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序

論 

 

聞

法

・

伝

道

教

団

で

あ

る

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

に

お

い

て

、

布

教

伝

道

は

長

年

の

間

行

わ

れ

て

き

た

も

の

で

あ

り

、

重

要

な

位

置

づ

け

で

あ

り

続

け

て

き

た

。
そ

の

布

教

伝

道

の

場

に

お

い

て

布

教

使

が

何

を

説

く

の

か

と

い

う

問

い

に

対

し

て

、「

真

宗

の

法

義

」
が

そ

の

答

え

に

な

る

と

い

う

こ

と

に

議

論

の

余

地

は

な

い

。 

し

か

し

、

た

だ

単

に

法

義

を

説

く

だ

け

で

よ

い

の

だ

ろ

う

か

。

藤

澤

量

正

氏

は

、

布

教

伝

道

の

場

で

は

「

自

己

が

教

法

に

よ

っ

て

育

て

ら

れ

た

上

で

の

領

解

を

語

る

べ

き

」
１

で

あ

る

と

指

摘

し

て

い

る

。

私

自

身

、

本

学

で

の

学

び

を

振

り

返

っ

て

み

る

と

、

真

宗

の

教

え

を

学

ぶ

な

か

で

「

よ

ろ

こ

び

」

の

気

持

ち

を

持

つ

場

面

が

多

々

あ

っ

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

藤

澤

氏

の

指

摘

か

ら

示

唆

を

受

け

る

な

ら

、

私

が

本

学

で

の

学

び

の

な

か

で

感

じ

て

き

た

「

よ

ろ

こ

び

」

は

、

布

教

伝

道

の

場

に

お

い

て

語

る

べ

き

内

容

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

ろ

う

。 

 

こ

こ

で

、

真

宗

に

お

け

る

「

よ

ろ

こ

び

」

と

は

具

体

的

に

何

か

と

い

う

こ

と

が

問

題

に

な

る

。

本

稿

は

、

そ

の

点

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

今

回

は

、

そ

の

答

え

を

宗

祖

親

鸞

聖

人

（

以

下

、

親

鸞

と

称

す

）

か

ら

求

め

て

い

き

た

い

。 

親

鸞

の

「

よ

ろ

こ

び

」

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

ま

ず

、

親

鸞

の

生

涯

（

誕

生

か

ら

承

元

の

法

難

の

手

前

ま

で

）

に

お

け

る

苦

悩

と

そ

の

苦

悩

を

脱

す

る

契

機

と

な

っ

た

出

来

事

を

考

察

す

る

。

ま

た

、

そ

の

出

来

事

が

親

鸞

に

と

っ

て

重

大

な

も

の

で

あ

っ

た

と

い

う

点

を

指

摘

す

る

（

第

一

章

）
。

次

に

、
「

よ

ろ

こ

び

」

を

意

味

す

る

「

歓

喜

」

と

「

慶

喜

」

を

親

鸞

が

ど

う

解

説

し

て

い

る

か

を

見

て

い

く

。

そ

の

解

説

文

の

中

で

も

、

よ

ろ

こ

び

の

対

象

に

あ

た

る

「

う

べ

き

こ

と

」

と

い

う

語

を

ど

う

理

解

す

る

の

か

と

い

う

議

論

を

紹

介

し

、
そ

れ

を

検

証

す

る
（

第

二

章

）
。
最

後

に

、
親

鸞

の
「

よ

ろ

こ

び

」
の

心

情

が

表

れ

て

い

る

文

を

確

認

し

て

い

く

。
そ

コピー厳禁
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の

際

、
『

歎

異

抄

』
第

九

条

を

取

り

上

げ

、
そ

こ

に

説

き

明

か

さ

れ

る

親

鸞

の

教

え

を

解

明

す

る

。
そ

れ

に

よ

っ

て

、
親

鸞

が

自

ら

を

悲

歎

す

る

文

に

も

「

よ

ろ

こ

び

」

の

心

情

が

含

ま

れ

て

い

る

こ

と

を

示

し

、

そ

の

文

も

分

析

し

て

い

く

（

第

三

章

）
。 

   

本

論 

 

第

一

章 

法

然

と

の

出

遇

い

と

「

よ

ろ

こ

び

」 

第

一

節 

親

鸞

の

苦

悩

の

日

々

と

法

然

と

の

出

遇

い 

 

親

鸞

の
「

よ

ろ

こ

び

」
と

は

何

か

と

い

う

問

い

に

対

し

て

、
ま

ず

本

章

で

は

、
親

鸞

の

生

涯

か

ら

そ

の

答

え

を

探

っ

て

い

き

た

い

。

本

節

で

は

、

親

鸞

の

生

涯

に

お

け

る

「

よ

ろ

こ

び

」

の

〈

出

来

事

〉

と

い

う

点

に

焦

点

を

当

て

て

、

論

を

進

め

て

い

く

。 

 

親

鸞

の

生

涯

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

は

、

覚

如

の

『

御

伝

鈔

』

や

恵

信

尼

の

『

恵

信

尼

消

息

』

等

に

よ

っ

て

あ

る

程

度

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

親

鸞

は

、

承

安

三

年

（

一

一

七

三

）

に

京

都

の

日

野

の

里

で

生

ま

れ

た

。

父

は

日

野

有

範

で

、

母

は

、

確

定

は

さ

れ

て

い

な

い

の

だ

が

、

吉

光

女

と

い

う

女

性

で

あ

っ

た

と

さ

れ

る

。

九

歳

の

時

、

叔

父

の

範

綱

に

連

れ

ら

れ

て

、

天

台

僧

慈

円

の

も

と

青

蓮

院

で

出

家

得

度

し

た

。 

そ

れ

か

ら

比

叡

山

に

登

る

こ

と

に

な

る

の

だ

が

、

そ

の

際

の

親

鸞

の

心

境

に

つ

い

て

、

少

し

長

く

は

な

る

が

、

村

上

速

水

氏

が

適

切

に

言

い

表

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

の

で

、

以

下

に

引

用

し

た

い

。 

コピー厳禁
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大

師

［

最

澄

］

は

こ

の

山

［

比

叡

山

］

に

登

る

も

の

の

た

め

に

、

き

び

し

い

規

制

を

設

け

ま

し

た

。

た

と

え

ば

、

こ

の

山

に

登 

っ

た

も

の

は

、

十

二

年

間

、

山

か

ら

下

り

る

こ

と

を

許

さ

れ

ま

せ

ん

。

論

・

湿

・

寒

・

貧

と

い

う

言

葉

が

今

も

残

っ

て

い

ま

す 
が

、

寒

さ

が

強

く

、

湿

気

が

多

く

て

、

貧

し

く

て

、

そ

れ

で

い

て

論

議

に

あ

け

く

れ

す

る

と

い

う

、

肉

体

的

に

も

精

神

的

に

も 

極

め

て

き

び

し

い

条

件

の

中

で

修

行

を

つ

づ

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

す

。

も

ち

ろ

ん

、

女

人

禁

制

で

す

。 

 

で

す

か

ら

、

少

年

範

宴

が

そ

の

と

き

抱

い

た

期

待

と

不

安

は

、

私

た

ち

の

想

像

以

上

の

も

の

が

あ

っ

た

と

お

も

わ

れ

ま

す

。

肉

親

や

知

人

と

の

恩

愛

の

情

を

断

ち

き

っ

て

、

あ

の

深

山

幽

谷

に

一

人

ぼ

っ

ち

で

登

っ

て

い

っ

た

少

年

の

姿

を

想

像

し

て

み

て

下

さ

い

。

期

待

と

い

う

よ

り

も

不

安

、

希

望

と

い

う

よ

り

も

恐

ろ

し

さ

に

お

の

の

き

な

が

ら

登

山

し

て

行

っ

た

孤

独

な

少

年

の

切

な

い

思

い

を

忘

れ

た

な

ら

ば

、「

生

死

出

づ

べ

き

道

」
を

求

め

る

こ

と

の

、
け

わ

し

さ

も

き

び

し

さ

も

、
ふ

っ

と

ん

で

し

ま

い

ま

す

。

仏

道

修

行

と

い

う

こ

と

が

、

本

来

生

命

を

か

け

ね

ば

な

ら

ぬ

大

問

題

で

あ

る

こ

と

が

忘

れ

ら

れ

て

し

ま

い

ま

す
２ 

こ

の

よ

う

に

、

親

鸞

は

生

死

の

苦

し

み

か

ら

逃

れ

る

た

め

に

、

決

死

の

思

い

で

比

叡

山

と

い

う

厳

し

い

環

境

に

進

ん

で

い

っ

た

の

で

あ

る

。 

そ

れ

か

ら

の

二

十

年

間

は

比

叡

山

で

の

修

行

期

間

で

あ

る

。

こ

の

二

十

年

間

に

つ

い

て

は

、

親

鸞

が

堂

僧

と

し

て

常

行

三

昧

堂

で

不

断

念

仏

の

行

に

傾

注

し

た

こ

と

は

分

か

っ

て

い

る

が

、

資

料

が

乏

し

く

詳

細

に

つ

い

て

は

明

ら

か

に

な

っ

て

い

な

い

。

し

か

し

、

覚

如

が

記

し

た

『

嘆

徳

文

』

に

お

け

る

、 

 
 

定

水

を

凝

ら

す

と

い

へ

ど

も

識

浪

し

き

り

に

動

き

、

心

月

を

観

ず

と

い

へ

ど

も

妄

雲

な

ほ

覆

ふ

。

し

か

る

に

一

息

追

が

ざ

れ

ば 

千

載

に

長

く

往

く

、

な

ん

ぞ

浮

生

の

交

衆

を

貪

り

て

、

い

た

づ

ら

に

仮

名

の

修

学

に

疲

れ

ん

。

す

べ

か

ら

く

勢

利

を

抛

ち

て

た 

コピー厳禁
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だ

ち

に

出

離

を

悕

ふ

べ

し

（
『

註

釈

版

』

一

〇

七

七

頁

） 
と

い

う

文

か

ら

、

親

鸞

に

と

っ

て

二

十

年

間

の

自

力

修

行

の

期

間

が

、

決

し

て

満

足

の

い

く

も

の

で

は

な

く

、

苦

闘

の

日

々

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

を

、

我

々

は

了

知

で

き

る

だ

ろ

う

。

九

歳

の

時

に

決

死

の

覚

悟

で

登

っ

た

比

叡

山

で

、

い

く

ら

厳

し

い

修

行

を

し

て

も

苦

し

み

が

ま

す

ま

す

深

ま

る

ば

か

り

で

あ

っ

た

親

鸞

は

、

絶

望

の

真

っ

只

中

に

い

た

に

違

い

な

い

。

そ

う

し

た

中

、

親

鸞

は

二

十

九

歳

の

時

に

い

よ

い

よ

比

叡

山

を

下

り

六

角

堂

へ

と

向

か

う

決

心

を

し

、
百

日

間

の

参

籠

を

す

る

こ

と

と

な

る

。
そ

れ

は

、「

後

世

を

い

の

る

」

た

め

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

、

そ

の

九

十

五

日

目

に

救

世

観

音

か

ら

の

夢

告

を

受

け

た

親

鸞

は

、

そ

の

夢

告

に

し

た

が

い

法

然

の

も

と

へ

訪

ね

る

こ

と

と

な

る

の

で

あ

る

。 

 

法

然

と

の

出

遇

い

は

、

親

鸞

の

生

涯

の

な

か

で

も

重

要

な

局

面

で

あ

っ

た

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、
『

教

行

信

証

』
「

化

身

土

巻

」

後

序

に

「

し

か

る

に

愚

禿

釈

の

鸞

、

建

仁

辛

酉

の

暦

、

雑

行

を

棄

て

て

本

願

に

帰

す

」
（
『

註

釈

版

』

四

七

二

頁

）

と

あ

る

よ

う

に

、

そ

の

出

遇

い

に

よ

っ

て

、

親

鸞

は

自

力

修

行

の

教

え

に

見

切

り

を

つ

け

、

他

力

易

行

の

専

修

念

仏

の

教

え

に

救

い

の

道

を

求

め

る

こ

と

と

な

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

そ

し

て

、

ま

さ

に

こ

の

出

遇

い

こ

そ

が

、

親

鸞

に

と

っ

て

「

よ

ろ

こ

び

」

の

出

遇

い

で

あ

っ

た

。

そ

の

「

よ

ろ

こ

び

」

は

、

例

え

ば

、
『

高

僧

和

讃

』

源

空

讃

の 

曠

劫

多

生

の

あ

ひ

だ

に

も 

出

離

の

強

縁

し

ら

ざ

り

き 

本

師

源

空

い

ま

さ

ず

は 

こ

の

た

び

む

な

し

く

す

ぎ

な

ま

し

（
『

註

釈

版

』

五

九

六

頁

） 

と

い

う

和

讃

か

ら

窺

い

知

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 

法

然

門

下

に

入

っ

て

か

ら

親

鸞

と

法

然

と

の

間

に

は

、

双

方

向

の

信

頼

関

係

が

あ

っ

た

と

言

え

る

。

こ

の

こ

と

は

、
『

教

行

信

証

』

コピー厳禁
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「

化

身

土

巻

」
後

序

に
「

元

久

乙

丑

の

歳

、
恩

恕

を

蒙

り

て
『

選

択

』（

選

択

集

）
を

書

し

き

。
同

じ

き

年

の

初

夏

中

旬

第

四

日

に
（

中

略

）

空

の

真

影

申

し

預

か

り

て

、

図

画

し

た

て

ま

つ

る

」
（
『

註

釈

版

』

四

七

二

頁

）

と

あ

る

よ

う

に

、

法

然

門

下

に

入

っ

て

か

ら

わ

ず

か

四

年

後

の

三

十

三

歳

の

時

（

元

久

二

年

）

に

、

親

鸞

が

『

選

択

本

願

念

仏

集

』

の

書

写

と

法

然

の

真

影

の

図

画

を

許

さ

れ

た

と

い

う

事

実

を

踏

ま

え

れ

ば

、

確

か

な

こ

と

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

、

こ

の

こ

と

も

、

親

鸞

に

と

っ

て

は

大

い

な

る

「

よ

ろ

こ

び

」

で

あ

っ

た

。

同

じ

く

後

序

に 

 
 

『

選

択

本

願

念

仏

集

』

は

（

中

略

）

希

有

最

勝

の

華

文

、

無

上

甚

深

の

宝

典

な

り

。

年

を

渉

り

日

を

渉

り

て

、

そ

の

教

誨

を

蒙 

る

の

人

、

千

万

な

り

と

い

へ

ど

も

、

親

と

い

ひ

疎

と

い

ひ

、

こ

の

見

写

を

獲

る

の

徒

、

は

な

は

だ

も

つ

て

難

し

。

し

か

る

に

す

で

に

製

作

を

書

写

し

、

真

影

を

図

画

せ

り

。

こ

れ

専

念

正

業

の

徳

な

り

、

こ

れ

決

定

往

生

の

徴

な

り

。

よ

り

て

悲

喜

の

涙

を

抑

へ

て

由

来

の

縁

を

註

す

（
『

註

釈

版

』

四

七

三

頁

） 

と

あ

る

よ

う

に

、

法

然

の

許

し

を

得

て

『

選

択

本

願

念

仏

集

』

の

書

写

を

し

た

と

い

う

こ

と

は

、

親

鸞

に

と

っ

て

往

生

が

定

ま

っ

て

い

る

こ

と

を

知

り

「

よ

ろ

こ

び

」

の

涙

を

流

す

ほ

ど

の

こ

と

だ

っ

た

の

で

あ

る

。 

  
 

第

二

節 

法

然

に

対

す

る

絶

対

的

な

信

頼 

 

前

節

に

よ

っ

て

、

法

然

と

の

出

遇

い

と

法

然

の

も

と

に

い

た

こ

と

が

、

親

鸞

の

人

生

に

お

け

る

「

よ

ろ

こ

び

」

の

〈

出

来

事

〉

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

が

示

さ

れ

た

が

、

次

に

、

本

節

で

は

、

そ

の

「

よ

ろ

こ

び

」

の

〈

大

き

さ

〉

と

い

う

点

に

注

目

し

て

い

く

。 

 

こ

の

点

を

考

察

す

る

に

あ

た

っ

て

、
『

歎

異

抄

』
第

二

条

に

着

目

し

て

い

き

た

い

。
こ

の

条

は

、
北

関

東

か

ら

京

都

ま

で

命

が

け

で

コピー厳禁
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親

鸞

を

訪

ね

に

や

っ

て

来

た

門

弟

た

ち

の

、

極

楽

浄

土

に

往

生

す

る

真

実

の

道

は

何

で

あ

る

の

か

と

い

う

問

い

か

ら

始

ま

る

。

そ

の

問

い

に

対

し

て

、

親

鸞

は

次

の

よ

う

に

答

え

る

。 

 
 

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

。
（

中

略

）
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

（

法

然

）

の

仰

せ

を

か

ぶ

り

て

、

信

ず

る

ほ

か

に

別

の

子

細

な

き

な

り

。

念

仏

は

、

ま

こ

と

に

浄

土

に

生

る

る

た

ね

に

て

や

は

ん

べ

ら

ん

、

ま

た

地

獄

に

お

つ

べ

き

業

に

て

や

は

ん

べ

る

ら

ん

、

総

じ

て

も

つ

て

存

知

せ

ざ

る

な

り

。

た

と

ひ

法

然

聖

人

に

す

か

さ

れ

ま

ゐ

ら

せ

て

、

念

仏

し

て

地

獄

に

お

ち

た

り

と

も

、

さ

ら

に

後

悔

す

べ

か

ら

ず

候

ふ 

（
『

註

釈

版

』

八

三

二

頁

） 

こ

の

親

鸞

の

応

答

に

は

、

注

目

す

べ

き

点

が

二

つ

あ

る

と

、

私

は

考

え

る

。

ま

ず

一

つ

が

、
「

た

だ

念

仏

し

て

、

弥

陀

に

た

す

け

ら

れ

ま

ゐ

ら

す

べ

し

」

と

い

う

師

法

然

の

教

え

を

、

親

鸞

が

晩

年

に

な

っ

て

も

持

ち

続

け

て

い

た

と

い

う

点

で

あ

る

。

そ

し

て

も

う

一

つ

が

、
「

法

然

聖

人

に

騙

さ

れ

て

、
念

仏

し

て

地

獄

に

堕

ち

た

と

し

て

も

、
決

し

て

後

悔

は

し

な

い

」
と

答

え

た

点

で

あ

る

。
以

上

の

二

点

か

ら

明

ら

か

に

な

る

の

は

、

親

鸞

に

は

法

然

に

対

す

る

絶

対

的

な

信

頼

が

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

『

恵

信

尼

消

息

』

に

も

、
「

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

々

生

々

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

」
（
『

註

釈

版

』

八

一

一

‐

八

一

二

頁

）

と

い

う

、

先

の

『

歎

異

抄

』

第

二

条

の

応

答

に

似

た

親

鸞

の

言

及

が

示

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

文

か

ら

も

、

や

は

り

親

鸞

の

法

然

に

対

す

る

確

固

た

る

信

頼

が

見

え

て

く

る

の

で

あ

る

。 コピー厳禁
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そ

れ

で

は

、

親

鸞

の

法

然

に

対

す

る

絶

対

的

な

信

頼

が

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

は

、

何

を

意

味

す

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

法

然

と

の

出

遇

い

と

い

う

出

来

事

が

、

親

鸞

の

そ

の

後

の

念

仏

に

生

き

る

人

生

が

決

定

づ

け

ら

れ

た

重

大

な

契

機

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

そ

し

て

、

そ

れ

は

す

な

わ

ち

、

親

鸞

の

法

然

に

出

遇

っ

た

「

よ

ろ

こ

び

」

が

甚

大

な

も

の

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

他

の

誰

で

も

な

い

法

然

を

信

じ

、

そ

の

法

然

が

説

く

念

仏

の

教

え

だ

け

を

信

じ

る

と

い

う

親

鸞

の

真

っ

直

ぐ

な

生

き

方

が

、

前

節

で

述

べ

た

「

よ

ろ

こ

び

」

の

甚

大

さ

を

示

唆

す

る

も

の

で

あ

る

と

、

私

は

考

え

る

。 

  

第

二

章 

親

鸞

が

解

説

す

る

「

よ

ろ

こ

び

」 

 

第

一

節 

「

歓

喜

」

と

「

慶

喜

」 

 

本

章

で

は

、
親

鸞

が

そ

の

著

書

の

中

に

お

い

て

、
「

よ

ろ

こ

び

」
を

ど

う

説

明

し

て

い

る

の

か

と

い

う

点

を

一

考

し

た

い

。
真

宗

学

に

お

い

て

、
「

よ

ろ

こ

び

」
を

意

味

す

る

も

の

と

し

て

挙

げ

ら

れ

る

の

は

お

お

か

た
「

歓

喜

」
と
「

慶

喜

」
で

あ

る

と

言

っ

て

差

し

支

え

な

い

だ

ろ

う

。

そ

こ

で

、

本

節

で

は

ま

ず

、

親

鸞

の

著

書

に

お

け

る

「

歓

喜

」

と

「

慶

喜

」

の

釈

文

を

見

て

い

く

。 

 

ま

ず

初

め

に

、
「

歓

喜

」

と

は

ど

う

い

う

心

の

こ

と

で

あ

る

の

か

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

、
『

一

念

多

念

文

意

』

に

は

、
「
『

歓

喜

』

と

い

ふ

は

、
『

歓

』

は

身

を

よ

ろ

こ

ば

し

む

る

な

り

、
『

喜

』

は

こ

こ

ろ

に

よ

ろ

こ

ば

し

む

る

な

り

。

う

べ

き

こ

と

を

え

て

ん

ず

と

か

ね

て

さ

き

よ

り

よ

ろ

こ

ぶ

こ

こ

ろ

な

り

」
（
『

註

釈

版

』
六

七

八

頁

）
と

あ

り

、『

教

行

信

証

』
「

信

巻

」
に

は

、「
『

歓

喜

』
と

い

ふ

は

、

身

心

の

悦

予

を

形

す

の

貌

な

り

」（
『

註

釈

版

』
二

五

一

頁

）
と

あ

る

。「

う

べ

き

こ

と

を

え

て

ん

ず

と

か

ね

て

さ

き

よ

り

よ

ろ

こ

ぶ

こ

コピー厳禁
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こ

ろ

な

り

」
の

部

分

に

つ

い

て

は

次

の

節

で

論

じ

る

こ

と

と

す

る

が

、
こ

れ

ら

二

つ

の

釈

文

に

よ

っ

て

、
「

歓

喜

」
と

は
「

身

に

も

心

に

も

よ

ろ

こ

び

が

満

ち

溢

れ

て

い

る

す

が

た

」

の

こ

と

で

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

る

。 

こ

こ

で

、

注

意

を

要

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

は

、

こ

の

身

心

に

わ

た

っ

た

「

歓

喜

」

が

ど

の

時

点

で

あ

ら

わ

れ

る

も

の

で

あ

る

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

を

問

題

の

一

つ

と

す

る

の

が

安

心

論

題

の

「

歓

喜

初

後

」

で

あ

る

。

こ

の

論

題

を

窺

う

と

、
「

歓

喜

」

に

は

初

一

念

（

初

起

）

の

「

歓

喜

」

と

第

二

念

以

後

（

後

続

）

の

「

歓

喜

」

と

が

あ

る

。

前

者

は

、
『

教

行

信

証

』
「

信

巻

」

に

「

そ

れ

真

実

の

信

楽

を

案

ず

る

に

、

信

楽

に

一

念

あ

り

。

一

念

と

は

こ

れ

信

楽

開

発

の

時

剋

の

極

促

を

顕

し

、

広

大

難

思

の

慶

心

を

彰

す

な

り

」
（
『

註

釈

版

』

二

五

〇

頁

）

と

あ

る

よ

う

に

、

信

心

が

ひ

ら

け

お

こ

る

ま

さ

に

そ

の

時

（

信

楽

開

発

の

時

剋

の

極

促

）

の

、

広

大

で

思

い

は

か

る

こ

と

の

で

き

な

い

徳

を

得

た

よ

ろ

こ

び

（

広

大

難

思

の

慶

心

）

で

あ

る

。

ま

た

、

こ

れ

は

身

口

意

の

三

業

に

か

け

て

生

じ

る

も

の

で

は

な

い
３

。

よ

っ

て

、

先

に

挙

げ

た

二

つ

の

釈

文

に

あ

る

よ

う

な

身

心

に

わ

た

っ

た

「

歓

喜

」

と

い

う

の

は

、

後

者

の

「

歓

喜

」
、

す

な

わ

ち

信

心

を

得

た

の

ち

の

「

歓

喜

」

と

い

う

こ

と

に

な

る
４

。 

 

「

信

楽

」

の

語

が

出

て

き

た

が

、
『

教

行

信

証

』
「

信

巻

」

に

あ

る

、
「
『

信

楽

』

と

い

ふ

は

、
（

中

略

）
『

楽

』

と

は

す

な

は

ち

こ

れ

（

中

略

）

歓

な

り

、

喜

な

り

、

賀

な

り

、

慶

な

り

」
（
『

註

釈

版

』

二

三

〇

頁

）

と

「
『

信

楽

』

は

、
す

な

は

ち

こ

れ

（

中

略

）

歓

喜

賀

慶

の

心

」
（
『

註

釈

版

』

二

三

〇

頁

）

の

、
「

信

楽

」

に

関

す

る

二

つ

の

字

訓

釈

の

文

か

ら

分

か

る

よ

う

に

、
「

信

楽

」

の

「

楽

」

と

は

「

歓

喜

」
で

あ

る

。
第

十

八

願

文

の
「

信

楽

」
が

第

十

八

願

成

就

文

の
「

信

心

歓

喜

」
で

あ

る

と

言

わ

れ

る

の

は

こ

れ

ゆ

え

で

あ

る

。 

 

そ

う

す

る

と

、
「

信

心

」
と
「

歓

喜

」
と

は

別

々

の

も

の

で

は

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

。
そ

し

て

、
信

心

は

初

起

の

時

か

ら

臨

終

の

時

ま

で

ず

っ

と

あ

り

続

け

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、
「

歓

喜

」
も

同

様

に

初

後

一

貫

す

る

も

の

で

あ

る

。
し

か

し

、
そ

の
「

歓

喜

」
は

コピー厳禁
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意

識

の

上

で

絶

え

ず

あ

ら

わ

れ

る

わ

け

で

は

な

い

と

い

う

こ

と

に

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。「

身

に

も

心

に

も

よ

ろ

こ

び

が

満

ち

溢

れ

て

い

る

す

が

た

」

は

、
「

歓

喜

」

の

「

あ

ら

わ

れ

」

で

あ

り

、

そ

の

「

あ

ら

わ

れ

」

は

途

切

れ

途

切

れ

の

も

の

な

の

で

あ

る
５

。 

次

に

、
「

慶

喜

」

と

は

ど

の

よ

う

な

心

の

こ

と

で

あ

る

の

か

見

て

い

く

。
『

唯

信

鈔

文

意

』

に

は

、 

 
 

こ

の

信

心

を

う

る

を

慶

喜

と

い

ふ

な

り

。
（

中

略

）
慶

は

よ

ろ

こ

ぶ

と

い

ふ

、
信

心

を

え

て

の

ち

に

よ

ろ

こ

ぶ

な

り

。
喜

は

こ

こ 

ろ

の

う

ち

に

よ

ろ

こ

ぶ

こ

こ

ろ

た

え

ず

し

て

つ

ね

な

る

を

い

ふ

。

う

べ

き

こ

と

を

え

て

の

ち

に

、

身

に

も

こ

こ

ろ

に

も

よ

ろ

こ 

ぶ

こ

こ

ろ

な

り

（
『

註

釈

版

』

七

一

二

頁

） 

と

あ

る

。
「

歓

喜

」
の

釈

文

を

取

り

上

げ

た

と

き

と

同

様

に

、
「

う

べ

き

こ

と

を

え

て

の

ち

に

」
の

部

分

は

次

の

節

で

論

考

す

る

。
「

こ

こ

ろ

の

う

ち

に

よ

ろ

こ

ぶ

」
や
「

身

に

も

こ

こ

ろ

に

も

よ

ろ

こ

ぶ

」
と

い

う

表

現

か

ら

分

か

る

よ

う

に

、
「

慶

喜

」
も
「

歓

喜

」
と

同

じ

よ

う

に
「

身

に

も

こ

こ

ろ

に

も

よ

ろ

こ

ぶ

す

が

た

」
の

こ

と

で

あ

る

。
ま

た

、「

信

心

を

え

て

の

ち

に

よ

ろ

こ

ぶ

」
と

あ

る

よ

う

に

、

信

心

を

得

た

後

の

時

点

で

の

よ

ろ

こ

び

で

あ

る

と

い

う

点

に

お

い

て

も
「

慶

喜

」
は
「

歓

喜

」
と

同

様

で

あ

る

。
そ

し

て

当

然

、
「

歓

喜

」
と

同

じ

よ

う

に

、「

慶

喜

」
そ

の

も

の

は

絶

え

ず

続

く

も

の

で

あ

る

が

、
そ

の
「

あ

ら

わ

れ

」
は

途

切

れ

途

切

れ

の

も

の

で

あ

る

。 

 

そ

れ

で

は

、
「

歓

喜

」
と
「

慶

喜

」
を

対

照

し

た

と

き

に

、
そ

こ

に

違

い

が

現

れ

て

く

る

こ

と

は

な

い

の

か

と

い

う

と

、
そ

う

で

は

な

い

。
「

歓

喜

」

と

「

慶

喜

」

の

二

つ

を

同

時

的

か

つ

対

照

的

に

釈

さ

れ

て

い

る

箇

所

と

し

て

、
『

一

念

多

念

文

意

』

の

『

大

経

』

流

通

分

の

釈

の

文

を

取

り

上

げ

た

い

。 

 
 

「

歓

喜

踊

躍

乃

至

一

念

」
と

い

ふ

は

、「

歓

喜

」
は

う

べ

き

こ

と

を

え

て

ん

ず

と

、
さ

き

だ

ち

て

か

ね

て

よ

ろ

こ

ぶ

こ

こ

ろ

な

り

。

「

踊

」
は

天

に

を

ど

る

と

い

ふ

、
「

躍

」
は

地

に

を

ど

る

と

い

ふ

。
よ

ろ

こ

ぶ

こ

こ

ろ

の

き

は

ま

り

な

き

か

た

ち

な

り

。
慶

楽

す

コピー厳禁
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る

あ

り

さ

ま

を

あ

ら

は

す

な

り

。

慶

は

う

べ

き

こ

と

を

え

て

の

ち

に

よ

ろ

こ

ぶ

こ

こ

ろ

な

り

。

楽

は

た

の

し

む

こ

こ

ろ

な

り

。

こ

れ

は

正

定

聚

の

位

を

う

る

か

た

ち

を

あ

ら

は

す

な

り

（
『

註

釈

版

』

六

八

四

‐

六

八

五

頁

） 

こ

の

釈

文

に

よ

れ

ば

、「

歓

喜

」
と

は
「

う

べ

き

こ

と

を

え

て

ん

ず

と

、
さ

き

だ

ち

て

か

ね

て

よ

ろ

こ

ぶ

こ

こ

ろ

」
で

あ

り

、「

慶

喜

」 

（

慶

）
と

は
「

う

べ

き

こ

と

を

え

て

の

ち

に

よ

ろ

こ

ぶ

こ

こ

ろ

」
で

あ

る

。
こ

の

よ

う

な

対

照

が

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

踏

ま

え

る

と

、

「

歓

喜

」
と
「

慶

喜

」
を

安

易

に

同

じ
「

よ

ろ

こ

び

」
だ

と

し

て

理

解

す

る

の

は

好

ま

し

く

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

。「

歓

喜

」
と
「

慶

喜

」

の

関

係

性

・

相

違

性

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

次

節

で

は

、

抽

象

的

に

表

現

さ

れ

て

い

る

「

う

べ

き

こ

と

」

と

は

具

体

的

に

は

何

か

と

い

う

こ

と

を

論

考

し

て

い

き

た

い

。 

  
 

第

二

節 

「

う

べ

き

こ

と

」

と

は

何

か

（

よ

ろ

こ

び

の

対

象

） 

 

先

に

紹

介

し

た

『

一

念

多

念

文

意

』

の

『

大

経

』

流

通

分

の

釈

の

文

に

お

け

る

「

う

べ

き

こ

と

」

と

は

何

な

の

か

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

の

先

行

研

究

と

し

て

、

山

本

攝

叡

氏

の

論

文

「
『

歓

喜

』

と

『

慶

喜

』
」

が

あ

る

。

ま

ず

は

、

そ

の

論

文

の

中

で

の

「

う

べ

き

こ

と

」

に

関

す

る

山

本

氏

の

論

説

を

紹

介

し

た

い
６

。 

 

山

本

氏

は

、
「

う

べ

き

こ

と

」
に

関

す

る

従

来

の

解

釈

の

典

型

例

と

し

て

、
香

月

院

深

勵

師

の
『

一

念

多

念

證

文

記

』
を

引

く

。
そ

し

て

、
「

歓

喜

」
と
「

慶

喜

」
の
「

う

べ

き

こ

と

」
を

端

的

に

表

し

て

い

る

箇

所

が

、
そ

れ

ぞ

れ
「

や

が

て

浄

土

に

往

生

し

て

の

た

の

し

み

を

、

心

に

う

か

べ

み

て

よ

ろ

こ

ぶ

」
（
『

真

宗

全

書

』

四

二

、

六

九

頁

）
、
「

往

生

を

一

定

し

て

む

ず

と

吾

が

身

に

と

り

え

た

こ

ヽ

ち

で

、

よ

ろ

こ

ぶ

」
７

（
『

真

宗

全

書

』

四

二

、

六

九

頁

）

で

あ

る

と

し

、
「

歓

喜

」

の

「

う

べ

き

こ

と

」

は

「

往

生

浄

土

」

で

あ

り

、

コピー厳禁
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「

慶

喜

」

の

「

う

べ

き

こ

と

」

は

「

正

定

聚

」

で

あ

る

と

す

る

の

が

従

来

の

解

釈

で

あ

る

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

こ

の

従

来

の

解

釈

へ

の

反

論

と

し

て

、
山

本

氏

は

ま

ず

、
「

う

べ

き

こ

と

を

え

て

ん

ず

と

、
さ

き

だ

ち

て

か

ね

て

よ

ろ

こ

ぶ

」
と
「

う

べ

き

こ

と

を

え

て

の

ち

に

よ

ろ

こ

ぶ

」

と

い

う

二

つ

の

表

現

が

対

句

を

成

し

て

い

る

ゆ

え

に

、

こ

の

対

句

表

現

の

要

諦

で

あ

る

「

う

べ

き

こ

と

」

は

同

じ

ひ

と

つ

の

こ

と

が

ら

で

あ

る

の

だ

か

ら

、「

う

べ

き

こ

と

」
を

別

々

の

こ

と

が

ら

と

し

て

見

て

い

た

従

来

の

解

釈

は

誤

り

で

あ

る

と

指

摘

す

る

。

次

に

、

山

本

氏

は

『

浄

土

和

讃

』

讃

弥

陀

偈

讃

の 

信

心

歡

喜

慶

所

聞 
乃

曁

一

念

至

心

者 

南

无

不

可

思

議

光

佛 

頭

面

に

禮

し

た

て

ま

つ

れ 

と

い

う

和

讃

を

引

き

、
「

信

心

歡

喜

慶

所

聞

」
に

つ

い

て

、
国

宝

本

の

左

訓

に

は
「

し

ん

し

む

を

か

ね

て

よ

ろ

こ

ふ 

え

て

の

ち

に

よ

ろ

こ

ふ

な

り

」
（
『

聖

典

全

書

』

二

、

三

五

九

頁

）

と

あ

る

こ

と

を

示

す

。

そ

し

て

、

こ

れ

は

「

し

ん

し

む

を

か

ね

て

よ

ろ

こ

ふ

」

と

「

し

ん

し

む

を

え

て

の

ち

に

よ

ろ

こ

ふ

な

り

」

と

い

う

対

句

を

な

し

て

い

て

、

前

述

の

『

一

念

多

念

文

意

』

の

対

句

と

同

内

容

で

あ

る

ゆ

え

に

、
「

歓

喜

」

の

「

う

べ

き

こ

と

」

も

「

慶

喜

」

の

「

う

べ

き

こ

と

」

も

、

具

体

的

に

は

共

に

「

信

心

」
（

し

ん

し

む

）

で

あ

る

と

論

結

す

る

。 

 

そ

れ

で

は

、

山

本

氏

の

論

説

を

検

証

し

て

い

こ

う

。

ま

ず

、
「

歓

喜

」

の

「

う

べ

き

こ

と

」

を

「

往

生

浄

土

」

と

し

、
「

慶

喜

」

の

「

う

べ

き

こ

と

」

を

「

正

定

聚

」

と

す

る

の

が

従

来

の

解

釈

で

あ

る

と

い

う

山

本

氏

の

説

明

に

つ

い

て

で

あ

る

。
『

浄

土

真

宗

辞

典

』

を

確

認

す

る

と

、
「

歓

喜

」
の

項

目

に

は
「

親

鸞

は

、
必

ず

実

現

す

る

と

定

ま

っ

て

い

る

往

生

を

待

望

し

て

よ

ろ

こ

ぶ

こ

と

の

意

と

し

て

用

い

た

」
８

と

の

説

明

が

あ

り

、
「

慶

喜

」

の

項

目

に

は

「

親

鸞

は

、

す

で

に

自

身

の

上

に

実

現

し

て

い

る

こ

と

が

ら

（

現

生

に

正

コピー厳禁
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定

聚

の

位

に

入

る

こ

と

）

を

よ

ろ

こ

ぶ

こ

と

の

意

と

し

て

用

い

た

」
９

と

の

説

明

が

あ

る

。

よ

っ

て

、
「

う

べ

き

こ

と

」

の

従

来

の

解

釈

に

対

す

る

山

本

氏

の

説

明

は

適

当

で

あ

る

。 

 

次

に

、
「

歓

喜

」
の
「

う

べ

き

こ

と

」
も
「

慶

喜

」
の
「

う

べ

き

こ

と

」
も
「

信

心

」
で

あ

る

と

い

う

山

本

氏

の

見

解

に

つ

い

て

で

あ

る

。

こ

の

見

解

の

正

当

性

を

判

断

す

る

に

あ

た

っ

て

、

私

は

よ

ろ

こ

び

の

〈

時

点

〉

と

い

う

基

準

を

提

示

し

た

い

。

前

節

で

も

述

べ

た

が

、
「

歓

喜

初

後

」
の

論

題

に

依

る

と
「

歓

喜

」
が
〈

信

心

を

得

た

あ

と

〉
の

よ

ろ

こ

び

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

し

、
前

掲

の
「

慶

は

よ

ろ

こ

ぶ

と

い

ふ

、
信

心

を

え

て

の

ち

に

よ

ろ

こ

ぶ

な

り

」
と

い

う

文

、
さ

ら

に

は

、『

尊

号

真

像

銘

文

』
の
「

慶

喜

と

い

ふ

は

、

信

を

え

て

の

ち

よ

ろ

こ

ぶ

こ

こ

ろ

を

い

ふ

な

り

」
（
『

註

釈

版

』

六

七

二

頁

）

と

い

う

文

を

根

拠

に

す

る

と

、
「

慶

喜

」

が
〈

信

心

を

得

た

あ

と

〉
の

よ

ろ

こ

び

で

あ

る

と

い

う

こ

と

も

ま

た

明

ら

か

で

あ

る

。
そ

う

す

る

と

、
「

歓

喜

」
も
「

慶

喜

」
も
〈

信

心

を

得

た

あ

と

〉
の

よ

ろ

こ

び

で

あ

る

こ

と

を

大

前

提

と

し

て

、
「

歓

喜

」
の
「

う

べ

き

こ

と

」
も
「

慶

喜

」
の
「

う

べ

き

こ

と

」
も

、

「
〈

信

心

を

得

た

あ

と

〉
と

い

う

時

点

に

お

い

て

よ

ろ

こ

ぶ

対

象

に

な

り

う

る

も

の

」
で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

条

件

が

発

生

す

る

の

で

あ

る

。 

 

で

は

、
山

本

氏

の

見

解

が

、
こ

の

条

件

に

適

っ

た

も

の

な

の

か

ど

う

か

検

討

し

て

い

く

。「

慶

喜

」
の
「

う

べ

き

こ

と

」
に
「

信

心

」

を

当

て

は

め

た

場

合

、
「

う

べ

き

こ

と

を

え

て

の

ち

に

よ

ろ

こ

ぶ

」

と

い

う

釈

文

は

、
「

信

心

を

、

信

心

を

得

た

あ

と

に

よ

ろ

こ

ぶ

」

と

解

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
信

心

を

得

た

後

に

信

心

を

よ

ろ

こ

ぶ

と

い

う

こ

と

は

、
時

間

的

な

観

点

か

ら

み

て

可

能

な

こ

と

で

あ

る

。

よ

っ

て

、
「

慶

喜

」

の

「

う

べ

き

こ

と

」

を

「

信

心

」

と

す

る

見

解

は

、

先

の

条

件

を

満

た

し

て

い

る

と

言

え

る

。

一

方

、
「

歓

喜

」

の
「

う

べ

き

こ

と

」
に
「

信

心

」
を

当

て

は

め

た

場

合

、
「

う

べ

き

こ

と

を

え

て

ん

ず

と

、
さ

き

だ

ち

て

か

ね

て

よ

ろ

こ

ぶ

」
と

い

う

コピー厳禁
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釈

文

は

、
「

信

心

を

こ

の

先

得

る

だ

ろ

う

と

、

信

心

を

得

る

前

に

よ

ろ

こ

ぶ

」

と

解

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

れ

は

そ

も

そ

も

、
〈

信

心

を

得

た

あ

と

〉
と

い

う

時

点

に

立

っ

て

い

な

い

し

、
ま

た

、
「

歓

喜

初

後

」
の

論

題

に

依

れ

ば

、
信

心

を

得

る

前

の
「

歓

喜

」
は

あ

り

え

な

い

。

よ

っ

て

、
「

歓

喜

」

の

「

う

べ

き

こ

と

」

を

「

信

心

」

と

す

る

見

解

は

、

先

の

条

件

に

合

致

し

て

い

な

い

こ

と

に

な

る

。 

「
〈

信

心

を

得

た

あ

と

〉

と

い

う

時

点

に

お

い

て

よ

ろ

こ

ぶ

対

象

に

な

り

う

る

も

の

」

は

何

だ

ろ

う

か

。

親

鸞

教

学

に

照

ら

さ

れ

た

と

き

、
そ

れ

は

、
「

将

来

に

待

つ

往

生

成

仏

」
と
「

す

で

に

定

ま

っ

た

正

定

聚

」
と
「

す

で

に

得

た

信

心

」
の

三

つ

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。
そ

し

て

、
こ

の

う

ち

、
〈

信

心

を

得

た

あ

と

〉
の

時

点

で
「

え

て

ん

ず

と

、
さ

き

だ

ち

て

か

ね

て

」
よ

ろ

こ

ぶ

こ

と

が

で

き

る

の

は

、
た

だ

一

つ
「

往

生

成

仏

」
し

か

な

い

。
し

た

が

っ

て

、
「

歓

喜

」
の
「

う

べ

き

こ

と

」
は
「

往

生

成

仏

」
で

あ

る

と

す

る

の

が

妥

当

で

あ

ろ

う

。 

山

本

氏

は

、
「

歓

喜

」

と

「

慶

喜

」

の

「

う

べ

き

こ

と

」

が

「

信

心

」

で

あ

る

と

結

論

づ

け

た

あ

と

に

、
「

歓

喜

」

に

関

わ

る

文

と

し

て

『

教

行

信

証

』
「

信

巻

」

の

「
『

華

厳

経

』
（

入

法

界

品

・

晋

訳

）

に

の

た

ま

は

く

、
『

こ

の

法

を

聞

き

て

信

心

を

歓

喜

し

て

、

疑

な

き

も

の

は

、
す

み

や

か

に

無

上

道

を

成

ら

ん

。
も

ろ

も

ろ

の

如

来

と

等

し

』
」
（
『

註

釈

版

』
二

三

七

頁

）
と

い

う
『

華

厳

経

』
か

ら

の

引

用

文

や

、

こ

れ

に

基

づ

い

て

い

る

『

浄

土

和

讃

』

諸

経

讃

の 

 

信

心

よ

ろ

こ

ぶ

そ

の

ひ

と

を 

如

来

と

ひ

と

し

と

と

き

た

ま

ふ 

 

大

信

心

は

仏

性

な

り 

仏

性

す

な

は

ち

如

来

な

り

（
『

註

釈

版

』

五

七

三

頁

） 

と

い

う

和

讃

を

引

い

て

い

て

、
「

信

心

を

歓

喜

し

て

」
や
「

信

心

よ

ろ

こ

ぶ

」
の

箇

所

を
「

信

心

を

よ

ろ

こ

ぶ

」
と

理

解

し

て

い

る

よ

う

で

あ

る
１

０

。 

コピー厳禁
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私

は

、

こ

こ

は

「

信

心

を

よ

ろ

こ

ぶ

」

と

理

解

す

る

の

で

は

な

く

、
「

信

心

を

得

た

こ

と

を

よ

ろ

こ

ぶ

」

と

理

解

す

る

べ

き

で

は

な

い

か

と

考

え

る

。
『

浄

土

和

讃

』

大

経

讃

に 

 
 

真

実

信

心

う

る

ひ

と

は 

す

な

は

ち

定

聚

の

か

ず

に

い

る 

 
 

不

退

の

く

ら

ゐ

に

い

り

ぬ

れ

ば 

か

な

ら

ず

滅

度

に

い

た

ら

し

む

（
『

註

釈

版

』

五

六

七

頁

） 

と

あ

る

よ

う

に

、

信

心

を

得

た

と

い

う

こ

と

は

、

正

定

聚

の

位

に

つ

い

た

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

す

な

わ

ち

臨

終

の

と

き

の

往

生

成

仏

が

決

ま

っ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
つ

ま

り

、
「

信

心

を

得

た

こ

と

を

よ

ろ

こ

ぶ

」
と
「

臨

終

の

と

き

の

往

生

成

仏

が

決

ま

っ

た

こ

と

を

よ

ろ

こ

ぶ

」

は

同

じ

こ

と

を

意

味

す

る

の

で

あ

る

。
「

信

心

を

歓

喜

し

て

」

や

「

信

心

よ

ろ

こ

ぶ

」

と

い

う

文

を

見

る

と

、
『

一

念

多

念

文

意

』

の

「

う

べ

き

こ

と

」

は

「

信

心

」

な

の

で

は

な

い

か

と

一

見

思

わ

れ

る

の

だ

が

、

そ

れ

ら

を

「

信

心

を

得

た

こ

と

を

よ

ろ

こ

ぶ

」
と

理

解

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、「

う

べ

き

こ

と

」
は
「

往

生

成

仏

」
で

あ

る

と

の

解

釈

に

正

当

性

が

保

た

れ

る

の

で

あ

る

。 

し

た

が

っ

て

、

山

本

氏

が

、
「

う

べ

き

こ

と

」

が

「

信

心

」

で

あ

る

と

主

張

す

る

際

の

根

拠

と

な

っ

て

い

た

「

し

ん

し

む

を

か

ね

て

よ

ろ

こ

ふ 

え

て

の

ち

に

よ

ろ

こ

ふ

な

り

」
と

い

う

文

の
「

し

ん

し

む

を

」
の

部

分

は

、
「

信

心

を

得

た

こ

と

を

」
と

理

解

さ

れ

る

べ

き

だ

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

ま

た

、

同

じ

く

そ

の

主

張

の

根

拠

と

な

っ

て

い

た

対

句

表

現

は

、

親

鸞

が

そ

の

文

を

記

す

に

あ

た

っ

て

意

識

さ

れ

た

も

の

で

は

な

か

っ

た

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

。 

「

慶

喜

」

の

「

う

べ

き

こ

と

」

を

「

信

心

」

と

す

る

山

本

氏

の

見

解

に

対

し

て

、

私

は

そ

の

正

当

性

を

認

め

た

が

、
「

う

べ

き

こ

と

」
は
「

正

定

聚

」
で

あ

る

と

す

る

従

来

の

解

釈

を

否

定

す

る

わ

け

で

は

な

い

。
そ

れ

は

先

と

同

じ

理

由

で

、
「

信

心

を

得

た

こ

と

を

よ

ろ

こ

ぶ

」

と

「

正

定

聚

の

位

に

つ

い

た

こ

と

を

よ

ろ

こ

ぶ

」

は

同

じ

こ

と

を

意

味

す

る

か

ら

で

あ

る

。

ど

ち

ら

の

解

釈

も

正

し

い

コピー厳禁
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と

い

う

の

が

私

の

主

張

で

あ

る

が

、
『

御

消

息

』
四

一

通

に
「

慶

喜

と

申

し

候

ふ

こ

と

は

、
他

力

の

信

心

を

え

て

、
往

生

を

一

定

し

て

ん

ず

と

よ

ろ

こ

ぶ

こ

こ

ろ

を

申

す

な

り

」
（
『

註

釈

版

』

八

〇

六

頁

）

と

あ

る

こ

と

を

踏

ま

え

れ

ば

、
「

う

べ

き

こ

と

」

を

「

正

定

聚

」

と

理

解

す

る

ほ

う

が

よ

り

適

切

な

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。 

本

節

で

は

、

山

本

氏

の

「

う

べ

き

こ

と

」

に

対

す

る

見

解

の

妥

当

性

を

分

析

す

る

こ

と

を

通

し

て

、

よ

ろ

こ

び

の

対

象

を

明

ら

か

に

し

た

。

そ

れ

は

、
「

臨

終

に

往

生

成

仏

す

る

こ

と

」

で

あ

り

「

正

定

聚

の

位

に

つ

い

た

こ

と

」

で

あ

り

、

そ

し

て

、
「

信

心

を

得

た

こ

と

」

で

あ

る

。 

  

第

三

章 

親

鸞

の

心

情

と

し

て

の

「

よ

ろ

こ

び

」 

 
 

第

一

節 

親

鸞

の

「

よ

ろ

こ

び

の

文

」 

 

本

章

で

は

、

親

鸞

が

そ

の

著

書

の

中

に

お

い

て

表

明

す

る

、

親

鸞

自

身

の

心

情

と

し

て

の

「

よ

ろ

こ

び

」

を

明

ら

か

に

し

て

い

き

た

い

。

徳

永

道

雄

氏

の

「
［

親

鸞

が

］

宗

教

的

感

動

を

通

じ

、

後

に

体

系

づ

け

ら

れ

た

『

教

行

信

証

』

に

『

誠

哉

』
『

悲

哉

』
『

慶

哉

』

と

い

わ

れ

て

い

る

三

哉

［

が

あ

る

］
」
１

１

と

い

う

指

摘

は

、

本

章

の

目

的

を

果

た

す

手

助

け

と

な

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

そ

こ

で

、

本

節

で

は

ま

ず

、
「

誠

哉

」

と

「

慶

哉

」

の

文

を

確

認

し

て

い

く

。 

 

ま

ず

初

め

に

、
「

誠

哉

」

の

文

は

『

教

行

信

証

』

に

一

カ

所

見

つ

け

ら

れ

る

。

そ

れ

は

、
「

総

序

」

の

「

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

」
（
『

註

釈

版

』

一

三

二

頁

）

と

い

う

文

で

あ

る

。

こ

の

文

の

直

前

コピー厳禁
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に

は

、
「

あ

あ

」
と

い

う

詠

嘆

の

語

か

ら

始

ま

る
「

あ

あ

、
弘

誓

の

強

縁

、
多

生

に

も

値

ひ

が

た

く

、
真

実

の

浄

信

、
億

劫

に

も

獲

が

た

し

。
た

ま

た

ま

行

信

を

獲

ば

、
遠

く

宿

縁

を

慶

べ

」
（
『

註

釈

版

』
一

三

二

頁

）
と

い

う

文

が

あ

る

。
「

弘

誓

の

強

縁

」
、
す

な

わ

ち

、

「

大

い

な

る

阿

弥

陀

仏

の

本

願

」

と

い

う

真

実

に

遇

い

が

た

く

し

て

出

遇

っ

た

親

鸞

の

「

よ

ろ

こ

び

」

が

、

こ

れ

ら

の

文

に

こ

め

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。 

 

次

に

、
「

慶

哉

」

の

文

は

『

教

行

信

証

』

に

二

カ

所

見

つ

け

ら

れ

る

。

一

つ

が

、
「

総

序

」

の 

 
 

こ

こ

に

愚

禿

釈

の

親

鸞

、
慶

ば

し

い

か

な

、
西

蕃

・

月

支

の

聖

典

、
東

夏
（

中

国

）
・

日

域
（

日

本

）
の

師

釈

に

、
遇

ひ

が

た

く 

し

て

い

ま

遇

ふ

こ

と

を

得

た

り

、

聞

き

が

た

く

し

て

す

で

に

聞

く

こ

と

を

得

た

り

。

真

宗

の

教

行

証

を

敬

信

し

て

、

こ

と

に

如 

来

の

恩

徳

の

深

き

こ

と

を

知

ん

ぬ

。

こ

こ

を

も

つ

て

聞

く

と

こ

ろ

を

慶

び

、

獲

る

と

こ

ろ

を

嘆

ず

る

な

り

と 

（
『

註

釈

版

』

一

三

二

頁

）

と

い

う

文

で

あ

る

。

こ

の

文

に

は

、

親

鸞

の

、

イ

ン

ド

の

聖

典

や

七

高

僧

に

出

遇

え

た

「

よ

ろ

こ

び

」

や

、

阿

弥

陀

仏

の

恩

徳

の

深

い

こ

と

を

知

っ

た

「

よ

ろ

こ

び

」

が

こ

め

ら

れ

て

い

る

。

も

う

一

つ

が

、
「

化

身

土

巻

」

後

序

の 

 
 

慶

ば

し

い

か

な

、

心

を

弘

誓

の

仏

地

に

樹

て

、

念

を

難

思

の

法

海

に

流

す

。

深

く

如

来

の

矜

哀

を

知

り

て

、

ま

こ

と

に

師

教

の 

恩

厚

を

仰

ぐ

。

慶

喜

い

よ

い

よ

至

り

、

至

孝

い

よ

い

よ

重

し

。

こ

れ

に

よ

り

て

、

真

宗

の

詮

を

鈔

し

、

浄

土

の

要

を

摭

ふ

。

た 

だ

仏

恩

の

深

き

こ

と

を

念

う

て

、

人

倫

の

嘲

り

を

恥

ぢ

ず

（
『

註

釈

版

』

四

七

三

頁

） 

と

い

う

文

で

あ

る

。

こ

の

文

に

は

、

阿

弥

陀

仏

の

本

願

に

摂

め

と

ら

れ

て

い

る

「

よ

ろ

こ

び

」

や

、

師

の

ご

恩

が

厚

い

こ

と

を

知

っ

た

「

よ

ろ

こ

び

」

が

こ

め

ら

れ

て

い

る

。 

コピー厳禁
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そ

し

て

、
こ

れ

ら
『

教

行

信

証

』
の
「

慶

哉

」
の

文

に

似

た

、
「

慶

ば

し

き

か

な

」
で

始

ま

る
『

浄

土

文

類

聚

鈔

』
の

文

が

あ

る

こ

と

も

、

こ

こ

で

紹

介

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

は 

 
 

慶

ば

し

き

か

な

、

愚

禿

、

仰

い

で

お

も

ん

み

れ

ば

、

心

を

弘

誓

の

仏

地

に

樹

て

、

情

を

難

思

の

法

海

に

流

す

。

聞

く

と

こ

ろ

を 

嘆

じ

、

獲

る

と

こ

ろ

を

慶

び

て

、

真

言

を

採

集

し

、

師

釈

を

鈔

出

し

て

、

も

つ

ぱ

ら

無

上

尊

を

念

じ

て

、

こ

と

に

広

大

の

恩

を 

報

ず

（
『

註

釈

版

』

四

八

四

頁

） 

と

い

う

文

で

あ

る

。

こ

の

文

に

は

、

阿

弥

陀

仏

の

本

願

に

摂

め

と

ら

れ

て

い

る

「

よ

ろ

こ

び

」

や

、

真

実

の

信

心

を

得

た

「

よ

ろ

こ

び

」

が

こ

め

ら

れ

て

い

る

。 

 

以

上

、
「

誠

哉

」

と

「

慶

哉

」

の

文

を

見

て

き

た

が

、

我

々

に

と

っ

て

分

か

り

や

す

い

直

接

的

な

親

鸞

の

「

よ

ろ

こ

び

の

文

」

は

、

こ

の

よ

う

に

少

な

い

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

次

節

以

降

に

よ

っ

て

、

親

鸞

の

著

書

に

「

よ

ろ

こ

び

の

文

」

が

数

多

く

点

在

し

て

い

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

る

の

で

あ

る

。 

 
 

 

第

二

節 

『

歎

異

抄

』

第

九

条

が

明

ら

か

に

す

る

こ

と 

 

先

だ

っ

て

言

及

し

て

お

く

と

、

私

は

第

三

節

に

お

い

て

「

悲

哉

」

の

文

等

「

か

な

し

み

の

文

」

を

取

り

上

げ

る

。

親

鸞

の

「

よ

ろ

こ

び

」
と

い

う

の

が

本

稿

の

主

テ

ー

マ

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、「

か

な

し

み

の

文

」
を

取

り

上

げ

る

と

い

う

こ

と

に

い

さ

さ

か

不

可

解

さ

を

感

じ

る

者

も

い

る

か

も

し

れ

な

い

。
し

か

し

、
そ

の

不

可

解

さ

は

、『

歎

異

抄

』
第

九

条

に

説

か

れ

る

親

鸞

の

教

え

に

よ

っ

て

取

り

除

か

れ

る

の

で

あ

る

。

本

節

で

は

、
『

歎

異

抄

』

第

九

条

を

一

考

し

て

い

き

た

い

。 

コピー厳禁
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『

歎

異

抄

』
第

九

条

に

お

け

る

唯

円

の

問

い

は

、
（

一

）
念

仏

し

て

い

る

の

に

、
躍

り

上

が

る

よ

う

な

よ

ろ

こ

び

の

心

が

湧

い

て

こ

な

い

の

は

な

ぜ

か

、
（

二

）
少

し

で

も

早

く

浄

土

に

往

生

し

た

い

と

思

う

心

が

お

こ

ら

な

い

の

は

な

ぜ

か

、
で

あ

る

。
こ

れ

ら

の

問

い

に

対

し

て

、

親

鸞

は

ま

ず

、
「

親

鸞

も

こ

の

不

審

あ

り

つ

る

に

、

唯

円

房

お

な

じ

こ

こ

ろ

に

て

あ

り

け

り

」
（
『

註

釈

版

』

八

三

六

頁

。

以

下

、
『

歎

異

抄

』
第

九

条

か

ら

引

く

文

の

頁

数

の

提

示

は

省

略

す

る

）
と

答

え

る

。
つ

ま

り

、
法

然

と

出

遇

い

真

実

の

教

え

に

出

遇

っ

た

後

の

人

生

に

お

い

て

、

親

鸞

の

「

よ

ろ

こ

び

」

が

常

に

表

に

出

て

い

た

と

い

う

わ

け

で

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

続

け

て

、

親

鸞

は

一

つ

目

の

問

い

に

対

し

て

、「

よ

ろ

こ

ぶ

べ

き

こ

と

を

よ

ろ

こ

ば

ぬ

に

て

、
い

よ

い

よ

往

生

は

一

定

と

お

も

ひ

た

ま

ふ

な

り

」
と

い

う

見

解

を

示

す

。 

こ

こ

で

い

う

「

よ

ろ

こ

ぶ

べ

き

こ

と

」

と

は

、

第

二

章

第

二

節

で

明

ら

か

に

な

っ

た

よ

ろ

こ

び

の

対

象

、

す

な

わ

ち

、
「

臨

終

に

往

生

成

仏

す

る

こ

と

」
、「

正

定

聚

の

位

に

つ

い

た

こ

と

」
、「

信

心

を

得

た

こ

と

」
に

他

な

ら

な

い

。
な

ぜ

、
こ

れ

ら

が

よ

ろ

こ

ぶ
「

べ

き

」

こ

と

な

の

か

。

そ

れ

は

、

吉

水

入

室

ま

で

の

親

鸞

の

生

き

様

か

ら

し

て

も

明

確

に

な

る

こ

と

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

第

一

章

で

述

べ

た

よ

う

な

、
「

後

世

を

い

の

り

」
「

生

死

出

づ

べ

き

道

」

を

求

め

た

親

鸞

に

と

っ

て

、

法

然

が

説

く

阿

弥

陀

仏

の

本

願

の

教

え

に

よ

っ

て

確

信

し

た

往

生

成

仏

（

正

定

聚

・

信

心

獲

得

）

は

、

人

生

の

根

本

問

題

を

解

決

し

て

く

れ

る

「

よ

ろ

こ

ぶ

べ

き

こ

と

」

だ

っ

た

の

で

あ

る

。

無

論

、

こ

れ

は

親

鸞

だ

け

の

「

よ

ろ

こ

ぶ

べ

き

こ

と

」

で

は

な

く

、

衆

生

の

「

よ

ろ

こ

ぶ

べ

き

こ

と

」

で

あ

る

。 

よ

っ

て

、

先

の

一

つ

目

の

問

い

に

対

す

る

親

鸞

の

見

解

は

、
「

往

生

成

仏

が

決

定

し

た

と

い

う

よ

ろ

こ

ぶ

べ

き

こ

と

を

よ

ろ

こ

べ

な

い

か

ら

、

ま

す

ま

す

往

生

は

間

違

い

な

い

と

思

う

の

で

す

」

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

こ

の

見

解

は

、

常

識

的

に

は

一

見

理

解

し

が

た

い

も

の

で

あ

る

。
し

か

し

、
親

鸞

は

す

ぐ

に

、「

よ

ろ

こ

ぶ

べ

き

こ

と

を

よ

ろ

こ

ば

ぬ

」
の

は

煩

悩

の

し

わ

ざ

で

あ

る

こ

と

を

示

し

、

コピー厳禁
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そ

う

し

た

煩

悩

具

足

の

私

た

ち

で

あ

る

こ

と

を

阿

弥

陀

仏

は

は

る

か

昔

に

知

っ

て

い

て

、

阿

弥

陀

仏

の

本

願

は

そ

う

し

た

私

た

ち

の

た

め

に

た

て

ら

れ

た

の

だ

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

。「

往

生

は

一

定

と

お

も

ひ

た

ま

ふ

な

り

」
の

真

意

は

こ

こ

に

明

ら

か

に

な

る

の

で

あ

る

。
二

つ

目

の

問

い

に

対

し

て

親

鸞

は

、「

い

そ

ぎ

浄

土

へ

ま

ゐ

り

た

き

こ

こ

ろ

の

候

は

ぬ

」
の

も

や

は

り

煩

悩

の

し

わ

ざ

で

あ

る

と

示

し

、

そ

う

し

た

私

た

ち

を

あ

わ

れ

に

思

っ

て

阿

弥

陀

仏

は

本

願

を

お

こ

し

た

の

だ

と

い

う

こ

と

を

説

き

明

か

す

。 

こ

れ

と

ほ

ぼ

同

内

容

の

こ

と

を

、

親

鸞

は

『

教

行

信

証

』
「

信

巻

」

で

示

し

て

い

る

。

そ

れ

は

す

な

わ

ち

、
「
『

経

』
（

大

経

・

下

）

に

『

聞

』

と

い

ふ

は

、

衆

生

、

仏

願

の

生

起

本

末

を

聞

き

」
（
『

註

釈

版

』

二

五

一

頁

）

と

い

う

、

第

十

八

願

成

就

文

に

お

け

る

聞

に

つ

い

て

、

何

を

聞

く

の

か

と

い

う

こ

と

の

説

明

文

で

あ

る

。

仏

願

の

生

起

と

は

、

阿

弥

陀

仏

が

本

願

を

起

こ

さ

れ

た

理

由

で

あ

り

、

そ

れ

は

、
煩

悩

に

ま

み

れ

清

ら

か

な

心

を

持

っ

て

い

な

い

衆

生

が

い

る

か

ら

で

あ

る

。
仏

願

の

本

末

と

は

、
仏

願

の

因

果

の

こ

と

で

、

阿

弥

陀

仏

が

因

位

の

時

に

、
衆

生

救

済

の

た

め

に

は

か

り

知

れ

な

い

ほ

ど

の

修

行

を

積

ん

だ

こ

と

で
（

因

）
、
衆

生

救

済

の

は

た

ら

き

（

名

号

）

が

完

成

さ

れ

た

（

果

）

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

仏

願

の

生

起

本

末

を

そ

の

と

お

り

に

聞

く

と

い

う

こ

と

に

は

、

煩

悩

具

足

の

わ

が

身

こ

そ

阿

弥

陀

仏

の

救

い

の

目

当

て

で

あ

る

と

い

う

こ

と

を

聞

く

こ

と

が

含

ま

れ

て

い

る

の

で

あ

り

、

そ

の

こ

と

が

確

か

に

聞

こ

え

て

い

る

（

自

覚

で

き

て

い

る

）

と

い

う

こ

と

は

、

聞

即

信

の

法

義

か

ら

し

て

、

信

心

が

確

か

に

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

の

だ

か

ら

、

往

生

は

ま

す

ま

す

間

違

い

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る
１

２

。 

梯

實

圓

氏

の

「

自

身

の

悲

し

む

べ

き

凡

夫

性

に

気

づ

い

て

い

る

と

い

う

こ

と

自

体

が

、

本

願

の

大

悲

に

包

ま

れ

て

い

る

し

る

し

で

あ

る

」
１

３

と

い

う

説

明

は

、
『

歎

異

抄

』

第

九

条

の

核

心

を

つ

い

た

も

の

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。

こ

の

説

明

を

「

よ

ろ

こ

び

」

と

い

う

こ

と

ば

を

使

用

し

て

言

い

換

え

れ

ば

、「

自

身

が

、
よ

ろ

こ

ぶ

べ

き

こ

と

を

よ

ろ

こ

べ

な

い

煩

悩

具

足

の

凡

夫

で

あ

る

か

ら

こ

そ

阿

コピー厳禁
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弥

陀

仏

の

救

い

の

目

当

て

と

な

っ

て

い

る

こ

と

を

知

り

、
そ

れ

を

よ

ろ

こ

ぶ

」
と

な

る

で

あ

ろ

う

。
身

心

に

わ

た

っ

た
「

よ

ろ

こ

び

」

を

感

じ

る

こ

と

は

な

く

て

も

、
本

願

に

よ

っ

て

煩

悩

具

足

の

自

身

の

姿

を

照

ら

さ

れ

る

と

こ

ろ

に

、「

よ

ろ

こ

び

」
は

確

か

に

あ

る

の

で

あ

る

。 

そ

し

て

、

こ

の

「

自

身

の

悲

し

む

べ

き

凡

夫

性

」

や

「

よ

ろ

こ

ぶ

べ

き

こ

と

を

よ

ろ

こ

べ

な

い

煩

悩

具

足

の

凡

夫

」

と

い

っ

た

、

親

鸞

の

自

身

に

対

す

る
「

か

な

し

み

」
の

こ

こ

ろ

は

、
親

鸞

の

著

書

の

あ

ら

ゆ

る

文

に

こ

め

ら

れ

て

い

る

。
『

歎

異

抄

』
第

九

条

の

内

容

が

、

そ

の

「

か

な

し

み

の

文

」

が

同

時

に

「

よ

ろ

こ

び

の

文

」

で

あ

る

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

の

で

あ

る

。 

  
 

第

三

節 

親

鸞

の

「

か

な

し

み

の

文

」 

 

前

節

に

よ

っ

て

、
「

か

な

し

み

の

文

」
を

取

り

上

げ

る

意

義

が

示

さ

れ

た

。
そ

の
「

か

な

し

み

の

文

」
と

は

、
自

身

の

凡

夫

性

に

対

す

る

親

鸞

の

な

げ

き

の

文

で

あ

る

が

、

そ

の

よ

う

な

親

鸞

の

人

間

観

に

関

し

て

村

上

氏

は 

 
 

私

は

先

に

親

鸞

聖

人

の

人

間

観

と

し

て

、

罪

悪

深

重

、

煩

悩

具

足

の

凡

夫

で

あ

る

こ

と

を

述

べ

ま

し

た

。

し

か

し

こ

こ

に

至

っ 

て

、

今

や

親

鸞

聖

人

の

人

間

観

は

、
「

如

来

と

ひ

と

し

」
「

弥

勒

と

同

じ

」

と

い

う

、

誇

り

高

き

人

間

観

に

か

わ

っ

た

こ

と

を

指 

摘

し

て

お

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

も

し

親

鸞

聖

人

の

人

間

観

が

、

罪

悪

性

ば

か

り

を

強

調

し

た

じ

め

じ

め

し

た

も

の

と

理

解

す 

る

な

ら

ば

、

そ

れ

は

正

し

い

理

解

と

は

い

え

ま

せ

ん

。

そ

れ

は

一

面

で

は

あ

っ

て

も

全

体

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

こ

こ

で

見

ら

れ 

た

罪

悪

性

や

煩

悩

性

は

、

光

に

よ

っ

て

出

来

た

影

で

は

あ

っ

て

も

闇

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

阿

弥

陀

仏

の

光

に

照

ら

さ

れ

て

気

づ 

か

さ

れ

た

姿

で

す

か

ら

、

そ

の

ま

ま

光

の

中

に

あ

る

姿

で

す

。

そ

れ

は

慚

愧

の

姿

で

は

あ

っ

て

も

不

安

に

お

の

の

い

て

い

る

姿 

コピー厳禁
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で

は

あ

り

ま

せ

ん
１

４ 
と

い

う

見

方

を

し

て

い

る

。
本

節

で

は
「

か

な

し

み

の

文

」
を

見

て

い

く

こ

と

と

す

る

の

だ

が

、
そ

の

際

、
「

か

な

し

み

」
の

裏

側

に

あ

る

「

よ

ろ

こ

び

」

に

注

意

を

向

け

る

と

い

う

こ

と

を

念

頭

に

お

き

、

そ

の

「

か

な

し

み

」

と

「

よ

ろ

こ

び

」

が

ど

う

共

存

し

て

い

る

か

を

、

丁

寧

に

論

述

し

て

い

き

た

い

。 

 

ま

ず

初

め

に

、

三

哉

の

う

ち

第

一

節

で

触

れ

な

か

っ

た

「

悲

哉

」

を

確

認

す

る

。

す

る

と

、
『

教

行

信

証

』
「

信

巻

」

に

「

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

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

」
（
『

註

釈

版

』

二

六

六

頁

）

と

い

う

文

が

あ

る

こ

と

が

分

か

る
１

５

。
「

定

聚

の

数

に

入

る

こ

と

を

喜

ば

ず

」
と

は

、
ま

さ

に
『

歎

異

抄

』
第

九

条

の

一

つ

目

の

問

い

の

こ

こ

ろ

で

あ

り

、
「

真

証

の

証

に

近

づ

く

こ

と

を

快

し

ま

ざ

る

」

と

は

、

ま

さ

に

二

つ

目

の

問

い

の

こ

こ

ろ

で

あ

る

。

そ

う

し

た

こ

こ

ろ

を

持

つ

自

身

に

対

し

て
「

恥

づ

べ

し

傷

む

べ

し

」
と
「

か

な

し

み

」
を

表

明

し

て

い

る

の

で

あ

る

が

、
そ

こ

に

は

、
「

恥

づ

べ

し

傷

む

べ

し

」
我

が

身

を

阿

弥

陀

仏

が

救

っ

て

く

れ

る

と

い

う

「

よ

ろ

こ

び

」

も

存

在

す

る

の

で

あ

る

。

私

と

同

様

に

こ

の

文

を

引

い

た

徳

永

氏

の

、

こ

の

文

に

対

す

る

「

救

わ

れ

よ

う

も

な

い

親

鸞

が

救

わ

れ

て

い

る

慶

び

を

内

在

さ

れ

て

い

る

悲

歎

」
１

６

と

の

表

現

や

、
「

信

の

主

体

的

領

解

の

中

に

、
救

わ

れ

よ

う

も

な

い

存

在

が

弥

陀

の

大

悲

に

よ

っ

て

救

わ

れ

て

い

る

慶

び

を

内

在

さ

れ

た

悲

歎

」
１

７

と

の

表

現

は

、
こ

の

文

が

あ

ら

わ

す

親

鸞

の

心

情

を

適

切

に

捉

え

て

い

る

も

の

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

。 

 

そ

れ

で

は

次

に

、
『

正

像

末

和

讃

』

悲

歎

述

懐

讃

の

和

讃

を

確

認

す

る

。

悲

歎

述

懐

讃

の

一

番

初

め

は 

 
 

浄

土

真

宗

に

帰

す

れ

ど

も 

真

実

の

心

は

あ

り

が

た

し 

コピー厳禁
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虚

仮

不

実

の

わ

が

身

に

て 

清

浄

の

心

も

さ

ら

に

な

し

（
『

註

釈

版

』

六

一

七

頁

） 
と

い

う

和

讃

で

、
表

面

上

は
「

か

な

し

み

」
だ

け

し

か

見

え

て

こ

な

い

。
し

か

し

、
「

真

実

の

心

」
も
「

清

浄

の

心

」
も

な

い

我

が

身

が

阿

弥

陀

仏

に

よ

っ

て

救

わ

れ

る

と

い

う

「

よ

ろ

こ

び

」

が

、

こ

の

和

讃

に

内

在

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。 

 

同

じ

く

悲

歎

述

懐

讃

に

、 

 
 

無

慚

無

愧

の

こ

の

身

に

て 

ま

こ

と

の

こ

こ

ろ

は

な

け

れ

ど

も 

 
 

弥

陀

の

回

向

の

御

名

な

れ

ば 

功

徳

は

十

方

に

み

ち

た

ま

ふ

（
『

註

釈

版

』

六

一

七

頁

） 

と

い

う

和

讃

が

あ

る

が

、

こ

れ

は

前

述

の

和

讃

と

違

い

、

後

半

の

二

句

に

親

鸞

の

「

よ

ろ

こ

び

」

が

出

現

し

て

い

る

。

こ

の

和

讃

の

よ

う

に

、

同

じ

和

讃

中

に

「

か

な

し

み

」

と

「

よ

ろ

こ

び

」

が

表

面

上

で

共

存

す

る

場

合

は

多

い

。

例

え

ば

、

同

じ

く

悲

歎

述

懐

讃

の 

 
 

小

慈

小

悲

も

な

き

身

に

て 

有

情

利

益

は

お

も

ふ

ま

じ 

 
 

如

来

の

願

船

い

ま

さ

ず

は 

苦

海

を

い

か

で

か

わ

た

る

べ

き

（
『

註

釈

版

』

六

一

七

頁

） 

と

い

う

和

讃

に

は

、

わ

ず

か

の

慈

悲

さ

え

持

ち

え

な

い

我

が

身

へ

の

「

か

な

し

み

」

の

思

い

と

、

そ

う

し

た

自

分

の

た

め

に

阿

弥

陀

仏

の

本

願

の

船

が

確

か

に

用

意

さ

れ

て

い

る

と

い

う
「

よ

ろ

こ

び

」
の

思

い

が

、
表

面

上

で

併

存

し

て

い

る

。
他

に

も

、『

高

僧

和

讃

』

源

信

讃

の 

 
 

煩

悩

に

ま

な

こ

さ

へ

ら

れ

て 

摂

取

の

光

明

み

ざ

れ

ど

も 

 
 

大

悲

も

の

う

き

こ

と

な

く

て 

つ

ね

に

わ

が

身

を

て

ら

す

な

り

（
『

註

釈

版

』

五

九

五

頁

） 

コピー厳禁



 

23 

 

と

い

う

和

讃

に

お

い

て

親

鸞

は

、

源

信

に

対

す

る

讃

嘆

を

通

し

て

、

煩

悩

で

阿

弥

陀

仏

の

光

明

を

見

る

こ

と

が

で

き

な

い

我

が

身

へ

の

「

か

な

し

み

」

の

思

い

と

、

そ

れ

に

関

係

な

く

我

が

身

が

常

に

照

ら

さ

れ

て

い

る

「

よ

ろ

こ

び

」

の

思

い

の

二

つ

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

。 

 

『

正

像

末

和

讃

』

三

時

讃

の 

 
 

無

明

長

夜

の

灯

炬

な

り 

智

眼

く

ら

し

と

か

な

し

む

な 

 
 

生

死

大

海

の

船

筏

な

り 

罪

障

お

も

し

と

な

げ

か

ざ

れ

（
『

註

釈

版

』

六

〇

六

頁

） 

と

い

う

和

讃

は

、

煩

悩

具

足

の

ま

ま

救

わ

れ

る

「

よ

ろ

こ

び

」

が

前

面

に

押

し

出

さ

れ

た

文

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。

し

か

し

、

だ

か

ら

と

い

っ

て

、

こ

の

文

に

「

か

な

し

み

」

が

な

い

と

い

う

わ

け

で

は

な

い

。

無

明

の

闇

を

照

ら

し

、

迷

い

の

大

海

を

渡

す

阿

弥

陀

仏

の

本

願

に

値

遇

す

る

と

き

に

、

衆

生

は

自

身

の

煩

悩

具

足

の

本

質

に

気

づ

か

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

文

も

や

は

り

、

煩

悩

具

足

の

我

が

身

を

自

覚

す

る

「

か

な

し

み

の

文

」

な

の

で

あ

る

。 

 

以

上

、

親

鸞

の

「

か

な

し

み

の

文

」

を

取

り

上

げ

考

察

し

て

き

た

が

、

こ

れ

ら

で

す

べ

て

と

い

う

わ

け

で

は

な

く

、

こ

れ

ら

以

外

に

も
「

か

な

し

み

の

文

」
は

親

鸞

の

著

書

に

数

多

く

点

在

し

て

い

る

。
本

章

第

一

節

で

は

、
「

よ

ろ

こ

び

の

文

」
を

わ

ず

か

四

例

し

か

挙

げ

ら

れ

な

か

っ

た

が

、
「

か

な

し

み

の

文

」
が
「

よ

ろ

こ

び

の

文

」
で

も

あ

る

と

示

さ

れ

た

い

ま

、
親

鸞

の

心

情

と

し

て

の
「

よ

ろ

こ

び

」
を

、
我

々

は

親

鸞

の

著

書

の

あ

ら

ゆ

る

文

か

ら

窺

い

知

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る

。
そ

し

て

、
親

鸞

の

心

情

と

し

て

の
「

よ

ろ

こ

び

」

と

は

、

要

言

す

れ

ば

、

本

願

に

出

遇

っ

た

「

よ

ろ

こ

び

」

で

あ

り

、

そ

れ

に

よ

っ

て

自

身

の

罪

業

深

重

な

る

本

質

に

気

づ

か

さ

れ

た

と

き

、

そ

の

よ

う

な

私

が

ま

さ

に

阿

弥

陀

仏

の

救

い

の

目

当

て

で

あ

っ

た

と

知

る

「

よ

ろ

こ

び

」

で

あ

る

。 

コピー厳禁
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結

論 

 

本

稿

で

私

は

、

三

つ

の

観

点

か

ら

親

鸞

の

「

よ

ろ

こ

び

」

に

つ

い

て

考

察

し

た

。

一

つ

目

が

親

鸞

の

生

涯

と

い

う

観

点

で

、

こ

の

観

点

か

ら

、

法

然

と

の

出

遇

い

と

法

然

の

も

と

に

い

た

日

々

が

「

よ

ろ

こ

び

」

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

が

判

明

し

た

。

二

つ

目

が

、

親

鸞

が

「

よ

ろ

こ

び

」

を

ど

う

解

説

し

て

い

る

か

と

い

う

観

点

で

あ

っ

た

。

こ

こ

で

は

ま

ず

、

そ

の

「

よ

ろ

こ

び

」

が

信

心

を

得

て

か

ら

絶

え

ず

あ

り

続

け

る

も

の

で

あ

り

、

し

か

し

、

そ

の

「

よ

ろ

こ

び

」

は

常

に

表

に

出

て

く

る

わ

け

で

は

な

い

と

い

う

こ

と

が

示

さ

れ

た

。

そ

し

て

、

山

本

氏

の

議

論

を

紹

介

し

検

証

す

る

こ

と

を

通

し

て

、

何

を

「

よ

ろ

こ

ぶ

」

の

か

と

い

え

ば

、

そ

れ

は

「

臨

終

に

往

生

成

仏

す

る

こ

と

」
、
「

正

定

聚

の

位

に

つ

い

た

こ

と

」
、
「

信

心

を

得

た

こ

と

」

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

最

後

に

三

つ

目

が

、

親

鸞

の

心

情

と

し

て

の

「

よ

ろ

こ

び

」

が

ど

う

表

明

さ

れ

て

い

る

か

と

い

う

観

点

で

あ

っ

た

。

親

鸞

の

「

よ

ろ

こ

び

」

が

明

か

さ

れ

る

文

は

、

何

も

「

慶

哉

」

に

代

表

さ

れ

る

よ

う

な

直

接

的

な

「

よ

ろ

こ

び

の

文

」

だ

け

に

限

定

さ

れ

る

わ

け

で

は

な

く

、
自

ら

の

凡

夫

性

を

嘆

い

た
「

か

な

し

み

の

文

」
も

ま

た

親

鸞

の
「

よ

ろ

こ

び

」
が

明

か

さ

れ

る

文

な

の

で

あ

っ

た

。
そ

し

て

、

「

よ

ろ

こ

び

」「

か

な

し

み

」
両

方

の

文

を

総

合

的

に

確

認

し

て

い

く

と

、
親

鸞

の

、
阿

弥

陀

仏

の

本

願

と

い

う

真

実

に

出

遇

っ

た
「

よ

ろ

こ

び

」

や

、

真

実

の

救

い

を

知

ら

さ

れ

て

も

な

お

そ

れ

を

よ

ろ

こ

べ

な

い

で

い

る

煩

悩

ま

み

れ

の

我

こ

そ

が

、

救

い

の

目

当

て

で

あ

る

と

確

信

す

る

「

よ

ろ

こ

び

」

が

、

親

鸞

の

著

書

の

あ

ら

ゆ

る

箇

所

で

表

明

さ

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

を

、

私

た

ち

は

了

知

す

る

コピー厳禁
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こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

っ

た

。 

 

以

上

の
「

よ

ろ

こ

び

」
は

、（

一

）
法

に

出

遇

い

法

の

も

と

に

あ

る
「

よ

ろ

こ

び

」
、（

二

）
法

に

よ

っ

て

知

ら

さ

れ

た
「

よ

ろ

こ

び

」
、

の

二

つ

に

分

類

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
（

二

）
に

あ

た

る

の

は

、
例

え

ば

、
往

生

成

仏

が

定

ま

っ

た

と

知

る
「

よ

ろ

こ

び

」
や

、
煩

悩

を

抱

え

た

ま

ま

で

救

わ

れ

る

と

知

る

「

よ

ろ

こ

び

」

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

（

二

）

の

「

よ

ろ

こ

び

」

は

、

法

を

聞

く

状

況

に

い

る

か

ら

こ

そ

の

「

よ

ろ

こ

び

」

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

本

稿

で

論

考

し

て

き

た

親

鸞

の

「

よ

ろ

こ

び

」

は

、

阿

弥

陀

仏

の

真

実

の

法

に

出

遇

い

、

そ

の

法

の

も

と

に

自

身

が

い

る

と

い

う

「

よ

ろ

こ

び

」

一

つ

に

お

さ

ま

る

の

で

あ

る

。 

 

こ

こ

を

も

っ

て

本

稿

の

目

的

は

果

た

さ

れ

た

が

、

最

後

に

、

本

稿

冒

頭

の

布

教

伝

道

の

話

に

戻

り

た

い

。

以

上

の

論

考

か

ら

、

布

教

使

が

布

教

伝

道

の

場

で

語

る

べ

き

こ

と

は

、

法

義

は

も

ち

ろ

ん

の

こ

と

、

法

に

出

遇

い

法

の

も

と

に

い

る

自

身

の

「

よ

ろ

こ

び

」

で

あ

る

と

言

え

る

。

ま

た

、

真

宗

の

僧

侶

の

役

割

が

、

よ

り

多

く

の

人

々

に

真

宗

の

法

に

出

遇

っ

て

も

ら

い

、

そ

の

教

え

を

受

け

取

っ

て

も

ら

う

こ

と

で

あ

る

と

い

う

こ

と

も

判

明

し

た

だ

ろ

う

。

こ

の

こ

と

自

体

は

、

私

が

本

稿

を

執

筆

す

る

前

か

ら

、

至

極

当

た

り

前

の

こ

と

と

し

て

受

け

入

れ

ら

れ

て

き

た

と

言

え

よ

う

。

し

か

し

、

こ

の

役

割

を

全

う

す

る

こ

と

は

非

常

に

困

難

な

こ

と

で

あ

る

。

実

際

、

寺

院

の

存

続

危

機

や

人

々

の

宗

教

離

れ

な

ど

と

い

っ

た

問

題

が

叫

ば

れ

て

い

る

。

だ

か

ら

こ

そ

我

々

僧

侶

は

、

ま

ず

親

鸞

の

「

よ

ろ

こ

び

」

を

領

解

し

た

上

で

そ

の

役

割

を

再

認

識

す

る

べ

き

で

あ

る

。

そ

う

す

れ

ば

、

そ

の

役

割

を

全

う

し

「

よ

ろ

こ

び

」

を

弘

め

る

力

強

い

活

動

を

し

て

い

く

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

 

本

稿

執

筆

後

、

私

は

実

践

真

宗

学

研

究

科

に

進

学

す

る

。

本

稿

で

考

察

し

て

き

た

親

鸞

の

「

よ

ろ

こ

び

」

を

心

に

と

ど

め

、

布

教

伝

道

の

担

い

手

と

し

て

研

鑽

を

積

ん

で

い

き

た

い

と

考

え

て

い

る

。

本

稿

執

筆

の

思

い

と

し

て

、

最

後

に

付

し

て

お

き

た

い

。 

コピー厳禁



 

 

 

註 
 

1 
藤

澤

量

正

「

布

教

に

つ

い

て

思

う

こ

と

」
、
『

伝

道

』

六

七

、

七

三

頁

。 
2 
村

上

速

水

『

親

鸞

教

義

と

そ

の

背

景

』

一

二

頁

。

な

お

、

引

用

文

中

に

あ

る

［

］
（

角

カ

ッ

コ

）

は

引

用

者

で

あ

る

私

の

補

足

で

あ

る

。

こ

れ

以

降

、

引

用

中

に

［

］

が

使

わ

れ

る

場

合

も

同

様

で

あ

る

。 

3 

勧

学

寮

編

『

新

編 

安

心

論

題

綱

要

』

一

九

‐

二

四

頁

参

照

。 

4 

こ

れ

以

降

、

本

稿

で

「

歓

喜

」

と

使

用

す

る

場

合

、

そ

れ

は

「

後

続

の

歓

喜

」

の

こ

と

で

あ

る

。 

5 

こ

の

段

落

の

考

察

に

は

、

内

藤

知

康

氏

『

安

心

論

題

を

学

ぶ

』
（

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

〇

四

年

）

の

「

三

、

歓

喜

初

後

」

か

ら

多

く

の

示

唆

を

得

た

。 

6 

山

本

攝

叡

「
『

歓

喜

』

と

『

慶

喜

』
」
、
『

行

信

学

報

』

二

五

、

四

一

‐

四

八

頁

参

照

。 

7 

山

本

氏

と

同

様

に

、
カ

タ

カ

ナ

は

平

仮

名

に

、
漢

字
・
送

り

仮

名

は

現

行

の

用

字

に

改

め

、
文

脈

を

損

な

わ

な

い

程

度

に

句

読

点

を

補

完

し

た

。 

8 

『

浄

土

真

宗

辞

典

』

九

八

頁

。 

9 

『

浄

土

真

宗

辞

典

』

一

二

四

頁

。 

1 0 

山

本

攝

叡

「
『

歓

喜

』

と

『

慶

喜

』
」

四

九

‐

五

二

頁

参

照

。 

1 1 

徳

永

道

雄

「

親

鸞

聖

人

の

主

体

的

表

明

に

お

け

る

伝

道

的

立

場

」
、
『

真

宗

学

』

一

〇

一

、

九

頁

。 

1 2 

こ

の

段

落

の

考

察

に

は

、

内

藤

知

康

氏

『

安

心

論

題

を

学

ぶ

』
（

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

〇

四

年

）

の

「

一

、

聞

信

義

相

」

か

ら

多

く

の

示

唆

を

得

た

。 

1 3 

梯

實

圓

『

聖

典

セ

ミ

ナ

ー

「

歎

異

抄

」
』

二

五

二

頁

。 

1 4 

村

上

速

水

『

親

鸞

教

義

と

そ

の

背

景

』

二

一

四

頁

。 

1 5 

本

稿

で

、

私

は

「

悲

哉

」

の

文

を

一

つ

し

か

挙

げ

な

か

っ

た

が

、
『

教

行

信

証

』
「

化

身

土

巻

」

に 

悲

し

き

か

な

、

垢

障

の

凡

愚

、

無

際

よ

り

こ

の

か

た

助

正

間

雑

し

、

定

散

心

雑

す

る

が

ゆ

ゑ

に

、

出

離

そ

の

期

な

し

。

み

づ

か

ら

流

転

輪

廻

を

度

る

に

、

微

塵

劫

を

超

過

す

れ

ど

も

、

仏

願

力

に

帰

し

が

た

く

、

大

信

海

に

入

り

が

た

し

。

ま

こ

と

に

傷

嗟

す

べ

し

、

深

く

悲

歎

す

べ

し

。

お

ほ

よ

そ

大

小

聖

人

・

一

切

善

人

、

本

願

の

嘉

号

を

も

つ

て

お

の

れ

が

善

根

と

す

る

が

ゆ

ゑ

に

、

信

を

生

ず

る

こ

と

あ

た

は

ず

、

仏

智

を

了

ら

ず

。

か

の

因

を

建

立

せ

る

こ

と

を

了

知

す

る

こ

と

あ

た

は

ざ

る

ゆ

ゑ

に

、

報

土

に

入

る

こ

と

な

き

な

り

（
『

註

釈

版

』

四

一

二

‐

四

一

三

頁

） 

コピー厳禁



 

 

 

 
 

 

と

い

う
「

悲

哉

」
の

文

が

あ

る

。
し

か

し

、
こ

の

文

は

第

二

十

願

の

行

者

に

対

す

る

悲

歎

の

文

で

あ

り

、
私

が

本

稿

第

三

章

第

三

節

で

取

り

上

げ

よ

う

と

す

る

「

親

鸞

の

自

身

の

凡

夫

性

に

対

す

る

悲

歎

」

の

文

と

は

そ

ぐ

わ

な

い

た

め

、

今

回

は

取

り

上

げ

な

か

っ

た

。

ま

た

、

例

え

ば

、

貫

名

譲

氏

が

こ

の

文

に

つ

い

て

「

親

鸞

自

身

の

偽

ら

ざ

る

心

情

を

吐

露

し

た

も

の

で

あ

る

」

（

貫

名

譲

「

親

鸞

の

獲

信

過

程

―

『

破

綻

』

と

『

出

遇

い

』

―

」
、
『

真

宗

学

』

一

〇

五

・

一

〇

六

、

四

六

二

頁

）

と

の

理

解

を

示

し

て

い

る

よ

う

に

、

こ

の

文

の

第

二

十

願

の

行

者

を

親

鸞

と

す

る

解

釈

も

あ

る

。

こ

の

解

釈

の

立

場

に

立

て

ば

、

こ

の

文

も

「

親

鸞

の

自

身

の

凡

夫

性

に

対

す

る

悲

歎

」

の

文

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

が

、

私

は

こ

の

立

場

に

立

つ

も

の

で

は

な

い

。 

1 6 

徳

永

道

雄

「

親

鸞

聖

人

の

悲

歎

に

表

れ

る

伝

道

的

立

場

」
、
『

真

宗

学

』

一

〇

五

・

一

〇

六

、

六

八

頁

。 

1 7 

徳

永

道

雄

「

親

鸞

聖

人

の

真

仏

弟

子

釈

に

お

け

る

伝

道

的

立

場

」
、
『

真

宗

学

』

九

一

・

九

二

、

三

六

〇

頁

。 
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献 
 

書
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瓜

生

津

隆

真

ほ

か
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や
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る

親

鸞

聖

人

伝

』

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

一

一

年 

大

谷

光

真

『

愚

の

力

』

文

藝

春

秋

、

二

〇

〇

九

年 

梯

實

圓

『

聖

典

セ

ミ

ナ
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「

歎

異

抄

」
』

本

願

寺

出

版

社

、

一

九
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五
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梯

實

圓

ほ

か

『

親

鸞

聖

人

の

ご

生
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社
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二

年 
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親

鸞

の

生
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教

え

』

法

蔵

館
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七

年 
 

 

河

田

光

夫

『

歎

異

抄

を

よ

む

』

明

石

書

店

、

一

九

九

八

年 

勧

学

寮

編

『

新

編 

安

心

論

題

綱

要

』

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

〇

二

年 

真

宗

教

団

連

合

編

『

親

鸞

』

朝

日

新

聞

出

版

、

二

〇

〇

九

年 
 

 

千

葉

乗

隆

『

親

鸞

聖

人

も

の

が

た

り

』

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

〇

〇

年 
 

 

内

藤

知

康

『

安

心

論

題

を

学

ぶ

』

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇
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四

年 
 

 

中

西

智

海

『

講

座 

歎

異

抄

』

永

田

文

昌

堂

、

二

〇

〇

一

年 
 

 

増

谷

文

雄

・

梅

原

猛

『

仏

教

の

思

想

１

０ 
絶

望

と

歓

喜

〈

親

鸞

〉
』

角

川

書

店

、

一

九

七

〇

年 

村

上

速

水

『

親

鸞

教

義

と

そ

の

背

景

』

永

田

文

昌

堂

、

一

九

八

七

年 
 

 

矢

田

了

章

『

親

鸞

の

人

間

論

―

そ

の

教

理

史

的

研

究

―

』

永

田

文

昌

堂

、

二

〇

一

四

年 
 

辞

書 
 

 

『

浄

土

真

宗

辞

典

』

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

一

三

年 
  

論

文 
 

 

市

川

良

哉

「

宗

教

的

生

の

一

考

察

―

親

鸞

の

『

他

力

』

を

め

ぐ

っ

て

―

」
『

奈

良

大

学

紀

要

』

二

、

一

九

七

三

年 

岡

亮

二

「

親

鸞

に

お

け

る

信

の

構

造

」
『

真

宗

学

』

一

〇

五

・

一

〇

六

、

二

〇

〇

二

年 
 

 

清

基

秀

紀

「

真

宗

の

土

着

（

三

）

―

親

鸞

伝

と

六

角

堂

夢

告

―

」
『

印

度

學

佛

教

學

研

究

』

七

六

、

一

九

九

〇

年 
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清

基

秀

紀

「

真

宗

の

土

着

（

五

）

―

親

鸞

に

お

け

る

仏

と

師

―

」
『

印

度

學

佛

教

學

研

究

』

八

四

、

一

九

九

四

年 

清

基

秀

紀

「

真

宗

の

土

着

―

親

鸞

に

お

け

る

往

生

の

確

信

―

」
『

印

度

學

佛

教

學

研

究

』

九

六

、

二

〇

〇

〇

年 
 

芝

原

弘

記

「

親

鸞

教

学

に

於

け

る

信

心

歓

喜

に

つ

い

て

」
『

真

宗

学

』

一

〇

一

、

二

〇

〇

〇

年 
 

 

徳

永

道

雄

「

親

鸞

聖

人

の

報

恩

観

に

お

け

る

伝

道

的

立

場

」
『

真

宗

学

』

八

九

、

一

九

九

四

年 
 

 

徳

永

道

雄

「

親

鸞

聖

人

の

真

仏

弟

子

釈

に

お

け

る

伝

道

的

立

場

」
『

真

宗

学

』

九

一

・

九

二

、

一

九

九

五

年 
 

 

徳

永

道

雄

「

親

鸞

聖

人

の

主

体

的

表

明

に

お

け

る

伝

道

的

立

場

」
『

真

宗

学

』

一

〇

一

、

二

〇

〇

〇

年 
 

 

徳

永

道

雄

「

親

鸞

聖

人

の

悲

歎

に

表

れ

る

伝

道

的

立

場

」
『

真

宗

学

』

一

〇

五

・

一

〇

六

、

二

〇

〇

二

年 
 

 

貫

名

譲

「

親

鸞

の

獲

信

過

程

―

『

破

綻

』

と

『

出

遇

い

』

―

」
『

真

宗

学

』

一

〇

五

・

一

〇

六

、

二

〇

〇

二

年 
 

 

藤

澤

量

正

「

布

教

に

つ

い

て

思

う

こ

と

」
『

伝

道

』

六

七

、

二

〇

〇

七

年 
 

 

矢

田

了

章

「

親

鸞

に

お

け

る

伝

道

の

意

味

」
『

真

宗

学

』

一

一

七

、

二

〇

〇

八

年 
 

 

山

本

攝

叡

「
『

歓

喜

』

と

『

慶

喜

』
」
『

行

信

学

報

』

二

五

、

二

〇

一

二

年 
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