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第

一

章
 

初

期

専

修

念

仏

教

団

と

顕

密

八

宗

 

本

章

は

、

法

然

在

世

時

か

ら

没

後

程

な

く

ま

で

の

初

期

専

修

念

仏

教

団

を

対

象

と

し

、

そ

の

集

団

的

特

質

を

考

え

る

も

の

で

あ

る

。

ま

ず

一

般

に

専

修

念

仏

者

と

は

、

結

党

し

念

仏

以

外

の

行

業

を

拒

否

す

る

存

在

と

し

て

認

識

さ

れ

て

い

た

。

そ

し

て

、

法

然

か

ら

離

れ

た

場

所

で

の

二

次

・

三

次

教

化

者

た

る

専

修

念

仏

者

に

よ

る

勧

誘

は

、

教

理

に

即

し

て

相

手

の

心

理

的

転

換

を

求

め

る

も

の

で

は

な

く

、
先

行

す

る

専

修

念

仏

者

へ

の

共

通

認

識

を

ベ

ー

ス

に

し

て

顕

密

仏

教

の

行

業

と

の

決

別

を

求

め

る

も

の

で

あ

り

、
法

然

の

専

修

念

仏

思

想

が

末

端

の

専

修

念

仏

者

に

ま

で

理

解

さ

れ

て

い

た

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

ま

た

こ

れ

に

類

す

る

特

質

と

し

て

、

専

修

念

仏

者

は

顕

密

僧

と

の

交

流

を

拒

否

し

て

お

り

、

専

修

念

仏

教

団

は

「

別

衆

」

と

も

表

現

さ

れ

る

排

他

的

集

団

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

、

こ

う

い

っ

た

専

修

念

仏

教

団

の

排

他

性

が

も

と

と

な

っ

て

、

専

修

念

仏

者

と

顕

密

僧

と

の

間

で

様

々

な

争

論

が

起

こ

っ

て

い

た

。

 

専

修

念

仏

教

団

の

集

団

的

排

他

性

は

、

単

に

念

仏

の

専

修

と

い

う

行

業

の

裏

返

し

で

は

な

く

、

法

然

が

顕

密

諸

宗

を

「

別

解

別

行

」

の

者

と

規

定

し

、

顕

密

僧

の

言

う

こ

と

を

聞

き

入

れ

て

は

い

け

な

い

と

教

え

て

い

た

こ

と

に

依

る

も

の

で

あ

っ

た

。
「

別

解

別

行

」

を

顕

密

諸

宗

と

す

る

解

釈

は

、

善

導

『

観

経

疏

』

散

善

義

に

見

え

る

二

河

白

道

の

比

喩

を

法

然

が

独

自

解

釈

し

た

も

の

で

あ

り

、
こ

れ

は

法

然

に

よ

る

一

代

聖

教

の

解

釈

で

あ

る

聖

道

浄

土

二

門

判

に

由

来

す

る

も

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

法

然

は

、

自

ら

の

立

場

で

あ

る

浄

土

門

を

顕

密

仏

教

の

枠

外

的

存

在

と

し

て

自

己

規

定

し

て

お

り

、

こ

れ

に

よ

り

現

実

社

会

で

は

専

修

念

仏

教

団

の

排

他

性

が

顕

現

し

て

き

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

 

 

ま

た

専

修

念

仏

者

と

顕

密

僧

と

の

相

論

は

、
互

い

に

相

手

の

行

業

の

宗

教

的

無

価

値

性

を

問

題

と

す

る

宗

論

で

あ

っ
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た

と

考

え

ら

れ

る

が

、

当

時

、

そ

う

い

っ

た

宗

論

は

国

家

に

よ

り

禁

止

さ

れ

て

い

る

と

の

認

識

が

広

ま

っ

て

い

た

。

専

修

念

仏

者

と

顕

密

僧

の

宗

論

は

、

顕

密

仏

教

側

に

専

修

念

仏

者

が

「

八

宗

」

共

存

の

平

和

を

脅

か

す

存

在

と

し

て

認

識

さ

せ

、

こ

れ

こ

そ

が

「

興

福

寺

奏

状

」

で

「

八

宗

同

心

之

訴

訟

」

と

表

現

さ

れ

る

原

因

と

な

っ

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

、

当

時

の

国

家

の

役

割

は

、
「

八

宗

」

の

共

存

平

和

を

破

る

よ

う

な

宗

論

を

惹

き

起

こ

す

存

在

を

取

り

締

ま

る

こ

と

と

認

識

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

っ

て

、
思

想

内

容

を

直

接

統

制

す

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

て

い

た

訳

で

は

な

か

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

 

 

第

二

章

 

「

建

永

の

法

難

」

事

件

再

考

 

 

本

章

は

、

遵

西

・

住

蓮

房

ら

が

死

罪

と

な

り

、

法

然

ら

が

流

罪

と

な

っ

た

「

建

永

の

法

難

」

事

件

の

訴

訟

過

程

に

つ

い

て

再

考

す

る

も

の

で

あ

る

。
近

年

、
上

横

手

雅

敬

氏

が

、
遵

西
・
住

蓮

房

の

死

罪

は

後

鳥

羽

院

に

よ

る

私

刑

で

あ

り

、

前

年

の

興

福

寺

に

よ

る

一

連

の

訴

訟

は

大

し

た

成

果

を

上

げ

て

い

な

か

っ

た

、

と

の

説

を

発

表

し

て

以

来

、

こ

の

事

件

に

つ

い

て

は

幾

つ

か

の

研

究

が

発

表

さ

れ

て

い

る

。

本

章

は

そ

れ

ら

を

参

考

と

し

つ

つ

、

法

然

流

罪

に

至

る

ま

で

の

興

福

寺

大

衆

に

よ

る

訴

訟

に

成

果

が

あ

っ

た

の

か

ど

う

か

を

検

討

す

る

。
ま

ず

は

元

久

元

年

十

月

に

提

出

さ

れ

た

と

さ

れ

る

興

福

寺

奏

状

に

つ

い

て

。

森

新

之

介

氏

は

現

在

見

え

る

ま

ま

の

興

福

寺

奏

状

は

形

式

的

に

不

備

が

あ

り

、

貞

慶

が

法

然

保

護

の

た

め

に

出

し

た

奏

状

と

、
興

福

寺

五

師

三

綱

が

法

然

処

罰

の

た

め

に

出

し

た

奏

状

が

複

合

さ

れ

た

も

の

と

解

釈

し

て

い

る

が

従

い

難

い

。

こ

れ

を

当

時

の

奏

状

の

形

式

と

併

せ

て

見

て

み

る

と

、

本

来

の

興

福

寺

大

衆

か

ら

の

奏

状
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部

分

と

興

福

寺

五

師

三

綱

等

申

状

を

一

緒

に

写

し

た

も

の

で

あ

り

、
前

者

は

興

福

寺

大

衆

が

朝

廷

に

出

し

た

正

式

な

奏

状

、
後

者

は

前

者

を

訴

訟

ル

ー

ト

に

乗

せ

る

た

め

摂

関

家

に

対

し

て

提

出

さ

れ

た

申

状

も

の

と

解

釈

す

る

の

が

よ

い

で

あ

ろ

う

。

 

そ

の

上

で

、

元

久

元

年

か

ら

三

年

に

か

け

て

の

興

福

寺

の

訴

訟

を

検

討

し

た

。

ま

ず

元

久

元

年

段

階

は

『

四

十

八

巻

伝

』

に

の

み

記

事

が

載

せ

ら

れ

て

お

り

、

と

も

す

れ

ば

信

憑

性

が

疑

わ

れ

て

い

る

が

、

一

連

の

過

程

を

検

討

す

る

と

、

大

衆

蜂

起

の

際

の

形

式

を

概

ね

一

致

し

て

お

り

、

強

ち

否

定

し

得

る

も

の

で

は

な

い

。

そ

の

過

程

を

ま

と

め

る

と

、

元

久

二

年

九

月

に

大

衆

は

蜂

起

を

決

定

、

そ

の

こ

と

を

氏

長

者

九

条

良

経

に

伝

え

、

こ

れ

に

平

行

し

て

奏

状

提

出

の

準

備

を

進

め

て

い

た

。

朝

廷

側

で

は

こ

れ

に

対

し

て

、

法

然

に

怠

状

を

提

出

さ

せ

、

訴

訟

に

及

ぶ

必

要

は

無

い

と

の

院

宣

を

下

し

、
大

衆

の

動

き

を

制

止

す

る

。
し

か

し

、
興

福

寺

側

の

不

満

は

こ

れ

で

は

収

ま

ら

ず

、
十

月

に

は
「

興

福

寺

奏

状

」
、

及

び

興

福

寺

五

師

三

綱

等

申

状

を

提

出

。

専

修

念

仏

の

問

題

を

訴

訟

ル

ー

ト

に

乗

せ

る

。

こ

れ

に

対

し

て

朝

廷

側

は

十

二

月

二

十

九

日

に

至

っ

て

口

宣

案

を

大

衆

に

披

露

し

た

が

、
そ

れ

に

不

満

の

大

衆

は

五

師

三

綱

を

遣

わ

し

て

事

態

の

打

開

を

図

る

。

そ

れ

が

『

三

長

記

』

に

詳

し

い

交

渉

過

程

を

載

せ

る

元

久

二

年

二

月

段

階

で

の

交

渉

で

あ

る

。

 

当

時

の

氏

長

者

九

条

良

経

は

、

法

然

と

そ

の

弟

子

を

切

り

離

す

方

針

で

訴

訟

を

処

理

し

よ

う

と

し

て

お

り

、

担

当

奉

行

兼

氏

院

別

当

の

三

条

長

兼

も

そ

れ

に

従

っ

て

い

た

。

興

福

寺

側

は

そ

の

姿

勢

を

崩

す

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

が

、

奏

状

を

宣

旨

に

引

用

さ

せ

、

興

福

寺

と

し

て

の

不

満

を

周

知

さ

せ

る

と

い

う

点

で

成

果

を

上

げ

て

い

た

と

解

釈

さ

れ

る

。 

し

か

し

三

月

に

九

条

良

経

が

頓

死

し

、

氏

長

者

が

近

衛

家

実

に

交

代

す

る

と

、

興

福

寺

側

は

再

び

訴

訟

を

始

め

る

。
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そ

れ

が

元

久

三

年

五

月

か

ら

七

月

の

訴

訟

で

あ

る

。
こ

こ

で

は

法

然

と

弟

子

を

切

り

離

し

て

捉

え

る

姿

勢

は

放

棄

さ

れ

、

法

然

と

弟

子

を

一

体

の

も

の

と

し

て

扱

う

に

至

っ

た

こ

と

、

公

卿

へ

の

在

宅

諮

問

の

結

果

、

専

修

念

仏

者

側

か

ら

陳

状

を

出

さ

せ

た

上

で

、

興

福

寺

の

意

に

沿

う

よ

う

な

宣

旨

が

出

さ

れ

た

で

あ

ろ

う

こ

と

が

わ

か

る

。

そ

し

て

こ

の

法

然

と

弟

子

を

一

体

に

扱

う

姿

勢

を

朝

廷

が

採

っ

て

い

た

か

ら

こ

そ

、

元

久

三

年

一

月

に

遵

西

・

住

蓮

房

ら

が

密

通

事

件

を

起

こ

し

た

際

、

法

然

ら

が

国

家

的

処

罰

と

し

て

流

罪

に

処

せ

ら

れ

る

原

因

と

な

っ

た

、

こ

れ

ら

が

本

論

考

で

の

解

釈

で

あ

る

。

 

 

第

三

章

 

法

然

没

後

の

専

修

念

仏

教

団

と

「

嘉

禄

の

法

難

」

事

件

 

本

章

は

、

法

然

没

後

の

専

修

念

仏

教

団

に

と

っ

て

最

大

の

法

難

事

件

と

さ

れ

る

「

嘉

禄

の

法

難

」

事

件

へ

の

理

解

の

深

化

を

通

し

て

、

当

該

期

に

お

け

る

専

修

念

仏

教

団

の

位

置

付

け

を

再

考

す

る

も

の

で

あ

る

。

「

嘉

禄

の

法

難

」

事

件

で

は

多

く

の

専

修

念

仏

者

が

処

罰

さ

れ

た

が

、
そ

の

き

っ

か

け

は

隆

寛

と

い

う

専

修

念

仏

者

と

定

照

と

い

う

僧

侶

と

の

法

論

で

あ

る

と

さ

れ

て

い

る

。

隆

寛

は

こ

の

事

件

で

専

修

念

仏

教

団

の

張

本

で

あ

る

と

名

指

し

さ

れ

て

い

る

が

、

遁

世

以

前

は

時

の

青

蓮

院

門

跡

慈

円

の

修

法

に

度

々

参

加

し

て

お

り

、
慈

円

が

吉

水

坊

に

建

立

し

た

大

懺

法

院

の

供

僧

に

も

名

を

連

ね

て

い

る

こ

と

か

ら

、

青

蓮

院

門

跡

の

門

徒

で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

ま

た

、

こ

の

事

件

で

隆

寛

と

同

じ

く

張

本

と

し

て

処

罰

さ

れ

た

空

阿

弥

陀

仏

・

幸

西

、

及

び

与

同

の

嫌

疑

を

懸

け

ら

れ

た

証

空

も

、

同

様

に

何

ら

か

の

形

で

青

蓮

院

門

跡

と

の

関

わ

り

が

推

察

さ

れ

る

。
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一

方

、

「

嘉

禄

の

法

難

」

事

件

が

起

こ

っ

た

時

点

で

京

都

近

郊

に

居

た

と

考

え

ら

れ

る

に

も

係

わ

ら

ず

、

処

罰

対

象

と

な

ら

な

か

っ

た

信

空

・

湛

空

・

源

智

と

い

っ

た

法

然

有

力

門

弟

は

、

そ

れ

ぞ

れ

法

然

か

ら

円

頓

戒

を

相

承

し

て

い

る

者

、

相

承

が

推

察

さ

れ

る

者

で

あ

っ

た

。

ま

た

源

智

・

弁

長

は

、

宝

地

房

証

真

が

法

然

と

同

じ

く

叡

空

か

ら

円

頓

戒

を

相

承

し

て

い

る

と

す

る

言

説

の

残

し

て

お

り

、

そ

れ

に

従

う

と

証

真

と

信

空

・

湛

空

・

源

智

は

同

一

の

戒

脈

に

居

た

こ

と

に

な

る

。

宝

地

房

証

真

は

天

台

宗

の

碩

学

で

あ

る

と

と

も

に

、

当

時

の

山

門

衆

徒

の

衆

意

を

主

導

し

得

る

存

在

で

あ

り

、

ま

た

こ

の

事

件

で

専

修

念

仏

者

処

罰

の

主

導

的

役

割

を

担

っ

た

の

は

、

証

真

門

下

の

僧

侶

で

あ

っ

た

。

当

時

、

戒

は

ど

こ

に

相

伝

さ

れ

た

も

の

を

伝

受

し

た

の

か

が

重

視

さ

れ

て

お

り

、

証

真

門

下

の

僧

侶

か

ら

す

れ

ば

、

自

分

た

ち

の

師

匠

と

同

じ

戒

脈

に

居

た

信

空

・

湛

空

・

源

智

は

、

他

の

専

修

念

仏

者

と

一

線

を

画

す

存

在

で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

こ

れ

ら

の

専

修

念

仏

者

は

処

罰

対

象

か

ら

外

さ

れ

た

の

は

、

こ

う

い

っ

た

言

動

に

よ

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

 

で

は

、

処

罰

者

が

青

蓮

院

門

跡

に

関

係

す

る

専

修

念

仏

者

に

偏

っ

て

い

る

の

は

な

ぜ

で

あ

ろ

う

か

。

こ

の

事

件

の

一

連

の

経

過

を

追

う

と

、

二

つ

の

点

が

指

摘

で

き

る

。

第

一

に

は

、

事

件

当

初

の

山

門

に

よ

る

専

修

念

仏

者

へ

の

制

裁

は

山

門

末

寺

・

領

内

に

限

定

さ

れ

て

お

り

、

法

然

墓

所

が

早

々

に

破

却

さ

れ

た

の

も

、

そ

の

場

所

が

山

門

領

内

、

と

り

わ

け

青

蓮

院

門

跡

管

轄

内

に

あ

っ

た

か

ら

で

あ

る

と

い

う

こ

と

。

第

二

に

は

、

こ

の

事

件

へ

の

朝

廷

側

の

対

応

は

山

門

の

主

張

を

追

認

す

る

の

み

で

あ

り

、
専

修

念

仏

禁

止

令

が

国

家

に

よ

る

宗

教

政

策

で

あ

る

と

は

考

え

難

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

 

特

に

第

一

点

目

は

重

要

で

あ

る

。

当

時

、

延

暦

寺

衆

徒

が

批

判

し

て

い

た

専

修

念

仏

教

団

の

問

題

点

は

、

一

つ

は

専
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修

念

仏

者

に

よ

る

謗

法

の

言

動

で

あ

り

、
も

う

一

つ

は

専

修

念

仏

者

が

群

集

す

る

場

で

新

た

な

専

修

念

仏

者

が

再

生

産

さ

れ

、

謗

法

の

言

動

が

継

続

し

て

い

く

こ

と

で

あ

っ

た

。

特

に

法

然

墓

所

に

は

僧

俗

問

わ

ず

往

生

を

祈

る

者

が

群

集

し

て

お

り

、

お

そ

ら

く

こ

の

場

所

で

専

修

念

仏

者

が

再

生

産

さ

れ

て

い

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

れ

は

つ

ま

り

、

青

蓮

院

門

跡

の

管

轄

す

る

地

で

専

修

念

仏

者

再

生

産

が

行

わ

れ

て

い

た

こ

と

を

意

味

す

る

。
こ

の

よ

う

な

状

況

下

に

お

い

て

、

青

蓮

院

門

跡

出

身

の

専

修

念

仏

者

で

あ

っ

た

隆

寛

と

証

真

門

下

で

あ

っ

た

定

照

の

間

で

法

論

が

交

わ

さ

れ

た

こ

と

に

よ

り

、

青

蓮

院

門

跡

と

い

う

僧

侶

集

団

と

専

修

念

仏

教

団

と

の

親

近

性

・

重

複

性

が

延

暦

寺

衆

徒

か

ら

再

確

認

さ

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

故

に

青

蓮

院

門

跡

関

係

の

専

修

念

仏

者

の

み

が

選

択

的

に

罪

科

に

処

さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う

。

こ

の

よ

う

に

、

こ

の

事

件

は

延

暦

寺

内

部

の

セ

ク

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

に

依

る

部

分

が

大

き

く

、

国

家

に

よ

る

思

想

弾

圧

で

あ

る

と

評

価

す

る

こ

と

は

難

し

い

。
 

法

然

没

後

の

専

修

念

仏

教

団

は

多

く

の

派

閥

に

分

か

れ

全

国

化

し

て

い

く

。

顕

密

体

制

論

で

は

、

専

修

念

仏

教

団

は

顕

密

主

義

に

対

し

て

思

想

的

に

妥

協

し

、

体

制

化

し

て

い

っ

た

と

捉

え

る

。

し

か

し

、

こ

の

「

嘉

禄

の

法

難

」

事

件

が

そ

う

で

あ

る

よ

う

に

、

顕

密

仏

教

と

専

修

念

仏

教

団

と

の

葛

藤

は

、

単

に

専

修

念

仏

側

の

思

想

的

妥

協

の

み

に

よ

っ

て

解

消

さ

れ

て

い

く

も

の

で

は

な

く

、

顕

密

仏

教

側

の

僧

侶

集

団

の

様

々

な

事

情

・

論

理

を

も

含

み

込

み

な

が

ら

、

多

様

で

複

雑

な

経

過

と

辿

っ

て

い

く

と

捉

え

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。
専

修

念

仏

教

団

が

日

本

社

会

に

定

着

し

て

く

過

程

は

再

考

さ

れ

る

必

要

が

あ

る

。
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第

四

章
 

鎌

倉

期

に

お

け

る

専

修

念

仏

教

団

の

形

成

と

展

開

 

 

顕

密

体

制

論

は

そ

れ

ま

で

の

鎌

倉

新

仏

教

論

を

批

判

す

る

形

で

登

場

し

た

が

、
そ

の

批

判

の

一

つ

は

鎌

倉

新

仏

教

論

が

宗

派

史

観

に

過

ぎ

な

い

と

の

も

の

で

あ

っ

た

。

顕

密

体

制

論

に

よ

り

、

新

仏

教

に

包

摂

さ

れ

な

い

多

く

の

僧

侶

集

団

の

形

成

過

程

が

明

ら

か

に

な

っ

た

も

の

の

、

新

仏

教

、

特

に

専

修

念

仏

は

一

部

民

衆

の

反

権

力

活

動

の

思

想

的

源

泉

と

し

て

し

か

捉

え

ら

れ

ず

、
そ

の

僧

侶

集

団

の

発

展

や

顕

密

体

制

論

に

よ

っ

て

明

ら

か

に

な

っ

て

き

た

顕

密

仏

教

や

禅

律

僧

と

の

関

係

に

つ

い

て

は

考

慮

さ

れ

て

い

な

い

。

本

章

で

は

そ

う

い

っ

た

問

題

意

識

か

ら

、

法

然

没

後

、

多

く

の

門

流

に

分

か

れ

て

展

開

し

て

い

っ

た

専

修

念

仏

教

団

の

形

成

過

程

と

そ

の

活

動

に

つ

い

て

考

察

し

た

も

の

で

あ

る

。

 

 

鎌

倉

期

に

お

け

る

専

修

念

仏

教

団

の

有

力

な

門

流

は

京

都

を

中

心

と

し

た

証

空

門

流

で

あ

っ

た

が

、
そ

の

僧

侶

集

団

と

し

て

の

特

徴

は

、

一

つ

に

は

公

家

・

武

家

な

ど

か

ら

支

援

者

を

得

て

、

拠

点

寺

院

を

建

立

、

そ

の

支

援

者

を

私

的

な

仏

事

を

中

心

に

活

動

す

る

こ

と

で

あ

っ

た

。
こ

の

在

り

方

は

支

援

者

と

の

関

係

が

崩

れ

る

と

門

流

そ

の

も

の

が

崩

れ

て

し

ま

う

こ

と

と

な

り

、

法

系

の

継

承

は

不

安

定

な

も

の

で

あ

っ

た

。

そ

の

一

方

で

証

空

門

流

は

、

西

山

往

生

院

で

も

僧

侶

集

団

を

形

成

し

て

い

る

が

、

こ

ち

ら

は

あ

く

ま

で

延

暦

寺

別

院

と

し

て

の

性

格

が

濃

厚

で

あ

り

、

寺

院

と

し

て

は

安

定

的

に

継

承

さ

れ

て

も

、

本

寺

延

暦

寺

の

意

向

に

よ

っ

て

法

系

が

左

右

さ

れ

た

。

 

 

そ

の

一

方

で

、

後

に

大

宗

派

と

な

る

本

願

寺

門

徒

、

鎮

西

義

は

そ

の

当

初

、

地

方

で

僧

侶

集

団

を

形

成

し

て

い

る

。

そ

の

背

景

に

は

、

鎮

西

義

に

お

い

て

は

や

は

り

地

方

有

力

者

の

支

援

が

、

本

願

寺

門

徒

に

お

い

て

は

民

衆

の

支

援

が

必

要

で

あ

っ

た

。

し

か

し

、

こ

の

両

者

は

鎌

倉

後

期

に

な

っ

て

か

ら

京

都

に

進

出

し

て

く

る

こ

と

と

な

る

。

そ

れ

ぞ

れ

の



- 8 - 

 

京

都

で

の

活

動

は

、

法

然

の

知

恩

院

、

親

鸞

の

本

願

寺

と

い

っ

た

祖

師

遺

跡

寺

院

を

中

心

に

す

る

も

の

で

あ

っ

た

が

、

特

徴

的

な

の

は

延

暦

寺

と

の

関

係

で

あ

る

。
つ

ま

り

、
本

願

寺

門

徒

は

妙

法

院

を

本

所

と

し

つ

つ

青

蓮

院

と

は
「

候

人

」

と

し

て

の

関

係

を

結

ん

で

い

た

の

に

対

し

、

知

恩

院

は

青

蓮

院

院

家

で

あ

る

「

知

恩

院

」

に

包

摂

さ

れ

る

形

で

青

蓮

院

と

関

係

を

結

ん

で

お

り

、

直

接

の

「

末

寺

」
「

院

家

」

と

い

っ

た

も

の

で

は

な

か

っ

た

。

そ

れ

故

、

法

系

を

安

定

的

に

伸

ば

す

こ

と

が

で

き

、

祖

師

信

仰

を

中

心

と

し

て

庶

民

と

の

関

係

を

結

ん

だ

。

 

 

こ

う

い

っ

た

鎌

倉

期

の

僧

侶

集

団

と

し

て

の

性

格

が

室

町

期

以

降

の

そ

れ

ぞ

れ

の

活

動

の

基

礎

と

な

っ

た

の

で

あ

り

、
戦

国

期

以

降

の

勢

力

拡

大

も

こ

う

い

っ

た

鎌

倉

期

以

来

の

僧

侶

集

団

と

し

て

の

特

徴

を

踏

ま

え

て

考

察

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

第

五

章

 

法

然

専

修

念

仏

思

想

に

お

け

る

諸

行

往

生

の

可

否

と

聖

道

門

方

便

説

 

 

本

章

で

は

、

平

雅

行

氏

が

法

然

の

思

想

構

造

論

を

提

示

し

て

以

来

、

末

木

文

美

士

氏

と

の

間

で

論

争

と

な

っ

た

法

然

の

専

修

念

仏

思

想

に

お

け

る

聖

道

門

の

「

否

定

」

と

い

う

問

題

、

及

び

諸

氏

に

よ

り

論

じ

ら

れ

た

諸

行

往

生

の

可

否

と

い

う

問

題

に

つ

い

て

考

察

し

、

こ

こ

か

ら

併

せ

て

法

然

の

末

法

克

服

ル

ー

ト

に

つ

い

て

考

察

す

る

も

の

で

あ

る

。

ま

ず

諸

行

往

生

の

可

否

に

つ

い

て

。

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

近

年

、

本

庄

良

文

氏

が

精

力

的

に

論

考

を

発

表

し

て

お

り

、

そ

の

結

論

と

し

て

は

、

法

然

の

専

修

念

仏

思

想

に

お

い

て

は

、

理

論

的

に

は

諸

行

往

生

が

認

め

ら

れ

て

い

る

が

、

非

常

に

困

難

な

も

の

で

あ

っ

た

が

故

に

法

然

は

勧

め

な

か

っ

た

と

し

て

い

る

。
本

章

に

お

け

る

結

論

も

氏

の

理

解

に

賛

意

を

表
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す

も

の

で

あ

る

。

 

た

だ

、
こ

の

諸

行

往

生

の

可

否

と

い

う

問

題

を
『

三

部

経

釈

』
か

ら
『

選

択

集

』
へ

の

思

想

的

展

開

の

上

で

追

う

と

、

法

然

の

『

選

択

集

』

で

の

到

達

点

が

明

ら

か

に

な

る

。

つ

ま

り

、

前

者

で

は

釈

迦

滅

後

に

お

い

て

の

み

釈

迦

は

念

仏

往

生

を

勧

め

る

と

い

う

、

時

期

的

限

定

が

認

め

ら

れ

た

の

に

対

し

、
『

選

択

集

』

で

は

時

期

的

限

定

は

認

め

ら

れ

ず

、

釈

迦

在

世

時

か

ら

一

貫

し

て

念

仏

往

生

を

勧

め

る

も

の

で

あ

っ

た

と

し

て

い

る

点

で

あ

る

。

 

こ

の

『

選

択

集

』

で

の

立

場

は

、

聖

道

得

悟

の

問

題

に

つ

い

て

も

同

様

で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

つ

ま

り

、

法

然

は

聖

道

得

悟

を

不

可

能

と

は

考

え

て

い

な

か

っ

た

が

、

浄

土

門

は

聖

道

門

よ

り

優

れ

た

法

門

で

あ

り

、

か

つ

釈

迦

・

先

師

諸

賢

の

意

図

が

浄

土

門

、

念

仏

往

生

に

あ

る

こ

と

を

示

す

こ

と

に

よ

り

、

念

仏

で

の

往

生

が

確

実

で

あ

る

こ

と

を

示

す

も

の

で

あ

っ

た

。

つ

ま

り

、

聖

道

得

悟

も

諸

行

往

生

も

共

に

現

下

で

は

困

難

で

あ

り

、

そ

れ

に

対

し

て

念

仏

往

生

が

釈

迦

出

世

本

懐

・

弥

陀

本

願

の

確

実

な

往

生

行

で

あ

る

か

ら

勧

め

る

の

が

法

然

の

立

場

だ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

よ

う

に

考

え

た

場

合

、
聖

道

門

は

あ

く

ま

で

法

然

の

思

想

の

中

で

は

方

便

説

と

し

て

位

置

付

け

ら

れ

る

も

の

と

す

る

の

が

よ

い

だ

ろ

う

。

 

そ

し

て

、

こ

の

聖

道

門

方

便

説

も

当

然

時

機

に

左

右

さ

れ

る

も

の

で

は

な

く

、

釈

迦

在

世

時

か

ら

末

法

後

百

年

間

ま

で

有

効

で

あ

る

も

の

と

さ

れ

た

。

当

時

の

末

法

克

服

ル

ー

ト

と

し

て

は

、

最

澄

以

来

の

時

機

論

に

則

り

、

像

法

末

法

で

も

真

摯

に

修

法

に

励

む

こ

と

に

よ

り

得

脱

で

き

る

と

す

る

「

末

法

証

法

論

」

が

平

安

・

院

政

期

仏

教

の

末

法

克

服

の

ル

ー

ト

で

あ

っ

た

が

、

法

然

に

よ

る

末

法

克

服

ル

ー

ト

は

、

自

ら

の

法

門

を

既

存

宗

派

の

枠

外

に

自

己

規

定

し

、

自

宗

こ
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そ

が

釈

迦

の

出

世

本

懐

に

合

致

す

る

も

の

と

す

る

こ

と

で

、

末

法

を

克

服

す

る

ル

ー

ト

と

評

価

で

き

る

。

こ

れ

は

法

然

独

自

の

末

法

克

服

ル

ー

ト

で

あ

り

、
末

法

論

に

お

い

て

は

法

然

の

専

修

念

仏

思

想

の

延

長

線

上

に

親

鸞

ら

の

思

想

は

捉

え

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

 

 

第

六

章

 

十

一

世

紀

か

ら

十

二

世

紀

初

頭

に

か

け

て

の

仏

教

説

話

に

お

け

る

聖

に

つ

い

て

 

 

本

章

で

は

、

平

安

後

期

か

ら

院

政

期

に

編

ま

れ

た

仏

教

説

話

集

に

見

え

る

「

聖

」
、

ま

た

は

そ

れ

に

類

す

る

語

を

横

断

的

に

抽

出

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

説

話

集

に

お

い

て

ど

う

い

っ

た

特

徴

か

ら

「

聖

」

と

呼

ば

れ

る

の

か

、

こ

の

点

を

追

求

す

る

。

ま

ず

『

日

本

往

生

極

楽

記

』

に

つ

い

て

。

こ

こ

で

は

空

也

に

対

し

て

「

聖

」

の

語

を

用

い

て

い

る

の

み

で

あ

る

が

、

行

基

伝

に

見

え

る

「

異

国

聖

者

」

＝

菩

提

遷

那

や

、

行

海

伝

に

お

い

て

「

一

聖

僧

」

と

あ

る

の

を

考

慮

す

る

と

、

明

確

に

彼

此

の

行

業

を

す

る

聖

僧

と

い

っ

た

も

の

が

想

定

さ

れ

て

い

た

わ

け

で

は

な

く

、
「

聖

」

は

あ

く

ま

で

彼

岸

の

非

現

実

的

存

在

を

現

実

世

界

に

化

現

す

る

存

在

と

し

て

認

識

さ

れ

て

い

た

も

の

と

推

察

さ

れ

る

。

 

 

次

に

『

法

華

験

記

』

に

見

え

る

聖

に

つ

い

て

。

全

一

二

九

話

の

う

ち

、

実

に

ほ

ぼ

半

数

の

六

五

話

に

お

い

て

「

聖

」

「

聖

人

」「

上

人

」
と

い

っ

た

語

が

使

わ

れ

て

い

る

が

、
末

木

文

美

士

氏

に

よ

る

と

、
当

該

期

か

ら

既

に
「

聖

」
の
「

聖

」

た

る

所

以

は

、

山

林

修

行

や

苦

行

で

得

た

呪

力

な

ど

に

依

る

と

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

『

法

華

験

記

』

の

記

事

を

渉

猟

す

る

と

反

例

が

多

く

見

出

さ

れ

、
こ

れ

ら

の

行

業

や

呪

力

が
「

聖

」
と

呼

ば

れ

る

要

因

で

は

な

か

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

で

は

、

ど

う

い

っ

た

条

件

で

「

聖

」

呼

称

が

使

わ

れ

て

い

る

の

か

と

い

う

と

、

僧

体

で

あ

る

が

僧

位

僧

官

を

持

っ

て

お
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ら

ず

、

前

世

・

現

世

を

問

わ

ず

に

悪

業

＝

仏

法

上

の

罪

咎

の

無

い

人

物

、

い

わ

ば

宗

教

的

清

浄

性

を

備

え

た

人

物

と

言

え

る

。

こ

こ

で

想

起

さ

れ

る

の

は

、

鎌

倉

期

に

権

門

寺

院

に

取

り

込

ま

れ

、

勧

進

や

造

営

に

携

わ

っ

た

禅

律

僧

の

特

徴

が

そ

の

公

平

性

に

求

め

ら

れ

て

い

る

点

で

あ

り

、

そ

れ

に

繋

が

る

よ

う

な

宗

教

的

清

浄

性

が

、

既

に

『

法

華

験

記

』

の

時

点

で

垣

間

見

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

 

 

続

け

て

『

続

本

朝

往

生

伝

』
『

本

朝

神

仙

伝

』

に

つ

い

て

。

両

書

で

は

「

聖

」

の

用

例

が

少

な

く

、

大

江

匡

房

に

お

い

て

「

聖

」

が

総

体

的

に

ど

の

よ

う

に

捉

え

ら

れ

て

い

た

か

は

不

明

で

あ

る

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

た

だ

『

本

朝

神

仙

伝

』

で

は

、
「

聖

」

も

神

仙

に

近

い

も

の

と

し

て

捉

え

ら

れ

て

い

た

可

能

性

も

あ

る

。

 

 

最

後

に

『

拾

遺

往

生

伝

』
『

続

拾

遺

往

生

伝

』

に

つ

い

て

。

両

書

に

は

再

び

多

く

の

「

聖

」
「

聖

人

」
「

上

人

」

の

呼

称

が

見

え

る

。

こ

こ

で

の

特

徴

は

、
『

日

本

往

生

極

楽

記

』

で

み

ら

れ

た

よ

う

な

権

化

垂

迹

に

対

す

る

「

聖

」

呼

称

が

見

ら

れ

な

く

な

り

、

そ

れ

に

対

し

「

居

住

地

＋

聖

」

と

い

う

呼

称

が

増

加

し

て

い

る

。

こ

れ

は

い

わ

ゆ

る

別

所

寺

院

の

成

熟

と

と

も

に

、

そ

う

い

っ

た

別

所

に

住

む

僧

侶

に

対

し

て

「

聖

」

呼

称

を

用

い

る

よ

う

に

な

っ

て

き

て

い

る

も

の

と

判

断

さ

れ

る

。

つ

ま

り

、

垂

迹

と

し

て

の

「

聖

」

は

完

全

に

後

退

し

、

霊

山

・

別

所

・

地

方

寺

院

に

住

む

、

現

実

的

存

在

が

「

聖

」

と

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

る

の

で

あ

る

。

 

 


