
善

導

の

乗

仏

願

力

思

想

中

岡

隆

善

善

導

の
宗
教

的
中

心
思

想

は
、

か

れ
が

『
観

無

量
寿

経

』

に
説

か

れ

て
あ
る

と

こ
ろ

の
真

の
意

味

を
把

握

し

て
、

い
か

な
る
罪
悪

生

死

の
凡

夫

と

い
え

ど

も

、
称

名
念

仏

す

れ

ば

か
な

ら

ず
彌
陀

の
本
願

力

に
よ

つ
て

救

わ

れ
る

と

主
張

し
た
㌃こ
と

に

あ

る
。

こ
の

こ
と

は
す

な

わ
ち
《

敬

善

義

》
深

信

釈

に

お
け

る
徹

底

し

た
機

法

二

信

の
明

示

に
ょ

つ
て
知

ら

れ
る
。

か
れ

の
宗

教

的
立

場

と

し

て
、

人
間

の
罪
業

に
対

す

る
深

き
反
省

は
如

来

の
犬

悲

を
仰

ぎ

、
機
教

相

応

の
宗

教

が
仏

願

の
念

仏

の
う

ち

に
見

出

さ

れ
た

の

で
あ

る
。

こ

こ

に
善

導

の
宗

教

的

至

情

が

う

か
が

わ

れ
、
ま

た

か

れ

の
宗

教
的

自

覚

が

み
と

あ

ら

れ
る
。

善導の乗仏願力恩想

と

こ

ろ

で
、

ど

う

し

て

か

れ

は

こ

の

観

点

に

た

つ

た

の

で
あ

ろ

う

か

。

そ

れ

は
.、

か

れ

の

師

で

あ

る

道

綽

の

中

心

的

教

説

を

受

け

つ

い

で

、

新

ら

し

い
見

地

か

ら

『
観

無

量

寿

経

』

を

み

な

お

し

た

と

こ

ろ

に

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

「
こ

の

観

経

は

仏

凡

の
為

に
説

き

て

墾

の
為

に

せ

ず

」

と

い

い
、

ま

た

「
観

経

の
定

善

お

よ

び

三

輩

の

上

下

の

文

意

を

み

る

に

す

べ
て

こ

れ

、

仏

去

世

の
後

の
五

濁

の

凡

夫

な

り

」

と

述

べ

て

い

る

。

あ

る

い

は

浄

影

寺

慧

遠

や

天

台

智

頻

な

ど

の

イ

ダ

イ

ヶ

(
韋

提

希

)

夫

人

を

大

ボ

サ

ツ

(
菩

薩

)

と

み

な

す

説

を
K

つ
が

え

し

て

、

善

導

は

「
ま

さ

し

く

、

夫

人

は

こ

れ

凡

夫

に

し

て

聖

に
非

ず

、

墾

に

非

ざ

る

に

よ

る

が

ゆ

え

に

聖

力

冥

加

す

る

こ
と

を

」

と

述

べ
て
.い

る

ご

と

く

、

イ
ダ

イ

ヶ
夫

人

は

ひ

じ

り

の

入

で

は

な

く

、

ま

つ

た

く

凡

夫

の
性

を

も

つ

人

で

あ

る

と

み

て

.

九

品

の
往

生

人

も

こ
と

ご

と

く

凡

夫

で

あ

る

と

決

定

し

た

。

け

だ

し

浄

土

教

が

「
凡

、夫

の

為

な

り

」

と

す

る

こ

と

は

、

か

な

ら

ず

し

も
独

り
善

導

に

か

ぎ

る

説

で

は

な

か

つ
た

が

、

末

代

罪

濁

の

凡
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夫

と

い

う

観

念

の

、

こ

と

に

か

れ

に

お

い

て
強

く

い
だ

か

れ

て

い

た

こ

と

は

、

か

れ

が

道

綽

の

主
張

し

た

末

法

思

想

を

継

承

し

た

こ

と

に

よ

る

も

の

で

あ

る

と

思

う

。

こ

こ

に

お

い

て

、

善

導

は

人

間

性

に

も

と

つ

い

た

罪

悪

生

死

の

人

間

観

を

う

ち

た

て

虎

の

で

あ

る

。

こ

の

き

び

し

い
人

間

批

判

か

ら

、
善

導

は

凡

夫

性

を

も

つ
人

間

を

、

を

の

ま

ま

彌

陀

の
報

土

に
往

生

せ

し

め

る

と

い

う

点

を

力

説

し

た

。

す

な

わ

ち

、

善

導

が

そ

の
経

典

の
中

か

ら

把

握

せ

ら

れ

た
核

心

は

、

ま

さ

し

く

凡

入

報

土
Fの
仏

意

で

あ

つ

た

。
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そ

れ

な

ら

ば

、

な

ぜ

善

導

は

従

来

の
諸

師

が

許

さ

な

か

つ
た

凡

入
報

士

の
説

を

、

あ

え

て

大

胆

に

も
強

調

し

た

の

で

あ

ろ

う

か

。
鬮
そ

れ

は

彌

陀

の
本

願

力

と

い
广う

偉

大

な

る

救

済

力

の

証

権

を

握

ら

れ

た

か

ら

で

あ

る

。

彌

陀

の

成

仏

も

、

ま

た

そ

の

浄

土

の
建

立

も

み

な
本

願

力

の
実

現

に

外

な

ら

な

い
。

と

く

に
彌

陀

は

「
若

不

生

者

不

取

正

覚

」

の

誓

を

た

て

て

、

「
十

方

衆

生

」

の
往

生

を

条

件

と

し

て

正
覚

を

成

じ

て

い
る

。

『
無

量

寿

経

』

は

「
唯

除

五

逆

誹
謗

正

法

し

と

説

か

れ

た

が

、

『
観

無

量

寿

経

』

に

お

い

て

は

、

下

下

品

に

至

つ

て

、

そ

れ

ら

の

も

の

の
往

生

が

許

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る

。

こ

こ

に

、

大

経

と

観

経

の
教

説

が

一
面

矛

盾

す

る

も

の

の

よ

う

に

な

る

が

、

こ

れ

は

別

の

機

会

に
述

べ

る

こ

と

と

し

て

、

と

に

か

く

十

方

衆

生

の

言

葉

の
中

に

は

、

十

悪

五

逆

の

も

の

も

含

ま

れ

て

い

る

と

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

。

こ

こ

に
養

眼

し

た

善

導

は

.

彌

陀

が

五

劫

に

思
惟

し

、

兆

載

永

劫

に

修

行

し

た
結

果

の

願

成

就

に
重

点

を

お

い

た

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ
匿

よ
、
つ
て
・.

容

易

に

生

れ

得

な

い

と

こ

ろ

の

高

妙

の
報

土

に

、

い

か

な

る

罪

悪

の

凡

夫

と

い
え

ど

も

生

れ
得

さ

す

の

が

、

か

の

仏

の

本

願

の
力

で

あ

る

と

み

た

か

ら

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

罪

業

深

重

の
凡

夫

が

仏

の

願

力

に

よ

つ
て

、

生

起

せ

し

め

ら

れ

る

こ

と

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

と

い

う
善

導

の

す

る

ど

い
着

眼

は

、

ま

つ
た

く

か

れ
自

ら

の

厳

し

い

人

間

性

の
批

判

と

宗

教

的

実

践

行

業

の

な

か

に

み

い
だ

さ

れ

た

、

自

証

と

い

う

べ

き

で

あ

ろ

う

。



か
の
深

信
釈

の

「
阿
彌

陀

仏

四
十

八

願

を

も

つ
て
衆

生

を

摂

受

し

た
も

う
。

疑

な

く
慮

な

く
、

か

の
願

力

に

乗

じ
て
定

ん

で
往

生

を
'得

」
と
述

べ
る
確

信

は
、

「
一
心

に
専

ら
彌

陀

の
名

号

を
念

じ
、

行

住
坐

臥
時

節

の
久
.

近

を

と
わ

ず
、
念

念

に
す

ご

ざ
る

も

の
、

こ
れ

を
正
定

の
業

と

な
つ
く

。

か

の
仏

の
願

に
順

ず
る

が

ゆ
え

に
」

と

い
う

が
ご

と

き

の
、

念

仏

が
正
定

業

と
し

て
、

往

生

の
正
因

と

す

る
黛

ま

つ
た
く
念

仏

の

一
行

に
帰

結

せ

ら

れ

た
。

そ

れ

は

「
か

の
仏

の
願

に
順

ず

る

が
ゆ
え

に
」

で
あ
る

。

こ

こ
に
同

じ
く
仏

の
本

願
力

を
強

調

し

た
曇

鸞

よ
り

も
実

践

的

に

」
歩

を

深

め

た
、
宗

教

的

卓
越

な
る
見
解

が

う
か

が

わ

れ
る

の

で
あ
る

。

こ

の
こ
と

は
、

さ

き

に
述

べ
た
善
導

の
き

び
し

い
人
間

性

の
批
判

に
起

因
す

る

こ
と

を
わ

す

れ

て

は
な

ら
な

い
。
、

善導の乗仏願力思想

い

う
ま

で

も

な

く

自

力

を

も

つ

て
発

菩

提

心

す

る

こ

と

は

、

凡

夫

に

と

つ

て

は
容

易

の
わ

ざ

で
は

な

い
。

も

ち

ろ

ん

、

曇

鸞

に

あ

つ

て

も

、

発

菩

提

心

を

も

つ
て

往

生

の

因

と

す

る

こ

と

は

、

う

こ

か

す

こ
と

の

で

き

な

い

も

の

で

あ

ろ

う

が

、

仏

の
本

願

他

力

を

董゚

張

す

る

か

ぎ

り

、

凡

夫

の
発

菩

提

心

は

仏

の
願

力

に

よ

つ
て

可

能

な

ら

し

め

る

も

の

と

思

わ

れ

る

。

す

な
わ

ち

『
論

註

』

巻

上

に

お

い

て

述

べ
る

「
仏

よ

く

声

聞

を

し

て

ま

た

無

上

道

心

を

生

ぜ

し

む

、

ま

こ
と

に
不

思

議

の

至

な

り

」

と

い

う

言

葉

は

、

例

を

声

聞

に

と

つ

て

い

る

こ

と

で

は

あ

る

が

、

凡

夫

に

お

い

て

も

然

り

と

い

う

べ
き

で

あ

つ
て

、τ
こ

の

こ

と

を

述

べ
て

い

る

と

思

う

。

巻

下

に

は

「
仏

の

願

力

に

よ

る

が

ゆ
え

に
十

念

念

仏

す

な

わ

ち

往

生

を

う

」

と

ま

つ

た

く

す

で

に

善
導

の
立

場

に

た

つ
て

い

た

よ

う

で
あ

る

。

し

か

し

曇

鸞

の
場

合

、

こ

こ

に

か

の

仏

の

本

願

な

る

念

仏

が

、

そ

の
ま

ま

往

生

の

因

に

な

る

で

あ

ろ

う

か

。

曇

鸞

は

そ

の
巻

下

に

お

い

て

、

無

量

寿

経

に
説

か

れ

る

内
三

輩

生

の

な

か

に

行

に
優

劣

あ

り

と

い

え

ど

も

、

み

な

無

上

菩

提

心

を

お
eこ

さ

ず

と

い
う

こ

と

な

し

」

と

述

べ
、

菩

提

心

を

解

釈

し

て

す

な

わ

ち

、

『
願

作

仏

心

』
こ

『
度

衆

生

心

』

と

い

い

、

「
度

衆

生
,心

は

衆

生

を

摂

取

し

て
有

仏

の
国

+
「
に

生

ぜ

し

む

る

。

こ
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の

ゆ

え

に

か

の

安

楽

浄

土

に
生

ぜ

ん

と

願

ず

る
も

の

は

、

か

な

ら

ず

無

上

菩

提

の

心

を

お

こ

す

な

り

」

と

発

菩

提

心

往

生

説

を

述

べ

て

い

る

。

こ
れ

は

さ

き

に
述

べ

た

「
十

念

念

仏

す

な

わ

ち
往

生

を

う

」

と

い
う

、

念

仏

を

も

つ

て

そ

の

ま

ま

往

生

の

因

と

す

る

よ

う

な

言

葉

,と

は
矛

盾

す

る

も

の

と

な

る

。

し

て

み

る

と

曇

鸞

の
見

解

に

一
定

し

た

思

想

が

な

い

よ

う

に

み
ら

"れ

る

が

、

ヘ
ー

ゲ

ル

が

い

う

よ

う

に

矛

盾

は

一
切

の

自

己

運

動

の
原

理

で

あ

る

。

こ

れ

は
発

菩

提

心

が
往

生

と

同

時

に

し

て

、
発

蓍

提

心

あ

ら

し

め

る

も

の

が

、

仏

の
本

願

0

不

思

議

で

あ

る

と

思

想

す

る

も

の

と

思

わ

れ

る

。

こ

の

こ
と

は

す

で

に
曇

鸞

が

仏

願

の
不

思

議

が

絶

対

の

決

定

力

を

有

す

る
も

の

と

し

た

こ

と

に

ょ

る

。

す

な

わ

ち

巻

下

に

「
人

天

起

す

と

こ

ろ

の
諸

行

、

み

な
彌

陀

如

来

の

本

願
.力

に

よ

る

が

ゆ
え

に

、

な

に

を

も

つ
て

か

こ

れ

を

い
う

.

も

し

仏

力

に

あ

ら

ず

ん

ば

四

十

八

願

す

な

わ

ち

こ

れ

い

た

ず

ら

に

設

な

ら

ん

」

と

述

べ

る

こ

と

に

遜

り

知

ら

れ

る

の

で

あ

る

9

し

か

し

な

が

ら

、

曇

鸞

に

お
い

て

は

、

凡

夫

と

い
え

ど

も

往

生

の
因

は

ま

さ

し

く

発

菩

提

心

す

る

こ

と

で
あ

る

。

し

か

し

凡

夫
、は

自

力

に

お

い

て

容

易

に

発

菩

提

心

す

る

こ

と

は

で
き

な

い
か

ら

∩

こ

こ

に

凡
夫

と

し

て
発

養
提

心

せ

し

め

る

に

は

、

仏

願

力

の
増

上

縁

を

ま

た

ね

ば

な

ら

ぬ

。

こ

と

ば

を

換

え

て

い

う

な

ら

げ

、

仏

の

本

願

力

が

増

上

縁

と

な

つ

て

は

た

ら

い
て

こ

そ

は

じ

め

て
往

生

の

正

因

で
あ

る

と

こ

ろ

の
発

菩

提

心

が

可

能

に

な

る

と

み

た

の
厂で
あ

ろ

う

。

そ

し

て

こ

の

見

地

か

ら

「
乃

至

十

念

せ

ん

に

も

し

生

ぜ

ず

ん

ば

」

の

第

十

八

願

が

、

す

み

ゃ

か

に

発

菩

提

心

し

て
往

生

せ

し

め

ん

と

す

る

、

彌

陀

の
願

力

を

あ

ら

わ

す

も

の

で

あ

る

と

考

え

た

と

思

わ

れ

る

。
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こ

の
よ

う

に
曇

鸞

の

発

菩

提

心
正

因

説

を

理
解

す

る

と

き

、
善

導

は

、

つ

い

に

暫

提

心

正

因

説

を

ず

て

て

、

あ

え

て
念

仏

正

因

説

を

主

張

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

そ

れ

は

も

と

よ

り

念

仏

が

か

の
仏

の

願

に
順

ず

る

が

ゆ

え

に

と

し

た

こ
と

に

よ

る

。

こ

の

こ
と

は

さ

き

に
述

べ
た

ご

と

く

、

『
観

無

量

寿

経

』

に
説

か

れ

る
真

の

意

・味

を



善導の乗仏願力愚想

把

握

し
て

、
罪

業
深

重

の
凡
夫

が
仏

の
願

力

に
よ

つ
て
生

起

せ
ら

れ
る

も

の

で
な
け

れ
ば

な
ら

ぬ
、
自

力

を

も

つ
て
発

菩

提

心
す

る

こ
と

は
と

う
て

い
不

可
能

で
あ

る
と

い
う

、
自

か
ら

の
深

い
内

省

に

ょ

つ
た

こ
と

と

、

こ

の
曇
鸞

の
発
菩

提

心
正
因

説

が
、
究

極

す

る

と

こ
ろ
自

力

の
発
.菩
提

心

に
あ
ら

ず
と
考

え

た
こ
と

に
も

そ

の
力

強

さ
を
感

じ

た

の

で
あ

る
。

さ
れ

ば
、
.善

導

の
仏

願
力
思

想

は

、

そ
う

し

た
曇

鷙

の
思

想
を

実

践

的

に
確

立

し

た
と

も

い
え
よ

う

か
。

こ

こ

に
誰
ロ
導

の
思

想

が
、
曇

鸞

相

承

に
よ
る

も

の

で
あ

る

と

い
わ

れ
る

ゆ
え

ん
が

あ

る

と

思

う
。

一
は
道
綽

の
主
張

す

る
末

法
思

想

の
影

響
を

こ
う

む
り

、
根

底
的

に
観
経

を

み
な

職

し
、

一
は
曇

鸞

の
強

調
し

た
仏

願

他

力
思

想

に
か

ら

れ

て

、
観
経

を
と

お
し

て
大
経

に
説

か

れ
る
彌
陀

の
大
悲

た
る
本

願

の
念

仏

に
、
帰

一
せ

し
め

た
と

こ

ろ

に
、

い
か

な

る
罪

悪

の
凡
夫

と

い
え

ど

も
、

か

の
阿
彌
陀

仏

の
願

力

に
乗

じ

て

、

そ

の
報

土

た

る
浄

土

に
往

生

す
る

こ
と

が
出

来

る

こ
と
を
決

定

づ
け

た

の

で
あ
る

。

そ

の
往

因

は
阿

彌
陀

仏

の

本

願

た
る
称

名

念

仏

す

る

こ
と

に
ょ

つ
て

、

乗
仏
願

力

往
生

が
得

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

「
上

来

定
散

両

門

の
益

を
説

く

と

い
え

ど

も
、
仏

の
本
願

に
望

む

れ

ば
意
衆

生

し
て

、

一
向

に
彌

陀

仏

の
名

を

称

せ

し

む
る

に
あ
り

」

と

い
う

が

ご

と

き
、

四
帖

疏

全
般

に
流

れ

る
も

の

は
念

観

廃

立

の
思
想

で
あ

り

、
往
生

礼
讃

く

後
序

V

に

「
か

の
仏

い
ま

現

に
世

に

ま

し
ま

し

て
成
仏

し

た

も
う

、

ま

さ

に
知

る

べ
し
本

誓

の
重

願

む
な

し

か
ら

ざ

る

こ
と

を

、

衆

生

称
念

す

た
ば

か

な

ら

ず
往

生

を

う

し

と
述

べ
、
本

誓

の
重

願

と
念

仏

、

そ

し

て
玄

義
分

に

お
け

る

「
一
切

善

悪

の
凡
夫

生

ず
る

こ

と

を
う

る

は

み
な

阿
彌
陀

仏

の
大

願
業

力

に
乗

じ
て
増

上

縁

と

な

さ

ず
と

い
う

こ
と

な

し
レ

と

い
う

、
善
導

の
乗

仏

願
力
思

想

は
、

念

観
合

論

の
曇
鸞

や
道
綽

の
上

に
た

つ
て
、

そ

の
思

想

的
立

場

を

よ
り
実

践

的

に
展

開

し
確

立

せ
し
め

た

と

こ

ろ

の
、
凡

入
報

土

思
想

と
称

名

正
定
業

思

想

の
基
盤

と

な

る

も

の

で
あ

る
。

4/



こ
こ
に

=
言
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
な
善
導

の
願
力
思
想
が
、
曇
鱒
や
道
綽
と
同
じ
く
、
大
乗
仏
教
の
般
若

・
方

便

の
思
想
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
玄

義
分
く

序
題
門
V

に
お
い
て
、

「
ひ
そ
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
真
如
広
大

に
し

て
五
乗
を
も
そ
の
辺
り
を
は
か
ら
ず
、
法
性
深
高
に
し
て
十

聖
も
そ
の
際
を
き
わ
め
る
こ
と
な
し
。
真
如
の
体

量
と
量
性
と
せ
鰲
蠢

の
心

を

い
で
ず
、
法
性
の
無
辺
と
辺
体
と
は
す
な

わ
ち
、
も
と
よ
り

こ
の

か
た
不
動
な
.り
。
無
塵

の
法
界
は
凡
聖
ひ
と
し
く
、
ま
ど
か
に
、
両

垢
の
如
如
は
す
な
わ
ち
、
あ
ま
ね
く
含
識
を
か
ね
た
り
、
・恒
沙

の
功
徳
寂
用
湛
然
た
り
。
た
だ
し
垢
障
覆
う
こ
と
深
き
を
も
つ
て
浄
体
顕

照
す
る

に
よ
し
な
し
」
と
述
べ
る
言
葉

は
、
浄
土
教
の

よ
つ
て
お

こ
る
と
こ
与
の
本
原
と
し
て
の
法
性
真
如
界
、
寂
用
湛
然
た
る
存
在
の

相
、

き
わ
め
て
宗
教
的
体
認
を
も

つ
で
述
べ
、

こ
こ
に
、
真
如
と
は
因
縁
即
空
の
理
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
あ

と
に
述

べ
ら
れ
る
く

二
乗

門
V

に
お
け
る
、
大
品
般
若
経

の
如
化
晶
を
引
用

し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

、
こ
の
如
化
品

は
世
間

も
渥
槃
も
、
と
も

に
如
化
,で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
般
若
皆
空

の
理
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
す
で
に
曇
臠
も
論
註
に
お
い

て
、
こ
の
所
論
を
往

生
人

と
法
蔵
菩
薩

σ
両
者

に
約

し
て
述

ぺ
、
道
綽
は
安
楽
集
く
菩
提
心
釈
V

・
〈
破
異
見
邪
執
V

な
ど
の
釈
下
に
お

い
て
、
こ
の
義
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
で
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
知
恵

と
慈
悲
、
あ
る
い
は
真
実
と
不
実
の
関
係

に
お
い
て
明

か
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

一

は
宗
教
的
真
実
そ
の
も
の
の
顕
現

で
あ
り
、

}
は
如
来
と
凡
夫
と
の
関
係
に
お
い
て
な
ざ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

な
鸞

・
綽
二
師
の
思
想
を
基
調
と
し
て
、
そ
し
て
不
実
の
世
界
に
こ
そ
、
如
来
の
方
便

力
の
働
く
場
で
あ
る
こ
と
を
認
識

し

て
、
散
善
義
く
三
心
釈
V

に
、
誰
人
も
首
肯
さ
れ
る
が
ご
と
き
釈
明
を
与
え
、
凡
夫

の
有
漏
雑
毒

の
行
を
も

つ
て
し
て
は
、
真
実
報
土

に

往

生
す
る
こ
と
の
不
可
能

で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
如
来

の
本
願
力

に
よ
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
を
反
顕
さ
せ
て
い
る

。
し
た
が

つ
て
善
導

の

願
力

思
想
の
主
張
は
、
か
か
る
般
若
思
想
的
絶
対
性
空
蕉
可
得
因
縁
生
の
理
解
に
よ

つ
て
、
真
如
縁
起
論
的
な
原
理
性

に
も
と
づ
き
、

し

か
も

さ
ら
に
、
そ
れ
を
具
体
的

に
如
来
の
大
悲

本
願
力

を
三
縁
五
縁
と
し
て
、
そ
の
救
済
力
を
称
名
念
仏
の

一
行
に
帰
結

せ
七
め
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

(研
究
室

・
助
手
)
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