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い

て
、

不
可
思
議
の

大
誓
願
を

お
こ

し
て、

あ
ら

わ

れ

た

も

う
」

（
『

唯
信

鈔
文
意
』

）

と

述
べ

て

い

る
。

一

如
と
は

、

真
如
と

も
い

い
、

唯
一

絶

対

で
、

あ
り
の

ま
ま
の
、

形
相
を

超
え
た
、

い

わ

ば

「

真
理
そ

の

も
の
」

で

あ
る

が
、

衆
生

の

た

め

に

わ

ざ

わ
ざ
姿
を
あ
ら

わ

し、

そ
の

真
理
の

世

界

に

衆
生
を

導
こ

う
と

働
い

て

く
だ

さ
っ

て

い

る

と

親
鸞
は

考
え
て

い

る
。

こ

の

真
理
の

姿
は

衆
生
に

は

見
え
な
い

の

で
、

真
理
は

自
ら

を

知
ら

せ

る

た
め

の

方
便
と
し

て

法
蔵
菩
薩
と
い

う
人
間
の

姿
を
と

り、

人
間
の

言
葉

を

使
い
、

救
い

取
ろ
う
と

し
て

い

る

と

い

う
の

で

あ
る
。

親
鸞
の

念
仏
は

こ

の

よ

う
な

働
き
の

中
に

把
握
さ
れ

ね

ば

な
ら

な
い

も
の

で

も
あ
る

が
、

で

は

こ

の
一

如
で

も
あ
る

阿
弥
陀
仏
は
、

宗
教
学
的
に

は

ど
の

よ

う
に

考

え
れ

ば
よ

い

の

で

あ
ろ

う
か

。

い

わ

ゆ
る
一

神
教

的
な

人
格
神
と
も
い

え

な
い

し
、

か

と
い

っ

て

哲
学
的
な
真
理
で

も
な
い

。

　

彼
は

真
理
そ
の

も
の

と
い

う
側
面
か

ら
見
た

仏
を

「

法
身
」

と

呼
び

、

「

法
身
は
、

い

う

も
な
し、

か

た

ち．
も
ま
し

ま
さ
ず

。

し

か

れ

ば
、

こ

こ

ろ

も
お
よ
ば

れ
ず

。

こ

と
ば

も
た
え
た

り
」

（

同∀

と
い

う
と

同

時
に

、

阿

弥
陀
仏
を

「

尽
十
方

無
碍
光
仏
」

「

不
可

思
議
光
仏
」

と
か

「

無
量

寿

仏
」

な
ど
と

呼
ぶ

。

「

光
」

や

「

い

の

ち
」

の

イ

メ

ー

ジ

を
も
っ

て

と
ら

え
よ

う
と
し
て

い

る
。

こ

こ

に

は

「

法
身
」

や
「

方
便
法
身
」

と
い

う
語

を

通
し
て
一

如
・

真
如
・

真
理
・

涅
槃
の

匿
界
が

人
に

関
わ
ろ

う
と
し
て

い

る

と
い

う、

端
的
な

真
理
で

は

な

い
、

い

わ

ば

「

い

の

ち

あ
る

真
理
」

と
し
て

そ

れ
ら
が

と
ら

え
ら

れ

て

い

る

と

思
わ

れ

る
。

　
し
た
が
っ

て

本
来
人

格
性
を

も
た

な

い

一

如
が

、

そ

の

非
人
格
性
を
捨

て

て

ま
で

も

衆
生
に

応

答
さ

せ

よ

う
と

す
る

非
人

格
的
で

あ
る

と

同
時
に

人

格
的
に

も
な
る

存
在
の

「

や

む
に

や

ま
れ

ぬ
」

働
き
の

中
に

、

親
鸞
は

念
仏
の

根
源
を

感
じ

取
っ

て

い

る

の

で

あ
る

か

ら
、

そ
の

よ

う
な

独
白
な

存
在
と

の

関
わ

り
の

中
に
、

さ

ら

に

念

仏
の

内
的
構
造
が

間
わ
れ
て

い

か

な

け
れ
ば

な
ら

な

い

と
思
え
る

の

で

あ
る

。

親
鸞
「

自
然

法
爾
」

に

お

け
る

「

は

か

ら
ひ
」

の

意
味

藤

能

　
成

　

親

鸞
（

三

七

三
1

＝
一

六
三
）

が

晩
年
に

著
し

た
「

自
然
法
爾
の

事
」

は
、

彼
が

生
涯
で

到

達
し
た
も
っ

と

も
高
い

精
神
的
境
地
を

示
す
文

章
で

あ
る

。

「

自
然
」

と

は

「

お

の

つ

か
ら
し

か
ら
し
む
」

の

意
で

あ
り、

行
者
が
「

阿

弥
陀
仏
の

御
ち

か
ひ
（
誓
願
・

仏

智
と

に
つ

い

て、

は

か

ら

わ

ず、
「

南
無
阿
弥
陀
仏
と

た

の

む
」

時
に

、

無
ヒ
仏
の

働
き
に
よ

り、

無
上

仏
に

な

り
ゆ

く
階
梯
へ

と

導
か

れ

る

こ

と

を

意
味
し

て

い

る
。

そ
の

中
で

行
者
が

離
れ

る
べ

き

行
為
と
し

て

「

は

か

ら

ひ
」

に

つ

い

て

繰
り
返

し

言
及
す
る

が
、

そ
の

意

味
は

「

繰
り
返

し
推
し

量
る
」

知
的
・

精
神
的

な

行
為
・

活
動
で

あ
っ

た
。

　

初
期
仏
教
に

お

い

て
、

定
と

念
仏
は
」

体
的
に

修
さ

れ

た
。

対
象
に

向

か
っ

て

念
を

集
中
す
る

中
で

、

定
に

入
っ

た
。

仏
は

も
っ

と
も

念
ず
べ

き

対
象
で

あ
っ

た
。

修
行

者
は
、

慧
を

修
す
る
た
め

に

定
に

入

り、
「

言
葉

に

よ

る

知
的
・

概
念
的
な
理

解
・

認
識
」

を

抑
制

す
る

こ

と
に

よ

り、

感

性
を
以
っ

て

丗

界
の

実

相
に

触
れ
て

行
っ

た
。

こ

の

「

言

葉
に

よ

る

知

的
・

概
念

的
な
理

解
・

認

識
」

こ

そ
、

親
鸞
が．
言

う
と
こ

ろ

の

「

は

か

ら

ひ
」

で

あ
る

。

　

念
仏
は

「

は

か

ら
ひ
」

す
な
わ
ち
〈
知
性
・

理

性
に

よ

り
〉

「

物

事
を、

三

団

葉
を

通
し
て

知
的
・

概

念
的
に

理

解
・

認
識
し

よ

う
」

と

す
る

精
神
の
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働

き
を

抑
制
し

て
、

A

感
性
に

よ

り
〉

自
然
・

宇
宙
の

働
き
を

あ
り
の

ま

ま
に

感
じ

直
観
（
如
実
知

見
）

し
て

い

く
こ

と
に
よ

り、

仏

智
の

働
き
に

運
ば
れ
て

い

く
行
で

あ
り
、

初
期
仏
教
に

お
け
る
定
・

慧
の

修
行
の

バ

リ

エ

ー

シ
ョ

ン

と
し
て

位
置

付
け
ら
れ
る

。

親
鸞
は

こ

れ
ら
の

行
為
が

す
べ

て
、

阿
弥
陀
仏
の

誓、
願
の

働
き

（

仏
智）

に

よ
っ

て

な
さ
れ
る

と
し

た
。

　

現
代
人
の

多
く
は、

「

言
葉
に

よ

る

知
的
・

概
念

的
な
理

解
・

認
識
」

こ

そ
が

「

正
し

い

理
解
・

認

識
で

あ
る
」

と

信
じ、

「

観
念
の

世
界
」

に

埋

没
し

て

し
ま
い
、

あ
り
の

ま
ま
の

世

界
に

出
会

う
こ

と
が
で

き

ず
に

い

る
。

し

か

し．
言

葉
と
は

「

経
験
し
た
物

事
」

に

対
し
て

付

与
さ

れ
る

記
号

で

あ
る

た
め、

「

経
験

し
て

い

な
い

物
事
」

を

表
す．
言

葉
は

、

当
人
に

と

っ

て

琿

解
・

認
識
が

で

き
な

い
。

言
葉
は

共
通
の

経
験
を
持
つ

人
々

の

間

で

の

み

通

用
す
る

記
号
で

あ
る

。

ま
た

、

言
葉
は
「

経
験
し
た

事
柄
」

に

対
し

て

付
与
さ

れ

る

記
号
で

あ
る

た
め

、

一．＝
凵

葉
そ
れ

自

体
は

実
態
・

実
体

を

表
す
も
の

で

は

な
い

。

私
達
が

あ
る

言
葉
を
手
掛
か

り
に、

物
事
を

考

え

認
識
し

よ

う
と

す
る

時、

そ

の

言
葉
と

私
達
自
身
の

経
験

（

あ
る

い

は

そ
の

事
柄
に

つ

い

て

の

印
象
）

と
の

繋
が

り
を
探
し、

そ

れ

ら
を

組
み

立

て

て

い

く
こ

と
に

な
る

。

だ

か

ら

私
達
は
「

言
葉
に

よ

る

知
的
・

概
念
的

な

理
解
・

認
識
」

に

よ

っ

て

は
、

物
事
や

実
態
・

実
体

、

あ

り
の

ま
ま
の

世

界
に

出

会
う
こ

と

が

で

き
な

い

の

で

あ
る

。

　

自
然
に

生

き
る

道
と
し

て

親
鸞
が

示
し
た

の

は、

「

南
無
阿
弥
陀
仏
と

た
の

む
」

生

き
方
で

あ
り、

そ

れ

は

仏

智
の

不
思
議
を

信
じ
、

念
仏
し
、

「

は
か
ら

ひ
」

を

離
れ
て、

如
来
の

誓
願
に

ま
か

せ

る
と

こ

ろ

に、

無
E

仏
へ

の

道
が

開
か

れ
る

と
い

う
も
の

で

あ
っ

た
。

　

現
代
人

の

認
識
方
法
は
、

親
鸞
が

言
う
と
こ

ろ

の

「

は

か

ら
ひ
」

そ
の

も
の

で

あ
り、

現
代
人
は

自
ら

の

「

は

か
ら

ひ
」

に

よ

っ

て
、

あ
り
の

ま

ま
の

世

界
を
認
識
で

き
る

仏
智
の

働
き
を
拒

絶
し
て

し

ま
い

、

閉
塞
し

た

人
生
を
送
る
こ

と
を

余
儀
な

く
さ

れ

て

い

る
。

現
代
人
は

「

は

か

ら

ひ
」

の

故
に、

仏
智
か
ら

遠
ざ

け
ら

れ
、

孤
独
・

不
安
・

不
信
・

虚

無
感
等
の

苦

悩
に

苛
ま
れ
て

い

る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

親
鸞
の

「

自
然
法
爾
」

は
、

現
代
人
の

認
識

方
法
・

生

き
方
に

つ

い

て

大
き
な

疑
問
を

投
げ
か

け

て

い

る

と

言
え
よ

う
。

　
霊
山

勝
海
『

末
灯
鈔
講
讃
』

、
一
〇

〇
二

年、

永
田
文
昌
堂

。

嬰
木
義
彦

「

親
鸞
書

簡
に

あ
ら
わ

れ
た
法

然
上

人
（
そ
の

こ

ー

「

義
な
き
を

義
と

す
」

の

教

説
を
め

ぐ
っ

て

ー
」

（
『

真
宗

学
』

四

五
・

四

六
合
併
号、

一

九

七
二

年）

参
照

。

親
鸞
の

六

字
釈
に
つ

い

て

貫
　
名

譲

　
『

教
行
信
証
』

「

行
巻
」

と

『

尊
号
真
像
銘
文
」

（
以、
卜

『

銘
文
』

）

に
見

ら
れ

る

六
字

釈
に

つ

い

て
、

「

行
巻
」

の

読
解
に

『

銘

文
』

の

文
言
を

そ

の

ま
ま
当
て

は
め

、

た

と

え
ば

「

帰
命
と
い

う
の

は

私
が
帰
命
す
る

私
の

は
た
ら
き
で

あ
る

…

…

そ

の

は

た
ら

き
は

、

と

り
も
な

お
さ
ず
私
を

召
喚

し
た
ま

う
如
来
の

は
た

ら

き
の

私
の

上
に

具
体
化
し

た

も
の

…

…
南
無
阿

弥

陀
仏
と

は

そ
の

よ

う
な
は

た
ら
き
で

あ
る
」

（

星
野

元
豊
『
講
解
教
行

信

証
』

二

五
五

頁）

に

見
ら

れ
る

よ

う
に

、

「

行
巻
」

の

文
言
も

衆
生
の

心

相
に

お
い

て

捉
え
よ

う
と

す
る

。

そ

れ

ぞ
れ
六

字
の

解
釈
が
施
さ
れ
て

い

る

が、

「

行
巻
」

に

お

け
る

「

南
無
」

（
帰
命
）

は

法
の

道
理
と

し
て、

「

銘
文
』

に

お
け
る
「

南

無
」

（
帰
命
）

は

衆
生
の

心

相
と
し
て

展
開
さ
れ
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