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豊
前
崇
廓
師
の

教
学
及
び

行
実
に

関
す

る
一

試
論

恵

　
美
　
智

　
生

　

近
世
真
宗
教
学
史
に

於
い

て
、

学
派
分
裂
は

僧
樸
門
下
に

始
ま
り、

中

で

も

空
華
学
派
の

僧
鎔、

芸
轍
の

慧
雲、

豊
前
の

崇
廓
は

僧
樸
門
下
の

上

足
と

い

わ
れ
る

。

し
か

し

崇
廓
に

関
し
て

は

学
説
の

検
討
を

始
め

、

必
ず

し

も
教
学
史
上
の

位
置
付
け
が

明
瞭
で

は

な

い
。

よ
っ

て

本
論
稿
で

は、

崇

廓
の

行
実
と

講

録
等
を

検
討
し
、

教
学
史
ヒ
の

位
置
け
を

考
察
す
る

も

の

で

あ
る

。

　

崇
廓
の

行
実
に

つ

い

て

は
、

『

本

願
寺
通

記
』

所

説
の

「

遺
行
」

に

関

し
て

の

考
察
が

再

評
価
の

鍵
を

に

ぎ
る

と

考
え

ら
れ
る

。

近

世
に

本
山
と

末
寺
の

関
係
を
記
し
た

も

の

に

諸

国
諸
記
が

あ
る

。

そ

の

中
「

豊
前
国
諸

　

　
　

　
　
　
　

丁）

記
」

の

記
述
に

よ
れ

ば

豊
前
囚
日

市
別
院
創
始
後
に

「

廣
大
會冖
」

と

呼
ば

れ
る

地
方
に

於
け
る

教
学
研
鑽
の

場
が
創

設
さ

れ、

崇

廓
は

そ

の

初
代
講

師
と

な
っ

て

在
野

学
僧
の

教
化
を

担
っ

て

い

た

事
績
に

関
す
る

も
の

と
は

考
え
ら

れ
な

い

だ

ろ

う
か

。

『

六
要

鈔
助
覧
』

に

見
ら

れ
る

崇
廓
の

学
説

は
、

『

六
要
鈔
』

で

直
接
解
釈
さ

れ
て

い

な

い

宗
祖
の

御
自
釈
に

関
し
て

自
説
を
展
開
す
る

こ

と

で

存
覚
上
人
の

「

行
巻
」

理

解
の

真
意
を
開
顕
せ

ん

と

す
る

姿

勢
が

分
か

る
。

崇
廓
は

「

能
所
不
二
」

と

い

う
言
葉
こ

そ
明

確
に

使
用
し
て

い

な

い

が

行

信
理

解
に

於
い

て
、

称

名
も

名
号
も
と

も
に

　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
〔
2〕

大
行
と

位
置

付
け、

信
行
不
二

の

立

場
か

ら

大
行
論
を
立
て

る

こ

と

は、

豊
前
学

派
の

教
学
の

成
立
過
程
に

於
い

て
、

能
所
不
二

の

能
行
説
を
思
想

的
に

胚

胎
す
る
も
の

と

考
え

ら

れ
る

の

で

は

な
い

だ

ろ
う
か

。

『

傍
観
正

偽

編
」

に

つ

い

て

は、

従
来
そ

の

著

述
の

史
実
に

よ

り
一

旦
三

業
派
に

属

す
と

見
な

さ

れ
て

き
た

評
価
は
】

面

的
で

あ
る

と

言
え
る

。

何
故
な
ら
三

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3）

業
帰
命
説
を

暗
に

批
判
し

更
に

『

古
二

十
邪
義
』

の

中
で

三

業
帰
命
説
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4）

異

義
邪
執
と

位
置

付
け
て

い

る

点
か

ら

も

積
極
的
に

三

業
派
に

同
調
し

た

も
の

と

は

言
い

難
い

。

む
し

ろ

学
林
の

命
に

よ
っ

て

論
駁
せ

し
め
ら
れ
た

と
み

る

の

が

穏
当
な

見
方
で

あ
っ

て
、

三

業
惑

乱
期
に

学
林
に

立
場
を
置

く

中
で

の

崇
廓
の

苦
心
の

行
実
が

窺
え
る

か

ら
で

あ
る

。

以
上
の

事
か

ら

崇
廓
は

、

地
方
で

は

学
僧
教
化
の

指
導

的
立
場
を
担
う
と
と

も
に
、

豊
前

学
派
の

大
行
論
の

思
想

的
萌
芽
は

崇
廓
に

み

ら
れ
る

も
の

と

考
え
ら
れ

る
。

一

方、

学
林
に

立
場
を

置
く
中
で

三

業
帰

命、

欲
生
正

因
説
が

学
林

伝

統
の

正

義
の

説
と

し
て

扱
わ
れ

、

当
時
の

能
化
及
び

学
林
が

絶
対
的
な

教

権
を

掌
握
し

三

業
帰
命
説
を

も
っ

て

学
林
を

統
制
せ

ん

と

す
る

三

業
惑

乱
の

伏

線
と

い

え

る

動
向
が

師
の

行
実
と

思
想
か

ら

反
顕
さ

れ

得
る

の

で

は
な
い

だ
ろ

う
か

。

（

1
）

　

国
東
利
行
著
『

豊
前
四

日
市
東
西
別
院
の

歴
史
」

に

は

「

御
坊
之

　
義
崇

廓
已

来
不
絶
　
講
師

相
続
被
　
仰
付
候
事
に

御
座
候
」

と

あ
る

。

　
】

ニ

ニ

頁
参

照
。

（
2）
　
『

六

要
鈔
助

覧
』

に

は

「

「

摂
諸
善
法
」

等
と

は、

名
号
所
具
の

法

　
に

し
て
一

声
称
念、

自
成
し
こ

こ

に

住
す
る

が

故
に

も

っ

て

称
名
を
大

　
行
と

す
。

何
を
も
っ

て

の

故
に

名
義
相
応

す
。

名
体
不
二

な

る

が

故

　
に

。

（

六

丁
左）

「

念
仏
」

と

は、

尋
常
の

名
、

転
釈
し

六
字
を
挙
ぐ

。

　
（
中
略∀
「

正
念
」

と
は、

（
中
略
）

｝

念
無
疑
を

正

念
と

す
。

こ

れ
信

　
に

約
し

結
釈
す

。

す
な
わ

ち

信
行
不
二

の

義
を

彰
す
」

と

あ
る

。

（

八

　
丁
右）

（
3）
　
『
傍
観
正

偽
編
』

に

は

「

欲
生
の

顕
著
に

つ

き

て
］

念

帰
命
を

明
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か

す、

た
だ

己
の

意
業
の

所

得
な

り
。

（
中

略
）

身
凵

の

表
顕
を

そ

ろ

　
え

ざ
れ

ば
一

念
帰
命
を
成
ぜ

ず
と
い

う
に

は

あ
ら
ず
」

と

あ

り、

身
口

　
意
の

三

業
は

帰
命
の
一

念
に

並

具
せ

ず
と

明
か

す
。

（
三

丁
右）

（
4

）

　
崇
廓

師
述
『

占
二

十
邪

義
』

一

丁

右
、

一、一

丁
左

参
照

。

『

古
二

十

　
邪
義
』

に

は
、

真

宗
相
承
の

中
で
、

古

来
よ
り

当
時
の

邪
執
異
計
を

略

述
し

て

二

十
種
の

異
安
心
を

挙
げ
て

正
統
の

安
心
に

非
ざ
る

こ

と

を
示

　
し

、

口

業、

意

業
頼
み

を

異
安
心
と

位
置
づ

け
て

い

る
。

親
鸞
の

「

浄
土
」

に

つ

い

て

加

藤

智

見

　

哲
学
や

倫
理
と

異
な

る
宗
教
の

特
質
は

ど

こ

に

あ
る

の

か
、

と

い

う

角

度
か

ら
、

今

回
は

親
鸞
の

「

浄
土
」

の

と

ら

え
方
を

取
り
上
げ、

考
え
て

み

た

い
。

　

親
鸞
の

浄
土
の

と

ら

え
方
を

調
べ

て

い

く

と
、

少
な
く
と

も

次
の

三

つ

の

と
ら
え

方
が

あ
る

と

考
え
ら

れ
る

。

第
一

に
、

浄
土
は

現
世
の

今、

こ

こ

で

出

会
い

体
験
す
る

世
界
で

あ
る

と

い

う
と
ら

え
方

。

第
二

に
、

肉
体

の

死
後、

煩
悩
か

ら

解
放
さ

れ

て

お

も
む

く
世

界
と

い

う
と
ら
え

方。

第

三

に、

信
心
が

不
十
分
で

疑
い

が

あ
る
場
合、

仮
の

浄
土
に

入
り

、

不
信

の

罪
を

償
っ

て

か

ら
生
ま

れ
る

世
界
と

い

う
三

つ

の

と

ら

え
方
が

あ
る

と

思
え

る

が
、

な

ぜ

こ

の

よ

う
な
と
ら
え

方
を
し

た
の

で

あ
ろ

う
か

。

　

第
］

の

と

ら

え
方
は

、

従
来
の

浄
土
が

死
後
に

往
生
す
る
場
と

と
ら

え

ち

れ

て

き
た

の

に

対
し、

た

と

え
ば

「

信
心
の

さ
だ
ま

る

と

き

往
生
ま

た

さ

だ

ま
る

な

り
。

来
迎
の

義
則
を

ま
た

ず
」

（
「
末

燈
鈔
』）

と

し、

浄
土

を
死

後
の

も

の

と

し
な
い

と

ら

え
方
で

あ
る

。

さ

ら
に

は

「

光
明
寺
の

和

尚
の

『
般
舟
讃
』

に

は、

信
心
の

ひ

と

は
そ
の

心
す
で

に

つ

ね

に

浄
上
に

居
す
と

釈
し

た

ま

へ

り
。

居
す
と
い

ふ

は
、

浄
土
に

、

信
心
の

ひ

と

の

こ

こ

ろ

つ

ね
に

ゐ

た

り、

と

い

ふ

こ

こ

ろ

な
り
」

（
同）

と

述
べ

る

よ

う
に
、

信
心
を

得
る

今
、

す
で

に

そ
こ

に

住
む

世
界
で

あ
る

と

い

う
。

こ

の

よ

う

な

と

ら
え
方
か

ら

考
え
ら

れ
る

こ

と

は
、

死
後
で

は

な
く
今
こ

こ

で

実
感

し
、

体
験
で

き

る

浄
土
で

あ
り、

今
こ

こ

で

の

救
済
が
志
向
さ

れ
て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

未
来
で

は

な

く
現
在
の

救
済
が

彼
の

閧
心
の

的
に

な
っ

て

い

る

と

い

う
点
で

あ
る

。

　

し

か

し
第
二

に
、

次
の

よ

う
な
と

ら

え

方
が

あ
る

点
に

留
意
し
た

い
。

「

な

ご

り
を
し

く
お

も
へ

ど

も、

娑
婆
の

縁
つ

き

て、

ち

か

ら

な
く
し
て

を
は

る

と

き

に
、

か

の

土
へ

は

ま

ひ

る

べ

き

な
り

」

（
「
歎
異
抄
』）

。

い

わ

ゆ
る

死

後
往
生
に

よ

る

浄
土

の

と

ら
え

方
で

あ
る

。

な
ぜ

第
一

の

と

ら
え

方
と

矛

盾
す
る

よ

う
な
こ

と

が
い

わ

れ

る

の

か
。

彼
に

よ
れ

ば

「

真
実
信

心
の

ひ

と

は
」

「

こ

こ

ろ

は
す
で

に

如
来
と

ひ

と

し
」

（
『
末
燈

鈔
』

）

い

の

で

あ
る
か

ら
、

今
、

浄
土
に

住
み

得
る

は

ず
で

あ
る

が
、

人

間
は

煩
悩
に

支
配
さ

れ、

な
か

な

か

そ

れ

が
で

き
な

い
。

そ
こ

で

肉
体
の

死
後

、

今
度

は

真
の

浄
土
に

参
ら
せ

て

い

た

だ

く

と

い

う
と

ら
え

方
を
す

る

の

で

あ

る
。

こ

の

よ
う
に

あ

え
て

矛
盾
す
る
よ

う
な

こ

と

を
い

う
こ

と
に

、

私
は

か

え
っ

て

親
鸞
の

宗
教
性
と

宗
教
の

特
質
を
見
た

い
。

理
論
的
に

は

生
き

て

浄
土
を

体
験
で

き
る

は

ず
で

あ
る
が
、

凡
夫
に

は

そ

れ

が

で

き
な
い

。

し
か

し
、

で

き

な
い

か

ら

と

い

っ

て

否
定
し

た

り

切
り

捨
て

た
り
せ

ず、

．
死

後

往
生
の

あ
り
方
も

包
容
し

て

い

く
の

で

あ
る
。

こ

の

よ

う
に

浄
十
に

住
み

切
れ
な

い

今
の

挫
折
感

、

住
み
切
れ

な

い

で

死
を
迎
え
る

未
来
へ

の
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