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(1)

親i,;の 宗 教 的 生 が ど の よ う な も ので あ っ たか を考 察 す る に 当 って,わ れ わ れ の注 意

を呼 び 起 こす もの は,彼 の著 作 の 中 にみ られ る 自 らに対 す る痛 ま しい まで の深 刻 なか な し

み なげ きで あ る と同 時 に,泉 が 湧 き上 るが 如 き限 りな く底 知 れ ず 尽 きせ ぬ 獲i信の よ ろ こび

の表 現 で あ る.す な わ ち,悲 歎 と歓 喜 の 中 に,彼 の 全 体 と して の宗 教 的 生 が 捉 え られ な け

れ ば な らな い と思 わ れ る.

まず,悲 歎 を述 べ る若 干 の 文 を 引 用 して み よ う.r教 行 信 証 』信 巻 に,

誠 に知 ん ぬ,悲 しき か な愚 禿 轡,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D.

と い い,化 身 土 巻 に は,

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 故 に,出 離 そ

の 期 な し.自 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.良 に 傷 嵯 す べ く,深 く悲 歎 す べ し2).… …

とい う.「 愚 禿 悲 歎 述 懐 』和 讃 の,

浄土 真 宗 に 帰 す れ ど も,真 実 の 心 は あ りが た し,虚 仮 不 実 の わ が 身 に て,清 浄 の 心 も さ

らに な し.

外 儀 の す が た は ひ とご と に,賢 善 精 進 現ぜ しむ,負 瞑 邪偽 お ほ きゆ へ,針 詐 も もは し身

に み て り.

悪性 さ らに や め が た し,こ ころ は蛇 蜴 の ご と くな り,修 善 も雑 毒 な る ゆ へ に,虚 仮 の行

とそ な づ け た る3).

等 と と もに,こ こに み られ る罪 障 の 自己へ の 悲歎 は,後 に述 べ る 如 く,「 絶 対 他 な る もの 」

(阿 弥 陀 仏 の本 願)の 前 に お け る人 間本 質 と して の 有 限性 限界 性 へ の洞 察 に よ って 自覚 せ

しめ られ る もので あ る が,少 し く親 鷺 に 関心 を寄 せ るT_1で あ る な らば,そ の心 を打 たず に

は お か な い もの感 ぜ しめ よ う.

しか しま た,同 時 に他 方 で は 「絶 対 他 な る も の 」 の救 済 に 出遇 っ た こと の深 い よ ろ こび

が嘆 ぜ られ る.r教 行 信 証 』総 序 に,

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.… … こ こに 愚禿 釈 の 親 鱒,慶 ば しい か な,西 蕃 ・/7支 の聖 典,

東 夏 ・日域 の 師 釈 に遇 ひ 難 く して,今 遇 ふ こ と を得 た り.… …聞 くと こ ろ を慶 び,獲 る

と こ ろ を嘆 ず るな り と4).
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とい い,化 身土 巻 に は,

慶 ば しい か な,心 を 弘誓 の仏 地 に 樹 て,念 を難 思 の法 界 に流 す.深 く如 来 の衿 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5).… …

と い う.「 歎 異 抄 』 に は,

弥 陀 五 劫 思 惟 の願 を よ くよ く案 ず れ ば,ひ とへ に 親鱒 一 人 が た め な りけ り.さ れ ば そ く

ば くの業 を も ちけ る身 に て あ りけ るを た す け ん とお ぼ しめ した ち け る本 願 の か た じけ な

さ よ6).

と い う親 鶯 の 「つ ね の おほ せ 」 が 記 録 され て い る.こ れ らの 中 に は,い か に 言 句 を尽 くす

と もな お尽 きせ ぬ よ ろ こび が 生 き生 き と嘆 ぜ られ て い る とい わ ね ば な らな い.

上 の如 き,深 く痛 ま しい まで の 悲歎 と限 りな く尽 きせ ぬ 歓 喜 の 中 に 織 りな され る彼 の 宗

教 的生 を,わ れ わ れ は どの よ うに 考 え るべ きで あろ うか.こ れ を,単 に彼 の信 仰 生活 に お

け る時 折 々 の感 情 の起 伏 が 表 現 され た もの,と 理 解 す るだ け で は,十 分 な説 得 力 を も った

理 解 と は い え な い ので はな いか.む しろ,こ の よ うな 悲歎 と歓 喜 の 中 に こそ,彼 の 具 体 的

な宗 教 的生 が あ り,そ こ にそ れ が 開 か れ て い った と考 え られ るべ きで は な い か.そ うで あ

る と す る な らば,そ の よ う な悲 歎 と歓 喜 の 中で 開 け た 宗 教 的 生 の あ り方 と は,い か な る も

の で あ っ た ので あ ろ うか.

「歎 異 抄 』第 九 章 に は,よ く知 られ る よ う に,親 轡 と門 弟 の 唯 円 との 対 話 が な され て い

る.こ の対 話 の 中 に,上 述 の悲 歎 と歓 喜 の 中 に開 け た 親鱒 の 宗 教 的 生 の あ り方 が,最 も具

体 的 に よ く示 され て い る と 思 われ る.そ こで は,「 念 仏 まふ し さふ らへ ど も,踊 躍 歓 喜の

こ ころ お ろ そ か に さふ らふ こと,ま た い そ ぎ浄 土 へ ま ひ りた き こ こ ろ の さふ らはぬ は,い

か に と さふ ら うべ き こと に て さふ らう や らん 」 と い う唯 円 の,宗 教 的 生 の あ り方 に関 す る

二 つ の 実践 的 問 い,言 い か え る と,信 仰 相 続 の問 題 に対 して,親 轡 の答 が な され る.唯 円

の 二 間 中,前 間 の答 に相 当 す る部 分 を,引 用 の煩 を い とわ ず あげ て み よ う.

親鱒 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.よ くよ く案 じみ れ ば,

天 に お ど り地 に お ど る ほ ど に よ ろ こぶ べ き こと を よ ろ こば ぬ にて,い よ い よ往 生 は0定

とお もひ た ま ふ べ きな り.よ ろ こ,.べ き こ ころ を お さへ て よ ろ こば せ ざ る は煩 悩 の所 為

な り.し か るに,仏 か ね て しろ しめ して煩 悩 具 足 の凡 夫 と お ほせ られ た る こと なれ ば,

他 力 の 悲 願 は か くの ご と きの わ れ らが た め な りけ りと し られ て,い よ い よ た の も し くお

ぼ ゆ るな り.… …踊 躍 歓 喜 の こ ころ … … さ ふ らは ん に は,煩 悩 の な き や らん と あ や し く

さふ らひ な ま し と云 々η.

唯 円の 問 に 対 して,「 天 に お ど り地 に お ど る ほ ど に よ ろ こぶ べ き こ と を」 「よ ろ こぶ こ ころ

を お さえ て よ ろ こば せ ざ るは 煩 悩 の 所 為 」 で あ る.ま た 唯 円 の 後 問 に つ い て も,「 浄 土 へ

い そ ぎ ま ひ りた き こ ころ の な くて,い さ さか 所 労 の こ と もあ れ ば,死 な ん ず る や らん と こ

ころ ぼ そ くおぼ ゆ る こ と も煩 悩 の 所 為7)」 で あ る と答 え て い る.

この親 鷺 の答 に,信 仰 生 活 の 中 で の 感 情 の 起 伏 を 見 る とい う観 点 よ りは,も う少 し突 っ

込 ん だ観 点 を と って,煩 悩 によ る不 安 な 気 持 が 見 られ る と理 解 した と して も,そ れ だ け で

は彼 の悲 歎 と歓 喜 の深 く交 錯 す る宗 教 的 生 の あ り方 そ れ 自身 の もつ 深 み が把 握 し切 れ な い

と瓜 わ れ る.何 と な らば,煩 悩 あ る が故 に,「 他 力 の 悲 願 は か くの ご と きの わ れ らが た め

な りけ りと し られ て,い よい よ た の も し くお ぼ ゆ るな り」 とい う確 信 は,単 な る逆説 と し

て の意 味 を担 う こと に尽 き るの で は な くて,他 力 の 悲 願 が 自己 を お い て他 に別 に あ る の で

は な い.む しろ,悲 願 が 煩 悩 具 足 の 自己 に 生 きて い て,自 己 が 悲 願 そ の もの と の か か わ り

で と りあげ られ て い る と考 え られ るか らで あ る.冒 頭 に指 摘 した彼 の よ ろ こび は こ こか ら
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発 せ られ る.こ の 自己 が 悲 願 そ の もの と のか か わ りで と りあ げ られ て い る とい う あ り方

は,「 往 生 を ば と ぐる な り と信 じて,念 仏 ま ふ さん とお もひ た つ こ ころ の お こる8)」 一 念

帰 命 の 場(宗 教 的 決 断 の場)に 直結 して い る.そ こで の あ り方 を,同 じ 「歎 異 抄 』 の上 で

い え ば,「 自力 の こ ころ をひ るが へ して,他 力 を た の み た て ま つ る9)」 あ り方 で あ り,そ

こで の 「念 仏 」 は 「わ が は か らひ に て行 ず る 」 の で な く,「 わ が はか らひ にて つ くる善 」

で もな い 「ひ とへ に他 力 に して,自 力 を は なれ た7》」 行 為 で あ る.要 す る に,「 ひ とへ に 本

願 をた のみ まい らす … … 他 力lo》」 が 強 調 され ね ば な らな い あ り方 が い わ れ て い る.

醗 って,上 の第 九 章 を講 じ られ た曽 我 量 深 氏 が1D,「 い つ で も(信 の)一 念 を は な れ て

後 念 な し とい う こ とを あ き らか に され た 」 の で あ って,「 常 に信 の一 念 にた て とい うの が,

第 九 章 の ご教 訓 の精 神 で あ る 」 と い われ た の は,傾 聴 しな け れば な らぬ す ぐれ た理 解 で あ

る.以 上,悲 歎 と歓 喜 の 中 に 開 けて い る親 鷺 の宗 教 的生 の あ り方 は,単 に感 情 的 な起 伏 に

よ る ので は な く,常 にそ こか ら出て そ こ にか え る他 力 信 と い う あ り方 の なか に,具 体 的 な

それ をみ る こ とが で き る とい え る.

(2)

上 に 督見 した 如 く,親 鷺 の 宗教 的生 は そ の 悲歎 と歓 喜 の 中 に 開 け て い る.で は,そ の よ

うな 悲歎 と歓 喜 を生 み 出 す根 源 的立 場 は い か な る もの で あ ろ うか.わ れ わ れ は,そ の よ う

な根 源 的立 場 を彼 の 「他 力 」説 の 中 にみ よ うと す る.彼 の 思想 に お いて,他 力 は そ の宗 教

的生 の あ り方 を規 定 す る本 質的 契 機 を な して い る.こ の よ う にみ る こと は,彼 の思 想 の 独

自性 を決 して 喪 失 させ る こ と に は な らない と考 え るか らで あ る.

親 鱒 の立 場 が 他 力 に立 脚 す る こ とを 鮮 明 に され た こ とは,浄 土 教 の 伝 統 に 従 い 仏 教 に 聖

道 ・浄土 の 二 門 を見 て,前 者 に 「堅 超 」 「堅 出 」,後 者 に 「横 超 」「横 出 」 の そ れ ぞ れ に二

つ の 立 場 を 判 じて古 来,「 二 隻 四 重 」 と呼 ば れ る教 判 に も関 係 して い る.す な わ ち,そ こ

で は,「 横 超 」 の立 場 が浄 土 教 の伝 統 の 中 に あ って,し か もそ の伝 統 か ら超 え 出 た あ り方

を 示 し,「 他 力 」が 単 に 「臼力 」 に相 対 す る もの と は 考 え られ て い な い こと を表 わ す ので

あ る.

『教 行 信 証 』 信 巻 に よ る と12》,「堅 出」 の立 場 は大 ・小,漸 ・頓,一 乗 ・二 乗 ・三 乗,権 ・実,

顕 ・密 を分 別 す る 「大 乗 権 方 便 の 教 」 で あ る.こ れ は 「大 乗 真 実 の 教 」 で あ る 「堅 超 」 の

立 場 を除 外 して,浄 土 門 「横 出 」 の 立 場 に 相 対 させ られ る.「 横 出 」 の 立場 は正 ・雑,定

・散
,雑 ・専,助 ・正 を 分 別 す る 「慨 慢 迂 廻 の 教 」 と され る.し か し彼 に と って,こ の よ

うな 教 判 を 成 立 せ しめ る 究極 的 立 場 は 「横 超 」 の 立 場 で あ る.こ の こ とは,化 身土 巻 に お

い て,阿 弥 陀 仏 の 四 十八 願 中 の第 十 九 願(万 行 諸 善 の 要 門)を 出 で,第 二十 願(善 本 徳 本

の 真 門)に 回 入 し,遂 に策 十 八 願(選 択 の願 海)に 転入 した 彼 の 宗教 体 験 の深 化 して い く

歴程 が 「三 願 転入 」 と い われ,そ の歴 程 の構 造 が第 十ソい 二 卜願 の立 場 それ ぞれ に お け る

「顕 義 」 と,第 十 八 願 の立 場 か らの いわ ば 回 光 返 照 と して の 「彰 隠 密 義 」 と の二 義 で 解 明

さ れ る の と軌 を一 にす る.そ こで,「 横 超 」 とは 「品 位 階 次 を云 は ず,一 念 須 輿 の傾 に,

速 か に と く無 上 正 真 道 を超 証 す 」 る 「願 力 廻 向 の信 楽 」 の立 場 で あ る.そ れ を化 身 土 巻 に

は,「 横 超 とは,本 願 を憶 念 して 自力 の心 を 離 る る,こ れ を 横 超 他 力 と名 つ く るな り.こ

れ 即 ち専 の 中 の専,頓 の 中 の頓,真 の 中 の真,itの 中 の 一・乗 な り.こ れ 乃 ち真 宗 な り13).」

と示 され る.

この横 超 他 力 の立 場 は,し たが って,r愚 禿 紗 』 に 「た だ 阿 弥 陀 如 来 の 選 択 本願 を の ぞ

きて 己 外,大 小 権 実 顕 密 の 諸 教,み な これ 難 行 道 聖 道 門 な り.ま た 易 行 道 浄土 門 の教,こ
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れ を 浄土 廻 向 発願 自力方 便 の仮 門 と い ふ14》」 と い い,「 如 来 の 誓 願 他 力 な り14)」 と い う文

に 明 か な 如 く,他 力 と 自力 は相 対 す る もの と してパ ラ レル に 考 え られ て い な い.む しろ,

自力 を す て て他 力 に 帰投 す る と い う浄土 教 の 伝統 的 な あ り方 の 中 で,他 力 を 自と 区別 した

他 と して,自 と他 の 分別 を 執 す る 「他 力 の 中 のn力12)」 を 看破 して い る こと か らい え ば,

「自力 の 心 を 離 る る… …横 超 他 力 」 の 立 場 は,自 力 聖 道 に 対 す る他 力 浄 土 と い う相対 的観

点 か らで な く,人 間 の 限 界性 と い う 自己 の本 質 へ の深 い洞 察 の 中 か ら把 え られ よ うと す る.

そ の 伝 統 を超 え 出 た 親鷺 の根 源 的 立場 は,そ れ故,願 力 廻 向 の 「信 楽 」 の検 討 を通 して 明

か に な され な け れ ば な らな い.こ の こ とは,r末 灯 紗 』 に 「他 力 と 申 す こと は阿 弥 陀 如来

の 御 ち か ひ の 中 に選 択 摂 取 した ま へ る 第 十 八 の 念 仏 往 生 の本 願 を信 楽 す る を 他 力 と 申 な

り15).」 と して,他 力 が真 に他 力 と して 現 成 す る場 を 「信 楽 」で あ る と す る こと か ら も認

め られ る.

さて,自 らの 宗 教 的 体験 の極 致 で あ る信 の立 場 の絶 対 性 に つ いて,親 轡 はr教 行 信 証 』

信 巻 に 次 の 如 く述 べ る.

お ほ よ そ 大 信 海 を按 ず れ ば,貴 賎 緬 素 を 簡 ば ず,男 女 老 少 を謂 は ず,造 罪 の 多 少 を 問 は

ず,修 行 の 久 近 を 論 ぜ ず,行 に あ らず 善 に あ らず,頓 に あ らず漸 に あ らず,定 に あ らず

散 に あ らず,正 観 に あ らず 邪 観 に あ らず,有 念 に あ らず 無 念 に あ らず,尋 常 に あ らず 臨

終 に あ らず,多 念 に あ らず 一 念 に あ らず,た だ これ 不 可 思 議 不 可説 不 可 称 の信 楽 な り.

喩 へ ば 阿 伽 陀 薬 の よ く一切 の 毒を 滅 す るが ご と し.如 来 誓 願 の 薬 は よ く智 愚 の 毒 を滅 す

る な り16).

古 来,四 不 十 四 非 とい わ れ る この 否 定 を 重 ね て の 信 の絶 対性(不 可思 議性)に つ い て の表

明 は,「 信楽 」 の 立 場 を,分 別 的 概 念 的 に 理 解 しよ う とす る そ の 態 度 そ の もの の否 定 を意

味 す る.「 不 可 思 議 」 そ の もの の 現 前 を 意 味 して い る.し た が って,四 不十 四 非 は そ の一

々 につ いて の分 別 的 分 析 に関 心 が もた れ て い わ れ る とい うの で は な く,そ の よ うな分 別 的

分 析 そ の もの の止 滅 をい う こ とに よ って,信 の 絶 対 性 に 深 くか か わ って い る.

で は,こ の よ うな 信 の 絶 対 性 が 現 成 す る場 所,す なわ ち,「 不 可 思 議 不 可説 不 可 称 の 信

楽 」 の現 成 は いか な る場 所 で,い か な る あ り方 と して 成 立 す るの か,を 次 に 問 わ ね ば な ら

な い.同 じ く,「 信 楽 釈 」 に 下 の 如 くい う.

信 楽 と言 ふ は,則 ち これ 如 来 の 満 足 大 悲,円 融 無碍 の 信 心 海 な り.… … 利 他 回 向 の至 心

を 以て 信 楽 の体 とす るな り.し か る に無 始 よ りこ のか た,一 切 群 生 海,無 明 海 に 流 転

し,諸 有 輪 に沈 迷 し,衆 苦 輪 に繋 縛 せ られ て,清 浄 の 信 楽 な し,法 爾 と して 真 実 の信 楽

な し.こ こを以 て 無 上 の 功 徳 値 遇 しが た く,最 勝 の 浄 信 獲 得 しが た し.… … 如 来,菩 薩

の行 を行 じた まふ しと き,三 業 の 所 修,乃 至 一 念 一刹 那 も疑蓋 雑 は る こ とな き… …大 悲

心 な る が故 に,必 ず 報土 の正 定 の 因 とな る.如 来 苦 悩 の 群 生 海 を 悲 憐 して,無 碍広 大 の

浄 信 を以 て 諸 有 海 に回 施 した まへ り.こ れ を利 他 真 実 の 信 心 と名 つ く17).

こ こに は,「 如来 の満 足 大 悲,円 融無 碍 の信 心 」 と され る 信楽 が 「無 上 の功 徳 」 「最勝 の 浄

信 」「無碍 広 大 の 浄 信 」 と もい わ れ て,こ れ に順 次 対 応 させ て,「 値遇 」「獲 得 」「回施 」 の

各 語 が用 い られ る.言 いか え る と,信 楽 の あ り方 に この よ う な 三 つ の あ り方 の あ る こ と

が,こ こで いわ れ て い る.こ の こと に 関 して は こ の ほか,「 そ れ 真 実 の 信楽 を按 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 は し,広 大 難 思 の 慶 心 を 彰 は す

な り18》.」(信巻 信 一 念 釈)と い う如 き,「 開 発 」 と い わ れ る あ り方 もあ る.し か し,こ の

値 遇 ・獲 得 ・回 施 ・開 発 の信 楽 の あ り方 は,も ちろ ん,お の お の が 別個 に そ れ ぞ れ成 立 す

る と い うので は な い.信 楽 には これ らの 語 で い わ るべ き あ り方 を 同 時 に も って い る こと を
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意味している.

そこで,当 面,わ れわれの考察に重要な意味をもつと思われる 「回施」というあり方が

取 り上げられなければならない.そ のことによって,人 間存在の成 り立ちの根元が問われ

て,「 絶対他なるもの」それ自身の顕現として,人 間存在と 「絶対他なるもの」との対立

関係そのものをも超出する仕方で,利 他真実の信心の成立することが明かとなろう.

(3)

「教 行 信 証 』信 巻 に お いて,r大 無 量 寿 経 』 の 所 説 に従 って 「信 楽 」 は 「至 心 」「欲 生 」

と と もに本 願 の 「三 心 」 と呼 ば れ る.こ の三 心 の解 明 は,「 観 無 量 寿経 』 所説 の 「至 誠 心 」

「深 心 」「廻 向発 願 心 」 を 「顕 彰 隠 密 義 」 に よ る親 鷺 のす ぐれ て 特 異 な 見 解 で 解 釈 す るの と

あわ せ て,信 の絶 対 的 立 場(第 十 八 願 の 信 心)が 鮮 か に 示 され て い る.さ きに,他 力 の 立

場 は人 間 の 本 質 と して の 有 限 性 ・限 界 性 へ の 洞 察 の 中 か ら把 え よ う と して い る と述 べ た が,

そ の こ とを,本 願 の 三 心 と人 間 存 在 の 限 界 性 との 関 係 で 問 わ れ て い く こ とを み て い こ う.

「至 心 釈 」 で は,「 一 切 の群 生 海,無 始 よ り この か た乃 至 今 日今 時 に至 る まで,稜 悪 汚

染 に して 清 浄 の 心 な し,虚 仮 諸 偽 に して真 実 の心 な し」 とい う人 間 本 質 へ の洞 察,す な わ

ち 自己 の 限 界性 を 問 い,「 至 心 」 につ いて 「如 来,一 切 苦悩 の衆 生 海 を悲 悶 して … …清 浄

の 真心 を 以 て 円 融無 碍 不 可 思議 不 可 称 不 可 説 の至 徳 を成 就 した まへ り.如 来 の至 心 を以 て

諸 有 の一 切煩 悩 悪 業邪 智 の群 生 海 に 回施 した まへ り19).」 と述 べ る.「 信 楽 釈 」 で は,既 引

の 如 く,「 無 始 よ り… … 真 実 の信 楽 な し」 と 自己 を 問 い,「 信 楽 」 につ いて 「如 来,菩 薩 の

行 を行 じ… …苦 悩 の群 生海 を悲 隣 して … …浄 心 を … …回 施 した まへ り17)」とい う.同 様 に,

「欲 生 釈 」で は,「 微 塵 界 の有 情,煩 悩 海 に流 転 し,生 死 海 に 漂 没 して,真 実 の 回 向 心 な

し,清 浄 の回 向心 な し」 と し,「欲 生 」 につ いて 「如 来,一 切 苦 悩 の 群 生 海 をi衿哀 して … …

回 向心 を首 と して 大 悲 心 を成 就 す る こ とを 得 た まへ るが 故 に,利 他 真 実 の 欲 生 心 を 以 て 諸

有 海 に廻 施 した まへ り.欲 生 即 ち これ 廻 向 心 な り20)」 とす る.こ の三 心 の解 明 に一 貫 して

み られ る もの は,本 願 の三 心 の 問 題 を,人 間 精神 の根 本 的 あ り方 の 限 界性 の 問題 と して い

る こ とに あ る.し た が って,そ こで は,本 願 の三 心(「 絶 対 他 な る もの 」)が すべ て を映 す

鏡 とな る.同 時 に そ の こ とに よ って,却 って 自己 の清 浄 ・真 実 の な い罪 障 性 の はて しな さ

が顕 わ に な る.本 論 の 冒頭 に指 摘 した,深 く痛 烈 な悲 歎 は,実 は あ たか も鏡 の如 き もの と

して の 「絶 対 他 な る もの 」 に照 射 され た と ころで 出て くる もので あ る ことが,こ こで 明 か

と な った で あ ろ う.人 間 の罪 障 は,ま さ に 「絶 対 他 な る もの」 の前 に立 つ と き に のみ 顕 わ

に な る.す なわ ち,人 間 の限 界 性 が 如 実 に 自覚 せ しめ られ る.本 願 の三 心 が 真 実 の一 心,

す な わ ち信 楽 回 施 の現 成 す る必 然 性 は こ こ に成 立 す る.

この こと は,上 の三 心 解 明 に先 行 す る論 述 の 中で,善 導 の 「散善 義 』 が 引 用 さ れ て,

「至 誠 心 」 を阿 弥 陀 仏 の そ れ で あ る と した そ れ 故,「 外 に 賢 善 精 進 の 相 を 現 じ,内 に

虚 仮 を懐 くこ と を得 ざれ 」 と あ る善 導 の 文 を,「 外 に賢 善 精 進 の相 を現 ず る こと を得 ざれ,

内 に虚 仮 を懐 け ば な り21》」 と独 自な 読 み 方 で 理 解 した こ と等 と も,も ちろ ん別 の こ と

で あ る ので はな い.

以 上 か ら,本 願 の 三 心 の 問 題 が,徹 底 的 に 人 間 の精 神 の 根 本 的 あ り方 の 限 界性 を 問題 と

して 問 わ れ る こ とが 明 か に な った.し た が って,「 絶 対 他 な る もの 」 の 側 か らの真 実 の 開

示 と して,信 楽 回 施 が 絶 対 的 必 然性 を も って成 立 す る こ とが 明 か に な る.言 い か え れば,

信 楽 回 施 が 成 立 す るそ の こ と 自身 が,「 絶 対他 な る も の」 の顕 現 ・本 願 力 に ほか な らな い.

した が って,行 巻 に 「他 力 とは 如 来 の 本 願 力 な り22)」 と いわ れ る と き,そ の 「他 力 」 は
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「他 の力 」 と解 して,自 己 が な にか 外 的 有 的 な 力 を 得 る と理 解 され て は な らな い.む しろ,

自 らが もて る すべ て の も のか ら離 れ た と ころ で い わ れ る.r歎 異 抄 』 に 「わ が は か らは ざ

る を 自然 と まふ す な り.こ れ す なわ ち他 力 に て ま し ます23)」 とい い,後 に触 れ る如 くr末

灯 紗 』 に 「弥 陀 仏 の御 ちか ひ の,も と よ り行 者 の は か らひ に あ らず して,南 無 阿弥 陀 仏 と

た の ませ た ま ひて む か へ ん と,は か らはせ た まひ た るに よ りて,行 者 の よ か らん と も,あ

しか らん と も お も はぬ を,自 然 と は まふ す とそ き きて さふ らふ24)」 とい うの と照合 す る と,

「他 力 」 は,は か らい の 放 棄 ・無 と深 く一 つ に 結 び つ く.そ れ は 「自然 」 とい う あ り方 で

あ る.上 述 の人 間 精 神 の根 本 的 な あ り方 の 限 界 性 の 自覚 は,こ の は か らい の 無 とい う と こ

ろで いわ れ る.そ れ 自身 が 本 願 力 に基 づ く.信 楽 回 施 は そ の よ うな 場 所 で 成 立 す る.

さて,「 絶 対他 な る もの 」 の顕 現 す る と ころが 「回施 」 の成 立 す る場 所 で あ る こ とを,

上 に見 た ので あ るが,そ れ は 具 体 的 に は ど の よ うな あ り方 と して み られ るの で あ ろ うか.

それ を 「不 可思 議 不 可 説 不 可称 の 信 楽 」 が,言 詮 に托 され た とみ られ る 「二 種 深信 」 を手

がか りに以 下み よ う.さ き に一 言 した 如 く,『 観 無 量 寿経 』所 説 の 「深心 」 は善 導 に よ っ

て 信 機 ・信 法 の二 種 の深 信 に開 か れ た.こ れ は,親 鷺 が 「愚禿i沙」 に 「い ま この深 信 は,

他 力 至 極 の金 剛 心,一 乗 無 上 の 真 実 信 海 な り25)」 とい う如 く,他 力信 心 と一 つ の もので あ

る こと は い う まで もな い.

信 巻 に は,「 散 善 義 』 を 引川 し 「一 つ に は 決定 して 深 く,自 身 は現 に これ罪 悪 生 死 の凡

夫,畷 劫 よ り このか た常 に没 し常 に流 転 して 出 離 の 縁 あ る こ とな しと信 ずG6》.」 と い う主

体 的 罪 障 の 自覚(機 の 深 信)が 述 べ られ る.そ の 自覚 は,自 己存 在 の成 り立 ち の根 元 に あ

る生 死 性 罪 悪 性 とい うは て しな い 罪 障 か ら,そ れ 自身 で は 離 れ られ な い 自 らの限 界 性 が問

わ れ る.し か し同 時 に,そ こで,こ の よ うな 自覚 が成 立 す る と い う こと は救 済 の絶 対 的 確

信(法 の 深 信)を 抜 きに して は成 立 しな い.「 二 つ に は決 定 して 深 く,か の阿 弥 陀 仏 の四

十 八 願 は衆 生 を摂 受 して疑 ひ な く慮 りな く,か の願 力 に 乗 じて 定 ん で 往 生 を得 と信 ず26).」

と い う 「絶 対 他 な る もの 」 の もつ救 済 の絶 対 性 必 然 性 へ の絶 対 的確 信 が,主 体 的 罪 障 の 自

覚 と一 つ の もの と して 現成 す るの で あ る.換 言 す る と,「 絶 対 他 な る もの 」(如 来 の本 願)

が もつ 人 間 救 済 の 絶 対性 必 然性 とい う真 実 の光 被 の 中 に あ る故 に,人 間 存 在 の根 元 に あ る

そ れ 自身 で は超 え られ な い生 死 罪 悪 的 あ り方 と して の,無 限 の罪 障 が そ の ま まで 絶 対 肯 定

され る と ころ に,罪 障 の 自覚 と救 済 の絶 対 的確 信 が一 つ の こと と して 現 成 す る.

した が って,二 種 深 信 を罪 障 的存 在 者 と して の人 間 が 自力 をす て て,他 者 的 な 絶 対 存 在

と して の阿 弥 陀 仏 の救 済,す な わ ち 「他 の力 」 を信 ず る もの と理 解 され る な らば,次 の よ

うな 問 題 点 を提 起 しな けれ ば な らな い.ま ず,そ こで の 自己 把 握 は 自力 ・他 力 とい う分 別

の 中 で な され て い て,依 然 と して 生 死 的 あ り方 の 中 に あ る.む しろ,そ の よ うな あ り方 が

生 死 的 で あ って,そ れ は 勢 い機 執 と い うべ き,機 の深 信 が 本 来 間 お う とす る方 向 とは 異 っ

た あ り方 へ と延 長 して い くと いわ ね ば な らな い.機 の深 信 は 自己 自身 の 分 別 に あ るの で は

な く,自 己 の根 源 的 な絶 対 否 定 に あ るか らで あ る.次 に,そ こで の 法 の 深 信 は,自 己 を超

え 自己 の外 に存 在 す る法 を予 定 して それ を信 ず る とい う あ り方 で あ る.そ れ は また,勢 い

法 執 とい うべ きあ り方 へ とつ な が って い くで あ ろ う.何 とな らば,そ うで は な くして,自

己 の絶 対 否 定 と して の機 の深 信 が,そ の ま まそ れ が 法 の 深 信 と して,阿 弥 陀 仏 の 救 済 を 信

ず る こと(糸 色文寸ド∫定)と … つ で あ るか らで あ る.こ の よ う な問 題 点 は 化 身 土 巻 に お け る

「三 願 転 入27)」 の第 二1亀願 の立 場 の そ れ に 関 係 す る こ とで あ るが,い まは 立 ち入 らな い.

か く して,二 種 の深 信 が0つ の 深 心 と して 現 成 す る あ り方 は,分 別 的 生死 的 あ り方 や 自

他 対 立 の場 で の はか らいの 中 に あ る あ り方 を 根 底 的 脱 自的 に超 出 した と ころ に成 立 す る.
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信 巻 「大 信 釈 」 の結 び に,「 因 な く して他 の 因 の あ る に は あ らざ る な りと知 る べ し28).」 と

して,救 済 の絶 対 性 必 然 性 は 人 問 に と って 無 因 で もな くまた 他 因 で もな い.む しろ,因 果

を超 絶 した あ り方 を囚 とす る如 き あ り方 と して 現 前 す る とい う.こ こに,い わ ば 如 来 と人

間 と い う関 係 そ の もの を超 え た 立 場 が 根 底 的 に 開 か れ る利 他 真 実 の 信心 と して の信 楽 の絶

対 性 とい う あ り方 が み られ る.

(4)

悲歎 と歓 喜の 中 に,親 鷺 の宗 教 的生 が 開 けて い る と 考 え,麟 って そ の よ うな生 の 開 け を

生 む 根 源 的 立 場 が い か な る もの で あ る か を求 め て,上 に少 し く考察 を加 えて き た.そ して,

悲歎 と歓 喜 が 実 は そ の根 源 的立 場 そ の もの に深 く根 ざ す もので あ る ことを 指 摘 した.こ の

よ うな 考 察 は,そ の視 点 を彼 の宗 教 的 自覚 に お き,宗 教 的 自覚 に即 して 宗 教 的 生 の あ り方

の 中 の深 み を み よ うと す る本 稿 の意 図 に基 づ く もので あ る.そ こか ら,親 轡 の宗 教 的 生 の

あ り方 を規 定 す る もの は,他 力 信 楽 の立 場 で あ り,は か らい の放 棄 とい う線 上 を一 筋 に 徹

底 して い く もので あ る こ と につ い て,以 下 に若 干 触 れ て 本 稿 の結 び にか え よ う.

と ころで,こ こで,は か らい の 放 棄 とい うそ の 立 場 は,通 常 の 文 化 的 生,日 常 的 生 との

直 線 的 連 続 的 な線 上で 漸 進 的 に 開 か れ るの で は な い.「 信 楽 に 一 念 あ り,一 念 とは 信 楽 開

発 の時 剋 の極 促 を彰 はす な り… …18)」(前 引)と い い,r愚 禿 紗 』 に 「本 願 を 信 受 す るは,

前 念 命終 な り.即 得 往 生 は,後 念 即 生 な り.他 力 金 剛 心 な り と し るべ し29》.」と い う如 く,

そ こ には 質 的 飛 躍 的 な 転 換(回 心30))が あ って,そ こか らの 徹 底 化 で あ る とい わ ね ば な ら

な い.そ れ は,信 仰 相続 と伝 道 とい う問 題 に 直 接 か か わ る こ とで あ る.ま た,内 面 的 に は,

鋭 利 な 刃 の 上 を い くが 如 き,安 易 な 妥 協 を 一 切 許 され ぬ真 剣 な 態 度 が終 始 要 請 さ れ る こと

は い う まで もな い.

親轡 が越 後 で の七 年 の生 活 を経 て,上 野 の佐 貫 庄 で の建 保 二 年(42才)頃 か ら常 陸 で の

寛 喜 三年(59才)に か けて の時 期 は,そ の生 涯 に お い て 「自信 教 人 信 」 の伝 道 生 活 に最 も

力 が注 が れ た で あ ろ う こと は よ く知 られ て い る.さ て,こ の十 数 年 余 の 間 の彼 の心 境 の一

端 を伝 え る 「弘長 三 年 二 月 十 日」 の 日付 を もつ 彼 の 妻 のr恵 信 尼 消息31)』 は,直 前 に述 べ

て きた こと と大 き く関連 を もつ 記 述 で あ る.

娘 の覚 信 に与 え た こ の書 状 の 内容 を 簡述 す る な らば 次 の如 くで あ ろ う.寛 喜 三 年(1231)

当時,風 邪 を病 ん で 臥床 中の 親 轡 の 「ま は さて あ らん 」 と い う 「a言 」 で はな い 「仰 せ 」

をめ ぐ り,「 人 の 執 心 自力 の しん 」 の 根 深 さを 妻 に 語 って 聞 か せ た とい う.そ れ を 語 るに

つ いて,二 つ の事 実 が あげ られ る.… は そ の十 七 八 年 前 の建 保 二年,「 衆 生 利 益 の 為 に 」

三 部 経 の千 部 読 訥 を志 し,「 自 ら信 じ,人 を 教 へ て 信 ぜ しむ る事,ま こ との 仏 恩 を 奉 る も

の と信 じ なが ら,名 号 の 外 に な に ご との 不 足 に て,必 ず 経 を読 まん とす るや 」 と思 い か え

して そ れ を放 棄 した こ と.他 は,い ま病 臥 中,「 大 経 読 む こと ひ ま もな」 く,「 眼 を ふ さげ

ば,経 の文 字 」 が 「き ら らか に つぶ さに見 」 え る こ とか ら,十 七 八 年 前 の こ とを 思 い 出 し,

「執 心 自力 の しん は よ くよ く思慮 あ るべ し」 と思 った こ と,で あ る.要 す るに,こ こに は

親 轡 の 「執 心 自力 の しん 」 の根 深 さに 対 す る悲歎 が述 べ られ,そ こに 開 け た心 境 が 明 か さ

れ て い る とい え よ う.「 ま は さて あ らん 」 とい う こ とば を通 して逆 対応 的 に仏 恩 の大 な る

こ とが よ ろ こば れ た こ とで あろ うか.

r恵 信尼 消息 」 が大 正 十 年 の発 見 以来,親 鱒 研 究 に新 しい光 を与 え た こと は事 実 で あ る.

覚 如 のr口 伝紗 」十 一 「助 業 を な を か た わ らに しま しま す事32)」 の記 述 の根 拠 が,上 の書

状 に あ る こ とが 明 白に な った の もそ の一 つ で あ る.し か し この場 合,三 部 経 読uに つ いて
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覚 如 は 往 生 の 「助 業 」 と理 解 した.こ れ を承 けて,助 業 の 出て くる原 因 を無 意 識 の 中 に生

まれ る本 願 へ の信 心 一 つ に生 きる ことへ の不 安 にみ よ うと され る説33}や,ま た念 仏 一 本 に

よ る伝 道 の蹟 きを 示 す もの と考 え,経 典読 訥 を手 段 と して念 仏 に 引 き入 れ よ うと した と い

う観 点 に立 つ 説34)も あ る.し か し,経 典読 訥 を往 生 の 助 業 と み る こと は,親 鷺 が衆 生 利 益

の た め に と明 言 して い る こ と との 矛 盾 が 指 摘 され 得 る し,伝 道 の手 段 と した とい う見 解 も

問題 が残 る.こ の ほか,種 々 の角 度 か らこの 書 状 が 取 り ヒげ られ 理 解 が企 て られ る35).し

か し,こ の小 論 の観 点 で あ る親 鷺 の宗 教 的 自覚 に 即 して そ の 深 み を み よ う とす る と き,先

述 の信 仰 の相 続 の問 題 を 主題 とす る 「歎 異 抄 」第 九 竜 と と もに,こ の 深 刻 を 極 め て の 信 仰

相続 と伝道 を め ぐる彼 の心 境 を伝 え る この 書状 は,改 め て わ れ わ れ の 関 心 と注 意 を喚 起 す

るで あろ う.

三 部 経 読調 そ の こ と事 態 は,上 述 した こと か ら明 か な よ う に,往 生 の助 業 と結 び つ けて

理 解 され るべ きで は な い.も と もと衆 生 利 益 の利 他 業 と して な され よ うと した ので あ る.

しか も,こ の 書 状 の もつ 意 義 は,そ の こ とを伝 え る と ころ に あ る の で は な く,そ の利 他 業

に まつ わ って み られ た 「執 心 自力 の しん 」 の根 深 さに対 す る悲 歎 と そ れ を超 克 した心 境 を

妻 に語 った と ころ に 見 出 され る.「 執心 自力 の しん 」 の 超 克 が,信 仰 の相 続 と伝 道,言 い

か え る と 自信 と教 人 信 の 深 く見 事 な 調 和 を 意 味 して い る.そ こに,わ れ わ れ は彼 の 宗教 的

自覚 の深 み を探 り得 る可 能 性 を拒 否 で きな い.

この よ う に,親 鷺 の宗 教 的 生 は 悲 歎 と歓 喜の 中 にri仰 相 続 や そ れ と伝 道 の 問 題 の 解答 が

得 られ て い く.常 にそ こで 取 られ た あ り方 は,自 己 の は か らい,煩 悩,執 心 自力 の しん の

超 克 で あ る,し か も,そ の超 克 は,そ こか ら出て そ こに か え る とい う彼 の 根 源 的 立 場一

本 願 を信 楽 す る他 力 の立 場 を離 れ て 他 の別 の 場 所 で な され るの で は な い.こ の こ とは,

上 の書 状 の 中 に よ く示 され て い よ う.こ の よ う な宗 教 的 生 の あ り方 は,通 常 の文 化 的 生 に

お け る よ うに,自 己 が常 に主 体 と して の役 割 を演 ず る ので はな い.し か しそ こで は,自 己

の 生 を 統 一 的 に み よ うと す る あ り方 が あ る.そ の深 い統 一 の 中 に あ る あ り方 が,却 って 人

間 の 主 体 的 な あ り方 に結 び つ い て い る.信 仰 の 相続(持 続 性)と はつ ま る と ころ,そ の よ

うな あ り方 に 関 係 す る.

こ こで 注 目 され るの は,さ きに 一 言 した 「末 灯紗 』 自然法 爾 章 の 「自然 」 で あ る.

自然 とい ふ は,も とよ り しか ら しむ る とい ふ こ とば な り.弥 陀 仏 の御 ち か ひ の,も と よ

り行 者 のは か らひ に あ らず して,南 無 阿弥 陀 仏 とた の ませ た ま ひ て む か へ ん と,は か ら

はせ た まひ た るに よ りて,行 者の よ か らん と も,あ しか らん と もお もは ぬ を,自 然 と は

ま ふ す そ と き きて さふ らふ24).

こ こに は,「 行 者 の はか らひ に あ らず 」 「行 κの よ か らん と も,あ しか らん と も お もは ぬ

を 」 とい い,人 間 の は か らい の,も と もと意 味 を もた な い こ とが く り返 され る.そ の こ と

に よ って 意 味 しよ う とす る の は,「 南 無 阿 弥 陀 仏 とた の ませ た まひ て む か へ ん と,は か ら

は せ た まひ た る」 「弥 陀 仏 の御 ちか ひ 」 にか な う あ り方 で あ る.す な わ ち,は か らい

ここ には 人 間 が 「よか らん 」 「あ しか らん 」 と お も う こと を も含 め た一 切 の分 別 を意 味 し

て,そ れ を 離 れ る こ と,そ れ が 「自然 」 とい わ れ る.で は,「 自然 」 と い うあ り方 が

何 故 注 目 され ね ば な らな い の か.直 前 の 引文 に続 い て い う.

ちか ひ のや う は,無 上仏 に な らしめ ん とち か ひ た まへ るな り.無 ヒ仏 とま ふ す は,か た

ち もな くま します,か た ち も ま しま さぬ ゆ へ に 自然 とは まふ す な り.か た ち ま し ます と

しめす と き に は,無 上 浬 葉 と は まふ さず.か た ち も ま し ま さぬ や うを し らせ ん とて,は

じめて 弥 陀 仏 と まふ す とそ き き な らひて さふ らふ.弥 陀 仏 は 自然 の や うを し らせ ん れ う
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な り24).

上 文 中の 「無 上 仏 と まふ す は… …無 上 渥 盤 と は まふ さず 」 の 部分 は,曇 轡 の 「往 生 論

註 』 に述 べ る 「法 性 法 身 」 を 意 味 し,「 か た ち も ま し ま さぬ … … し らせ ん れ うな り」 の 文

は 同様 に 「方 便 法 身 」 を意 味 して,こ の 二 種 法 身 の 「広 略 相 入 」 が 述 べ られ て い る とい わ

れ る.広 略 相 入 と は,同 書 に 「法 性 法 身 に 由 りて 方 便 法 身 を生 ず,方 便 法 身 に 由 りて 法 性

法 身 を 出 だす.こ の二 つ の法 身 は異 に して 分 か つ べ か らず,一 に して 同 じか るべ か らず.

この 故 に広 略 相入 して,統 ぬ る に法 の 名 を 以 て す36).」 とい わ れ るの に よ る.こ の よ うな

理 解 に立 っ て,「 弥 陀 仏 は 自然 とい う こ とを 知 らせ よ う とす る方 便 で あ る」 と親鱒 は い う.

人 間 を超 え,人 間 と は厳 密 に峻 別 さ れ る神 を究 極 的 な主 体 と さ れ る キ リス ト教 的生37)と は

根 本 的 に 異 った,む しろ 独 自性 を こ こに見 出 せ よ う.す な わ ち,彼 の 宗 教 的 生 に と って,

「自然 」 は 真 に 究極 的 な あ り方 と して あ った,そ の点 が注 目さ れ ね ば な らな い の で あ る.

しか し,そ れ は 「本 願 を憶 念 して 自力 の心 を 離 る る 」横 超 他 力 の 立場 と別 の こと で は な い.

以 上,親 轡 の 宗教 的 自覚 に 即 して 若干 の考 察 を加 え な が ら,わ れ わ れ は 宗教 的生 の もつ 意

味 を 考 え よ う と した.
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26.同 書p.52.(76).

27.同 書P.157～166.(205～214).

28.同 書p.58.(84).

29.同 書P.460.

30.i親 驚 の 廻心 の時 期 につ い て は元 仁 元 年 説(家 永 三 郎:『 中 世 仏教 思 想 史 研 究 』P.30.),建 仁 元

年 説(笠 原一一男:『 親 鱒 と東 国農 民 』P.165.)の ほか,下 に述 べ る恵信 尼 消息 を根 拠 に 「決 定

的 」 廻 心 を寛 喜 三年 とす る説(川 崎 庸 之:『 い わ ゆ る鎌 倉時 代 の宗 教 改 革 』 歴 史 評 論15),更 に
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Summary

Inthispaper,IintendtoresearchthedeepnessofShinran'sreligiouslifein

hisspiritualenlightenment.Now,wecanfindoutthathisreligiouslifeis

composedofreligiousgriefandrejoicings,whichareprofoundlybasedonhis

religiousexperiences.Therefore,Iinvestigatedaboutthecontentsofthese

griefandrejoicings,andexplainedthathisreligiousfulidamentalstateoriginated

inthewonderfulpowerofAmida'sOriginalPrayer.Inconclusion,Ipointout

thattheultimatewayofhisreligiouslifeiscalled"linen"(=Naturalness),

whichmeans"Self-extricated".


