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はじめに 

親 鸞 は そ の 著『 顕 浄 土 真 実 教 行 証 文 類 』（ 以 下 、『 教 行 信 証 』）の「 後 序 」に 、

元 久 ２ 年（ １ ２ ０ ５ 年 ）、「 夢 告 」に 依 っ て 、実 名 を「 綽 空 」か ら 新 し い 名 に 改

め 、法 然 の「 真 影 」に そ の 直 筆 を も っ て 書 き 入 れ て も ら っ た こ と を 記 し て い る 。 

従 来 そ の 名 は 「 善 信 」 と 見 な さ れ て き た （ 以 下 、「 善 信 」 改 名 説 ） が 、 筆 者

は こ の 通 説 に 疑 問 を 抱 き 、こ の 時 の 改 名 は「 親 鸞 」へ の そ れ で あ り 、親 鸞 は こ

の 時 、 法 然 か ら 「 釈 の 親 鸞 」 の 名 を 授 け ら れ た こ と 、「 善 信 」 は 親 鸞 が 吉 水 期

以 来 、終 生 用 い た 房 号 で あ る と 考 え（ 以 下 、「 親 鸞 」改 名 説 ）、本 書 に お い て あ

ら ゆ る 観 点 か ら そ れ を 論 証 し た 。  

 

第１章  「善信」改名説の検討 

親 鸞 在 世 当 時 の 日 本 は「 実 名 」を も っ て そ の 人 を 呼 ぶ こ と を 憚 る 慣 習（ 実 名

敬 避 俗 ） の 下 に あ り 、 人 名 は 実 名 （ 他 人 が 呼 ぶ こ と を 忌 む 「 諱 ・ い み な 」） と

仮 名 （ 他 人 が 呼 ぶ 際 に 用 い る 通 称 で あ る 「 字 ・ あ ざ な 」） と が あ り 、 僧 に 対 し

て は 地 名 、寺 院 名 、僧 位・僧 官 名 、卿 名 、房 号 、阿 弥 陀 仏 号 等 が 通 称 と し て 用

い ら れ て い た 。  

親 鸞 の 曽 孫 覚 如 は『 拾 遺 古 徳 伝 』に お い て 、親 鸞 は 元 久 ２ 年 以 降「 善 信 」と

号 し た 、と 語 っ て お り 、こ れ が 所 謂「 善 信 」改 名 説 の 嚆 矢 で あ る が 、こ れ は 覚

如 が 関 東 の 親 鸞 旧 跡 を 巡 拝 し た 折 に 見 た 真 仏 書 写「 親 鸞 夢 記 」の「 六 角 堂 の 救

世 大 菩 薩 … … 善 信 に 告 命 し て 言 わ く 」 の 記 述 に 基 づ い た も の と 考 え ら れ る 。  

覚 如 は「 善 信 」を 実 名 で は な く 房 号 と 扱 っ て お り（『 口 伝 鈔 』、他 ）、『 親 鸞 聖

人 伝 絵 』に お い て は 、「 六 角 堂 夢 告 」の 年 時 を「 建 仁 ３ 年 」（ １ ２ ０ ３ 年 ）と 誤

り 、夢 告 を 法 然 へ の 入 門 を 促 し た も の で は な く 、後 年 の 東 国 行 化 の 予 言 と 記 し

て い る 。  

こ れ は 覚 如 が「 親 鸞 夢 記 」を 見 た 当 時 、そ れ を 相 伝 し た 真 仏 の 急 逝 も あ っ て 、
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「 六 角 堂 夢 告 」 に ま つ わ る 正 確 な 伝 承 が 既 に 途 絶 え て い た こ と に よ る と 思 わ

れ る 。  

そ の 息 存 覚 も 『 六 要 鈔 』 で 「 善 信 」 改 名 説 を 採 っ て は い る が 、「 綽 空 」 は 仮

号 と 実 名 を 兼 ね た 名 で あ る と す る 存 覚 説 か ら は 、実 名「 綽 空 」を 房 号「 善 信 」

に 改 め た と す る 覚 如 説 の 矛 盾 を 整 合 す る た め 苦 心 し た 節 が 窺 わ れ る 。  

 ま た 、筆 者 が 旧 稿「『 善 信 』と『 親 鸞 』（ 上・下 ）」（『 親 鸞 教 学 』７ ５・７ ６ 、

２ ０ ０ ０ 年 ） で 「 親 鸞 」 改 名 説 を 提 示 し た 後 、「 善 信 」 改 名 説 を 採 る 井 上 円 ・

鶴 見 晃 両 氏 に よ っ て な さ れ た 反 論 に 対 し て も そ の 矛 盾 点 を 指 摘 し た 。  

 

第２章 「善信」史料の検討 

「 善 信 」改 名 説 の 証 拠 と さ れ る『 ⻄ ⽅ 指 南 抄 』、文 明 版『 正 像 末 和 讃 』、蓮 光

寺 旧 蔵 本『 親 鸞 聖 人 血 脈 文 集 』等 の 史 料 を 逐 一 検 討 し 、そ れ ら が ⓵ 房 号 と し て

の「 善 信 」を 示 す も の 、② 覚 如 の「 善 信 」改 名 説 が 定 着 し た 後 に 制 作 さ れ た 偽

作 文 書 、③ 親 鸞 没 後 に 流 布 し た「 愚 禿 善 信 」の 呼 称 が 流 伝 の 過 程 で 混 入 し た も

の 、で あ り 、元 久 ２ 年 に 親 鸞 が 実 名 を「 善 信 」に 改 め た こ と の 確 か な 徴 証 は 存

在 し な い こ と を 論 証 し た 。  

 

第３章 「夢告」について 

《 第 １ 節  「 行 者 宿 報 偈 」 を め ぐ っ て 》  

覚 如 が『 親 鸞 伝 絵 』で「 六 角 堂 夢 告 」を 建 仁 ３ 年（ １ ２ ０ ３ 年 ）と し た 結 果 、

室 町 時 代 末 期 か ら 江 ⼾ 時 代 に か け て 、親 鸞 は「 六 角 堂 夢 告 」を 建 仁 元 年（ １ ２

０ １ 年 ）と 同 ３ 年 の 二 回 受 け た の か 、あ る い は 建 仁 元 年 の 一 回 き り で あ っ た の

か と い う 論 争 が 起 き た が 、当 時 は『 恵 信 尼 書 簡 』の 存 在 が 完 全 に 忘 却 さ れ て お

り 、「『 夢 告 』は 建 仁 元 年 の 一 回 き り 」と す る 説 で あ っ て も 、そ れ が 吉 水 入 室 の

契 機 と は さ れ ず 、入 室 後 も 続 け ら れ た 参 籠 の 満 願 の 日 の「 夢 告 」で あ る と さ れ
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て い る 。  

ま た 、「 六 角 堂 夢 告 」 の 偈 文 は あ く ま で 親 鸞 に 妻 帯 を 許 可 し た 「 女 犯 偈 」 と

扱 わ れ 、「 善 信 」の 名 も ま た 妻 帯 と の 関 連 に お い て の み 語 ら れ 、『 選 択 集 』の 付

属 ･真 影 の 図 画 と い う 所 謂 師 資 相 承 の 際 の 改 名 と い う 点 は 顧 み ら れ て い な い 。 

《 第 ２ 節  専 修 寺 蔵 「 三 夢 記 」 の 真 偽 に つ い て 》  

古 田 武 彦 氏 に よ っ て 親 鸞 真 作 と さ れ た 専 修 寺 蔵「 三 夢 記 」は 、添 付 文 書 か ら

建 ⻑ 2 年（ １ ２ ５ ０ 年 、親 鸞 ７ ８ 歳 ）に 覚 信 尼 に 授 け ら れ た も の と さ れ て い る

が 、漢 文 聖 教 の 付 属 と し て の 意 味 を 持 つ「 三 夢 記 」の 授 与 が 、お そ ら く 漢 文 が

読 め な か っ た で あ ろ う 、ま た 上 足 の 弟 子 と も 言 え な い―親 鸞 の 臨 終 時 に そ の

往 生 を 疑 い さ え し た―覚 信 尼 に 対 し て な さ れ た と は 考 え ら れ ず 、「 三 夢 記 」

は 後 代 の 偽 作 と 考 え ざ る を 得 な い 。  

《 第 ３ 節  「 六 角 堂 夢 告 」 に つ い て 》  

「 後 序 」 に 「『 夢 告 』 に よ っ て 名 を 改 め た 」 と 記 さ れ た そ の 「 夢 告 」 を 筆 者

は 、親 鸞 を 法 然 の 下 へ 促 し た 建 仁 元 年（ １ ２ ０ １ 年 ）の「 六 角 堂 夢 告 」で あ る

と 考 え る 。  

「 六 角 堂 夢 告 」 の 「 行 者 宿 報 偈 」 に 登 場 す る 「 行 者 」、 救 世 観 音 の 化 身 で あ

る 玉 女 に よ っ て 臨 終 に 極 楽 に 引 導 さ れ る「 行 者 」と は 、法 然 の 元 に 集 う 専 修 念

仏 の 行 者 で あ り 、親 鸞 は こ の 偈 文 に よ っ て ま ず 法 然 に 入 門 し 、そ の 後 法 然 の 教

説 の 真 実 義 を 解 明 し て 救 世 観 音 の「 告 命 」―偈 文 の 趣 意（「 吾 が 誓 願 」）を「 一

切 群 生 に 説 き 聞 か す べ し 」―に 応 え る べ く 「 親 鸞 」 に 改 名 、 天 親 ･曇 鸞 の 教

説 に 直 参 し た 。そ し て 、親 鸞 は そ の 晩 年 、後 に 文 明 版『 正 像 末 和 讃 』に「 皇 太

子 聖 徳 奉 讃 」と し て 収 め ら れ る 聖 徳 太 子 和 讃 を 制 作 し 、太 子 の「 夢 告 」に ま つ

わ る 自 身 の 行 実 を 回 顧 し た 。  

以 上 が 建 仁 元 年 の 「 六 角 堂 夢 告 」 に 関 す る 筆 者 の 推 論 で あ る 。  

 

第 4 章 「愚禿釈の親鸞」 
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《 第 １ 節  「 禿 の 字 を 以 て 姓 と す 」》  

親 鸞 が「 後 序 」に「 已 に 僧 に 非 ず 俗 に 非 ず 、こ の 故 に 禿 の 字 を 以 て 姓 と す 」

と 語 っ た「 僧 」と は 、仏 教 の 真 実・⽅ 便 を 知 ら ず 、吉 水 教 団 を 朝 廷 に 訴 え た「 諸

寺 の 釈 門 」 で あ り 、「 俗 」 と は 、 仏 教 と 外 道 の 区 別 す ら で き ず に 、 諸 天 ⻤ 神 へ

の 従 属 に よ る 現 世 利 益（ 除 災 招 福 ）の み を 仏 教 の 存 在 価 値 と し 、私 憤 に よ っ て

専 修 念 仏 を 禁 圧 し た 「 洛 都 の 儒 林 」 で あ り 、「 禿 」 姓 と は そ れ ら 僧 俗 双 ⽅ の 在

り ⽅ か ら の 訣 別 、す な わ ち「 真 宗 」―法 然 の 教 説―へ の 純 粋 な 帰 依 の 宣 言

を 意 味 す る 、と 筆 者 は 考 え る 。ま た 、当 時 は 〝 禿 居 士 イ コ ー ル 飢 餓 に よ る 出 家

者 ・ 破 戒 無 慚 の 者 ・ 袈 裟 を 着 た 賊 〟 と の 通 念 が 存 在 （ 無 住 『 沙 石 集 』） し て お

り 、親 鸞 が 公 式 に「 禿 」姓 を 名 乗 る こ と は 、専 修 念 仏 者 と し て の 造 悪 無 碍 等 の

行 状 へ の 深 刻 な 反 省 に も 見 え る が 、 親 鸞 の 真 意 は そ こ に は な い 。「 禿 」 と は 、

伝 最 澄 作『 末 法 灯 明 記 』に 説 か れ た「 一 た び 仏 の 名 を 称 し 、一 た び 信 を 生 」じ

た 「 無 戒 名 字 の 比 丘 」 で あ り 、『 灯 明 記 』 の 文 に 託 し て 親 鸞 は こ の 比 丘 こ そ が

「 末 世 の 真 宝 」で あ り 、断 じ て 禁 圧 す べ き で な い こ と 、ま た 、こ の 比 丘 は 諸 の

天 神 か ら 崇 敬 さ れ 守 護 さ れ る 存 在 で あ り（「 化 身 土 巻・末 」引 用『 大 集 月 蔵 経 』）、

末 法 時 の 無 戒 ・ 破 戒 の 出 家 者 へ の 迫 害 は 「 五 逆 罪 」 で あ る （「 信 巻 」 引 用 『 往

生 拾 因 』） こ と を 主 張 し て い る 。  

《 第 ２ 節   吉 水 期 の 親 鸞 》  

親 鸞 は 吉 水 入 室 後 に 法 然 か ら 曇 鸞『 浄 土 論 註 』を 与 え ら れ 、同 じ く 法 然 か ら

『 論 註 』 を 勧 め ら れ た 先 輩 隆 寛 か ら も 多 大 な 影 響 を 受 け た と 考 え ら れ る 。（ 法

然 が『 論 註 』を 熟 読 し て い た こ と は そ の 事 績・発 言 か ら も 明 ら か で あ り 、親 鸞

が 越 後 流 罪 以 降 、容 易 に『 論 註 』を 入 手 で き る 環 境 に あ っ た と は 考 え づ ら い 。）  

ま た 、筆 者 は 吉 水 期 の「 信 心 一 異 の 諍 論 」を 、親 鸞 に 改 名 を 促 し た「 原 体 験 」

と 捉 え て い る 。  

「 諍 論 」の 時 期 は 元 久 元 年（ １ ２ ０ ４ 年 ）の『 七 箇 条 制 誡 』提 出 時 に 法 然 に

よ っ て 対 外 的 及 び 門 弟 間 の 論 争 が 禁 じ ら れ る そ れ 以 前 、 す な わ ち 翌 年 の 改 名
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以 前 と 考 え ら れ 、「 諍 論 」 の 折 の 法 然 の 教 言 か ら 、 親 鸞 は 「 如 来 回 向 の 信 」 の

み な ら ず 、「 自 力 各 別 の 信 」「 真 実 報 土 」「 ⽅ 便 化 土 」 と い っ た 、 後 年 『 教 行 信

証 』 等 で 展 開 す る 重 要 な 思 想 的 課 題 を 与 え ら れ た も の と 思 わ れ る 。  

《 第 ３ 節   親 鸞 に お け る 『 浄 土 論 註 』 の 恩 徳 》  

『 論 註 』と の 値 遇 か ら 親 鸞 が 受 け た 最 大 の 恩 恵 は「 如 来 の 二 種 回 向 に よ る 信 心

―法 蔵 菩 薩 の 如 実 修 行 と 相 応 す る『 一 心 』―の 獲 得 」を 明 ら か に し 得 た こ

と に あ る 。  

ま た 、如 来 回 向 開 顕 の た め の 親 鸞 の 思 想 的 格 闘 は 、真 筆『 教 行 信 証 』坂 東 本

に 残 る 改 訂・書 改 等 の 痕 跡 、あ る い は 善 鸞 事 件 を 契 機 に 大 幅 な 改 訂 が 行 わ れ た

『 尊 号 真 像 銘 文 』『 如 来 二 種 回 向 文（ 往 相 還 相 回 向 文 類 ）』等 の 文 の 変 遷 か ら 窺

い 知 れ る 。  

 

おわりに 

「 後 序 」の 改 名 の 記 事 は 、親 鸞 が「 こ の 書 に お い て 自 分 は『 愚 禿 釈 の 親 鸞 』

の 名 で 、『 大 経 』・天 親・曇 鸞 の 教 説 に 直 参 し て 選 択 本 願 念 仏 の 思 想 を 新 た に 展

開 し た 」と 述 べ る に と ど ま ら ず 、「 こ の 書 は 、『 汝 は「 釈 の 親 鸞 」と し て『 教 行

信 証 』(当 時 は 題 名 も 構 成 も 未 定 )を 書 け 』と 法 然 か ら 命 じ ら れ て 著 し た も の で

あ る 」 と い う 『 教 行 信 証 』 撰 述 の 「 由 来 の 縁 」（「 後 序 」） を 語 っ て い る と 筆 者

は 考 え る 。  

そ れ ゆ え 親 鸞 は 生 前『 教 行 信 証 』の 公 開（ 出 版 ）を 企 図 し て い た と 思 わ れ る 。

『 教 行 信 証 』の 諸 所 か ら も そ れ は 窺 わ れ る し 、親 鸞 の 後 半 生 に お け る 動 機 の 判

然 と し な い 行 動 、関 東 へ の 移 住 や ６ ０ 歳 代 で の 帰 洛 も 、主 に『 教 行 信 証 』の 撰

述 、 完 成 と 公 開 （ 出 版 ） が そ の 理 由 で あ っ た と 筆 者 は 推 察 す る の で あ る 。  


