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親
鸞
の

妻
で

あ
る

恵
信
尼
の

手
紙
の

内
容
に

疑
い

を
差
し
挟
ま
な
い

の

で

あ
れ

ば
、

初
め

か
ら

親
鸞
に

強
い

太
子
信
仰
が
あ
っ

た

か

ど

う
か
は

別

と

し
て

、

親
鸞
が

聖
徳
太
子
と
い

う
存
在
を

師
で

あ
る
法
然
と
の

関
わ

り

と

直
接
結
び
つ

け
て

語
っ

て

い

た
で

あ
ろ

う
こ

と

が

窺
え
る

が、

実
際

、

こ

の

「

太
子
−
法
然
」

の

連

関
は

親
鸞
自
身
の

著
作
に
も
確
か
に

表
れ
て

い

る
。

法

然
に

関
し
て

は
、

『

浄
土
和

讃
』

末
に

収
め
ら

れ

た
「

勢
至

和

讃
」

と

『

高
僧
和
讃
』

の

最

後
を

締
め

く
く
る

「

法
然
讃
」

と
が、

共
に

晩
年
の

『

正

像
末
和
讃』

の

問
題
へ

と

重
な
り
合
っ

て

接
続
し
て

い

る
だ

け
で

な
く

、

そ
の

「

勢
至

和
讃
」

自
体
が
晩
年
に
至
っ

て
新
た
に

付
け

加

え
ら
れ
た

も
の

で

あ
る
と
い

う
こ

と

か
ら

、

「

正

像

末
」

の

課
題
と

並

行

し
た

「

勢
至

菩
薩
」

と

し
て

の

法
然
の

焼
き
直
し
が
、

親
鸞
晩
年
の

新
た

な
関
心
と
し

て

起
こ

っ

て

い

た
と

指
摘
で

き
る

。

同
じ
く
晩
年
に

追
加
さ

れ
た

と

考
え
ら

れ

る

『

高
僧
和
讃
』

の

跋
文
に

は
、

七
高
僧
の

名
と
共
に

な
ぜ

か
そ
こ

で

詠
わ

れ
る

こ

と
の

な
い

「

聖

徳
太

子
」

の

名
が

挙
げ
ら

れ、

そ
の

出
生

日
が
末
法
開
始
の

時
期
に

相
当
す
る

と

指
摘
さ
れ
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

太
子
も
ま
た

「

正
像

末
」

の

問
題
へ

と

参
入
し
て

い

る
。

太

子
と

法
然
に

つ

い

て

の

関

心
の

同
時
並
行
は

そ
の

他
に

、

『

尊
号
真
像
銘

文
』

建
長
本
（

略
本）

に

は
な
い

「

勢
至
菩
薩
銘
文
」

と

「

太
子
銘
文
」

が
正
嘉
本
（
広
本）

に

至
っ

て

同
時
に

追
加
さ

れ
て

い

る

と
い

う
点
に

も

認
め
ら
れ
る

。

太
子
を
め

ぐ
る

言

及
に

し
て

も
「

勢
至
−
法
然
」

に

関

す

る

記
述
に
し
て

も、

親

鸞
自
身
の

言
葉
と

し
て

は

い

ず
れ
も
晩
年
に

限

定

さ
れ
て

い

る

と

い

う
点
を

踏
ま
え
る

な
ら、

恵
信
尼
の

手
紙
で

語
ら
れ
る

親
鸞
の

歩
み

に

関
し
て

も
、

そ

の

自
覚
は

若
き
時
代
ま
で

遡
る
の

で

は
な

く
、

晩
年、

例
え
ば
門

弟
と
の

関

係
の

中
で

新
た

に

生
じ
た

も
の

と

考
え

る
べ

き
で

は

な
い

か
。

　

親

鸞
の

言

葉
の

ア

ク

セ

ン

ト
は

、

そ
れ
が
自

分
自
身
の

言
葉
で

あ
る

と

い

う
こ

と
以
上
に

、

自

身
か
ら
発
せ
ら
れ
た
そ
の

言
葉
が

先
達
の

言
葉
や

経

文
に

お
い

て

既
に

語
ら
れ
て

あ
っ

た
、

と
い

う
点
こ

そ
に

あ
る
。

金
て

の

著
作
か
ら

滲
み

出
て

い

る

讃
嘆
の

感
情
は

、

先
師
の

言
葉
を

貫
い

て

阿

弥
陀
如
来
の

本
願
に

ま
で

遡

行
す
る

。

そ
の

意

味
で
、

親
鸞
が

語
り、

ま

た

語
ら
な
か
っ

た
こ

と
は

、

全
て

親

鸞
自

身
に

よ
っ

て

為
さ

れ

た

表
現
で

あ
る

と

い

う
よ

り、

本
願

真
実
の

真
理
の

自

己

表
現
で

あ
る

。

あ
る

い

は
、

か
た
ち
な
き

「

如
」

と
し
て

の

真
理
が
意

識
や

言
葉
と
し

て

具
体
的

に

顕

現
し
た
も
の

が
、

自
覚
内
容
と
し
て

の

「

親
鸞
」

と
い

う
現
実
の
一

個
人
に

他
な
ら
な
い

。

親
鸞
の

発
し
た

．

宗
教

的
”

な

位
相
に

あ
る

「

言

葉
」

が
ど
の

よ
う
な
意

識
の

も
と

、

ど
の

よ

う
な
地

点
か
ら

表
出
し

た

も

の

な
の

か
と

い

う
こ

と

の

基

礎
的
な

確
認
に

お
い

て

初
め
て

、

親
鸞
の

語

る

聖
徳
太
子
も
本
来
あ
る

べ

き
位
置
を
得
る

と

考
え
ら

れ
る

。

親
鸞
に

お
け
る

果
遂
の

誓
に

つ

い

て

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

杉
田

　
　
了

　
『

教
行
信
証
』

「

化
巻
」

中
に

親

鸞
は
三

願
転
入
の

文
を
述
べ

、

そ

こ

に

「

果
遂
の

誓
ま
こ

と
に

由
あ
る
か
な
」

と
言
わ
れ

て

い

る
。

こ

の

言

葉
に

は

親

鸞
の

意
が
思
わ
れ
る

も
の

で

あ
る

。

三

願

転
入
の

文
に

お

い

て

親
鸞

が
何
を
も
っ

て

要
門
を

経
て

真
門
に

至
り

、

さ
ら
に

弘
願
へ

と

転
入
し

た

と

受
け
取
っ

て

い

た
か

検
討
の

余
地
が
あ
る

の

で

は

な
い

か
と

考
え
る
。

こ

の

検
討
を
通
し

第
二

十
願
に

弘
願

誘
引
の

は
た
ら
き
を

受
け
取
っ

た

親

鸞
の

思
い

を
う
か
が
い

た

い
。

　
三

願
転
入
の

文
に
つ

い

て

先
学
は
「

三
願

転
入
を

親
鸞
が

事
実
と
し

て

経
た
か

否
か
」

、
「

経
た
と

し
た
な

ら
ば

そ
れ

が

い

つ

に

あ
た

る

の

か
」

、
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「

衆
生
は

必
ず
三

願
を

経
る

か

否
か
」

の

三

点
を

問
題
と

し
て

い

る

と

見

ら
れ
る

。

こ

れ
ら
に

つ

い

て

諸
説
述
べ

ら

れ
て

い

る
が

、

「

化
巻
」

末
に

「

建
仁
辛
酉
の

暦、

雑
行
を

棄
て

て

本
願
に

帰
す

。

」

と
親
鸞
が
述
懐
し
て

い

る
こ

と
か
ら

、

建
仁
元
年

吉
水
に

入
室
し
た

年
に

弘
願
に

転
入
し
た
と

考
え
ら
れ
る

。

こ

の

転
入
の

時
期
と
関
連
し、

転
入
は
親
鸞
の

事
実
で

あ

っ

た
と
見
る

立

場
に

賛
同
し
た
い

。

こ

の

三
願

転
入
の

文
に

お
い

て

親

鸞

は
「

果
遂
の

誓、

ま
こ

と

に

由

あ
る
か
な

。

」

と

述
べ

る
。

こ

の

果
遂
の

は
た
ら
き
を
ど

こ

に

は

た
ら
い

て

い

た
と

見
る
の

で

あ
ろ

う
か

。

　

ま
ず
親

鸞
が

経
た
と

述
べ

る
要
門

、

真
門
に
つ

い

て

う
か

が
い

た
い

。

親
鸞
は
要
門
釈、

真
門
釈
に
い

ず
れ
も

衆
生
を
誘
引
す
る
た

め
に

立
て

ら

れ
た
も
の

で

あ
り、

「

す
で

に

し
て

悲
願
い

ま

す
」

と
さ
れ

る

こ

と
か

ら、

第
十
九
願、

第
二

十
願
が
弥
陀
の

慈
悲
よ
り
あ
ら
わ

れ
た

願
で

あ
る
こ

と

も
う
か
が
え
る

。

要
門、

真
門
の

行
信
と

果
に
関
し
て

は

と

も
に

定
散
心

に
よ

り
行
ず
る
も
の

と

見
ら
れ、

そ
の

心
は

共
に

自
力
心
と

位
置
づ

け
ら

れ
る

。

ま
た

往
生

す
る

土
に
つ

い

て

往
生
し
て

も
直
ち
に
弥
陀
を
見
る
こ

と
の

で

き
な
い

も
の

で

あ
り、

要
門

、

真
門
と

も
同
様
の

世
界
と

し
て

位

置
づ

け
ら
れ
て

い

る

も
の

で

あ
ろ

う
。

　

親
鸞
は

要
門
や

真
門
の

行
に
よ
っ

て

化
土
へ

往
生

が
可
能
と

し
て

い

た

の

だ

ろ

う
か

。

親
鸞
は

要
門、

真
門
の

果
と

し
て

化
土
の

往
生
を
挙
げ
化

土
往
生

が
あ
る

こ

と
も

認
め

て

い

る

よ

う
で

あ
る

。

し
か
し
親
鸞
は

多
く

の

箇
所
で

真
実
信
心
を

得、

報
土
に

生

ず
る
こ

と
を

勧
め

て

お
り、

化
土

往
生

を
勧
め

る

こ

と
を

意
図
し
て
い

た

と
は

言
い

が

た

い
。

村
上

速
水
氏

「

化
土

往
生
に

関
す
る

疑
問
」

に

は

化
土

往
生
に
つ

い

て

化
土

往
生

が
あ

る
と

し
て

も
そ
れ

は

自
力
の

行
に
よ

り
三

心
を
起
こ

す
必
要
が
あ
る
と

し

て

凡
夫
に
は

不
可

能
と

見
る

べ

き
と

し
て

い

る
。

親
鸞
は

第
十
九
願
の

信

と

し
て

至
心、

発

願
、

欲
生
の

三
心
を、

第
二

十
願
の

信
と
し

て

至
心

、

回
向、

欲
生
の

三

心
を

挙
げ
て

い

る
。

こ

れ
ら
は

自
力
の

行
に

よ
っ

て

起

こ

す
心
と

考
え
ら
れ

る
。

ま
た
親
鸞
は

他
力
の

三

信
を

「

信
巻
」

に

釈
し

て

お
り
至
心
を
「

真
実

誠
種
の

心
」

や
「

真
実
心
」

と
し
て

い

る
。

自

力

の

至
心
は
こ

れ
と

そ
の

ま
ま
同
一

と

は

い

え
な
い

だ
ろ

う
が

、

自
力
で

あ

っ

て

も
真
実
と
す
る

よ

う
な
心
を
自
身
や
凡
夫
に
起
こ

せ
る

と

親
鸞
が

考

え
て

い

た
と

は
思
い

難
い

。

　

親
鸞
は
三

願
転
入
の

文
に

第
二

十
願
の

は

た

ら
き
に

よ
っ

て

弘
願

転
入

し

た

こ

と

が
述
べ

ら
れ、

ま
た
第
十
九

願、

第
二

十
願
に

つ

い

て

衆
生
を

誘
引
す
る
は

た
ら
き
を

見
て

い

た
。

な
ら
ば

親
鸞
は

自
身
に

か
つ

て

第
十

九

願
、

第
二

十

願
の

行
者
で

あ
っ

た
と

す
る

時
期

が

あ
っ

た
こ

と
に

な

る
。

こ

こ

で

親
鸞
は
諸

行
や

念
仏
を
定
散
心
を

も
っ

て

行
じ
て

い

た
。

両

者
は

行
に
つ

い

て

諸
行
か
ら
念
仏
へ

と

移
っ

て

い

る
が、

信
に

つ

い

て

依

然
自
力
心
に
よ
っ

て

い

る
。

し
か
し
自
力
の

信
を
自
身
が
起
こ

し
た
と
、

す
で

に

弘
願
に

帰
し
た

親
鸞
が
そ
の

よ

う
に
述
べ

る
と

は

考
え
に

く
い

。

信
罪
福
心
を
も
っ

て

自

力
を
頼
ん
で

い

た

が、

そ
こ

に

果
遂
の

誓
が
は
た

ら

い

て

い

た

と
見
た
の

で

あ
ろ

う
。

三

願
転
入
の

文
に

は

化
土

往
生
す
る

信
す
ら
起
こ

せ
な
か
っ

た
自

身
に

弘
願
誘
引
の

は

た

ら
き
が
は
た
ら
い

て

い

た

こ

と
の

述
陵
が
見
ら
れ
る

。

　

以
上

の

点
よ
り

親
鸞
は

果
遂
の

誓
に
つ

い

て
、

か
つ

て

自
ら
の

功
を

頼

み

往
生

を
願
っ

て

い

た

自
身
に、

し
か
し
自
力
の

信
は

起
こ

せ

ず、

そ
の

よ

う
な
も
の

に

阿
弥

陀
仏
の

衆
生

誘
引
の

は

た
ら

き
が

は

た

ら
い

て

い

た
、

そ
れ
に
よ
っ

て

弘
願
に

転
入
し
た

も
の

と

見
て

い

る
。

そ
れ
は
化
土

往
生
の

自

力
の

三

心
を

成

就
し

た
も
の

が

受
け
る

は
た

ら

き
と
は

異
な

り、

真
実
の

心
が
な
い

凡
夫
に

は
た

ら
く
慈
悲
で

あ
ろ

う
。
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