
慈
悲
始
終
な
し

一

『歎
異
抄
』
第
四
条

(『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
四
巻
言
行
篇
八
頁
。

以
下
、
親
全
四

.
言
行
―

八
と
記
す
。
)
に
、
「こ
の
慈
悲
始
終
な
し
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
多
く
、
人
間
の
慈
悲
が
首
尾

一

貫
し
な

い
こ
と
、
徹
底
し
な
い
こ
と
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
の
言
葉
は
、
た
だ
人
間

の
慈
悲
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
と

え
有
限

で
あ

っ
て
も
、
尽
き
る
こ
と
が
な
く
止
め
置
く

こ
と
が
で
き
な

い
人
間

の
慈
悲
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ぼ
こ
そ
、
最

終
段
落

の

「し
か
れ
ば
、
念
仏
ま
ふ
す
の
み
ぞ
、
す
え
と
を
り
た
る
大

慈
悲
心

に
て
さ
ふ
ら
う
べ
き
」
と
の
言
葉
が
、
深
い
大
慈
悲
の
表
現
と

受
け
取

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

今
回
、
『歎
異
抄
』
第
四
条

の

「慈
悲
始
終
な
し
」
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
を
提
起
し
た
い
と
思
う
。

二印
度
學
佛
教
學
研
究
第
五
十
四
巻
第

一
号

平
成
十
七
年
十
二
月

三

明

智

彰

『
歎

異

抄

』
第

四
条

は
、
慈

悲

の
実

践
問

題

に

つ
い

て
述

べ
ら

れ

て

い

る
。仏

教

と

い
え

ぼ

、

慈

悲

の
問

題

に

触

れ

な

い
も

の

は
あ

り

得

な

い
。

特

に
、

親
鸞

の
場

合

は
、

大
慈

悲
は

こ
れ
仏
道

の
正
因
な

る
が
ゆ
え
に
、
.
.
.
.
.
.

(中
略
)
.
.
.
.
.
.

安
楽

浄
土

は

こ
の
大
悲

よ
り
生
ぜ
る
が
故
な
れ
ぼ

な
り
。
故

に
こ
の
大
悲

を
謂

て

浄
土

の
根
と

す
。

(
『
教
行
信
証

』

「真
仏

土
巻
」
、
曇
鸞

『
浄
土
論

註
』

「性

功
徳
」

の
文
、
親
全

一
―
二
五

一
～
二
、
原
漢
文
)

と

、
真

の
浄

土

の
根

源

が
、

大
慈

悲

で
あ

る

こ
と

を

明
示

し
、

ま

た
、

仏
は
是
れ
満
足
大
悲

の
人

(
『教
行
信
証
』

「信
巻
」
、
善
導

『
観
経

疏
』

「散

善
義

」
、
親
全

一
―

一
〇
四
、
原
漢
文

)

と
顕

し

て

い
る
。

大
慈

悲

は
、
仏

陀

の
心

で

あ

り
、

凡

夫

・
声

聞

・
縁

覚

の
小

・
中

の

慈

悲

と

は
区

別

さ

れ

る
。

し

か

し
、

だ

か

ら

と

い

っ
て
凡

夫

と

は
全

く

関

係

が

な

い
と

い
う

わ

け

で

は
な

い
。

わ

れ

わ

れ

凡

夫

に
も

慈

悲

の
心

が

動

く

時

は
あ

る
。

そ

の
凡

夫

の
慈

悲

と

仏

の
大

慈

悲

と

は
ど

の
よ

う

2
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慈
悲
始
終

な
し

(三

明
)

に
関

わ

る

の
か
。

『
歎

異

抄

』

第

四
条

に

は
、

ま
ず

、

慈

悲

に

つ

い
て
、

「聖

道

・
浄

土

の
か

は
り

め
」

が
あ

る
と

さ

れ
、

聖

道

の
慈

悲

と

浄

土

の
慈

悲

と

が
述

べ
ら

れ

て

い

る
。

仏

教

と

は
、

慈

悲

を

根

本

と

す

る

の
で

あ

る

か
ら

、

仏

教

に
聖

道

門

・
浄

土

門

が

あ

る

な

ら
ぼ

、

慈

悲

に

も

、
聖

道

門

の
慈

悲

と

浄

土

門

の
慈

悲

が
あ

る

の

で
あ

る
。

そ

の
聖
道

門

の
慈

悲

に

つ
い
て

は
、

「聖
道

の
慈

悲

と

い
ふ

は
、

も

の

を

あ

は
れ

み
、

か

な

し

み

、

は
ぐ

く

む
な

り

。

し

か

れ

ど

も

、

お

も

ふ

が
ご

と
く

た

す

け

と

ぐ

る

こ
と
、

き

は

め

て
あ

り

が

た

し
。
」

(親

全

四

・

言
行
―

八
)

と

し
、

浄

土

門

の
慈

悲

に

つ
い
て

は
、

「浄

土

の
慈

悲

と

い

ふ

は
、

念

仏

し

て

い
そ
ぎ

仏

に
な

り

て
、

大

慈

大

悲

心

を

も

て
、

お

も

ふ

が
ご

と

く

衆

生

を

利

益

す

る
を

い
ふ

べ
き

な

り

。
」

(
同

上

)

と

し

て

い

る
。

そ

こ

で
、

ま
ず

取

り

上
げ

た

い

の

は
、

こ

の

「
か

は

り

め

」

と

は
、

何

か

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

従

来

、

「聖
道

・
浄

土

の
違

い
」

と

解

釈

さ

れ

て
き

た

。

そ
れ

は
、

昭

和

六
年

以
来

多

く

の
読

者

を

得

て

き

た
岩

波

文
庫

本

(金
子
大
栄
校
訂
)

の
影
響

が
あ

る

こ
と

を

思

う

。

そ

れ

に

は
、

ま
た
、
浄
土

の
慈
悲

と

い
ふ
は

(岩
波
文
庫

『
歎
異
抄

』
四

一
頁
)

と
、

蓮

如

本

や

永

正

本

な

ど

古

写

本

に

は
な

い
、

「
ま

た
、
」

の
字

が
、

『
真

宗

法

要

本

』

(
江

戸

期

・
西

本

願

寺

刊

)

に

よ

っ
て
補

わ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

り
、

「か

は

り

め
」

は
相

違

点

と

さ
れ

、

聖

道

の

慈

悲

と

浄

土

の
慈

悲

を
対

比

し
、

違

い
目

を

際

立

た

せ

る
説

明

が
行

わ

れ

て

き
た

の

で
は

な

い
か
。

こ

の

「
か

は

り

め

」

を

、

違

い
目

で

は
な

く

、

変

わ

っ
て

い

く

目

・

転

換

点

と
解

釈

し

た

の
が

、
廣

瀬
杲

氏

で
あ

る
。

(昭
和

四
十
九

年
三
月

十
日
、
高

倉
会
館

に
お
け

る
講
演
。
廣
瀬
杲

『歎
異
抄
講

話
』
法
蔵

館

・
第

二

巻
二
〇
八
～

二

一
六
頁
等
、
参
照
)

こ
の
解

釈

に

よ

っ
て
、

聖

道

の
慈

悲

と

浄

土

の
慈

悲

の
違

い
を

優

劣

論

的

に
検

討

す

る

の

で
な

く

、

慈

悲

心

の

歩

み

と

し

て
、
聖

道

の
慈

悲

か
ら

浄

土

の
慈

悲

へ
と

い
う

転

換

の
道

筋

が

あ

る

こ
と

が

提

示

さ

れ

た
。

で

は
、

聖

道

の
慈

悲

か

ら

、

浄

土

の
慈

悲

へ
の
転

換

点

と

は

何

か

。

そ

れ

は
、

「
お

も

ふ

が

ご

と

く

た

す

け

と

ぐ

る

こ
と

、

き

は

め

て
あ

り

が

た

し

」
と

い
う
痛

み

と

共

な

る
自

覚

で
あ

る
。

そ
れ

に
応

答

す

る
教

え

と

し

て
、

浄

土

の
慈

悲

が

示

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

慈

悲

心

を

果

た

し
遂

げ

る

こ
と

の
困

難

性

へ
の
覚

醒

に

お

い

て
、

浄

土

の
慈

悲

に
出

遇

っ
て
行

く

と

い
う

こ
と

が

ま

さ

し

く
、

聖
道

浄

土

の

変

わ

り
目

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

三

『
歎

異

抄

』

第

四
条

に

は

、

浄

土

の
慈

悲

を

示

さ

れ

た

後

、

そ
れ

を

承

け

て
、

今
生

に
、

い
か
に
、

い
と
を

し
不
便

と
お
も
ふ
と
も
、
存
知

の
ご

と
く
た
す

け
が
た
け
れ
ぼ
、

こ
の
慈
悲
始
終

な
し
。

(親
全

四

・
言
行
―

八
)

と

の
言

葉

が
続

く

の

で
あ

る

。

「
こ
の
慈

悲

始
終

な

し
」

と

は
、

ど

の
よ

2
0
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う

な
意

味

で
あ

ろ

う

か
。

「今

生

に
、

い
か

に
、

い
と

を

し
不

便

と

お

も

ふ

と

も
」

と

い
わ

れ

て

い
る

わ

れ

ら
人

間

の
抱

く

慈

悲

に
始

終

が

な

い

と

い
う

こ
と

で
あ

る
が
、

「始

終

な
し

」

と

は

い
か

な

る

こ
と

か

を

新

た

に
考

え

た

い
の

で
あ

る
。

「
始

終

」

と

は
、

「首

尾

、

始

め
終

わ

り
」
、

「常

に
、

い

つ
も

」
、

「初

め
か

ら
終

わ

り
ま

で
全

体

」

な
ど

の
意

味

が
あ

る

。

こ
れ

ら

の
中

か

ら
、

従

来

は
、

首

尾

一
貫

し

な

い
。

不

徹

底

で

あ

る

と

解

釈

さ

れ

て

き

た
。

こ
れ

は

、

「
今
生

に
、

い
か

に
、

い
と

を

し
不

便

と

お

も

ふ

と
も

」

助

け

難

し
。

ま

た

、

前

に
さ

か

の
ぼ

っ
て

「
お
も

ふ

が
ご

と

く

た

す

け

と

ぐ

る

こ
と

、

き

は

め

て
あ

り

が

た

し
。
」

と

い
う

こ
と

か

ら

一
応

意

味

が

通

る
も

の
で
あ

る
。

し

か

し
、

再

応

考

え

て

み

れ
ぼ

、

首

尾

一
貫

し

な

い
慈

悲

、

不

徹

底

な

慈

悲

だ

か

ら

と

い

っ
て
、

放

棄

す

る

こ
と

が

で
き

る

の
だ

ろ

う

か

。

わ

れ

わ

れ

は
、

慈

悲

が
有

限

で

あ

っ
て

も
、

あ

き

ら

め

き

れ

な

い
こ

と

も

あ

る

の
で
あ

る
。

「そ

れ

で
も
何

と

か

で
き

な

い
か

」

と

。

ま

さ

し
く

「
こ

の
慈

悲

始

終

な

し

」

で
あ

る
。

「始

終

な

し

」

と

は

、

始

め
も

終

わ

り

も

な

い
、

す

な

わ

ち

無

始

無

終

と

い
う
意

味

で

は
な

い
か
。

た

と

え

ぼ
、

『
往

生

要

集

』

に
、

有
情

輪
廻
し

て
六
道

に
生
ず

る
こ
と
、
な
お
車
輪

の
始
終

な
き
が
如
し
。
(
『往

生
要
集

』
第

二
欣
求
浄
土
、
第
六
引
接
結
縁
楽
、
真
聖
全

一
・
七
六
五
～
六
)

と

あ

る
。

こ

の

「な

お
車

輪

の
始

終

な

き

が

如

し

」

の

「
始

終

な

し

」

と

は
、

車

輪

の
循

環

す

る

よ

う

に
尽

き

る

こ
と

が

な

い
、

止

ま

る

こ
と

慈
悲
始
終

な
し

(三

明
)

が
な

い
と

い
う

意
味

で
あ

る
。

『往

生
要

集

』

を

よ
く

知

っ
て

い
た

親
鸞

が
、

尽

き

る

こ
と

が

な

い
、

果

て

る

こ
と

が

な

い
と

い
う

意

味

で

「
始

終

な

し

」
と
言

っ
た

可
能

性

は
十

分

あ

り
得

る
。

ま

た
、

親
鸞

は
、

恩
愛

は
な
は
だ
た
ち
が
た
く

生
死

は
な
は
だ

つ
き
が
た
し

念

仏
三
昧
行

じ
て
ぞ

罪

障
を
滅
し
度
脱

せ
し

(『
高
僧
和
讃
』

「龍
樹
讃
」

第
十
首

・
親

全
二

・
和
讃
―

八
〇

)

と

、

詠

ん

で

い
る
。

断

ち

切

る

こ
と

が

で
き

な

い
人

間

の
慈

悲

を
見

て

い
た

の

で
あ

る
。

断

ち

切

り

難

く

、

尽

き
難

い
恩

愛

の
痛

み
に

お

い
て
、

念

仏

の
法

に
出

遇

う

。

そ

れ

は
、

『
歎

異
抄

』

第

四
条

の
、

「
こ

の
慈

悲

始

終

な

し
」

か

ら

、

し
か
れ
ぼ
、
念
仏
ま
う

す

の
み
ぞ
、

す
え
と
を
り
た
る
大
慈
悲

心

に
て
さ
う

ら
ふ

べ
き

に
展

開

す

る

の

と
軌

を

一
に

す

る

の

で
あ

る
。

尽

き

る

こ
と

が

な

い
、

止

む

こ
と

が

な

い
と

い
う

、

仏

陀

な

ら

ぬ
人

間

の
尽

き

せ

ぬ
慈

悲

が

表

さ
れ

て

い
る

の

で
は
な

い
か

。

そ

れ

ゆ

え

に

こ
そ

、

「
し

か
れ

ぼ

、
念

仏

ま

う

す

の
み

ぞ
、

す

え

と

ほ

り

た

る

大

慈

悲

心

に

て
そ

う

ろ

う

べ

き

」

(親

全

四

・
言

行
―

八
)

と

い
う

言

葉

が

、

ま

す
ま

す
、

た

だ

こ

の
こ
と

ひ
と

つ
の
道

と

し

て
う

な
ず

か

し

め

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

親
鸞

は
、
慈

悲

の
実

践

と

い
う

課

題

を

終

生

忘

れ
得

な

か

っ
た

。

『
正

像
末

和

讃

』

に
は
、

無
慚
無
慌

の
こ
の
身

に
て

ま

こ
と

の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も

2
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慈
悲
始
終

な
し

(三

明
)

弥
陀

の
回
向

の
御
名

な
れ
ぼ

功
徳

は
十
方

に
み
ち
た
ま

ふ

(
「悲

嘆
述

懐
和
讃
」
第
四
首

・
親
全

二

・
和
讃
―

二
〇
九
)

小
慈
小
悲

も
な

き
身

に
て

有
情

利
益

は
お
も

ふ
ま
じ

如
来

の
願
船

い
ま

さ
ず

ぼ

苦

海
を

い
か
で
か
わ
た

る
べ
き

(「
悲
嘆
述

懐
和
讃
」
第
五
首

・
親
全

二

・
和
讃
―

二

一
〇
)

と

あ

る
。

ま

た
、

『
高

僧

和

讃

』

に
は

、

南
無
阿
弥
陀
仏

を
と
け
る
に
は

衆
善

海
水

の
ご
と
く
な
り

か

の
清
浄

の
善

身

に
え

た
り

ひ
と

し
く
衆

生

に
回
向
せ
ん

(親
全

二

.

和
讃
―
一
三

八
)

と

あ

る

の

で
あ

る
。

教

え
子

に
対

し

て
も
、

念
仏
を
御

こ
こ
ろ
に

い
れ

て

つ
ね
に
ま
ふ
し
て
、
念
仏

そ
し
ら
ん

ひ
と
び

と
、

こ
の
世

の
ち

の
世

ま

で
の
こ
と
を
、

い
の
り
あ
は
せ
た
ま
ふ

べ
く
さ

ふ

ら
ふ
。
…
…

(中
略
)
…
…
た
だ
、
ひ
が
ふ
た
る
世

の
ひ
と
び

と
を

い
の
り
、

弥
陀

の
御
ち
か

ひ
に

い
れ
と

お
ぼ

し
め
し
あ
は
ゞ

、
仏

の
御
恩
を
報
じ

ま
ひ

ら
せ
た
ま

ふ
に
な
り
さ
ふ
ら

ふ

べ
し
。
…
…

(中
略
)
…
…
聖
人

の
廿
五

日

の
御
念
仏
も
、
詮
ず

る
と

こ
ろ
は
、
か
や
ふ

の
邪
見

の
も

の
を
た
す

け
ん
料

に

こ
そ
、

ま
ふ
し
あ
は
せ
た

ま

へ
と
ま
ふ
す

こ
と

に
て
さ
ふ
ら

へ
ぼ
、

よ
く

よ
く
、
念
仏

そ
し
ら
ん

ひ
と

を
た
す
か
れ
と
お
ぼ

し
め
し
て
、
念
仏

し
あ
は

せ

た
ま
ふ

べ
く

さ
ふ

ら
ふ
。

(性

信
宛

・
親
鸞

聖

人
御
消
息

集
第
八
通

・
親

全
三

・
書
簡
―

一
五

二
)

と

述

べ
て
、

慈

悲

の
実

践

と

し

て

の
念

仏

の
心

を
示

し

て

い

る
。

そ

の
よ

う

な

慈

悲

の
実

践

に

反

す

る

我

執

の
問
題

が
、

「
疑
惑

和

讃

」

に

示

さ

れ

て
い
る
。

仏
智
不
思
議

を
う
た
が

い
て

善
本

徳
本
た

の
む
ひ
と

辺
地
解
慢

に
む
ま
る
れ
ぼ

大
慈

大
悲

は
え
ざ

り
け
り

(親
全

二

.
和
讃―

一
九

二
)

七
宝

の
宮
殿
に
む
ま
れ

て
は

五
百
歳

の
と
し
を
と
し
を

へ
て

三
宝
を
見
聞
せ
ざ

る
ゆ

へ

有
情
利
益

は
さ
ら

に
な
し

(同
―

一
九

四
)

と

は
、

慈
悲

を
喪

失

し
た

疑

心

の
情

況

で

あ

る
。

四

親
鸞

に
お

け

る
念

仏

と

は
、

人

間

の
慈

悲

を

頭

か
ら

否

定

す

る

の
で

な

く

、
慈

悲

を
果

た

し
遂

げ

る

こ
と

の

で
き

な

い
人

間

の
痛

み

を
、

十

分

知

り

、
受

け
止

め
、

そ
れ

に
応

え

る

大

慈

悲

心

の
働

き

で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な
念

仏

を
親
鸞

が

実

践

し

た

こ
と

が

、

『
歎

異

抄

』

第

四

条

の

「こ

の
慈

悲

始
終

な

し
」

の
考

察

か

ら

明

確

に

さ
れ

る

の

で
あ

る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

慈
悲
、

『歎
異
抄
』
第

四
条
、
親
鸞

、
始
終

(愛
知
新

城
大
谷
大
学
、
教
授
)

2
0
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states: 

The person who lives true shinjin, however, abides in the stage of the truly settled, 

 for he has already been grasped, never to be abandoned. There is no need to wait 

 in anticipation for the moment of death, no need to rely on Amida's coming. At the 

 time shinjin becomes settled, birth too becomes settled (Letters of Shinran, Hon-

gwanji International Center, 1978: 20) 

Shinran emphasizes that there is no need to rely on Amida's coming at the 

moment of death. In this passage we can find that Shinran made clear the 

truth of salvation in the present life. This change of salvation's time•\from 

the moment of death to the present life•\is Shinran's idea of the change of 

time. 

39. The Criticism of Faith in the Chapter on the Transformed Buddha-Bodi-

es and Lands: With reference to the Chapter of Non-Meditative Practice in 

the Commentary on the Contemplation Sutra 

Eshin ITo 

This essay intends to discuss the subject of the criticism of faith through 

Shan-tao's treatment in the "Chapter of Non-meditative Practice" which 

Shinran quoted in the "Chapter of the Transformed Buddha-Bodies and 

Lands" of the Kyogyoshinsho. Hereby, I want to investigate the characteristic 

or the difference of faith of all creatures that Shinran clarified in the "Chap-

ter of the Transformed Buddha-Bodies and Lands." 

40. On Compassion in the Fourth Passage of the Tannisho 

Toshiaki MIHARU 

The Japanese phrase, Kono jihi shijunashi in the fourth passage of the 

Tannisho, has been understood to mean that our compassion is not through-

going. But in my opinion it means that it is endless. Tannisho collects Shin-

ran's sayings. By reading this book, we understand that Shinran is a man of 

compassion.
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41. The Lotus Sutra and Dogen 

Eryu KAWAGUCHI 

42. Shobogenzo hokketenhokke and Rongi 

Takao ISHIJIMA

In the"Shobogenzo hokketenhokke"(正 法 眼 蔵,法 華 転 法 華)we find the

expression'yokuryo shujo kai ji go nyu"(欲 令 衆 生,開 示 悟 入). It have been

thought that Dogen(道 元)quotes this expression from the"Hokekyo hoben-

bon"(法 華 経 方 便 品). However, I wondered about this, and investigated a

number of sources. As a result, I believe that Dogen(道 元)quoted this ex-

pression from the Shoulengyan yishuzhujing(首楞 厳 義 疏 注 経)of Zixuan(子

睿).

43. Nichiren Shonin's Propagation of the Lotus Sutra through his Writings 

Gyokai SEKIDO 

Nichiren's attitude was to vigorously promote his ideas. Focusing on en-

gaging in as much communication as he could with his followers, he was a 

prolific letter writer, thus producing a great volume of writings. A collection 
of about 280 of his authenticated works are contained in the volume The 

Complete Works of Nichiren Shonin, co-authored by Dr. Hoyo Watanabe and 

Dr. Hosho Komatsu. This volume is upheld as the standard for present-day 
research on Nichiren Shonin. There are about 260 works in the collection 

that are classified as letters, although some of these are quite lengthy and 
could be considrered as treatises or theses. My purpose for this presentation 
is to try to classify these letters by purpose and subject. 

44. On the Disclosure of the Core Transmission Teachings of the Taiseki-ji 

School Found in Nichikan's Writings 

Mikio MATSUOKA
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