

の

を

除
く
こ

と

と

位
置
付
け

、

条
件
付
き
な
が

ら
に

た
と

え
五

逆
十
悪

を

犯
し
た

者
で

あ
っ

て

も
往
生

す
る
こ

と

が

出
来
る

と

の

立

場
を

取
っ

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

23）

て
い

る
と

読
み

取
る
こ

と

が
で

き

る
。

　
こ

れ

ら

内
容
は

そ

の

ま

ま
で

考
え
る

も
の

で

は

な

く、

三

点
合
わ

せ

て

考
え
る
べ

き

も

の

で

あ

る
。

す
な
わ
ち
五

逆
十
悪

罪
を

犯
し
た

凡
夫

で

あ
っ

て

も
、

臨

終
時
に

善
知
識
に

導
か
れ
て

第
十
八

願
に

説
か

れ

る

本
願

に

随
順

す
る

十

念

を

称
え
れ

ば
、

極
楽
浄
土
の

下

品
下
生

に

往
生

す
る
こ

と

が
で

き

る

と

永

観
が

捉
え
て

い

る

と

考
え
ら

れ
る

。

　

そ
し

て

そ
れ

は
、

単
に

臨

終
の

行
儀

、

念
仏
の

重

要
な

る
こ

と

を

述

べ

る

に

と

ど

ま

ら

ず
、

弥

陀
の

本
願
に

随
順

す
る

称
名
念
仏
行
を
行
え

ば
、

（

未
得
定
の
一

心
で

あ
っ

て

も
、

悲

願

を
心
に

専
注
し
て

弥
陀
の

名
号
を

称
ず
れ

ば
）

た

と
え

そ
れ

ま
で

念

仏
行
を

行
っ

て

い

な
か
っ

た

五

逆

十

悪
の

凡
夫
と
い

え

ど

も
、

往
生

す
る

こ

と

が

で

き

る

と
理

解
す
る

こ

と

が

可
能
で

あ
る

。

こ

れ

は
、

日

常
か

ら
の

念
仏

行
に

励
み

永
観
が
三

昧

を

得
る

念
仏
を

求
め

る
一

方
で

、

臨
終
時
の

称

名
念
仏
行
の

み
で

あ
つ

て

も
極
楽
浄
土

に

往
生

す
る
こ

と

が
で

き
る

と

考
え
て

い

た

か
ら

で

は

一

〇
五
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永
観
『

往
生
拾
因
』

随
順
本
願
に

見
え
る

凡
夫
往
生
に

つ

い

て

（

舎
奈
田〉

な
い

だ

ろ

う
か

。

　
つ

ま

り
こ

こ

で

永
観
が
述
べ

る

最
も

肝

要
な

点
は

、

弥
陀
の

念

仏

は
、

本
願

第
十

八

願

に

説
か

れ

る
よ

う
に

、

そ
れ
を

称
え
れ

ば

往
生

す

る
こ

と

が

可

能
で

あ

り
、

さ

ら

に

『

観
無
量
寿
経
』

下

品
下
生

段
に

説

か

れ

る

よ

う
に
、

そ
の

念

仏
は

平
時

か
ら

念
仏
行
に

努
め

て

い

る

者
に

の

み

功
徳
が

及
ぶ

の

で

は

な

く、

念
仏
行
な
ど

し
た
こ

と

も
な

く
さ
ら

に
五

逆
罪
を
犯

し

た

者
で

さ

え
、

臨
終
時
に

善
智
識

と

し

て

の

弥
陀
の

教
え
に

従
い

十
念
す
れ

ば
、

極
楽
へ

往
生

す
る
こ

と

が

で

き

る

と
い

う

点
に

あ
る

と
い

え
る

。

　

ま
た

永
観
の

最
古
の

伝
記
で

あ
る

『

拾
遺
往
生

伝
』

に

は

永
観
の

言

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
（
24）

葉
と

し
て

、

「

病
は

こ

れ

善

知
識
な

り
。

」

と

い

う
一

語
が

記
さ

れ

る
。

こ

の
一

文
自

体
は

永
観
が

病
気
が

ち
で

あ
る
こ

と

と

関
連
づ

け
て

記
さ

れ
て
い

る
一

文
だ

が
、

こ

の

「

病
は

こ

れ

善
知
識
な

り
」

と
い

う
一

語

を

そ
の

ま
ま

の

意
味
で

取
り

、

『

観
経
』

下

品
下
生

段
と

関
連

付
け
て

考
え
る

な

ら

ば
、

臨

終
時
の

病
が

そ
の

ま
ま

衆
生
を

導
く
善
知
識
と

し

て

位
置
づ

け

ら

れ

る
の

で

あ
り

、

人

を
死
へ

と

誘
う
病
そ
の

も
の

が
実

は

極
楽
往
生
の

為
の

大
き

な
要
因
と

な
る

。

称

名
念
仏
行
は

、

満
足
な

行
や

、

仏

教

に

関
す
る

知
識
が

な
い

人
々

で

あ
っ

て

も
仏
の

救
い

に

与

る
こ

と

が
で

き

る

手

段
、

凡
夫
救
済
の

行
と

考
え
て

い

た

の

で

は

な
い

か
と

推
測
で

き
る

。

　
『

往
生

拾
因
』

以

前
に

記
さ

れ
た

と

さ

れ

て

い

る

『

往
生

講

式
』

の

中
で

も、

第
二

懺
悔
業
障
に

て

滅
罪
を

説
く
中
に

、

事
理
の

念
仏
行
の

一

〇
六

他
に

、

そ
れ

に

堪
え
ら
れ

な
い

者
の

為
の

行
と

し
て

、

一

心
に

弥
陀
を

念

ず
れ
ば
一

念
の

間
に

八

十
億
劫
の

生
死
の

罪
を

滅
す
る

と

い

う
『

観

無
量

寿
経
』

の

下
品
下
生

段
を
念
頭
に

置
い

た

と

思
わ

れ
る
一

文
が

あ

（
25
）

る
。

ま

た

第
四

念

仏

往
生

の

項

目
で

は
、

極
楽
に

九

品
の

差

別
が

あ

り
、

下

品
で

は

十
悪
五

逆
を

成
し

た

も
の

で

も
臨

終
時
に

善

知
識

に

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　（
26
）

遇
っ

て

十
念
す
れ

ば

往
生

す
る

事
が

出

来
る
こ

と

が

説
か

れ

る
。

こ

の

よ

う
に

永
観
自
身
か

な

り

早
い

段
階
か

ら
、

こ

の

『

観
無
量

寿
経
』

の

下
品
下
生

段
に

説
か

れ

る

弥
陀
の

本
願

に
よ

る

衆
生
の

救
済、

そ

し

て

往
生

と
い

う
も
の

に

着
目

し
て

い

た
の

で

は

な
い

か

と

考
え
ら

れ

る
。

結
論

　
以

上
の

よ

う
な
今
回
の

考
察
か

ら
、

随

順

本
願
に

永
観
が

引
用
し
た

浄
土

系
経
典
を
読
み

解
く

中
で

、

臨
終
時
の

称
名
念
仏
行
に

よ
っ

て

満

足
に

修
行
が
で

き
な
い

凡

夫
で

あ
っ

て

も
極
楽
往
生

で

き
る

と

永
観
が

考
え
て

い

た

の

で

は

な
い

か
と
い

う
点
を
指
摘
す
る

事
が

で

き
る

と

考

え

ら

れ
る

。

　

先
行
研
究
に

お
い

て

は

永

観
に

は
、

い

わ

ゆ
る

凡
夫
救
済
と

い

う
視

点
が

な
か
っ

た

と

す
る

見
解
も
あ
る

が
、

筆
者
自
身
は

永
観
の

往
生

思

想
に

は
、

末
代
に

お

け
る

輪
廻
生

死
の

凡
夫
を
救
済
し

よ

う
と

す
る
一

面

が

あ
っ

た

と

今
回
の

考
察
か
ら

考
え
て

い

る
。

も
ち
ろ

ん
、

基
本
的

に

『

往
生

拾
因
』

の

内
容
と

は
、

常
日

頃
か

ら

念
仏
行
に

励
ん

で

い

る

よ

う
な
人

を

第
一

に

念
頭
に

お
い

て

い

る
。

そ
の

内
容
的
に
、

一

心
三
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昧
の

境
地

に

到
る

こ

と

の

必

要

性
を
重

視
し

た

内

容
も

記
さ

れ
て

い

る
。

ま
た

永
観
自

身
も

、

日
々

の

念
仏
行
や

劉

地
の

百
万
遍
の

念
仏
行

な
ど
を
幾

度
も

修
し
た
僧

侶
で

あ
る

。

　

し

か

し
永

観
が

接
し

た
人
々

の

中
に

は
、

仏
の

救
い

を
求
め
つ

つ

も

B
々

の

生

活
の

中
で

罪
を

犯
し

な

が

ら
生
き
て

い

る

者
や

、

平
時
の

念

仏
行
を

行
っ

て
い

な
か
っ

た
者

も
い

た
こ

と

は

想
像
に

難
く
な
い

。

そ

れ

を

考
慮

す
れ
ば

、

自

身
が

ど

う
で

あ
れ

、

永
観
が

平
時
の

念
仏
行
を

行
っ

て
い

な
い

者
で

あ
っ

て

も
、

往
生

す
る
こ

と

が
で

き
る

可
能
性
を

見
出

す
こ

と
を

探
究
し

て
い

た
こ

と
は

十
分
に

考
え
ら
れ
る

。

　

永
観
に

と
っ

て

念
仏
行
は

本

願

に

随
順
す
る

行
で

あ
り

、

そ
の

考
え

は

第
一

か

ら

第
九
ま
で

説
か

れ

る

念
仏
行
に

も
当
然
当
て

は
ま
る

。

本

願
に

随
順

す
る

教
え
だ
か

ら
こ

そ

永
観
は

、

様
々

な
往
生
行
を

修
し
な

が

ら
、

そ
の

中
で

も

称
名
念
仏

行
を

最
も
重
要
視
し
た

。

だ
が
そ
の

最

も
念
仏

行
の

根
本
と

為
る

随
順

本

願
に

お
い

て

臨
終
行
儀
の

内
容
が
深

く

関
わ
っ

て

い

る

背
景
に

は
、

単
に

念
仏
行
が

本
願
に

随

順
す
る

事
、

臨

終
時
の

念
仏

行
が

重
要

で

あ
る

事
を

説
く
の

み
で

は

な
く

、

臨

終
時

の

念
仏

が
、

十
分
な

仏
道
修
行
を

行
え

な
い

凡
夫
で

も
往
生

す
る
こ

と

が

で

き
る

手
段
の
一

つ

と

位
置
付
け

ら

れ

て

い

た
た
め

と

い

え
る

。

ま

た

臨

終
行
儀
に

お
い

て

往
生
の

想
い

を

な

す
だ

け
で

良
い

と

言
っ

た

記

述
が

見
ら

れ

る

背
景
に

も
、

こ

の

よ

う
な

臨
終
時
の

念
仏
行
に

対
す
る

『

阿
弥
陀
経
』

に

説
か

れ

た
本
願
と

、

『

観
無
量
寿
経
』

下
品
下

生

段
と

を

合
わ

せ

る

よ

う
な

理

解
が

根
底
に

あ
る

の

で

は

な
い

か
と

考
え
ら
れ

永
観
『

往
生
拾
因

』

随

順
本
願
に

見
え
る

凡
夫
往
生
に

つ

い

て

（

舎
奈
田

）

る
。

　

念
仏
行
に

専
念
し

そ
の

著
作
の

中
に

お
い

て
、

三

昧
の

発
得
や
法
身

隣
体
を
観
ず
る
べ

き

事
を
説
い

て

い

た

永
観
が

、

多
く
の

人
々

が
参
加

で

き
る

往
生
講
な
ど
を

開
催
し

得
た

そ
の

教
理
韵
・

思

想
的
背
景
の
一

つ

に

は
、

こ

の

『

阿
弥
陀
経
』

や

『

観
無
量
寿

経
』

等
の

教
え
と

、

そ

れ
に

基
づ

く
弥
陀
の

救
い

に
よ

る

往
生
に

対
す
る

確
信
が

あ
っ

た

か

ら

で

あ
る

と
い

え
る
の

で

は

な
い

か
。

こ

れ

ら
の

経
典
に

説
か

れ

る

内
容

か
ら

日
ご

ろ

弥
陀
の

教
え
に

会
う
事
が

無
か
っ

た

凡
夫
で

も
救
わ

れ

る

と

の

確
信
を
得
て

、

永
観
は

往
生

講
や

迎

講
を

開
き

、

多
く
の

入
々

に

弥
陀
の

教
え
と

念
仏

行
を
広
め
た

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

と

考
え
ら

れ

る
。1

　
『

浄
土

宗
全
書
』

一

五

巻
三

九
一

頁
下

。

2
　
拙
著
「

永
観
の

著
作
か

ら

見
た
臨
終

行
儀
」

『

印
度

学
仏
教
学
研
究
』

　
五

九

（
二
）

、

二

〇
一
一

。

拙
著
「

永
観
に
お

け
る

臨
終
行
儀
」

『

仏
教

文

　

化
学
会
紀
要
』

二

〇

号
、

二

〇
一

二
。

3
　
『

大
疲

本
仏
教
全
書
』

　一

〇
七

巻
入

五

頁
下

〜
八

七

頁
下

。

4
　
大
谷
旭
雄
『

法
然
浄

土
教
と

そ
の

周
縁
』

乾
三
二

五、

三
二

六
頁

、

山

　

喜
房
仏
書
林

、

二

〇

〇

七
。

5
　
『

増
補
史
料
大
成
』

第
一
一

巻
『

中
右

記
』

三

　
三

入
八

頁
。

一

九
六

五
。

6
　
『

浄
土

宗
金
書
瞳

　一

五

巻
簗

九
二

頁
上

。

7

『

浄
土

宗
全
書
』

一

五

巻
三

九
二

頁
下

。

8
　
『

浄
土
宗
全
書
』

　　

五

巻
三

九
二

頁
下

〜
三

九
三

頁
上

。

9
　
『

浄
土
宗
全
書
 

　　

五

巻
三

九
三

頁
上

。

一

〇

七
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永
観
『

往
生
拾
因
』

随
順
本
願
に

見
え
る

凡
央
猛
生
に

つ

い

て
（
奢
奈
田
＞

10
　
『

浄
土
宗
全
書
』

　一

五

巻
珊

九一
諜

翼
下

。

11
　
『

浄
土
宗
全
書
』

　一

五

巻
三

九

三

頁
下

。

12
　
『

大
運
蔵
』

閣
○

巻
一

四
薫

頁
上

〜
一

四
難

頁
下

。

13
　
『

大
正
蔵
』

姆
七

巻
二

四

頁
中
下

。

M
　
咽

大
正｛
威
』

　

八

四

巻
亠

ハ

九
頁
上

〜
七
一

頁
中

。

15
　
『

浄
土
宗
全
書
』

　一

五

巻
三

九

三

頁
下

。

16
　
『

大
日

本
仏
教
全
書
輛

一

〇
七

巻
七

買
上

。

17
　
『

浄
土

宗
全
書
』

　一

五

巻
三

九

三

頁
下

。

18
　
『

大
灣

本
仏
教
全

書
瓢

一

〇

七

巻
九

頁
下

。

19
　
『

浄
土

宗
全
書
』

一

五

巻
三

九

三

頁
下

。

20
　
大
谷

旭
雄
『

法
然
浄

土
教
と

そ
の

周
縁
』

乾
二

三

八

買、

山
喜
房
仏
書

　

林、

二

〇
〇

七
。

21
　
『

浄
土

宗
全
書
』

　→

五

巻
三

九
→

頁
上

。

22
　
『

浄
土
宗
全
書
』

一

五

巻
三

九
二

頁
上

下
。

23
　
『

浄
土
宗
全
書
』

　【

五

巻
三

九
二

頁
下

。

24
　
 

大
日

本
仏
教
全
書
』

一

〇
七

巻
八

六

頁
上

。

25
　
『

浄
土

宗
全
書
』

　一

五

巻
四

六
八

頁
下

。

％

　
『

浄
土
宗
全
書
』

　一

五

巻
四
七
〇

頁
上

。

〈

キ
ー

ワ

ー
ド

〉

　

永
観

、

臨
終
行
儀

、

念
仏
行

、

凡
夫

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
（
大
正

大
学
非
常
勤
講
師
・

博
士
（

仏

教
学
）

）

　
　

　

新
刊

紹
介

工

藤

　
蠻
導

著

　

〇
八

迦

才
『

浄
土

論
』

と

中
国
浄
土

教

　
　

　
　

凡
夫
化
土

往
生

説
の

思
想
形
成

A
五

判
・

五

〇
五

頁
・

本
体
価
格

＝
一

、

○
○

○

円

　
　
　
　

　
　
　
　

法
藏
館
・

二

〇
一

三

年
二

月
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