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学 位 論 文 内 容 の 要 旨

論 文 提 出 者 角 田 泰 隆

論 文 題 名 「 道 元 禅 師 の 思 想 的 研 究 」

本 論 文 は 、 論 題 が 示 す と お り 道 元 禅 師 の 思 想 的 研 究 を 行 っ た

も の で あ る 。

ま ず 序 論 に お い て 、 筆 者 の 宗 学 研 究 論 を 述 べ 、 そ の 研 究 対 象

で あ る 道 元 禅 師 の 仏 教 史 に お け る 位 置 を 論 じ た 。 こ こ に お い て

論 じ た 仏 教 史 は 、 こ れ ま で の 宗 学 で 捉 え ら れ て き た 伝 統 的 な 理

解 の 範 疇 を 出 る も の で は な く 、史 実 を 客 観 視 す る も の で は な い 。

道 元 禅 師 自 身 が 仏 教 史 を ど の よ う に 捉 え 、 み ず か ら の 立 場 を ど

の よ う に 定 め て い た の か を 、 道 元 禅 師 の 著 作 を 通 し て 推 測 し た

も の で あ る 。 道 元 禅 師 の 思 想 を 研 究 す る 場 合 、 史 実 と し て の 仏

教 史 よ り も 、 道 元 禅 師 が 捉 え た 仏 教 史 の 解 明 が よ り 重 要 で あ る

と 考 え た か ら で あ る 。 ま た 序 論 で は 、 本 論 に お い て 道 元 禅 師 の

思 想 を 論 ず る に 当 た っ て 中 心 的 に 取 り 上 げ た 文 献 で あ る 『 正 法

眼 蔵 』 に つ い て 、 四 種 の 古 写 本 （ 七 十 五 巻 本 ・ 六 十 巻 本 ・ 十 二

巻 本 ・ 二 十 八 巻 本 ） を 取 り 上 げ 、 そ の 成 立 的 考 察 を 行 っ た 。 こ

こ に お い て 展 開 し た 私 論 は 、 先 ず 六 十 巻 本 の 編 集 が 行 わ れ 、 後

に 十 二 巻 本 の 編 集 が 企 て ら れ て 六 十 巻 本 が 崩 さ れ 、 十 二 巻 本 と

七 十 五 巻 が 成 立 し た と す る も の で あ る 。 但 し 、 筆 者 は 道 元 禅 師

自 身 に よ る 編 集 は 、 六 十 巻 本 と 七 十 五 巻 本 に お い て 列 次 番 号 が

ほ ぼ 共 通 す る 四 十 巻 あ る い は 五 十 巻 ま で で 、両 編 集 本 の 完 成 は 、

道 元 禅 師 示 寂 後 に お い て 懐 奘 に よ っ て な さ れ た と 推 論 し た 。

本 論 で は ま ず 「 道 元 禅 の 核 心 」 と 題 し て 序 説 を 述 べ た 。 道 元

禅 師 が 比 叡 山 で の 修 学 時 代 に 抱 い た と さ れ る 大 疑 滞 の 解 決 が 、
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道 元 禅 師 を 論 ず る 上 で 極 め て 重 要 で あ る と 考 え た か ら で あ り 、

こ の 疑 滞 の 解 決 か ら 本 論 で 述 べ る 道 元 禅 師 の さ ま ざ ま な 教 説

や 、 清 規 類 の 撰 述 が 生 ま れ た と 言 っ て も 過 言 で は な い と 捉 え た

か ら で あ る 。 道 元 禅 師 は 坐 禅 修 行 を 第 一 と し た 修 行 の 重 要 性 を

説 き 、 日 常 生 活 の あ ら ゆ る 行 持 に お け る 威 儀 ・ 作 法 を 重 視 し 、

食 事 作 法 か ら 洗 面 ・ 洗 浄 の 儀 則 に 至 る ま で 事 細 か に 示 し て い る

が 、 こ れ ら の 実 践 の 強 調 は 、 比 叡 山 に お け る 「 本 来 本 法 性 、 天

然 自 然 身 。顕 密 両 宗 、不 出 此 理 。大 有 疑 滞 。如 本 自 法 身 法 性 者 、

諸 仏 為 甚 麼 、 更 発 心 修 行 」 と い う 大 疑 滞 の 超 克 の 上 に あ る と し

た 。

本 論 第 一 章 「 修 証 観 」 で は 、 ま ず 道 元 禅 師 の 修 証 観 の 特 徴 と

さ れ る 「 修 証 一 等 」 「 本 証 妙 修 」 等 に つ い て 論 じ た が 、 「 修 証

一 等 」 が 道 元 禅 師 の 修 証 観 を 端 的 に 表 す 語 と し て 認 め ら れ る こ

と を 述 べ た 。「 本 証 妙 修 」に つ い て は 、「 本 証 」と い う 語 も「 妙

修 」 と い う 語 も 『 弁 道 話 』 に 見 ら れ 、 「 現 成 公 案 」 巻 の 風 性 常

住 の 話 の 解 説 な ど か ら も 、 「 本 証 妙 修 」 の 語 も 、 充 分 な 根 拠 を

も っ て 道 元 禅 師 の 修 証 観 を 表 す 言 葉 と し て 認 め ら れ 得 る 。 し か

し 、 も し 発 心 （ 出 家 ） 以 前 を も 含 め て 「 本 証 」 と 言 う な ら ば 、

そ れ は 他 の 道 元 禅 師 の 修 証 観 に 関 す る 説 示 と 照 ら し 合 わ せ て 矛

盾 す る 。発 心（ 出 家 ）以 前 、つ ま り 仏 道 修 行 を 伴 わ な い 状 態（ 立

場 ） を も 含 め て し ま い 易 い 「 本 証 」 と い う 語 は 、 ま さ に 誤 解 を

招 き や す い 語 で あ り 、 道 元 禅 師 の 修 証 観 の 特 質 を 代 表 さ せ る 語

と し て は 不 適 切 で あ る と 結 論 づ け る に 至 っ た 。 ま た 伝 記 資 料 に

見 ら れ る い わ ゆ る 「 身 心 脱 落 の 話 」 に つ い て は 、 こ れ を 虚 構 と

す る 説 も あ る が 、 筆 者 は 「 身 心 脱 落 」 と い う 何 ら か の 機 縁 が あ

っ た と い う 立 場 に 立 っ て 、 そ の 時 期 と 意 義 に つ い て 考 察 し た 。

ま た 、 修 証 観 と 密 接 に 関 わ る 「 付 法 説 」 に つ い て も 論 じ た 。 如

浄 ・ 瑩 山 両 禅 師 は 「 多 子 塔 前 付 法 説 」 に 立 ち 、 道 元 禅 師 は 「 霊

山 付 法 説 」 に 立 つ こ と が 知 ら れ る も の の 、 思 想 的 に 見 れ ば 、 道

元 禅 師 も 「 多 子 塔 前 付 法 説 」 に 立 つ も の で あ り 、 そ こ に は 思 想
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的 相 違 は な く 、三 禅 師 は 一 貫 し た 立 場 に 立 っ て い る と 結 論 し た 。

ま た 道 元 禅 師 に お い て は 、 思 想 的 に は 「 多 子 塔 前 付 法 説 」 に 立

ち な が ら も 機 縁 と し て は 「 霊 山 付 法 説 」 に 立 っ た と こ ろ に 実 は

深 い 意 義 付 け が 出 来 る こ と も 論 じ 、 そ の 根 底 に は 「 修 証 一 等 」

の 修 証 観 が あ る こ と を 論 じ た 。 ま た 、 道 元 禅 師 の 修 証 観 に お い

て 注 意 す べ き 「 本 証 」 と い う 語 の 定 義 に 関 連 し て 「 覚 （ 悟 ） と

証 」 の 相 違 に つ い て の 見 解 を 述 べ 、 道 元 禅 師 の 修 証 観 を よ り 明

確 に 示 す こ と が で き た と 思 う 。

第 二 章 「 修 道 論 」 で は 、 道 元 禅 師 の 仏 道 修 行 論 に つ い て 、 道

元 禅 師 が 説 く 修 行 の 諸 相 に つ い て 論 じ た 。 ま ず 、 道 元 禅 師 の 仏

道 修 行 の 特 色 と し て よ く 知 ら れ て い る「 只 管 打 坐 」（ 祇 管 打 坐 ）

に つ い て 論 じ 、 只 管 の 意 味 を 考 察 し 、 坐 禅 が 第 一 の 行 で あ り 、

そ の 坐 禅 は 無 所 得 無 所 求 無 所 悟 で な け れ ば な ら な い と す る 説 を

明 ら か に し た 。 特 に 「 只 管 」 （ 祇 管 ） を 、 道 元 禅 師 が 非 常 に 尊

敬 し て い る 中 国 の 禅 者 の 一 人 で あ る 大 梅 法 常 の「 祗 管 即 心 即 仏 」

と 関 連 づ け て 論 じ た こ と は 、新 た な 視 点 で あ ろ う と 思 う 。ま た 、

そ の 仏 道 が 今 生 に 限 ら ず 永 遠 の 道 で あ る と す る 説 示 を 取 り あ げ

て 、 道 元 禅 師 が 説 く 無 窮 な る 積 功 累 徳 の 遙 か な る 仏 道 に つ い て

述 べ 、 道 元 禅 師 は 釈 尊 と 同 様 な 「 無 上 菩 提 」 の 成 就 は 遙 か 未 来

の こ と と し て 願 わ れ て い た の で は な い か と い う こ と を 論 じ た 。

第 三 章 「 世 界 観 」 で は 、 ま ず 、 道 元 禅 師 の 世 界 観 に つ い て 、

道 元 禅 師 が こ の 実 態 と し て の 世 界 、 物 理 的 世 界 を ど の よ う な 世

界 と 捉 え て い た の か に つ い て 、 当 時 の 仏 教 者 が そ う 信 じ て い た

イ ン ド の 須 弥 山 世 界 観 、 三 千 大 千 世 界 、 即 ち 我 々 人 間 世 界 は 須

弥 山 を 北 に 仰 ぐ 南 贍 部 州 で あ り 、 そ こ に イ ン ド ・ 中 国 ・ 朝 鮮 ・

日 本 等 が 存 在 す る と い う 世 界 観 を 説 い て い る こ と を 論 じ た 。 し

か し 、 道 元 禅 師 の 捉 え た 世 界 は こ れ に と ど ま る も の で は な く 、

広 狭 ・ 大 小 に は 関 わ ら な い 、 「 今 」 「 こ こ 」 「 こ の こ と 」 を 生

き る 実 際 的 世 界 観 で あ る こ と を 、 「 現 成 公 案 」 「 心 」 「 夢 中 説

夢 」 な ど 、 道 元 禅 師 の 世 界 観 に 関 わ る と 思 わ れ る 語 を 取 り 上 げ
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て 論 じ た 。

第 四 章 「 時 間 論 」 で は 、 道 元 禅 師 の 時 間 論 を 禅 師 の 言 葉 に よ

っ て 「 有 時 」 「 経 歴 」 「 刹 那 生 滅 」 「 吾 有 時 」 の 四 つ に 分 類 し

て 考 察 し た 。 「 時 間 」 と 「 存 在 」 、 そ し て 「 吾 」 や 「 修 行 」 、

そ れ ら が 決 し て 切 り 離 せ な い も の と し て 示 さ れ て い る こ と が 明

ら か と な っ た 。

第 五 章 「 因 果 論 」 で は 、 道 元 禅 師 の 因 果 論 は 、 因 果 歴 然 の 道

理 の 上 に 立 っ た 因 果 超 越 の 因 果 論 で あ る こ と を 論 じ た 。 晩 年 に

な っ て 因 果 歴 然 と し て 深 め ら れ た 、 あ る い は 因 果 歴 然 に 改 め ら

れ た と い う 説 も あ る が 、 そ の よ う な 変 化 は な い と し た 。 但 し 、

「 百 丈 野 狐 の 話 」 に お け る 「 不 落 因 果 」 の 解 釈 は 、 「 大 修 行 」

巻 と 「 深 信 因 果 」 巻 で は 、 明 ら か に 相 違 し て お り 、 こ れ に つ い

て は 「 大 修 行 」 巻 を 年 代 的 に 先 の 選 述 と す れ ば 、 「 深 信 因 果 」

巻 に お い て 、「 百 丈 野 狐 の 話 」に お け る「 不 落 因 果 」の 解 釈 は 、

「 ま さ し く 撥 無 因 果 な り 」 と 改 め ら れ た と 思 わ れ る こ と を 論 じ

た 。 た だ 、 そ れ は あ く ま で も 「 百 丈 野 狐 の 話 」 に お け る 「 不 落

因 果 」 の 解 釈 が 改 め ら れ た の で あ っ て 、 因 果 論 そ の も の の 変 化

で は な く 、 公 案 解 釈 の 変 化 で あ り 、 道 元 禅 師 の 思 想 の 変 化 と は

言 え な い も の で あ る と し た 。

第 六 章 で は 「 仏 性 論 」 に つ い て 論 じ た 。 ま ず 道 元 禅 師 が 仏 性

論 を 受 容 し て い た こ と を 述 べ た が 、 『 涅 槃 経 』 に 見 ら れ る 「 悉

有 仏 性 」の 語 を「 悉 有 は 仏 性 な り 」と 読 み 、「 一 切 衆 生 」を「 悉

有 」 （ 悉 く 有 る も の ） と 解 釈 し 、 一 切 衆 生 で あ る と こ ろ の 悉 有

を 「 仏 性 」 と す る 道 元 禅 師 の 解 釈 に つ い て 論 じ た 。 ま た 、 道 元

禅 師 が 、 「 仏 性 」 に 対 す る 誤 っ た 理 解 と し て 批 判 し て い る 仏 性

理 解 を 挙 げ て 整 理 し な が ら 、 道 元 禅 師 の 仏 性 論 を 明 確 に す べ く

試 み た 。 さ ら に 龍 樹 の 身 現 円 月 相 の 話 に 見 ら れ る 「 身 現 」 と い

う 語 に 注 目 し 、 仏 性 は 修 行 の と こ ろ に 現 れ る と す る 道 元 禅 師 の

仏 性 論 を 確 認 し 、 伊 藤 秀 憲 氏 の 説 を 受 け て 、 坐 禅 が 仏 性 に ほ か

な ら ず 、 坐 禅 の 姿 こ そ 仏 性 の 現 れ で あ る と 論 じ た 。
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第 七 章 「 身 心 一 如 説 と 輪 廻 説 」 で は 、 道 元 禅 師 の 身 心 一 如 説

が 、 無 我 説 の 主 張 を 主 眼 と す る も の で は な い こ と を 述 べ 、 身 心

一 如 説 は 何 の た め に 説 か れ た の か に つ い て は 、 修 行 無 用 論 に 対

す る 批 判 の 中 で 示 さ れ た も の で あ り 、 身 心 一 如 説 の 主 張 、 す な

わ ち 心 常 相 滅 論 批 判 は 、 要 す る に 修 行 無 用 論 批 判 で あ る と 考 え

ら れ る こ と を 述 べ た 。 つ ま り 、 身 と は 別 に 、 身 と は 隔 別 の 、 す

な わ ち 身 に よ る 修 行 と は 関 わ ら な い（ 身 の 修 行 を 必 要 と し な い ）

本 来 清 浄 な る 心 、 本 来 完 成 さ れ た 円 満 な 本 性 の 存 在 を 否 定 さ れ

た の で あ り 、 そ れ は 「 輪 廻 の 主 体 」 の 否 定 で は な く 、 「 輪 廻 の

主 体 」 が も と よ り 完 全 無 欠 な 存 在 で は な い と い う こ と の 主 張 で

あ っ た と 考 え ら れ る こ と を 論 じ 、 道 元 禅 師 は 、 修 行 の 功 徳 を 積

み 上 げ て 行 く も の と し て 、 「 輪 廻 の 主 体 」 を 認 め て お ら れ た と

結 論 せ ざ る を 得 な い と し た 。

第 八 章 で は 、 道 元 禅 師 の 言 語 表 現 に つ い て 論 じ た 。 ま ず 、 道

元 禅 師 が な ぜ 多 く の 言 葉 （ 著 作 ） を 残 さ れ た の か に つ い て 、 そ

の 教 化 活 動 に お い て 直 接 的 に 関 わ る こ と で き な い「 真 実 の 参 学 」

や 、 後 代 の 参 学 者 ま で も 視 野 に 入 れ て 、 「 正 伝 の 仏 法 」 を 書 き

記 し て 残 す こ と を 意 図 さ れ た の で は な い か と 推 論 し た 。 そ し て

そ の 「 正 伝 の 仏 法 」 を 言 葉 に よ っ て 表 現 で き る と す る 道 元 禅 師

の 「 道 得 」 と い う 立 場 を 明 ら か に し 、 そ の た め の 特 異 な 言 語 表

現 に つ い て 、 特 に 物 事 の 同 一 性 を 端 的 に 表 現 し よ う と し た 言 語

表 現 （ 「 絶 対 同 一 」 と 表 現 ） に つ い て 考 察 し 、 ま た 、 道 元 禅 師

が 経 典 ・ 語 録 の 言 葉 を 取 り あ げ て 、 し ば し ば 特 異 な 解 釈 を 与 え

て 用 い て い る 一 例 と し て 「 將 錯 就 錯 」 と い う 語 を 取 り 上 げ 、 こ

の 語 の 重 要 性 を 論 じ た 。

第 九 章 で は 道 元 禅 師 の 「 教 化 論 」 を 述 べ た 。 道 元 禅 師 は 『 弁

道 話 』 に 示 さ れ る よ う に 「 弘 法 救 生 」 の 誓 願 を も っ て 帰 朝 し た

こ と が 知 ら れ る 。 こ の 誓 願 こ そ 道 元 禅 師 の 布 教 教 化 の 根 本 で あ

る が 、 道 元 禅 師 は 伝 道 布 教 の 旅 に 出 る こ と よ り も 、 正 伝 の 仏 法

を 言 葉 に 記 し て 残 す 道 を 選 ん だ も の と 考 え ら れ 、 こ の 願 行 こ そ
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が 、 道 元 禅 師 の 人 天 大 衆 に 対 す る 布 教 教 化 で あ っ た と も 言 え る

こ と を 論 じ た 。 と は い え 、 道 元 禅 師 は 寺 に 籠 り 著 作 の 撰 述 に 専

念 し て い た の か と い う と 、 そ う で は な く 、 在 家 信 者 や 禅 人 と の

関 わ り が あ っ た こ と も 述 べ た 。 ま た 、 道 元 禅 師 の 教 化 論 を 論 ず

る に あ た っ て 重 要 な 「 四 摂 法 」 を 取 り 上 げ 、 利 他 行 の 基 本 で あ

る と 考 え ら れ る 「 自 未 得 度 先 度 他 」 に つ い て 論 じ た 。 こ れ を 自

ら が 実 践 す る こ と が 衆 生 を 救 済 す る こ と で あ る こ と は 当 然 の こ

と な が ら 、 こ の 心 を 一 切 衆 生 に 発 こ さ せ る こ と． ． ． ． ． ． ．が 衆 生 に 利 益 を

与 え る こ と で あ り 、 そ れ こ そ が 真 に 衆 生 を 救 済 す る こ と で あ る

と い う 道 元 禅 師 の 説 示 は 、 ま さ に 特 筆 す べ き 道 元 禅 の 特 徴 で あ

る と し た 。

さ て 、 本 論 で は 「 修 証 観 」 「 修 道 論 」 「 世 界 観 」 「 時 間 論 」

「 因 果 論 」「 仏 性 論 」「 身 心 一 如 説 と 輪 廻 説 」「 言 語 表 現 」「 教

化 論 」 と 九 章 に 分 け て 、 道 元 禅 師 の 思 想 を 論 じ た が 、 実 は こ れ

ら は そ れ ぞ れ が 密 接 に 関 連 し て お り 、 区 別 し て 論 ず る こ と が で

き な い も の で あ る 。 そ れ ぞ れ に 他 の す べ て が 含 ま れ て い る と 言

っ て も よ い 。そ し て 、そ の 根 底 に あ る も の は 、や は り 行（ 修 行 ）

で あ る こ と が 知 ら れ た の で あ る 。

と こ ろ で 本 論 文 で は 、 附 論 と し て 道 元 禅 師 研 究 に お け る 諸 問

題 に つ い て の 研 究 動 向 を 掲 載 し た 。 特 に 近 代 の 宗 学 論 争 の 記 録

を 将 来 に 残 し て お き た い と 考 え た か ら で あ る 。 こ の 論 争 を 風 化

さ せ て し ま っ て は な ら な い と の 思 い か ら 、 出 来 る だ け 客 観 的 に

詳 細 に 論 争 の 経 緯 を 総 括 し た つ も り で あ る 。 今 後 の 道 元 禅 師 研

究 に い さ さ か な り と も 役 立 て ば 幸 い で あ る 。附 論 で は さ ら に「 道

元 禅 師 と 現 代 」 と い う 章 を 設 け 、 道 元 禅 師 と 葬 祭 や 、 道 元 禅 師

と 社 会 と の 関 係 に つ い て 、 現 代 的 ・ 社 会 的 ・ 教 団 的 視 点 か ら も

道 元 禅 師 の 思 想 に つ い て 触 れ て み た 。


