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コ リ ン ト 人 へ の 第 一 の 手 紙 、一 三 の 一 三 、「 そ れ ゆ え 、信 仰 と 、

希 望 と 、 愛 、 こ の 三 つ は い つ ま で も 残 る 。 そ の 中 で 最 も 大 い な

る も の は 、 愛 で あ る 」 を テ キ ス ト に す る が 、 今 日 は そ の 中 で 、

信 仰 と は い か な る 本 性 の も の か と い う こ と を 考 え て み た い 。  

自 力 信 仰 、 他 力 信 仰 の 違 い は 、 入 信 を 自 己 に 備 わ っ た 能 力 に

よ る も の と す る 考 え を 「 自 力 」、 仏 陀 、 菩 薩 、 キ リ ス ト な ど の 働

き に よ っ て 信 仰 を 得 る と い う 立 場 を 「 他 力 」 と 言 う 。 だ か ら 禅



宗 は 自 力 信 仰 で あ り 、 浄 土 教 、 キ リ ス ト 教 な ど は 他 力 信 仰 で あ

る 。 し か し 岩 波 の 『 佛 教 辞 典 』「 自 力 ・ 他 力 」 の 項 に よ る と 「 根

源 は す べ て 他 力 と 考 え ら れ る 。 こ れ は 行 に 関 す る 区 別 と い う よ

り は 、 行 に 対 す る 心 構 え の 別 で 、 同 じ 念 仏 行 に し て も 、 称 え る

功 徳 を わ が 功 績 と 見 な す の が 自 力 念 仏 、 我 の 上 に 現 れ た 仏 の 働

き か け と 見 る の が 他 力 念 仏 と い え る 」 と あ る 。  

ま た 最 近 、 五 木 寛 之 の 『 人 間 の 覚 悟 』 と い う 本 を 読 み 、 面 白

か っ た が （ 新 潮 新 書 、 二 〇 〇 八 年 ）、 そ の 中 に 、 親 鸞 の 有 名 な 文

が 引 用 さ れ て い る 。 引 い て み よ う 。「 念 仏 は ま こ と に 浄 土 に 生 ま

れ る た ね に て や は ん べ る 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 い 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 。 そ の 故 は 自 余 の 行 も は げ み て 仏 に 成 り べ か り

け る 身 が 、 念 仏 を 申 し て 地 獄 に も お ち て 候 は ば こ そ 、 す か さ れ

た て ま つ り て と い ふ 後 悔 も 候 は め 、 い づ れ の 行 も お よ び が た き

身 な れ ば 、 と て も 地 獄 は 一 定 す み か ぞ か し 」。 こ れ は 最 初 に 読 ん

だ と き は 、 本 当 に シ ョ ッ ク で し た 。  

五 木 自 身 が 自 力 か 他 力 か と 聞 か れ れ ば 、「 わ た し は 他 力 を 大 切

に し た い と 思 っ て い る わ け で す 。・ ・ ・ ・ 結 局 、 ど う し た と こ ろ

で 自 力 に は 限 界 が あ る よ う な 気 が し ま す 」 と い う （ 同 書 一 三 一



頁 ）。 五 木 は 他 力 信 者 だ と い っ て も よ い だ ろ う 。 し か し 、 そ の 例

と し て 五 木 が 他 力 と し て と り あ げ て い る も の は 、 寿 命 だ と か 、

社 会 主 義 の 幽 霊 で あ り 、 資 本 主 義 の 断 末 魔 で あ っ て 、 そ れ ら は

外 在 的 な も の で あ り 、 親 鸞 が 言 う よ う な 、 い わ ば 実 存 的 な も の

で は な い よ う な 気 が す る が 。  

そ し て 五 木 に よ れ ば 、「 信 じ る と は  裏 切 ら れ て も 後 悔 し な い

と い う こ と で す 。 何 か を 信 じ た な ら 、 裏 切 ら れ る こ と が あ っ て

も 、 絶 対 に 後 悔 も せ ず 、 責 め も し な い 、 そ れ も 覚 悟 な の で す 」

と い う （ 同 書 、 一 二 五 頁 ）。 覚 悟 と は そ う い う も の だ ろ う 。  

 



し か し 、 以 上 の 区 別 は 、 少 し 違 う の で は な い か 。 信 仰 に 関 し

て 、 自 力 と 他 力 と い う 選 択 肢 が あ っ て 、 そ の 一 方 、 つ ま り 他 力

を 選 ぶ と い う 場 合 、 そ の よ う に 選 択 す る 主 体 が 自 分 で あ る 以 上 、

そ れ は や は り 自 力 の 一 種 で は な い か 。 他 力 を 選 ぶ と い う 選 択 の

主 体 は 、 や は り 自 己 と し て 残 っ て い る 。 こ れ は 親 鸞 が 「 と て も

地 獄 は 一 定 す み か ぞ か し 」 と 言 っ て み て も 、 五 木 が 「 覚 悟 」 と

言 か え て み て も 、 自 分 が そ う 決 め て い る か ぎ り 、 言 い う る こ と

で あ る 。 覚 悟 と は 、 そ れ が 「 覚 悟 」 で あ る 以 上 、 自 分 が 自 分 の

迷 い を 、 乗 り 越 え る 事 情 を さ し て い よ う 。 そ れ は 高 度 に 主 観 的

な こ と で あ る 。 わ た し な ど は 、 そ の 覚 悟 が で き な い で 、 こ れ ま



で 悩 ん で き と こ ろ が あ る 。 こ の 悩 み は ど う し て も 脱 け ら な い 。

ど う し て も 、 そ う 決 め て い る の は 自 分 （ 自 力 だ ） だ 、 と い う 反

省 が 抜 け き れ な い 。易 々 と し て そ の「 覚 悟 」が で き る こ と に は 、

む し ろ 「 本 願 ぼ こ り 」 が 胚 胎 し て い る 。「 念 仏 す れ ば 、 後 は 何 を

や っ て も よ い 」 と い う の が 「 本 願 ぼ こ り 」 で あ る 。  

 

一 九 三 四 年 に 、 カ ー ル ・ バ ル ト と エ ミ ー ル ・ ブ ル ン ナ ー の 間

に 行 わ れ た 「 自 然 神 学 」 論 争 と い う の が あ っ た 。 こ の 論 争 は 他

力 と 自 力 の 関 わ り か た に 関 係 が あ る 。 バ ル ト は 後 年 ( Die 

kirchl iche Dogmatik I/2 1948, S.372）『 教 会 教 義 学 』 の 註 の



中 で 、 親 鸞 に 多 大 な 肯 定 的 興 味 を よ せ て い る 。 こ れ は ブ ル ン ナ

ー が 『 自 然 と 恩 寵 ― ― カ ー ル ・ バ ル ト と の 対 話 に 向 け て 』 と い

う 小 冊 子 を 刊 行 し た の に 対 し て 、バ ル ト が『 否 ！ ― ― エ ミ ー ル ・

ブ ル ン ナ ー へ の 答 え 』 を 書 い た こ と か ら 始 ま っ た 論 争 で あ る 。  

ブ ル ン ナ ー の 主 張 は 、 要 す る に 人 間 の 救 い の 可 能 性 は 、 聖 書

に 書 い て あ る と お り 、 イ エ ス ・ キ リ ス ト に よ る 「 神 の 言 葉 」 に

よ る と い う 弁 証 法 的 神 学 の 主 張 に 同 意 し な が ら （ つ ま り 哲 学 や

思 想 の 問 題 で は な い と い う こ と ）、 そ の 神 の 言 葉 を 人 間 が 受 け 入

れ る た め に は 、 そ れ を 受 け 入 れ る 素 地 と し て 、 人 間 の 側 に 神 と

の「 結 合 点 」(Anknuefungspunkt)、言 い 換 え れ ば 、人 間 の「 責



任 応 答 性 」 が な け れ ば な ら ぬ と い う こ と 、 そ の 意 味 で 人 間 の 中

に は 少 な く と も 、 形 式 的 に は 「 神 の 像 」 (imago dei)が 、 ア ダ ム

の 堕 罪 に も 関 わ ら ず 、 残 っ て い な け れ ば な ら ぬ 、 そ の 意 味 で の

自 然 性 は 認 め ね ば な ら ぬ 、 と い う 主 張 で あ る 。 そ れ に 対 し て バ

ル ト は 「 否 ！ 」 と 言 い 、 人 間 は 徹 頭 徹 尾 罪 人 で あ っ て 、 形 式 的

に 残 っ て い る 「 神 の 像 」 な ど 意 味 が な い と い う 主 張 し た 。 要 す

る に 、 こ の 論 争 で ブ ル ン ナ ー が 主 張 す る の は 、 バ ル ト 的 、 キ リ

ス ト 中 心 主 義 の 他 力 的 信 仰 に 対 し て 、 人 間 の 主 体 性 と 人 間 に は

知 力 が 存 在 す る と い う 「 神 の 像 」 の 、 す な わ ち 、 人 間 の 自 力 的

信 仰 の 主 張 で あ る 。  



 

し か し そ の 自 力 も 、 人 間 が 他 力 か 自 力 か の ど ち ら か を と る と

い う 単 純 な も の で は な い 。 他 力 信 仰 の エ ッ セ ン ス で あ る 『 歎 異

抄 』 第 十 段 に 、 念 仏 は 無 義 の 義 で あ る と い う こ と が 述 べ ら れ て

い る 。「 念 仏 に は 無 義 を も て 義 と す 、 不 可 称 、 不 可 説 、 不 可 思 議

の ゆ え に と お ほ せ さ ふ ら い き 」 と 書 い て あ る 。 義 と は 、 浄 信 へ

の 親 鸞 の 手 紙 に 、「 義 と 申 す こ と は 、 行 者 の を の を の は か ら ふ こ

と を 義 と も う す な り 」 と あ る か ら 、 人 間 の は か ら い 、 念 仏 の 理

由 づ け 、 佛 知 の 教 義 的 認 識 を い う こ と で あ ろ う 。 こ こ で エ ッ ク

ハ ル ト の 自 己 無 化 的 信 仰 論 を 思 い 出 す こ と も よ い 。 そ の よ う な



人 為 性 が 一 切 な い こ と こ そ が 、 念 仏 の 義 で あ る 。 つ ま り 、 他 力

信 仰 の 動 機 が 生 か さ れ て い る 。  

し か し こ の 「 無 義 の 義 」 は 、 禅 宗 が 、 達 磨 以 来 の 伝 統 と し て

特 に 強 調 す る 不 立 文 字 ・ 教 外 別 伝 ・ 直 指 人 心 ・ 見 性 成 仏 と 相 通

じ る 。も ち ろ ん 、教 外 別 伝 と い う 言 い 方 で 意 味 さ れ て い る こ と 、

仏 知 は 「 教 内 の 法 」 を 超 え た も の だ と い う こ と は 、 キ リ ス ト 教

も そ う で あ る し 、 聖 道 ・ 浄 土 、 つ ま り 自 力 ・ 他 力 の 区 別 を こ え

た も の で あ る 。 こ れ は お よ そ 「 宗 教 」 が 「 宗 に 関 す る 教 え 」 に

な る 以 前 の 、「 宗 」 教 の あ り 方 で も あ り 、 宗 教 が 哲 学 と 区 別 さ れ

る そ も そ も の 所 以 で も あ る （ こ れ は 書 い た こ と が あ る ）。 そ し て



こ こ で 強 調 し て お き た い こ と は 、 不 可 称 ・ 不 可 説 ・ 不 可 思 議 な

る も の は 、 こ の よ う な あ り 方 の 故 に こ そ 、 そ れ は 他 力 信 仰 と な

る が ― ― 親 鸞 が 言 う と お り ― ― 、 同 じ 理 由 か ら 、 そ れ は す べ て

の 義 を 、 言 い 換 え れ ば 、 す べ て の 認 識 や 知 を 、 自 力 に よ っ て 脱

け だ す こ と に よ っ て 悟 得 さ れ る と い う こ と で も あ る と い う こ と

だ 。 そ れ を 親 鸞 は 「 無 義 の 義 」 と 言 っ た の で あ る 。  

そ の ど ち ら を 人 間 が 、 た と え ば 近 代 自 我 が 、 主 体 的 に 選 択 す

る か な ど と い う 水 準 で は 、 他 力 も 自 力 も そ の 本 意 が 失 わ れ て し

ま う 。 言 い 換 え れ ば 、 自 力 信 仰 と 言 い 、 他 力 信 仰 と 言 っ て も 、

そ れ は そ の ど ち ら が 必 然 的 か 、 な ど と い う 単 純 な も の で は な い 。



実 際 、 念 仏 が 不 可 思 議 な も の で あ る 場 合 、 そ れ を 阿 弥 陀 佛 の 名

に 限 る こ と は 矛 盾 し て い よ う 。 不 可 思 議 な 対 象 は 、 本 来 、 人 間

の あ ら ゆ る 知 を こ え て い る か ら で あ る 。  

親 鸞 が 繰 り 返 し 他 力 信 心 を 言 う と き 、 そ の 他 力 は 通 り い っ ぺ

ん の 他 力 で は な い 。 そ れ は 弥 陀 の 誓 願 を 当 て に し て の 浄 土 へ の

転 入 と い っ た こ と で は な い 。 わ れ わ れ の 場 合 で 言 え ば 、 キ リ ス

ト の 贖 い を 当 て に し て の 、 天 国 へ の 転 入 と い う こ と で は な い 。

つ ま り「 本 願 ぼ こ り 」で は な い 。他 力 は む し ろ 、自 力 ― 他 力（ 主

観 ― 客 観 ） を 超 え た と こ ろ で 問 題 に な り う る よ う な 他 力 で あ る 。

他 力 が 不 信 な る 自 己 を 自 力 的 に 捨 て た 上 で の 専 修 念 仏 と い う こ



と だ っ た ら 、そ れ は そ の 出 発 点 に お い て 、他 力 を 裏 切 っ て い る 。

極 楽 往 生 を 求 め る の は 、「 自 分 」 の 決 断 で あ る 。 つ ま り 自 力 で あ

る 。 浄 土 宗 の 鎮 西 派 は 、 こ の 世 で の 念 仏 は 自 力 で あ っ て 、 こ の

自 力 の 念 仏 に よ っ て 、 浄 土 に 迎 え ら れ る の が 他 力 で あ る と 考 え

た 。 真 宗 は 、 自 力 の 念 仏 は 他 力 の 中 の 自 力 で あ り 、 弥 陀 の 本 願

を 信 ず る こ と は 他 力 の 中 の 他 力 で あ る と 考 え て い る の は 、 右 の

消 息 を 物 語 っ て い る 。 同 様 の 議 論 は 「 先 行 の 恵 」 を め ぐ っ て 、

キ リ ス ト 教 の 中 に も 、 ア ウ グ ス テ ィ ー ヌ ス 以 来 一 貫 し て あ る 。  

ま た 自 力 と い う こ と も 、 単 純 に 自 分 の 力 を よ り 頼 む こ と で は

な い 。 自 分 の 力 に よ り た の む こ と は 「 野 狐 禅 」 と し て 、 嫌 わ れ



た 。 逆 に 「 自 己 を は こ び て 万 法 を 修 証 す る を 迷 い と す 」 と 道 元

は 言 う 。こ れ は 自 力 信 仰 で あ る よ う に 見 え る が 、本 意 は 逆 に「 万

法 す す み て 自 己 を 修 証 す る は さ と り な り 」（『 現 成 公 按 』）と い う 。

自 力 信 仰 と は 方 向 が 逆 で あ り 、 こ こ で は 単 純 な 自 力 は む し ろ 厳

し く 斥 け ら れ て い る 。  

元 来 「 即 」 と か 「 即 非 」、 ま し て 「 逆 対 応 」 の 世 界 に 、 い わ

ゆ る 自 力 を 起 動 さ せ る 主 体 た る 自 己 な ど は な い 。 自 力 の 目 的 は

自 力 の 必 然 性 が 失 わ れ る こ と で あ る と 言 え る 。『 現 成 公 按 』 の 中

の 有 名 な 一 節 「 仏 道 を な ら ふ と い う は 自 己 を な ら ふ 也 」 は 自 力

な ど で は な い 。「 自 己 を な ら ふ と い ふ は 自 己 を わ す る る な り 」 と



道 元 は 続 け て い る 。 そ し て 「 自 己 を わ す る る と い ふ は 、 万 法 に

証 せ ら る る な り 」 と 。 万 法 の ほ う が 先 に あ る の で あ る 。  

こ の こ と は 本 来 、 悟 り と い う も の は 、 さ と り の 自 覚 そ の も の

が 消 え 去 る こ と だ 、 と い う こ と だ と い う こ と に 連 な っ て い る 。

す な わ ち 「 無 相 の 自 己 で あ る 。」 こ の よ う に 言 う こ と は 、 エ ッ ク

ハ ル ト の 、 神 の 前 に 心 貧 し い と い う こ と は 、 神 に 対 す る 捉 わ れ

を 捨 て る こ と だ と い う 理 解 に 通 じ て い よ う 。  

 

自 力 と 他 力 、 両 方 必 要 な の だ と 思 わ れ る 。 自 力 ・ 他 力 の 当 体

と し て の 浄 土 な い し 「 神 の 国 」 は 、 そ れ に 気 づ く と も （ 自 力 ）、



気 づ か さ れ る （ 他 力 ） と も い え る 。 そ の 中 間 性 、 両 面 性 が 「 絶

対 無 」 の あ り 方 だ 。 そ の 二 重 性 が 信 仰 と い う こ と で は あ る ま い

か 。 自 力 と 他 力 は 事 柄 と し て は 同 じ も の で は な い 。 し か し 自 力

が あ る 以 上 は 他 力 が 必 要 で あ り 、 他 力 が あ り う る 限 り は 、 自 力

も 必 要 で あ る 。 そ れ が た ぶ ん 、 法 然 、 親 鸞 、 ま た 道 元 に よ っ て

打 ち 立 て ら れ た 鎌 倉 仏 教 だ 。 そ れ ま で は 、 鎮 護 国 家 の 佛 教 、 祈

祷 儀 礼 の 佛 教 、 上 流 貴 族 の 佛 教 で あ っ た 。 こ の 自 力 と 他 力 の 二

重 性 と は ど う い う も の か 、 と い う こ と が 、 わ た し た ち が こ れ ま

で 、 追 求 し て き た こ と で あ っ た 。  

自 力 と 他 力 を 互 い に 矛 盾 す る ま ま に し て お く こ と は 、 た ぶ ん



哲 学 的 認 識 で は あ っ て も 信 仰 で は な い 。紙 の 表 と 裏 の「 間 」は 、

そ こ に あ り な が ら 、 指 定 さ れ 、 対 象 と さ れ る 意 味 で は ど こ に も

な い 。 そ の 「 間 」 は 、 紙 の 表 に も 裏 に も 属 し て い る 。 紙 を ど ん

な に 薄 く し て も 同 じ で あ る 。そ れ が な け れ ば 、一 枚 の 紙 は な い 。

し か し そ の 「 間 」 を 表 現 す る た め に は 表 と 裏 と の 間 の 「 無 い こ

と に お い て 有 る 」 二 重 性 し か な い 。「 間 」 と い う 独 立 し た 概 念 は

な い 。 こ れ は 「 不 立 文 字 」（ 禅 ）「 無 義 の 義 」（ 浄 土 真 宗 ） と い わ

れ る 消 息 で あ ろ う 。 浄 土 系 の 信 仰 も 、 そ の こ と を 言 っ て い る の

だ と 思 う 。  

 



そ し て わ た し は つ く づ く 、 こ の 期 に お よ ん で 、 情 緒 と い う こ

と の 必 然 性 を 考 え る 。 い つ か 言 っ た 「 お 守 り 札 」 も 、 お 札 と い

う も の そ の も の が 、 情 緒 の 問 題 で あ る か ら で は な い の か 。 情 緒

は 、 こ の 論 理 を こ え た 「 間 」 を 示 唆 し て い る も の で は な い か 、

と 思 う 。 南 無 阿 弥 陀 仏 と い う 念 仏 も 同 じ で あ る 。 キ リ ス ト 教 の

祈 り も 同 じ だ 。 宗 教 と こ の 超 論 理 性 、 つ ま り 情 緒 が 近 い の は 、

こ の せ い で は あ る ま い か と 思 う 。  

 

 

 



 


