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一

　

真
宗
学
の

意

義

　

真
宗
学
と

は
、

親
鸞
の

著
述
を

学
ぶ

の

で

は

な

く
、

親
鸞
の

仏
道
の

方
法
論
を

学
ぶ

こ

と

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

真
宗
学
を

教
理

学
で

は

な
い

実
践
の

学
と

す
る

に

は
、

『

顕
浄
土

真
実
教
行
証
文
類
』

（
以

下
、

『

教
行

信

証
』

）

を

学
び

の

対

象
と

す
る

の

で

は

な

く
、

『

教

行
信
証
』

が

対
象

と

す
る

も

の

を

対
象
と

し

な

く
て

は

な

ら

な
い

。

こ

の

『

教
行

信
証
』

そ
の

も
の

の

持
つ

仏
道
と

し

て

の

性

格
に

注
目

す
る

と

き
、

親
鸞
が

現

前
す
る

問
題
を

如
何
に

解
決
し

た

の

か

で

は

な

く
、

如
何
に

向
き

合
っ

た

か

と
い

う
仏
道
に

お

け
る

方
法
が

課

題
と
な
る

。

そ

れ
こ

そ

が
、

浄

土

真
宗
を

教
理

で

は

な

く
、

実
践
的

に

捉
え
る

こ

と

に

な

る

と

考
え
ら

れ

る
。

　
そ

こ

で
、

今

回
の

論
文

で

は
、

親

鸞
が

仏
道

を

歩
む

上

で

の

出

発

点
、

い

わ

ゆ

る

立

脚
地

を
、

親
鸞
の

行

実
に

即
し

な

が

ら
、

そ
の

個
人

的
体
験
を
超
え
る

よ

う
な

意

義
を

確
か

め

た
い

。

そ

れ

が
、

浄
土

真
宗

と

い

う
仏
道
を

考
え
て

い

く

う
え
で

の

指
標
と

な
る

と
推

察
す
る

。

二

　
法
然
と

の

出

遇
い

　
親
鸞
の

仏
道
に

お

け
る

立

脚
地

は

法
然
と

の

出
遇
い

で

あ
る

。

そ

れ

は

『

歎
異
抄
』

の

中
で

、

　
親

鸞
に

お

き
て

は
、

た
ず

念
仏
し
て

弥
陀
に

た

す
け
ら

れ

ま
ひ

ら

す
べ

し

　
と

、

よ

き
ひ
と
の

お

ほ

せ

を
ま
ふ

り
て

信
ず
る

ほ

か
に
、

別
の

子
細
な

き
な

　
り

。

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
（

『

定

親
全
』

四

言
行
篇
一

・

五

頁）

と

伝
え
ら

れ
る

こ

と

か

ら

も

明
ら

か

で

あ

る
。

ま
た

『

恵
信
尼
書

簡
』

で

も
、

親
鸞
が

比

叡
山
を
下
り

、

法
然
と

出
遇
う
ま
で

の

行
実
を

語
り

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（

1
）

な
が

ら
、

法
然
の

教
え
る

「

生

死

出
づ

べ

き
み

ち
」

に

聞
き
入
る

親
鸞

の

姿
が
伝
え
ら

れ

る
。

さ

ら
に

『

教
行
信
証
』

を

み
て

も
、

法
然
の

引

　
　
　

　
　
　

（

2）

用
は

総
結
三

選
の

文
の

み
で

あ
る
こ

と

か

ら
、

こ

の

「

た
“

念
仏
し

て

弥
陀
に

た

す

け
ら

れ

ま
ひ

ら

す
べ

し
」

は
、

親

鸞
が

法
然
と

出
遇
い

、

そ
こ

か

ら

凝
集
的
に

聞
き
取
っ

た
、

た

だ
一

つ

の

教
え
で

あ
ろ

う
。

　
比
叡
山

に

お
い

て
、

親
鸞
は

常
行
三

昧
堂
の

堂

僧
で

あ
っ

た

こ

と

が

伝
え
ら

れ

る
。

そ

の

た

め
、

念
仏
の

実
践
と

学
問
に

は
、

法
然
に

出
遇
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う
前
か

ら

触
れ
て

い

た
と

推
察
さ
れ
る

。

そ

の

中
で

、

『

恵
信
尼

書
簡
』

に

よ

れ

ば
、

親
鸞
の

常
の

課
題
は

「

後
世
」

に

あ
る

。

つ

ま
り

、

浄
土

教
で

い

え
ば

往
生

浄
土

、

大
乗
仏
教
で

は

大

涅
槃
の

実
現
で

あ
る

。

こ

こ

か

ら
、

親
鸞
の

比
叡
山
下
山

は
、

自
力
の

修
道
体
系
を
背
景
と

す
る

比
叡
山
の

法
華
一

乗
の

法
で

は
、

涅
槃
の

実

現
と
い

う
課
題
が

解
け
な

か
っ

た

か

ら

と

考
え
ら

れ

る
。

　

こ

の

よ

う
な

課
題
の

中
で

、

親
鸞
は

法
然
の

教
え

に

よ
っ

て
、

　
い

つ

れ

の

行
も
お
よ

び

が
た

き
身
な
れ

ば
、

と

て

も
地

獄
は
一

定
す
み

か

ぞ

　
か

し
。

　
　
　

　
　
　
　

　
（
『

歎
異
抄
』

『

定
親
全
』

四

言
行
篇
一
・

六

頁）

と
い

う
自
力
無
効
の

身
の

事
実
が

明
ら

か
と

な
る

。

仏
教
に

お
い

て

真

実
教
と

は

出
世
本
懐
経
の

こ

と

で

あ
る

が
、

そ
れ
は

衆
生

が

仏
の

出
世

の
一

大

事
を

仰
ぐ
こ

と

が
で

き

る

か

否
か
で

決
定
さ

れ

る
。

そ

の

た

め
、

そ

れ

は

世
間
的
に

役
立
つ

こ

と

と

関
係
な

く
、

人
間
の

根
源
的
な

苦
し

み
、

即
ち
人
間
存
在
そ

の

も
の

を

明
ら
か
に

す
る

よ

う
な

教
え
で

あ
る

。

親
鸞
に

と
っ

て

法
然
と
の

出

遇
い

は
、

そ
れ

ま
で

自
身
が

仏
教

に

求
め

て

き

た

と
こ

ろ

の

全
て

が

否
定
さ
れ

、

煩
悩
具
足
の

凡
夫
と
い

う
事
実
を

見
抜
く
本
願
と

の

出

遇
い

で

あ
っ

た
と
思
わ

れ

る
。

そ
こ

で

『

教
行

信
証
』

で

は
、

　

然
に

愚
禿
釈
の

鸞
、

建
仁
辛
酉
の

暦
、

雑
行
を

棄
て

て

本
願
に

帰
す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
（

『

定
親
全
』

　一
・

三

八
一

頁
）

と

表

明
す
る

。

「

恵

信
尼
書
簡
』

や

『

歎

異
抄
』

は
、

親
鸞
の

体
験
に

基
づ

く
が

、

『

教
行
信

証
』

で

は

そ

の

体
験
の

道
理

を
、

親
鸞
自
身
が

真
宗
学
の

実
践
に

お
け
る

体
験
の

意
義
（

中
　
山
）

本
願
の

成
就
し

た

感

動
に

立
っ

て

表
明
し

て

い

る
。

三

　
真
実
教
の

決
定

　
『

教
行
信

証
』

は
、

そ
の

次
第
の

と
お

り
、

ま

ず
真
実
教
と

は

何
か

と
い

う
こ

と

か

ら

始

ま

る
。

　
夫
れ

真
実
の

教
を
顕
さ
ば

、

則
ち
大
無
量

寿
経
是
な

り
。

斯
の

経
の

大
意

　
は

、

弥
陀、

誓
い

を

超
発
し
て

広
く

法
蔵
を

開
き
て

凡
小
を
哀
れ
み
て

選
び

　
て

功
徳
の

宝
を

施
す
る
こ

と

を

致
す

。

釈
迦

、

世
に

出
興
し
て

道
教

を
光
闡

　
し

て

群
萌
を
拯
い

恵
む

に

真
実
の

利

を
も
っ

て
せ

ん

と

欲
し
て

な
り

。

是

を

　
も
っ

て

如
来
の

本
願
を
説
き

て

経
の

宗
致
と

す
。

即
ち

、

仏
の

名
号
を
も
っ

　
て

経
の

体
と

す
る

な
り。

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（

『

定
親
全
』

　一
・

九

頁
）

こ

の

確
固
た

る

宣
言

は
、

先
に

述
べ

た

法
然
と

の

出
遇
い

の

確
信
に

基

づ

く
も
の

と

伺
わ

れ

る
。

そ
し
て

、

経
の

大
意
に
つ

い

て
、

弥
陀
・

釈

迦
の

二

尊
の

恩
徳
を

仰
ぎ

な
が
ら

、

経
の

宗
体
が

示
さ
れ

る
。

経
の

宗

体
に

よ

れ
ば

、

『

大
無
量
寿
経
』

（

以
下、

『

大
経』
）

は

本
願
を
宗
と

し
、

名
号
を

体
と

す
る

経

典
で

あ

り
、

こ

れ

は

前
の

弥

陀
の

恩
徳
と

重

な

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（

3）

る
。

弥
陀
の

恩
徳
は

、

「

大
経
』

の

重
誓

偈
に

依
っ

て

述
べ

ら

れ

て

お

り
、

そ
こ

で

は

超
世

と
凡
夫
の

救
い

、

名
号
の

回

施
が

誓
わ

れ

る
。

そ

こ

か

ら
み

れ

ば
、

『

大

経
』

は

弥
陀
の

恩
徳
を

説
く
教

説
と

考
え
ら

れ

る
。

　
し

か

し
、

今
こ

こ

に

釈
迦
の

恩
徳
を

並
べ

る
。

こ

れ

は

親
鸞
の

自

釈

の

あ
と
に

引
用
さ

れ

る

『

大
経
』

発
起
序
の
一

文
が

用
い

ら

れ

る
。

そ

こ

に

は

釈
尊
と

阿
難
と

の

出
遇
い

が

説
か

れ

て

お

り
、

こ

こ

を

も
っ

て

＝
二

七
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真
宗
学
の

実

践
に
お

け
る

体
験
の

意

義
（

中
　
山
）

『

大
経
』

が

出

世
本
懐

経
で

あ
る
こ

と

が

示
さ

れ

る
。

こ

こ

で

二

尊
教

と

し

て

『

大

経
』

の

大
意
を

述
べ

る

こ

と
は

、

親
鸞
が

法
然
と
の

出
遇

い

に

釈
尊
と

阿

難
の

出

遇
い

を

重

ね

た

と

考
え
ら
れ
る

。

そ

れ

は
、

そ

の

体
験
が

個
人

を
超
え
て

、

釈
尊
や

法
然
を
世
に

出
だ

し

た

本
願
の

は

た

ら

き

に

触
れ

た
こ

と

と
し

て

同
義
だ

か

ら
で

あ
る

。

冒
頭
に

、

　
謹
ん

で

浄
土

真
宗
を

按
ず
る

に
二

種
の

回

向
あ

り
。

一

に

は

往
相、

二

に
は

　
還

相
な

り
。

往
相
の

回

向
に
つ

い

て

真
実
の

教
行

信
証
あ

り
。

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　（
『

教
行
信

証
』

『

定

親
全
」

　一

・

九

頁）

と

述
べ

ら

れ

る

よ

う
に

、

弥
陀
の

恩
徳
は

、

教
行
信

証
と
い

う
仏
道
を

実
現
す
る

往
相
回
向
そ
の

も
の

で

あ
り

、

釈
迦
の

恩

徳
は
、

近
く
で

は

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　
（

4
）

法
然
と

し

て

示
さ

れ

る

よ

う
に

、

『

浄
土

論
』

の

出
第
五

門
に

説
か

れ

る

還
相
回

向
の

具
体
相
と

し
て

考
え

ら

れ

る
。

し

か

し
、

こ

れ

ら

は

別

に

あ
る

の

で

は

な
い

。

「

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

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
（

『

定
親
全
』

二

和
讃
編
・
一

八

三

頁）

と

あ
る

。

こ

こ

に

「

回
入
せ

り
」

と

あ
る

よ

う
に

、

す
で

に

回
入
し
て

い

る
。

名
号
を

体
と

す
る

本
願
の

は

た

ら

き
に

よ
っ

て
、

往
相
回
向
に

ょ
っ

て

実
現
さ

れ

る

仏
道
が
成
就
す
る

と

き
、

そ
こ

に

は

す
で

に

還
相

回
向
の

は

た

ら

き
も
感
得
し
て

い

る
。

し

た

が
っ

て
、

弥
陀
釈
迦
や

往

相
還

相
と
二

種
類
あ
る

よ

う
に

み
え

る

が
、

真
実
教
の

決
定
と
い

う
と

き
に

は
、

そ

れ

ら

全

て

が

本

願
の

成
就
と

し
て

感

得
さ

れ
る

。

そ
れ

＝
二

八

が
、

親
鸞
が

法
然

と

出

遇
っ

た

感
動
の

正
体
で

あ
る

。

　

さ

て
、

『

大
経
』

を
二

尊
教
と

し

て

受
け
と

め

た

あ
と

、

　
何
を
以
て

か
、

出
世
の

大
事
な

り
と

知
る

こ

と

を

得
る

と

な

ら
ば

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
（

『

教
行
信
証
」

『

定
親
全
』

　一
・

九

頁）

と

添
え
て

、

『

大

経
』

の

発
起

序
が

引
用
さ

れ
る

。

こ

の
一

文
は

、

『

法

華
経
』

を

出
世
本
懐
経
と

位
置
付
け
る

「

唯
一

大
事
の

因
縁
を

以
て

の

故
に

世
に

出

現
し

て
」

と
い

う
言
葉
を

う
け
た

も
の

と
、

従
来
指
摘
さ

れ
る

。

『

大
経
』

は
、

先
ほ

ど
の

釈
迦
の

恩
徳
と

し
て

も

述
べ

た

よ

う
に

、

　
如

来
、

無

蓋
の

大

悲
を

以

て
三

界
を

矜
哀
し
た

ま

う
。

世
に

出
興
す
る

所
以

　
は
、

道
教

を

光
闡
し
て
、

群
萌
を

捶
い

、

恵
む

に

真
実
の

利
を
以

て

せ
ん

と

　
欲

し
て

な

り
。

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　
（

『

真
聖

全
』

一

・

四

頁）

と
い

う
一

文
か

ら
、

『

大
経
』

を
出

世
本

懐
経
と

し

て

位

置
付
け

て

き

た
。

そ

れ

故
に

、

真
の

出

世
本
懐
経
は

『

法

華
経
』

か

『

大
経
』

か

と

い

う
対
立
関
係
と

な

る
。

　

し

か

し
、

改
め

て

親

鸞
の

自
釈
を
み

る
と

、

そ
こ

で

は
、

出
世
本
懐

経
と

し

て

提

示
さ

れ

た

も
の

を

真
実
教

と

し

て

妄
信

す
る

の

で

は

な

く
、

『

大

経
』

こ

そ

出

世
本
懐

経
と

決

定
し

た

信
心
の

内
実
を

問
題
と

す
る

。

そ
の

た

め
、

こ

こ

で

は

『

大
経
』

を

真
実
教
と

仰
い

だ

所
以

に

よ
っ

て

出
世
本
懐
経
で

あ

る
こ

と
を

確
か

め

る
。

　

こ

の

こ

と

を
踏
ま
え
て

『

大
経
』

の

引

用

を
見
る

と
、

阿

難
が

「

今

日

世
尊

、

諸

根
悦
予
し

姿
色

清
浄
に

し

て
、

光

顔
巍
巍
と

ま
し
ま

す
」

と

仰
ぎ
み
る

こ

と

か

ら

始
ま
る

。

『

大
経
』

の

原

文
で

は
、
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そ
の

時、

世
尊

、

諸
根
悦
予
し

姿
色

清
浄
に

し

て
、

光
顔
巍
巍
た

り
。

尊
者

阿
難

、

仏
の

聖
旨
を

承
け

、

即
ち
座

従
り
起
ち

、

偏
に

袒
右
肩
し

、

長
跪
合

掌
し

て
、

仏
に

白
し
て

言
さ

く
　

　
　
　
　

　
　
（

『

真
聖
全
』

一
・

四

頁
）

と
い

う
一

文
が

前
に

あ

る
。

つ

ま

り
、

阿

難
は

「

仏
の

聖
旨
を

承
け
」

る

こ

と

に

よ
っ

て

仏
を

仰

ぐ
。

し
か

し
、

親

鸞
は
こ

れ

を

引

用
し

な

い
。

こ

の

意
味
と

は
、

何
か

他
に

真
実
と

い

う
も
の

が

あ
る

の

で

は

な

く
、

阿

難
が

仏
を
仏
と
し
て

仰
ぎ
み

る

と

い

う
値
遇
に

お

け
る

目

覚
め

が

そ
の

ま
ま

真
実
で

あ
り

、

そ
こ

が

仏
道
の

出
発
点
で

あ
る

と

考
え
ら

れ

る
。

　

ま
た

、

未
離

欲
の

凡
夫
と

伝
え
ら

れ
る

阿
難
が

、

「

未
だ

曾
て

瞻
覩

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
（
5）

せ

ず
、

殊

妙
な
る

こ

と

今
の

如

く
ま
し

ま

す
を

ば
」

と

述
べ

る

よ

う

に
、

今
は

じ
め

て

仏
を

仏
と
し

て

仰
ぎ

み

る
。

仏
の

覚
り
は

仏
に

し

か

わ

か

ら

な
い

。

し
か

し

今
、

凡
夫
で

あ
る

阿

難
が

そ
の

身
の

ま

ま

に

仏

を

仰
ぐ

。

ま
た

、

そ
れ

を
念
ず
る

と

こ

ろ

の

讃
嘆
と

し

て
、

五

徳
現
瑞

と

仏
仏

相
念
の

世

界
が
説
か

れ

る
。

こ

の

世
界
は

、

釈
尊
以

前
よ

り
伝

統
さ

れ

る

本
願
の

歴
史
に

触
れ

た

感

動
で

あ
る

。

そ

し
て

、

「

何
が

故

ぞ

威

神
の

光
、

光
乃
し
爾
る
」

と
、

阿
難
は

釈
尊
に

ま

で

伝
統
さ
れ

て

き
た
本
願
の

歴

史
を
問
う

。

　

こ

こ

に

き
て

よ

う
や

く
、

釈

尊
は

阿

難
の

問
い

を

ほ

め
、

「

世
に

出

興
し
た

ま
ふ

所
以
」

を

説
き
あ

か

す
。

そ
こ

に

述
べ

ら

れ

る

「

群

萌
の

拯
い
」

は
、

未

離
欲
の

凡
夫
の

身
の

ま
ま
に

仏
を
見
る

と
い

う
阿
難
の

目

覚
め

で

あ
る

。

こ

れ

は

本
願
が

衆
生

の

上
に

実

現
し

た

証
拠
で

あ

真
宗
学
の

実
践
に
お

け
る

体
験
の

意
義
（

中

　
山
）

る
。

だ

か
ら
こ

そ
、

こ

の

阿
難
が

問
う
た

出
遇
い

の

意

味
は

、

歴

史
の

上

で

決
定
的

で

あ
っ

た
。

四
　
ま
と

め

本
願
の

　

か

く
し

て
、

真
実
教

は

阿
難
の

値
遇
に

決
定
さ

れ

る
。

そ
れ
は

群
萌

に

開
か

れ

る

本
願
の

仏

道
の

開
顕
で

あ
る

。

『

教
行
信
証
』

は
こ

の

後
、

行

信
証
と

著
さ
れ

る

が
、

そ
れ
は

仏

道
の

道
程
を

表
現
し

て

い

る

の

で

は

な
い

。

親
鸞
は

法
然
と

の

出
遇
い

の

意
味
を

本
願
に

聞

く
こ

と

で
、

そ
こ

に

念
仏
の

伝
統

、

信
心

、

涅
槃
と
い

う
こ

と

が

自
覚
的
に

顕

か
と

な
っ

た
こ

と

を

著

し

て

い

る

と

考
え
ら

れ

る
。

そ

の

た

め
、

教
巻
で

真

実
教
と
は

何
か

と
い

う
説
明
を

し

な
い

。

こ

こ

で

は

法
然
と

の

出
遇
い

を

本
願
が
こ

の

身
に

成
就
し

た

事
実
と

し
て

顕
か

に

し

て

い

る
。

1
　
『

定
親
全
』

三
・

書
簡
篇
・
一

八

入

頁
。

六

七

頁
。

　
　
　

3
　
『

真
聖
全
』

　一

・

＝
二

〜
一

聖

全
』

一
・

二

七
七

頁
。

　
　
　

5
　
『

定
親
全
』

　
2
　
『

定
親
全
』

　
・

四

頁
。

　
　
　
4
　
『
真

一

・
一
一

頁
。

〈

凡
例
〉

一
、

出
典
は

次
の

よ

う
に

略

記
し

た
。

　
　
『

定
本

親
鸞
聖

人
全
集
』

（

法
蔵
館、

一

九

六

九）

↓

「

定
親
全』

　
　
『

真
宗
聖
教
全

書
』

（

大
八

木
興
文

堂
、

一

九

四
一
）

↓
『

真
聖
全
』

〈

キ
ー

ワ

ー

ド
〉

　
浄
土

真
宗

、

親
鸞、

『

教
行
信
証
』

、

真
実
教

　

　

　
　

（

大

谷
大

学
大
学
院
）

＝
二

九
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