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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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二

　

浄
土

思
想
か

ら
　

永
観
は

『

往
生

拾
因
』

で

「

自
ら
念
定
慧
を
具

す
」

と

し

て

信
と

進

を

踏
ま

え
た

上
で

念
・

定
・

慧
を

具
足
す
る

と

し

「

戒
定
慧
」

を

考
慮
し

て

「

念
定
慧
」

を

強

調
し、

こ

の

後
で

念
仏
の
一

行
は
既
に

四

修
を

説
い

て

い

る
。

行
観
は

『

序
分
義
私
記
』

に

お

い

て

戒

は

説
く
の

で

は

な

く
伝
え
る

の

で

あ
り、

定
は

伝
え
た

る

慈
悲
起

行、

慧

は

法
を
説
く

智
慧
で

浄
土
の

法
門
を

縁
起
す
る

作
法

次
第
と

し

て

い

る
。

ま
た

『

玄
義

分
私
記
』

に

教
え
を

聞
い

て

願

行
具
足
し

他
力
往
生
の

さ

と

り
に

至
る

「

教
・

願
。

証
」

と

解
釈
し
て

い

る
。

　
三

　
安
心
・

起
行
・

作
業
　
浄
土
思
想
の

実
践
面
の

網
格
と

し
て
は

安

心
・

起
行
・

作
業
が

あ
る

。

安
心
と

は

衆
生
が

浄
土
へ

の

往
生

を
弥
陀
に

願
わ
れ
た
際
に

念
仏
を

称
え
る

三

種
の

心
で

至
誠
心
・

深
心
・

回
向
発
願

心
の

三

心
を

挙
げ
て

い

る
。

次
に

起
行
と

は

五

念
門
を

本
に

五

種
正

行
を

示
し

往
生
を

願
う
衆
生
が
実
践
す
べ

き

行
を
起
行
と
い

う
。

そ

し
て

作
業

と
は

ど

の

よ

う
な

態
度
で

実
践
す
る

か

の

規
定
が

あ
る

。

こ

の

点
か

ら
作

業
は

仏
教
に

お

け
る

出
家

者
の

規
律
と

し

て

の

「

律
」

、

逆
に

起
行
は
さ

と

り
を
求
め
る

た

め

に

自
身
を

戒
め

る

も

の

と

し
て

仏
か

ら

教
え
て

頂
い

た

「

戒
」

（
授
戒）

に

相
応
し、

起
行
と

作
業
と

の

関
係
は

戒
・

律
で

は

な
い

か
。

　

四
　
作

業
（

四
修）
　
作

業
の

四

修
は

長
時
修
・

恭

敬

修
・

無
余
修
・

無
間
修
の

四
を
い

い
、

浄
土

宗
の

教
義
体
系
で

は
念
仏
の

称
し

方
や

そ
の

態
度
が

規

定
と
な
っ

て

く
る

。

恭

敬
修
は

尊
敬
し

大
切
な

態
度
を

も
っ

て

修
す
る
こ

と
。

無
余
修
は

他
の

行
を

交
え

な

い

こ

と
。

無

間
修
と

は

他
の

行
に

よ

っ

て

間
断
さ

せ

な
い

こ

と
。

長
時
修
と

は

前
三
修
を
一

生

涯
続
け

る

こ

と

を

意
味
し

て

い

る
．

『

往
生

礼
讃
』

で

安
心
・

起

行
・

作

業
の

体

系
が

示
さ
れ、

四

修
法
は

安
心、

起
行
を

策
励
す
る
行
法
と
し
て

位
置
づ

け

ら
れ
て

い

る
。

衆
生
に

適
し
た

可
能
な

修
法
に

改
め
ら

れ

て

お

り、

特

に

無
余
修
は

専
ら

修
す
る

こ

と

で、

専
修
念
仏
の

根
源
を

な

す
も
の

で

あ

る
。

明
秀
は

『

愚

要
鈔
』

で

四

修
を

御
茶
を

立
て

る

態
度
の

喩
え
で

安
心

は

御
茶
の

葉
。

起

行
は

御
茶
を
立
て

る

こ

と
。

作
業
は

御
茶
を
立
て

る

に

対
し
て

丁
寧
な

志
を
な

し
（
恭
敬
修）
、

立
て

る

こ

と

だ
け
に

心
を
込
め

〔
無
餘
修）
、

少
し

も
思
い

を

貫
か

ず
（
無
間

修）
、

塩
梅
の

味
を
入
れ

な

い

よ

う
に

続
け

る

（
長
時
修）

と

説
明
し

て

い

る
。

そ

し
て

安

心
・

起

行
・

作
業
が
一

致
し
て

速

得
往
生
す
る

こ

と

を
顕
示
し
て

い

る
。

四

修
が

現

代

社
会
に

お

い

て

は、

し
つ

け
・

作
法
・

マ

ナ

ー
・

ル

ー
ル

に

相
応

し、

こ

の

社
会
の

た
め
の

作
法
と

浄
土
の

作
業
（
四

修）

と

共
通
す
る

点

が
あ
る

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

　
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

は

社
会
に

出
る
前
の

勉
強
で

「

パ

ブ

リ
ッ

ク
・

ス

ク

ー

ル
」

と

い

う
規
則
的
な
社

会
ル

ー
ル

を
身
に

つ

け
る
期
間
が

あ
り、

ま

た

中
国
で

は

大
学
生
は

全
寮
制
で

あ
る
。

　
五

　
ま

と

め

　
現
実
生
活
を

過
ご

す
上
で

は

念
仏
の

障
り

と

な
る

も
の

は
す
べ

て

廃
捨
す
る

の

が

必
要
で

あ
る

が
、

現
実
生

活
を

守
っ

て

行
く
た

め

に

称
名
念
仏
が

そ

こ

な

わ

れ
る

こ

と

の

な
い

た

め、

そ

の

上
に

戒
が
執

り
行
わ
れ
た
の

で

は

な

い

か
。

そ
し
て

こ

れ

が

機
縁
と
な
っ

て

念
仏
に

対

す
る

態
度、

専
修
念
仏
へ

導
か

れ
る

意

味
が

あ
っ

た

と

考
え

ら
れ

る
。

（
註
略
す）
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