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第
七

部
会

親

鸞
の

回
向
思
想
に
つ

い

て

中

　
山

　
彰

　
信

　
『

浄
土
と

は

何
か
』

と
い

う
問
題
の

中
か
ら

、

還

相
回
向
と

は

如
何
に

と

ら

え
る

べ

き

か
。

そ

の

中
で

も

還
相
の

主

体
で

あ
る

菩
薩
は
「

他
者

（
如
来）
」

・
「

白
己
（
往
生
人
・

衆
生

ご

ど

ち
ら
の

こ

と

と

考
え
て

還

相

の

菩
薩
が
考
え
ら
れ
て

い

る

か

を

考
慮
す
る

も
の

で

あ
る

。

　

そ

こ

で

親
鸞
は

「

教
巻
」

の

冒
頭
に

「

謹

按
浄
土

真

宗
、

有
二

種
回

向
。

一

者
往

相
、

二

者
還

相
。

」

と
、

二

種
回
向
を
示
さ
れ
『

教
行
信
証
」

の

根

本
的
本

質
が一
、

種
回

向
に

あ
る
こ

と
を

示
し

て

い

る
。

又
「

正
像

末

和
讃
」

に

「

南
無
阿
弥
陀
仏
の

　
回

向
の

恩
徳
広
大
不
思

議
に

て

　
往

相

回
向
の

利
益
に

は

　
還

相
回
向
に

回

入
せ

り
」

と
、

名
号
の

功
徳
に

よ
っ

て

浄
土
に

往
生

し
、

仏

果
を

証
し

た
こ

と

の

利
益
と

し

て
、

還

相
の

菩

薩
と

な
り

娑
婆
世
界
で

救
済
活
動
を

す
る

の

で

あ
る

と
。

「

行
巻
」

に

も

「

破
無
明
闇

、

速
到

無
量

光
明
士

、

証

大
般

涅
槃、

遵

普

賢
之

徳
也

。

」

と
、

如
来
の

大
悲
に

よ
っ

て

浄
土
に

生
ま
れ

た

あ
と

普
賢
の

徳
に

よ

っ

て

衆
生
の

摂
化
活
動
を

す
る

こ

と

を

明
か

し

て

い

る
。

こ

こ

に

は

衆
生
が

大

悲
の

回
向
に

よ

っ

て

往
生

後
に

還

相
の

は

た

ら
き
を

す
る

こ

と
が

示
さ

れ

て

い

る

と

考
え
る

。

そ

こ

で、

還
相

回
向
に

つ

い

て

親
鸞
は、

「

証
巻
」

の

還

相
回

向
釈
に

「

言
還
相
回

向
者、

則

是
利
他
教

化
地

益
也

。

」

と
、

還

相
回
向
は

衆
生

を
摂
化
す
る

た

め

の

は

た

ら
き
で

あ
る

こ

と
を

最
初
に

明
す

。

そ
れ
は

『

浄
土
文
類
聚
鈔
』

に

も
「

大
涅
槃、

則
是
利
他
教
化
地

果
。

」

と

示
さ
れ、

大
涅
槃
の

証
果
が
自
利
利

他
円
満
の

世
界
で

利
他
教

化
地
の

果
と

し
て

は

た

ら

く
こ

と
を
親
鸞
は

示
し

て

い

る
。

そ

の

根
源
が

『

大
経
』

の

第
二

ト一
一

願
で

あ
る

。

こ

の

願
は

還
相
の

菩
薩
の

大
慈
悲
の

は

た
ら
き
を
誓
わ

れ
た

も
の

で

従
果
降
因
の

還
相
の

菩
薩
の

摂
化

活
動
の

成
立
の

根
拠
と

い

え
る

。

「

浄
土

和
讃
』

に

は
「

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
」

と

生
死
の

迷
い

の

世

界
か
ら
浄
土

往
生

し
た

も
の

は

菩
薩

と

な

っ

て

還
相

摂
化
の

た

め

に

穢
国
へ

化
身
と

し

て

活
動

す
る
の

で

あ

る
。

第
二

十
二

願
の

意
を
根

拠
と

し
て

『

浄
土

論
』

　．
浄
土
論

註
』

の

意

を
と
ら
え
ら
れ

た
と

考
え
る

。

そ

の

中
還

相
回
向
は
浄
土
の

従
果
降
因
の

菩

薩
の

は

た
ら
き
の

行
で

あ
り、

そ
の

行
「

奢
摩
他
・

毘

婆
舎
那
の

止
観

行
」

を
浄
土
で

成

就
し

、

平
等
法
身
と
超

証
し
た

菩
薩
と
し
て

還

相
摂
化

の

は
た
ら

き
に

出
る

こ

と
が

あ
か

さ
れ

て

い

る
。

荘
厳
三

厳
二

十
九
種
は

一

法
句
の

真
如
を

根
源
と
し
て

成
立
し

て

い

る

も
の

で

あ
る

。

仏
荘
厳
に

お
い

て

阿

弥

陀
如
来
は

浄
土
の

座
主
と

し

て
、

浄
上
の

根
源
が

衆
生
救
済

の

為
の

自
利

利
他
の

功
徳
を
は

な

た
れ

て

い

る

こ

と
を
明

す
。

又、

菩
薩

四

種
荘
厳
を

示
さ
れ
、

真
如
の

体
は

「

如
」

で
、

菩
薩
は

と
ら

わ

れ
を

離

れ
た

行
（
四

種
正

修
行
功

徳
∀

を

示
し、

還
相
の

菩
薩
の

は
た

ら

き
の

具

体
的
内

容
を

示
さ
れ

る
。

浄
十
か

ら

出
た

菩
薩
は

如
来
へ

昇
進
し
て

い

く

徳
を

う
け
衆
生
を

還
相
摂
化
し

て

い

く
の

で

あ
る

と

考
え
る
。

こ

の

こ

と

は

本
願
力
に

よ

る

往
相
回
向
に

よ

っ

て

衆
生
が

往
生
し
、

浄
十

へ

生
ま
れ

た

あ
と
還

相
の

菩
薩
と

な
っ

て

利
他
教
化
地
の

益
と

お

さ

め

る

こ

と
を
示

す
。

こ

れ

は

阿
弥
陀
如
来
が
循
環
的
な
往
相
回
向
を
く
り
返
す
は

た
ら
き

と
は

考
え
ら

れ
な

い
。

又、

善
巧
摂
化
章
で

「

か

く
の

ご

と

き
の

菩
薩
は
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奢
摩

他
・

毘

婆
舎
那
広

略
修
行
成
就
し
て

柔
軟
心
な
り

」

と

示
し、

還
相

の

菩

薩
に

対
し、

何
か

不
可
思
議
な
力
に

よ
っ

て
、

菩
薩
の

還
相
の

は

た

ら
き
が

そ
な
え
ら
れ
て

い

る

こ

と
の

意
と

考
え
る

。

親
鸞
は

最
後
の

利
行

満
足

章
に

お
い

て、

還
相
の

菩
薩
が
阿
弥
陀
如
来
の

本
願
力
に

よ

り、

五

果
門
の

功
徳
を

満
足
さ
れ
た

と
、

又、
「

入

出
の

次

第
の

相
を

示
現
せ

し

む
。

」

と

読
み

か

え
ら

れ

て

い

る

こ

と
は

、

還
相
の

菩
薩
の

は

た
ら
き
が
、

本
願

他
力
・

浄
土
の

徳
に

よ
る

も
の

で

あ
る

と

捉
え
て

い

た

面
は

強
い

と

考
え
た

。

還
相
の

主
体
で

あ
る

菩
薩
に

つ

い

て

考
察
し
て

み
る
に、

親
鸞

は

利

行
満
足
章
の

文
を
解
せ
ば
、

全
体
が
阿
弥
陀
如
来
の

本
願
力
回
向
に

お
さ
ま
る

と

考
え
ら
れ
る

が
、

和
讃
・

和
語
集
等
の

文
を
考
え
る
と、

還

相
の

菩
薩
が
浄
土
往
生
し

、

浄
土
か
ら
菩
薩
と

な
っ

て

摂
化
活
動
に

出
る

と

考
え
る

。

し
か
し

、

菩

薩
の

摂
化
活
動
の

は

た

ら
き
の

全
体
に
阿
弥
陀

如
来
の

本
願
力
回
向
の

は

た
ら

き
が
浄
土
の

根
源
か
ら

は
た

ら
い

て

い

る

と

考
え
ら
れ
た

。

親

鸞
の

念
仏
の

内
的
構
造

加
　
藤

　
智

　
見

　
「

念
仏
」

は
、

仏

教
史
上
さ

ま
ざ
ま
な
意

味
を
も
ち

展
開
し

て

き
た
が、

今
回
は

「

南
無
阿
弥
陀
仏
」

と

称
え
る

意
味
で

の

念
仏
の
、

特
に

親
鸞
に

お
け
る

念
仏
の

内
的
構
造
の

特
色
を
、

彼
に

お

け
る

「

南
無
」

の

把
握
の

仕
方
を
中
心
に

検
討
し
て

み
た

い
。

　

親

鸞
は

「

南
無
」

を

「

帰
命
」

と
と

ら
え

、

一

面
で

「

『

帰
命
』

は

本

願
招

喚
の

勅
命
な
り
」

（
『

教
行
信

証
』

）

と

把
握

す
る
。

す
な
わ
ち

「

阿

弥
陀
仏
に

南

無
せ
よ
」

と

仏
自
ら
が

衆
生
に

向
か
っ

て

強
く
呼
び
か

け
、

働
き
か
け
る
も
の

と
し

て

帰
命
を
把
握
し、

念
仏
を
そ

う
受
け
と
っ

て

い

る

面
が
あ
る

。

　

と

同
時
に、

た
と

え
ば

「

「

言
南
無

者
』

と

い

う
は
、

す
な
わ

ち
帰

命

と

も
う
す
み
こ

と
ば
な
り

。

帰
命
は

す
な
わ
ち
釈
迦
・

弥
陀
の

二

尊
の

勅

命
に

し
た
が
い

て
、

め
し
に

か
な
う
と

も

う
す
こ

と
ば

な

り
」

（

『

尊
号
真

像
銘

文
』

）

と

把
握
す
る

側
面
が
あ
る

。

す
な
わ
ち

勅
命
に

従
っ

て

招
喚

に

応
答
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

と
把
握
す
る

側
面
が

あ
る

の

で

あ
る

。

　
こ

の

二

面
が

あ
る

と
い

う
こ

と
は
、

「

阿
弥
陀

仏
に

南
無
し

な
さ

い
」

と

い

う
呼
び
か
け
と

「

阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
ま
す
」

と

い

う
両
面
が

す
で

に

念
仏
の

中
に

こ

め
ら
れ、

念
仏
自
体
が
す
で

に

仏
の

ほ

う
か
ら
用
意
さ

れ
て

い

た

の

だ

と

親
鸞
が
気
づ

い

て

い

る

こ

と
で

も
あ
る

。

こ

れ
は
、

従

来
念
仏
が一．
一
念
や
六
念
の
一

つ
、

観
像
・

観
想
の

念
仏、

五
念
門
の
一

つ

と

し
て

卞

と

し
て

衆
生
の

な
す
べ

き
行
為
と

し
て

考
え
ら
れ
て

き
た

の

に

対
し、

親
鸞
が
執
拗
に

釈
迦
・

弥
陀
の

仏
意
の

中
に

念
仏
の

意
味
を
聞
き

取
ろ

う
と

し
て

い

る
こ

と

を
表
わ

す
。

で

あ
れ
ば
、

念
仏
の

主
体
は

衆
生

で

あ
る

と

同
時
に
仏
で

も
あ
り、

こ

の

こ

と

を
可
能
に

す
る
の

は
仏
意
に

よ

る
本
願
を
堅
く
信
じ
る

こ

と
で

あ
り、

信
為
本
に

立

っ

た
念
仏
で

あ
る

と
い

う
こ

と
に

な
る

。

こ

こ

に

親
鸞
の

念
仏
の

内
的
構
造
の

特
色
が

考
え

ら

れ
る

。

　
で

は

次
に、

こ

の

よ

う
に

呼
び
か

け、

応
答
さ
せ

よ

う
と

す
る
阿
弥
陀

仏
の

存
在
は
、

ど

こ

か

キ

リ
ス

ト
教
等
の

人

格
的
な
一

神
教
の

神
に

通
じ

る

よ

う
な
面
が

考
え
ら
れ

る

が
、

こ

の

点
か

ら
考
え
て

み
た

い
。

　

彼
は

阿
弥
陀
仏
に

つ

い

て
、

「

こ

の
一

如
よ

り
か

た
ち
を
あ
ら
わ
し

て
、

方
便
法
身
と

も
う
す
御
す
が

た
を
し

め

し

て
、

法
蔵
比

丘
と

な

の

り
た

ま

346（ユ180）
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