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序

論 

 
親

鸞
は

自

身
が

著
し
た

『

顕
浄

土

真
実

教
行
証

文

類

』
（

以
下

『

教
行

信

証
』

と

略
す

る
）
の

「

教
文

類
」
の

始
め
に

、 
つ

つ

し
ん

で

浄
土

真
宗
を

案

ず
る

に

、
二

種
の
回

向

あ
り

。

一
つ

に
は
往

相
、
二

つ

に
は
還
相
な

り

。
往

相

の
回

向
に
つ
い

て

真

実

の
教

行

信
証

あ
り
。
（
『

浄
土

真

宗
聖

典
（
註

釈

版

）
』
〔

以
下

『
註
釈

版

』
と
略

す
る

〕
一
三

五

頁
） 

と

示

し
て

い

る
。

す
な
わ

ち

、
浄

土

真
宗

と
は
、

本

願
力

回

向
で

あ
る
往

相

と
還
相

の
二

つ
の
相

を

持
つ

回

向
と

、
そ
の

往
相
の

回

向

の

中
に

、

真
実

の
教
・

行

・
信

・

証
の

四
法
が

あ

り
、

そ

れ
ら

を
軸
と

し

て
成

立
し
て

い
る
教

義
で
あ

る

と
い
う
の
で
あ

る
。

ま

た

、
往

相
と

還
相

の

二
つ

の

相
に

つ

い
て

、
曇
鸞

は
『

無
量

寿
経

優

婆
提

舎

願
生
偈

註
』
（

以
下
『
往

生
論
註

』
と

略
す

る
）
に
お
い

て

、 

「

回

向
」
に

二
種

の
相
あ

り

。
一

に

は
往

相
、
二

に

は
還

相

な
り

。
「
往

相

」
と

は
、
お

の
が
功

徳
を
も

つ
て
一

切
衆
生
に

回
施

し

て

、
と

も

に
か

の
阿
弥

陀

如
来

の

安
楽

浄
土
に

往

生
せ

ん

と
作

願
す
る

な

り
。
「

還
相

」
と
は

、
か
の

土

に
生
じ
を
は
り

て

、

奢

摩

他
・

毘

婆
舎

那
を
得

、

方
便

力

成
就

す
れ
ば

、

生
死

の

稠
林

に
回
入

し

て
一

切

衆
生

を
教
化

し
て
、

と

も
に
仏
道
に
向

か

ふ

な

り

。
も

し
は

往

、
も

し

は
還

、
み
な

衆

生
を

抜

き
て

生

死
海

を
渡
せ

ん

が
た

め

な
り

。
こ
の

ゆ

ゑ
に
「

回
向

を

首
と

な

す
。

大

悲

心
を

成

就
す

る
こ
と

を

得
ん

と

す
る

が
ゆ
ゑ

な

り
」

と

い
へ

り

。
（
『

浄

土
真

宗
聖
典 

七

祖
篇
（

註
釈
版

）
』
〔
以
下

『
七

祖

篇

』
と

略

す
る

〕
一
〇

七

―
一

〇

八
頁

） 

と

示

し
て

い

る
。

こ
れ
に

よ

れ
ば

、

往
相

の
回
向

と

は
自

ら

が
積

ん
だ
功

徳

を
他
の

す
べ

て
の
衆

生

に
施

し

て
、

共
に
浄

土
に
往

生

す

る

こ
と

で

あ
り

、
ま
た

、

還
相

の

回
向

と
は
阿

弥

陀
仏

の

本
願

力
に
よ

っ

て
浄

土
に
生

ま
れ
た

の
ち
に

、

智
慧
・
慈
悲
・

方
便

力
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を

完

成
さ

せ

、
再

び
迷
い

の

世
界

に

還
っ

て
、
す

べ

て
の

衆

生
を

教
化
し

て

さ
と
り

へ
導

く
こ
と

で

あ
る

。

こ
の

教
義
は

真
宗
の

い

わ

ば

中
枢

で

あ
る

が
、
私

は

学
部

生

と
し

て
四
年

間

真
宗

を

学
ん

で
き
て

、

こ
の

二
種
回

向
の
う

ち
特
に

還

相
回
向
に
つ
い

て
、

衆

生

に

と
っ

て

は
浄

土
に
往

生

す
る

こ

と
こ

そ
最
も

望

ん
で

い

る
こ

と
で
あ

り

、
仮
に

浄
土

に
往
生

し

さ
と

り

を
開

く
こ
と

が
出
来

た

と

し

て
も

、

そ
の

後
迷
い

の

世
界

に

還
っ

て
き
て

衆

生
を

教

化
す

る
必
要

が

あ
る

の
か
と

い
う
点

、
そ
し

て

、
現
に
私
自
身

に
還

相

回

向

の
は

た

ら
き

が
届
い

て

い
る

は

ず
な

の
だ
が

、

そ
れ

を

日
常

生
活
に

お

い
て
実

際
に

感
じ
る

こ

と
が

出

来
て

い
な
い

点
な
ど

、

様

々

な
疑

問

が
浮

か
ん
で

い

た
。 

 

本

論
で

は

、
二

種

回
向

、
特
に

還

相
回

向

の
意

義

に
つ

い

て
、『

教
行

信

証
』
に

お
け

る
親
鸞

の

本
願
力

回
向
の
解
釈

と

、
親

鸞
が

自

身

の
二

種

回
向

観
に
つ

い

て
最

も

影
響

を
受
け

た

と
さ

れ

る
曇

鸞
の
『

往

生

論
註

』
と
比
較

す
る

こ
と
で

考
察
し

て
い
く
。
ま

た

、

そ

れ

を
基

に

現
代

で
の
真

宗

伝
道

に

お
け

る
還
相

回

向
の

現

実
的

意
義
に

つ

い
て

、
日
本

人
が
仏

教
伝
来

以

前
か

ら
持
つ

と

さ
れ

る

「

日

本
人

の

基
礎

的
信
仰

」

と
共

に

考
察

し
て
い

く

。 

   

本

論 
 

 

第

一
章 

曇
鸞

に
お
け

る

二
種

回

向
理

解 

 
 

第
一

節 

『

往
生
論

註

』
に

お

け
る

二
種
回

向

観 
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曇

鸞

の
回

向

理
解

の
特
徴

的

な
要

素

と
し

て
、
五

念

門
の

第

五
回

向
門
の

う

ち
に

往
相
・

還
相
の

二

種
回
向

を
明
ら
か
に

し

た
こ

と

が

あ
げ

ら

れ
る

が
、
曇

鸞

が
こ

の

よ
う

な
回
向

義

を
示

し

て
い

っ
た
意

義

は
ど

う
い
っ

た
も
の

で
あ
っ

た

の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ

で

は

、

曇
鸞

が

説
い

た
二
種

回

向
、

特

に
還

相
回
向

の

意
義

に

つ
い

て

、
『

往

生
論

註

』
を

通
し
て

考

察
し

て
い
く

。 

曇

鸞

は
『
往

生

論
註

』
に

お

い
て

、「
〈

回
向

〉
に

二

種
の

相

あ
り

。
一
に

は

往
相

、
二

に
は
還
相

な
り

。
」（
『

七
祖
編

』
一

〇
七
頁

）

と

示

し
て

い

る
が

、
な
ぜ

回

向
に

二

種
の

相
を
示

し

た
の

だ

ろ
う

か
。
そ

も

そ
も
「

回
向

」
と
い

う

言
葉

は

、
『

往

生
論
註

』
下

巻
に

お

い

て
「

一

切
苦

悩
の
衆

生

を
捨

て

ず
し

て
、
心

に

つ
ね

に

願
を

作
し
、

回

向
を
首

と
な

す
。
大

悲

心
を

成

就
す

る
こ
と

を
得
ん

と

す

る

が
ゆ

ゑ

な
り

。
」
（
『

七

祖

篇
』
一

〇
七

頁
）
と

、
天
親

著
『
浄

土
論

』
か

ら
の
引
用

文

を
示
し

て
い

る

が
、
こ

の
文

か

ら
「
一
切

苦

悩

の
衆

生

を
捨

て
ず
、

心

に
常

に

作
願

す
る
」

大

悲
が

回

向
の

内
容
で

あ

る
こ
と

が
分

か
る
。

言

い
換

え

れ
ば

、
大
悲

が
実
質

的

に

凡

夫
に

利

他
の

は
た
ら

き

を
持

ち

う
る

の
は
、
「

回

向
を

首
と

な

し
た

」

か
ら

で
あ
る

。
曇
鸞

は
こ
の

文

を
解
釈
し
て
、 

「

回

向
」
に

二
種

の
相
あ

り

。
一

に

は
往

相
、
二

に

は
還

相

な
り

。
「
往

相

」
と

は
、
お

の
が
功

徳
を
も

つ
て
一

切
衆
生
に

回
施

し

て

、
と

も

に
か

の
阿
弥

陀

如
来

の

安
楽

浄
土
に

往

生
せ

ん

と
作

願
す
る

な

り
。
「

還
相

」
と
は

、
か
の

土

に
生
じ
を
は
り

て

、

奢

摩

他
・

毘

婆
舎

那
を
得

、

方
便

力

成
就

す
れ
ば

、

生
死

の

稠
林

に
回
入

し

て
一

切

衆
生

を
教
化

し
て
、

と

も
に
仏
道
に
向

か

ふ

な

り

。
（
『

七
祖

篇
』
一

〇

七
―

一

〇
八

頁
） 

と

往

相
回

向

と
還

相
回
向

の

二
種

回

向
を

明
ら
か

に

し
た

の

で
あ

る
。
こ

こ

で
言
わ

れ
る

往
相
回

向

の
内

容

は
、

天
親
が
説

い
た
回

向

の

内
容

に

近
い

が

、
一

方

還
相

回

向
は

、
浄
土

に

生
ま

れ

て
止

観
を
得

て

、
方

便
力

を
成

就
し

た

後
に

迷

い
の

世
界
に

還
来
し

て

、

一

切

衆
生

を

教
化

し
て
、

共

に
仏

道

に
向

か
う
と

い

っ
た

内

容
の

還
相
回

向

が
示
さ

れ
て

い
る
。

こ

こ
で

の

還
相

回
向
に

つ
い
て

、



コピー厳禁

4 

 

天

親

が
五

念

門
の

行
を
修

め

る
こ

と

に
よ

る
果
で

あ

る
五

功

徳
門

と
し
て

示

し
た
第

五
の

門

、「
園

林
遊
戯

地
門
」
の
内
容

に

近
い
も

の

が

あ
る

。「

園
林

遊
戯
地

門

」
と
は
「

回
向

に
よ

っ

て
さ

と

り
の

世
界
か

ら

迷
い

の

世
界
に
た
ち
か

え
っ
て

、
自

在

に
衆
生

を
教
化
・

救

済

す
る

こ

と
を

楽
し
み

と

す
る

こ

と
。
」
１

で
あ

り

、
曇
鸞

は
こ

れ

を
受

け

て
還
来

穢
国

の
相
状

と

し
て

還

相
回

向
を
解

釈

し
た

の

で

あ

る
。 

還

相

回
向

の

主
体

に
つ
い

て

、
曇
鸞

は
『
往

生
論

註

』
下
巻

末

、
覈

求
其

本

釈
に

て

、「
し

か
る
に

ま

こ
と

に
其
の

本
を
求

む

る
に
、

阿

弥

陀
如

来

を
増

上
縁
と

な

す

。
」（
『
七

祖

編
』
一

五

五
頁

）
と
示

し
、
二
種

回

向
は
阿

弥
陀

仏
の
本

願

力
に

よ

る
も

の
で
あ

る
と
し

、

第

十

八
願

成

就
の

念
仏
に

よ

り
第

十

一
願

・
第
二

十

二
願

の

内
容

が
成
就

す

る
こ

と
を
証

明
し
た

の
で
あ

る

。
こ
の
本
願
力

回
向

に

つ

い

て
、

幡

谷
明

氏
は
次

の

よ
う

に

述
べ

て
い
る

。 

衆

生

が
浄

土

に
往

生
し
て

必

ず
滅

度

に
至

る
と
い

う

自
利

が

成
就

す
る
の

は
（

第

十
一

願
）
、
如
来

の

利
他

の

行
で

あ
る
念

仏
に

よ

っ

て
で

あ

り
（
第

十
八

願

）
、
衆
生

が
自

利
の

成

就
を

通

し
て

他
を
救

う

他
利

の

行
を

行
じ
て

ゆ
く
の

も
（
第
二

十
二

願
）
そ

れ

は

衆
生

の

上
に

自
利
を

成

就
せ

し

め
た

根
源
的

な

力
と

し

て
の

如
来
の

利

他
の

働

き
に

よ
る
も

の
で
あ

る
２ 

ま

た

、
同

じ

く
『

往
生
論

註

』
下

巻

末
に

、 

お

ほ

よ
そ

こ

れ
か

の
浄
土

に

生
ず

る

と
、

お
よ
び

か

の
菩

薩

・
人

・
天
の

所
起
の

諸

行
と
は
、
み

な

阿
弥

陀

如
来

の
本
願

力
に

よ

る

が
ゆ

ゑ

な
り

。
（
『
七

祖

編
』

一

五
五

頁
） 

と

示

し
て

い

る
こ

と
か
ら

分

か
る

よ

う
に

、
往
相

回

向
と

還

相
回

向
の
ど

ち

ら
の
回

向
も

阿
弥
陀

仏

の
本

願

、
即

ち
他
力

に
よ
る

も 
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の

で

あ
る

か

ら
利

他
で
あ

り

、
曇

鸞

は
二

種
回
向

が

阿
弥

陀

仏
の

他
力
に

よ

り
成
就

す
る

も
の
で

あ

る
と

考

え
て

い
た
と

い

え
る

。

た

だ

し
、
曇
鸞

は

阿
弥
陀

仏

の
本

願

は
強

力
な
増

上

縁
で

は

あ
る

も
の
の

、『
往

生

論
註

』
に

お
い

て

二
種

回

向
の

主
体
は

あ
く
ま

で

浄

土

願
生

者

で
あ

る
衆
生

と

す
べ

き

で
あ

る
。 

 

で

は
、

曇

鸞
が

回
向
に

往

相
と

還

相
の

二
つ
の

相

を
見

た

の
は

ど
う
し

て

だ
ろ
う

か
。

そ
の
理

由

の
一

つ

に
、

仏
道
に

問
題
意

識

を

持

ち
、

現

生
に

お
け
る

仏

道
の

成

就
を

強
く
意

識

し
て

い

た
こ

と
が
あ

げ

ら
れ

る
。
往

相
・
還

相
は
浄

土

と
生
死
に
お
け

る
入

出

と

表

す
こ

と

が
で

き
、
ま

た

、
往

相

は
自

利
、
還

相

は
利

他

を
表

し
て
い

る

と
考
え

ら
れ

る
。
し

か

し
、
『

往
生

論

註
』

に

お
い

て

、

衆

生

が
浄

土

へ
往

く
様
子

を

示
す

往

相
に

「
一
切

衆

生
に

廻

施
し

て
、
作

願

し
て

共

に
」

と
い
う

自

利
と

は

対
照

的
な
内

容
が
示

さ

れ

て

お
り

、

ま
た

、
生
死

に

還
来

す

る
様

子
を
示

す

還
相

に

「
共

に
仏
道

に

向
か
わ

し
む

る
な
り

」

と
い

う

衆
生

と
共
に

自
ら
も

仏

道

に

向
か

う

と
い

う
自
利

の

内
容

も

含
ま

せ
て
示

し

て
い

る

。
こ

れ
に
つ

い

て
、

黒
田
浩

明
氏
は

、 

自

利

利
他

円

満
と

い
う
も

、

そ
れ

ぞ

れ
が

別
の
時

に

満
足

さ

れ
る

の
で
は

な
く
、

同

時
的
な
も
の

で

あ
る

こ

と
を

曇
鸞
は

表
現

し

よ

う
と

し

て
い

る
の
で

は

な
い

か

。
し

た
が
っ

て

因
の

五

念
門

と
果
の

五

功
徳

門

は
浄

土
往
生

と
い
う

こ

と
を
挟
ん
で
別

個

に

あ

る
の

で

は
な

く
、
そ

の

両
者

に

よ
っ

て
因
か

ら

果
へ

と

い
う

「
道
」

を
表
し

、

そ
の
成
就
を

以

て
往

生

と
す

る
、
と

い
う

の

が

曇
鸞

の

理
解

で
あ
る

と

考
え

ら

れ
る

。
３ 

と

示

し
て

お

り
、

往
相
回

向

と
還

相

回
向

が
相
関

の

関
係

に

あ
る

こ
と
を

述

べ
て
い

る
。

つ
ま
り

、

曇
鸞

は

浄
土

教
を
単

な
る
来

世 

に

お

け
る

救

済
を

説
く
教

え

と
し

て

理
解

し
て
お

ら

ず
、

二

種
回

向
を
根

拠

と
し
て

自
利

利
他
が

円

満
し

、

現
生

に
お
い

て
阿
弥

陀 

仏

の

本
願

に

出
遇

い
、
浄

土

往
生

が

定
ま

っ
て
い

く

の
だ

と

理
解

し
て
い

る

と
考
え

る
こ

と
が
出

来

る
。 
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第

二

節 

曇

鸞
の

第
二
十

二

願
観 

 

親

鸞
は
『

教
行

信

証
』「

証

文

類
」
に

お
い

て
、
第

二

十
二

願

を
往

生
成
仏

を

得
た

後

の
利

他
活
動

を
も
た

ら
す
「

還

相
回

向
の
願

」

と

し

て
捉

え

い
る

が
、
親

鸞

の
第

二

十
二

願
の
理

解

に
つ

い

て
直

接
の
影

響

を
与

え
て
い

る
も
の

は
『
往

生

論
註
』
で
あ
り

、
曇

鸞

は

『

往
生

論

註
』

に
お
い

て

、
第

二

十
二

願
を
二

カ

所
に

引

用
し

て
い
る

。

一
つ
は

不
虚

作
往
持

功

徳
の

文

、
も

う
一
つ

は
い
わ

ゆ

る

「

三
願

的

証
」

で
あ
る

。

こ
こ

で

は
曇

鸞
は
ど

の

よ
う

な

意
図

を
持
っ

て

第
二

十
二
願

を
引
用

し
た
の

か

考
察
し
て
い
く

。 

 

一

つ
目

の

不
虚

作
往
持

功

徳
の

文

に
つ

い
て
、

ま

ず
『

浄

土
論

』
の 

 
 

す
な

は

ち
か

の
仏
を

見

た
て

ま

つ
れ

ば
、
未

証

浄
心

の

菩
薩

、
畢
竟

じ

て
平

等

法
身
を
証
す
る

こ
と
を

得
て

、
浄
心

の

菩
薩

と

上

地

の
も

ろ

も
ろ

の
菩
薩

と

畢
竟

じ

て
同

じ
く
寂

滅

平
等

を

得
る

が
ゆ
ゑ

な

り
。
（
『
七
祖

篇
』
一
三

一
頁
） 

の

文

を
引

用

し
て

お
り
、

曇

鸞
は

こ

の
文

に
つ
い

て

註
釈

を

施
し

て
い
る

。

す
な
わ

ち
、

浄
土
に

生

ま
れ

阿

弥
陀

仏
を
見

れ
ば
初

地

か

ら

七
地

ま

で
の

未
証
浄

心

の
菩

薩

は
畢

竟
じ
て

平

等
法

身

を
得

証
し
、

八

地
・

九
地
・

十
地
の

上
地
の

菩

薩
と
同
じ
く
煩

悩
を

離

れ

た

悟
り

の

境
地

で
あ
る

寂

滅
平

等

の
法

を
得
る

の

で
あ

る

。
曇
鸞

は
こ

の

引
用

し
た
『
浄

土
論

』
に

お
い

て

、「
未
証
浄

心
菩
薩

畢

竟

得

証
平

等

法
身

云
々
」

を

「
畢

竟

」
と

「
即
等

」

の
二

語

を
用

い
て
論

じ

て
い

る
。
即

ち
、
未

証
浄
心

の

菩
薩

は
浄
土

で

阿
弥

陀

仏

を

見
る

と
「
た

だ

ち
に

」
上
地

の

菩
薩

と

等
し

く

な
る

の

で
は

な
く
、「

遂

に
は
間
違

い

な
く
」
等
し

く
な
る

の

で
あ
る

。
こ

れ
は

即

ち

、
た

だ

初
地

の
菩
薩

に

な
れ

ば

漸
次

に
智
慧

は

進
ん

で

自
然

に
仏
と

等

し
く

な
る
は

ず
で
あ

り
、
こ

の

こ
と
か
ら
特
別

に
上

位

の

菩

薩
と

等

し
い

と
言
う

必

要
は

な

い
の

で
は
な

い

か
と

い

う
問

い
が
生

じ

る
。
そ

れ
に

対
し
曇

鸞

は
、

い

わ
ゆ

る
「
七

地
沈
空

の
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難

」

と
第

二

十
二

願
文
を

引

用
し

二

段
に

渡
っ
て

答

え
て

い

る
が

、
曇
鸞

の

最
終
的

な
立

場
は
後

段

に
あ

る

。
で

は
、
曇

鸞
は
第

二

十

二

願
を

ど

の
よ

う
に
読

ん

で
い

た

の
だ

ろ
う
か

。

曇
鸞

は

『
往

生
論
註

』
「

観
察

体
相

章
」
に

お
い
て

、

第
二
十
二
願

を 
た

と

ひ
わ

れ

仏
を

得
ん
に

、

他
方

仏

土
の

も
ろ
も

ろ

の
菩

薩

衆
、

わ
が
国

に
来
生

せ

ば
、
究
竟
し

て

か
な

ら

ず
一

生
補
処

に
至

ら

ん

。
そ

の

本
願

の
自
在

に

化
せ

ん

と
す

る
と
こ

ろ

あ
り

て

、
衆

生
の
た

め

の
ゆ

ゑ

に
、

弘
誓
の

鎧
を
被

て

徳
本
を
積
累
し

、

一

切

を
度

脱

し
、

諸
仏
の

国

に
遊

び

て
菩

薩
の
行

を

修
し

、

十
方

の
諸
仏

如
来
を

供

養
し
、
恒
沙

無

量
の

衆

生
を

開
化
し

て
、

無

上

正
真

の

道
を

立
せ
し

め

ん
を

ば

除
く

。
常
倫

諸

地
の

行

を
超

出
し
、
現

前

に

普
賢

の
徳

を
修
習

せ
ん
。
も

し
し
か
ら

ず

は
、

正

覚

を
取

ら

じ
（
『

七
祖

篇

』
一

三

三
―

一
三
四

頁

） 

と

示

し
て

い

る
。

こ
こ
か

ら

、
曇

鸞

は
十

地
の
階

位

は
釈

迦

の
娑

婆
に
お

け

る
随
機

教
化

の
応
化

道
で
あ

り

、
西
方
の
阿
弥

陀
仏

の

浄

土

は
こ

の

と
お

り
で
は

な

い
と

し

た
の

で
あ
る

。

即
ち

、

未
証

浄
心
の

菩

薩
は
浄

土
の

不
可
思

議

力
や

阿

弥
陀

仏
の
本

願
力
に

よ

り

十

地
の

階

位
を

超
越
し

上

地
の

菩

薩
と

等
し
く

な

る
の

で

あ
り

、
そ
の

不

可
思

議
な
理

を
証
す

る
根
拠

と

し
て
第
二
十
二

願
文

を

引

用

し
て

い

た
の

で
あ
り

、

こ
こ

に

還
相

回
向
の

要

素
は

見

ら
れ

な
い
。 

 

で

は
「

三

願
的

証
」
に

お

け
る

第

二
十

二
願
文

の

引
用

意

図
は

ど
う
だ

ろ

う
か
。

第
一

節
で
述

べ

た
通

り

、
曇

鸞
は
阿

弥
陀
仏

の

本

願

力
を

増

上
縁

と
し
、

そ

の
本

願

力
の

は
た
ら

き

を
説

明

す
る

た
め
第

十

八
願

、
第
十

一
願
、

第
二
十

二

願
の
三
願
を
あ

げ
て

証

し

て

い
る

。

曇
鸞

は
第
十

八

願
の

十

念
念

仏
に
よ

る

浄
土

往

生
を

速
証
の

一

つ
と

し
、
ま

た
、
第

十
一
願

を

浄
土
に
往
生
し

て
正

定

聚

不

退
の

位

に
住

し
、
仏

道

を
増

進

す
る

こ
と
で

滅

度
の

証

果
を

証
す
る

も

の
と

し
た
。

こ
の
浄

土
に
往

生

し
て
か
ら
滅
度

に
至

る

ま

で

の
間

の

速
証

を
証
す

る

の
が

第

二
十

二
願
で

あ

る
。

曇

鸞
は

第
二
十

二

願
文
を

引
用

し
た
う

え

で
、 
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仏

願

力
に

よ

る
が

ゆ
ゑ
に

、

常
倫

諸

地
の

行
を
超

出

し
、

現

前
に

普
賢
の

徳
を
修

習

せ
ん
。
常
倫

諸

地
の

行

を
超

出
す
る

を
も

つ

て

の
ゆ

ゑ

に
、

ゆ
ゑ
に

速

や
か

な

る
こ

と
を
得

る

三
の

証

な
り

。
（
『
七

祖

篇
』

一
五
七

頁
） 

と

示

し
て

お

り
、

常
途
の

一

地
よ

り

一
地

に
至
る

菩

薩
道

の

次
第

を
超
越

す

る
こ
と

を
速

得
の
証

と

し
た

の

で
あ

る
。
こ
う

し
て

一

生

補

処
の

菩

薩
は

常
並
の

諸

地
の

行

を
超

出
し
て

、

普
賢

の

徳
で

あ
る
大

悲

の
利
他

行
の

は
た
ら

き

を
実

践

す
る

の
で
あ

る
。
よ

っ

て

、
「

三
願

的
証

」

に
お

け

る
曇

鸞

の
第

二
十
二

願

観
に

も

還
相

回
向
の

要

素
は

含

ま
れ

て
い
な

い

。 

 

曇

鸞
は

「

不
虚

作
往
持

功

徳
」

と

「
三

願
的
証

」

の
そ

れ

ぞ
れ

に
お
い

て

第
二
十

二
願

文
を
引

用

し
て

い

る
が

、
そ
の

ど
ち
ら

に

お

い

て
も

、

曇
鸞

は
第
二

十

二
願

を

常
倫

諸
地
の

行

を
超

出

し
、

一
生
補

処

を
証

す
る
願

と
捉
え

て
お
り

、

そ
こ
に
還
相
回

向
の

要

素

は

見
ら

れ

な
か

っ
た
。 

  

第

二

章 

親

鸞
に

お
け
る

還

相
回

向

理
解 

 
 

第
一

節 

親

鸞
の
第

二

十
二

願

観 

曇

鸞

は
第

二

十
二

願
に
還

相

回
向

の

解
釈

を
示
し

て

い
な

い

が
、

な
ぜ
親

鸞

は
還
相

回
向

を
示
す

上

で
第

二

十
二

願
を
用

い
た

の

だ

ろ

う
か

。

親
鸞

は
『
教

行

信
証

』
「
証

文

類
」

還

相
回

向

釈
に

お
い
て

、

ま
ず

最

初
に

、 

二

つ

に
還

相

の
回

向
と
い

ふ

は
、

す

な
は

ち
こ
れ

利

他
教

化

地
の

益
な
り

。
す
な

は

ち
こ
れ
必
至

補

処
の

願

（
第

二
十
二

願

）

よ

り

出
で

た

り
。

ま
た
一

生

補
処

の

願
と

名
づ
く

。

ま
た

還

相
回

向
の
願

と

名
づ

く

べ
き

な
り
。
『
註

論
』
（

論
註
）
に
顕

れ

た
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り

。

ゆ
ゑ

に

願
文

を
出
さ

ず

。
『
論

の
註

』

を
披

く

べ
し

。
（
『
註

釈
版
』

三

一
三

頁

） 
と

示

し
て

お

り
、

第
二
十

二

願
を

還

相
回

向
の
願

と

示
し

て

い
る

。
第
二

十

二
願
文

は
後

の
『
往

生

論
註

』

不
虚

作
住
持

功
徳
成

就

の

文

の
中

で

引
用

さ
れ
て

い

る
。

そ

こ
で

親
鸞
は

第

二
十

二

願
文

を
次
の

よ

う
に

読
ん
で

い
る
。 

た

と

ひ
わ

れ

仏
を

得
た
ら

ん

に
、

他

方
仏

土
の
も

ろ

も
ろ

の

菩
薩

衆
、
わ

が
国
に

来

生
し
て
、
究

竟

し
て

か

な
ら

ず
一
生

補

処

に

至

ら
ん

。

そ
の

本
願
の

自

在
の

所

化
、

衆
生
の

た

め
の

ゆ

ゑ
に

、
弘
誓

の

鎧
を

被

て
、

徳
本
を

積
累
し

、

一
切
を
度
脱
せ

し

め

、

諸
仏

の

国
に

遊
び
て

、

菩
薩

の

行
を

修
し
、

十

方
の

諸

仏
如

来
を
供

養
し
、

恒

沙
無
量
の
衆

生

を
開

化

し
て

無
上
正

真

の

道

を

立
せ

し

め
ん

を
ば
除

く

。
常

倫

に
超

出
し
、

諸

地
の

行

現
前

し
、
普

賢

の
徳

を

修
習

せ
ん
。

も
し
し

か

ら
ず
は
、
正
覚

を

取

ら

じ
（
『

註
釈

版

』
三

一

六
頁

） 

親

鸞

は
こ

の

第
二

十
二
願

を

ど
の

よ

う
に

解
釈
し

た

の
だ

ろ

う
か

。
ま
ず

、

冒
頭
か

ら
「

一
生
補

処

に
至

ら

ん
」

ま
で
の

文
は
、

浄

土

に

往
生

し

仏
果

を
証
し

、

後
に

従

果
降

因
し
次

の

世
に

は

仏
と

な
る
こ

と

が
約

束
さ
れ

た
菩
薩

の
最
高

位

で
あ
る
「
一
生

補
処

の

位

」

に
至

る

と
い

う
還
相

の

本
国

の

位
相

を
誓
う

も

の
で

あ

り
、
「

必
至

補

処
の

願

」
の

立
名
の

根

拠
で

あ

る
。

次
の
「

除
其
本

願
」

以

下

（
「
そ

の
本

願

の
」

か

ら
「

立

せ
し

め
ん
を

ば

除
く

。
」
ま

で

）
の

除

外
例

は

、
果
後
の
証
果

の
悲

用

で
あ

り
、
阿

弥

陀
仏

の
本

願

で

あ
る

第

二
十

二
願
の

自

在
の

は

た
ら

き
に
よ

り

還
相

の

菩
薩

の
他
方

摂

化
の

す
が
た

を
顕
し

た
も
の

で

あ
る
と
見
て
い

た
と

捉

え

る

こ
と

が

出
来

る
。
そ

し

て
最

後

の
「

超
出
常

倫

」
以

下

の
文

は
、
通

常

で
あ
れ

ば
「

常
倫
諸

地

の
行

を

超
出

し
」
と

読
み
、

常

並

の

一
地

よ

り
一

地
に
至

る

菩
薩

の

次
第

を
超
越

す

る
と

い

う
義

で
あ
り

、

速
証

の
義
を

あ
き
ら

か
に
す

る

所
に
焦
点
が
置

か
れ

て

い

る

。
一

方

、
親

鸞
は
「

常

倫
に

超

出
し

、
諸
地

の

行
現

前

し
」

と
読
み

、

本
来
説

く
こ

と
の
出

来

な
い

仏

陀
の

悟
り
の

境
地
で

あ
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る

還

相
摂

化

の
活

動
を
、
大

悲

を
も

っ

て
あ

え
て

説

き
示

し

て
、「

普
賢

の

徳
を

修

習
す

」
と
示
す

こ
と

で

、
衆
生

を
仏
道

に
入
ら

し

め

る

普
賢

菩

薩
の

役
割
に

相

当
す

る

こ
と

を
顕
し

た

の
で

あ

る
。

こ
こ
で

の

「
普
賢

の
徳

」
に
つ

い

て
、

親

鸞
が

『
浄
土

和
讃
』

に

て
「

安

楽
無

量
の

大

菩
薩 

一
生

補

処
に

い
た
る

な

り 

普

賢
の

徳
に
帰

し

て
こ

そ 

穢
国
に
か
な

ら
ず
化

す
る

な
れ
」（
『

註
釈
版

』

五

五

九
頁

）
と
示

し

て
お

り

、
和

讃

の
普

賢

の
徳

に

左
訓

さ

れ
て

、「
わ

れ

ら
衆

生

、
極

楽

に
ま
ゐ

り
な

ば

、
大

慈

大
悲
を

お
こ
し
て

十

方

に
至

り

て
衆

生
を
利

益

す
る

な

り
。

仏
の
至

極

の
慈

悲

を
普

賢
と
ま

う

す
な
り

。
」
（
『

註
釈

版

』
五

五
九
頁

脚
註
） 

と

示

し
て

い

る
こ

と
か
ら

、「

普

賢
の

徳

」
と

は
即

ち

菩
薩

の

大
慈

大
悲
の

活

動
を

い

う
の

で
あ
る

。
こ

れ
ら

の
こ
と

か
ら

、
親

鸞
は

還

相

と
は

仏

に
な

っ
た
も

の

が
行

う

究
極

の
慈
悲

の

活
動

相

で
あ

る
と
捉

え

て
い
た

と
伺

う
こ
と

が

出
来

る

。 

こ

れ

ら
の

解

釈
か

ら
親
鸞

は

第
二

十

二
願

を
ど
の

よ

う
に

見

て
い

た
の
だ

ろ

う
か

。

親
鸞

は
「
証

巻
」
に

お
い
て

、
願
文
を

あ

げ

な

い

理
由

と

し
て

『
往
生

論

註
』

に

出
て

い
る
が

故

に
引

用

し
な

い
の
で

あ

り
「
『

論
の
註

』
を

披

く
べ

し

。
」
（
『

註
釈

版

』
三

一
三

頁

）
と

し
て

い

る
こ

と
か

ら

、『

往
生

論
註

』
引
用

の

第
二

十

二
願

を
親
鸞

独

自
に
展

開
し

て
い
っ

た

こ
と

は

明
ら

か
で
あ

る
。
前
述

の

通

り

、『

往
生

論

註
』
に

お

け
る

曇

鸞
の

第
二
十

二

願
観

は

、
浄

土
の
菩

薩

が
諸

地

を
超

越
し
、
補
処
の

菩
薩
の

位
を
証
す

る
根
源

、

増

上

縁
と

な

る
も

の
で
あ

る

こ
と

を

証
す

る
願
と

す

る
も

の

で
あ

っ
た
。

そ

こ
か
ら

、
親

鸞
は
従

果

降
因

の

立
場

よ
り
第

二
十
二

願

を

解

釈
・

展

開
し

、
一
生

補

処
の

位

は
本

国
の
位

相

、
「
除

其
本

願

」
以

下

は
還

相

の
悲

用
と
し

て

、
「
超

出
常

倫
諸
地

之
行
現

前

」

は

還

相
の

位

相
の

自
在
な

る

こ
と

を

あ
ら

わ
し
、「

修

習
普

賢

之
徳

」
と
は

行

普
賢

と
し
て

の
還
相

の
悲
用

を

結
す
る
も
の
で

あ
っ

て

、

第

二

十
二

願

全
体

を
還
相

回

向
の

願

と
し

て
顕
し

た

の
だ

と

窺
う

こ
と
が

出

来
る
。

つ
ま

り
、
親

鸞

は
仏

果

を
き

わ
め
た

も
の
が

果

よ

り

因
に

還

り
、

菩
薩
の

相

を
示

現

し
て

煩
悩
の

境

界
に

降

り
立

っ
て
衆

生

を
教

化
す
る

こ
と
を

還
相
と

い

わ
れ
た
と
窺
う

こ
と

が
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出

来

る
。 

 
第

二

節 

『

教
行

信
証
』

に

お
け

る

還
相

回
向
観 

親

鸞

は
『
教

行
信

証

』
「

証

文

類
」
に

お
け

る
還

相

回
向

解

釈
に

つ
い
て

、
そ

の
ほ

と
ん
ど

を
天

親

の
『
浄

土
論

』
と
曇

鸞

の
『
論

註

』

の
文

を

引
用

す
る
こ

と

で
示

し

て
い

る
。
そ

こ

で
引

用

さ
れ

て
い
る

文

を
挙

げ
る
と

、
①
『

浄
土
論

』
「
利

行

満
足
章

」
の
文

、

②
『

往

生
論

註

』
「

起
観

生

信
章

」
の

文

、
③
『

往

生

論
註

』
「

観

察
体

相

章

」
の

文

、
④
『
往

生
論
註

』
「
浄
入

願
心

章
」
の
文

、
⑤

『

往

生
論

註

』「
善

巧
摂

化

章

」
の

文

、
⑥
『
往

生

論
註

』「

障
菩

提
門

章

」
の
文

、
⑦
『
往
生

論
註

』「
順

菩
提

門
章

」
の

文
、
⑧
『
往

生

論

註

』
「

名
義

摂

対
章

」
の
文

、
⑨
『

往

生
論

註

』
「
願

事
成

就

章
」
の

文
、
⑩
『
往
生

論
註

』
「

利
行

満
足

章

」
の
文

で
あ

る
。
親

鸞

は

こ
れ

ら

の
文

を
引
用

す

る
こ

と

で
、

還
相
回

向

を
ど

の

よ
う

に
見
て

い

た
の

だ
ろ
う

か
。
こ

こ
で
は

①

か
ら
⑩
の
引
用

文
を

そ

れ

ぞ

れ
見

て

い
く

こ
と
で

親

鸞
の

引

用
意

図
を
窺

い

、
親

鸞

の
還

相
回
向

観

を
考
察

し
て

い
く
。 

 

ま

ず
、

①

『
浄

土
論
』
「

利

行
満

足
章

」
「
出
第

五

門
」

の

文
は

、 

出

第

五
門

と

は
、

大
慈
悲

を

も
つ

て

一
切

苦
悩
の

衆

生
を

観

察
し

て
、
応

化
の
身

を

示
す
。
生
死

の

園
、

煩

悩
の

林
の
な

か

に

回

入

し
て

、
神

通
に

遊
戯

し

て
教

化

地
に

至
る
。
本

願

力
の

回

向
を

も
つ

て

の
ゆ

ゑ

に

、
こ

れ
を

出

第
五

門

と
名

づ
く
（
『

註

釈

版

』

三
一

三

頁
） 

と

引

用
さ

れ

て
い

る

。『

往

生

論
註

』
当
面

の
意

味

は

、
浄

土

の
菩

薩
の

還

来
穢

国
の
利

他
の
相

で
あ
り

、
そ
れ
が

菩
薩

の

願
い

の
力

（

本

願
力

）

に
よ

る
も
の

で

あ
る

と

い
う

従
因
至

果

の
浄

土

願
生

者
の
姿

を

示
し
て

い
る

が
、
親

鸞

は
こ

の

「
本

願
力
回

向
」
を

阿
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弥

陀

仏
の

他

力
回

向
の
意

味

で
解

さ

れ
、

こ
の
阿

弥

陀
仏

の

願
力

に
よ
っ

て

仏
果
を

証
し

た
後
、

大

慈
悲

心

を
は

た
ら
か

せ
て
浄

土

よ

り

娑
婆

に

還
相

し
利
他

教

化
を

行

う
と

い
う
従

果

降
因

の

菩
薩

の
相
を

示

し
て

い
る
。

即
ち
親

鸞
は
利

他

教
化
の
還
相
摂

化
の

は

た

ら

き
は

全

て
阿

弥
陀
仏

の

本
願

力

回
向

に
よ
り

恵

ま
れ

た

も
の

で
あ
る

こ

と
を
『
浄
土

論
』「
出
第

五
門
」
の
文

を
引
用

し
て
示

さ

れ

た

と
窺

え

る
。 

 

次

に
②

の

『
往

生
論
註

』
「

起
観

生
信

章

」
の

文

で
あ

る

。 

還

相

と
は

、
か
の

土

に
生

じ

を
は

り

て
、
奢

摩
他
・
毘

婆
舎

那
・
方

便
力

成

就
す

る
こ
と

を
得
て
、
生

死
の

稠
林

に

回
入

し

て
、

一

切

衆
生

を

教
化

し
て
、

と

も
に

仏

道
に

向
か
へ

し

む
る

な

り
。

も
し
は

往
、
も

し

は
還
、
み
な

衆

生
を

抜

い
て

生
死
海

を

渡

せ

ん

が
た

め

な
り

。
こ
の

ゆ

ゑ
に

、〈
回

向
を

首
と

し

て
大

悲

心
を

成
就
す

る

こ
と
を

得
た

ま
へ
る

が

ゆ
ゑ

に
〉
と
の
た
ま
へ

り

（
『

註

釈
版

』
三

一

三
頁

） 

 

こ

の
『

往

生
論

註
』
の

文

も
、

前

の
出

第
五
門

の

文
の

内

容
に

あ
た
る

も

の
で
あ

り
、

親
鸞
が

阿

弥
陀

仏

の
願

力
回
向

と
回
向

さ

れ

る

還
相

の

菩
薩

の
活
動

相

を
端

的

に
言

い
表
し

て

い
る

文

と
捉

え
る
こ

と

が
出

来
る
。

即
ち
、

願
生
行

者

は
浄
土
に
生
じ

、
奢

摩

他

・

毘
婆

舎

那
の

止
観
行

を

満
足

し

、
利

他
の
善

巧

方
便

の

力
が

成
就
す

る

こ
と
を

得
て

、
滅
度

の

悲
用

と

し
て

娑
婆
世

界
に
還

相

し

て

、
一

切

衆
生

を

仏
道

に

向
か

わ

し
め

る
の
で

あ

る
。
即

ち
、「

一
切
衆

生

を
教

化

し
て

、
共
に

仏

道
に

向

か
わ

し
む
る

な
り
」
の

主

体

は
還

相

の
菩

薩
で
あ

る

。
し
か

し

、「
回

向
を

首

と
し

て

大
悲

心
を
成

就

す
る

こ

と
を

得
た
ま

へ
る

」
主

体

は
、
阿
弥

陀

仏
で
あ

る

。
な

ぜ
そ

う

言
え

る
か

と

い
う

と

、『
正

像
末

和

讃

』
に
「

如
来

の
作

願

を
た

づ

ぬ
れ

ば 

苦
悩

の
有

情

を
す

て
ず
し

て 

回

向

を

首

と

し
た

ま

ひ
て 

大
悲

心

を
ば

成

就
せ

り

」
（
『

註

釈
版

』
六

〇

六
頁

）

と
『

論

』
の
文
を
和
讃

さ
れ

、

そ
こ

で
は
「

回

向
を

首
と
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し

て

大
悲

心

を
成

就
さ
れ

る

」
の

は

阿
弥

陀
如
来

で

あ
る

と

明
記

し
て
い

る

か
ら
で

あ
る

。 

 
次

に
③

の
『
往

生

論
註

』
「

観
察

体
相

章

」
の
文

で

あ
る

。
こ
こ

で

引
か

れ

る
観
察

体
相

章
の
文

は

、
仏

荘

厳
の
不

虚
作
住

持
功

徳

成

就

の
文

と

菩
薩

四
種
功

徳

の
文

の

二
つ

に
分
け

る

こ
と

が

出
来

る
。
ま

ず

、
不
虚

作
住

持
功
徳

成

就
の

文

は
、

未
証
浄

心
の
菩

薩

も

浄

土
に

生

じ
て

阿
弥
陀

仏

を
見

た

て
ま

つ
ら
ば

、

第
二

十

二
願

に
誓
わ

れ

た
阿

弥
陀
仏

の
不
虚

作
の
本

願

力
に
よ
り
、
浄

心
の

菩

薩

と

な
り

、

八
地

以
上
の

平

等
法

身

の
さ

と
り
を

ひ

ら
く

こ

と
が

で
き
、

報

生
三
昧

に
往

し
て
、

還

相
摂

化

の
は

た
ら
き

が
恵
ま

れ

る

こ

と
を

示

さ
れ

て
い
る

の

で
あ

る

。『

往
生

論
註

』
で
は

、
初

地
か

ら
七

地

ま
で

の

菩
薩
で
あ
る
未

証
浄
心

の
菩

薩
と
八

地

以
上

の

菩

薩

で
相

対

さ
れ

て
お
り

、

八
地

以

上
の

菩
薩
は

寂

滅
平

等

の
法

を
さ
と

っ

た
平

等
法
身

の
菩
薩

と
な
り

、

後
出
の
四
種
功

徳
の

文

で

示

す
よ

う

に
、

不
動
而

至

・
一

念

遍
至

・
無
相

供

養
・

示

法
如

仏
の
四

徳

で
あ
る

報
生

三
昧
を

得

て
、

衆

生
を

救
済
す

る
の
で

あ

る

。

し
か

し

、
親

鸞
は
未

証

浄
心

の

菩
薩

に
全
て

の

浄
土

願

生
者

が
含
ま

れ

る
も

の
と
し

、
浄
土

願
生
者

が

浄
土
に
生
じ
、

阿
弥

陀

仏

を

見
た

て

ま
つ

ら
ば
上

地

の
菩

薩

と
同

じ
く
寂

滅

平
等

の

真
理

を
さ
と

る

こ
と
が

出
来

る
と
示

し

て
い

る

。
即

ち
、
親

鸞
は
自

身

を

含

め
一

切

の
浄

土
願
生

者

が
浄

土

に
往

生
す
れ

ば

、
従

果

降
因

の
還
相

の

菩
薩
の

摂
化

活
動
の

根

源
で

あ

る
阿

弥
陀
仏

の
不
虚

作

の

本

願
力

に

よ
り

、
報
生

三

昧
の

利

益
を

得
て
、

還

相
摂

化

の
悲

用
の
徳

が

め
ぐ
ま

れ
る

と
し
て

い

る
こ

と

を
不

虚
作
住

持
功
徳

成

就

の

文
の

引

用
よ

り
窺
う

こ

と
が

出

来
る

。 

 

菩

薩
四

種

功
徳

の
文
の

引

用
は

、

還
相

の
菩
薩

の

悲
用

、

即
ち

従
果
降

因

の
浄
土

の
還

相
の
菩

薩

の
果

後

の
還

相
摂
化

の
内
容

説

明

と

し
て

の

引
用

で
あ
る

。
親
鸞

は

ま
ず
「
真
如

は

こ
れ

諸

法
の

正
体
な

り

。
」
（
『

註
釈

版
』
三
一

八

頁
）
と

示
し
、
還
相

の

菩
薩
の

四

種

の
正

修

行
功

徳
成
就

の

基
本

的

な
性

格
が
真

如

に
よ

る

も
の

と
し
、

こ

の
真

如
こ
そ

阿
弥
陀

仏
の
所

証

で
あ
り
、
さ
と

り
の

本
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質

で

あ
る

と

し
た

。
し
た

が

っ
て

、

未
証

浄
心
の

菩

薩
が

こ

の
真

如
を
証

し

た
姿

こ
そ
寂

滅
平
等

法
身
で

あ

り
、
還
相
摂
化

の
具

体

的

内

容
で

あ

る
還

相
の
菩

薩

の
四

種

功
徳

も
真
如

を

根
底

と

し
て

展
開
し

て

い
く

の
で
あ

る
。
四

種
功
徳

と

は
、
八
地
以
上

の
菩

薩

は

報

生
三

昧

の
力

に
よ
り

、

身
体

を

浄
土

に
置
い

た

ま
ま

で

十
方

に
至
り

諸

仏
を
供

養
し

衆
生
を

教

化
す

る

こ
と

を
い
う

「
不
動

而

至

」

の
徳

、

一
念

同
時
に

十

方
に

い

た
っ

て
化
益

を

ほ
ど

こ

す
「

一
念
遍

至

」
の

徳
、
一

切
世
界

の
一
切

諸

仏
の
会
座
に
あ

ま
す

と

こ

ろ

な
く

あ

ら
わ

れ
て
諸

仏

如
来

を

供
養

す
る
「

無

相
供

養

」
の

徳
、
無

仏

の
世
界

に
出

現
し
て

仏

法
僧

の

三
宝

を
称
讃

し
住
持

す

る

「

示
法

如

仏
」

の
徳
の

四

つ
で

あ

り
、

還
相
摂

化

の
悲

用

が
鮮

明
に
示

し

表
さ

れ

て
い

る
。 

 

次

に
④

の

『
往

生
論
註

』
「

浄
入

願
心

章

」
の

文

で
あ

る

。
前

述
の
『

往

生
論

註

』
「
観

察
体

相

章
」

の

文
よ

り
、
未

証
浄
心

の

菩

薩

も

浄
土

に

生
ま

れ
仏
を

見

れ
ば

、

報
生

三
昧
の

還

相
の

悲

用
が

め
ぐ
ま

れ

る
わ
け

で
あ

る
が
、

こ

こ
で

は

浄
土

が
還
相

摂
化
を

成

立

さ

せ
る

根

源
で

あ
る
こ

と

を
示

し

て
い

る
。
ま

た

、
浄

土

の
本

質
を
説

明

し
て

広
略
相

入
・
二

種
法
身

相

即
の
義
が
説
か

れ
て

い

る

。
こ

の

文
はⅰ

「

三
種

荘

厳
は

法

蔵
清

浄
の
願

心

よ
り

生

ず
」
、ⅱ

「
菩

薩

も
し

広

略
相

入
を
知

ら

ざ
れ

ば

自
利

利
他
に

能
わ
ず

」
、

ⅲ

「

無
相

の
故

に

能
く
相

な

ら
ざ

る

こ
と

無
し
」
、ⅳ
「

器
は

用

な
り
」
と

大
き

く
四
つ

に
区
分

す

る
こ

と
が
出

来
る
。
４

ま

ず
、ⅰ

「

三

種
荘

厳

は
法

蔵
清
浄

の

願
心

よ

り
生

ず

」（
「

以

下

は
こ

れ

、
解

義
の

な

か
の

第
四
重

な
り
。
」
か

ら
「
因

な

く
し

て
他

の

因
の

あ

る

に

は
あ

ら

ず
と

知
る
べ

し

と
な

り

。
」
ま

で
）
５

の

文

で
あ

る

が
、
こ

れ

は
浄

土
・
阿

弥
陀
如

来
・
浄

土
の
菩

薩
の
そ
れ

ぞ
れ
三

つ

に

そ

な
わ

る

功
徳

が
、
全

て

法
蔵

菩

薩
の

願
心
か

ら

生
じ

、

成
就

さ
れ
た

も

の
で

あ
る
こ

と
を
示

す
一
段

で

あ
る
。
次
にⅱ

「
菩

薩

も

し

広
略

相

入
を

知
ら
ざ

れ

ば
自

利

利
他

に
能
わ

ず

」
（
「
〈

略
し

て

入
一

法

句
と

説

く
が

ゆ
ゑ
に

〉
（
浄
土

論
）

と
の
た

ま
へ
り

」

か

ら
「

す
な

は
ち

自

利
利
他

す

る
に

あ

た
は

ず

。
」
ま

で
）
６

の

文
は

、
浄

土
・
阿

弥
陀

如
来
・
浄

土

の
菩
薩

に
そ
な
わ
る

全

二
十

九

種
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の

功

徳
を
「

広

」
、
ま
た

、
真

如
で

あ

る
「
入
一

法

句

」
を

略

と
し

て
、
こ

の
「

広

」
と
「
略
」
が
互

い
に
収

ま
る
「
広

略

相
入
」
を

明

ら

か
に

し

、
こ

の
「
広

略

相
入

」

を
示

す
所
以

を

、
還

相

の
菩

薩
の
摂

化

の
具
体

相
で

あ
る
二

種

法
身

を

示
す

た
め
で

あ
る
と

し

た

。ⅲ
「
無

相

の
故

に
能

く

相
な

ら

ざ
る

こ
と
無

し

」
（
「
〈

一

法
句

と
は

、
い

は
く

清
浄

句

な
り

。
〉
」
か
ら
「
清
浄

句
と

は

、
い
は

く

真

実

の

智

慧

無

為

法

身

な

り

。
」

ま

で

）
７

の

文

は

、
「

法

身

」

は

「

無

相

」

で

あ

り
「

真

智

」
は

「

無

知

」
で

あ

る

か

ら
、

無

相

か

ら

有

相
の

仏
・
浄

土
へ
の

転

換
が

浄

土
建

立
の
根

源

と
な

る

こ
と

を
示
し

て

い
る

。ⅳ

「
器
は
用
な

り

」（
「
〈
こ
の

清

浄
に
二

種

あ
り

、

知

る

べ
し

〉
（

浄
土

論
）
と

い

へ
り

。
」
か
ら
「
清
浄

と

名
づ

く

る
こ

と
を
得

る

な
り
と

。
」
ま

で
）
８

は

、
「
一

法
句
」
は
「
清

浄

句

」

で

あ

る
が

、

こ
の

清
浄
に

は

十
七

種

の
国

土
荘
厳

で

あ
る

「

器
世

間
清
浄

」

と
、
八

種
の

仏
荘
厳

と

四
種

の

菩
薩

荘
厳
で

あ
る
「

衆

生

世

間
清

浄

」
の

二

種
が

あ

る
と

示

さ
れ

て
い
る

。
以

上
よ

り

、
『

往
生

論

註

』
当

面
の

意

味
は

、
こ
の
「

浄

土
願

心
章

」
で

は
願

心

荘

厳

の
浄

土

の
清

浄
な
る

本

質
を

示

す
た

め
に
、

広

略
相

入

も
二

種
法
身

も

説
示
さ

れ
て

い
る
と

考

え
る

べ

き
で

あ
る
が

、
親
鸞

は

「

証

文
類

」

に
お

い
て
、

よ

り
明

確

に
浄

土
の
往

生

人
が

得

証
し

、
還
相

摂

化
の

前
提
と

な
る
と

こ

ろ
の

真
如
・

法
性
が

示

さ
れ

て

い

る

と
考

え

る
こ

と
が
出

来

る
。

普

賢
晃

壽
氏
が

『

親
鸞

教

学
論

考
』
に

お

い
て

、 

『

論

註
』

自

体
の

広
略
相

入

二
種

法

身
論

は
浄
土

の

本
質

構

造
を

釈
す
る

目
的
で

の

展
開
で
あ
る

が

、
こ

れ

を
引

用
さ
れ

た

宗

祖

の

意
図

は

広
略

相
入
の

浄

土
が

、

こ
の

土
徳
と

し

て
衆

生

救
済

の
は
た

ら

き
を

具

体
化

す
る
性

格
を
有

す

る
も
の
と
し
て

領

解

さ

れ
て

い

た
も

の
と
う

が

が
う

の

で
あ

る

。
（

二

〇
四

頁

） 

と

述

べ
ら

れ

て
い

る
こ
と

か

ら
も

、『

浄

土
論
』
や
『
往

生

論
註
』
で

は
浄

土

に
つ

い
て
説

か
れ
て

い
る
の

に

対
し
、
親
鸞
「
証

文

類
」

で

は

還
相

の

菩
薩

が
主
題

と

な
っ

て

い
る

こ
と
が

分

か
る

。 
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次

に
、
⑤
『

往

生
論
註

』
「

善
巧

摂
化

章
」
の
引

用

文
は

、
自
利

と
利
他

の

成
就

を

明
か

し
、
自

利

利
他

円

満
の

浄
土
の

菩
薩
の

衆

生

救

済
の

有

様
が

示
さ
れ

て

い
る

。
「
善

巧

摂
化

章

」
は

次

の
引

用
文
か

ら

始
ま

っ

て
い

る
。 

善

巧

摂
化

と

は
、
〈

か
く

の

ご
と

き

の
菩

薩
は
奢

摩

他
・

毘

婆
舎

那
、
広

略

修
行
成

就
し

て
柔
軟

心

な
り

〉
（
浄

土
論
）

と
の
た

ま

へ

り

。〈
柔

軟

心
〉
と
は

、
い

は

く
広

略
の

止
観

、
相

順

し
修

行
し

て
、
不
二

の

心
を

成
ぜ

る
な
り

。（
『

註
釈
版
』
三
二

五
頁
） 

奢

摩

他
・

毘

婆
舎

那
と
は

止

観
行

の

こ
と

で
、
三

種

荘
厳

を

観
ず

る
広
観

と

一
法
句

を
観

ず
る
略

観

の
両

方

を
観

知
す
る

こ
と
で

、

柔

軟

心
を

得

て
、

菩
薩
の

自

利
行

の

成
就

が
達
成

さ

れ
る

の

で
あ

る
。
次

に

、 

〈

か

く
の

ご

と
き

巧
方
便

回

向
を

成

就
し

た
ま
へ

り

〉
（
浄

土
論

）

と
の

た

ま
へ

り

。
〈
か

く
の

ご

と
き

〉

と
い

ふ
は
、

前
後
の

広

略

み
な

実

相
な

る
が
ご

と

き
な

り

。
実

相

を
知

る

を
も

つ

て
の

ゆ
ゑ
に

、
す

な
は
り
三

界

の
衆
生

の
虚

妄

の
相

を
知
る

な

り
。

衆

生

の
虚

妄

を
知

れ
ば
、

す

な
は

ち

真
実

の
慈
悲

を

生
ず

る

な
り

。
（
『
註

釈

版
』
三

二
五

頁
） 

と

あ

る
。

こ

の
文

は
、
広

（

国
土

・

仏
・

菩
薩
に

そ

な
わ

る

二
十

九
種
の

功

徳
）
も

略
（

一
法
句

）

も
み

な

実
相

で
あ
り

、
浄
土

の

菩

薩

が
そ

れ

ら
の

実
相
を

知

る
か

ら

三
界

の
衆
生

の

虚
妄

の

相
を

知
り
、

衆

生
を

救
お
う

と
す
る

真
実
の

慈

悲
を
お
こ
す
と

い
う

も

の

で

あ
る

。

こ
れ

ら
を
以

て

、
巧

み

な
手

だ
て
を

も

っ
て

衆

生
を

救
済
す

る

こ
と

が

成
就
す
る
９

と
示

さ

れ
て

い

る
。 

 

こ

れ
に

続

い
て

、
『
仏

説

無
量

寿

経
』

三
輩
段

の

菩
提

心

に
つ

い
て
の

解

釈
が

示

さ
れ
て
い
る
。 

王

舎

城
所

説

の
『

無
量
寿

経

』
を

案

ず
る

に
、
三

輩

生
の

な

か
に

、
行
と

優
劣
あ

り

と
い
へ
ど
も

、

み
な

無

上
菩

提
の
心

を

発

せ

ざ

る
は

な

け
ん
。
こ
の

無

上
菩

提

心
は
、
す
な

は

ち
こ

れ

願
作

仏
心
な

り
。
願

作
仏

心
は

、
す

な

は
ち
こ

れ
度
衆
生
心

な

り
。

度

衆

生
心

は

、
す

な
は
ち

こ

れ
衆

生

を
摂

取
し
て

有

仏
の

国

土
に

生
ぜ
し

む

る
心

な

り
。

こ
の
ゆ

ゑ
に
、

か

の
安
楽
浄
土
を

生
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ぜ

ん

と
願

ず

る
も

の
は
、

か

な
ら

ず

無
上

菩
提
心

を

発
す

る

な
り

。
（
『
註

釈

版
』
三

二
六

頁
） 

「

無

上
菩

提

心
」

と
は
如

来

回
向

の

他
力

の
信
心

で

あ
る

が

、
こ

の
「
無

上

菩
提
心

」
が

「
願
作

仏

心
」

と

「
度

衆
生
心

」
と
「

摂

取

衆

生
生

有

仏
国

土
心
」

の

前
提

と

し
て

示
さ
れ

て

い
る

。

つ
ま

り
、
現

生

に
お

い
て
如

来
回
向

の
信
心

を

獲
得
し
た
行
者

が
、

浄

土

で

広
略

止

観
修

行
（
自

利

）
と

巧

方
便

（
利
他

）

を
成

就

し
、

一
切
衆

生

を
摂
取

し
て

彼
の
安

楽

仏
土

に

導
く

こ
と
が

分
か
る

。 

 

次

に
⑥
『

往

生
論

註
』「

障

菩

提
門

章

」
の

文
と

⑦
『

往
生

論

註
』「

順
菩

提

門
章

」
の

文
が

引
用
さ

れ
る
。
こ

の
二
章
に

つ
い
て

、

普

賢

晃
壽

氏

が
「

次
に
障

菩

提
門

・

順
菩

提
門
の

二

章
は

前

の
善

巧
摂
化

章

を
開

い
て
、

離
菩
提

障
、
順

菩

提
道
の
行
相
を

説
示

す

る

」
（
『
顕

浄

土
真

実
証
文

類

講
讃

』

一
〇

五
頁
）

と

述
べ

ら

れ
て

い
る
こ

と

か
ら

、
こ
こ

で
は
二

章
ま
と

め

て
示
す
こ
と
と

す
る

。 

ま

ず

、
障

菩
提

門

章
に
は

、「
菩

薩

か
く

の
ご

と
く

よ

く
回

向

成
就

し
た
ま

へ

る
を
知

れ
ば

、
す
な

は

ち
よ
く

三
種
の
菩
提

門

相
違

の

法

を
遠

離

す
る

な
り
。
」
（
『

註
釈

版
』

三

二
七

頁

）
と

示

さ
れ

て
お
り

、
「

善
巧
摂
化

章

」
で
「

慈
悲

と

帰
依

と
巧
方

便

と
は

、
下

に

あ

り

。
」（
『
註

釈

版
』
三

二

五
頁

）
と
示

さ
れ
て

い

た
三

種

に
つ

い
て
、
還

相
の

菩
薩
が

前
述
の

善

巧
方
便

の
回
向
を
成

就

す
る

と

、

三

種

の
菩

提

の
障

害
を
除

く

心
１ ０

で

あ

る
「

障
菩
提

門

」
、
即

ちⅰ

智
慧
に

よ

っ
て

自
ら
の

楽
し
み

を
求
め

ず
、
自

分
自
身

に
執
着

す

る

心

を
遠

く

離
れ

る
（
遠

離

我
心

）
「
智

慧

門
」
、ⅱ

慈
悲

に

よ
っ

て
す
べ

て

の
衆
生

の
苦

し
み
を

除

き
、

衆

生
を

安
ら
か

に
す
る

こ

と

の

な
い

心

を
遠

く
離
れ

る

（
遠

離

無
安

衆
生
心

）
「

慈
悲

門

」
、ⅲ

方
便

に

よ
っ
て

す
べ

て
の
衆

生

を
哀

れ

む
心

を
起
こ

し
、
自

分

自

身

を
供

養

し
敬

愛
す
る

心

を
遠

く

離
れ

る
（
遠

離

供
養

自

身
心

）
「
方

便

門
」

の

三
種

の
門
が

成

立
す

る

こ
と

が
示
さ

れ
て
い

る
。 

 

次

に

、
順

菩

提
門

に
は

、「

菩

薩
か

く
の

ご
と

き

三
種

の

菩
提

門
相
違

の

法
を

遠

離
し
て

、
三

種

の
随
順

菩
提
門
の
法

、
満

足
す

る

こ

と

を
得

た

ま
へ

る
が
ゆ

ゑ

に

。
」（
『

註
釈

版

』
三

二

六
頁

）
と

示
さ

れ
て

お

り

、
前

述

に
お

い
て

三

種
の

障

り
を

離
れ
た

結
果
得

る
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も

の

を
示

し

て
い

る
。
即

ちⅰ

自

分

自
身

の
た
め

に

様
々

な

楽
し

み
を
求

め

な
い
「
無
染

清
浄
心

」
、ⅱ

す

べ
て
の
衆

生
の

苦
し
み

を

除

く

「
安

清

浄
心

」
、ⅲ

す

べ
て

の

衆
生

に
大
い

な

る
さ

と

り
を

得
さ
せ

る

「
楽

清

浄
心
」
が
成
立

す
る
こ

と
が

示
さ
れ

て

い
る

。 

 

親

鸞
が

こ

れ
ら

の
文
を

引

用
し

た

意
図

を
窺
う

に

、
還

相

の
菩

薩
の
衆

生

摂
化
の

悲
用

の
心
の

内

容
を

示

し
た

も
の
と

い
え
る

。

還

相

の
菩

薩

の
自

利
利
他

円

満
の

菩

薩
道

の
展
開

が

説
示

さ

れ
て

お
り
、

三

種
の

遠
離
の

心
と
清

浄
心
に

よ

り
、
還
相
摂
化

の
悲

用

の

具

体
化

が

示
さ

れ
て
い

る

。 

 

⑧

『
往

生

論
註

』
「
名

義

摂
対

章

」
は

次
の
文

か

ら
始

ま

る
。 

〈

般

若

〉
と

は

如
に

達
す

る

の
慧

の

名
な

り

。〈

方

便

〉
と
は

権

に
通
ず

る

の
智

の

称
な

り
。
如

に

達
す

れ

ば
す

な
は
ち

心
行
寂

滅

な

り
。

権

に
通

ず
れ
ば

、

す
な

は

ち
つ

ぶ
さ
に

衆

機
に

省

く
。
（
『
註
釈

版
』
三

二

九
頁
） 

こ

の

文
か

ら

、
「

般

若
」

と

は
平

等

の
一

如
に
達

す

る
智

慧

で
あ

り

、
「

方

便
」

と

は
そ

れ
ぞ
れ

の

異
な

っ

た
相

に
通
じ

る
智
を

示

し

て

い

る
こ

と

が
分

か
る
。
般

若
・
方

便

は
相

対
す

る

関
係

で

あ
り

、
「
障

菩

提
門

」
に
説

か

れ
る

三

種
の

門
（
智

慧

門
・
慈

悲
門
・
方

便

門

）
が

般

若
・

方
便
の

智

慧
に

摂

ま
る

と
い
う

こ

と
が

示

さ
れ

て
い
る

。

今
章
で

は
続

け
て
、

こ

れ
ま

で

示
し

て
き
た
三

門
（

智

慧

・

慈
悲

・

方
便

）
が
般

若

（
智

慧

心
）

と
方
便

（

方
便

心

）
に

摂
ま
り

、

三
遠
離

心
（

遠
離
我

心

・
遠

離

無
安

衆
生
心

・
遠
離

供

養

自

身
心

）

は
無

障
心
に

摂

ま
り

、

三
清

浄
心
（

無

染
清

浄

心
・

安
清
浄

心

・
楽

清
浄
心

）
は
妙

楽
勝
真

心

に
摂
ま
る
と
い

う
こ

と

が

示

さ
れ

て

い
る

。
つ
ま

り

、
親

鸞

は
「

障
菩
提

門

章

」
・
「

順
菩

提
門
」

を

受
け

、

さ
ら

に
展
開

し

て
、

還
相
の

菩
薩
の

衆

生
の

摂

化

の

活
動

は

般
若

と
方
便

を

根
底

と

し
て

成
立
す

る

こ
と

を

明
ら

か
に
す

る

も
の

と
窺
う

こ
と
が

出
来
る

。 

 

⑨

『
往

生

論
註

』
「
願

事

成
就

章

」
は

次
の
文

か

ら
始

ま

っ
て

い
る
。 
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願

事

成
就

と

は
、
〈

か
く

の

ご
と

き

菩
薩

は
智
慧

心
・
方

便

心
・
無

障
心
・
勝
真

心

を
も

つ
て
、
よ

く
清

浄
仏
国

土
に
生

ぜ

し
め

た

ま

へ
り

と

、
知

る
べ
し

〉
（
『
浄

土

論
』
）

と
の

た

ま
へ

り

（
『

註

釈
版

』

三
三

一
頁
） 

こ

こ

に
お

い

て
、
「

清
浄

仏

国
土

に

生
ぜ

し
め
た

ま

へ
り

」

は
、
『

往
生

論

註
』

で

は
単
に
「
清
浄

の
仏

国

土
に

生
ず
」
（
『
七
祖

篇
』

一

五

〇
頁

）
と

な
っ

て
い

る

こ
と

か

ら
、『

往

生
論

註

』
当
面

の
「

願
事
成

就

」
と
は

、
従

因
至
果

の

菩
薩

が
自
ら

の
四

心
（

智

慧

心

・

方

便

心
・

無

障
心

・
勝
真

心

）
に

よ

っ
て

自
ら
浄

土

に
「

生

ま
れ

る
こ
と

」

で
あ

り
、
五

種
の
法

門
即
ち

五

念
門
に
よ
っ
て

往
生

後

の

成

仏
の

た

め
の

利
他
行

も

成
就

す

る
こ

と
で
あ

る

が
、

親

鸞
は

「
生
ぜ

し

め
た
ま

へ
り

」
と
読

む

こ
と

で

、
菩

薩
が
他
の

衆
生

を

浄

土

に
「

生

ま
れ

さ
せ
る

こ

と
」

こ

そ
菩

薩
に
と

っ

て
の

「

願
事

成
就
」

で

あ
り
、

五
念

門
に
よ

り

果
後

の

還
相

の
菩
薩

の
衆
生

摂

化

の

活
動

が

自
由

自
在
で

あ

る
と

い

う
従

果
還
因

の

菩
薩

の

相
状

を
示
し

て

い
る

と
窺
う

こ
と
が

出
来
る

。 

 

⑩
『

往
生

論

註
』「

利
行

満

足
章

」
は

、
菩

薩
の

自

利
利

他

満
足

が
阿
弥

陀

如
来

の

他
力

に
よ
っ

て

成
就

さ
れ
る

こ
と
を

強

調
す
る

章

で

あ
る

。

ま
ず

始
め
の

引

用
文

に 

利

行

満
足

と

は
、
〈

ま
た

五

種
の

門

あ
り

て
、
漸

次

に
五

種

の
功

徳
を
成

就

し
た

ま
へ
り

と
、
知
る

べ
し
。

な
に

も
の
か

五

門
。

一

つ

に
は

近

門
、
二
つ
に

は

大
会

衆

門
、
三
つ
に

は

宅
門

、
四
つ

に
は
屋

門

、
五
つ

に
は

園
林
遊

戯

地
門

な
り
〉
（

浄
土

論

）
と

の

た

ま
へ

り

。
（
『

註
釈
版

』

三
三

二

頁
） 

と

示

さ
れ

て

お
り

、
「
利

行

満
足

」
が
五

種

の
法

門
（

近
門
・
大
会

衆
門
・
宅

門
・
屋

門
・
園
林
遊

戯
地

門

）
に
よ

っ
て

五

種
の

功
徳

が

成

就
す

る

こ
と

で
あ
る

こ

と
を

指

し
て

い
る
こ

と

が
分

か

る
。

こ
こ
で

の

「
漸

次
に
五

種
の
功

徳
を
成

就

し
た
ま
へ
り
」

は
「

加

点

本

」
で
は
「

漸
次

に
五

種

の
功

徳

を
成

就
せ
り

」
と

読
ま

れ
て

お

り
、
『

論

註

』
当
面
で

は
「
成

就

す
る

」
主
体

は

従
因

至
果
の

菩
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薩

で

あ
る

が

、
こ

の
「
証

文

類
」

で

は
そ

の
主
体

は

従
果

降

因
の

還
相
の

菩

薩
で
あ

る
。

ま
た
、

そ

れ
に

続

く
「

こ
の
五

種
は
入

出

の

次

第
の

相

を
示

現
せ
し

む

」
（
『
註

釈
版

』
三
三

二

頁

）
の

文
も

、
「
加

点

本

」
で
は
「
次

第
の

相
を
示

現
し
ま

た
ふ
な
り

」
と
示

さ

れ

て

お
り

、
「
証

文

類
」
で

は
「
示

現

せ
し

む

る
」
主

体
は

阿

弥
陀

如

来
で

あ

り
、
阿

弥
陀

如

来
が

菩

薩
に

摂
化
衆

生
の
行

相

と
し
て

の

五

種
の

功

徳
相

を
「
示

現

せ
し

む

る
」

の
で
あ

る

。
こ

の

場
合

、
五
果

は

同
時

に
煩
現

す
る
も

の
で
あ

り

、
五
果
全
体
が

還
相

の

相

状

と
な

る

。
ま

た
、
今

章

の
最

後

に
は 

〈

本

願
力

〉
と

い
ふ

は
、
大

菩

薩

、
法

身

の
な
か

に

お
い

て

、
つ
ね

に
三

昧

に
ま

し
ま
し

て

、
種

々

の
身

、
種

々
の

神
通
、
種

々

の

説

法
を

現

ず
る

こ
と
を

示

す
こ

と

、
み

な
本
願

力

に
よ

り

起
る

を
も
つ

て
な
り

。
（
『
註
釈
版
』

三

三
四

頁

） 

と

、

阿
弥

陀

如
来

の
本
願

力

に
つ

い

て
釈

さ
れ
て

い

る
。

即

ち
、

還
相
の

菩

薩
は

平

等
法
身
の
さ
と

り
の
中

に
お

い
て
、

常

に
禅

定

に

あ

っ
て

、

様
々

な
す
が

た

で
神

通

力
、

説
法
を

す

る
が

、

こ
れ

ら
は
全

て

阿
弥

陀
如
来

の
本
願

力
に
よ

る

も
の
で
あ
る
。 

 

以

上
よ

り

、「

利
行

満
足

章

」
は

因
の

五

念
門
及

び

浄
土

で

得
る

五
果
門

に

つ
い

て
明
か

す
も
の

で
、
還
相
菩

薩

の
入
出

の

自
利

利

他

行

の
成

就

が
示

さ
れ
て

い

る
。

ま

た
、

五
果
門

の

成
就

の

根
源

に
は
、

阿

弥
陀
仏

の
本

願
力
の

は

た
ら

き

が
あ

る
の
で

あ
る
。

即

ち

、
自

利

利
他

満
足

の
還

相

の
菩

薩

の
悲

用
は
、
阿
弥

陀

仏
の

本
願

力
回

向

に
よ

る

も
の

で
あ
る

こ

と
を

、
親

鸞
は
「
利

行
満
足

章

」

の

引

用
で

示

さ
れ

た
と
窺

う

こ
と

が

出
来

る
。 

  
 

第
三

節 

親

鸞
の
還

相

回
向

観 

 

第

二
節

よ

り
、

親
鸞
は

「

証
文

類

」
に

お
い
て

還

相
回

向

を
阿

弥
陀
仏

の

本
願
力

に
よ

っ
て
成

さ

し
め

ら

れ
る

も
の
と

し
、
従

果
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降

因

と
し

て

の
還

相
の
菩

薩

の
相

状

が
自

由
自
在

な

衆
生

摂

化
で

あ
る
と

捉

え
て
い

る
こ

と
が
窺

え

る
。

で

は
、

具
体
的

に
私
た

ち

凡

夫

の
往

生

に
還

相
回
向

は

ど
の

よ

う
に

関
わ
っ

て

く
る

の

だ
ろ

う
か
。

親

鸞
独

自
の
還

相
回
向

観
に
つ

い

て
、
こ
れ
ま
で

述
べ

て

き

た

「
証

文

類
」

の
他
に

、

親
鸞

著

の
御

消
息
や

和

讃
な

ど

に
も

そ
の
記

述

が
見
ら

れ
る

。
そ
の

中

で
も

親

鸞
は

『
浄
土

和
讃
』

に

お

い

て

、
「

安

楽

浄

土

の

大

菩

薩

は 

一

生

補

処

に

い

た

る

な

り 

普

賢

の

徳

に

帰

し

て

こ

そ 

穢

国

に

か

な

ら

ず

化

す

る

な

れ

」

（
『

註

釈
版

』
五

五

九
頁

）
と
、
ま
た

、
『
高

僧
和

讃

』
に

お

い
て

、
「

還
相

の

回
向

と
と
く

こ
と
は 

利
他

教

化
の

果
を
え

し
め 

す

な

は

ち
諸

有

に
回

入
し
て 

普
賢

の

徳
を

修
す
る

な

り

」
（
『

註
釈

版
』
五

八

四
頁

）

と
説
い
て
い
る

。
こ
の

二
つ

の
和
讃

に

お
け

る

親

鸞

の
還

相

回
向

観
に
つ

い

て
、

豅

弘
信

氏
は 

還

相

の
主

体

で
あ

る
浄
土

の

菩
薩

と

は
、

補
処
、

す

な
わ

ち

八
地

已
上
の

「
利
他

教

化
の
果
」
に

至

っ
て

普

賢
の

徳
に
帰

し

、

穢

国

に
応

化

す
る

存
在
で

あ

る
が

、

親
鸞

に
と
っ

て

こ
の

一

生
補

処
の
菩

薩

と
は

、

自
分

の
未
来

の
利
益

と

い
う
よ
り
む
し

ろ

今

現

在
自

ら

の
前

に
応
現

し

、
普
賢

の

徳
を

行
ず

る
「

応
化

身

」
、
例

え
ば

釈
尊
・
法

然
に
お

い
て

捉

え
ら
れ

て
い

た
の
で

は

な

い

だ

ろ
う

か

。
１ １ 

と

述

べ
て

い

る
。

即
ち
、

親

鸞
は

第

二
十

二
願
を

、

菩
薩

が

歩
む

仏
道
を

示

す
「
必

至
補

処
の
願

」

の
成

就

と
、

一
生
補

処
の
菩

薩

の

利

他
教

化

を
示

す
「
還

相

回
向

の

願

」
の

成
就

の

二
重

の

意
味

で
捉
え

る

こ
と

に

よ
り
、「
必

至
補
処

」
と
い
う

本
願

の

仏
道

の
積

極

的

内
容

で

あ
る

「
往
相

」

と
、

そ

の
よ

う
な
「

往

相
」

の

仏
道

の
根
源

に

「
還

相
回
向

」
と
い

う
浄
土

の

菩
薩
の
還
相
応

化
身

が

あ

る

と
い

う

、「
往

相

」
と
「

還

相

」
が

本
願

の
も

と

で
い

わ

ゆ
る

表
裏
一

体

か
つ

同

時
的

な
関
係

に

あ
る

と
捉
え

て
い
た

こ

と
を
窺

う

こ

と
が

出

来
る

。
つ
ま

り

、
親

鸞

は
自

身
を
仏

道

に
導

い

て
い

た
だ
い

た

師
で

あ
る
釈

尊
や
法

然

を
還

相
の
菩

薩
の
具

体

相
と

捉
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え

、

還
相

回

向
や

利
他
教

化

地
の

益

を
、

衆
生
が

往

生
後

に

実
現

す
る
利

益

で
は
な

く
今

現
在
の

願

成
就

の

事
実

で
あ
り

、
前
述

の

両

者

の
関

係

に
よ

り
す
で

に

衆
生

に

実
現

し
て
い

る

利
益

と

理
解

し
て
い

た

の
で

あ
る
。 

  

第

三

章 

現

代
伝

道
に
お

け

る
還

相

回
向

解
釈 

 

前

述
よ

り

、
還

相
回
向

が

真
宗

教

義
の

根
幹
を

な

す
概

念

の
一

つ
で
あ

る

こ
と
は

明
白

と
な
っ

た

が
、

今

日
に

お
け
る

還
相
回

向

理

解

は
研

究

者
の

間
で
も

多

様
で

あ

る

。
本

章
で

は

そ
の

よ

う
な

諸
理
解

に

つ
い

て

、
主
に

井
上
善

幸
氏
「
「

還
相
回
向

」
の
諸
理

解

に

つ

い

て

」
１ ２

を

参

考

に

し

、

い

く

つ

か

例

を

あ
げ

て

考

察

す

る

と

共

に
、

現

代

日

本

に

お

け

る
伝

道
と

い

う
観

点

か

ら
私
た

ち

が

最

も

受
け

入

れ
や

す
い
還

相

回
向

理

解
に

つ
い
て

考

察
す

る

。 

 

現

代
伝

道

に
お

け
る
還

相

回
向

解

釈
を

考
察
す

る

う
え

で

重
要

と
な
る

の

が

、
仏

教
伝

来

以
前

か

ら
日

本
人
が

持
つ
と

さ

れ
る
「

あ

の

世

」
観
（

日

本
人

の
基

礎

的
信

仰

）
で

あ

る
。
即

ち

、
「
あ

の
世

は

、
こ

の

世
と

真

逆
の

世
界
で

あ

る
が

、
こ
の

世

と
大

き
く
変

わ

ら

な

い

。
あ

の

世
に

は
天

国

と
地

獄

、
或
い

は
極

楽

と
地

獄

の
区

別
は
な

い

。
死
後

の

審
判
も
な

い

」
１ ３

と

い

う

思
想

や
、
「

人

が

死

ぬ

と

魂
（

た

ま
し

い
）
は

肉

体
を

離

れ
て

あ
の
世

に

行
っ

て

神
（

先
祖
）

に

な
る
。

ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
人

間
が

死
後
あ

の

世
へ

行

き

、

あ
の

世

で
待

っ
て
い

る

先
祖

の

霊
と

一
緒
に

暮

ら
す

。

と
ん

で
も
な

い

悪
行

を
し
た

人
間
や

、
こ
の

世

に
深
い
恨
み
を

残
し

て

い

る

者

は

直

ち

に

あ

の
世

へ

行

け

な

い

が

、

し
か

し

遺

族

の

供

養

に

よ
っ

て

、

あ

の

世

へ

行

く
こ
と

が

で
き

る

。
」
１ ４

、
「

あ
の

世

で

し

ば

ら
く

滞

在
し

た
魂
は

、

や
が

て

こ
の

世
へ
帰

っ

て
く

る

。
人

間
を
は

じ

め
、
す

べ
て

の
生
き

と

し
生

け

る
も

の
は
、

永
遠
の

生
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死

を

繰
り

返

す
。
」
１ ５

と
い

う

思
想

で

あ
る

。
こ
の

日

本
人

の

基
礎

的
信
仰

を

も
と
に
、
研

究
者
に

よ

る
還

相
回
向

に
関
す

る

諸
理

解

に

つ

い
て

、

大
き

く
四
つ

に

分
け

る

こ
と

が
出
来

る

。
即

ち

、Ⅰ

日
本
人

の

基
礎
的

信
仰

と
は
完

全

に
別

の

浄
土

仏
教
の

思
想
で

あ

る

と

い
う

伝

統
的

な
理
解

、Ⅱ

「

社

会
的

実
践
と

倫

理
」

と

い
う

現
代
的

課

題
の

議
論
の

中
で
創

造
的
に

解

釈
す
る
理
解
、Ⅲ

日

本

人

の

基
礎

的

信
仰

の
枠
内

で

還
相

回

向
の

思
想
を

理

解
、Ⅳ

日
本

人
の
基

礎

的
信
仰

を
否

定
し
な

い

形
で

仏

教
思

想
に
基

づ
く
還

相

回

向

の
独

自

性
を

語
る
理

解

の
四

つ

で
あ

る
。 

 

ま

ず
、Ⅰ

「
日

本
人
の

基

礎
的

信

仰
と

は
完
全

に

別
の

浄

土
仏

教
の
思

想

で
あ

る
と
い

う
伝
統

的
な
理

解

」
と
は
、
天

親

か
ら

曇

鸞

の

『
往

生

論
註

』
、
そ

し

て
親

鸞

の
『

教
行
信

証

』
「
証

文
類

」

に
受

け

継
が

れ

た
大

乗
菩
薩

道
の
利

他
の
究

極
で
あ
る

還
相
回

向

で

あ

る
が

、

そ
の

究
極
の

さ

と
り

で

あ
る

利
他
が

、

あ
の

世

の
魂

が
や
が

て

こ
の
世

へ
帰

っ
て
く

る

と
い

う

日
本

人
の
基

礎
的
信

仰

と

は

関
連

性

が
全

く
な
い

と

い
う

、

真
宗

教
義
に

お

け
る

従

来
の

伝
統
的

な

理
解

で
あ
る

。 

 

次

に
、Ⅱ

「
「
社

会
的
実

践

と
倫

理

」
と

い

う
現

代

的
課

題

の
議

論
の
中

で

創
造

的

に
解
釈
す
る
理

解
」
で
あ
る

。
こ
れ

に
つ
い

て

は

、

久
松

真

一
氏

が 

真

宗

で
は

、

現
実

の
私
ど

も

が
如

何

に
信

を
得
て

も

現
在

還

相
で

あ
る
こ

と
は
決

し

て
出
来
な
い

。

ま
た

信

を
得

た
と
い

う

こ

と

は

、
つ

ま

り
そ

れ
が
正

定

聚
位

に

入
っ

た
と
い

う

こ
と

、

そ
し

て
、
即

得

往
生

と

い
う

こ
と
は

、
即
得

と

言
っ
て
も
、
そ

れ

は

決

し
て

往

生
し

た
と
い

う

こ
と

で

は
な

く
し
て

、

往
生

が

治
定

し
た
状

態
で
あ

る

こ
と
に
な
っ

て

お
り

ま

す
か

ら
し
て

、

妙

好

人

と
い

う

も
の

は
正
定

聚

位
で

あ

っ
て

、
決
し

て

還
相

位

で
は

な
い
。

こ

こ
に

真

宗
の

教
義
の

中
世
的

な

と
こ
ろ
が
あ
る

。

だ

か

ら
し

て

、
浄

土
真
宗

も

新
し

い

形
態

に
脱
皮

し

な
け

れ

ば
な

ら
な
い

。
そ
れ

に

は
往
相
、
還

相

と
い

う

も
の

が
現
生

に

お
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い

て

成
り

立

つ
と

い
う
こ

と

に
な

ら

な
け

れ
ば
な

ら

な
い
１ ６ 

と

述

べ
て

い

る
よ

う
に
、

親

鸞
の

仏

教
が

往
生
後

の

他
者

と

の
関

わ
り
を

説

い
て
い

る
よ

り
も
、

こ

の
世

で

人
々

を
救
う
と

い
う

こ

と

に

本
来

的

な
意

味
が
あ

る

の
だ

か

ら
、

現
代
の

社

会
的

シ

ス
テ

ム
と
倫

理

と
い
う

課
題

を
考
え

た

と
き

に

、Ⅰ

の
伝
統

的
理
解

を

よ

り

進
歩

的

に
解

釈
し
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
と
い

う

批
判

で

あ
る

。
久
松

氏

の
論

か
ら
、

日
本
人

の
基
礎

的

信
仰
と
還
相
回

向
の

接

近

が

見
受

け

ら
れ

る
も
の

の

、
全

体

を
通

し
て
従

来

の
伝

統

的
理

解
に
対

す

る
問
題

提
起

が
挙
げ

ら

れ
て

い

る
こ

と
が
窺

え
る
。 

 

次

に
、Ⅲ

「
日

本
人
の

基

礎
的

信

仰
の

枠
内
で

還

相
回

向

の
思

想
を
理

解

」
で

あ
る
。

こ
の
理

解
に
つ

い

て
は
二
つ
に
分

け
ら

れ

る

。

一
つ

は

梅
原

猛
氏
の

論

な
ど

に

見
ら

れ
るⅰ

「

古
来

か

ら
日

本
人
が

持

ち
続

け

た
〈

あ
の
世

〉

観
を

再
解
釈

し
た
も

の

」
で

あ

り

、
一

つ

は
阿

満
利

麿
氏

の

論
な

ど

に
見

ら
れ
るⅱ

「

伝

来
の

民
俗

宗
教

に

お
け

る
他
界

観
念
の

復
活
を

意

図
し
た
も
の
」
で

あ

る
。

ⅰ

「

古

来
か

ら
日

本

人
が

持

ち
続

け

た
〈

あ

の
世

〉
観

を
再

解
釈

し

た
も

の

」
に
つ
い
て

、
梅
原
猛

氏
は

次

の
よ

う
に
述

べ

て
い
る
。 

源

信

か
ら

法

然
へ

の
浄
土

教

の
発

展

に
よ

っ
て
、

す

べ
て

の

人
が

あ
の
世

へ
行
く

こ

と
が
出
来
る

よ

う
に

な

り
（

中
略
）

法

然

か

ら

親
鸞

へ

の
浄

土
教
の

展

開
に

お

い
て

、
還
相

回

向
と

い

う
考

え
に
よ

っ

て
、

あ

の
世

か
ら
こ

の
世
へ

と

還
っ
て
く
る
道

が

認

め

ら
れ

る

の
で

あ
り
ま

す
。
こ

の
よ

う
に

し
て

、
浄

土

教
は

親
鸞

に
到

っ

て
、
古
来

か
ら

日
本
人

が
持
ち

続
け

た
「
あ

の

世
」

観

に

、
ま

こ

と
に

よ
く
似

て

き
た

わ

け
で

す
。
１ ７ 

つ

ま

り
、

梅

原
氏

は
還
相

回

向
が

日

本
人

の
基
礎

的

信
仰

に

徐
々

に
似
て

き

た
こ
と

に
つ

い
て
述

べ

て
い

る

。
ま

た
、ⅱ

「

伝
来

の

民

俗

宗
教

に

お
け

る
他
界

観

念
の

復

活
を

意
図
し

た

も
の

」

に
つ

い
て
、

阿

満
利
麿

氏
は

、 

親

鸞

の
浄

土

論
は

、
民
俗

宗

教
と

し

て
の

、
伝
来

の

神
祇

思

想
に

み
ら
れ

る
、
感

覚

的
・
日
常
的

他

界
観

を

、
凡

夫
の
上

に

属
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す

る

こ
と

と

し
て

、
そ
れ

を

一
度

否

定
し

た
上
で

、

仏
教

と

い
う

世
界
宗

教
の
論

理

の
側
に
身
を

お

く
こ

と

で
再

生
さ
せ

よ

う

と

い

う
、

飛

躍
の

思
惟
と

み

る
こ

と

が
で

き
る
の

で

は
な

か

ろ
う

か
。
１ ８ 

と

述

べ
て

お

り
、

還
相
回

向

を
従

来

の
神

祇
思
想

の

死
生

観

の
仏

教
的
な

再

解
釈
と

し
て

理
解
し

て
い
る

こ

と
が
分
か
る
。 

 

最

後
に

、Ⅳ
「

日
本
人

の

基
礎

的

信
仰

を
否
定

し

な
い

形

で
仏

教
思
想

に

基
づ

く
還
相

回
向
の

独
自
性

を

語
る
理
解
」
で

あ
る

。

こ

れ

に
つ

い

て
、

岡
亮
二

氏

は 

法

然

の
没

後

、
往

生
し
た

法

然
は

、

親
鸞

に
と
っ

て

い
か

な

る
方

で
あ
っ

た
の
だ

ろ

う
か
。
こ
の

法

然
を

親

鸞
は

、
決
し

て

過

去

の

方
だ

と

捉
え

て
い
な

い

。
法

然

上
人

の
お
姿

は

、
は

る

か
彼

方
の
阿

弥

陀
仏

の

浄
土

に
往
生

し
て
い

る

の
で
は
な
く
て

、

今

ま

さ
に

現

実
の

場
で
、

還

相
の

菩

薩
と

し
て
、

親

鸞
に

利

他
行

が
な
さ

れ
て
い

る

と
体
解
さ
れ

て

い
る

の

で
あ

る
（
中

略

）

往

相

の
行

者

で
あ

る
七
高

僧

の
す

べ

て
が

、
ま
さ

に

親
鸞

の

そ
の

人
に
お

い

て
は

、

還
相

の
菩
薩

と

し
て

領
解
さ

れ
て
い

た

の

で

あ

り
（

中

略
）

さ
ら
に

言

え
ば

、

も
し

父
や
母

が

浄
土

に

ま
し

ま
す
の

で

あ
れ

ば

（
中

略
）
私

の
往
生

を

願
っ
て
、
私
と

共

に

礼

拝
し

讃

嘆
し

作
願
し

観

察
し

た

も
う

て
い
る

、

父
母

の

還
相

の
姿
を

、
私
た

ち

は
こ
の
中
に

見

出
す

こ

と
に

な
る
の

で

あ

る

。
１ ９ 

と

述

べ
て

お

り
、

日
本
人

の

基
礎

的

信
仰

を
認
め

な

が
ら

、

尚
且

つ
浄
土

仏

教
の
意

義
を

示
し
て

い

る
こ

と

が
窺

え
る
。 

こ

れ

ら
を

踏

ま
え

、
私
は

現

代
に

お

け
る

伝
道
に

お

い
て

、

真
宗

の
教
義

を

保
ち

つ
つ
最

も
一
般

の

人
々
に

受
け
入
れ
ら

れ

や
す

い

還

相
回

向

理
解

はⅣ

の

「

日
本

人

の
基

礎
的
信

仰

を
否

定

し
な

い
形
で

仏

教
思
想

に
基

づ
く
還

相

回
向

の

独
自

性
を
語

る

理
解

」

で

あ

る
と

考

え
る

。
こ
の

理

解
は

、
天

親
の
『
浄

土

論

』
に

お

け
る

菩
薩

の

自
利

利
他
の

実
践
行

で
あ
る

五

念

門

行
（

礼

拝
・
讃

嘆

・
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作

願

・
観

察

・
回

向
）
に

よ

り
、

こ

の
世

の
人
々

が

礼
拝

し

念
仏

す
る
行

為

に
、
菩

薩
の

利
他
の

は

た
ら

き

を
見

る
こ
と

が
で
き

、

さ

ら

に
先

に

亡
く

な
っ
た

方

の
姿

を

見
る

こ
と
が

出

来
る

と

い
う

思
想
で

あ

り
、

仏
教
の

知
識
を

持
た
な

い

一
般
の
人
々
で

も
基

礎

的

信

仰
を

抱

く
な

か
で
、

無

理
な

く

還
相

回
向
の

思

想
を

受

け
入

れ
る
こ

と

が
出
来

る
と

考
え
る

。

た
だ

し

、
井

上
善
幸

氏
が 

こ

の

よ
う

に

還
相

回
向
を

め

ぐ
る

諸

理
解

の
多
様

性

は
（

中
略

）
中
世

日
本

に

登
場

し
た
親

鸞
の
思

想

を

、
現
代

に
お
け
る

様
々

な

問

題
提

起

と
の

関
連
や

、

思
想

文

脈
の

中
で
、

い

か
に

内

面
化

し
つ
つ

、
現
実

の

生
活
の
根
底

に

据
え

る

の
か

と
い
う

課

題

に

対

す
る

研

究
者

自
身
の

取

り
組

み

を
反

映
し
て

い

る
と

思

わ
れ

る
。
２ ０ 

と

述

べ
て

い

る
よ

う
に
、

こ

れ
ら

の

還
相

回
向
理

解

に
正

解

は
な

く
、
日

本

人
の
死

生
観

や
他
界

観

、
社

会

に
お

け
る
様

々
な
問

題

や

一

人
ひ

と

り
の

現
実
の

生

活
と

の

関
連

に
お
い

て

、
受

容

し
や

す
さ
が

変

化
す

る
こ
と

に
注
意

し
な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。 

   

結

論 

 

第

一
章

・

第
二

章
で
は

、

曇
鸞

の

二
種

回
向
観

を

も
と

に

、
親

鸞
の
還

相

回
向
観

に
つ

い
て
考

察

し
た

。

曇
鸞

の
往
相

・
還
相

回

向

理

解
に

つ

い
て

、
そ
こ

に

は
当

時

の
仏

道
に
問

題

意
識

を

持
ち

、
浄
土

教

を
単

な
る
来

世
に
お

け
る
救

済

を
説
く
教
え
と

し
て

理

解

せ

ず

、
二

種
回

向

を
根

拠

と
し

て

現
生

に
お
い

て

浄
土

往

生
が

定
ま
っ

て

い
く

の

だ
と
い
う
意
志

を
見
る

こ
と

が
出
来

た

。
ま
た

、

親

鸞

は
曇

鸞

の
理

解
を
さ

ら

に
展

開

し
、

第
二
十

二

願
を

「

還
相

回
向
の

願

」
・
「

必

至
補
処
の
願
」

と
し
、

還
相

回
向
が

阿

弥
陀

仏
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の

本

願
力

に

よ
っ

て
成
さ

し

め
ら

れ

る
も

の
と
し

、

従
果

降

因
と

し
て
の

還

相
の
菩

薩
の

相
状
が

自

由
自

在

な
衆

生
摂
化

で
あ
る

と

捉

え

て
い

る

こ
と

が
窺
え

た

。 

 

第

三
章

で

は
、

第
二
章

で

の
親

鸞

の
還

相
回
向

観

を
基

に

、
現

代
伝
道

に

お
け
る

還
相

回
向
解

釈

を
考

察

し
た

。
今
日

に
お
け

る

還

相

回
向

理

解
は

研
究
者

の

中
で

も

多
様

で
あ
り

、

還
相

回

向
理

解
が
時

代

や
価

値
観
の

変
化
、

社
会
の

問

題
な
ど
様
々
な

要
因

に

関

連

し
て

い

る
こ

と
か
ら

明

確
な

答

え
を

導
く
こ

と

は
難

し

い
が

、
し
か

し

現
に
今

還
相

回
向
の

は

た
ら

き

に
よ

っ
て
私

た
ち
は

真

実

の

教
え

に

出
逢

う
こ
と

が

出
来

て

い
る

こ
と
に

気

づ
か

さ

れ
る

と
共
に

、

私
た
ち

凡
夫

を
仏
道

に

向
か

わ

し
め

る
よ
う

常
に
は

た

ら

き

か
け

て

い
る

と
こ
ろ

に

還
相

回

向
の

意
義
を

見

出
せ

る

こ
と

が
出
来

る

。 
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１

『
浄

土

真
宗

辞
典
』

二

〇
六

頁 

 

２

幡
谷

明
「

親
鸞

に
お

け

る
曇

鸞

教
学

の
受
容

と

展
開

―

親
鸞

教
学
の

形

成
過
程

を
中

心
と
す

る

一
考

察

―
」『
大
谷
大

学

研
究

年

報

』

第
二

七

号
、

四
〇

四
一

頁

、
一

九
七

五
年 

 

３

黒
田

浩

明
「

他
力
回

向

義
の

伝

統
」
『

印
度

学

仏
教

学

研
究

』
第
五

七

巻
第

一
号
、

一
四
八

頁

、
二

〇

〇
八

年 

 

４

宇
野

恵

教
「
「

証
文
類

還

相
回

向

釈
」
に

お
け

る

他
力

回

向
義

に
つ
い

て

」『
宗

学
院
論

集
』
第
八

五
号
、
一
一

五
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一
一

七
頁
、

二

〇

一
三

年 

 

５

『
註

釈

版
』

三
二
一

頁 

 

６

『
註

釈

版
』

三
二
一

頁 

 

７

『
註

釈

版
』

三
二
二 

 

８

『
註

釈

版
』

三
二
三

頁 

 

９

『
註

釈

版
』

三
二
五

頁

脚
註 

 

1 0

『

註
釈

版

』
三

二
七
頁

脚

註 

 

1 1

豅

弘
信

「

親
鸞

の
還
相

回

向
観

―

願
文

の
訓
点

を

手
掛

り

に
し

て
―
」
『

真

宗
教

学
研
究

』
第

一
八
号

、
一
九

九
六
年 

1 2

井

上

善
幸

「
「
還

相

回
向

」

の
諸

理

解
に

つ
い
て

」
『

宗
教

研
究

』

第
三

一

九
号

、

一
九
九
九
年 
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13

梅

原

猛
『

日

本
人

の
あ
の

世

観

』
、

十
二

頁

、
中

央

公
論

社

、
一

九
九
三

年 

1 4

梅

原

猛
『

日

本
人

の
あ
の

世

観

』
、

十
三

頁

、
中

央

公
論

社

、
一

九
九
三

年 
1 5

梅

原

猛
『

日

本
人

の
あ
の

世

観

』
、

十
七

頁

、
中

央

公
論

社

、
一

九
九
三

年 

1 6

久

松

真
一

『

増
補 

久
松

真

一
著

作

集 

第
二
巻

』
、

三
七

六
―

三

七
七

頁

、
法

蔵
館
、

一
九
九

四
年 

1 7

梅

原

猛
『

日

本
人

の
あ
の

世

観

』
、

四
二

頁

、
中

央

公
論

社

、
一

九
九
三

年 

1 8

阿

満

利
麿

『

中
世

の
真
実

―

親
鸞

・

普
遍

へ
の
道

』

二
三

八

頁
、

筑
摩
書

房
、
二

〇

〇
七
年 

1 9

岡

亮

二
「

親

鸞
思

想
に
見

る

「
往

相

と
還

相

」
（

下

）
」
『

龍

谷
大

学
論
集

』
第
四

四

六
号

、
一
五

一
―
一

五

三
頁
、
一
九
九

五 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

年 

2 0

井

上

善
幸

「
「
還

相

回
向

」

の
諸

理

解
に

つ
い
て

」
『

宗
教

研
究

』

第
三

一

九
号

、

三
九

六
頁
、

一
九
九

九
年 
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文
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資
料 

 
 

 
『

浄

土
真

宗
聖
典 

七
祖

篇

―
註

釈
版
―

』

本
願

寺

出
版

社
、
一

九

九
六

年 

 
 

 

『

浄

土
真

宗
聖
典

―

註
釈

版 

第

二
版
―

』

本
願

寺

出
版

社
、
二

〇

〇
四
年 

 
 

 

浄

土

真
宗

本
願
寺

派

総
合

研

究
所

『
浄
土

真

宗
辞

典

』
本

願
寺
出

版

社
、
二

〇
一

三
年 

 
 

書
籍 増

山

顕
珠

『

聖
典

意
訳 

七

祖
聖

教 

上

』
本
願

寺

出
版

教

会
、

一
九
六

四

年 

普

賢

晃
壽

「

第
二

十
二
願

論

」
『
佛

教
と

社

会
：

仲

尾
俊

博

先
生

古
稀
記

念

』
、
永

田
文
昌

堂
、

一

九
九

〇

年 

普

賢

晃
壽

『

顕
浄

土
真
実

証

文
類

講

讃
』

永
田
文

昌

堂
、

一

九
九

一
年 

梅

原

猛
『

日

本
人

の
あ
の

世

観
』

中

央
公

論
社
、

一

九
九

三

年 

雲

藤

義
道

「

親
鸞

の
還
相

回

向
義

に

つ
い

て

」
『

親

鸞
の

仏

教
：

中
西
智

海

先
生

還
暦

記

念

論

文

集

』
、
永

田

文

昌

堂

、

一

九

九
四

年 

久

松

真
一

『

増
補 

久
松

真

一
著

作

集 

第
二
巻

』

法
蔵

館

、
一

九
九
四
年 

村

上

速
水

『

教
行

信
証
を

学

ぶ
』

永

田
文

昌
堂
、

一

九
九

六

年 

普

賢

晃
壽

『

親
鸞

教
学
論

考

』
永

田

文
昌

堂
、
一

九

九
九

年 

 
 

 

浄

土

真
宗

本
願
寺

派

総
合

研

究
所
『

浄
土

真

宗
聖

典 

顕

浄
土
真

実

教
行

証

文
類
―
現
代
語

版
―
』
本

願
寺

出
版

社

、
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二

〇

〇
〇

年 

梯

實

圓
『

教

行
信

証
の
宗

教

構
造 

真
宗

教
義
学

体

系
』

法

蔵
館

、
二
〇
〇

一
年 

阿

満

利
麿

『

中
世

の
真
実

―

親
鸞

・

普
遍

へ
の
道

』

筑
摩

書

房
、

二
〇
〇
七

年 
波

佐

谷
順

諦

『
〈

往

生
論

註

〉
の

研

究
』

法
蔵
館

、

二
〇

一

二
年 

小

谷

信
千

代

『
曇

鸞
浄
土

論

註
の

研

究
―

親
鸞
「

凡

夫
が

仏

と
な

る
」
思
想

の
原

点

―
』

法
蔵
館

、
二
〇

二
〇
年 

 
 

論
文 幡

谷

明
「

親
鸞

に

お
け
る

曇

鸞
教

学

の
受

容
と
展

開

―
親

鸞

教
学

の
形
成
過

程
を

中

心
と

す
る
一

考
察
―

」『
大

谷
大

学

研

究
年

報

』
第

二
七
号

、

一
九

七

五
年 

桑

原

浄
昭
「

曇

攣
発

揮
に

よ

る
往

還

二
廻

向
義
の

意

義

」『
印

度
学

仏
教

学

研
究

』
第

二
四

巻
第
二

号

、
一

九

七
六
年 

岡

亮

二
「

親

鸞
思

想
に
見

る

「
往

相

と
還

相

」
（

下

）
」
『

龍

谷
大

学
論
集

』
第
四

四

六
号
、
一
九
九

五
年 

豅

弘

信
「

親

鸞
の

還
相
回

向

観
―

願

文
の

訓
点
を

手

掛
り

に

し
て

―

」
『

真

宗
教

学
研
究

』
第
一

八

号
、
一

九
九
六 

 
 

 
 

年 

殿

内

恒
「
「

証
文

類
」
所

説

の
還

相

回
向

義
に
つ

い

て

」
『

真
宗

研
究 

: 

真

宗

連
合
学
会

研
究
紀

要
』
第

四
二

号
、
一

九

九

八
年 

井

上

善
幸

「
「
還

相

回
向

」

の
諸

理

解
に

つ
い
て

」
『

宗
教

研
究

』

第
三

一
九
号

、

一
九
九
九
年 

黒

田

浩
明

「

他
力

回
向
義

の

伝
統

」
『
印

度

学
仏

教

学
研

究

』
第

五
七
巻

第

一
号
、

二
〇

〇
八
年 



コピー厳禁

 

 

 

宇

野

恵
教

「
「
証

文

類
還

相

回
向

釈

」
に

お
け
る

他

力
回

向

義
に

つ
い
て

」
『

宗
学
院
論

集

』
第
八

五
号
、

二
〇

一
三

年 

福

田

依
正
「

増
上

縁
の
研

究

―
『

往

生
論

註
』
を

中

心
に

―

」
『

印

度
学

仏
教
学

研
究
』
第
六
二

巻

第
二

号

、
二

〇
一

四

年 

加

来

雄
之

「

還
相

回
向
の

成

就

」
『

真
宗

研

究
』

第

六
四

号

、
二

〇
二
〇

年 

 




