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親
鸞
に

お

け
る

善
光
寺

信
仰
に

つ

い

て安
　
藤

　
章
　
仁

　
親
鸞
の

善
光
寺
信
仰
を

問
う
と
い

う
こ

と
は

、

単
に

親
鸞
に

お

け
る

善

光
寺
信
仰
の

有
無
を

論
ず
る
も

の

で

は

な
い

。

そ
の

こ

と
は
、

教

義
的
に

純
粋
化
し
た

近
代
的
親
鸞
観
を

再
構
築
す
る

と
と
も
に、

貴
族
的

な
仏
教

信
仰
が
民
衆
化
し
、

念
仏
が
普
及
す
る

プ
ロ

セ

ス

を

解
明
す
る

も
の

で

あ

る
。

　
そ

れ
で

は
、

善

光
寺
信
仰
の

内
実
は

ど

の

よ

う
な
も
の

で

あ
っ

た
の

か
。

建
久
二

年
（
一
一

九
一
）

、

善
光
寺
が

復
興
さ
れ
る

と
、

善
光
寺
信

仰
は

急
速
に

広
ま
り、

多
く
の

分
身
仏
や
新
善
光
寺
が

作
ら
れ
、

人
々

の

信

仰
を

集
め

る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ
の

様
子
は

、

「

吾
妻
鏡
』

『

平

家
物

語
』

『

沙

石
集
』

と

い

っ

た

同
時
代
の

歴

史
書
や

説
話

文
学
の

中
で

語
ら

れ
て

い

る
。

そ
の

信
仰
内
容
は

多
岐
に

わ

た
る

が、

追
善
供
養、

願
生

浄

土
、

女
性

救
済、

悪
人

救
済

、

生

身
如
来、

納
骨
霊
場、

滅
罪
信
仰
と

い

っ

た
キ

ー

ワ

ー
ド
に

看

取
さ
れ

る
。

　
善

光
寺

信
仰
で

特

筆
す
べ

き
こ

と

は、

善
光
寺
如
来
と

聖
徳
太
子
が
並

列
的
に

信
仰
さ
れ

て

い

る
こ

と
で

あ
る

。

『

善
光

寺
縁
起
」

に

は
、

善
光

寺
如

来
と
聖

徳
太
子
の

三
度
に

わ

た
る

消
息
往
来
の

説
話
が
記

載
さ
れ、

両
者
の

深
い

関
係
が

説
か
れ
て

い

る
。

こ

の

伝
承
に
浄
土
教
者
も
注
口
し

「

法
然
上

人
行
状
絵
図
』

、

顕
智
の

『

聞
書』

『

見
聞
』

、

託

何
の

『

蔡
州

和

伝
要」
、

存
覚
の

『

存
覚
袖
日

記
』

『

報

恩
記
』

、

『

聖

徳
太
子
内
因
曼
陀

羅
』

等
に

収
載
さ

れ

て

い

る
。

さ
ら
に

両

者
は、

絵
伝
に
も
密

接
な
関

係

が

あ

り
、

相
互
に

対
応

し
て

製
作

さ
れ
た
こ

と
が

明
ら

か
に

な
っ

て

い

る
。

で

は

な
ぜ

、

善
光
寺

如
来
と
聖

徳
太
子
が

同
時
に

信
仰
さ
れ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

こ

の

問
題
は

、

中
世
に

模
刻
さ
れ
た

善
光
寺
式
阿
弥
陀
如
来

像
の

像
造
銘
や

、

聖
徳
太

子
十
六

歳

孝
養
像
の

胎
内
銘
に

よ
っ

て

明
ら

か

に

な

る
。

両

者
の

銘
文
に

は
、

当
時
の

人
々

の

信
仰
内
容
が
如
実
に

語
ら

れ

て

お

り
、

と
も
に

像
造
に

結
縁
す
る

の

は
、

先
に
見
た

善
光
寺
信
仰
の

キ

ー

ワ

ー

ド

に

共
通
す
る

内
容
で

あ
っ

た

こ

と

を

伝
え
て

い

る
。

こ

の

共

通
す
る

信
仰
が
、

末
法
到
来
の

時
代
に

異
な
る

信
仰
対
象
を
結
び

つ

け
る

こ

と

を
可

能
に

し

た

の

で

あ
る

。

そ
し

て

そ
の

結
合
を

実
現

さ
せ

た

の

が
、

高
野
聖
と
と

も
に

精
力
的
に

活
動
し

た

善
光
寺
聖
と

呼
ば
れ
る

念
仏

聖
集
団
で

あ
っ

た
。

彼
ら

は
、

共
有
す
る

磯
長
太
子

廟
の

信
仰
を

媒
介
と

し
て

全
国
各
地
を

行
脚
し
、

念
仏
堂

や
太
子
堂
で

不
断
念
仏
を
行
い

、

名

帳
運
動
を

展
開
し

な
が
ら
、

多
く
の

結
縁
者
を
得
て

い

っ

た
の

で

あ
る

。

　

親

鸞
が

勧
進
聖
で

あ
っ

た

こ

と
は

、

「

安
城
御
影
」

と

親

鸞
消
息
中
の

文
言
か
ら

明
ら
か

で

あ
る

。

親
鸞
八

十
＝ ．

歳
の

姿
を

描
い

た

「

安
城
御

影
」

に

は
、

膝
下
に
狸
の

敷
皮、

手
前
に

は
猫
皮
製
の

草
履
と
猫

皮
を
巻

い

た

鹿
杖
と
い

っ

た

僧
侶
の

旅
支
度
に
関
わ
る
も
の

が

描
か
れ
て

お

り、

親
鸞
が
遊
行
聖
で

あ
っ

た

こ

と

を

示
し
て

い

る
。

そ
し

て

そ
の

聖

性
に

つ

い

て

は、

親
鸞
消

息
中
の

金
銭

授
受
の

記

載
に

う
か
が

う
こ

と
が

で

き

る
。

す
な
わ

ち、

親
鸞
の

消
息
か
ら

は
、

親
鸞
の

経

済
的
生

活
基
盤
に

つ

い

て、

謝
礼
を
申
し
添
え

る
個
人
的
な
懇
志
で

あ
る

「

御
こ

・

ろ

ざ
し

の

も
の
」

と
、

受
領
し
た

金

額
の

み
を

記
す
念
仏
勧
進
に

よ
っ

て

得
ら

れ

た

特
殊
な
懇
志
で

あ
る
「

念
仏
の

す
・

め
も
の
」

と

の

二

種
類
が

あ
っ

た
こ

と

が

知
ら
れ
る

。

そ
し
て

「

念
仏
の

す
・

め
も
の
」

の

存
在
こ

そ
、

親
鸞

が
上

級
勧
進
聖
と

し
て

の

得
分
を
受
け
取
っ

て

い

た

証
左
で

あ
り、

親
鸞

が
勧
進
聖
で

あ
っ

た
こ

と

を
実
証
し
て
い

る
。

そ
し
て

勧
進
聖
の

勧
進
内
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容
に

つ

い

て

は、

親

鸞
の

関
東
で

の

足
跡
が、

善
光
寺
聖
の

勧
進
活
動
圏

と

そ
の

経
路
に
一

致

す
る

点、

真
宗
高
田
派

本
寺
に

伝
来
す
る

善
光
寺
式

一

光
三

尊
仏

、

親
鸞

伝
絵
に
お
け
る
「

入
西

鑑
察
」

や
初
期
真
宗
教
団
で

依
用
さ
れ
た
四
種
の

絵
伝
群
か
ら
善
光
寺
聖
で

あ
っ

た

と

措
定
す
る

こ

と

が
で

き
る

。

　
し
か
し
な
が
ら

親

鸞
の

思
想
に
は

、

善
光

寺
信
仰
は
皆
無
に
等
し
い

。

で

は
、

親

鸞
に

お

け
る

善
光

寺
信
仰
は
い

か
な

る
意

味
を
持
つ

の

で

あ
ろ

う
か

。

善

光
寺

信
仰
の

歴
史
的
意
義
は、

三

国
伝
来
の

仏
教、

就
中、

浄

土
教
を
一

般
に

弘
め

た
と
こ

ろ

に

あ
る

。

こ

の

点
に

親
鸞
は
着
目
し、

聖

徳
太
子
信

仰
と
と
も
に

仏
教

界
に

対
し
て

は

念
仏
相

承
の

正
統
性
を、

布

教
伝
道
に
お
い

て

は

三

尊
信

仰
を
重
用
し

た

の

で

あ
る

。

そ

し
て

親
鸞
は
、

光
明
本
尊
の

構
成
に

お
い

て

そ
の

こ

と
を
高
度
に
具
象
化
し
た

の

で

あ
る

。

存
覚
上
人
の

行
信

理

解
に

お

け
る
一

考
察

川

　
野

寛

　

存
覚
に

お

け
る

行
信
論
を

窺
う
に

当
た

っ

て
、

鍵
と
な
る

語
は

能

所
と

い

う
語
で

あ
る
。

な

ぜ

な
ら

行
信
を

論
じ

ら

れ
る

際
に

存
覚
は
、

親
鸞
が

用
い

ら
れ
て

い

な
い

能
所

の
詒
を

も
っ

て

為
さ
れ

る

か
ら

で

あ
る

。

　

伝
統
宗
学
に

お
い

て

大
行
論
で

用
い

ら
れ

て

き
た

能
所
の

用
法
と
は

異

な

り
、

能
所
の

用
語
は

行
信
に
百
っ

て

の

解
釈
で

あ
る

こ

と
が

う
か

が

い

知
れ

る
。

存
覚
の

行
信
論
は

明
確
に

「

所
行
能
信
」

と

示
さ

れ

る

も
の

で

あ
る．．

能
行
能
信、

所
信
能
信
示、

所
行
能
行
と

も

示
さ

れ

ず
所
行
能
信

と

示
さ

れ
る

と
こ

ろ

に

存
覚
の

行
信
論
の

特
徴
が
あ
る

．

所
行
が

機
に
至

り
て

能
行
と
な

る

の

で

は

な
く

、

大
行
と
は

ど
こ

ま
で

も
仏
の

所
行

、

所

帰
の

法
の

ま

ま

で

あ
る

旨
を
示
さ

れ

て

い

る
。

で

は

な
ぜ

宗
祖
の

上

で

用

い

ら
れ
て
い

な

い

所
行
と

い

う
語
で

大
行
を

明
か
さ
れ

た

の

か

と
い

う
問

い

が
起
こ

る

が
、

こ

れ

は

た

だ
ひ

と

す
じ

に

宗
祖
の

顕

彰
さ

れ

た

「

他
力

回
向
義
」

の

顕
示
の

た

め

で

あ
る

と

考
え
る

。

所
信
能
信
と

示
せ

ば
、

名

号
が
現
行
と

い

う
よ

り
も
向
こ

う
側
に
眺
め

て

い

う
よ

う
な
、

一

種
の

抽

象
的
な
理
で

あ
る

感
を

受
け
る

。

能
行
能
信
と

い

う
語
で

示
せ

ば
、

仏
の

行
と
い

う
も
の

が
機
に

つ

い

て

の

行
と
い

う
感
を
受
け
る

。

　

存
覚
に

お
い

て

仏
の

行
（
所
行∀

の

他、

ま
っ

た

く
衆
生
の

行
な
し
と

い

う
意
で

、

ど

こ

ま
で

も
所
行
の

ま
ま
で

あ
る

。

行
者
が
称
え
た
ら
能
行

に

な
る

の

で

は

な
く
所
行
の

ま

ま
で

あ
る

。

機
に

お
い

て

称
え
ら
れ
て

も

ど
こ

ま
で

も
所
行
の

ま
ま
と

い

う
の

が
他
力
回

向
の

大
行
の

義
で

あ
る

。

存
覚
に

お
い

て

は
今
現
に

す
で

に

所
行
海
の

中
に

身
を
置
い

て、

存

覚
の

口

を
つ

い

て

名
号
が

称
え
し
め

ら

れ
て

い

る

と
い

う
現
行
の

所

談
で

あ

る
。

そ
の

際
所
行
能
信
と
い

う
語
は、

他
力
回

向
義
の

顕

彰
に

も
っ

と
も

適
し

た

用

語
で

あ
っ

た
の

で

あ
ろ

う
。

後
世
の

能
行
と

い

う
こ

と
も

所
行

の

法
に

込
め

ら
れ
て

説
か
れ
て

い

る
。

で

は

存
覚．
に

お

い

て

能
行
と
は

な

に

を

指
す
の

か
と
い

う
問、
題
で

あ
る

が
、

能
の

配
当
は

や

は

り
機
に

つ

く

べ

き
で

は

な

い

だ

ろ

う
か
。

「

能

修
の

行
者
」

「

念
仏

人
」

「

能
行
の

人
」

と

示
さ
れ

る

が

如

く
能

行
は

や

は

り
能
信
の

機
に

配
当
さ

れ

る

べ

き
も
の

と

考
え
る
。

　

次
に
信、

能
信
の

解
釈
で

あ
る

が、

宗
祖
に

お
い

て

も
信
の

は

じ

ま
り

は

行
巻
に

は

じ

ま
る

の

で

あ
る

が
、

存
覚
に

お

い

て

も
行
巻
釈
に

お
い

て

し
ば

し
ば

能
信
の

釈
が

施
さ

れ

て

い

る
。

伝
統
宗
学
に
お
け
る

能
所
は

主

に
大
行
論
で

の

所
論
で

あ
る

が
、

存
覚
に

お
い

て

能
は

信
の

解
釈
中
で

あ
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