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親鸞聖人の い う 『つ
・ しんで遠 ざ

かれ」 に つ い て の
一

考察

医学博士 　藤　岡　隆　男

　　　　　　　　　　　　　　　　序　 　 　 　 　 　 文

　親 鸞聖人 は、心 得 ちがい をして好んで悪 をなす もの か ら 「敬 シテ 遠ザ カ レ」、 す なわ ち 「うや ま っ

て遠 ざかれ」
1｝

とか、 「つ
・しんで 遠 ざかれ」

2｝
と仰せ られて い る 。 仏の 慈悲 は逆悪の 者 をも漏 ら

した まわぬ もの で あ っ てみ れば、その 教 を行ずる仏徒 た る もの の 言動 とは 受 け と り難 い もの もあ る

であ ろ う
゜

私は こ の 真意に つ い て考察し、聖人の 慈悲心 の 万分 の
一

に もふ れ さ して い た t
’
き度 い と

思 うもの で あ る 。 勿論私は真宗学者で は な く、また未熟未信の もの で あ っ て み れば、斯道 に精進 さ

れて い られ る信心深 い 人々 か らみ れば笑止 の戯論か も知れない 。 だ か らとい
っ て 、それ に 甘えるつ

も りは毛頭ない
。 諸賢の きび しい ご叱声 、

ご指導を伏 して 懇願する もの で あ ります。

　　　　　　　　　　　　　　　1　 善知 識 に 親 近 せ よ

　仏教で は 、 よ く人 を教 え導び く人 の こ とを 「善知識」 と い っ て い るが 、 それ は 『仏説華手経』巻

十．法門品
3］

に も 「善知識 は能 く人 をして善法 の 中に 入らしめ 、能 く不善 の 法 を障碍 し、能 く人 を

して正法に住せ しめ 、常 に能 く、 無理な く人 を教化す る」とあり、 『諸法集要経』巻 十
41

に も 「自他

対待 し、す なわ ち互 い に無漏智 を以て
一

切 の 煩悩を破 り治め、相勉 め て 諸悪を遠 ざくるに 由 っ て 、

難に 於て能 く救護 するもの を善知識 とい う」の だ等 々 とあるが如 きで あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ 　と　り　 お もむ く

　そ して その 理由 として 、 『華厳経」入法 界品
5）

に は、 「善知 識は則ち是 れ
一切智に趣 向す る門 な

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の り も の

り、我 をして 真実の 道 に 入 る こ とを得 しむる が故に 。 善知識 は則 ち是れ
一

切智に趣向す る乗 な り、

我を して 如来の 地 に 至 る こ と を得 しむ るが 故 に
。 善知識は則ち是 れ

一
切智に 趣向する船な り、我 を

して 智の 宝洲 に 至 る こ とを得 しむるが 故に 。 善知識 は則 ち是れ一一切智 に 趣 向 す る道 なり、我 をして

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ　　　　　　　　　　　　 ち　え

涅槃の城 に入 る こ とを得 しむ るが故 に 。 善知 識は則 ち是 れ
一

切 智に趣 向す る炬 なり、 我 をして 十力

の 光 を生ず る こ とを得 しむるが故に 。 善知識 は則 ち是れ
一切智 に趣向する燈 な り、我 をして 夷険の

道 を見 る こ とを得 しむ るが故 に 。 善知 識は則ち是 れ
．一切 智に 趣向 す る橋 な り、我 をし て 険悪の 処 を

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か さ

度 る こ とを得 しむ るが 故に 。 善知識 は則ち是れ
一

切 智に 趣向す る蓋 なり、我 を して大慈の 凉 を生ず

る こ とを得 しむる が故 に。善知識 は則 ち是 れ一切 智に趣向する眼な り、我 を して法性の 門 を見 る こ

とを得 しむ るが故に 。 善知識 は則ち是れ
一切智に趣 向す る潮な り、我 をして大悲の 水 を満足せ しむ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ　と　 り

る が故 に cl と、い ろ い ろ と相手 に応 じて 、求の 所 依 と な っ て 能 く
一

切 智に 導び くか らで ある とい う。

　さ れ ばまた同経 に は、 「も し衆生の 身で あ るな らば 、 能 く菩提心 を発す こ とは難 く、また能 く発
　 　 ひ と び と を す く う

心 して衆 生救済 の 菩 薩の 行を求む る こ とは、更に更 に難 しい こ とで あ る 。 されば もし ．切 智 を成就

せ ん と欲す るな らば 、 応 に意 を決 し て真の 善知 識 を求め よ」と い い 、 また こ の 「善知識 に親近 す る

こ とが 、 仏智 を具 す る最初の 因縁で ある」 と い う。 　『本事経』
6）

に も、　「外 の 強縁 とな るは善知 識

に し くは な い 」と あ り、 『大般若 波羅密多経』
7）

に も、また 『智度論』
8 】

に も、 「先づ善知識 に 親
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近す べ き i こ と をす ・め るの で あ り ます。 また 『大乗起信論』
91

に も、　「諸仏の法 は 因縁具 足 して

成就する こ と が で き る の で あ っ で 、木は如何 に燃 え て 火 となる因 をも っ て も、その 縁 が無 けれ ば火

とな らない よ うに 、衆生 もまた同 じで 、 正因薫習 の 力が あ る と い っ て も、も し諸仏 ・菩薩 ・善知識

等に遇 い 、 こ れ を縁 とす る こ とな しに、能 く自ら煩悩 を断 ち涅槃に 入 る と い う道理 は な い の で あ る c］

とい う。

　Rogers もまた、人 を導び く入 とな るた めに は、信頼で きる監督者 によ っ て 詳 しい 批評 と評価 を

受ける十分な機会の 下に 、相談助言 を行 う経験を積み重 ねて ゆ くべ きこ とを強調 して い るの で す gen
　勿論ひ とを教 え導び かん とす る者は真の 善知識 に親近 して その 徳 を身に つ け るべ く精進努力すべ

き で はあ る の で すが、 『涅槃経』巻 ．二十五
U）に も、　『仏性論』巻二

IZI
に も、 真 の 善知 識 は仏世尊を

除い て は ない とあ り、されば末 世無仏 の 世 に 生 をうけた われ われ は、浄 土 に 生 まれ て は じめて善知

識 に 親近す る こ とが許され る の であろ うか 。

　親 鸞聖人 は 『教行信燈』信巻
131

に 『華厳経』を引用 して、　「信は道の 元で あ り 、 功徳の母で あ っ

て 、 能 く必 ず如 来地 に 到 る こ とを得 しめ るの で はあるが、こ の 世で弥陀の 法 ・南無阿弥陀仏 を伝 う

る清浄僧 に信奉すれ ば、信心 退転せ ず して 、真の 善知 識 （阿弥陀仏） に親近 しその 徳 を修習す る こ

とに なる 。 而 して また こ の 善知識 に親近す る こ とに なれ ば、よ く広大の 善 を修積する こ とにな り、

こ の功徳 に よ っ て殊勝決定の 解 す なわ ち往生決 定 の 信心 を得、同時に諸仏 に護念 さ れ て 能 く菩提心

を発す こ とに なる。 そして こ の菩提心が仏 功徳 （名号） を勤修せ しめ 、す なわ ち弥陀の 名 号を勤修

す る こ と に よ っ て、よ く生 れ て 如来の 家、すなわ ち必 ず仏 となるべ き身 と定 まる位に 在るを得 る。

よ く生れて 如 来の 家 に在 るを得れば 、 善 をして巧方便 （善知 識の 徳）を修行す る こ とがで き る。か

くて 念仏 の 心 不動と なり、無 量寿仏の 法 こ そ不滅 なる真実で ある こ とを知 っ て 、碍 りなき弁才 を得、

無 辺の法 すなわち一切諸教の究極 た る弥陀の 法 を開演 し、能 く慈愍 して 衆生 を済度する こ とに なる 。

而 して こ れは弥陀の 誓 に よるもの で 、わ がは か ら い で す るの では ない の で 、自分 がひ と を感化 し教

化で きる と思 うが如 き有為の過 ちを捨て去 り、 僑慢の 心や放逸の 心 か らつ ・しん で離 れ る の で、か

えっ て 能 く
・一切の ひ とび とを教化し、た とえ如何 なる こ の 世 の障害 に あ っ て も、 疲 れ をお ぼ えた り、

厭 う心 をお こ した りす る こ と もなく、衆生済度 がで きるこ とになる cJ と い う。 即 ち こ れ を要す る に 、

南無阿弥陀仏 を伝 うる清浄憎に信奉、親近 し、信心 決定 して念仏 申す身に なれ ば、自か ら善知識 の

徳 を修行 する こ と に なる とい うの で あ る 。

　され ば 1歎異抄』第二 章
14〕

には、 「親臠に お きて は た f 念仏 し て弥陀 にたす けられ ま い らすべ し

と、よき人 の おお せ をこ うむ り て信ず るほか に 別 の 子細 なきな り。］と仰せ られ る 。 広瀬呆 は 「善知

識の 教 え とは、ま さ し く・ 躰 願念 ｛ムの 法 鐓 示 す る もの で あ り ・ したが ・ て ・そ瞰 えを まが
しては 、つ い に本願念 仏 の 法 に 遇 うこ とは で きない

。 しか しなが ら、教 え は、　
“
指 を以て 月を指え

以 で我 を示 教す
”
　（化巻） る もの で あ る。それ ゆ え、もし教 えに執 して 、 如実 に 法 を見 ない な らば、

それ は
“

指 を看視 し て 目 を視 ざ る
”
　（化巻） もの と い わねばならな い

。 しか し、何故に 指が 月 を指

す こ と が で き た か と云 え ば 、それ は如 実 に 目を見 た か らで あ る 。 す なわ ち、 師 こ そは法 に 目覚め

た覚者で あ り、その 意味か ら す れ ば 、改 め て 師 教 の ほ か に法 なし と い う こ と こ そ、的確 な表現 で あ

る と い わねば な らな い 。 し た が っ て
“
よ き ひ と の お お せ をこ うむ りて信ず る

”
と い う表自は 、決 し

て
“

よ きひ と を信ず る
”

の で は ない と同時 に 、単 に
“
お お せ を信ずる

”
と い うの で もな い 。 あ え て

表現する ならば、
“
よ き ひ との お おせ

”

を
“
よ きひ と の お お せ

”
に お い て聞信する とで も い うべ き
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事柄 なの で ある 。］
Is

と い
っ て い る が 、 私 が善知識 を信ずる とい うの で も、 また こ の 私がその言葉を

信ずる と い うの で もな い
。 よ き人 ・善知識 に親近 しその おお せ を聞くときは 、 わがは か らい は ない

の で あ る 。 而 して こ の 「た
f 念仏 」す る こ とは 、 その ま ・

「い そぎ仏 に なり て 思 うが如 く衆生 を利

益する」
10t

こ と に なる
ln

の だ 、 と仰 せ られるの である 。

　　　　　　　　　　H　善知識 （Kaly加 a − mitra 善 き友）の徳

　ひ とびとを教 え導び く巧方便す なわ ち善知識の 徳 に つ い て 、　
『

何苦経』

18｝に は、善知識 は十五夜

の 月が満 つ るが如 くあ らゆ る善法 を具 足 して い る と い い 、　
『

仏性論 s 巻二
la

に はそれ を七 に分類 し 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 よ り ど こ ろ

し か もよ くひ とびと の 依止 となる こ とが説 かれて い る。 そ して それ は、能 く施すこ とで 、 能 く施 す

が 故 に他 をして憐愛せ しめ 、愛する が故 に尊重 し 、 重んずる が故 に信 じ合 うこ とがで き、信 じ合 う

か ら能 く説 くこ とが で き 、 能 く説 くが故 に能 く外か らの 難を忍 受 す る こ とがで き 、 能 く忍受 す る が

故 に能 く深 い 道理 を説 い て友 を利益する 。 また深 い 法 を説 くこ とに よ り能 く友 を安 んじて善処 に置

くこ とがで きる の 七徳で ある と い う。 而 して こ の 七徳 は結局 また三義に お さ まるとい い 、 その 三 と

は、憐愍 、 聡明 、 堪忍 で あ る とい う。 また も した f 憐愍す るだ けで聡明 なる智慧 を失 っ て い ると、

た と えば父母 が如何に子 の病 を念 じて い るとして も、能 く救治す る こ とがで きな い で あ ろ うし、も
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あだ 　 　 　　 　 　 　 　 や ま い

しま た聡 明なる智慧が あ っ て慈悲 の心が無 けれ ば 、 怨 をなす もの の 疾を治する こ と がで きない で あ

ろ う。 また も し堪忍 する こ とがで きなければ、すなわ ち自 らの 行が 中途で挫折 し て しま っ て 、憐愍

と聡 明 ともまた成就 しない で あろ う。 而 して 、能 く施 す と尊重 する と可信 の 三 は憐 愍に、能 く説 く

と深 理 を説 くの 二 は聡 明 に 、能 く忍受す る は堪忍 に 属 し、 善処 に安んずるは以上 の 三種 に通ず る

徳 で あり、その 聡明 とは 愚痴 を離 れ た る こ とを 、 能 く堪忍 するとは凡 夫 に異 なる こ とを、 また憐愍

と は 二 乗 （声聞 ・縁覚）に異 なる こ とを意味 して お り、され ばまた こ の 徳を満足 す るもの は た ・“仏

世尊の みで 、 仏世尊 の み こ そ真の善知識 と い うに 価す る もの で あるとい う。

　 《能 く施 す》

　而 し て こ ・
で い う 「能 く施 す」 の 「施」 に つ い て

『
蝓伽師地論』巻二 十五

1St
に は 、「他の 所 に於て

　 　 　 　 　 　 　 ね が 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ ょ う　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い し ょ く

常に悲憐を起し、楽 っ て その義 を与 え、楽 っ て その 利 を与え、楽 っ て その 楽 を与 え、楽 っ て猗触 （こ

　 　 い

こ で猗 とは 、 や わ らか 、すなお なる さまで 、 軽安とも訳 され倶舎や唯識 で は身を軽利安適 な らしめ

心 を善事 に堪 え しめ る心作用 をい い 、成実で は麁重 を除去 した時 の 心作用 をい うと い い
、 触 とは認

識の 三要件 で ある根 と境 と識 の 三事和合 して生 ず るもの を倶舎 、 唯識で は さ して い る と い う。

9S
さ

れ ば こ
・
で は 、 や さ し い 触れあい 、と きに所謂 skinship 或は skin 　attachment を意味 して い よ

う）を与え 、 楽 っ て安楽 を与 うる こ とで 、 か くの 如 きをまた名づ け て 、性と な り哀 愍 なりと為 す」

とい う。

　親 驚聖人 に よれ ば 、 釈尊 の 出世本壊 は 「道教 ヲ光 闡シテ群萌 を拯イ、恵 ム ニ 真 実 ノ 利 ヲ以 テ セ

ム ト欲 ス ナ リ 。 是 ヲ 以テ 如 来 ノ本願 ヲ説 イ テ 経 ノ宗致 トナス 。即 チ仏 ノ 名号 ヲ 以 テ 経 ノ体 トス ル ナ

リ・J2α
で・す なわ ち弥陀の 本願 （義） を明 らか に し 、 名号 （利）を与 え て

一
切 の衆 生 をす く うに あ

っ た と い うの で ある。

　然 る に
「
成実論 』 巻一、具足 品 第

一 21〕
に もい うよ うに 、 「た とえば天 の 日月 は その 性 もと明浄 な

る も、 煙 ・雲 ・塵 ・霧等 あ る と きは則 ち見 え ざるが如 く、邪論 に して 正経 を覆 えば そ の 義 は 明照 な

らず」 で あ ります 。 而 して こ の 義 を明 らか に して 下 さる もの が また
『称仏 六 字』 で は ない で あろ う
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か。即 ちこ の 功徳の うちの
『嘆 f煽 の 功徳 に よ る 「身 口意 の 業清浄 に なる」 こ と に よ っ て 、 こ の 本

願 の 義 は明 らか に なり、『懺悔 1 の 功徳 に よっ て こ れ が正 しく受用 され る こ とで あ ろ う。 そ して これ

が正 し く受用 され た もの が名号 （真実 ノ 利）で 、こ れ は また同時 に
『

発願廻 向 」 の 功 徳、す な わ ち

「安楽浄 土 に 生 れ ん と欲 う」　繍寛 と、「また こ の 功徳 を
一

切 の 衆生 に与 うる こ とに なる」（猗触〕 を

与うる こ と に なるで あろ う。そ し て こ の こ とが実存的充足感す なわち真実の 「安隠」 を与 うる こ と

に なるで あ ろ う。 さ れ ば、名号 を称 え、称 えしむる こ との うち に こ そ こ の 「能 く施 す」 が成就 し て

い た こ とで あ りま し ょ う321こ ・で 「こ び）功徳 を一切 の衆生 に与 うる こ と に な る」 は、煩悩成就の わ

れわれ がす るの で は な く、 大慈大悲の 如 来 さまが して下 さるの で ある か ら 「猗触」 とな るで あ りま

し よ う 。 また 言桑1に つ い ては
『
成実論 』 巻

一 21）
に 「楽 をば名づ けて欲 と為す 」 と あ り、　

「教行信

證 』 信巻 に 「信楽 は欲願愛悦 の 心 、欲 生は願楽覚知の 心 で 、と もに大悲回向の 心 で あ っ て疑蓋 ま じ

搬二驫纛蠶 鬻  1姦簾 雛瓢 鱗 1ユ’

熱
信楽、大悲廻向 の 真実信心 をその 体 とする 「欲生心」 をさ して い る もの で あろ う・ 在俗 の 身に と っ

て は原始経典 「ス ッ タニ パ ー一タ 」や 「相応部」 の 古 い 詩句 に も あ る よ うに 、「こ の 願 をお こ して い る

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ね が い

こ と が 、こ よな き幸せ で あ 一
、 た の で あ る t］。 こ の 願 楽 を与 えて

一
ドさる の で あ り、ねが い の 目的

と与 うる こ と に な る使命が与 えられる の で あ り、こ の 目的意識 と使命感 が、Frankl も云 っ て い る

よ う に 、 現実 に 於 て実存的 充足感 を満足す るこ と を得 しめ る、すなわ ち真実 の 「安隠」 を与うる こ

と に な る の で あ り、 こ れは真実永遠 なる もの で あ るの で 、 され ば親鸞聖 人 は 「た ぐ 念仏」 する こ と

をす ・め られた こ と で あ り ま し ょ う夛

　聖 入の 息室 ．恵信 尼の 手 紙 に よる と、寛喜二年四月十四 日　〔聖人 59歳） よ り風邪気味 で ・大変な

熱 に うな されて病臥 して 四 日 目の 明 け方、苦 しそ うに 「まは さ て あ らん」 と仰せ られ た の で 、恵信

が尋ね ると 、　「病床 に伏 して二 日目か ら、夢の 中で 、衆 生利益 の た め と思 っ て
一

心 に 大経 を続誦 し

て い た。思 えば、 ト
ー
ヒ、 八 年前 に も三部経 を1：’部続ん で衆生利益 の ため に しよ うと続 み はじめた こ

とが あ一
， たが 、名号 を自ら信 じ称 える以外 に何 の 不足が あ っ た の だろ うか と思 い か え し て止 めた こ

とが あ っ た が、八間 の 執心 や 自力の 心 はな か なか とれない もの だ 」 と反省な さ っ た こ とが記 され て

い る尹

　 而 して こ の 手紙 に は 「名号の 外に は何事 の 不足 に て 」 とあ り、
＋
’
歎異抄 1 第四章 に は 「念仏申す

の み ぞ末と お りたる大慈悲心 」 だ とあ り、称名以 外 に衆生利益 はな い と い っ て い るが、高熱 に うな

されて まで 衆生 利益 を夢 に までみ られ た と い うこ とは 、
こ の こ と以外に聖人の お 考 えは な く、また

そ の こ生 涯 もな か っ た とい うこ とを意味 し て い よ う。

　　《尊重》

　　『

涅槃経 1 巻 十九 、光明遍照高貴徳王菩薩 品二 卜ニ ノ
ー 24〕に 、　「

一
切衆 生悉 く仏性有 り」 とあり、

こ れ は
「

教行信 證』 信巻
13’

に も引用 さ れて あ る が 、同真仏土巻
25｝

に は、「衆生の 仏性 は現 在に無 なり

　と い え ども無 と い うべ か らず、虚空 の 性 は現在 に 無 な りと い えど も無 と い う こ とを得 ざるが如 し。

衆生未来 に荘厳清浄 の 身 を具足 して 仏性 を見 る こ と を得む司 と引用 されて あ り、か るが故 に尊重す

べ きで あ り、さ るべ きで あ っ た こ とが うなつ か れ よ う。た と えば種子 の 蒔か れ た 田畑 は大切 に さ れ 、

や がて秋 の稔 りが待 たれ るで あろう。 併 し 田畑 は種子 の 蒔 か れ な い 以 前か ら既 に 大切 に 手入れ が さ

　れ る の で あ り 、 され るべ きで ある 。 それ は そ うし な けれ ば種子 を蒔い て も発芽 し難 い で あろ うか ら
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親鸞聖人の い う 『つ
・しんで遠 ざか れ』に つ い て の

一
考察

で す 。
い や 種子 を蒔 か るべ き出畑 な るが故に尊重さ れ る の で あ り、さ るべ きで あるの です 。 同様 に

一切の 人 々 は 、まさ に仏種 を受 け入れて菩提心 を発芽 すべ き田畑 で あ り、大地で あ り、母 胎で あ っ

た の で あり ます。 されば尊重すべ きで あ っ た の で あ ります 。

　 また風雨 に曝 さ れて か、い つ しかか た くな にな っ て しま っ た煩悩の 地 表 を破 っ て仏種 の 萠芽 をみ

る と き、うまれ出つ る苦痛 を伴 うこ とで あろ う。 され ば、
『大宝積経 』

26｝
には、「諸の来 っ て求む る者

は善知 識 な り。仏道 の 因縁 に よ るが故 に c］とあ り、また
『

菩提資糧論 』 巻六
Z71

に も 「乞 い 求む る者

は こ れ菩薩の 善知識 な り 、 すで に菩提心 を助持 するが故 に c］とあ り、悩み を持 っ て尋ねて きた もの

は、すで に 手強 い 仏縁 に 、 その 萠芽 に催され て い る の で あ るか らなお さら の こ と尊重 さるべ きで あ

り、す べ きで あ りま し ょ う。

　 こ れ は また C．R ．　Rogers の 提唱 す る非指示 的カ ウ ン セ リ ン グ
“
Non −Directive　Therapy

”
の

相談助 言者の 資質 と して 挙げて い る相 手に対す る尊敬心 に 通 ずる もの で あ ろ う。
い や その 根底 をな

す考 え方か も知 れ ない 。彼 は カ ウ ン セ リ ン グを行 う際に 、も しも人が 自己 自身及び自己の 問題 を多

少 な りと洞察 して い るな らば 、 恐 ら く自分の 選 ぶ べ き道 の選定 を賢明 に 行 うで あ ろ うこ と を信 じ、

彼 の選 んだ道 が彼 の た め に選ぶ べ きFl標 と異 っ て い たとして も、それ を彼 自身の 選定 に まか して い

る の で あ るso）

　親鸞聖人は、『歎異抄』第六 章
28〕

に よ る と
、

「弥 陀の 御 もよ ほ し に あつ か っ て念仏 ま ふ し さ ふ ら うひ

と を、わが弟子 とま ふ す こ と 、 きはめ た る荒涼の こ とな り。J と仰 せ られ て お り、

『口 伝銑
29〕

に も、

「親臠は弟子
一

人 ももたず 、 何 事を教 へ て弟 f とい うべ きそや ， み な如 来の 御弟子 なれ ば皆共 に同

行な り．」 とあ り、み な如来の御 弟子 と して 尊重 し て い るの で あ ります 。

　 また
『
華厳経 』 に 「此 ノ 法 ヲ聞テ信心 ヲ歓喜シ テ疑 ナキ者ハ 速 二 無上道 ヲ成 ラ ム 、諸 ノ如来 ト等

シイ」 とある を引用 して 、念仏者 をば諸仏 に 等 し い とか 、如来 と等同 で あ る と して 尊重 して い るの

で あ ります 評
31〕

　 また聖人 は、関東よ り生命が け で 来訪 した門弟を前に して 、ただ念仏す る こ とをすすめ られ るの

で あ ります が、結局 は 「面々 の お ん はか らい なり」
14）

と 、 その 選定 を彼 ら臼身 に まか して い る の で

すが、こ れ は次 の 信頼 関係 に も通 ず るで あ りま し ょ うが 、彼 ら に手強 く働 ら きか けて い て 下さ る弥

陀大悲の 本願 を彼 らの 上 に み 、それ を敬信 せ られた か らで は あ る ま い か 。 また後述 す るが、 好 んで

悪 を犯す者に 対 して、彼 らか ら遠 ざかれ とは い い なが ら、 「うや まっ て」 とか 「つ ・ しんで」 と仰

せ り れ て い るの で あ ります 、

　 《可信》

　次 に 「可信 」 す なわ ち信頼関係 に つ い てで あ るが、「
華厳 経』 人法 界品

51
に 、「善知識 は慈母の 如 く

で あ るか らよ く仏種 を出生 し、慈父の如 くで あ るか らよ く広大に 利益 し、乳母 の 如 くで ある か らよ

く守護 して悪 をな さしめず、また良医の 如 くで ある か ら能 く煩悩 の 諸病 を治 し、勇将の 如 くで ある

か ら
一

切 の 怖畏 を除 き、船師の 如 くで あ るか らよ く智慧の 宝洲 に到 らしむ e］とあり、 『大乗宝要義論 』

巻 n．　32iに も
『

勝 生勝鬘解脱 経』 を引用 して 、「善知識 は母 の 如 し」 とも 「父の如 し」 と も 「乳母 の 如

し」 等々 とあ り、
『

雑阿含経』 巻四十八
33）

に は、「善知識 に安 んず る こ と子 が親の 懐 に 臥す るが如 く、
　 　 　 へ だ

傍 人の 間 つ る と こ ろ と な らず。］とあ る 。 而 し て 『正法念処経』巻五 十五
34〕

に は、「善知識 に親近 し て

行ずる と こ ろ、善知識 に薫ぜ られ た功徳 の 縁 に よ っ て 、現在 の 世 に於 て すで に 常 に 安 ら ぎを得 る」

とあ り、 『解脱道論』巻二
35）

に は、「若 し善知識 を離 るれば不住分 を成ず 。 人 ひ と り遠 国 に遊 ぶ が
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如 し」 とあ っ て、こ れらは善知識 との 関係 は信頼 に よ っ て 成 り立 っ て い る の で、か れ の あ る と こ ろ

安 らぎがあ り、こ れ を失 うと こ ろ に 不安 の つ の る こ とを物 語 っ て い よ う。

また 勧
・国 1、は 「親腰 」 とい 悟 葉 が ある よ う1・、欧 米 1・ も・P ・imi・ ・i・ 「楽観的 」 と い う諜

が ある ．
　 −r−一どもに と 。 襯 が他ノ・ と異 ・ て魅力が ある の は ・その 褓 1・対 して 他の 誰 よりも楽翻

で あ 。 て くれ るか らで あるとい う聾 して ・ の 楽観鵬 諏 そ の もの は・子 どもの 駐 性 齢 酢

於 て認め て い る こ とで あろ うが、実 はそ れ以一ヒに その 信頼関係 に よ るもの で は ない だ ろうか。こ の

信頼麟 が あれ ば ・ そ能 く説 くこ とがで き、夕儺 を忍受 す る ・ とが で き る こ と に なるで あろう ・

C．R ．R 。g，， s も 「人間の 行動の 原型 を研究 哩 解す るため 1・ は・過却 ・職 は極 め て鍍 で は あ

るが、しか し治療 鹸 施 する ため に 1蚶 ず し もそれ腫 要で な く・ 厳 す る糸蚤験 と し て 溜 融 人

間関係そ の もの 瞳 きをお くべ き こ と」
’°・

を強調 して い るが・・ の 関イ系とはすなわ ち信頼関係で あ

ろう。

最近 は 「わが子 1：　ISE。 て 」 と い ， た甘 賭 訪 は危険だ と鮪 して い る人 が い るよ うだが滅 る

概 の とお りか も知 れ ない ． 併 し若 し 世間 暖 け 容れ られ な くな・ た子 を瀬 まで が信 じな くな ・

て しま 。 た ら、
一
讎 が忍受 し・ ・ 麟 麹 て 導び くこ とがで きるの だろ うか ・

世 に遠美近醜 とか 、「他国蹴 に国武士昆 か い ・ て 諌 親 莇 み た・或 は側近 の もの か らみ て の

偉人 はい な い と云 われ て い る 。 然 る聴 信 賠 彫 第三」＄・E　
37’

　・ よ る と・常陸
一
陵 の 郷 とい うと こ

ろで 、 恵信 が夫糲 聖 人 を賠 韈 で あると夢 にみ た こ とが記 さ れ て い て ・そa）　t麦　cS心 に粗末 に 思

う こ とがで きなか 。 たが、あな た もその よ うに 心 融 さ い と覚信尼 に 書 き送 ・ て い る の で あ ります ・

こ の 書簡 膣 人礁 終 に侍 。 撹 舵 力・ら、聖 人の御往生 を伝 え膳 状 を7・ 乳 た恵信尼が 憾 慨

。堪 えず、聖人 を偲 び、内室 と して 酬 裏を記 した もの で あるが・ ・ の夢 に つ い て安井広度 は・夢

と い えば、人 は 「軅 どあてに ならぬ もの は な い 」 とい うで あ ろ うが ・ 精瀚 析学的 に い えば・曽

， て撒 した。 と、心 に思 。 て い た こ とが、い ろい ろ組 み合わ され て あ らわれ る もの で ある とい い ・

夢 。兄 るほ どお もい つ め罐 信 の ’b 力嘲 ・皺 れ た もの で ・鶇 がこ う・’ う巍 み た とい うと こ ろ

に 深嗜 嚇 あ り、彼姐 崩
・ら夫糲 囃 部 し嘱 か尊 い もの 軈 じて ・ た か ら こ の よ うな夢

を見 た の 。縫 な く、
・ の劇 ・黼 と恵信・ うるわ し ・ 人 と為 り牲 髄 イ思ぶ挑 述 べ ひ る ・

　同じよ うな。 とは 脚 醐 ヒ辮 勲 ・漣 長 牌 二 肚 腋 麟 ・蓮位 力嘲 こ・聖徹 子 が

灘 聖人 歓 慈阿弥陀仏 と礼 し奉るの をみ た ・ とが記 され ・ ある ・ ま た肩1觚 段
4°1

に 淀 禅齲 が

聖入 噂 顔 を拝 し、瞰 の剃 ・弓倉・隙 来の 儻 をみ たが ・その 1曽緬 像溶 貌 と変 る こ とがな い と

灘 流 し て 臘 した ・ とが謎 れ て ・ るが 、・ れ なども門弟の 姻 翩 よじめ と し て 多 くの 門弟 に・

そ 、 て 門弟 を通 し移 くの 搬 庶 民 ・・ 、弥陀疏 身 と仰 が れ慕 わ れ て ・… 椥 ・ 沫 だ噸 識 も な

　か っ た定禅 に まで 、 か
・
る夢 をみ せ し め た こ とで あろ う。

　　枇 翫 る と、・ れ らの 灘 み た恵信や尸r剃 に は・鰍 の 睦 さ し は さむ余 地繊 さな曜 の

信頼 関係 黻 就 して い た ・ と を物語 。 て ・ よ う．そし て ・ れ は・聖 人 が門 弟ら を弥陀如来箙 軒

と齢 す る融 。 、か る う る わ LV 信頼関係 が嚇 の も の と の 間 ・ 石寉立 され て い ・ た こ と曜 左

　で あろ う。

　　門剃 、 か くまで慕 われ顯 さ れ て ・・ たが椥 ・ ・高田 の 覚信励 下野 よ 吐 洛 の途中で ・
「ひとい ち」

と い うと 。 ろで難 した とき 、 他の 同彳i たち は 帰 る ・ と をす 曲 た が」 もし死 ぬ よ うな歙 ら・帰

， て 疵 ぬ し、と ・ ま 。 て も死 ぬ だ ろ う．同 じ ・ とな 蟶 人 の み も と仞 二 た い 批 糶 し て い る
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親鸞聖 人 の い う 『つ h しんで遠 ざ か れ』 に つ い て の
一

考察

の で あ る31〕また
．
ド野高田 の 慶信は京都滞在中仕事に まぎれて、ゆ っ くりと聖人 と語るこ とがで きな

か っ た の を歎 い て 、 帰郷 後、わ ぎわ ざで も京都へ 行 っ て、せ め て 五 日なりとも聖人の み もとに い な

けれ ば心 しつ まらな い 、と洩 ら して い るぽ
2〕

　 また聖人 は 、 聖 人 と異 る邪義 を唱 え て 門弟を惑 わ した か どで 、 わ が子善鸞を建 長 八年（聖人 84歳）

に義絶 したその 書簡 の 中に 「三宝、神 明に まふ しきりお わ りぬ］ と、聖人 に して は珍 らし く、永遠

に許 し得な い と い う憤 りがみ られ るの です が、聖人 は信 じたわ が子 に叛 かれ た ばか りか 、 その わが

子 さ え許 し得ず、救 い 得 なか っ た人間愛の か な しさがその胸臆 を狂 お し くせ めつ づ けたの で はある
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ま い か。而 して また、普通 の悲 しみ は時が経 つ につ れ て薄 ら ぎ、 時 に は た の し い 想い 出と さえ なる 。

併 しわが子 を勘 当 した親 の 心は、時 とともに その悲 しみは却 っ て 深 まりはげし くなるの で あろ うか 。

建長七年聖人 83歳の と き 「尊号真像銘文』（略本）をお 書 き に なられ て か ら三 年後、善鸞 を勘 当 し

て か ら二 年後 の 正嘉二 年 （聖人 86歳）に お書 きに なられ た 『尊号真像銘文』（広本）に は 、
「唯除と い

ふ はた f の ぞくとい うこ とば也 。 五逆の つ み び とをき らい 、誹謗 の お もき とがを しらせ む と也 c］と

あ っ て 、さ きに 『略本』 に 「謗法」 とあ っ た と こ ろが 『広本』で は 「誹謗」 と書 きあ らた め て あ り

勿論同義語で あ りなが ら、「ホ ーボ ー
」 に比 して こ の 「ヒ ボ

ー
」 の音 に きび しい なに もの か を私 は感

ぜずには おれな い の であ ります罫そ してその きび しさは 、 わが子 を義絶 しなが ら、何故 か心の どこ

かで 、棄捨 しよ うと して し切 れない 親 馬鹿的 な心 が あ り、それに対 して の もの で は なか っ たで あろ

うか 。 勿 論その もの も救われ る と して 、 「こ の ふ た つ の つ み の お もき こ とをしめ して 、 十方一切の 衆

生み なもれ ず往生 す べ し と しらせ む と な り 。］と 、
「唯除」の 説明 を結ん で い て 、 善鸞 らを義絶 し、遠

ざけられた の も 、 その 罪の 重 きをしめ して 、 その もの をも漏 らした まわぬ如来の 本願 を知 らしめん

として f はあ っ たろ うけ れどQ

　 また 『略本』 には、称仏六字の 功徳 中 「発願廻向」 につ い て 、「南無 阿弥陀仏を となふ る はす なわ

ち安楽浄土 に往生せ む とお もふ に なる とな り」
婦

と説明 しなが ら、善 鸞堪当二 年後 の 『広本』に は、

さ らに 「また
一

切衆生に こ の 功徳 をあ たふ るに なる と也」
45〕

とつ け加 え られ て い る の です 。

　 また こ ・で 、妻子 巻属 とか 、 門弟とか、有縁の ひ とび ととか云 わず に、「一切衆生 に 」 と、その 愛

着、愛執 を否定 しなが ら、善鸞義絶 の 翌 年の 正嘉元年 （聖人85歳）に著 わ され た 『正像末法和讃』

草稿本に も、また正嘉二 年の 同初稿本 に も、「愛憎違順 す る こ とは高峰岳山 に こ とな らず」
46〕

と歎 い

て い る の で す 。 勿 論 こ れ は末法 の 世情 を歎 い て の もの で は あろ うが 、 私 は こ れ らの 言葉の 上 に 、 称

名 を 「萎 め る花」 として聖人 にそむ い た善鸞や 、遠 ざか っ て い っ た門弟 らをも憎み切れず、彼 らへ

の 功徳 をも念 じ て の 、 聖 人 の 親馬鹿的 な感情 が魅力的 に偲 ばれて ならな い の です 。

　　《堪忍 》

　 次 に 「堪忍」或は 「忍受」 とい うこ とで あるが、『華厳経』十廻 向品
4「

に は 、
「善知識 は た とえ衆生

が怨害の 心 を起 して も、慈眼 を以 っ て視、つ い に怒 りをお こ さ ず、衆生 の た め に正法 を演説 し、 そ

れ を修 習 せ しめ る cj と い う。また 「諭 伽 師地 論』
！9）

に は 、「罵 る と も報 い 罵 らず 、 瞋 る と も報 い 瞋 ら

ず、打つ と も報 い 打たず、弄 ぶ とも報い 弄ばず 、 よ く耐 え、諸の 暴力、脅迫や恥辱等の衆苦の 中に あ っ て

自ら己が過ち を推考し、善業を造れ ばそれ相応 の 楽果 の 報 い ある教 えをよ りどこ ろ と し、つ い に 他 に 対 し

て灘 醗 さず、ま齦 を懐 きなが 噸 1歯撫 理 に お さ え て ・ るわ けで もな ・
． か くの 如 憾飆

か しめ

辱 に あ っ て もその 本性 す べ て変 わ る こ と無 く、た ・
“
常 に相手 の た め に 利益 とな る こ とをねが い 、ま

た よ く寒熱、飢渇等 に も堪 え、他 に 干 犯 せ られ る は げ し い 毒 を含 ん だ言葉、わ が身 に 生ず る は げし
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 う け しリ ユ ろ

くつ よ い 苦 しみ 、切心奪 命の 苦 をも堪忍 し、性 と為 り堪忍 して能 く容納 す る．1 の で あ ると い う。

　また f阿毘達 磨大毘婆沙論』巻 モ 1一七 骸こ は、　『遺教経』 を引JT］して、　「汝等比 丘 よ 、 も し怨 賊

に 汝 の 身 、 或は諸の 支部 を鋸解 さ るる とも、汝等は彼 に於て 心変壞 す る こ と勿 れ 。 また まさ に 口 を

護 りて悪 言を出す こ と勿 れ 。 もし心変壊 し 、 及 び悪 言を出さば、自の 所求 に於て深 く障碍 とな らん c！l
とい い

、 こ こ で 「瞋心 を名づ け て 変壊 となすの で あ るが、怨 とは怨対．賊 とは劫盗 、身攴を鋸解 す
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い か

る とは入 出皆苦、こ の 極苦す らなお 瞋る べ か らず、い わん や軽苦に於 て 瞋恨す べ けんや 。 自の 所求

とは善趣 と涅槃 とな り［1 と い う。

　また 『摂大乗論釈149
）
に は 、忍受 の 忍 に つ い て 、 「忍 とは即 ち無分別 智で あ 一

っ で 、こ れ に は 二 種

の 勝 れた能 力が あ り、諸地の 障 りと なっ て い る無明 （愚痴 ）と麁重 〔惑障 と智障）の 報い を減 じ、

各々 に 勝れ た功徳 を得 し め る ↓と い い 、こ の 「忍 を行ず る こ と に よ っ て 、ひ とび との 逼害損悩の 悪

事に 報 い な い の で 、 それ らの 疑 を除き 、 心 を安 らげ る」 と い う。

　性信坊は親鸞聖 人の 門弟に なる前は猛勇の 悪徒で あ っ た
5D〕

が、聖 人に帰 して念仏 す る身にな っ て

い た も の を、母 、 姉妹 らに ま で過
．
去の こ と をひ っ ば り出され て 造悪無碍者と して 訴 え られ 、 念 仏停

tl二の 理 由と され た の で あ ろ うか 。 その 性信坊 に宛て た 書状
51】

の 中で聖 人 は、 「鎌倉 で の 訴え の 様子

は大体聞 い て い る が 、こ れは御身ひ と りの こ とで はな くて 、す べ て 浄一Lの 念仏者の こ とで ある 。 ま

た こ の こ とは故法 然上人 の 御 と き、私 どもがや うや う に云 わ れた こ とで、 こ と新 らしい こ とで は な

い 。念仏者 はみ な同 じ心 に御沙汰 あるべ きで ある 。 念仏者の 不心 得は性信坊の 咎 だな どと云 うの は

大変ひ どい 理 不尽で あ る 。 念 仏者と もあ ろ うもの は性信坊の み か た に こ そ な っ て あげ るべ きだ 。 母 、

姉妹 などが さ ま ざまに 云 っ て い る こ とぱ過去の こ とで 、それ を理 由 に 念仏をと どめ られた が、世 に

理 不尽 なる L
’
とが 起 っ た な らば 、それ に つ けて も念仏 をふ か くた の み て 、よ くい の りに こ こ ろに い

れて 、まふ しあは せ た まふ べ しとそお ぼ へ さふ らふ
。 詮ず る と こ ろ 念仏中す 人 々 は 、わが身の こ と

は考えず と も、お お や けの た め 、国民の た め に念仏 申 し合うな らばめ で た い こ とで あ ります Ll と、

や さしく労 わ りなが ら 「忍」 をす す め 、 それ が世 の 安穏 となり、仏法の ひ ろまる こ と に なれ ば め で

た い こ とで ある と仰せ られて い る の で す 。 而 して こ こ で い う 「い の り1 に つ い て 、普 賢大円
52）

も い

っ て い る よ うに 、こ れは
一種 の要期す る とこ ろある心理 と解す べ きで 、 所謂現 田：祈祷 とは違 うの で

あ り、衆生 称名の 功 に よ っ て 教法 を流布 しよ うとす る もの で は ない こ とは勿論で 、その 名号 の 徳 に

全托 し、仏意の ま ま に 任せ き っ て 、念仏の 教法の ト分 に 流布 されん こ と を念 願 し、要期 して念仏す

る ばか りで あ る こ とは い うまで もない こ とで あ る。

　また 『末燈鈔』 二
53：1

に も、 「こ の 念仏 す る ひ と をに くみ そ し る ひ とをも、に くみ そ し る こ とあ る

べ か らず、， あは れ み をな し、か な し む こ こ ろ をもっ べ しと こ そ、聖人 は お ぽ せ ごとあ り しか tl と い

い 、また 『御消息』四
M）

に も、 「こ の 世 の な らひ に て 、念仏 をさ ま た げ ん 人は 、そ の と こ ろの 領家、

地頭 、名主の や うあ る こ と に て こ そ さふ らは め、とか くま ふ す べ き に あ らず 。 念 仏 せ ん ひ とびとは、

かの さまた げをなさんひ とをば あは れみ をなし、不便 に お も ふ て 、念 仏 をもね ん ご ろ に ま ふ して 、

さまた げをなさ ん を、 た す け させ た まふ べ し と こ そ、ふ る き人 は ま ふ さ れ さ ふ らひ し か tl と い うc

こ こ で こ の 「や うあ る こ と」と い う意味 は 、 理 由の あ る こ と、子 細 あ る こ と、と い う意昧で 、こ の

よ うな念仏 を停止 し、念仏の 妨 げ をなす こ とは、五濁増時に は 必 ず あ る と、善導 の 『法事讃』に あ

る念仏者の 未 来記 にす で に 予言 し て あ る こ と を云 っ て い る の で 、要す る に善導 の その よ うな予 言 の

虚言で ない こ とを再確認 して い る の で あ ります潮
1渕

こ れ は 勿論 『法 事讃』巻 下に 「UNI　eeノ 説法 、 時
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親鸞聖人 の い う 『つ
・しん で遠 ざかれ］ に つ い ての

．一
考察 J55

1

マ サ ニ 了 リナ ン トシ、慇懃二 弥陀 ノ 名ヲ付属シ タマ フ 。 五 濁増 ノ時、疑謗 ス ル モ ノ 多ク シテ、道俗

相嫌 ヒ テ 聞 ク コ トヲ用 ヒ ズ
。 修 行 ス ル モ ノ ァ ル ヲ見テ ハ 、瞋毒ヲ起 シ 、方便破壊シテ競 ヒ テ怨 ヲ 生

ゼ ン 。 此 ノ 如 キ ノ 生盲 闡提 ノ 輩、頓教 ヲ毀滅シ テ 、永ク 沈淪ス 。大地微 塵劫 ヲ超過 ス レ ドモ 、未ダ

三塗ノ 身 ヲ離 ル ・コ トヲ得 ベ カ ラ ズ
．」　

5”
とあ る に よ る もの で あ る が、聖 人は 「ひ が ごと まふ さん人

は、その 身ひ とりこ そとも か くもな りそふ らはめ」 と か
、 「念仏 をと ・“め ん 人は 、その 人ばか りこ

そい か に もな りさふ らはめ。1 とは い い なが ら、その実 は彼 らをに くんで は い ず、こ の 法事讃に ある

「念仏 をもと どめ 、念仏者をもに くみ なん どす る」ひ とびと の 罪業の 結末 をあ わ れんで 警告 し、さ

ればこ そ 『御消息J 五に も、造悪無碍者 に 対 し、 「か の 人 をに くまずして ・ 念仏 を人 々 まふ して たす

け ん と、お もひ あはせ た まへ とこ そお ぼへ さふ らへ
。15P

’
と、彼 らに 対 して 怨や憤 りを抱 くど こ ろか、

却 っ て そ れ らの 者をたす けん と、あわれみ の 心 をお こ して い るの です 。 また 『御消息』八
59）

に も、

「仏 を御こ こ ろ に い れ て つ ね に まふ して 、念仏そ しらんひ とびと、こ の 世 、の ちの世 までの こ とを、

い の りあは せ た ま ふ べ くさふ らふ ej と も、 「た だ ひ がふ た る世の ひ とびと をい の り、弥陀の 御 ちか

ひ に い れと お ぼ しめ しあは ば 、 仏の 御恩 を報 じま ひ らせ た まふ に な り さふ らふ べ し c］と も仰せ られ

て い る。

　また 『御伝鈔』下第三段
60〕

に よれば 、 害心 を持 っ て 親鸞聖人 をうか が っ て い た 山 臥弁円 が尋ね て き

た と き、聖人 は お弟 i1’も伴わず に
一・人でお 出で にな られて い る。 その 尊顔 に 向 っ た弁円 が た ち まち

害心 をな くし、後悔 の 涙 さえ流 して 、 ひ ご ろの つ もりつ もっ た うっ ぷ んを述 べ て も、聖人は さ らに

驚ろ い た 顔色 さ えみ せ なか っ た とい う。

　また 『口伝鈔』
29）

に よ ると、弟子 の信楽房 が聖人と意見 が合 わず、門弟 をは なれて去 っ て行 っ た

とき、蓮位房 が、か っ て 渡 した本尊 や聖教 をと り返す よ う進 言 した が、聖 人は、 「本尊聖教 を取返

す こ と甚だ然 る べ か らざるこ とな り。本尊、聖教は衆生利益の方便 なれば、親 鸞が睦 をすて て他の

門室 に 入 る とい ふ とも私 に 自専す べ か らず 。 如 来の 教法 は総 じて 流通 物なれ ば なり 。 然 る に親鸞が

名字 の の りた るを、法師憎 けれ ば袈娑 さ へ の 風情 に厭ひ 思ふ に よりて 、た とひ彼の 聖教 を山野 に棄

つ と い ふ と も、そ の 処の 有情群類か の聖教 に救は れ て 悉 くそ の 益 を得 べ し。然 らば衆生利益 の 本願

そ の と き満足 す べ し 。］ と仰せ られ、離れ て 行 っ た 門弟は云 うに 及 ばず、あ ら ゆ る有情群類 を分別 す

る こ とな く、その 利 益 をねが っ て い るの で あります 。

　 《能 く説くと深理 を説 く》

　次に 「能 く説 く」と 「深理 を説 く」とは 「聡明」 に摂 して 考 えられて い る が、 「能 く説 く」につ

い て、　『入 楞伽経 』巻四
曲

には 「直尓に相を示す を名け て 説法 と為す」と あ り、 それ は小 さな虫、

蚊 、 蠅 な どは 、 言葉を用 い ずして よ く通ず るが如 きで あ る、とい い 、 『大智度論』巻九十九鰡には

「法 を説 く」とい っ て もそれには 二 種類あ っ て 、．・
には 口説法 、二 には身現 法で あ る と い い 、身現

法 とは 身を以 っ て 法 を現 はす こ と で あ ると い う。 無言なれども通 ず るの は 、信頼関係 が成就 して い

るか らで あ ろ う。 され ば可信の 故 に 能 く説 くと仰せ られ た こ の 「能 く説 く」は、身現 法 の 説 法 で は

な か っ たで あろ うか 。 また 「能 く深 い 道理 を説 く」に つ い て 、こ れは 『仏説華手経 』
3）

に 云 う 「地

を知 り　説 を知 り　人 を知 り　行を知 る」こ と に よ るもの で は ない で あろ うか 。同経 に は ま た 「衆

生 もし三 不善等の 諸地 に在 らば、皆悉 く能 く知 り、知 り巳りて 所住の 地 に随 っ て応ず るが如 く教化

し 、 能 く語 を調伏 し、人 をして 甚深の 法の 中に住せ しめ、能 く時 に 随 っ てすすんで 教化 し、時 に 随

っ て し り ぞ き待 っ 。 人の 行ず る所 に随 っ て 諸地 に差別 あ る こ と を知 り、地 に 随 っ て教化す る こ とを
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知 るの で 、能 く速 か に 成 ず る こ とを得、能 く説法調伏 して 甚深の 法の 中に住せ しむ る 。 また時に は

呵責す るが
、 併 した だ が む し ゃ らに 呵責す るば か りで はな く、時に応 じて し りぞく。 い か に善好の

言あ りとい え ども、時 に非 らざれ ば則 ち受 けず 。 こ の 故 に知 ある者 は時に随 っ て 進退せ よ司とあ る 。

「地 を知 り、説 を知 り、人 を知 り 、 行 を知 る」 、 或は 「時 に 応 ず る」 こ と に っ い て は 、
Rogers

もい っ て い る よ う に 、 相談助言者は 人間関係に っ い て敏感で なければな らない
10）

こ とを云 うの で あ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ち が い

ろう。 い ろい ろな場面 に於て 、ひ とそれぞれの差別 に敏感で な ければ、ひ と に 助言す る こ とはで き

な い こ とで あ ろ う。

　また呵 責す る こ と に つ い て 、　『瑜伽師地論』巻三 十八
63）

に は、 「もし正 しい 法 をしばしば軽ん じ

て 犯す もの が あ っ た時は 、煩悩 に けがれ たみ に くい 心 もな く、また 心変 り した りす る こ ともな い 親

愛 の意楽 を以 っ て 如 法 に 呵 責す るが 、それは 自か ら深 い 反省 をさせ るため で あ る cl と い う。 こ れは

Rogers も云 っ て い るように 、 「い か に 非指示 的に とは い っ て も、勿論温情 は もっ て い るが、それ

に は 自か ら明確 な限界があ る の で あ っ て 、最大限の 自由は 自 己の 感情を表現 し、自己自身を直視 し

よ うとす る人 に 対 して与 え られ る の で あ っ て、衝動的 な行為に よ っ て他人 を傷 つ け る よ うな自由は

な い 」
10｝筈で あ る c，

　また時 に随 っ て進退 する こ とに っ い て 、 『成実論』巻
一 21｝

に も 、 「仏 ・世尊 も時を知 っ て 法 を説

きた ま う」 と い い 、また 「衆生の信等の根 の熟せ るを知 っ て 然 るの ちに法 を説 き」また 「衆生が業

報 の た め に障 え られ て解脱 を得 ない と きは 、 仏 は能 く業報を尽 くさ しめ、然 るの ちに法 を説 きた ま

うtl と い う。

　こ こで こ の 「業報 を尽 くさ しめ 」るに つ い て 、 『涅槃経』梵行品 第八の 二 軌 こ、婆羅門の 女、婆

私睫が そ の ひ と り子 を亡 くして 狂乱 し、裸 同然の ま ま鳴咽に む せ び なが ら
一
r・を求め 、つ い に街に 絶

句 した と き、釈尊は慈愍の 心 をも っ て 彼の 女の 前に立 たれたの で あるが、彼 の 女は錯乱 して い たた

め 、釈尊をわ が子 と思 い
、 そ の 身に抱き つ き、その 「」に 鳴暖 し た が 、釈尊は そ の母の す るがまま に

な っ て い た とい うこ とが記され て あ る 。 勿論 そ の の ちそ の 母の 気の しずまる の を待 っ て種々 に諸の

法 の 要点 を説か れ、こ の 女 は歓喜 して菩提心 を発 して い る の で あ る が
、

こ こ で こ の 女 が 狂乱 して い

る間は その す るが ま ま に さ してや っ た こ とがその 業を尽 くさ しめ 、或は軽減す る こ と に な っ た の で

は ない だ ろ うか 。 また 「時 を知 る」こ と に っ い て 、 『根本説
一
切 有部毘奈耶薬事』

65｝
に は 、王 舎城

カ ラ ン ダカ チ チ ク 園中に在 した釈尊で さえ、その 父 を殺 し、母 をも害 きんと し、さ らに は如来 をも

害 さん と した極 悪 に狂 うア ジ ャ セ に 対 して は 、 1
．
こ の 太 子 は無量の 罪 を作 っ た 。私 は今 ま さ に彼 を

無根の 信 に住せ しむべ きで はあるが、今は まだその 時 では ない 。］と、王舎城 を去 っ た こ とが記 され

て い
《郵

　また 『賢愚経 』巻 ト
ー
六

661
『出曜経』巻 十七

6n
な ど に よ る と、邪悪 な師の 妻の 妊 策 に 狂 わ せ られ て

人 を殺 し、千人 目を殺さん と した ア ン グ リ マ ーラ が疾風 の 如 き速 さ で 釈尊 を追 っ た が、仏陀は彼 の

追 っ て来 るの を見 な が ら捨てて お 去 りに なられ、彼 が追 え ど も追 え ど も は る か に遠 ざか り、逐 に 彼
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 と ど

をして極度 に疲労 せ しめ、や が て 力の 尽 き た時、彼 の 求め に 応 じて 、あ や ま れ る執心 に 住 まる限 り

真実の 安住 の ない こ と をさと されて済度 して い る の で あ る 。

　 『大智度論』巻二 十四
6E｝

に も、仏 ぱ、こ の 人は 今ただ ち に 済度す べ き か 、別 の 時 に 済 度す べ きか 、

また まさ に迎 え入 れ て 済度す べ き か 、棄捨 し遠 ざ け て 済度 す べ き か をよ く知 っ て い られ る こ とが説

か れ て あ り 、 直ち に済度せ ず 、棄捨 し て 遠 ざ か るよ うで は あ る が、済度 の 行 を放棄 した の で は ない
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・しんで 遠 ざ かれ』 に つ い て の

一考察

こ とは勿論 で、 こ の こ とは、の ち に ア ジ ャ セ をや さ し く迎え入 れ て 済度 して い る し、ア ン グ リマ
ー

ラ をも済度 し て い る事実 をみ れ ば うなづ け よ う。

　 さ れ ば ま た 『観経四帖疏』散善義 至誠心 釈軌 こ も 、 「若シ善 業二 非 ズ バ 敬 シ テ 之 ヲ遠ザ カ レ、マ

タ随喜セ ザ レ」 と い ま しめ て い る が
、

こ の 「遠 ザカ レ」 の 理 由に つ い て は、 『安楽集」巻上
70〕

に 、

　「罪 に 穢れ た こ の 世 に 在 っ て衆生 を教化す る こ と を願 っ て、浄七に往生す る こ とを願わ ない 人 があ

る 。 若 し既 に その 身が 不退 の位 に あ れば 、 雑悪の 衆生 を教化せ ん がた め に 、彼等の 汚濁 に交 っ て も

それに染 ま らず 、 また その 悪 に よ っ て変 る こ とが ない で あろ う。 そ れは 恰度 鵝 や鴨の よ うな水鳥が

水に入 っ て も、水 が濡 らすこ とが ない と同様で 、 こ れ らの 人 々 は能 く穢悪 の 世に処 して 、 衆生の 苦

悪 を抜 き楽 を与 える こ とに堪え られ るの で あ る 。 併 し 『智度論』に も云 われで い るよ うに、若 し凡

夫の 身で あ っ て、こ の 穢土 に 在 っ て ひ とびとの 苦を抜 き済度せ ん と願 うならば、仏の み心 がそれ を

許 し給わぬ 。 その 故は龍樹の 云 うよ うに、た とえ ば四
一
卜里の 氷原に もし

一人の 人が一
升 の 熱湯 をそ

そ ぐと、その 時はそこ の 氷が少 しは解 けた よ うに思 わ れ るが、翌朝に な っ て み る と 、
か え っ て その

他の とこ ろ よ りも氷が高 く盛 り上 っ て さえい るように 、凡夫 が こ の 世で発心 し て 人 々 の 苦 を救 お う
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ い い か り に く しみ

とす る時もまた 全 く同様で あ り、それは貪愛 は瞋憎に 変 り易 く 、 自 ら煩悩 を起 して 、か えっ て悪道

に堕す るか らだ tl と い う。また 同巻 ド
71）

に も、 「浄土 に 生 れん と願 うもの は 苦悩の ひ と び とを済度

せ ん と欲す る か らだ とい っ て も、その 済度す べ き人 々 は今現に こ の娑婆に い るの で あるか ら、すで

に 人 々 を済度 せ ん との 心 を発 し得た な らば、た だちに こ の 世 に於 て苦 悩の 人々 を済度す べ きで ある
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ と り
の に 、ひ と り浄一｛二に 生 れ んと願 うのは 、苦悩の 人 々 を捨て て 自分ひ と りの 菩堤 の 楽 を求め て い る 如

くで あ るの は ど うした こ と かと の 疑問 に対 して 、そ れ を否定 し、　『智度論」を引用 して 、た とえば

二 人 の 者が ともに その 父母眷属 が深淵に 溺れて い るの を見た とき、一
人 は直ち に とび込 ん で力の 限

り こ れ を救お うとす るで あろ うが、力お よばず、と もに溺 れて しま うで あ ろ う。 しか して他の 一人

は はるか に
一舟船に走 り、その 舟 に乗 っ て 接近 し救 くえば、こ の 難 を出つ る こ とがで きるで あろ う。

菩 薩 も同様 で 、 もし まだ発 心 しない 時は、生死 に流転す る こ とは
一

般の 人々 と変 りない が、すで

に菩堤心 をお こ して浄⊥ に往生 し、大悲の 船に の れ ば 、 無碍 の 弁 才をもっ て生死の 苦海 に 入妖 人

々 を済 い 運ぶ こ とがで きる の で あ る、と 。 また 『大論』 を引用 して 、 菩薩浄土 二 生 ジテ 大神通 ヲ具

シ 、弁才無碍 ニ シ テ 衆生 ヲ教化 ス ル トキ モ ナオ衆生 ヲ シテ善 ヲ生 ジ悪 ヲ滅 シ道 ヲ増 シ位 ヲ進 メ テ菩
　 　 　 　 カ ナ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ス ク ウ

薩 ノ意 二 称 ワ シ ム ル コ ト能 ワ ズ。モ シ ス ナワ チ穢土 二 在 リテ 抜済ス ル モ ノ ハ 欠ケ テ コ ノ 益ナ シ 。 鶏

ヲセ メ テ水二 入 ル ・
ガ如 シ 。 ア ニ ヨ ク湿 ラザ ラ ン ヤ 。！lと い ましめ て い る 。 また 『往生要集』巻上 末

72｝

に も、 『十住毘婆沙』 に 「自らを済度す る こ とが で きずに彼 を済度す る こ とは 不 可能 で 、それは 泥

に没 して い る もの が他 をす くうこ とがで きな い の と同様で あ るか ら、まつ 自分 を済度 しての ち、ま

さ に彼 を済度す べ きである1 とあ り 、 また 『法旬』の 偈 に 「もし自分の 身 を安全 なと こ ろ に お くこ

とがで きた なら、しか る の ち他の 人 をも自分と同 じように安 全なとこ ろにす くっ て あげな さい 」と

あ り、また 『十疑』に 「浄土 に 生ず る こ とを求む る所以 は 、

一
切 の 衆生の 苦 を救 い 、苦を抜か ん と

欲す るが故 で あ る。と こ ろが 自 ら思惟 す る に 自分は今力が な い 。 も し煩悩に けが され た社会に お れ

ば、その 環境の 影響力が強 い の で 、 自 らそれ に しば られて 三塗 に お ち込 んで 、や や もす れ ば数劫 を
経 る で あ ろ う。実 に こ の よ うに無始以 来生死 の 苦海に輪転 を重ね て 、未だ か っ て 休息 がなか っ た 。

一
体何時 よ くひ とびと の 苦を救 うこ どがで きよ うか 。 さればこ そ浄 士 に生 れて 諸仏 に親近 して 無生

忍をさと り、まさに よく悪 世の 中に ひ とびと の 苦 を救 わん こ と を願求す るの で す 。J と あ るを引用 して 、
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「極楽 ヲ願求 ス ル モ コ レ 自利 ノ 心 ニ ア ラ ズ 。 然 ル 所以 ハ 今 コ ノ 娑婆世 界ハ 諸 ノ 留難 多シ。甘露未 ダ

ウ ル 寸 ワ ズ、苦海朝宗 ス
。 初心 ノ 行 者、何 ノ暇ア リ テ カ道 ヲ修 セ ン ， 故 二 今諄薩 ノ 願行 ヲ円満 シテ 、

自在 ニ
ー一
切 衆生ヲ利益 ゼ ン ト欲 ス ル ガ タ メ ニ 、先 ヅ極楽 ヲ求ム ル ナ リ 。 自利ノ タ メ ニ セ ズ」とい う。

　而 して さき に い う深 淵と か船に つ い て 『智度 論』巻
．
ヒ ト

・
に は 、　「衆生 は四流の 水中に 没在 し、

仏 は 八⊥ピ道の 船 を以 て浬槃の 洲一．ヒに 引 き著 けた ま う」
8．1

と あり、　『勝生 勝鬘解脱経』に は 「善知識

は繰 鰐 の f、［1．L 、能 く凱 の 大雲脳 毎獻 り て媛瀧 為す が ili
’

1 に c，1　
32）

とある，灘 す なわ 林 と

は 三漏四流 〔三漏 とは
．
モ界の 煩悩、四流と は 洪水 の 如 く善事 を漂流す る四煩悩 ）で 、こ の 救 われ難

き深淵に没在 す る もの を救 い 得 るの は 、如 来の 願船の み で あ り、それ に 乗托 して 僕使桿労の 如 く働

らく菩薩 ・善知識の み なる こ と をお示 し下 さ っ て い るの で あ ろ う 、．

　而 して 罪濁 の 深淵に 苦悩 1 るひ とび とは現 に今 こ ・に あ る に も か ・わ らず、その 者 か ら遠 ざか る

こ とは 、 ど う害、 現 実的で
’
な く、逃避的 で あ り、消極的 なこ と ・

して 、社 会的 な批難 を免がれない よ

うに 匙， 思 え．るで あろ う 。 併し Rogers む，「何等か の 態度をとらなけ れ ばならな い よ うな要求を提出

した り 、 希望 を表明 した りす るひ とを傷 つ け ま い と い う
一
魂 結構 な考えに 導びか れて い る 八は、こ

れ らの 要求 を遂行 しよ うと し、ひ とがよろ こ ぶ こ となら何事で もし よ うと し
一
C

、
遂 に その 要求 が相

談助言 者に と o
’
1　．．ど うに 毛、 手 に負えな くな り、援助 しよ うとす る愛情や 意欲 が却 っ て拒否 と嫌悪

に変 っ て しま い 、そ の 結 果相手の ひ とは さら に今
．一人の 1、間が彼 を傷 つ け た と思 い 、彼は 明 か に、

時に は永遠 に こ の や り損 じた相談助 言者に よ っ て傷 つ け られて しまうか も知 れ な い 、」
L°：

と い っ て 、

こ の 「直ち に とび込む」態の 相談助 諤に警告 して い る の で す 。

　而 して こ ・で 我 々 は、罪に 狂 うて い る もの と、それ に苦悩 し て い る も の との 違 い を明記 しな けれ

ばな らな い の で は あ る まい か 、
Rogers も、臼我に つ い て 脊定的 な態度が つ ね に高度 に残 ・

っ て い る

場 合は 不成功 に終 るで あろ うと云 っ で い る
7Z．

が、罪業に 狂 っ て い る と き は 、勿論 こ の 肯定的な 自我

態度が強 い の で 不成功 に終る こ とが 多 い であ ろ う。また仮 りに 己が罪業に 苦悩す る その 時がや っ て

きた とし て 壽， 、 人 間 に は 根強 い 肯定的 な自我態度 が絶 えず残 っ て い て 、われ われ 如］きが こ れ を崩壊

させ 、その 底 に よ どむ 葛藤或 は欲求 不満に 気づ か しめ よ うとす る と、却 っ て わ れ われ の 偏 っ た性格

傾向や コ ン プ レ ッ ク ス が、柑 手に感情 Fl勺な反応 counter 　transferenee （対抗感情転移）を起 こ さ

しめ て、彼 らを導び くこ とは不可能 で あ ろ う．知 に働 らけば角が立 ち、情 に竿 さ せば流 され る 。
こ

れが世 情 とい う もの で あ ろ うか。E ．　Fromm は 「入間 の 光栄 で ある べ き理徃 もまた かれの 呪詛と な

る。さ れ ば人 間 は 、自分が 自然の i−1と なり 、また 自分 自身の 主 とな る まで理性 を発展 させ て行か ね

ば な らぬ q尸
4ト
と云 っ て い る が、 こ れ は彼 も認 め て い る よ うに 、こ の 世 で は不 可能 で あろ う。

さ れ ばと い っ て E．A ．ル
ー ミス も云 っ て い るよ う に 、　「われ われ の 沈黙や寛容は 、相手 に その 行為

を承 認 した もの と して理解 される だ けで な く、それ ど こ ろ か時に は そ の誤 まれる行為 を催促 して い

る も の と して 受 け とられ る 二 とが しば しばあ る⊆．
75．）

の で あ る 。

　さ れ ば J．Macmurray は、　「自分は高 い と こ ろ に 、k っ て 、 自分 は な に も傷 つ か ず、他人 の あや ま

ち、欠点 を許 し て や ると い うの で な く、自分 こ そ許 されね ばな らぬ 人間で あ っ た と い う傷 つ い た心

を持 つ こ との み が、他 を許す こ と に な るゆ る しで あ り、
こ れ こ そ本 当の 許 しだ cJ 　

761
とい っ て い る が、

こ れ は彼 の 「直 ち に とび込 む註態 の それ で ぱ な く、先づ 自分 こ そ救 わ るべ き存在で あ っ た と い ，

　 フ zし み

　「敬」 の 心 に 通ず るもの で は な い で あ ろ うか 。

　親鸞聖 入は、よ くそ の r地 を知 り、説 を知 り、人 を知 り、行 を知 り、時 を知 る」が故 に、それ ら

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Sapporo Otani University & Junior College of Sapporo Otani University

NII-Electronic Library Service

SapPoro 　 Otanl 　 Unlverslty ＆ Junlor 　 College 　 of 　 SapPoro 　 Otanl 　 Unlverslty

親鸞聖人の い う 「つ ・しん で遠 ざか れ』につ い ての
一

考察 159

に応 じて調伏 され た善好の 言葉 を以 っ て、よ く導びか れて い る の で す。

　 『歎異抄』第九章 恥 こよ る と、唯 円房が 「念仏 まふ しさふ らへ ども、踊躍 歓喜の こ ・ろお ろ そか

に さふ らふ こ と、また い そぎ浄 十へ まひ りた きこ ・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」と聖人 の 前に 泣 き崩れた とき、日頃ひ たむ きに道 を求め 、念仏申 して い た彼

をよ く知 る が故に 、しばらくは い とお しみ の 眼で じ っ とみ つ め て い られ た で あ ろ う聖 人に も、あつ

い 涙 が流れ て は い なか っ た で あろ うか 。 そ し て か ・る 己が煩悩 に気づ き 、そ れ に悲歎苦悩す るよ う

に な っ たそ の時、その 信心 の 熟 しつ
・あり、報土の 眞因 （信心）が決定す る時剋 の 極促 、 疑惑の雲

霧の まさ に 晴れん とす る瞬間で ある を知 るが故に 、その 時 に応 じ、人に応 じた善好 の 言葉 を以 っ て、

か ・
る もの をこ とに あわ れみ たま う弥 陀の 本願 をた の もし く思 うべ きこ とを説 い て 、 よ く唯円房 を

安楽処 （往生決定の 信心 ）に 導び き入 れた こ とで あ ろ う。 すな わ ち、 「親 鸞もこ の 不審あ りつ る に 、

唯円房お な じこ ・ う 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
…

定 とお もひた まふ べ きな り 。 よ ろ こ ぶ べ き 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cl と、不断煩悩得涅槃 、すなわち、煩悩 あればこ その 弥 陀の 本願 に安

らぐべ きこ とをさ として い る の です。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ こ ろ

　半金色の 聖者 と い われ た善導大師 は、　「騰神踊躍 して 西方に入 る」 と仰せ られ 、その 尊 い 話 に感

激して 、い そぎ浄 土に まい りた い と自殺 した者が百人 もあり、善導大師 も目殺 した と云 う説もある 。

また法然 ヒ人 が土佐 の国 へ こ流罪 に なられ る道すが ら、摂津の 遊女 た ち の 求 め に 応 じて説法す る と、

彼女た ちは、もう こ ん な醜 い 生活 は い やだ、早 く結構な浄土 に往 生 し度 い と、念仏 とと もに 入水 し

た とも伝え られ て い る 。

7S〕
また 『拾遺語燈録」

79）
に も 「本願 を疑 っ て い るわ け で もな く、極楽に 生

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 は や

れる と い うこ とが よろ こ ば しくない わ けで は ない が 、 疾 くま い りた い 心 が心の 底 か らお きて こ な い

と云 っ て い る こ とは、実 に け しか らぬ こ とだ 。 それ は浄土 の 教 を聞い た とは云 っ て も聞かぬ も同然

で 、 ま た三 悪道の 罪業が未 だ尽 きな い 者で あ り 、
こ の 世 を厭 う心 が薄 い か らで ある 。 仮 りに も、敵

の 城 な ど に捕 え られ て い た者が 、 辛 くも逃 げ出 した行 く手 に 、大 きな河や海が あ っ て 渡 るすべ もな

か っ た そ の 時 に 、 親が船を仕立 て
・迎 えに 来た なら 、 どん な にか うれ しい こ とで あ ろう。 そ れ と同

様 に 、貪欲 、瞋恚、愚痴の 煩悩の敵に縛 られて 、 三界の 焚籠 に こ められて い る われ われ を、弥陀悲
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ふ ね

母の 深 い み 心 か ら名号の 利剣を以 っ て 生死の 絆 を切 り、本願の要船 を苦海の 浪 に浮 べ て 迎 えに来 、

そ して 彼 の岸 、 極楽浄土 に着 けて下 さると思 ううれ しさは、歓喜の 涙袂 を絞 り、潟仰の 思 い 芳辛に染

む べ き こ とで ある」 と仰せ られ て あ る を聞か され て い れば、い そ ぎ浄土 に ま い り度 い 心 の お こ らぬ

唯円房は、その 身が悲 し くも うとま しくも思 われた こ とで あろ う 。 されば聖人 は 、　「また浄土 へ い

そぎまひ りた き こ ・ろ の な くて 、い さ ・か 所労 の こ と もあれ ば死 なんず るや らん と こ ・ ろぼ そ くお

ぼ ゆる こ とも煩悩 の所為 な り。 久遠 劫 よ り い ままで 流転 せ る苦悩 の 旧 里 は す て が た く 、
い まだむ ま

れ ざ る安養の 浄 土は こ ひ しか らず さふ らふ こ と、ま こ とによ くよ く煩悩 の興盛 に さふ ら うに こ そ 。

なご りお し くお もへ ど も、娑婆の 縁 つ きて 、ちか らな く して お は る と き に
、

か の 土 へ は まひ る べ き

な り 。 い そ ぎまひ りた き こ ・うな き もの を、こ と に あ はれ み た ま ふ な り 。
こ れ に つ け て こ そ、い よ

い よ大悲大願 はた の も し く、往生 は決定 と存 じさ ふ らへ d7「
と、い そ ぎ浄土 に まい り度 い 心 の な い

もの をこ と に あ われむ 弥陀の 本願 を説い て 、唯円房 を安楽処 （往生決定 の 信 心 ） に 導び き入れ て い
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る の で あ ります。

　こ ・で ま た聖 八 は、煩悩興盛 なる人間の 業 と い うもの の 尽 き難 きをともに歎 い て 、歎げか ねば な

らぬ．業があ る なら存分 に 歎げか せ 、吐露すべ き こ とが あれば充分 に吐 き出 させ
、 その 業を尽 くさ し

め ん となさ っ た の で はない だ ろ うか 。
い や そ の こ とが 却 っ て その 業 を尽 くさ しめ、或 は軽減せ しめ

る こ とに なっ た の で は な い だ ろ うか 。か くて そ の 業が尽 きた とき、すなわち 「なご りお し くお も え

ども 、 娑婆の縁 つ きて、ちか らな くして終る と き」往生浄土 の 真実究極の 安楽処が ある こ とをもさ

として下 さ っ て い たの で あ ります 。

　また私 に は、こ S で唯円の 歎 きを聞 い て い られた聖人が 、 　「親鸞もこ の 不審 あ りつ る に」と仰せ

出だされる まで には 可成 りの 時聞が あ っ た の で は ない か と思われ る の で あ ります 。 何故なら唯円の

歎 きが あ ま りに も深刻 で あ り、単 なる質問に対 する答 えで は ない か らで あり ます 。 されば その 歎か

ね ばな らぬ 業 を軽減せ しめ るため に も、可成 りの 時間 を要する筈で あ ります 。

　また 聖人 は、どんな些細 なこ と毛丿 造 る罪の 宿業 に よらな い もの は な い と仰 せ られて い たが、自力

の 執心 の 未 だ絶 ち難 き を知るや 、　『歎異抄』第十三章
so）

に み る如 く、唯円 に 「私の 言 うこ と なら何

で も信 じて行 い ます か」 と仰せ られ、彼 も 1は い 、仰せ に違反 い た しませ ん 」と申．上げた と き、聖

人は 「こ れ は仮 り の 話 で は あ る が、今、人を千人殺 して こ い 、そ したら往生決定す るで あろ う」 と

仰せ られた が、彼 は 「如 何 に聖人の 仰せ で も、私 の 力で は
一

人 も殺せ そ うにも思 わ れ ませ ん」 と申

上 げた 。 その時聖人は、　「こ れで よ く わ か っ た で し ょ う。 IFi∫−S も心 に まかせ て 出来 る もの なら、往

生の ため に 千人殺 せ と云 われ ・ば、す なわ ち殺すで あろう。 併 しなが ら、僅 か
一

人 も殺す 業縁 がな

い の で殺 さない の で あ っ て 、自分の心 が善 い か ら殺 さな い の で は ない
。 また殺す まい と思 っ て も、

因縁 が熟せ ば百人 も干 人も殺 す こ ともあるだろ う」と仰 せ られ、人間の 心 の 善悪で救 われる の で は

なくて 、全 く不思議の 本願に よ っ て 救われ る こ とを説い て 、善悪 ともに業報 に さ し まか せ て 、た ぐ

弥陀 をた の む こ と の安 ら ぎを説 き、真の 安楽処 （深 い 信 心 ）へ と導び き入 れ て い るの で あ ります 。

　また 、弥陀の 本願は 極悪の 者をも漏 らした ま わぬ、と い う言葉 をよい こ とに して、造悪無碍の 自

己弁護に 固執 して い る人 々 に対 して は、言葉 と い うもの は、そ の 入 そ の 人 に応 じて 、即 ち、地 に応

じ、説 に応 じ 、 人に応 じ、行 に応 じ、時に 応 じて 云われるもの で あ るか ら、何の 自覚 もな く 、 単 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2）

ひ と の 言葉尻 に 固執す る こ との あ や ま りを さ と し て い る の で あ ります 。 す なわ ち 『末灯抄』（20）

に 、 「もとは無明の 酒 に 酔 っ て 、貪欲、瞋恚 、 愚痴の三毒 をの み好 ん で 食 うて い た人 も、仏 の 誓願

を聞く よ うに な っ て か らと い うも の は、無明 の 酔 も少 しづ ・醒 め、三 毒 も次 第 に 好まな くなり、阿

弥陀仏の 薬を常 に 好む よ うな身 となる こ とで あ りまし ょ う。 それ に もか ・わ らず 、 酔が な お 醒 め な

い うち に 重 ね て 酔 をす ・め 、毒 も消 え さ らぬ の に さ ら に毒 をすす め る が 如 き行為は 、ま こ と に あ さ

ま しい こ とで あ る 。 ま し て 、ひ とは煩悩具足 の 身で はある の だ けれ ど 、そ の こ とをよ い こ と に して 、

して は ならぬ こ とを行 い 放題 、云 い 放題 、思 い 放題 で よろ しい の だ と思 っ て 、言葉 に も云 い 、か つ

身に も行 っ て い る こ とは 、ま こ と に もっ て 不愍の こ とで あ る 。 それ は酔 も醒め ぬ 前に なお酒 をす ・

め 、 毒 も消 え ない の に 益 々 毒 をす ・め るよ うなもの で あ る 。 如何 に 薬があ るか らと い っ て 、毒 を好

んで食 べ よ と ・ う・ とは あ ろ 墸 が な L・ で 睡 ・ か誰 の 辭 舳 き ＼ な押 間讐 、

を申 し て お

られ る人々 は 、
こ の 世の 醜 きを厭 い 、こ の 身の あ さま し さ を厭 い す て ん と考 え て い る徴 もあ っ て よ

い の で は な い か
。 ま た 初．め て 仏 の 本願 を聞 きは じめた人 が、わが身の罪悪深重 に気付 か さ れ て 、 こ

の よ うなあ さ ま し い 身で 、ど うし て 往生 で きるで あろ うか と疑 っ て い る 人 に こ そ、ひ とび とは本来
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煩悩具足 して い るも の なの だか ら 、 その 心の 善悪 をば問題 に せ ず迎 え られ るので あ る こ とを申すの

で す 。
こ の道理 を聞 い て仏 を信ず る心 が深 くな っ た な らば 、 真実 こ の 穢 い 身 を厭 い 、生死 に流転す

る で あ ろ う身を悲 しみ、そ れ に つ け て も、か ・る者の た め の 本願で あ っ たか と、益 々 深 く信 じ 、 念

仏 申す よ うに なっ た 人 で あ る な ら、ど うして もとの ま ・ の 心 で悪事 をし て よ い なぞ と云 え るで し ょ

うか 。 もとの 心 を深 く懺悔 して 、 もう悪事はす まい と 心 に かた く誓 っ て こ そ、こ の 身を厭 い 、 こ の

穢 い 世 を厭 うしる しもある とい うもの で あ る 。 また往生の 信心 は 、 釈迦 、 弥陀の 御すすめ に よ っ て

お こ るもの で ありますか ら、真の 心 す なわ ち信心 が い ただかれ た ら 、 ど うして も との ま ・ の心 で い

られ ま し ょ うか cl と、その 誤 りをよ く指滴 して い る の です 。

皿　敬 シテ 遠 ザカ レ

　か く考察 し て くる と 、 親燻聖人 こ そ 『仏性論』 に云 われ る善知識 の 徳 を身 に つ けられた歴史上 の

人物 で あるの だが、その 聖人 をもっ て して も、 その 長男善 鸞をは じめ と し て 、 多 くの 異義者 をその

門弟か ら出 し、剰えラジカ ル な造悪無碍 に走 る者を出した と い うこ とは、教化 と い うもの が如何 に 至

難 なもの で あるか を如実 に物語 っ て い よ う。

　聖人 は、好 んで造悪無碍 に走 る者 どもに対 して 、 悲痛 な思 い で 、 『末燈 鈔』q6屮 に は 、
「されば善

導の御 をしへ に は、悪 をこ の む人 をば うや まひ て と をざか れ とこ そ 、 至 誠心 の な か に は を し へ

をかせ おは しま して さふ らへ
。

い つ か わがこ ・
ろ の わろ き に まか せ て ふ る まへ とは候 。1 と。 また、

同 
2）

に も、「また至誠心 の なか には 、 かや うに悪 を こ の まんに は つ
・

しんで とをざか れ、ちかづ く

べ か らず とこ そとか れて さ ふ らへ
。 善知識同行 に は した しみ ちかづ け と こ そと きをかれてさふ らへ 。J

と仰せ られ て い ます 。

　而 して こ ・ で い う 「悪」 とは、「師 をそ しり、善知識 をか ろ しめ、同行 をもあ なづ りなん どしあは

せ た まふ よ しき ・ さ ふ らふ こ そ、あ さ まし くさふ らへ
。 すで に謗法の ひ とな り、五逆 の ひ とな り 、

なれむ つ ぶ べ か らずd21とあ り、また、　ma｛19）に よ る と、「善知識 ををうか に お もい 、師 をそしる もの を

ば謗法 の もの とま ふ す な り、をや をそし るもの をば五逆の も の とま ふ すなり、同座せ ざれとさふ ら

ふ な り。j　 81乏 あ る の で 、五逆 、謗法 の 罪 をさ して い るもの と思わ れるの で あ ります 。

　仏教で い うこ の 五逆罪に つ い て は 、 大乗 と小 乗に よ っ て 多少の 違い が ある の で すが 、 小 乗の 五逆

は 、故意 に 父 を殺す、母 を殺す、故意 に 阿羅漢 の よ うな聖 者 を殺す、順逆 をわ きまえず して僧団の

和合 を破 る、悪心 をい だい て 仏身 を傷 つ ける の 五 つ の 大罪で 、こ れ らは大恩 あ る もの に そむ き、万

福 を与 えるもの に そむ くが 故に逆 とい うの であります 。 また大乗の 五 逆罪 とは 、

一
に は塔寺を破壊

し、経蔵 を焼 き、仏 ・法 ・僧 の 三宝 に所属す る財産 を盗用 し、二 には三乗 （声聞乗 ・縁覚乗 ・菩薩

乗）の法 を謗 る、す なわ ち謗法罪 を犯 し、障 へ 破 り、危害を加 へ 、覆 い 隠 くし て その 弘通 を妨 げ、

三 に は
一

切の 出家の 人を理 由は ともあれ、打罵 し、呵責 し、過 を説 い て 禁閉 し、還俗 せ しめ て 駆使

し、責 め使 い 、命 を断 た し め 、四 に は 父 を殺 し、母 を害 し、仏身 よ り血 を出 し、和合僧 を破 り、阿

羅漢 を殺す （こ れは小 乗の 五逆 に同 じ）、また五 に は因果 の 法 を信 ぜず、 い つ 改 め る とも な く常 に 十

不善業 （十悪の こ と、即 ち、殺生 ・愉盗 ・邪婬 ・妄語 ・綺語 ・両舌 ・悪 口 ・貪欲 ・瞋恚 ・愚痴）を

行 う、を挙 げ て い る の で す罫

　考 え て み ます と、私た ちの 生活は こ れ以外に ない の で す が、殊更 に好ん で犯 す もの を、「悪 をこ の

む ひ と」 と、聖 人 は仰 せ られ 、敬遠 なさ っ た こ とで あ りま し ょ う。
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　 而 して彼 らを救 う こ とに つ い て は 、「悪 をこ の むひ とに もちか づ きなん どす る こ とは 、 浄土 に ま い

りて の ち衆生利 益 に か へ りて こ そ、　 さや うの 罪 人 に も したがひ ちかづ くこ とは さふ らへ
。 　それ も

わ が は か らひ に は あらず、弥 陀の ちか ひ に よ りて 御た す け に て こ そ 、 お もふ さ まの ふ る まひ もさふ

らは んずれ司
2：

と仰せ られ 、浄土 に往生 した の ちの還相の 利益 と して考 え、こ れ もわ がは か らい で

はな く、全 く如 来の は た らきと聖 人 は考え て い た よ うで あ ります 。

　 《散 シ テ》

　而 して こ
・

で い う 「うや ま っ て遠 ざか れ」 の 敬 、す なわ ち 「うや ま う」 は、前掲 した善知識の徳

の 「．曽：重 」 の 意 に 通 ずる も の で ぱあ るが 、今、煩悩の 深渕 に没在する 彼 等 か ら遠 ざか ・
コ て 、 い そ ぎ

浄 i：往生 を求む る の 心 は、す で に 凡夫の 発す心 で は な く、ま っ た く如来 よ り与 え られ た もの で あ る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 オ コ

と聖人 は考 えて い る の で あ ります 、 す な わ ち 『教行信證』信巻本に 、『散善義』の 文 を、「凡 ソ 施 シ タ

マ ウ トコ ロ 趣求 ヲ ナ ス
、

マ タ皆真実ナ リ」
8．）

と続みか え られ 、 存覚 も聖人 の 意を 1六 要鈔』 に 、「コ

ノ 心 凡夫 ノ発 ス トコ ロ ニ 似 タ リ トイヘ ドモ 、 コ レ 仏智施 ス トコ ロ ノ 心ナ ル ガ故 二 真実心 トイ フ
。 更

二 衆生隨情 ノ 心 ニ ア ラ ズ』
831

とい っ て い る 。 され ば 坊 や ま っ て 」 とは、一
つ に は こ の 弥陀 ご廻向

の 功徳真輿 を敬す べ し．と の意 で あり ま し ょ う。

　 また信巻 に は 『涅槃経 』を引用 して 、［ 一
切衆 牛は っ い に定 んで大慈大悲 、大喜大捨 、

．・
∫
・
地 を得

べ きが故 に 、
一一

切衆生悉 く仏性有 り」
8．と い い 、真仏 L巻 に も 「衆生の 仏性 は現在に 無 なり とい え

ど も無 と い
．
ラベ か らず。虚空 の性 は現在 に無 なりとい へ ども無 とい うこ と を得 ざるが ご と し」 とい

い 、「衆生 未来 に荘厳清浄 の 身を具足 して仏性 を見 る こ とを得 む」 と い う 。 ま た 「一切 衆 生 不 断不

滅 に し て 、及至阿褥多羅 三藐三 菩提 を得 る」
9：

と い い 、また弥 陀の願 力に よ り て
’

「煩悩 を断ぜず し

て 涅槃 を得 る 」
S4．

と い う。 され ば法蔵
．
菩薩 が因位 の修行 の とき、善 を修 し不善 をし りぞけ られた真

実心 す なわ ち仏心 が、こ の 自分に廻施 さ れ て 趣 求 （信心 ） と なっ て い たよ うに 、あらゆる ひ とび と

に働 ら きか けて
．
ドさっ て ある仏心 を信ず るが故 に 、現在 に それ を見奉る こ とが で きな くとも、い か

なるひと をも 「うや ま う」 べ し、との み 旨もある の で は な い だろ うか 。

　而 して 「往生 要集』巻 ドIS　85：には 「大悲経』 を引哨 して、「た “ 心 に 仏 を念 じ　度 で も仏 を敬信す

る心 を生ずれ ば、こ の ひ とは真実津槃を極 め るで あろ う」 と、「敬」 する こ との 功徳 を述 べ て い る が 、

こ の こ とは こ の 「うやま う」 こ と に よ っ て 、穢土 を遠 ざか っ て 、 浄 ．1二往 生 を得 る こ とを示 し て い よ

う 。

　また こ の 「敬 」 に つ い て 、『阿毘達磨倶舎論．1 巻 四珊 r阿毘達磨蔵顕宗 論』 巻六 ξ
f：

『阿毘達磨大毘

婆沙論』 第五章
8s：
等 に は 、「敬の 体 は 即 ち こ れ慚 な り」 とも、「敬 は慚 を以 て 自性 と為す」 ともある 。

こ
・
で怖 れ 、つ ・し まね ば な らな か っ た の は 、こ の 世 で 、わ が 甲斐性で 、あ や まれ る ひ とびと を救

い 得 る と思 い あが っ て い た我等 の 自力僑慢 の 心 で は な か っ た で あ ろ うか。 さ れば 『般 舟三昧行道往

生 讃「1 に も、「行者等 臼身 ノ 心 ヲ 知 ル ニ 、及 至今身今 H マ デ 、悪 ヲ断 ジ貪 ヲ除 ク コ ト能 ハ ズ
。 　

・
切 ノ

煩悩 タ ・”増 多 ナ 1レ コ トヲ覚 ル ベ シ 。
マ タ釈迦 諸仏 、同 ジ ク勧 メ テ弥 陀 ヲ 弊念セ シ メ 、極楽 ヲ想観 セ

シ メ テ 、コ ノ
ー−ijヲ 尽ク シ テ命断 二 、即 チ安楽国 二 生 ゼ シ ム

。 ア ニ 長 時 ノ 大益 ニ ア ラ ズ ヤ 。 行 者等

常 二
ll嶄1宛ヲ懐 キテ 、仰 イ デ fム恩 ヲ 謝 セ ヨ 司

sヨ：
と。然 れ ば聖 人 は 「っ

・
しんで 」遠 ざかれ 、と仰せ ら

れ た の で あろ う。

　開悟院 は ［敬遠」 に つ い て 、「衆生 ノ 悪業 ヲ ナ ス 者 ヲ 見 テ ハ 是 ヲ 謗 ラ ズ、又 隨喜セ ズ シテ敬ウ テ 遠

ザ カ ル ベ シ 。 論註 二 無 顧悪人 ト
『
r ）レナ リ．，至極 ノ 悪 入 ヲ 見 タ ナ レ バ 其者 ヲ尊重 シ テ 遠 ザ カ ル ベ シ。
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尊重セ ザ レ バ 却 ツ テ怨 ヲ ナ ス ナ リtj　
9°1

と説明 し て い る 。
こ れ は 『論註』 に 「悪 ヲ顧 ミ ル コ トナ キ人

ハ 他 ノ 勝徳 ヲ破 ス 」
91］・

とあ る に よ っ た もの で あろ うか 。 また石井教道 は 「もしそれが悪業で あ れ ば、

敬遠主義 をと っ で 近づ か ぬ よ うに な し、断 じ て其 行ひ に賛意 を表 してぱ ならぬ cl　
921

なぞ と云 っ て い

るが 、こ の よ うな敬遠 屯義 と は
…

体 ど うい う こ となの か 、怨 をなす か ら、他 の勝徳 を破す か らな ど

の 理 由で遠 ざか れ と い うなら、或 は
…

応 の 理 解 は で きな い わけで もな い が、はた して こ の 時 に敬 す

る心 が お こ るで あろ う か 。 私 は前掲 した 理 由で聖 人 は、「うや まっ て」 とか、「つ ・しんで」 と仰せ ら

れ た の で は ない か と思 われ て ならない
。

　 《遠 ざか れ》

　 また 「遠 ざかれ」 に つ い て 、聖人は、あなた方 も前掲 した聖教 を聞 い て よ くご存知で あ り 、 また

こ の 世の 体験 を通 し て よ くご存知 の よ うに 13］こ の 娑婆 tUi界で は 「存知 の ご と く」
16
版 が人 を助 け る

こ とは不 可能で ある か ら、「い そぎ仏．に な りて 思 うが如 く衆 生 を利益 する」 た め に 、彼 等か ら遠 ぎか

り、往生浄土 を求め よ とい うの で あり ます 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 84〕

　而 して 『正信偈』に は、「速カ ニ 寂静無為 ノ楽 二 入 ル コ トハ 、必 ズ信心 ヲ以 テ 能入 トス トイヘ リ」

とあ り、聖 人 は こ の 「速 か に浄土 に 生 れ た い 」 の 心 は信心 そ の も の で あ る とお 示 し下 さ っ たもの で

あ る と い う罍また 「歎 異抄』第四章に は、「念仏申す の み ぞ末 とお りた る大慈悲心 」 で あ る と い い 、

「念仏 して い そぎ仏 に な り て思 うが如 く衆生 を利益す る」 こ とが浄 土 の 慈悲 で ある とい う。 され ば

こ の 「遠 ざか る 」 の は 、 捨 て ・ か え りみ な い の で は な くて 、い そ ぎ仏 に な る ため に浄 十 に往 生 す る

こ とで あ り、仏の 大慈大悲心 を遣、 っ て思 うよ うに ひ とび と を利益 す る た め で あ っ た の で あ るか ら、

こ の 「念 仏申す」 うちに、うや ま っ て 、或 はつ ・しん で 「遠 ざか る」 も成就 して い る と考 え る こ と

は ゆ きす ぎで あろ うか 。 何 故 な ら 、 こ の r遠 ざか る」 は 『称仏六字』の 功徳 の うち、 安楽浄土 に往

牛せ む とお も ふ に なる と同時 に、また
一

切衆生 に こ の 功徳 をあた ふ る に なる 『発願廻 向』 に 、　 「う

や ま う」 は 「嘆仏』 に、そ して 「つ
・

しむ」 は 『懺悔 』 に 通 じ 、 され ばこ の 「うや ま っ て」或 は

「つ ・しん で 遠 ざか る1 は、称仏 六字即 ち 「念仏申す」 うちに すで に 成就 し て い た
22L

　
45め で あ るか

らで ある 。 また こ ・で 「遠 ざかれ」 とは い い ながら、聖人 は 「た ・”ひ が ふ たる世の ひ とび とをい の

り」 、「こ の 世、の ちの 世まで の こ とを」 い の られた の で あるが、こ れ は 「また
一
切衆生に こ の 功徳

をあ た ふ る に な る」 発願廻向 の も う
一

つ の 面で あ っ たで あろう。 而 し て こ れ は浄十 の 慈悲 、 如来の

大悲に よ るが故 に 、や が て ひ とび との かた くな な前衛 の 砦 も崩壊 して 、必ずや救 われた新生 の よ ろ

こ びを得 しめ る こ とで あ り ま し ょ う。

　　　　　　　　　　　　　　　総 　 括 　 と　 結 　 論

　 親 鸞聖人 は、心得 ちが い をして好ん で悪をなすもの か ら 「うや ま っ て遠 ざか れ」 とか 、　 「つ ・ し

んで遠 ぎか れ 」 と仰せ られ る 。

　 仏 教で は 、よ く入を教 え導び く人の こ と を善知識 と い っ て い るが、ひ と を教 え導 びかん とす るも

の は 、 真 の 善 知識 に 親 近 し て 、その 徳 を身 に つ ける べ く精進努 力す べ きで は あ る が 、それ は仏 ・世

尊 を除 い て は な く、され ば末匿無仏の 世 に生 を うけ た われ われ は、浄土 に生 れ て は じめ て可能 なの

で あ ろ うか 。

　 rr乱 て聖 八は、南無阿弥 陀仏 を伝 うる人 （こ の 人はす で に清浄僧 なのだ が） を信 じ、親近 し、信

心 決定 して 念 仏 申す 身 に なれ ば、お の つ か らそ の 徳 を修行す る こ とに な る と仰せ られ る 。

　 そ の 善知識 の 徳 とは、「能 く施 す 」 と 「憐愛」 と 「尊重す る」 と 「可信 」 の 『憐愍』、「能 く説 く」
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と 「深理 を説 く」 の 「聡 明』 、 及 び 「忍受」 の 『堪忍』 で 、こ の 徳 に よ っ て よ くひ とび と を 「善処

に安んず る」 と い う。

　而 して 聖 人 の 行実 をとお し て考察 して み る と 、 聖人 こ そ善知識 の徳 を身に つ け られ た宋世濁悪の

世 に於 け る歴史上 の 人物で は ある の で ある が 、 その 聖人 をもっ て して も 、 その 長男 をは じめ として

多 くの 異義者 をその 門 弟か ら出 し、剰 え ラ ジ カ ル な造悪無碍 に走 る者 を出 した とい うこ とは 、 特 に

現 代 の よ うな社会に 於 て 、ひ とがひ とを教化す る とい うか、救 うと い うが如 き こ との 如何 に 至難

なもの で あ るか を、如実 に物語 っ て い よ う。

　然 る に 、仏 の 大悲 はすで に あらゆ るひ とび とに真実はた らきか け られて あっ た の で あ りますか ら、

われ われに で き る こ とは、現在 に それ を見奉 る こ とがで きな くとも、そ の み 力を信 じ 「うや ま う」

と とも に 、そ の ひ とび とをも 「うや ま い 」 、仏 が救 っ て 下さ る の だ と い うこ と を信 じ、こ の Lkで わ

が 自 力で あや まれ るひ とび とを救 い 得 る と思 い あが っ て い た僑慢 の 心 を 「つ ・
しみ」 、わが身 こ そ

先づ 救 わ れ ねばならぬ存 在で あっ た と、 浄．上往生 を求む る 、 即 ち 「と お ざ か る」 こ とで は なか っ た

で あ ろ うか 。 而 して こ の 「うや ま っ て 」或 は 「つ
・

しん で とお ざか る」 は称仏六 字の うちに すで に

成就 して い たの で あ り、 特 に 「とお さ
ー
か る」 は 、 その発願廻 向 の功徳 で あ っ て み れ ば、「また

・
切衆

生に こ の 功徳 をあたふ る に なる」 の であ り 、 これ は 「た ・“ひ が ふ た る世の ひ とび とをい の り」 、
「こ

の 世 、の ちの 世 まで の こ とを、 い の る」 こ とで もあっ たの であ ります 。 さればこ の 功徳 を信 じ念仏

申す生活をす べ きで あ りまし ょ う。

　而 して こ れ は全 くわ がは か らい で な く、如来 の 大悲 に よ るが 故 に 、や がて ひ とび との か た くな

な前衛 の 砦 をも崩壊せ しめ て 、必 ずや救 わ れた新生 の よろ こ び を得 しめ る こ とで あり まし ょ う。

　そ して また こ の 「つ ・ しんで とお ざ か る」
一一

見消極的 に も思 われ る 「念仏 中す 」生活 が 、それ に

具 わ る功徳 に よ っ て 、 却 っ て真 の 善知識 の 徳 を自然 に その 身 に つ け る こ と に もなる で ありま し ょ う。

（昭和48年 9 月ll日稿）
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