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分
」

と

は

連
動
し
て

い

る

と

も
考
え
ら

れ
る

か

ら
で

あ
る

。

例
え
ば
「

五

悪

段
」

に

出
る

、

「

當
曼

仏
世、

堅

持
経
道、

無
敢

遺
失
」

と

い

う
一

文

は、

「

流

通
分
」

に

存
在
す

る
「

若

曹
當
堅

持
之、

無

得
為
妄
増
減
是
経

法
」

と

い

う
一

文
と、

同
趣
旨
で

あ
り、

両
者
共
に

経
道、

経
法
を
堅
持

す

る

こ

と

を
勧
め

て

い

る
。

こ

れ

は、

「

五

悪
段
」

と

「

流

通
分
」

の

底

辺
に

流
れ

る

主
題
が

同
じ
で

あ
る
こ

と

を

示

す
証
左
の
一

つ

で

あ
る
。

　
更
に

い

え

ば
「

五
悪

段
」

全
体
が

「

流
通
分
」

の

伏
線
的
叙
述
で

あ
る

と

も

考
え

ら

れ
る

。

す
な
わ

ち
「

五
悪

段
」

に

お

い

て
、

内
省
的
に

悪
や

苦
が

説
か

れ
た

直
後
に

、

「

流

通
分
」

で

救
済
が

説
か

れ

て

締
め

括
ら

れ

る

と

い

う
の

は、

一

般

的
な

大
乗

経
典
撰
述
の

手
法
に
一

致
す
る

と

考
え

ら
れ
る

の

で

あ
る

。

　
こ

れ

ら

を

考
慮
す
る
な
ら

ば
「

五
悪

段
」

は

『

大
阿

弥
陀
経
』

の

構
成

上、

異
質
な

存
在
で

は
な

く
、

一

貫
し
た

主

題
の

も

と

に

著
述
さ

れ

た
も

の

だ
と

い

う
こ

と

に

な
る

。

で

は

支

謙
の

関
与
が

明
確
で

あ
る

に

も

関
わ

ら

ず、

こ

う
し

た
→

面
が

見
ら
れ
る
と
い

う

矛
盾
を

ど

の

よ
う
に

説
明
す

れ

ぼ

良
い

の

だ

ろ
う
か

。

こ

こ

か

ら
は

試
論
の

域
を

出
な
い

が
、

恐
ら
く

「

五
悪

段
」

の

原
型
が

原
本
に

あ
っ

た
の

だ
ろ

う
。

そ

し

て

そ

の

箇
所
に

は

何
ら
か

の

危
機
を
意

識
せ

し
め

る
思

想
が

説
か

れ

て

お

り、

眼
前
の

痛

ま

し

い

現
実
を

直
視
し
た

支

謙
に

よ
っ

て
、

「

五

悪

段
」

は
危

機
思
想
が

濃
厚
な
｝

段
に

再

構
築
さ
れ

た
の

で

あ
る
。

或
は

そ
の

原
型
と

は

「

五

戒
」

に

関
連
す

る
も

の

だ

っ

た
か

も

し

れ
な

い
。

そ

う

す
る

と

「

支
謙

伝
」

に

あ
る

「

更
練
五

戒
」

と

い

う

伝
承
に

対
し

て

も
得
心
が

い

く
。

な

お
、

そ
の

場

合、

「

練
」

の

目

的
語
は

戒
律
の

「

五

戒
」

そ

の

も

の

で

は

な

く
、

『

大
阿
弥

陀
経』

の

「

五

戒
に

関
連

す
る

箇

所
」

（
コ
ニ

輩
段
」

と

「

三

毒
段
」

の

中
間

部
と

特
定
）

と
な
ろ

う
。

こ

の

説
が

正
し

い

と

仮
定

す
る

な
ら
ば
、

支
謙
が

大
乗
経
典
撰
述

者
達
の

苦

難
の

記
述
を
も
と
に

し

て
、

内
的
に

深
化
さ

せ

た

可

能
性
す
ら

も
出
て

く
る
が
、

拙
論
が

試
論
に

留
ま
る
以
上
は

、

こ

れ
を
以
っ

て

擱
筆
と

せ

ざ

る

を
得
な

い
。

一

条
兼
良
『

勧
修
念
仏
記
』

と

そ
の

時
代

龍

　
口

　
恭

　
子

　
一

条
兼
良
（
一

四
〇
ニ

ー
一

四
八
一
）

は

室

町
時
代
を
代
表
す
る

知

識

人
で

あ
り、

そ

の

著
作
は

文
学
・

歴
史
・

宗
教
・

有
職
な
ど
、

あ
ら
ゆ

る

分
野
に

亘
る

。

　
こ

の

希
有
の

文

化
人
は

ま

た

仏
教
に

深
く
帰

依
し、

七
十
二

歳
の

時
に

出

家
し

、

法
名
を

覚
惠
と
い

っ

た
。

出
家
の

十
年
前
に

『

勧
修
念
仏
記
』

を

著
し

て

い

る
。

こ

の

『

勧
修
念
仏
記
』

は

宗
派
仏
教
の

研
究
が

中
心

の

従
来
の

仏
教
学
の

研
究
分

野
か

ら
は

取
り
残
さ
れ
た
形
で
、

二
、

三

の

論

究
に

と

ど

ま

る
。

そ

れ
は

宗

祖
・

列
祖

、

あ
る

い

は

名
僧
・

高
僧
の

著

作

で

な

い

た

め

に
、

研
究
対

象
と
み

な

さ

れ
な
か

っ

た

の

で

あ
ろ

う
し、

ま

た

仏
教
に

お

い

て

の

室
町

期
と
い

う

時
代
性
に

も

よ

る

で

あ
ろ

う
。

　
し
か

し

文
人
に

よ

っ

て

書
か

れ
た

優
れ
た

仏
教
書
を

持
つ

日

本
の

伝
統

が
あ
り

、

ま

た

室
町
時
代
は

平

安
、

鎌
倉
時
代
と

い

う

独
創
的
な
仏
教
思

想
を
生
ん

だ

時
代
で

は
な

か
っ

た

も
の

の
、

上

下
を

問
わ

ず、

仏
教
信
仰

が

盛
ん
に

行
わ

れ
、

且
つ

そ
の

実
態
は

詳
し

く
記

録
さ
れ
て

い

る
。

　

本
論
で

は

こ

の

『

勧
修
念
仏
記
』

の

思
想
を
概

観
し、

こ

れ

を
生
ん

だ

室

町
中
期
と

い

う

時
代
と

の

関
係
に

つ

い

て

考
察
し

て

行
く
。
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一

　

治

世
者
の

仏
道

　

兼
良
は
そ

の

著
『

樵
談

治
要』

の

中
に
、

「

そ

れ

仏
法
王

法
二

な

く
、

内
典
外
典
又
…

致
也
」

と

述
べ

、

仏
法
と
王

法
、

内
典
と
外

典
が

同
じ

比

重
を

持
た

ね

ば
な

ら
な

い

と

し

て

い

る
。

殊
に

治
世
を

司
る

者
は

天
皇
・

将

軍
い

ず
れ

も
、

ま
ず
「

仁

徳
の

行
を
先
に

し

給
え
」

と

し、

仏

法
を
奉

ず
る

こ

と

を

尊
し

と

し

な
が
ら

も
、

座
禅
工

夫
に

暇
な

き

こ

と
、

称
名
安

心
に

浸
る

こ

と

を

冏
く

戒
め
て

い

る
。

　

二

　
往
生
伝
の

宣
揚

　

本
書
に

特
徴
的
な

こ

と

は、

往
生

伝
を
重
ん
じ
て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

人

の

悟
り

と

救
い

は、

往
生
に

よ
っ

て

証

明
さ

れ
る
。

往
生
の

相
を

示

し、

そ

の

往
生
に

至
る

ま

で

の

行

業
を

記
し

た

の

が

「

往
生

伝
」

で

あ
る

が
、

こ

の

「

往
生

伝
」

を

兼
良
は

仏
典
と

並
ん

で

重
要
な

典
籍
と

位
置
づ

け
て

い

る
。

念
仏
の

行
を

勧
め

る

本
書
は

念

仏
修
行
の

証
と
し
て

、

確
か

な

往
生
人
の

行
業
を
示

す
。

本
書
下
巻
に

お

い

て

前
半
は

禅
僧
の

念
仏
に

つ

い

て

論
じ

、

後
半
に

は

浄
土

教
の

相
承
を

伝
え

、

続
け
て

往
生

伝
を
あ

げ
る

。

兼

良
が

往
生
伝
を
重

要
視
す
る

の

は、

在
家
信
者
の

関
わ

り
が

多

い

こ

と
、

ま
た

往
古
の

文
人

達
に

往
生
伝
の

編
が

多
く

、

自
身
が

篤
信
者

で

あ
る

兼
良
は

、

こ

れ

ら
の

往
生

人
の

中
に

、

仏
教

者
の

理
想
的
な

あ
り

方
を

見
出
し

た
と

考
え

ら

れ
る

。

　
三

　
浄
土
教
の

系
譜

　

兼
良
の

祖
に

は、

月
輪
兼
実、

九

条
道

家
等

、

浄
土
教
の

篤
い

庇
護
者

が

あ
る

。

ま

た

教
義

的
に

い

え
ば
、

曇
蠻
∵

善

導
・

法
然、

さ

ら

に

鎮

西
・

西

山
と

次
第
す
る

浄
土

宗
の

流
れ
で

あ
る

。

本
書
上

下
二

巻
の

内、

上

巻
は

念
仏
受
持
の

十

種
の

勝
利
を

あ
げ
る

の

を

始
め、

月
蓋

長
者
譚
な

ど

念
仏
の

功
徳
を

称
揚
す

る
。

全
巻
の

終
わ

り
に

二

河
白

道
の

譬
え
を
長

文
に

亘
っ

て

引
用
し、

西
方

願
生
を
勧
め
る

の

で

あ
る

。

　

四

　
禅
浄
一

致

　

下
巻
で

は、

コ

代
の

聖

教
を

く
く
る

に、

す

べ

て

三

身
四
土
に

す
ぎ

ず
」

と
し、

浄
土

の

説
明、

都
率
浄
土
と

西
方
浄
土

の

違
い
、

諸
仏
の

阿

弥
陀
仏
称
讃
を
述
べ

る。

こ

れ
ら
は

簡
潔
で

要
を

得
た

も
の

で

あ
る

が、

も

う
一

つ

特
徴
的
な
も
の

に、

禅
と

の

関
連
が

あ

る
。

本
書
で

は、

中
国

禅
家
の

思
想
を
あ

げ
る。

隋
・

唐
・

宋
の

禅
宗
僧
侶
の

う
ち、

浄
土
教
に

深

く

帰
依
し

た

人
々

を

あ
げ、

「

禅
も

浄
土
も
｝

心
の

う
へ

の

し

ば

ら
く

の

法
儀
也

。

禅
の

中
に

も

浄
土

あ
り、

浄
土
の

中
に

も

禅
あ
り、

さ

ら
に

心

を
は
な

れ
た

る

法
な

し
と

心
得
べ

し
。

」

と

し

て
、

禅
浄
一

致
を

説
く

の

で

あ
る

。

　

戦
乱
の

室
町

時
代
に

生
き

て

仏
道
を

求
め

た
一

条
兼
良
の

著
作
の

中

に、

以
上

の

よ

う
な

要
素
を

読
み

取
る

時
、

室
町

時
代
人
が

持
ち

得
た
方

向

性
と

も
い

う
べ

き

も

の

が

見
え
て

来
る

の

で

は

な

い

だ
ろ

う
か

。

現
代
社
会
と

浄
土

思

想

五

十

嵐

隆

幸

　
］
　

は

じ
め

に

　
仏
教
思
想
の

実
践
道
の

大
網
と

し

て

戒
・

定
・

慧
の

三

学
が

あ
る

。

こ

れ
は

証
を

得
よ

う
と

す
る

衆
生
の

修

学
で

戒
−
定
ー

慧

と

し

て

順

次
に

配
列
さ
れ
て

い

る
。

ま

た

教
・

行
・

証
の

体
系
は

仏
が

説

い

た

教
え、

そ
の

教
え
に

従
っ

て

衆
生
が

努
め
る

修
行、

そ

の

行
に

よ

っ

て

さ

と

り
を

証
と

い

う
。
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