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鸞
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は

じ
め

に

　

親
鸞
の

師
で

あ
る

法

然
は

、

選
択
本
願
論
に

基
づ

く
「

廃
立

為
正
」

を

そ
の

教
学
的

立

場
と
し

て

い

る
。

こ

の

選

択
廃
立

義
は

法
然
の

門

弟

達
に
よ
っ

て

継
承
さ

れ

て

い

き
、

親
鸞
も
そ
の

例

外
で

は

な
い

。

ま
た

廃
立
は

思

想
形
態
だ

け
で

な
く

、

用

語
自

体
も

法
然
は

勿
論

、

門

弟
達

に

も
使
用
さ

れ

て

お

り
、

親
鸞
在
世
当
時
か

ら

法
然
教
学
を

表
す
名
目

と

し
て
一

般
的
に

認
識
さ
れ
て

い

た
こ

と

が

わ

か

る
。

し

か

し

そ
の

中

に

お
い

て

親
鸞
の

著
書
の

中
に
は
一

度
も

廃
立
の

語
が

用
い

ら

れ

て

お

ら
ず

、

こ

れ

は

単
な
る

偶
然
で

は

な

く
、

明
確
な
意
図
が

あ
っ

た

と

予

想
さ
れ
る

の

で

あ
る

。

本
論
で

は
、

法
然
の

廃
立

義
を

相
承
す
る

親
鸞

が

何
故
「

廃
立
」

の

語
を
用
い

な
か

っ

た

の

か
、

そ
の

意

図

を

廃
立

の

構
造
と

、

語
義
の

二

つ

の

視
点
よ

り

検
討
す
る

。

一

　

廃
立

の

構
造

法
然

の

廃
立
義
は

善
導
の

釈

義
に

依
っ

て

明
か

さ
れ

る
。

『

選

択
本

願

念
仏
集
』

「

二

行
章
」

の

標
題
に

「

散

善
義
」

就
行
立
信
釈
に

よ
っ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
（

1
）

て

正

行
を
立
し

て

諸
行
を

廃
す
る

こ

と

を

明
か

す
。

ま
た

「

三

輩

章
」

で

は
、

諸
行
と

念
仏

と
の

関
係
に

つ

い

て

廃
・

助
・

傍
の

三

義
で
こ

れ

を

論
じ

、

最
後
に

善

導
の

付
属
釈
を

受

け
て

、

「

廃
立

為
正
」

と

し

て

い
（

准
ポ

一

方
、

助
正
・

傍
正
の

二

義
は

「

請

諸
学
者

、

取
捨

在
レ

心
」

と

し
、

諸
行
に

対
し

て

種
々

の

見
解
が

示
さ
れ

る
。

し
か

し

「

念
仏
付

属
章
」

に

お
い

て
、

弥
陀
の

本
願

、

釈
迦
の

付
属
に

順
じ
て

諸
行
は

廃

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
3

）

捨

す
べ

き
こ

と

が

勧
誠
さ

れ

て

い

る
。

こ

の

よ

う
に

、

法
然
教
学
に

お

い

て

諸

行
は

非
本
願
と

し

て

廃
捨
さ
れ

、

称
名
念
仏
こ

そ

が

本
願
に

誓

わ

れ
た

往
生
行
で

あ
る
と

す
る

選
択
廃
立
義
が
一

貫
し
て

主
張
さ
れ

る
。

こ

の

思

想
は

聖

道
諸
宗
か

ら
の

論

難
の

的
と

な

り
、

法
然
門
下

に

お
い

て

廃
捨
さ

れ

た

諸
行
を
ど

う
位

置
付
け
る
の

か

は

大
き
な
教
学
的
課
題

で

あ
っ

た
。

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
4

）

　

そ
の

中
で

親
鸞
は

、

「

顕
彰
隠

密
義
」

に

よ

っ

て

応
え

て

い

く
。

即

ち
、

法
然
に
よ
っ

て

選

定
さ
れ

た
『

浄
土

三

部
経
』

に
つ

い

て
、

『

観
経
』

は

定
散
二

善
、

『

小
経
』

は

自
力
念

仏
が

経
説
の

当
面
で

あ
る

が
、

根

一 668 一
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底
に

は
『

大
経
』

の

他
力
念
仏

が

説
か
れ
て

い

る

と
み

た
。

さ

ら

に
『

観

経
』

顕
説
の

要
門
と

『

小
経
』

顕
説
の

真
門
を

、

第
十
九

願

と

第
二

十

願
に

そ
れ

ぞ

れ

根
拠
付
け
る
こ

と

に

よ
っ

て

聖
道
一

代
が

従

真
垂

仮
の

権
仮

方
便

法
で

あ

る
こ

と
を

論
成

す
る

の

で

あ
っ

た
。

こ

の

権
仮

方
便

は

暫
用
還
廃
と

い

う
構
造
で

、

未
熟
の

機
を

調
育
す
る

た

め

に

仏
が

暫

く
用
い

さ

せ
、

機
根
が
熟
し

、

真
実
の

教
法
を

受
け
入
れ

る

こ

と

が
出

来
る

様
に

な
れ

ば

方
便
の

教
法
は

廃
さ
れ
る

。

こ

の

よ

う
に
、

権
仮
方

便
の

教

法
は

廃
さ

れ

る
べ

く
し

て

説
か

れ

た
教

法
で

あ

り
、

隠
顕

釈
は

ま
さ
し
く

法
然
の

廃
立

義
を
基

調
と

し

て

思
念
せ

ら

れ

た

経
典

解
釈
で

あ
る

こ

と

が

わ

か

る
。

ま
た

「

念
仏

付
属
章
」

に

は
、

諸
行
と

念
仏
が

廃
立

さ

れ

な
け
れ
ば
な
ら

な
い

の

は
、

定
散
二

善
の

諸
行
は

随
他
意
と

し

て

仮
に

説
か

れ
た

法
門
で

あ
り

、

念
仏
は

弥
陀
の

本
願
と

釈
尊
の

付

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
5）

属
に

よ

る

随
自
意
の

法
門
で

あ
る

か

ら
と
し
て

い

る
。

即
ち

、

法
然
に

も
諸
行
は

念
仏
の

方
便
法
と
し

て

廃

立

さ

れ
る

の

が

『

観
経
』

所
説
の

法
義
で

あ
る
と
い

う
理

解
が

見
ら
れ
、

親
鸞
の

隠
顕

釈
は
こ

れ
ら
の

意

を

承
け
て

諸
行
の

位

置
付
け
を
明

確
に

し
、

廃
立
の

必
然
性
を

体
系
化

し

て

い

く
の

で

あ
っ

た
。

　
と
こ

ろ

で

親
鸞
は

、

隠
顕
釈
に

よ

っ

て

法
然
の

廃
立

義
を

確
立

さ
せ

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（

6
）

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
（

7）

る
→

方
で

、

「

遇
獲
二

行
信
ハ

遠

慶
二

宿
縁
」

や
三

願

転
入
の

文
な
ど

、

大

悲

調
育
の

権
用
を
嘆
ず
る
一

面
も
あ
る

。

こ

の

様
な

文
は

、

廃
捨
の

為
に

説
か

れ

た

法
門

は

単
な
る

否
定
や

批

判
に

終
わ

る

も
の

で

は

な

く
、

む

し

ろ

そ
の

上

に

も

用
い

て

い

た

仏
意
を

見
出
す

、

内
面
的
意
義

親
鸞
に

お

け
る

諸

行
廃
捨
の

構
造
（

四

　
夷
）

を

顕
す
も
の

と

窺
わ

ね
ば

な
ら

な
い

。

こ

れ

ら
の

よ

う
に

、

廃
立

と

は

二

つ

の

も
の

を

並

列
に

お

き
、

客
観
的
に

そ
の

優
劣
を

判
じ

て

取
捨
選

択
す
る

構
造
の

為、

未
熟
の

も
の

を
調
機
誘
引
せ

し

め
ん

と

す
る

仏
意

と
、

法
然
の

選

択
廃
立

義
の

正

当
性
を

顕
し

き

れ

な
い

為
に

廃
立
の

語

を

用
い

な

か
っ

た
と

思

わ

れ

る
。

故
に

親
鸞
に

お
い

て
、

「

聖
道

諸
教

行

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
8V

証
久
廃

、

浄
土
真
宗
証
道

今
盛
」

等
の

真
仮
廃
立

を
明
か

す
文
が

あ
っ

た

と

し
て

も
、

単
に

真
と

仮
を
並
べ

て

客
観
的

に

そ
の

価
値
批

判
を

す

る

の

で

は

な

く
、

親
鸞
自

身
が

仏
智
を
疑
っ

て

い

た

既
往
の

上

か

ら

疑

惑
を

誠
め

、

方
便
を
廃
捨

す
べ

き
こ

と
を
勧
め

る
一

面
が

あ
る

こ

と

を

忘
れ

て

は

な
ら

な
い

。

二

　

廃
立
の

語
義

　
「

廃
立
」

と

は
、

本
来
天

台
用
語
に

由
来
す
る

。

即
ち

、

『

法
華
玄
義
』

に

『

妙
法
蓮
華
経
』

の

経
題
を

釈
す
る

中
、

蓮
華
に

「

為
蓮

故
華
」

・

「

華
開
蓮

現

∵
「

華
落
蓮
成
」

＝

種
の

在
り
方
が

あ

る

と

す．

禦

こ

れ

ら
に

『

法
華
経
』

迹

門
に

お

け
る

経
法
の

権
実
を
合
わ

せ

れ

ば

三

喩
は

「

為
実
施

権
」

・
「

開
権
顕
実
」

・
「

廃

権
立
実
」

の

三

義
を

表
す
と
さ

れ

て

い

る
。

廃
立
と

は
こ

の

う
ち
の

「

廃
権
立
実
」

の

こ

と

で
、

所
対
の

機
縁
が

熟
し

、

権
即
実
と

融
会
さ
れ
た

な
ら
ば
一

乗

真
実
の

化
益
の

み

が

施
さ

れ
、

未
熟
の

機
に

施
し

た

化
用
は

廃
さ

れ
る

。

こ

の

よ

う
に

権

用
が
廃
さ
れ

、

実
用
の

み

立

せ

ら

れ

る

こ

と
を
廃
立

と

い

い
、

本
来
天

台
教
判
に

お
い

て
、

権
即
実
と

す
る

「

開
会
」

の

構
造
の

中
で

用
い

ら

一

四
一

一
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親
鸞
に
お

け
る

諸
行
廃
捨
の

構
造
（
四

　
夷）

れ
る

用
語
で

あ
っ

た
。

し
た

が
っ

て

天

台
で

い

わ

れ

る

廃
立

は
、

釈
尊

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
（
10）

の

化
用
の

み

が

廃
さ

れ
、

教
体
は

本
来
真
実
で

あ
る

か

ら

廃
さ
れ

な
い

。

　

と
こ

ろ

が

法
然
は

随

他
意
を

定
散
門

、

随
自
意
を
念
仏
門
と
し

、

両

者
を

各
別
の

法
門
と

み

な

し

て

行
体
に

約
し

て

廃
立
す
る

。

一

方
、

天

台
の

廃
立

は

権
実
の

差

別
心

は

廃
さ

れ
る

が

行
体
は

廃
さ

な
い

。

こ

の

よ

う
に

法
然
に

お

け
る

廃
立

義
は

、

天

台
の

廃
立

義
を

善
導
の

付
属
釈

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
（

11
）

の

意
に

依
っ

て

転
用

し

た
も
の

で

あ

り
、

開
会
を

表
す
も
の

で

は

な
い

。

こ

こ

で

注
目

さ

れ
る

の

が

西
山
派
証
空
の

廃
立

義
で

あ
る

。

証
空
は

自

身
の

教
学
に

開

会
思
想
を
取
り
入

れ
、

諸
行
は

本
来
弥
陀
法
の

外
に

な

く
、

自
力
の

執
情
が

除
か

れ
、

観
門

領
解
が

成
立

す
れ

ば

定
散
即
念
仏

と

融
会
さ

れ
る

。

証
空
も
自
力
他
力
を

廃
立

の

関
係
で

見
る

が
、

雑
行

と

し

て

嫌
わ

れ

る
の

は

行
体
が

即
念

仏
で

あ
る

こ

と

に

気
付
か

な
い

自

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
12
）

力
心
で

あ
る
と

し

て

い

る
。

つ

ま
り
、

こ

の

場
合
自

力
行
と
い

っ

て

も

廃
す
べ

き
は

自
力
心
で

あ
り

、

行
体

そ
の

も
の

は

名

号
体
内
の

善
と

し

　

　

　

　

　

　

　

　
（
13
）

て

廃
す
べ

き
で

は

な
い

。

か

か
る

立

場
の

廃
立

義
は

開
会
を

表
し

、

こ

こ

に

親
鸞
の

問
題
意
識
が

あ
っ

た

と

思

わ

れ

る
。

前
述
の

如
く

、

親
鸞

は

諸
行
と

念
仏
を
廃
立
の

関

係
と

し
、

定
散
即
念
仏

の

如
き
開
会
の

構

造
は

取
り
入
れ

て

い

な
い

。

そ
の

こ

と

は

「

行
文
類
」

一

乗
海
釈
の

私

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
14
）

釈
に

お
い

て

も
明
ら

か

で

あ
る

。

私

釈
は

主
に

『

勝

鬘
経
』

に

依
っ

て

造
文
さ
れ

て

い

る

が
、

原
文
と
で

は
い

く
つ

か
の

相
違
点
が

見
ら

れ
る

。

そ
の

中
で

注
目

す
べ

き

は
、

私
釈
に

お
い

て

『

勝
鬘
経
』

の

原
文
に

あ

る
、

「

是
故
三

乗
即
是
一

乗
」

の

文
が

省
略
さ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

そ
の

理
由
を

考
え
る

手
掛
か

り
と

し

て
、

乗
」

に

言
及

し

て

い

る

箇
所
が

あ
る

。

　

四
二

証
空

が
「

是

故
三

乗
即
是
一

　
問
日

。

諸

教
習

。

一

乗
者

。

仏

乗
也

。

仏
乗
者

。

実

相
理
也

。

実
相
一

理
。

　
凡
聖

無
レ

隔
。

仍
一

乗
也

。

今
法
華
卜

方
仏
土

中
。

唯
有
一

乗
法
云
々

。

勝ー
　
実
相
一

理

云一一
一

乗
の

と

し
、

傍
線
部
に

あ

る

様
に

実
相
の
一

理

を

証
す
る

経
言
と

し
て

『

勝

鬘

経
』

の

「

是

故
三

乗
即

是
一

乗
」

の

文
が

示
さ
れ
る

。

即

ち
、

「

是

故
＝

棄
即
是

棄
」

は

天

台
宗
に

お

け
る

諸
法

籍
を

証
す
る

文

能

て

捉
え

る
こ

と

に

よ

り
、

開
会
を
表
す
文
と

し

て
い

た
こ

と

が

わ
か

る
。

か

か

る

点
よ

り
親
鸞
は

、

天

台
の

開

会
思
想
と
の

混
同
を
避
け
る

為
に

経
文
を

省
略
し

た

の

で

あ
っ

た
。

こ

の

よ

う
に

、

親
鸞
は

法
然
と

同
様

に

諸
行
と

念

仏
は

行
体
で

廃
捨
す
る

た

め
、

法
然
教
学
を

特
徴
づ

け
る

名
目

で

あ

る

廃
立

の

語
を

使
う
こ

と

に

よ
っ

て

天
台
の

開
会
の

構
造
を

表
す
可
能
性
が

あ
る

為
に

そ
の

使
用

を
避

け
た

の

で

あ
ろ

う
。

小
結

　

以

上
、

こ

れ

ま

で

の

こ

と
を
ま
と

め

る

と
、

親
鸞
は

聖

道
門

か

ら
の

論
難
に

対
し

、

所
廃
の

法
門
の

意
味
づ

け
を

す
る

必
要
が

あ
っ

た
。

そ

の

為
、

廃
立
と

は
一

法
を

廃
し

、

他
の
一

法
を
立

て

る

取
捨
選
択
的

構

造
で

あ
り

、

論
難
に

対
し

て

諸
行
顕

示
の

意

義
、

役
割
を
明
確
に

顕

し

き

れ

な
い

。

故
に

隠
顕
釈
を
施
し
、

『

観
経
』

、

『

小

経
』

所
説
の

法
義
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を

第
十
九
願

、

第
二

十
願
の

誓
願
海
を

根
拠
と

す
る

権
仮
方
便
法
と

位

置
付
け
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

法
然
の

諸

行
廃
捨
の

必

然
性
を

体
系
化
し

た
。

そ
の
一

方
で

親
鸞
に

は
、

往
生

決
定
の

身
に

な
ら

し

め

ら

れ

た

権

用

を

嘆
ず
る
一

面
も
見
ら

れ

る
。

廃
捨
の

為
に

説
か

れ

た

法
門
に

も
は

た

ら

く
仏
意
を

見
出
す
時

、

廃
立

の

語
で

は

深
遠
な
る

仏

心
を
顕

す
こ

と

が

で

き

な
い

。

　

さ

ら

に

廃
立
と

は
、

本
来
天

台

教
学
で

開
会
の

構
造
の

中
で

用
い

ら

れ
る

語
で

あ
る

た

め
、

法
然
と

同

様
に

諸
行
を

行
体
で

廃
捨
す
る

親
鸞

に

お
い

て
、

厳
然
と

し
た

法
然
の

廃
立

義
が
成
立

し

な
い

可
能
性
が

あ

る

為
に

そ
の

使
用
を
避
け
た

の

で

は
な
い

か

と

考
え
ら

れ

る
。

　

尚
、

親
鸞
が
依
用
す
る

天

台
用
語
の

う
ち

、

開
会
を

含
む

も
の

に
つ

い

て
、

親
鸞
の

天

台
教
判
用

語
の

依

用
は

、

『

法

華
経
』

至
上

教
判
か

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
（
17
）

ら

『

大
無
量
寿
経
』

至
上

教
判
へ

と

昇

華
す
る

と
こ

ろ

に

意
図
が

あ
り

、

廃
立
と

は

趣
を

異
に

し

て

い

る
。

即
ち

、

廃
立

は

大
悲
調

育
の

仏
意
を

顕
し

き
れ

な
い

上
、

法
然
教
学
を

特
徴
づ

け
る

名
目
で

あ
る

為
、

聖

道

諸

宗
及
び

浄
土

異
流
に

法
然
の

選

択
廃
立

義
が

誤
謬
さ

れ

る

可
能
性
を

孕
む

用
語
で

も
あ
っ

た
。

こ

の

よ

う
に

親
鸞
が

「

廃
立
」

の

語
を

用
い

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
（

18）

な
か
っ

た

の

は

「

深
知
二

如
来
矜

哀
一

良

仰
二

師
教
恩
厚
」

と

あ

る

如

く
、

偏
に

如
来
の

願
意
を
顕
彰
し

、

法
然
の

選

択
廃
立

義
の

正

当
性
を

主
張

す
る

と
こ

ろ

に

そ
の

意
図
が

あ
っ

た

と
い

え
よ

う
。

1

『

真
聖

全』

一
・

九
三

四

頁
。

2
　
同
上
一
・

九

五
一

頁
。

親
鸞
に
お

け
る

諸
行
廃

捨
の

構
造
（
四

　
夷
）

3
　
同
上
一

・

九
八

三

頁
。

　
　

　

4
　
普
賢
晃
壽
『

親
鸞
教
学
論
考
』

（

永

田

文
昌
堂
一

九

九
九

年
）

。

　

　

　

5
　
『

真
聖

全
』

一

・

九

八
三

頁
。

6

同
上

二

・
一

頁
。

　

7

同
上
二

・
一

六
五

頁
。

　

8

同

上

二
・

二

〇
一

頁
。

　

　

　

9
　
『

大
正

蔵』

三

三
・

七

七

三

頁
。

10
　
日
下

大
癡

『

台
学
指
針
』

（

百
華
苑
一

九

三
⊥

ハ

年
）

。

　
　
　

11
　
梯
實

圓
『

法
然
教
学
の

研

究
』

（
永
田

文
昌
堂

一

九
八

六

年
）

。

　

　

　

12
　
『

西

山
全
』

三
・

三
五
三

頁
。

　
　
　

13
　
梯
實
圓
前
掲
書

。

　
　
　

14
　
『

真
聖

全』

二

・

三

八

頁
。

　
　

15
　
『

西
山

全
』

四
・

二

七
一

頁
。

　
　

16
　
藤

元
雅
文
「

一

乗
釈
と

教
行
信
証
の

課
題
」

（
『

親
鸞
教
学
』

九
八

号

二

〇
一

二

年）
。

　

　

17
　
淺
田
正

博
「

『
教
行
信
証
』

に
お

け
る

『

法
華
経
』

不

引

の

理

由
」

（
『

印
度
学
仏

教
学
研
究
』

第
三
二

巻
第
二

号
一

九

入

四

年
）

。

18
　
『

真
聖
全
』

二

・

二

〇
三

頁
。

〈

キ

ー
ワ

ー

ド
〉

　
法
然、

親
鸞

、

廃
立

、

隠
顕、

開

会
　
（
龍
谷
大
学
大

学
院）

一

四
三
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