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高
　
田

　
信

良

〈
論
文
要
旨
〉

　
「

宗
教
以
前
」

の

A

私
V

が

「

宗
教
の

中
に

生
き

て

い

る
」

こ

と

を

発
見
す
る

と

こ

ろ

に

思
索
が

は

た

ら
い

て

い

る
。

そ
の

よ

う
な

　
「

思
想
」

（

親
鸞
の

「

本
願
と

の

出
遇
い

を

聞
思

す
る

思
索
」）

を

関
心

事
と

す
る

。

親
鸞
は

自
身
の

「

本
願

・

念

仏
・

信
心
」

理
解
を

「

聞
思
」

す
る

　
（
思

索
し

、

表
現
し

て

語
る）
。

歴
史
上
の

親
鸞
が

、

最
初
の

〈

親
鸞
V

思
想
の

担
い

手
で

あ

り
、

親
鸞
に

つ

な
が

っ

て

念

仏
者
と

な
る

人
々

（

歴
史

　
的
八

真
宗
〉

共
同
体
に

集
う
人
々）

が

（

次
な
る

）

A

親
鸞
〉

思
想
の

担
い

手
で

あ
る
。

そ
の

よ

う
な

人
々

が

連
綿
と

生
ま

れ

続
け
る

力
を

与
え
て

い

　
る

の

が

親
鸞
の

「

聞
思
」

の

思
索
で

あ
る

。

歴

史
的

〈

真
宗
〉

共
同
体
に

集
う

人
々

は
、

「

報
恩
講
」

を

営
み

「

正

信
偈
」

を

唱
和
す
る

な

か

で

親
鸞

　
と
一

味
の

「

信
心
」

理
解
を
生
き
る

。

「

正

信
偈

計
を
唱
え
る

主

体
（
一

鉱

萌
主

語
）

は
、

歴

史
上
の

親
鸞
で

あ
り

、

ま

た
、

一

人
一

人
の

念
仏
者

　
で

あ
る

。

親
鸞
と

共
に

、

「

も

つ

ぱ
ら

こ

の

行
に

奉
へ
、

た
だ
こ

の

信
を

崇
め
」

る
人
々

の

運

動
態
・

共

同
体
が
、

宗
教
と

し

て

の

〈

親
鸞
〉

思
想
を

　
生
き
る

宗
教
運
動
態
で

あ
る

。

〈
キ
ー
ワ
ー

ド

V
　
親
鸞
思
想、

本
願、

念
仏

、

他
力、

聞
思
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思
想

・

宗
教

・

〈

親
鸞
V

思
想
（

こ

こ

で
の

概
念
規
定
）

 
宗
教
は
一

定
の

信
の

も

と

に

生
き
る

人
々

の

共

同
体
で

あ

り
、

信
仰
運
動
態
で

あ
る

。

　

仏
教
は

、

「

仏
・

法
・

僧
へ

の

帰

依
」

「

教

行
証
−

教
え

に

帰

依
し
、

行
じ

て

証
［

悟
り

］

に

い

た

る
」

、

イ
ス

ラ

ー
ム

は

「

神
の

他

に

神
な

し
、

ム

ハ

ン

マ

ド

は

神
の

使
徒
な

り
」

、

キ

リ

ス

ト

教
は

「

ナ

ザ
レ

の

イ
エ

ス
、

神
の

子
・

救
い

主
」

と

の

〈

信
〉

表
明
の

も
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と

に

生
き

る

人
々

の

信
仰
運
動
態
で

あ
る

。

こ

れ

ら

の

概

念
的
表
現
（

教
理）

も

ひ
と

つ

の

「

思
想
」

と

言
え
る

も

の

で

あ
る

。

　

 
思
想

　
　
「

宗
教
以

前
」

の

〈

私
〉

が

「

宗
教
の

中
に

生
き
て

い

る
」

こ

と

を

発
見
す

る
と

こ

ろ

に

思
索
が

は

た

ら
い

て

い

る
。

拙
論
で

は
、

そ

の

よ

う
な
思

索
を
「

思

想
」

と

理

解
す
る

。

　

 
〈

親

鸞
〉

思
想

　
「

思
想
と

し

て

の

宗
教
」

と

の

表
現
か

ら

は
、

実
定

宗
教
・

宗
教

伝
統
に

お

け

る

信
に

と

ら

わ

れ

ず
に

、

思

索
の

場
か

ら

宗
教
を
考

え

る
、

い

わ

ば

外
側
の

視
点
か

ら
の

議
論、

例
え

ば
、

仏
典
を

思
想

書
と

し
て

読
む

と
い

う
議
論
が

予
想
さ

れ
る

。

《

思

想
と

し

て

の

〈

親
鸞
〉

思
想
》

と

の

テ

ー
マ

で

あ
れ

ば
、

親

鸞
の

思

想
を

歴
史
的
な
真

宗
共
同
体
に

お

け

る

A

親
鸞
〉

思
想
か

ら

自
由
な

仕
方
で

、

〈

私
〉

が
、

一

人
】

人
が

歴
史
上

の

親

鸞
の

思
想
に

、

実

存
的
に

参
入
し

、

共
に

思
索
す
る

営
為
が

想
起
さ

れ

る

だ

ろ

う
。

し

か

し
、

拙
論
の

テ

ー
マ

は

「

宗
教
と

し

て

の

〈

親

鸞
〉

思
想
」

で

あ
る

。

そ

れ

は
、

歴

史
上

の

親
鸞
の

思
想
を

独
自
に

浮
か

び
上

が

ら
せ

よ

う

と

す
る

も
の

で

は

な
い

。

　

親
鸞
は

仏
教
の

教
え
を
求
め

生
き

る

な

か

で
、

あ
る

教
え
理

解
の

説
示

に

出
遇
っ

た
。

以
後、

そ

の

教
え

理

解
の

も
と

に

生
き

る

な

か

で
、

ま

わ

り

の

人
々
・

縁
あ
る

人
々

に

そ
れ

を

語
っ

て

い

っ

た
。

親
鸞
の

そ
の

教
え

理
解
を

聞
い

た

人

が

そ

れ

を
き
っ

か

け
と

し
て

自
身
も

同
じ

く
教
え
に

生
き

る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ

の

よ

う
に

し

て

そ

の

教
え
理

解
の

内
実
に

よ
っ

て
、

あ
る

仏
教
の

運
動
態

・

宗
教

運

動
態
が

形
成
さ

れ
て

い

っ

た
。

そ

こ

に

「

宗
教
と

し
て

の

〈

親
鸞
〉

思

想
」

が

見
い

だ
さ

れ

る
。

　

歴
史
上

の

親
鸞
が

、

最
初
の

〈

親

鸞
〉

思
想
の

担
い

手
で

あ

り
、

親

鸞
に

出
遇
っ

て

念
仏
者
と

な

る

人
々

（

歴
史
的
〈

真
宗
〉

共
同

体
に

集
う
人
々
）

が

次
な

る

〈

親
鸞
〉

思

想
の

担
い

手
で

あ
る

、

そ

の

よ

う
な

人
々

が

連
綿
と

生
ま

れ

続
け

る

力
を

与
え
て

い

る

の

が

親
鸞
の

「

聞
思
」

の

思

索
と

理

解
す

る
。

そ

の

よ

う
な
「

聞
思
」

は
、

「

知
解
を
求
め

る

信
」

（

ま
 

ω

ρ

轟
臼
Φ

昜

巨
巴
Φ
。

ε

邑

と

の

特
徴

　　　　　（1094）　 2
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宗教 とし て の く親鸞〉 思想

を
拝
つ

も

の

と

も
言
え
る

だ

ろ

う
。

　
〈

親
鸞
〉

思

想
と

の

表

現
は

、

歴
史
上
の

親
鸞
（

＝

七
三

1
一

二

六
二
）

が

出
遇
っ

た

こ

と

が

ら

を

言
葉
化
し

た

内
実
（

本
願
と

の

出

遇
い

を
聞
思
す
る

思

索
、

「

他
力
と

い

ふ

は

如
来
の

本
願
力
な

り
」

と

し

て

後
述
）

で

あ

り
、

親
鸞
に

出
遇
っ

て

念
仏

者
と

な

る

人
々

（

歴
史
的
〈

真
宗
〉

共
同
体
に

集
う

人
々
）

も

共
有
す
る

内
実
を

指
す
も
の

と

し

て

用
い

る
。

二

　
「

宗
教
以
前
」

1
〈

宗
教
の

中
に

生
き
て

い

る
〉

こ

と

の

発
見

1
「

本
願
と

の

出
遇
い

を
聞
思
す
る
」

　
1
　
「

宗
教
以

前
」

　
「

宗
教
以

前
」

の

〈

私
〉

は
、

「

い

つ

れ
の

行
も

お

よ

び

が

た

き

身
」

で

あ
り

、

自
身
の

行
き

先
は

「

地
獄
は
一

定
す

み

か

ぞ

か

し
」

以

外
に

は

な
い

。

「

愛
欲
の

広
海
に

沈
没
し

、

名
利
の

太
山
に

迷
惑
し

て
、

定
聚
の

数
に

入
る

こ

と

を

喜
ば

ず、

真
証
の

証
に

近
づ

く

　
　

　
た
の

こ

と
を

快
し

ま
」

な

い

よ

う
な

自
身
の

現
実
で

あ
る

。

（

恵

信
尼
消
息
が

伝
え

る
）

求

道
の

日
々

、

「

後
世
の

た

す
か

ら
ん

ず
る

縁
に

あ

ひ

ま
ゐ

ら

せ

ん

と

た

つ

ね

ま

ゐ

ら
せ

て
」

、

「

生

死
い

つ

べ

き

道
」

を

必
死
に

求
め

て
い

る

親

鸞
の

現
実
で

あ
る

。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　〔
2）

＊

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

＊

ま
こ

と

に

知
ん

ぬ
、

悲
し

き

か

な
愚

禿
鸞

、

愛
欲
の

広
海
に

沈
没
し

、

名
利
の

太
山
に

迷
惑
し

て
、

定
聚
の

数
に

入
る

こ

と

を

喜
ば

　

ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　〔
3）

　

ず
、

真
証
の

証
に

近
づ

く
こ

と

を

快
し

ま

ざ

る
こ

と

を
、

恥
づ
べ

し

傷
む
べ

し

と
。

＊

山
を

出
で

て
、

六

角
堂
に

百
日
篭
ら
せ

た

ま

ひ

て

後
世
を
い

の

ら
せ

た
ま

ひ

け

る

に
、

九

十
五

日
の

あ
か

月、

聖

徳
太
子
の

文
を

結

　
び
て
、

示

現
に

あ
つ

か

ら

せ

た

ま
ひ
て

候
ひ

け

れ

ば
、

や

が

て

そ
の

あ
か

月
出
で

さ

せ

た

ま

ひ

て
、

後
世
の

た

す

か

ら

ん

ず
る

縁
に

　
あ
ひ

ま

ゐ

ら

せ

ん

と

た
つ

ね

ま

ゐ

ら
せ

て
、

法
然
上
人

に

あ
ひ

ま
ゐ

ら
せ

て
、

ま

た

六

角
堂
に

百
日
篭
ら
せ

た

ま

ひ

て

候
ひ

け

る
や

3 （1095｝
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う
に

、

ま
た

百
か

日
、

降
る

に

も

照
る
に

も
、

い

か

な

る

大
事
に

も

ま

ゐ

り
て

あ
り
し
に
、

た

だ

後
世
の
こ

と

は
、

よ

き

人

に

も

あ

　

し

き

に

も
、

お

な

じ

や

う
に

生

死
出
づ
べ

き

道
を
ば

、

た

だ
一

す
ぢ
に

仰
せ

ら

れ
候
ひ

し

を
、

う
け
た

ま
は

り
さ

だ

め

て

候
ひ

し
か

　

ば
、

「

上
人
の

わ

た

ら
せ

た

ま

は

ん

と

こ

ろ

に

は
、

人
は
い

か

に

も

申
せ
、

た
と

ひ

悪

道
に

わ

た

ら
せ

た

ま

ふ

べ

し

と

申
す
と

も
、

　

世
世
生
生
に

も

迷
ひ

け

れ

ば
こ

そ

あ

り

け

め

と

ま

で

思
ひ

ま

ゐ

ら

す
る

身
な

れ

ば
」

と
、

や

う
や

う
に

人
の

申
し

候
ひ

し

と
き

も
仰

　

　
　

　

　
　
へ
る　

　

せ

候
ひ
し

な

り

　

2
　
〈

宗
教
の

中
に

生
き
て

い

る
〉

こ

と

の

発
見

　
〈

私
V

が

「

宗
教
の

中
に

生
き

て

い

る
」

こ

と

を

発
見
す

る

と
こ

ろ

に

は

あ

る

思
索
が

働
い

て

い

る
。

（

西
平
先
生
の

レ

ジ
ュ

メ

の

言

葉
を

参
考
に

す
る
と

、

宗
教
・

信
仰
に
）

「

外
側
か

ら
近
づ
い

て

際
に

立
ち

、

内
側
か

ら

出
よ

う

と

し

て

際
に

立
つ

、

宗
教
の

際
に

立

っ

て
、

A

悩
む
〉

」

、

そ

の

よ

う
な

「

プ

リ
ミ

テ
ィ

ヴ
な

困

惑
（

な

ま
の

問
い
）
」

が

解
決
さ

れ

た

こ

と

を

発

見
す

る
。

〈

宗
教
の

外
に

あ

る
〉

自
身
が

、

〈

宗

教
の

内
に

あ
る
〉

こ

と

を

発
見
す
る

。

そ

れ

が

自
分
ひ

と

り

の

な
か

で

生
じ

た

も

の

で

あ
る

か

ぎ
り

で

は
、

個
人

史
の

な
か

の

出
来
事
で

あ
り

、

「

個
人

的
な

宗
教

体
験
の

な

ま
の

思
想
性
」

（
解
題
趣
旨

）

で

あ
ろ

う
。

し
か

し
、

そ

の

よ

う
な
こ

と

が

ら

が

他
の

人
に

お
い

て

も
生
じ

た

場
合

、

つ

ま

り
、

他
の

人

と

共

有
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

と

こ

ろ

で

は
、

「

悩
み
・

困
惑
」

が

解
決

さ

れ

た

と
こ

ろ

に

立
つ

自
分

自
身
を
発

見
す

る

「

信
」

の

営

為
で

あ
り

、

そ

の

営
為
を

共
有
す

る

人
々

の

問
で

求
心
力
が

は

た

ら
い

て

く
る

（

実

定
宗
教
化
し

て

い

く
）

の

で

あ
る

。

実

定
宗
教
・

宗
教

伝
統
は

そ

の

よ

う
な

「

思
想
」

〈

信
〉

の

運
動
態
で

あ
る

と

言
え

る

だ

ろ

う
。

　

そ

の

よ

う
な

「

宗
教
以

前
」

の

う
ち

に

生
き

る

親

鸞
は

、

専
修
念
仏
の

教
え
を

説
く

法
然
と

出
遇
っ

て
、

「

後
世
の

た

す

か

ら

ん

ず

る

縁
」

に

あ
ず
か

り
、

「

生

死
出
づ

べ

き

道
」

を

聞
く
こ

と

が

で

き

た
。

「

た

だ

念
仏
し

て

弥

陀
に

た

す

け

ら

れ

ま

ゐ

ら

す
べ

し
」

「

本

（leg6＞　 4
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願

を

信
じ

念
仏
を

申
さ

ば

仏
に

成
る

」

と

の

教
え
に

出
遇
っ

た
。

親
鸞
は

、

「

雑
行
を

棄
て

て

本
願
に

帰
」

し

た

の

で

あ
る

。

　

親
鸞
は

法
然
の

説
く

専
修
念
仏
の

教
え

に

出
遇
っ

て
、

「

宗
教
以

前
」

に

あ
る

自
身
が
〈

宗
教
の

中
に

生

き

て

い

る
〉

こ

と

を

発
見
し

た

の

で

あ
る

が
、

法
然
は

、

善
導
（
六

；

T
六

八
一
）

の

こ

と

ば
に

出
遇
っ

て
〈

念
仏
の

教
え

、

正

定
之

業
〉

に

帰

依
し

た

の

で

あ

る
。

＊

な
げ

き

な

げ
き

経
蔵
に

入
り

、

か

な

し

み

か

な
し

み

聖

教
に

む

か

い

て
、

手

ず
か

ら
み

ず
か

ら

ひ

ら

き

て

見
し

に
、

善

導
和
尚
の

　

『

観
経
の

疏
』

に

い

は

く
、

＝

心
専
念
弥

陀
名
号

、

行
住
坐

臥
不
問
時
節
久

近
、

念
念
不
捨

者
、

是
名
正

定
之

業
、

順
彼
仏
願
故
」

　

［

一

心

に

弥

陀
名

号
を

専
念
し
て

、

行

住
坐

臥
、

時
節
の

久
近
を

問
は

ず
、

念
念
に

捨
て

ざ
る

を

ば
、

こ

れ

を

正

定
の

業
と

な
ず

　

く
、

か

の

仏
願
に

順
ず
る

が

ゆ
え

に
］

と
い

ふ

文
を
見
え
て

の

ち
、

わ
れ

ら

が

ご

と

く
の

無
智
の

身
は

、

ひ

と
へ

に

こ

の

文
を

あ
ふ

　

ぎ
、

も

は

ら

こ

の

こ

と

は

り
を
た

の

み

て
、

念
念
不

捨
の

称
名
を
修
し

て
、

決
定
往
生
の

業
因
に

に

そ

な

ふ
べ

し
。

た
ゴ

善
導
の

遺

　

教
を

信
ず
る

の

み

に

あ
ら

ず、

又
あ
つ

く
弥

陀
の

弘
願
に

順
ぜ

り
。

「

順

彼
仏
願

故
」

の

文
、

深
く

魂
に

そ

み
、

心
に

と

ど

め

た

る

　
　（
5∀

　

な
り

。

＊

親
鸞
に

お

き

て

は
、

た
だ

念
仏
し

て

弥

陀
に

た

す
け
ら
れ
ま
ゐ

ら

す
べ

し

と
、

よ

き

ひ

と

の

仰
せ

を
か

ぶ

り

て

信
ず
る
ほ

か

に

別
の

　

子
細
な

き

な

り
。

…

…

弥
陀
の

本
願
ま
こ

と

に

お

は

し

ま

さ
ば

、

釈
尊
の

説
教

虚
言
な

る
べ

か

ら

ず
。

仏
説
ま
こ

と

に
お

は

し

ま

さ

　

ば
、

善
導
の

御
釈
虚
言
し
た

ま

ふ

べ

か

ら

ず
。

善
導
の

御
釈
ま

こ

と

な

ら

ば
、

法
然
の

仰
せ

そ
ら

ご

と

な

ら
ん

や
。

法
然
の

仰
せ

ま

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
さね

　
こ

と

な

ら

ば
、

親
鸞
が

申
す
む

ね
、

ま

た

も
つ

て

む

な
し

か

る

べ

か

ら

ず
候
ふ

か
。

＊

他
力

真
実
の

む

ね

を
あ
か
せ

る

も

ろ

も
ろ

の

正

教
は

、

本
願
を

信
じ

念
仏
を

申
さ

ば

仏
に

成
る
、

そ

の

ほ

か

な

に

の

学
問
か

は

往
生

　
　

　
　
　

　
　（
7）

　

の

要
な

る
べ

き

や
。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
8＞

＊

愚
禿

釈
の

鸞、

建
仁
辛
酉
の

暦
、

雑
行
を

棄
て

て

本
願
に

帰
す

。

5 （1097）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

　

3
　
「

本
願
と

の

出
遇
い

を

聞
思
す
る

思
索
」

　
「

本
願
を

信
じ

念
仏
を
申
さ

ば

仏
に

成
る
」

は
、

親
鸞
が

法
然
に

出
遇
っ

て

念
仏
の

教
え
に

帰
依
し

た
と

き

の
、

法

然
の

教
え
の

核

心
を

な

す

メ

ッ

セ

ー

ジ
で

あ
っ

た
。

法
然
は

、

「

本
願
を

信
じ

念
仏
を

申
さ

ば

仏
に

成
る
」

と

の

教
え

（

メ

ッ

セ

ー

ジ
）

に

善
導
の

こ

と

ば
を

通
し

て

出
遇
っ

た
。

そ
の

善
導
の

こ

と

ば
は

、

仏
の

願
に

順
じ

た

も
の

で

あ
る

が

ゆ

え

に

真
実
で

あ

る
。

法
然
は

説
く
。

「

選

ん

で

浄
土

門
に

入
れ

、

選
ん

で

正

行
に

帰
す
べ

し
、

選
ん

で

正

定
を
も
っ

ぱ

ら

に

す
べ

し
」

、

「

正
定
の

業
と

は
、

仏
の

名
を

称
え

る
こ

と

で

あ
る

。

称
名
に

よ

っ

て
、

か

な

ら

ず、

浄
土
へ

生
ま

れ

る
の

で

あ
る

。

そ

れ

は

仏
の

本
願
に

よ

る

が

ゆ

え
で

あ
る
」

と
。

＊

そ

れ
す
み

や

か

に

生
死
を

離
れ

ん

と

欲
は

ば
、

二

種
の

勝
法
の

な

か

に
、

し

ば
ら

く
聖
道
門
を

き

て
、

選
ん

で

浄
土

門
に

入

れ
。

浄

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

な
げ
う

　

土

門
に

入
ら

ん

と

欲
は
ば

、

正
・

雑
二

行
の

な

か

に
、

し

ば
ら

く
も
ろ

も

ろ

の

雑
行
を
抛
ち

て
、

選
ん

で

正

行
に

帰
す
べ

し
。

正

行

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

か

た
わ

　

を

修
せ

ん

と

欲
は

ば
、

正
・

助
二

業
の

な

か

に
、

な
ほ

助
業
を

傍
ら

に

し

て
、

選
ん

で

正
定
を

も
つ

ぱ
ら

に

す
べ

し
。

正

定
の

業
と

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

厄

　

は

す

な

は

ち

こ

れ

仏
の

名
を

称
す
る

な

り
。

称
名
は

か

な
ら

ず
生

ず
る
こ

と

を

得
。

仏
の

本
願
に

よ

る

が

ゆ

ゑ

に
」

と
。

　

親

鸞
は

、

法
然
を
と

お

し

て

出
遇
っ

た

「

本
願
の

教
え

」

、

つ

ま

り
、

「

本
願
を

信
じ

念
仏
を

申
さ

ば

仏
に

成
る

」

（

本
願
を

信
じ

i

教、

念
仏
を

称
え

る

1
行

、

仏
に

成
る

1
証
）

と
い

う
こ

と

が

ら

（

仏
法）

に

出
遇
っ

た

現
実
性
の

こ

と

わ

り
を

、

諸
々

の

経
典

・

論

釈
を

学
び

、

「

聞
思
」

す

る
。

そ

し
て

、

「

他

力
真
実
の

む

ね

を

あ
か

せ

る

も
ろ

も
ろ

の

正

教
」

を

「

聞
思
」

す

る

な

か

で
、

「

他
力
と

い

ふ

は

如
来
の

本
願
力
な

り
」

と

の

こ

と

ば
に

出
遇
っ

た

［

そ

の

よ

う
に

表
わ

し
た
］

の

で

あ

る
。

　

拙
論
に

お

い

て
、

「

他
力
と
い

ふ

は

如
来
の

本
願
力
な

り
」

と

の

「

聞
思
」

こ

そ
、

〈

親
鸞
〉

思
想
の

核
心

を
な

す
こ

と

が

ら

と

理
解

す
る

が
、

親
鸞
自
身
が

教

学
的
思

索
に

お

い

て

体
系
的
に

整
理

し

た

か

た

ち

で

表
現
し
て

い

る

も

の

で

あ
る

ゆ

え
、

後
述
の

「

本
願
の

聞
思
」

の

節
に

お
い

て

扱
う

こ

と

と

す
る

。
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親
鸞
は
、

法
然
と

の

出
遇
い

に

つ

い

て
、

ま

た
、

そ
こ

に

お

け
る

仏
法
と

の

値
遇

を
、

た

だ
、

ひ

た

す

ら
、

「

聞
思
」

す

る
。

法
然

に

つ

い

て
、

ま

た
、

経
典
の

文

言
に

つ

い

て
、

と

き

に
、

直
接
的
に
、

あ
る
い

は
、

噛
み

く
だ

き
つ

つ
、

ま

わ

り
に

い

る

人
々
・

生

活

を

共
に

す
る

人
々

に

折
々

に

語
っ

た
。

『

歎
異

抄
』

や

『

恵
信
尼
消
息
』

に

よ
っ

て

伝
え

ら

れ
る

語
句
は
、

そ

の

よ

う
な

語
り
の

光
景

を
う
か

が

わ
せ

る
。

法
然
と

の

出
遇
い

に

つ

い

て

語
る

と

き
、

親
鸞
は

、

そ

の

と

き

ど

き

に

お

け

る

〈

い

ま
・

こ

こ
〉

に

お

い

て
、

法

然
と

出
遇
い

、

本
願
の

教
え
と

出
遇
っ

て

い

る
。

そ
こ

で

は
、

常
に

新
た
に

、

「

宗
教

以
前
」

の

な

か

に

い

た

〈

私
〉

が
、

「

宗
教
の

中

に

生
き

て

い

る
」

こ

と

を

発
見
し
て

い

る
。

本
願
の

教
え

を

「

聞
思
」

（

思
索）

し
つ

つ
、

そ

の

内
実
を
語
り

、

著
わ
し

続
け

る
。

「

善

信
八

十
八

歳
」

と

記
さ

れ

た

消
息
か

ら

も

窺
わ
れ

る

よ

う
に

、

親
巒…
は

、

最
晩

年
に

い

た

る

ま

で

「

聞
思
」

し

続
け

た

の

で

あ
る

。

＊

故
法
然
聖
人
は

、

「

浄
土

宗
の

人
は

愚

者
に

な

り
て

往
生

す
」

と

候
ひ

し
こ

と

を
、

た

し

か

に

う
け

た
ま

は

り

候
ひ

し

う
へ

に
、

も

　

の

も

お

ぼ

え
ぬ

あ
さ

ま

し

き
ひ
と

び
と

の

ま

ゐ

り

た

る

を

御
覧
じ
て

は
、

「

往
生

必

定
す
べ

し
」

と

て
、

笑
ま

せ

た

ま

ひ

し

を

み

ま

　

ゐ

ら

せ

候
ひ

き
。

文
沙
汰
し
て

、

さ

か

さ

か

し

き

ひ

と

の

ま

ゐ

り
た

る

を

ぱ
、

「

往
生
は
い

か

が

あ
ら

ん

ず
ら

ん
」

と
、

た

し

か

に

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　（
10）

　

う
け

た

ま

は

り
き

。

い

ま

に
い

た
る

ま

で

お

も

ひ

あ
は
せ

ら

れ

候
ふ

な

り
。

　

　
　

　
三

　
親
鸞
に

出
遇
っ

て

念
仏
者
と

な
る

人
々

の

出
現

−
親
鸞
「

聞
思
」

の

メ
ッ

セ

ー

ジ

ー

　

1
　
親
鸞
に

出
遇
っ

て

念
仏
者
と

な
る

人
々

　

親
鸞
に

出
遇
っ

て

念
仏
者
と
な
る

人
々

が

出
現
し
て

く

る
。

親
鸞
と
一

味
の

「

信
心
」

理

解
を
生
き

る

念
仏
共
同
体
が

生
ま
れ

て

く

る
。

　

親
鸞
は
、

周
り
の

人
に

、

念
仏
の

教
え

を

語
っ

た
。

実
際
の

語
り
方
は

さ

ま

ざ

ま

で

あ
っ

た
だ
ろ

う
が
、

そ
の

核
心
を
な

す
メ

ッ

セ

7 （1099〕
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ー
ジ

は
、

法

然
か

ら

聞
い

た

と

お

り
の

「

本
願
を

信
じ

念
仏
を

申
さ

ば

仏
に

成
る
」

「

如
来
よ

り

た

ま
は

り

た

る

信
心
…

…

善
信
が

信

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
（
11）

心
も
聖
人
［

源

空
］

の

御
信
心
も
一

つ

な

り
」

。

（

本

願
・

念
仏

・

信
心
の

理

解、

親
鸞
「

聞
思
」

の

内
実
）

と
い

う
も

の

で

あ
り

、

そ

の

心
と

し

て
、

親
鸞
自
身
が

出
遇
っ

た
こ

と

ば
、

「

他
力
と
い

ふ

は

如
来
の

本

願
力
な

り
」

と
い

う
も
の

が

語
ら

れ

た

で

あ

ろ

う
。

親

鸞
の

こ

と

ば

に

出
遇
い

、

聞
い

た

人
々

は
、

そ

の

メ
ッ

セ

ー

ジ

の

核
心
を

理

解
し

た

が

ゆ

え
に

、

念
仏
の

教
え

に

帰
依
し

た

の

で

あ

る
。

聞
い

た

そ

の

人
も

、

「

本
願
を

信
じ

念
仏
を

申
さ

ば

仏
に

成
る
」

と
い

う

教
え

に

つ

い

て
、

（
い

わ

ば

直
観

的
に
）

「

聞
思
」

し
、

「

他
力
と

い

ふ

は

如
来
の

本
願
力
な

り
」

と

の

こ

と

わ

り
を

得
心
し

た
。

親

鸞
が

「

他
力
と
い

ふ

は

如
来
の

本
願

力
な

り
」

と

の

〈

親

鸞
〉

思
想
に

得
心
し

た

よ

う
に

、

親
鸞
か

ら

聞
い

た

そ

の

教
え
に

帰
依
し

た

人
も
、

そ

の

〈

親
鸞
〉

思
想
に

得
心
し
た

の

で

あ
る

。

　

歴
史
上
の

親
鸞
が

、

最
初
の

〈

親
鸞
〉

思
想
の

担
い

手
、

親
鸞
に

出
遇
っ

て

念
仏

者
と

な

る

人
々

（

歴
史
的
〈

真
宗
〉

共
同
体
に

集

う

人
々
）

が

（

次
な

る
）

〈

親
鸞
V

思
想
の

担
い

手
と

な

る
。

そ

の

よ

う
な

人
々

が

連
綿
と

生
ま

れ

続
け
る

力
を

与
え

て

い

る

の

が

親

鸞
の

「

聞
思
」

思

索
に

他
な
ら

な
い

と

言
え

よ

う
。

も
っ

と

も
、

歴
史
上
の

親
鸞
の

想
い

を

忖
度
す
れ

ば
、

そ

れ

は
、

〈

法

然
〉

思

想

と

い

う
べ

き

か

も

し
れ

な
い

。

い

や
、

〈

善

導
〉

思

想
で

あ
り

、

〈

天

親
〉

思
想、

〈

曇
鸞
〉

思
想
…

…

で

あ
る

か

も

し

れ

な
い

。

た
だ

、

歴
史
上
の

親
鸞
に

出

遇
っ

た

人
々

が
、

〈

自
身
は

、

親
鸞
に

よ
っ

て

そ

の

教
え
へ

と

導
か

れ

た
〉

と

の

想
い

か

ら

く

親
鸞
を

宗
祖
と

仰

ぐ
V

よ

う
に

な
っ

た
（

教
え

理

解
に

お

け

る

師
資
相
承

的
な

関
係
の

出

発
点
に

親
鸞
を
位

置
づ

け
た
）

の

で
、

そ

の

か

ぎ
り

に

お

い

て

く

親
鸞
V

思
想
と

表
現
し

て

差
し

支
え

な
い

で

あ
ろ

う
。

　

親
鸞
は
、

建
保
二

（
一

二
一

四
V

年
、

上

野

佐
貫
の

地
で

、

（

三

部

経
）

「

千
部
読
誦
」

を

途
中
で

中
止

し

て

常

陸
へ

向
か

っ

た
こ

と

が
「

恵

信

尼
消
息
」

で

知
ら

れ
る

。

建
暦
元
（

＝
一
二
一
）

年
に

「

赦
免
」

と

な
っ

た

後
、

親
鸞
が

東
国
へ

赴
く
よ

う
に

な
っ

た

事

情

は

詳
ら

か

で

は
な
い

が
、

一

説
に

「

善
光
寺
勧
進
聖
」

に

加
わ
っ

た

が

ゆ

え
で

は

な
い

か

と

推
測
さ

れ
て

い

る
（
平
松
令
三

氏
）

。
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親
鸞
が

関
東
に

居
た

二

十

年
余
の

間
に

、

各
地
に

念
仏

者
と

な

る

人
々

が

現

れ
て

き
た

。

後
に

、

在
所
の

名
に

よ

り
、

高
田

門
徒

（

真
仏
）

、

横
曽
根
門
徒
（

性
信）

な

ど

と

呼
ば

れ
る

人
々

で

あ
る

。

さ

ら

に
、

関
東
を

離
れ
て

京

都
へ

赴
く

途
上

に

あ
っ

た

親
鸞
と

の

出
遇
い

が

縁
と

な

り
、

念
仏

者
と

な

る

人
々

も

生
ま

れ

て
い

っ

た
。

た

と

え

ば
、

三

河

矢
作
（
岡
崎
市）

の

地
に

あ
る

聖

徳
太

子
を

祀
る

「

太
子
堂
」

に

親
鸞
が

立

ち

寄
っ

た

縁
で

、

後
に

妙

源
寺
（
真
宗
高
田

派
所
属）

が

生
ま

れ
て

い

る
。

ま

た
、

近
江

・

木

部
（

野
洲

市）

に

あ

る

「

毘

沙
門
堂
」

（

天
安
堂
）

に
、

親
鸞
が

立
ち

寄
っ

た

こ

と

が

縁
で

、

後
に

錦
織
寺
（
真
宗
木
辺

派
本
山
）

が

生
ま

れ

て

い

る
。

こ

の

よ

う

に

し

て
、

い

つ

し

か
、

親

鸞
に

出
遇
っ

た

人
々

に

よ

り

念
仏
共
同
体
（

真
宗
教
団
）

が

生
ま

れ
て

い

っ

た
。

既
存
の

堂

や

新
た

に

創
ら

れ

た

草
庵

、

道
場
な

ど

は
、

後
世、

寺
院
化

す
る

な

ど
、

そ

れ

ぞ

れ
、

独

自
の

歩
み

を

し

て

い

く
が

、

い

ず
れ

も
、

親

鸞
に

つ

な

が

る

念
仏
者
の

共
同
体
で

あ
る

。

　

平

松
令
三

氏
は

、

越
後
か

ら

関
東
へ

赴
く
よ

う

に

な
っ

た
こ

と
、

佐
貫
で

の

「

千
部
読
誦
」

中
止
の

で

き

ご
と

、

さ

ら
に

、

二

十
年

余
の

後
、

関
東
か

ら

京

都
へ

向
か

う
よ

う
に

な
っ

た

こ

と

の

事
情
を

、

「

善
光
寺
勧
進
聖
説
」

で

も
っ

て

推
測
し
て

い

る
。

す

な

わ

ち
、

（

下
野

専
修
寺）

高
田

山
一

光
三

尊
仏
は

「

勧
進
上
人

［

上

席
の

勧

進
聖
］

へ

就
任
し
た

証
し
」

で

は

な
い

か
。

ま

た
、

『

三

河

念
仏

相
承
日

記
』

（
岡
崎
市
上

宮
寺
に

伝
来）

は
、

「

建
長
八

年
（

］

二

五

六）

十
月

、

高
田

の

真
仏

以
下
四

人
が

、

京
都
の

親

鸞
を

訪
ね

て
、

関

東
か

ら
の

旅
の

途
上

、

三

河
国
矢
作
の

薬
師

寺
に

立

ち

寄
り

、

念
仏
を

勧
請
し

、

帰
途
に

顕
智
が

三

河
に

留
ま
っ

て

念
仏
を

広
め

た
、

と
い

う

記
事
か

ら

始
ま
り

、

三

河
国
内
で

念

仏
が

広
ま
っ

て

い

く

状
況
を

記
述
し
た

も

の

で

あ
る
」

が
、

そ

こ

に
、

三

河
か

ら
、

三
、

四

年
ご

と

に

何
名
か

ず
つ

団
体
を

組
ん

で

関

東
の

高
田

ま

で

参
詣
（

高
田
マ

イ
リ

）

に

で

か

け

て
い

る

こ

と

が

記
さ

れ

て
い

る
。

そ
の

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
12）

こ

と

か

ら
、

（

下
野
高
田
）

専
修
寺
の

本
寺
化
が

進

行
し

て

い

る

と

受
け

と

め

て

い

い

の

で

は

な

い

か
、

と

言
わ

れ

る

（

高
田

門
徒
の

流
れ

に

お

い

て
、

下
野
高
田
の

専
修
寺
は

本
寺
と

な

り
、

本
山

専
修
寺
は

遷
っ

て

い

る
）

。

拙
論
の

関
心
に

即
し

て

み

れ

ば
、

念

仏
の

9 （1ユ01）
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教
え

（

往
生

極
楽
の

み

ち
）

に

出
遇
っ

た

人
が

そ

の

教
え
を

伝
え

て

く

れ
た

親
鸞
ゆ
か

り

の

下
野
高
田
へ

の

参
詣
が

行
わ
れ

て

い

る

と

受
け
と

め

ら

れ

る
。

す
な

わ

ち
、

『

歎
異

抄
』

が

伝
え

る

よ
う
な

「

十
余
箇
国
の

さ

か

ひ

を

こ

え

て
、

身
命
を

か

へ

り

み

ず
」

に

〈

親

鸞
〉

思

想
を
生
き

る

人
が

現
に

現
れ
て

い

た

の
で

あ
る

。

＊

三

部
経、

げ
に

げ
に

し

く

千
部
よ

ま

ん

と

候
ひ

し
こ

と

は
、

信
蓮
房
の

四
つ

の

歳、

武

蔵
の

国
や

ら

ん
、

上
野
の

国
や

ら

ん
、

佐
貫

　

と

申
す
と

こ

ろ

に

て

よ

み

は

じ
め

て

四

五

日
ば

か

り

あ
り
て

、

思
ひ

か

へ

し

て

よ

ま

せ

た

ま

は
で

、

常
陸
へ

は

お

は

し

ま

し
て

候
ひ

　

　
　
（
13）

　

し

な

り
。

＊

お

の

お

の

十
余

箇
国
の

さ

か

ひ

を

こ

え
て

、

身
命
を
か
へ

り
み

ず
し

て
、

た
つ

ね

き

た

ら
し

め

た

ま

ふ

御
こ

こ

ろ

ざ

し
、

ひ

と
へ

に

　

往
生

極
楽
の

み

ち

を

問
ひ

き

か

ん

が

た
め

な

り
。

し

か

る

に

念
仏
よ

り
ほ

か

に

往
生
の

み

ち

を
も

存
知
し
、

ま

た

法
文

等
を

も

し

り

　

た

る

ら

ん

と
、

こ

こ

ろ

に

く
く
お

ぼ

し
め

し

て

お

は

し
ま

し

て

は

ん
べ

ら

ん

は
、

お

ほ

き
な

る

あ
や

ま

り
な

り
。

も

し

し

か

ら

ぼ
、

　

南
都
北

嶺
に

も

ゆ

ゆ

し
き

学
生
た

ち

お

ほ

く
座
せ

ら

れ
て

候
ふ

な

れ

ば
、

か

の

ひ

と

に

も
あ
ひ

た

て

ま
つ

り
て

、

往
生
の

要
よ

く

よ

　

　
　

　

　
　
　

　（
14）

　

く

き

か

る
べ

き

な

り
。

　

2
　
〈

親
鸞
〉

に

出
遇
っ

て

念
仏
者
と
な
る

人
々

　
〈

親
鸞
〉

に

出
遇
っ

た

人
々

に

よ

り
形

成
さ

れ

て

い

っ

た

念
仏

共
同
体
（

真

宗
教

団）

の

形
は

、

覚
如
（

＝
一

七
〇
1
一

三

五
一
）
・

存

覚
（

＝
一
九

〇
1
一

三

七
三
）

・

蓮
如
（
一

四
一

五

1
一

四
九

九
）

の

登

場
で

、

教
団

的
形
態

（

法
統
の

流
れ
）

に

お

い

て

も
、

ま

た
、

教
学

的
思

惟
に

お
い

て

も
、

大
き

く

変
わ
っ

て

い

っ

た
。

親
鸞
の

墓

所
・

大
谷

に

建
て

ら

れ

た

廟
堂

が

覚

如
に

よ

っ

て

本

願
寺
へ

と

発
展

し
、

存
覚
は

『

教
行
信
証
』

の

註
釈
『

六
要

鈔
』

を
著
し
た

。

本
願
寺
八

世
の

蓮
如
の

時
、

多
く
の

人
々

が

蓮

如
の

説
法
に

出
遇
っ

て

念
仏
者
と

な
っ

て

い

っ

た
。

そ

れ

ま

で

関
東
の

門
弟
以

来
の

法
統
の

も

と

に

あ
っ

た

人
々

の

多
く
も

蓮
如
に

帰
参
し
て

い

っ

た

（

仏
光
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寺
や

錦
織
寺
な

ど
）

。

ま
た

、

江

戸
時
代
に

は

教
学

的
な

営
為
（

東
西
本
願
寺
の

学
林
創
設
な
ど

）

が

盛
ん

と

な

り
、

宗

学
に

基

礎
づ

け
ら

れ
た

説
法
を

聞
く
人

々

の

な

か

か

ら

「

妙
好
人
」

と

呼
ば
れ

る

篤
信
者
も
う
ま

れ

て

い

っ

た
。

覚
如
・

存
覚

・

蓮
如
の

教

学
的
思

惟
に

強
く
影
響
さ

れ

た

側
面
も

指
摘
さ

れ
る

が
、

基

本
的
に

は
、

〈

親
鸞
V

思

想
の

メ

ッ

セ

ー

ジ
・

《

本
願
・

他
力
回
向
の

教
え
》

に

出

遇
っ

た

人
々

の

共

同
体
と

醤
え
る

だ
ろ

う
。

四

　
〈

本
願
の

聞
思
〉

　

歴
史
上

の

親
鸞
が

、

最
初
の

く

親
鸞
V

思
想
の

担
い

手
で

あ
り

、

親
鸞
に

出
遇
っ

て

念
仏
者
と

な
る

人
々

（

歴
史
的
〈

真
宗
〉

共
同

体
に

集
う
人
々
）

が

次
な

る

〈

親
鸞
〉

思
想
の

担
い

手
で

あ

る
、

そ

の

よ

う
な

人
々

が

連

綿
と

生
ま

れ

続
け
る

力
を

与
え

て

い

る

の

が

親

鸞
の

「

聞
思
」

の

思

索
で

あ
る

。

　

親
鸞
は

、

〈

本
願
の

教
え

を

聞
思
〉

し

て
、

「

他
力
と

い

ふ

は

如
来
の

本
願
力
な

り
」

と

の
こ

と

ば

を
は

じ

め

と

し

て
、

多
く
の

親
鸞

独

自
の

こ

と

ば

を
、

『

顕
浄
土
真

実
教
行
証
文

類
』

や

『

浄
土

和
讃
』

『

高
僧
和
讃
』

な

ど

に

著
わ

し

た
。

親
鸞
と

同
じ

く

＜

真
宗
〉

念

仏

共
同
体
に

生
き

る

人
々

の

な

か

に

は
、

〈

本
願
の

聞
思
〉

を
生
き

る

人

生
の

な

か

で

独
自
の

こ

と

ば
に

出
遇
い

・

表
わ

し

て

「

妙
好

人
」

と

よ
ば
れ

る

よ

う
に

な
っ

た

人
々

も
い

る
。

ま

た
、

親
鸞
の

著
わ
し

た

こ

と

ば

を

学
ぶ

こ

と

（

教

学
）

を

と

お

し

て
、

親

鸞
が

〈

親
鸞
〉

思

想
を

「

聞
思
」

し

た

の

と

同
じ

く
＜

親
鸞
〉

思
想
を

追
体
験

・

追

思

索
せ

ん

と

す
る

人
々

も

少
な

く
な

い
。

そ

れ

ら
の

人
々

の

〈

本
願
の

聞
思
〉

の

生
き

方
を

少
し

ば
か

り
み

よ
う

。

　
1
　
〈

真
宗
〉

念
仏
共
同

体
に

お

け
る

「

報
恩

講
」

と

「

正

信
偈
」

　
（

歴

史
的
に

は
、

か

な

り
、

後
の

時

代
で

あ
る

が
）

〈

真

宗
〉

念
仏

共
同
体
に

お

い

て
、

「

報
恩
講
」

が

営
な

ま

れ

「

正

信
偈
」

が

唱
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和
さ

れ

る
。

報
恩
講
と

は
、

親

鸞
の

命
日
（
旧
暦

＝

月
二

八

口
、

［
明
治
期
以
降
凵

新
暦
一

月
一

六
日〉

を

期
し

て

催
さ

れ

る
。

親

鸞
が

仏
法

（

本
願
念
仏
の

教
え
）

を

弘
め

た
こ

と

に

対
す
る

報
恩
（

仏
恩

、

衆
生
恩
へ

の

讃
嘆
）

で

あ
り、

〈

私
V

が

仏
法
に

出
遇
っ

て

い

る
こ

と

に

対
す
る

報
恩
で

あ
る

。

〈

真
宗
V

念
仏
共

同
体
に

集
う
人
々

は
、

歴
史
上
の

親
鸞
を
宗

祖
御

開
山
と

敬
慕
す
る

。

「

報
恩
講
」

を

営

み

「

正

信
偈
」

を

唱
和
す

る

な

か

で

親
鸞
と
一

味
の

「

信
心
」

理

解
を

生
き

る
。

　
「

正

信
偈
」

は
、

『

顕
浄
土

真
実
教

行
証
文

類
』

「

行
巻
」

末
に

あ
る

。

そ

れ
は

、

阿
弥

陀
仏
へ

の

信
の

表

白
（

帰
命
無
量

寿
如

来）

か

ら

始
ま
り

、

法

蔵
菩
薩
が

阿

弥
陀
仏
と

成
っ

た
こ

と

（

発
願

・

五

劫
思
惟
・

願

成
就
）

が

説
か

れ

る
。

釈
尊
は

こ

の

本
願
の

教
え

を

説
く
た

め

に

世
に

現
れ
た

こ

と

が

説
か

れ
、

さ

ら
に
、

七

人
の

先
達
（

龍
樹
・

天

親
・

曇
鸞
・

道
綽
・

善
導

・

源
信
・

源
空
）

の

念
仏

理

解
を

問
い

尋
ね
ら

れ
、

「

た

だ
こ

れ

ら

の

高
僧
の

説
を

信
ず
べ

し
」

（

唯
可

信
斯
高
僧
説
）

と

の

句
で
も
っ

て

終
わ

る
。

　
「

無
量
寿
如
来
に

帰
命
し

、

不

可
思
議
光
に

南
無
し

た

て

ま

つ

る
」

で

始
ま

り
、

「

た

だ
こ

れ

ら
の

高
僧
の

説
を

信
ず
べ

し
」

で

も
っ

て

終
わ

る

正

信
偈
を

唱
え

る

主
体
（

「

人

称
の

主

語
、

信
を

表
白
す

る

主

体
）

は
、

ま

ず、

『

教

行
信
証
』

の

著
者
た

る

歴
史
上

の

親

鸞
そ

の

人
で

あ
る

こ

と

は

言
う
ま

で

も
な

い
。

し

か

し
、

彼
一

人

で

は

な
い

。

正

信
偈
を
唱
和
す
る
一

人
一

人
が
、

親
鸞
と
一

味
に

な

っ

て

信
を
表
白
し

て

い

る

の

で

あ
る

。

そ

の

姿
に

は
、

歴
史
上
の

親

鸞
の

信
心
（

行

信）
・

本
願
理

解
が

反

復
（

追
体
験
追

思
索
）

さ

れ

て
い

る
。

　
「

本
番
を

信
じ

念
仏
を
申
さ

ば

仏
に

成
る
」

と

の

教
え

を

う
け
て

念
仏
を

称
え

る
。

念
仏
を

称
え

る

こ

と

が
一

人
一

人
に

と
っ

て

自

身
の

こ

と

ば
で

あ
る

。

（

親

鸞
が

形
を

与
え

た
）

正

信
偈
を

唱

和
す

る

よ

う
に

な
っ

て
、

そ

れ

は

念
仏
を

称
え

る
こ

と

と

同
じ

く
一

人

一

人
の

自

身
の

こ

と

ば
と

な

る
。

「

妙
好
人
」

や

学
問
的
反

省
を
す

る

人
の

場

合
の

よ

う
な

独
自
の

こ

と

ば
で

は

な
い

が
、

念
仏
を
称

え

る

こ

と
、

正

信
偈
を
唱

和
す
る

こ

と

が

自
身
に

と

っ

て

の

「

こ

と

ば
」

と

な
っ

て

い

る
。

一

人
一

人
が

親
鸞
の

本
願
理

解
を
共

有
す

〔1104） 12
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宗教 として の く親鸞〉思想

る
。

親
鸞
と
一

味
に

な

り
、

「

他
力
と
い

ふ

は

如
来
の

本
願
力
な

り
」

と

の

〈

親
鸞
〉

思
想
に

生
き

る
。

そ

の

よ

う

な

人
々

（

御

同
行

御
同
朋
）

が

生
き

る

と

こ

ろ

に

「

宗
教
と

し

て

の

〈

親
鸞
〉

思
想
」

が

見
出
さ

れ

る
。

＊

本
願
の

名
号
は

正

定
の

業
な
り

。

至

心

信
楽
の

願

［

第
十
八

願
］

を

因
と

す
。

　

等
覚
を

成
り
大
涅

槃
を

証
す
る
こ

と

は
、

必
至

滅

度
の

願
［

第

十
一

願
］

成
就
な
り

。

　

如
来

、

世
に

興
出
し

た

ま
ふ

ゆ

ゑ

は
、

た

だ

弥
陀
の

本
願
海
を

説
か

ん

と

な

り
。

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

〔
15）

　
五

濁
悪
時
の

群
生

海
、

如
来
如

実
の

言
を

信
ず
べ

し
。

　

　
　
　

本
願

名
号
正

定
業
　
至

心
信
楽
願
為
因

　
成
等
覚
証
大
涅

槃
　
必
至

滅
度
願

成
就

　

　
　
　

如
来
所
以

興
出
世

　
唯
説
弥
陀
本
願
海
　
五

濁
悪

時
群
生
海

　
応

信
如
来
如
実
言

　
2
　
妙
好
人
に

お

け
る

「

聞
思
」

（

独
自
な
こ

と

ば
・

表
現
を

見
い

だ

し

た
人
々
）

　

妙
好
人
と

呼
ば
れ

る

篤
信
の

信
者
が

現
れ

て

く
る

。

「

妙
好
入
」

は
、

親
鸞
に

お

い

て

は
、

「

念
仏
の

ひ

と

は

す

な

は

ち
こ

れ
人
中
の

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　（
16）

好
人
な

り
、

人

中
の

妙
好
人
な
り

」

を
意

味
し

て

い

る

が
、

現
代
の

我
々

が

こ

の

語
を

用
い

る

場
合
に

は
、

仰
誓
（
一

七

二

一

ー
一

七
九

四）

等
が

編
纂
し

た

『

妙
好
人
伝
』

以

来
、

真
宗
世
界
の

中
で

の
一

群
の

篤
信

者
を

指
す

。

い

わ

ゆ

る
、

文
字
を

習
い

漢
籍
を
学
ぶ

教

養
に

は

縁
の

薄
い

人
生
を

歩
み

な
が

ら

も
、

ま

た
、

宗
教
的
な

関
心
を

あ
ま

り
示
し

て
い

な

か
っ

た

人
が

、

あ
る

出
来
事
を

機
縁
と

し

て

仏
法
に

関
心
を
示

し

聞
法
を
重
ね

る

な
か

で
、

信
仰
理

解
を

深
め
、

篤
信
の

生
活
を

送
る

よ

う
に

な
っ

た

姿
や
、

悪
人
正

機
の

信
仰

理

解
を

体
現
す
る

よ

う

な

法
悦
の

人
生
を
送
る

よ

う
に

な
っ

た
姿
な
ど

が

「

妙
好
人
」

と
し
て

理
解
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

て

い

っ

た
。

大
和
の

清
九
郎

二

六

七

八
ー
一

七
五

〇）

や
、

讃
岐
の

庄
松
（
｝

八

〇
〇
1
一

八

七
二
）

、

因
幡
の

源
左

二

八
四
ニ

ー
一

九
三

〇）
、

岩
見
の

才

市
（

一

八
五

〇
ー
一

九
三

二
）

等
々

、

多
く
の

人
が

注
目
さ

れ

て

い

る
。
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こ

の

よ

う
な

「

真
宗
の

草
の

根
的
な

篤
信

者
」

は
、

当
時
の

「

信
心
正

因
、

称
名
報
恩
」

と

い

う
教
学
に

基
礎
づ

け
ら
れ

た

説
法
に

触
れ
、

そ
の

教
え

の

神
髄
（

〈

親
鸞
〉

思
想

、

他
力
と
い

ふ

は

如
来
の

本
願

力
な

り
）

を

体
解
し

、

〈

親
鸞
〉

思
想
を
自
身
の

独
自
の

法

悦
の

こ

と

ば

で

表

現
し

た

人
々

で

あ
る

。

　
　

　

　
　
　

ヨ

＊

こ

こ

ろ

み

て

あ
さ

ま

し

と

　
　
　
　
ぬ　
　　

　

き

ほ
い

た
い

さ

き

に

で

き

　
　
コ

　

　げ
　　
　

　
　
　
ハ
　ソ

＊

み
だ

ぶ

つ

が

み

み

に

い

り

　
　
ロ　

　

く
ち

に

で

る

と

き

ご

を

ん

と

か

わ
り

　
　
ム
　

ビ
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
カソ

＊

う
た

が

い

と

ら

れ

じ
り
き

も
と

ら

れ

　
　

　

　
　

　

　
　　
　　
　
　
　
　　

　

な
い

こ

そ

よ

け

れ

み

が

ら
く
で

　

3
　
親
鸞
に

お

け
る

「

本
願
の

聞
思
」

　

法
然
か

ら

る
。

鸞
〉

に

出
遇
っ

て

念
仏

者
と

な

り
、

う
」

と

の

表
現
が

用
い

ら
れ

る
）

、

て
い

く
。

　
　

　

「

本
願
を

信
じ

念
仏
も
う
さ

ば

仏
に

成
る
」

法

然
の

説
示
は

も

と

よ

り

多
く
の

先
達
に

学
び
つ

つ
、

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〈

親
鸞
V

思

想
を

生
き

る

人
々

は
、

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〈

親
鸞
V

思
想
に

内
在
す

る

体
系
性
を
教

学
的
概
念
に

よ

り

分
析
的
に

解
明

・

再

構
成
し

、

そ

の
一

人
と

し

て

浅
原
才
市
の

法

悦
の

表
現
を

見
て

お

き

た
い

。

　

（
思
う）

　

を

も

う

わ
あ
と

の

こ

と

　

（
御

昼

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
（
17）

　

ご
を

ん

う
れ
し

や

な

む

あ

み

だ

ぶ

つ

　

　
（
機
法一
体）

　

き
ほ

い

た
い

こ

こ

ろ

に

い

り
て

　

〔
御

壓
　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
〔
18）

　

ご

を

ん

う
れ
し

や
な
む

あ
み

だ

ぶ

つ

　
　
　　

　

つ

み

も

と

ら

れ
て

な
む

あ
み

だ

ぶ

仁

　
　
こ

こ

ろ

と
ら

れ
て

な

ん

仁
も

な
い

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

（
19）

　

な
む

あ
み

だ

ぶ

仁
に

な
が

れ
こ

ま

れ

て

ー
〈

本
願
を

信
じ

冖

教
え
］

、

念
仏
も

う
さ

ば
［

行
］

、

仏
に

成
る

［

証
］

〉

　

　

　
　

　

　
と

の

教
え
を

受
け

た

親
鸞
は

、

そ

の

「

本
願
の

教
え
」

を
ひ

た
す

ら

聞
思
す

　

　

　
　

　

　
　

本
願
（

阿
弥
陀
仏
の

四

十
八

願
）

に

つ

い

て

聞
思

す
る

。

そ

し

て
、

〈

親

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

そ

の

よ

う
な

親
鸞
の

聞
思
を

追
体
験
追
思

索
し

（

「

祖
意
を

窺

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

記
述
し

＊

法
然
上

人
の

述
べ

ら

れ
た
選

択
本
願
は
、

そ

れ

自
体
は

第
十
八

願
念
仏
往
生
の

願
と

し

て
、

凡
夫

救
済
論
と

し

て

す
ば
ら

し
い

論
理

　
で

あ
っ

た
。

…

…

親
鸞
聖
人
は

聖

覚
法
印
の

『

唯
信
鈔
』

に

示

さ

れ

る

第

十
七

願
理

解
に

大
き

な

示
唆
を

受
け

、

諸
仏
の

称
名
を
、

（11D6） 14
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宗教 と し て の く親鸞〉 思想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20∀

　

第
十
八

願
で

衆
生
が

聞
名
す
る
こ

と

に

よ
っ

て

救
わ

れ

る

と

い

う

「

大
行
と

し

て

の

念
仏
行
」

と
い

う
立
場
を

示

し

た
。

＊
（

念
仏
［

行
］

と

信
心
の

関
係
）

行
信
論
は

、

「

源
空
聖

人
の

念
仏
往
生
の

法
義
が

忠

実
に

継
承
さ

れ

た

と
こ

ろ

に

成
立
し
て
い

る

信

　

心
正

因
の

教
示
で

あ
る

…

…
、

信
心
正

因
は

ま

た
、

唯
信
正

因
と
い

わ

れ
、

信
心
の

み

が

往
生
成

仏
の

因
で

あ
る

と

い

う
こ

と

で

あ

　

り
、

念
仏
は

因
で

は

な
い

と
い

う
こ

と

に

な

る
。

一

方
、

往
生

成
仏
の

因
で

あ

る
と

の

側
面
と

因
で

は
な
い

と

の

側
面
と

を
併
せ

持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21）

　
つ

…
…
こ

の

両
側

面
が

統
合
さ

れ

る

論
理
が

構
築
さ

れ

な

く
て

は
な
ら
な
い

。

」

親
鸞
の

本
願
理

解
の

内
に

は

独
自
の

体
系

性
が

存
し

て

い

る
。

「

願

海
真

仮
」

「

三

願
的

証
」

「

三

願
転

入
」

な
ど

の

概

念
に

よ

り
整
序

し
つ

つ

追

思
索
さ

れ

る
。

ま

た
、

「

三

願
転
入
に

つ

い

て
」

の

哲

学
的
解
釈
（

「

第
二

十
願
と

第
十
八

願
と

の

表

裏
相
即
の

自
覚
が

体
験

の

事
実
で

あ
る

」

武
内
義
範
『

教
行
信
証
の

哲

学
』

）

も
同
質
の

教
学
的
思

惟
と

し

て

多
く
の

人
の

関
心
を

惹
い

て

い

る

も

の

で

あ
る

。

い

ず
れ

も
、

「

宗
教
と

し

て

の

く

親
鸞
V

思

想
」

の

重
要
な

諸
相
で

あ
る

。

そ

れ

ら

を
少
し
ば
か

り

見
る

こ

と

で

終
わ

り

と

し

た
い

。

・
「

他
力
と
い

ふ

は

如

来
の

本
願
力
な

り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22）

　
「

他
力
と
い

ふ

は

如
来
の

本
願
力
な

り
」

（

言
他
力
者
如
来
本
願
力
也
）

と

の

本
願
理

解
は
、

曇
鸞
の

『

往
生
論
註
』

を
読
み

解
く
と

こ

ろ

か

ら

生
ま

れ

て

き

て
い

る
。

曇
鸞
は

天

親
（

世

親
）

の

『

浄
土

論
（

無
量

寿
経
優
婆
提
舎
願
生

偈
）

』

を
論
じ

て
、

次
の

よ

う
に

示

す
。

＊
『

論
』

（

浄
土

論
）

に

〈

五

門
の

行
を

修
し

て

も
つ

て

自
利
利
他
成
就
し

た

ま
へ

る

が
ゆ

ゑ

に
〉

と
い

へ

り
。

し

か

る

に

ま
こ

と

に

そ

　
の

本
を

求
む

れ

ば
、

阿
弥

陀
如
来
を

増
上

縁
と

す

る

な

り
。

他
利
と

利
他
と
、

談
ず
る

に

左

右
あ

り
。

も

し

仏
よ
り
し

て

い

は

ば
、

　
よ

ろ

し

く

利
他
［

他
を

利
す
る
］

と
い

ふ
べ

し
。

衆
生
よ

り
し

て

い

は

ば
、

よ

ろ

し

く

他
利
［

他
が

利
す

る
］

と
い

ふ

べ

し
。

い

ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
23）

　
ま

さ

に

仏
力
を

談
ぜ

ん
と

す
、

こ

の

ゆ

ゑ

に

利

他
を
も
つ

て

こ

れ
を
い

ふ
。

ま

さ

に

知
る
べ

し
、

こ

の

意

な

り
。

」
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親
鸞
は

、

こ

の

よ

う

な

曇
鸞
の

理

解
を

承

け
て

「

他
力
と

い

ふ

は

如

来
の

本
願

力
な

り
」

と

受

け

と

め

る
。

ま

た
、

曇

鸞
が

、

「

お

ほ

よ

そ
こ

れ
か

の

浄
土
に

生

ず
る

と
、

お

よ

び

か

の

菩
薩
・

入
・

天
の

起
す
と

こ

ろ

の

諸
行
は

、

み

な

阿
弥
陀
如

来
の

本
願
力
に

よ

る

が

ゆ

ゑ
に

。

な

に

を
も
つ

て

こ

れ

を
い

は

ば
、

も

し

仏
力
に

あ

ら

ず
は
、

四

十
八

願
す

な

は

ち
こ

れ
い

た
づ

ら

に

設
け

た
ま
へ

ら
ん

。

い

　
ひ

と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
24）

ま

的
し

く
三

願
を
取
り

て
、

も
つ

て

義
の

意
を

証
せ

ん
」

と

述
べ

る

と

こ

ろ

を
承
け

て
、

第
十
八

願
は

［

浄
土
へ

往
生
す
る

］

因
で

あ

り
、

第
十
一

願
は

果
、

第
二

十
二

願
は

果
の

悲

用
を

あ
ら
わ

す
、

と

理

解
す
る

（
「

三

願
的

証
」

と

表
現
さ

れ

る

事
態）

。

親
鸞
は
、

こ

の

よ

う
な

透
見
に

お
い

て
、

「

本

願
」

の

真
実
性
を

明
ら
か

に

し

て

い

く
。

さ

ら

に
、

親
鸞
は

「

本
願
」

（

教
行

証
−

教
行

信
証）

に

「

真
実
」

と

「

方
便
」

を

見
い

だ
し

て
い

く
。

阿
弥

陀
仏
の

四

十
八

願
の

な

か

で
、

第

十
八

願
と

第
十
九
願、

第
二

十
願
を

浄
土
へ

往

生
す

る

正

因
の

願
と

理

解
す
る

。

こ

れ

ら

の

三

願
は

、

い

ず
れ
も

、

往
生
の

因
の

行
信
と

果
を

願
じ

て

い

る

か

ら

で

あ
る

。

そ

し

て
、

そ

れ

ぞ

れ

に

お

け
る

因
と

果
の

関
係
に

よ

り
、

第
十
八

願
を

「

真
実
の

願
」

、

第
十
九

願、

第
二

十
願
を

「

方
便
の

願
」

（

「

願

海
真
仮
」

と

い

わ

れ

る

事
態
）

と

理

解
す
る

。

＊

お

ほ

よ

そ

誓
願
に

つ

い

て

真
実
の

行
信
あ

り、

ま
た

方
便
の

行
信
あ
り

。

そ

の

真
実
の

行
の

願
は

、

諸
仏
称
名
の

願
（

第
十
七

願）

　
な

り
。

そ

の

真
実
の

信
の

願
は

、

至

心

信
楽
の

願
（

第
十
八

願
）

な

り
。

こ

れ

す
な

は

ち

選
択
本
願
の

行
信
な

り
。

そ

の

機
は

す

な

　
は

ち
一

切
善
悪

大
小
凡
愚
な

り
。

往
生
は

す
な

は

ち

難
思

議
往
生
な

り
。

仏
土
は

す
な

は
ち

報
仏
・

報
土

な

り
。

こ

れ

す

な

は

ち

誓

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　（
25）

　
願

不
可
思
議
】

実

真
如
海
な

り
。

『

大
無
量

寿
経
』

の

宗
致
、

他
力
真
宗
の

正

意
な

り
。

・
「

三

願

転
入
」

＊

こ

こ

を
も
っ

て

愚
禿

釈
の

鸞、

論
主
の

解
義
を

仰
ぎ

、

宗
師
の

勧
化
に

よ

り
て

、

久
し

く
万
行
諸
善
の

化
門
を

出
で

て
、

永
く

双

樹

　
林
下
の

往
生
を

離
る

。

善
本
徳
本
の

真

門
に

回
入

し

て
、

ひ

と
へ

に

難
思
往
生
の

心
を

発
し

き
。

し

か

る

に
、

い

ま
こ

と

に

方
便
の
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宗教 として の く親鸞〉 思想

　

真
門
を

出
で

て
、

選

択
の

願
海
に

転
入
せ

り
。

す

み

や

か

に

難
思
往
生
の

心
を

離
れ

て
、

難
思

議
往
生
を
遂
げ
ん

と

欲
す

。

果
遂
の

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
26）

　

誓
い

［

第
二

十
願
］

、

ま

こ

と

に

由
あ
る

か

な
。

こ

こ

に

久
し

く
願
海
に

入

り
て

、

深
く

仏
恩
を
知
れ

り
。

」

＊

三

願
転
入

に

お

け
る

「

転
入
」

と

は
、

従
仮
入
真
を

意
味
し

、

親
鸞
の

信
仰
体

験
を

意
味
す
る

特
殊
な

用
語
で

あ

る
。

つ

ま

り
、

十

　

九
、

二

十
の

方
便
の

願
か

ら

第
十
八

願
へ

の

転
遷
で

あ

り、

自
力
の

迷
心
か

ら

他
力
の

願
心
に

目
覚
め

た
と

こ

ろ

に

「

こ

こ

に

久
し

　

く

願
海
に

入
り
て

深
く

仏
恩
を
知
れ

り
」

（

『

親
鸞
全
』

一

−
三

〇
九
・

『

聖

典
』

三

五

六）

と
い

う
感

激
が

あ
る

。

　

行
か

ら
い

え
ば

、

「

久
し

く
万

行
諸
善
の

仮
門
を

出
で

て
、

（

中
略）

善
本
徳

本
の

員
に

回
入
し
て
」

（
同）

と
、

い

わ
れ

る

よ

う
に

、

雑
行
か

ら

正

行
へ

「

ウ
ツ

リ

イ
ル
」

こ

と

で

あ

り
、

信
か

ら

言
え
ば
、

「

今
特
に

方
便
の

真
門
を

出
て

選
択
の

願

海
に

転
入
せ

り
。

速

や
か

に

難
思
往
生
の

心
を

離
れ

て

難
恩

議

往
生
を

遂
げ
ん

と

欲
ふ
」

（
同）

と
、

自
力
の

信
か

ら

他
力
の

信
へ

「

ウ

ツ

リ
イ

ル
」

こ

と

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て
、

行
と

し

て

の

転
入

は
、

第
十
九

願
か

ら

第
二

十
願
へ

の

引
入
で

あ
り

、

ま

た
、

信
と

し

て

の

転
入
は

第
二

十

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　（
27）

願
か

ら

第
十
八
願
へ

の

引
入

で

あ
る

。

・

武
内
義
範
『

教
行

信
証
の

哲
学
」

（

原

論
文
「

教

行
信
証
に

就
い

て
」

）

＊

さ
て
、

第
二

十
願
か

ら

第
十
八

願
へ

の

転
入

が

先
の

夢
か

幻
か

の

よ

う
な

も
の

の

分
析
の

場

合
の

ご
と

く
に

、

そ

れ

を
自
覚
す
る

こ

　

と
が
か

え
っ

て

そ

れ
か

ら

の

超
越
で

あ
る

と

す

れ

ば
、

第
二

十
願
で

あ
る

と

自
己
を

自
覚
し

つ

つ
、

自
覚
に

お

い

て

も
な

お

第
二

十

　

願
で

あ
り
つ

づ

け
る

意

識
形

態
は

存
在
し

な
い

理

で

あ
る

。

第
二

十
願
の

精
神
も
決

断
に

於
い

て

は
、

他
力
の

念
仏
を

選
択
し

た
つ

　

も
り

で

あ

り
、

第

十
八

願
で

あ
る

と

自
負
す
る

。

こ

の

自
負
し
て
い

る
い

わ

ゆ

る

第

十
八

願
が

、

全
存
在
を

か

け

て

自
己

を

委
託
し

　

尽
し

た

と

意
識
し

て

い

る
。

そ

の

決
断
の

底
に

、

な

お

自
力
の

執
心
が

残
っ

て

い

る
こ

と

を

発
見
す
る

の

に

は
、

第
二

十
願
の

自
覚

　

の

深
化
に

本
質
的
な
一

つ

の

過

程
を

経
歴
し
た

後
で

な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

そ

の

過

程
に

つ

い

て

は
、

第
二

十
願
の

解
明
の

際
に

ご
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れ

を
明
ら

か

に

す
る
こ

と

と

し

よ
う

。

さ

て
、

自
負
し
て

い

た
い

わ

ゆ
る

第
十
八

願
が
、

自
己
の

深
奥
に

自
力
の

執
心
を

発
見
す
れ

劇、

自
負
し

て

い

た

第
十
八

願
は

自
己
剤

第
二

十
願
に

貶

し

て

し

ま

う
。

そ

し

て
一

度
第
二

十
願
に

落
ち

る
こ

と

に

よ
っ

て

か

え
っ

て

逆
に

第
十
八

願
に

浮
か

び

上
る

。

そ

の

こ

と

が

ど

う
し

て

可
能
で

あ
る

か

と

問
わ

れ

れ

ば
、

わ

れ

わ

れ

は
こ

の

「

罪
の

自
覚
か

ら

救
済
へ

」

剣

−
今
ま

で

す
で

に

し
ば
し

ば

繰
り
返
し
て

説
い

た

i
道
の

、

こ

れ

が

最
後
の

最
高
の

前
提
で

あ

り
、

そ

し
て

ま

た

自
覚
の

深

奥
の

し

か

も
了

々

と

し
て

明
か

な

体
験
の

事
実
で

で

も
あ

る

と
い

う
よ

り

外
は

な
い

※
。

第
十
八

願
と

第
二

十
願
と

は

宗

教

的
精
神
の

本
質
的
な

自
覚
の

両
契

機
で

あ

る

か

ら
、

第
十
八

願
の

精
神
は

た

だ
一

度
第
二

十
願
か

ら

転
入

し

て

第
十
八

願
と

な
っ

て

し

ま
っ

た

の

で

は

な

く
、

第
十
八

願
は

絶
え

ず
第
二

唄
願
を

自
己

疎
外
に

よ

っ

て

成
立
せ

し

め
つ

つ
、

ま

た

更
に

そ

れ

を

消
滅
契

欄
ど

し

て

否

定
し
、

掣
八

願
に

転
入
せ

し

め
つ

づ

け
ね

ば
な

ら

な
い

。

親
鸞
が

第
十
八

願
へ

の

自
己

の

転
入
を

「

然
る

に

今
特
に

方
便
の

真

門
を

出
で

て
、

選

択
の

願

海
に

転
入

し
」

と

述
べ

、

そ

の

直
後
に

「

こ

こ

に

久
し

く
願
海
に

入

り
て
」

と

い

っ

て

い

る
、

こ

の

「

今

特
に
」

と

癰゚カ

「

こ

こ

に

久
し

く
」

と

の

矛
盾
は

、

以
上
の

如
く
に

解
す

る
こ

と

に

よ
っ

て

始
め

て

理

解
さ

れ

る

の

で

は

な
い

※

こ

の

第
二

十
願
と

第
十
八

願
と

の

表
裏
相
即
の

自
覚
が

体
験
の

事
実
で

あ
る
と

い

う

こ

と

を
、

こ

の

自
覚
を

成
立

さ

せ

る

根
拠
が

超

　
越
者
と

し

て

の

弥

陀
の

力
で

あ
る

と
い

っ

て

も

よ
い

。

し

か

し

ど

う
し
て

、

弥
陀
は

こ

の

自
覚
を
可
能
に

す
る

か

を

更
に

問
う

と

す

　
れ

ば
、

そ

れ

の

答
え

は

え

ら
れ
な
い

。

む

し
ろ

問
う
こ

と

自
身
が

封
じ

ら

れ
て

い

る
。

超
越
者
と

の

遭
遇
に

お

い

て
、

真
に

具
体
的

　
な
自
覚
が

成
立

す
る

と
い

う
こ

と

は
一

つ

の

不

可

思
議
に

属
す

る
。

そ

し

て

こ

の

自
覚
の

了
々

た

る

覚
知
の

間
の

側
に

不
可
思
議
の

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

（
29）

　
感
じ

が

す

る
こ

と

に

よ
っ

て

始
め

て

遭

遇
と

い

う
こ

と

も

意
味
を
も
っ

て

来
る

。
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宗教 として の く親鸞〉 思想

註
（

1）
　
し

か

れ
ば
凡
小

修
し

易
き

真
教、

愚
鈍
往
き

易
き

捷
径
な

り。

大
聖
】

代
の

教
、

こ

の

徳
海
に

し
く
な
し

。

穢
を
捨
て

浄
を

欣
ひ

、

行
に

迷
ひ

信
に

　
　
惑
ひ

、

心
昏
く

識
寡
な

く
、

悪
重

く
障
多
き
も
の

、

こ

と

に

如
来
（
釈

尊）

の

発
遣
を
仰
ぎ

、

か

な
ら
ず

最
勝
の

直
道
に

帰
し

て、

も

つ

ぱ
ら
こ

の

行

　
　
に

奉
へ

、

た
だ
こ

の

信
を
崇
め
よ

。

…

…

誠
な

る

か

な、

摂
取
不
捨
の

真
言、

超
世
希
有
の

正

法、

聞
思
し
て

遅

慮
す
る

こ

と

な
か

れ
。

　
　
　
『

顕
浄
土

真
実
教

行
証
文

類
』

（

以

下
『

教
行

信
証』
）

「

総
序
」 、

『

浄
土

真
宗
聖

典』

註
釈
版、

本
願
寺

出
版
社、

一

九
八

八

年、

＝一一
一

頁
［
以

　
　
下、

頁
数
の

み
］

。

（

2）
　
『

歎
異
抄
』

第
二

章
、

八
三

三

頁
 

（

3）
　
『

教

行
信
証
』

「

信
巻
」

、

二

六

六

頁
。

（

4）

恵
信
尼
消
息
（
一
）

、

八
｝
一

頁
。

（

5）
　
法
然
『

和
語
燈

録
』

、

『

真
宗
聖

教
全

書
』

第
四
巻
拾
遣

部
、

六

七

九
〜

六
八
一

頁
。

（

6）
　
『

歎
異
抄
』

第
二

章
、

八
三

二

頁
。

（

7）
　
『

歎
異
抄
』

第
十
二

章、

八

三

九
頁

。

（

8）
　
『

教

行
信
証
』

「

後
序
」

、

四
七
二

頁
。

（

9）
　
『

教

行
信
証
』

「

行
巻
」

に

お

け
る
、

「

三

撰
の

文
」

『

選
択

本
願
念

仏
集
』

の

引
用、

一

八

五

頁。

（

10
）
　
（
『

親
鸞
聖
人
御
消
息
』

（

一

六）
、

「

文
応
元

年
十
一

月
十
三

日
、

善
信
八

十
八

歳
」 、

七
七
一

頁。

（

11
）
　
『

歎
異
抄
』

後
序

、

八

五
一

頁
。

（

12
）
　
平
松
令
三

『

親

鸞
の

生

涯
と

思
想
』

吉

川
弘
文
館、

二

〇
〇
五
年、

一

六

〇
頁

。

（

13
）
　
恵

信
尼
消
息
（

三
）
、

八
一

七

頁
。

（

14）
　
『

歎
異
抄
』

第
二

章
、

八
三

二

頁
。

（

15
）
　
『

教

行
信
証
』

行

巻
末
「

正

信
偈
」

、

二

〇
三

頁
。

（

16
）
　
『

教

行
信

証
』

信

巻
、

二

六
二

頁
。

（

17
）
　
『

大

乗
仏

典
』

中

国
日

本
篇
28
『

妙
好
人
』

水
上

・

佐

藤
編、

中
央
公
論
社

、

一

九
八

七

年、

二

〇
八

頁
。

（

18
）
　

同
、

→

＝
皿

頁
。

（

19
）
　
同

、

二

六

四
頁。

（

20
）
　
田

代
俊
孝
『

『

唯

信
鈔
文
意』

講

讃
　
　
選
択
と

唯
信
』

東
本
願
寺

出
版
部

、

二

〇
〇
九

年、

三

頁
。
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内
藤
知
康
『

顕
浄
土

真
実
行
文

類
講
読
』

永
田

文
昌
堂、

二

〇
〇
九

年、

「

ま

え

が
き
」

。

『

教
行

信
証
』

行
巻、

冖

九
〇
頁

。

同、

一

九
二

頁。

同、

一

九
二

頁。

同、

二

〇
二

頁
。

同
、

化
身
土

巻
、

四

＝
一

頁
。

田

代
俊
孝

著
、

＝
二

ニ

ー

＝
二…
二

頁
。

『

武
内
義
範
著
作
集
』

第
一

巻
『

教
行

信
証
の

哲
学
』

法
藏

館、

一

九
九
九

年、

四

五

頁
。

同
、

＝
二

五
頁、

註。
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