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序論  
はじめに  

 

「 四 諦 」 に 対 す る 解 説 は 、 仏 教 思 想 史 の 中 で 、 常 に 重 要 な 課 題 と し て 論

じ ら れ て い る 。 な ぜ な ら ば 、 釈 尊 に よ っ て 初 め て 説 か れ た 教 説 の 内 容 で

あ り 、 ⼆ 乗 と ⼤ 乗 に 共 通 し て 取 り 上 げ ら れ る 課 題 だ か ら で あ る 。 印 度 の

⼤ 乗 仏 教 が 中 国 に ⾄ っ た 後 の 南 北 朝 時 代 に は 、 印 度 仏 教 が 中 国 的 な 仏 教

に 転 換 さ れ て き た 。 ま た 中 国 ⽂ 化 を 滋 養 し た 中 国 仏 教 に も な っ た 。 こ の

時 代 の 中 国 仏 教 は 百 花 ⻫ 放 の 盛 況 が あ ら わ れ て い る 。 智 顗 は こ の よ う な

時 代 背 景 を 踏 ま え て 、 ⾃ 分 ⾃ ⾝ の 仏 教 教 判 体 系 を 成 ⽴ さ せ た 。  

と こ ろ で 、「 四 諦 」と い う 教 え も 、中 国 の 教 相 判 釈 の 成 熟 を 伴 っ て 、意

味 内 容 が 拡 ⼤ し て い る 。 そ こ で 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 と い う 考 え ⽅ は 、 智

顗 が ⾃ 分 ⾃ ⾝ の 教 判 思 想 の も と 、 当 時 主 流 だ っ た 仏 教 思 想 を 統 合 し て い

る 。 特 に 「 空 」・「 中 道 」・「 第 ⼀ 義 諦 」・「 仏 性 」・「 如 来 蔵 」 な ど の 概 念 使

⽤ は 、基 本 的 に 全 て の 仏 教 思 想 を 取 り 込 ん で い る 。「 四 種 四 諦 」と い う 考

え は ⼀ ⽇ に し て な ら ず 、 智 顗 の ⾃ ⼰ 研 鑽 に し た が っ て 徐 々 に 形 成 さ れ た

も の で あ る 。 そ こ で 、 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 は 、 ど の よ う な 成 ⽴ 過 程 を 経

て い る の か 、ど の よ う な 意 味 範 囲 で「 空 」・「 中 道 」・「 第 ⼀ 義 諦 」・「 仏 性 」・

「 如 来 蔵 」 の 教 え を 扱 っ て い る の か 。 こ れ は 智 顗 の 仏 教 思 想 を 理 解 す る

上 で 、 最 も 重 要 な 問 題 と な っ て い る 。  
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⼀、本研究の⽬的  

 

本 研 究 の ⽬ 的 は 、 上 記 の 問 題 意 識 を 持 っ て 、 よ り 詳 し く 問 い 詰 め て い

き た い 。具 体 的 に ⾔ え ば 、前 期 時 代 の 智 顗 に は 、「 四 種 四 諦 」と い う 考 え

を あ ま り ⾒ 出 せ な い 。「 四 種 四 諦 」は 智 顗 の 後 期 時 代 の 作 品 で 常 に ⾔ 及 し

て い る こ と で あ る 。 そ れ で は 前 期 時 代 の 智 顗 は 、 ど の よ う な 四 諦 に 関 す

る 思 索 を し て い た の か 、 ま た 後 期 時 代 の 「 四 種 四 諦 」 と の 接 点 は 何 で あ

ろ う か 。 こ れ ら の 疑 問 を 抱 え て 、 本 論 は 前 期 時 代 か ら 後 期 時 代 に か け て

智 顗 が 思 索 し た 「 四 諦 」 の 意 味 を 考 察 す る こ と を ⽬ 的 と す る 。  

 

⼆、智顗の四諦をめぐる先⾏研究  

 

智 顗 の 四 諦 に 関 す る 先 ⾏ 研 究 は 、「 四 種 四 諦 」の 成 ⽴ 根 拠 と い う 疑 問 点

を め ぐ る 研 究 に な っ て い る 。 し か し 、 智 顗 ⾃ ⾝ は 「 四 種 四 諦 」 の 所 依 経

典 を『 ⼤ 般 涅 槃 経 』と し て い る 。「 四 種 四 諦 」の 成 ⽴ 根 拠 と い う 疑 問 よ り 、

智 顗 の 四 諦 解 釈 が ど の よ う に 変 化 し て い る か を 考 察 し た 研 究 は 少 な い と

⾔ え る 。 以 下 で は 現 在 ま で 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 を 中 ⼼ と し た 代 表 的 な 研

究 を 整 理 し つ つ 、 そ れ ぞ れ の 研 究 視 点 に 注 ⽬ し て い く 。  

鹽 ⼊ （ 1964） は 、 智 顗 の 著 作 に お け る 苦 集 道 滅 と い う 四 諦 の 次 第 の 取

り 扱 い ⽅ を 問 題 点 と し て 智 顗 の 四 諦 を 論 じ て い る 。 鹽 ⼊ （ 1964） に よ る

と 、 智 顗 は 『 瓔 珞 経 』 の 四 弘 誓 願 、『 中 論 』 の 四 諦 品 、 智 顗 ⾃ ⾝ の 三 観 思

想 な ど の 考 え ⽅ に し た が っ て 苦 集 道 滅 と い う 四 諦 の 次 第 を 説 い て い る 。

『 法 華 ⽞ 義 』 に お け る 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 に つ い て の 考 え は 、『 涅 槃 経 』

の 「 聖 ⾏ 品 」 に 基 づ い て い る 。 鹽 ⼊ ⽒ （ 1964） は 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 の

経 証 を 『 涅 槃 経 』 と す る 以 外 、『 勝 鬘 経 』 と 『 思 益 経 』 が あ る と ⽰ し て い
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る 。 ま た 鹽 ⼊ ⽒ （ 1964） は 「 四 種 四 諦 」 の 名 称 が 『 勝 鬘 経 』 か ら 出 て い

る と 指 摘 し て い る 。 さ ら に 「 四 種 四 諦 」 の 内 容 は 『 思 益 経 』 で 説 か れ る

天 台 の 「 四 種 四 諦 」 に 近 い と 考 え ら れ て い る 。  

 加 藤 （ 1990） は 、「 四 種 四 諦 」 の 名 相 が ⾒ ら れ る 経 典 、 智 顗 以 前 の 諸

師 の 「 四 種 四 諦 」、 智 顗 の ⼆ 種 四 諦 か ら 「 四 種 四 諦 」 と い う 三 点 か ら 、 智

顗 の 「 四 種 四 諦 」 を 論 じ て い る 。 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 の 教 義 内 容 は 、『 涅

槃 経 』 の 聖 ⾏ 品 だ け で は な く 、『 思 益 経 』や『 中 論 』 で 述 べ て い る 四 諦 を

含 有 し て い る 。 さ ら に 智 顗 以 前 の 「 四 種 四 諦 」 を ⼤ ⼩ ⼆ 乗 の 分 類 に よ っ

て 、 法 と ⾏ の ⼆ ⽅ 向 か ら 検 討 し て い た 。 智 顗 は 智 顗 以 前 の 諸 師 の 四 諦 を

加 え て 、『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 名 称 と 『 涅 槃 経 』 の 教 義 を 採 ⽤ し て か ら 、⾃ ⾝

の 「 四 種 四 諦 」 を 形 成 し た 。 ま た 、 加 藤 は 天 台 の 「 四 種 四 諦 」 と し て 成

⽴ す る ま で の 過 度 期 的 な 所 産 と し て 『 法 界 次 第 初 ⾨ 』 の ⼆ 種 四 諦 が あ る

こ と を 指 摘 し て い る 。『 法 界 次 第 初 ⾨ 』の ⼆ 種 四 諦 は 、有 作 四 諦 と 無 作 四

諦 で あ る 。 化 法 四 教 に 対 し て 、 有 作 四 諦 は 蔵 教 通 教 の 教 え で あ る 。 別 教

円 教 の 四 諦 は 無 作 四 諦 で あ る 1。加 藤 の ⾒ 解 で は 、⼆ 種 四 諦 が「 四 種 四 諦 」

と し て 形 成 さ れ た 時 点 に お い て 、「 四 種 四 諦 」か ら 化 法 四 教 が 成 ⽴ す る 証

拠 が あ る 。  

 斎 藤 （ 1991） は 加 藤 の 研 究 を 踏 ま え て 、『 四 教 義 』 と 『 法 華 ⽞ 義 』 で

は 、「 四 種 四 諦 」を 典 拠 と し た 智 顗 の『 勝 鬘 経 』の 四 諦 の 扱 い ⽅ が 違 う と

指 摘 し て い る 。 こ の 前 提 に よ り 斎 藤 は 、 智 顗 が 円 融 思 想 を 展 開 さ せ て い

く 上 で『 勝 鬘 経 』の 四 諦 は 歴 別 的 な 四 諦 で あ り 、『 涅 槃 経 』の 四 諦 は 真 実

の 四 諦 で あ る と 推 察 す る 。さ ら に も う ⼀ つ 考 え ら れ る こ と は 、『 法 華 ⽞ 義 』

で 智 顗 は 、「 有 師 解 」 を 批 判 す る た め 、『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 の 取 り ⽅ は 『 四

 
1  鹽 ⼊ の 論 ⽂ で も 同 様 に 理 解 さ れ て い る 。  
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教 義 』 と 違 っ て い る 2。  

 以 上 で は 、 智 顗 の 四 諦 に 関 わ る 先 ⾏ 研 究 を ま と め た 。 最 初 に 述 べ た よ

う に 、 こ れ ら の 先 ⾏ 研 究 は す べ て 「 四 種 四 諦 」 の 成 ⽴ 根 拠 を 出 発 点 と し

て 考 察 を ⾏ な っ て い る 。 智 顗 の 最 初 の 四 諦 解 釈 か ら 「 四 種 四 諦 」 の 考 え

ま で は 、 ど の よ う な 思 想 変 遷 が あ る か に つ い て は 、 ⼗ 分 な 研 究 が な さ れ

て い な い 現 状 で あ る 。 ま た 当 時 の 仏 教 に 対 し て 、 智 顗 が ど う い う 問 題 を

持 っ て い る か と い う こ と に 対 し て は 、 あ ま り 触 れ て い な い 。 こ の た め 、

智 顗 の 前 期 時 代 か ら 後 期 時 代 ま で の 「 四 諦 」 の 意 味 を 考 察 す る こ と は 、

⾮ 常 に 重 要 な 課 題 に な っ て い る 。  

 

三、本論における諸⽂献の採⽤及び考察の対象  

 

 前 期 時 代 の 智 顗 は 『 勝 鬘 師 ⼦ 吼 ⼀ 乗 ⼤ ⽅ 便 ⽅ 広 経 』 の 四 諦 説 を 援 ⽤ し

て い る 。 後 期 時 代 の 智 顗 は 『 ⼤ 般 涅 槃 経 』 の 四 諦 説 を 援 ⽤ し て い る 。 こ

れ に よ っ て 、本 論 で 扱 う 経 典 は 、『 勝 鬘 師 ⼦ 吼 ⼀ 乗 ⼤ ⽅ 便 ⽅ 広 経 』と『 ⼤

般 涅 槃 経 』 と い う ⼤ 乗 経 典 で あ る 。  

 
2  斎 藤 （ 1991） の 論 ⽂ で こ の 時 期 、 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 と 類 似 す る 説 が
出 さ れ 、そ の 説 と 明 確 に 区 別 す る た め 、『 法 華 ⽞ 義 』 で 「 四 種 四 諦 」 の 根
拠 を 『 涅 槃 経 』 と ⽰ し 、 ま た 「 有 師 解 」 を 批 判 し て い る 。 筆 者 の 管 ⾒ で
は 、 智 顗 の 『 勝 鬘 経 』 に 対 す る 態 度 は 、『 四 教 義 』 か ら 『 法 華 ⽞ 義 』 ま で
変 わ っ て な い 。違 う 視 点 か ら『 勝 鬘 経 』を 採 ⽤ し て い る か ら で あ る 。『 四
教 義 』 の 時 、 智 顗 は ま ず ⾃ 分 ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 の 根 拠 を 『 涅 槃 経 』 と
指 し て い る 。さ ら に 、『 涅 槃 経 』に 基 づ い た「 四 種 四 諦 」の 意 味 を 持 っ て 、
諸 経 の 四 諦 説 を 判 別 し よ う と 試 み る 。『 勝 鬘 経 』の 四 諦 説 は 当 時 よ く 注 ⽬
さ れ る 四 諦 説 で あ る か ら 、⾃ 然 に 智 顗 の 判 別 範 囲 に 所 属 す る 。『 法 華 ⽞ 義 』
の 時 、 智 顗 は 「 有 師 解 」 を 批 判 し て い る が 、『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 説 を 批 判 す
る わ け で は な い 。「 有 師 解 」の『 勝 鬘 経 』の 四 諦 は 四 種 類 の 四 諦 の 意 味 に
な ら な い と 智 顗 が 考 え て い る 。  
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ま た 、 智 顗 の 著 作 は 、 前 期 著 作 で あ る 『 釈 禅 波 羅 蜜 次 第 法 ⾨ 』・『 法 界

次 第 初 ⾨ 』 と 後 期 著 作 で あ る 『 四 教 義 』・『 法 華 ⽞ 義 』 が あ る 。『 釈 禅 波 羅

蜜 次 第 法 ⾨ 』・『 法 界 次 第 初 ⾨ 』の 中 に は 、「 四 種 四 諦 」の 体 系 が あ ま り ⾒

え な い が 、⼩ 乗 と ⼤ 乗 の ⼆ 種 類 の 四 諦 の 特 徴 が ⾒ ら れ る 。こ れ に よ っ て 、

本 論 の 第 ⼀ 章 ・ 第 ⼆ 章 で は 、 智 顗 の 前 期 時 代 に 対 し て 、 ⼩ 乗 法 と ⼤ 乗 法

の 「 四 諦 義 」 を 中 ⼼ と し て 考 察 す る 。『 四 教 義 』・『 法 華 ⽞ 義 』 の 中 に 、 智

顗 は 「 空 」・「 中 道 」・「 第 ⼀ 義 諦 」・「 仏 性 」・「 如 来 蔵 」 な ど の 概 念 を 扱 っ

て 、「 四 種 四 諦 」 の 意 味 内 容 を 広 げ て い る 。 し た が っ て 、 本 論 の 第 三 章 ・

第 四 章 ・ 第 五 章 で は 智 顗 の 後 期 時 代 に 対 し て 、「 四 種 四 諦 」の 意 味 範 疇 を

中 ⼼ と し て 考 察 す る 。  

 

四、本論の各章⼤意  

 

 本 論 ⽂ は 五 つ の 章 に よ っ て 構 成 す る 。 以 下 で は 各 章 の 内 容 を 紹 介 し て

お く 。  

 

第⼀章、智顗の『次第禅⾨』における⼆種四諦  

 

 第 ⼀ 章 で は 、 ま ず 、『 次 第 禅 ⾨ 』 に お い て 智 顗 の 「 ⼆ 種 四 諦 」 を 指 摘 す

る 。 そ こ で 「 ⼆ 種 四 諦 」 は 四 弘 誓 願 を 持 つ 菩 薩 の 四 諦 と 四 弘 誓 願 を 持 た

な い ⼆ 乗 の 四 諦 と い う こ と で あ る 。 次 に 、 四 弘 誓 願 の 問 題 を 持 っ て 、 智

顗 以 前 の 諸 師 及 び 智 顗 は ど の よ う な 誓 願 思 想 を 持 っ て い る か を 確 認 す る 。

さ ら に 、 智 顗 が 指 摘 さ れ て い る 菩 薩 の 禅 波 羅 蜜 に お け る 四 諦 と 四 弘 誓 願

に 関 す る 位 置 を 考 察 す る 。  
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第⼆章、『法界次第』における⼆種四諦  

 

 第 ⼆ 章 で は 、『 法 界 次 第 』 の 「 ⼆ 種 四 諦 」 に つ い て 検 討 す る 。『 次 第 禅

⾨ 』 よ り 『 法 界 次 第 』 の 「 ⼆ 種 四 諦 」 は 智 顗 の 化 法 四 教 と い う 考 え ⽅ が

⾒ 出 さ れ る 。従 来 『 法 界 次 第 』 は 、『 次 第 禅 ⾨ 』 と 同 じ く 禅 修 の ⼊ ⾨ 書 と

さ れ て い る 。 し か し 、 両 書 の ⽂ 体 は 異 な っ て い る 。 こ れ に よ っ て 、 本 章

で は ま ず 、『 法 界 次 第 』 の ⽂ 体 に つ い て 考 察 す る 。 さ ら に 、『 法 界 次 第 』

に お い て 、 智 顗 は ⼤ ⼩ 乗 四 諦 に 沿 っ て 、 四 諦 の 意 味 を 述 べ て い る が 、 ⼤

乗 菩 薩 の 四 諦 は 四 弘 誓 願 を 持 っ て い る 以 外 、 化 法 四 教 の 思 想 に 対 応 し て

い る 。 し た が っ て 、 最 後 に 前 期 時 代 の 智 顗 は ど の よ う に 四 諦 を 化 法 四 教

に 対 応 さ せ て い る か を 検 討 す る 。  

 

第三章、『四教義』の「四種四諦」について  

 

 第 三 章 で は 、 ま ず 『 四 教 義 』 の 「 四 種 四 諦 」 に お い て 、 智 顗 が 採 ⽤ し

た 『 勝 鬘 師 ⼦ 吼 ⼀ 乗 ⼤ ⽅ 便 ⽅ 広 経 』 と 『 ⼤ 般 涅 槃 経 』 の 四 諦 説 に 注 ⽬ す

る 。 智 顗 は ど の よ う に 両 経 を 受 容 し て い る の か 。 ま た 、 両 経 を 確 認 す る

上 で 、 智 顗 ⾃ 分 ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 の 意 味 を 解 明 す る 。  

 

第四章、『⼤般涅槃経集解』と天台智顗の四諦解釈  

 

 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 は 空 に 関 す る 解 説 が あ る 。 智 顗 以 前 の 中 国 南 北 朝

時 代 の 南 地 涅 槃 宗 は 、 す で に 四 諦 の 意 味 を 空 と す る 解 釈 を し て い る 。 第

四 章 で は 、 智 顗 に は 涅 槃 宗 の 諸 師 か ら の 影 響 が あ る の か と い う 疑 問 を 持

っ て 、 智 顗 と 涅 槃 宗 の 諸 師 の 四 諦 解 釈 を ⽐ 較 し な が ら 、 智 顗 ⾃ ⾝ の 「 四
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種 四 諦 」 の 特 徴 を 求 め る 。  

 

第五章、天台智顗における「如来蔵」思想  

 

 『 四 教 義 』 の 「 四 種 四 諦 」 に お い て 、 智 顗 は 「 仏 性 」 と 「 如 来 蔵 」 の

⾔ 葉 を 扱 っ て 、「 四 種 四 諦 」の そ れ ぞ れ の 意 味 範 囲 を 定 義 し て い る 。智 顗

に と っ て 「 仏 性 」 と 「 如 来 蔵 」 は ど の よ う に 理 解 さ れ て い る か 。 こ れ に

つ い て 、第 五 章 で は ま ず 現 在 ま で の 先 ⾏ 研 究 を 確 認 す る 。さ ら に 、「 四 種

四 諦 」 の 範 疇 を め ぐ っ て 、「 仏 性 」 と 「 如 来 蔵 」 の 使 ⽤ 状 況 に 注 ⽬ し て 、

「 仏 性 」 と 「 如 来 蔵 」 に 対 し て 、 智 顗 の 理 解 を 明 ら か に す る 。 ま た 後 期

時 代 の 智 顗 は 化 法 四 教 に 配 当 す る 「 四 種 四 諦 」 に お い て 、「 仏 性 」 と 「 如

来 蔵 」 を 別 教 の 修 ⾏ 段 階 の 指 導 ⽅ 針 と し て い る 。 し た が っ て 、 本 章 の 最

後 で は 、 別 教 の 修 ⾏ 段 階 に お い て 、「 仏 性 」 と 「 如 来 蔵 」 の 意 味 を 検 討 す

る 。  

 

五、本研究の意義  

 

 天 台 智 顗 は 天 台 宗 の 創 宗 者 と し て ⽇ 中 の 仏 教 研 究 界 で ⾮ 常 に 有 名 な ⼈

物 で あ り 、 彼 の 思 想 に 関 わ る 研 究 成 果 も 豊 富 に あ る 。 し か し 、 智 顗 の 思

想 に 関 す る 研 究 は ま だ 検 討 す べ き 箇 所 が 残 っ て い る 。「 四 種 四 諦 」の 研 究

は そ の 残 っ て い る 課 題 の ⼀ つ で あ る 。そ の 理 由 は 、四 諦 に 対 す る 解 読 は 、

全 仏 教 の 共 通 の 課 題 で あ り 、 ⼤ ⼩ 乗 仏 教 ・ 宗 派 仏 教 の す べ て が 討 議 し て

い る 教 え だ か ら で あ る 。 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 を 研 究 す る と 、 智 顗 の 思 想

を 解 明 す る だ け で は な く 、 智 顗 以 外 の 研 究 領 域 も 知 る こ と が で き る 。 ま

た 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 の 研 究 に よ っ て 、 当 時 の 仏 教 界 に 対 し て 、 智 顗 は
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ど の よ う な 問 題 意 識 を 持 っ て い た か が ⾒ え る 。 そ の 問 題 に 向 か っ て 、 智

顗 は ど の よ う な 実 践 対 策 を ⾏ な っ て い た か が 分 か る 。 智 顗 の 前 期 著 作 で

は 、『 次 第 禅 ⾨ 』・『 法 界 次 第 』・『 六 妙 ⾨ 』は 四 諦 を 禅 修 の 観 法 と し て 常 に

論 じ て い る 。智 顗 の 後 期 著 作 で は 、『 四 教 義 』・『 摩 訶 ⽌ 観 』・『 法 華 ⽞ 義 』・

『 維 摩 ⽞ 疏 』は 、「 四 種 四 諦 」を 単 独 な 課 題 と し て 繰 り 返 し て 述 べ て い る 。

し た が っ て 、 四 諦 の 問 題 は 、 智 顗 の 仏 教 思 想 に お い て 重 要 で あ っ た と い

え る 。  
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第⼀章、智顗の『次第禅⾨』における⼆種四諦  

 

はじめに  

 

佐 藤 (1961)は 智 顗 の 著 作 を 前 期 時 代 と 後 期 時 代 に 分 け て い る 3。そ の 前

期 時 代 に 代 表 さ れ る 著 作 に は 、『 釈 禅 波 羅 蜜 次 第 法 ⾨ 』（ 以 下『 次 第 禅 ⾨ 』

と 略 称 す る ）、『 法 華 三 昧 懺 儀 』、『 六 妙 法 ⾨ 』、『 覚 意 三 昧 』、『 ⽅ 等 三 昧 ⾏

法 』、『 法 界 次 第 初 ⾨ 』（ 以 下『 法 界 次 第 』 と 略 称 す る ）、『 ⼩ ⽌ 観 』 が あ る

4。智 顗 の 前 期 時 代 の 思 想 体 系 に お け る 四 諦 説 の 特 徴 は「 ⼆ 種 四 諦 」と ⾔

え る 。「 ⼆ 種 四 諦 」の 意 味 内 容 を 検 討 す る と 、重 層 的 な 意 味 合 い と ⼆ つ の

「 ⼆ 種 四 諦 」 が ⾒ ら れ る 。 ⼀ つ は ⼆ 乗 と 菩 薩 に 対 す る 「 ⼆ 種 四 諦 」 で あ

り 、 も う ⼀ つ は 、 化 法 四 教 に 対 す る 「 ⼆ 種 四 諦 」 で あ る 。 こ う し た ⼆ つ

の 「 ⼆ 種 四 諦 」 は 、 ど の よ う な 判 教 の 標 準 を 持 っ て い る の で あ ろ う か 。

ま た 、 智 顗 の ⼆ つ の 「 ⼆ 種 四 諦 」 は 、 ど れ ほ ど 経 論 の 影 響 を 受 け て い る

の か 。 こ れ ら の 疑 問 点 は 、 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 の 研 究 に 対 す る 重 要 な ⼿

が か り で あ る 。  

本 章 で は 、『 次 第 禅 ⾨ 』 と 『 ⼤ 智 度 論 』 を 考 察 ⽂ 献 と し 、 ⼆ 乗 と 菩 薩 の

「 ⼆ 種 四 諦 」 の 意 味 内 容 が ど の よ う で あ る か を 検 討 し て い く 。 ⼆ 乗 と 菩

薩 の 「 ⼆ 種 四 諦 」 は 、『 次 第 禅 ⾨ 』 に 説 か れ て い る 四 諦 義 で あ る 。 禅 波 羅

蜜 を 実 践 す る と い う 点 で は 、 菩 薩 と ⼆ 乗 と い う 修 ⾏ 者 に 関 し て 、 四 弘 誓

 
3  佐 藤 (1961)、 智 顗 の 前 期 時 代 は 、 ⼤ 蘇 ⼭ 時 代 ・ ⽡ 官 寺 時 代 ・ 天 台 隠 棲
時 代 の 三 時 期 が あ る 。  
4  佐 藤 (1961)。  
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願 を 持 つ 菩 薩 の 四 諦 と 四 弘 誓 願 を 持 た な い ⼆ 乗 の 四 諦 が 説 か れ て い る 。

『 ⼤ 智 度 論 』 は 、 智 顗 の 菩 薩 の 禅 波 羅 蜜 の 所 依 論 典 で あ る 。 以 下 、 ま ず

『 次 第 禅 ⾨ 』 に お け る 四 諦 と 四 弘 誓 願 の 関 係 を 考 察 し 、 さ ら に 、 智 顗 が

理 解 し た 『 ⼤ 智 度 論 』 の 菩 薩 の 禅 波 羅 蜜 は ど う い う も の で あ る か を 考 察

す る 。  

 

第⼀節、『次第禅⾨』における四諦と四弘誓願  

 

 『 次 第 禅 ⾨ 』 に お け る 四 諦 解 釈 は 、 智 顗 が 円 熟 期 に 教 相 判 釈 を ⽴ て る

前 の 四 諦 説 で あ り 、 円 熟 期 に 教 相 判 釈 を ⽴ て た 後 の 四 諦 説 に 対 し て 、 智

顗 が 若 い 時 に ど の よ う に 四 諦 を 理 解 し た か を ⽰ し て い る 。ま た 、『 次 第 禅

⾨ 』 の 四 諦 説 の 特 ⾊ と し て 、 智 顗 が 『 瓔 珞 経 』 の 四 弘 誓 願 を 四 諦 と 関 連

付 け て い る こ と が 挙 げ ら れ る 。し か し 、『 瓔 珞 経 』の 中 に 、何 故 四 弘 誓 願

を 四 諦 と 関 連 付 け る の か は 説 明 さ れ て い な い 。 智 顗 は 『 般 若 経 』 と 『 ⼤

智 度 論 』 の ⽰ 唆 に 基 づ い て そ の 原 因 を 追 求 し て い る 。 こ の た め 、 初 期 の

頃 か ら 智 顗 に と っ て 『 瓔 珞 経 』 は 、 四 諦 に つ い て 考 え る 上 で 重 要 な 経 典

で あ っ た 。『 瓔 珞 経 』以 外 で は 、 智 顗 は 『 法 華 経 』 と 『 般 若 経 』 と 『 ⼤ 智

度 論 』 の 教 え を 受 け ⼊ れ て 、 四 諦 と 四 弘 誓 願 の つ な が り を ⽰ し て い る 。  

 本 節 で は 四 弘 誓 願 と 四 諦 を ど の よ う に 関 連 付 け て い る か を 、 智 顗 以 前

と 、 智 顗 と 同 時 代 の 仏 教 者 の 思 想 を ⽐ 較 し つ つ 明 ら か に す る 。 さ ら に 、

智 顗 が 引 ⽤ す る『 般 若 経 』と『 ⼤ 智 度 論 』の 教 え が 、四 弘 誓 願 と 四 諦 と 、

ど の よ う な 関 係 が あ る の か を 考 察 す る 。  
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・『次第禅⾨』の四諦について  

 

 章 安 灌 頂 （ 560− 632） の 『 隋 智 者 ⼤ 師 別 伝 』 に よ れ ば 、 陳 の 光 ⼤ ⼆ 年

（ 568）よ り ⼤ 建 七 年（ 575）ま で ⼋ 年 間 に わ た っ て 、智 顗 は ⽡ 官 寺 で『 ⼤

智 度 論 』と『 次 第 禅 ⾨ 』を 講 学 し て い た と さ れ る 5。し か し 、こ の 時 、『 次

第 禅 ⾨ 』 は ま だ ⽂ 書 化 さ れ て い な い と 考 え ら れ る 6。 ま た 、『 次 第 禅 ⾨ 』

は 、智 顗 の 前 期 時 代 に お け る 実 践 坐 禅 の 指 南 書 物 で あ る 。『 次 第 禅 ⾨ 』は 、

智 顗 の 後 期 時 代 の 『 摩 訶 ⽌ 観 』 と ほ ぼ 同 様 の ⼗ ⼤ 章 と い う 形 式 で 構 成 さ

れ る 7。『 摩 訶 ⽌ 観 』 に は 、 智 顗 が 南 岳 慧 思 （ 515− 577） か ら 三 種 ⽌ 観 を

相 承 し た と 記 述 さ れ る た め 、後 世 の 天 台 学 者 は 、『 次 第 禅 ⾨ 』を 三 種 ⽌ 観

の 漸 次 ⽌ 観 と 考 え て い る 8。『 次 第 禅 ⾨ 』 の ⼤ き な 課 題 は 、 菩 薩 が 禅 波 羅

蜜 を 実 践 す る こ と で あ る 。 菩 薩 の 禅 波 羅 蜜 に は 、 ⼆ つ の 要 点 が あ り 、 発

菩 提 ⼼ の 相（ 四 弘 誓 願 と 四 諦 ）を ⽰ す こ と と 9、菩 薩 が 禅 波 羅 蜜 を 修 学 す

 
5  『 隋 智 者 ⼤ 師 別 伝 』「 若 説 次 第 禅 ⾨ ⼀ 年 ⼀ 遍 。 若 著 章 疏 可 五 ⼗ 巻 。 若 説
法 華 ⽞ 義 并 円 頓 ⽌ 観 半 年 各 ⼀ 遍。若 著 章 疏 各 三 ⼗ 巻。此 三 法 ⾨ 皆 無 ⽂ 疏。
講 授 ⽽ 已 。 ⼤ 荘 厳 寺 法 慎 私 記 禅 ⾨ 。 初 分 得 三 ⼗ 卷 。 尚 未 刪 定 ⽽ 法 慎 終 国
清 寺 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 50 巻 ,  95b）『 隋 智 者 ⼤ 師 別 伝 』「 停 ⽡ 官 ⼋ 載 講 ⼤ 智 度
論 。 説 次 第 禅 ⾨ 。」（『 ⼤ 正 蔵 』 50 巻 ,  192c）  
6  『 次 第 禅 ⾨ 』の 成 ⽴ 年 代 に つ い て は 、佐 藤 (1961 ,  12)に 分 析 さ れ て い る 。 
7  『 次 第 禅 ⾨ 』 の ⼗ ⼤ 章 は 、 ⼀ 修 禅 波 羅 蜜 ⼤ 意 、 ⼆ 釈 禅 波 羅 蜜 名 、 三 明
禅 波 羅 蜜 ⾨ 、 四 辨 禅 波 羅 蜜 詮 次 、 五 簡 単 禅 波 羅 蜜 法 ⼼ 、 六 分 別 禅 波 羅 蜜
前 ⽅ 便 、 七 釈 禅 波 羅 蜜 修 証 、 ⼋ 顕 ⽰ 禅 波 羅 蜜 果 報 、 九 従 禅 波 羅 蜜 起 教 、
⼗ 結 会 禅 波 羅 蜜 帰 趣 で あ る 。『 摩 訶 ⽌ 観 』 の ⼗ ⼤ 章 は 、 ⼀ ⼤ 意 、 ⼆ 釈 名 、
三 体 相 、 四 摂 法 、 五 偏 円 、 六 ⽅ 便 、 七 正 観 、 ⼋ 果 報 、 九 起 教 、 ⼗ 旨 帰 で
あ る 。  
8  三 種 ⽌ 観 ： 漸 次 ⽌ 観 ・ 不 定 ⽌ 観 ・ 円 頓 ⽌ 観 で あ る 。『 次 第 禅 ⾨ 』 を 漸 次
⽌ 観 に 属 す る が 適 切 で あ る か ど う か は 、 再 検 討 し な お す 必 要 が あ る 。 な
ぜ な ら 、『 次 第 禅 ⾨ 』 の 中 に 、『 摩 訶 ⽌ 観 』 の 三 種 ⽌ 観 と 似 て い る 三 種 の
⼊ 道 相 が ⽰ さ れ て い る か ら で あ る 。  
9  『 次 第 禅 ⾨ 』「 今 明 菩 薩 修 禅 波 羅 蜜 。 所 為 有 ⼆ 。 ⼀ 者 簡 ⾮ 。 ⼆ 者 正 明 所
為。（ 中 略 ）第 ⼆ 正 明 菩 薩 ⾏ ⼈ 修 禅 波 羅 蜜 ⼤ 意 。即 為 ⼆ 意 。 ⼀ 先 明 菩 薩 発
⼼ 之 相 。 ⼆ 正 明 菩 薩 修 禅 所 為 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  476a-476b）  
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る 時 、 具 体 的 な ⾏ 為 で あ る 菩 薩 道 （ 修 禅 ） を ⽰ す こ と で あ る 1 0。  

 『 次 第 禅 ⾨ 』 の 四 諦 と 四 弘 誓 願 は 、 ま ず 菩 薩 の 発 菩 提 ⼼ に 関 す る 記 述

箇 所 に ⽰ さ れ る 。智 顗 に お け る 菩 薩 の 菩 提 ⼼ に つ い て 、「 菩 提 ⼼ と は 、即

ち 是 れ 菩 薩 、 中 道 正 観 を 以 て 、 諸 法 実 相 を 以 て 、 ⼀ 切 を 憐 愍 し 、 ⼤ 慈 ⼼

を 起 こ し 、四 弘 誓 願 を 発 す 。1 1」と ⽰ さ れ る 。さ ら に 、智 顗 は こ の 四 弘 誓

願 を 詳 細 に 説 明 す る た め に 、『 法 華 経 』の 四 句 と『 瓔 珞 経 』の 四 諦 に 関 連

す る 四 弘 誓 願 を 取 り 上 げ る 。『 次 第 禅 ⾨ 』 は 次 の と お り で あ る 。  

 

四 弘 誓 願 と は 、 ⼀ に は 未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ し む 。 亦 た 衆 ⽣ 無 辺

誓 願 度 と 云 う 。 ⼆ に は 未 だ 解 せ ざ る 者 を 解 せ し む 。 亦 た 煩 悩 無 数 誓

願 断 と 云 う 。 三 に は 未 だ 安 ん ぜ ざ る 者 を 安 ん ぜ し む 。 亦 た 法 ⾨ 無 尽

誓 願 知 と 云 う 。 四 に は 未 だ 涅 槃 を 得 ざ る に 涅 槃 を 得 せ し む 。 亦 た 無

上 仏 道 誓 願 成 と 云 う 。此 の 四 法 は 、即 ち 四 諦 に 対 す 。故 に 、『 瓔 珞 経 』

に 云 く 「 未 だ 苦 諦 を 度 せ ざ る に は 、 苦 諦 を 度 せ し む 。 未 だ 集 諦 を 解

せ ざ る に は 、 集 諦 を 解 せ し む 。 未 だ 道 諦 を 安 ん ぜ ざ る に は 、 道 諦 を

安 ん ぜ し む 。 未 だ 滅 諦 を 証 せ ざ る に は 、 滅 諦 を 証 せ し む 」 と 1 2。  

 

 こ れ に よ れ ば 、 智 顗 が 四 弘 誓 願 に つ い て 考 え 出 し た こ と は 、 以 下 の よ

 
1 0  『 次 第 禅 ⾨ 』「 第 ⼆ 正 明 菩 薩 ⾏ ⼈ 修 禅 所 為 者。 菩 薩 摩 訶 薩 。既 已 発 菩 提
⼼ 。 思 惟 為 欲 満 ⾜ 四 弘 誓 願 。 必 須 ⾏ 菩 薩 道 。（ 中 略 ）我 今 住 何 法 ⾨ 。 修 菩
薩 道 。 能 得 疾 満 如 此 四 願 。 即 知 住 深 禅 定 。 能 満 四 願 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 T46 ,  
476c4 - c13）  
1 1  『 次 第 禅 ⾨ 』「 菩 提 ⼼ 者、即 是 菩 薩 以 中 道 正 観、以 諸 法 実 相。憐 愍 ⼀ 切。
起 ⼤ 悲 ⼼ 。 発 四 弘 誓 願 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  476b12 -b14）  
1 2  『 次 第 禅 ⾨ 』「 四 弘 誓 願 者、 ⼀ 未 度 者 令 度 、亦 云 衆 ⽣ 無 辺 誓 願 度 。 ⼆ 未
解 者 令 解 、 亦 云 煩 悩 無 数 誓 願 断 。 三 未 安 者 令 安 、 亦 云 法 ⾨ 無 尽 誓 願 知 。
四 未 得 涅 槃 令 得 涅 槃 、亦 云 無 上 仏 道 誓 願 成。此 之 四 法 。即 対 四 諦 。故『 瓔
珞 経 』 云 。 未 度 苦 諦 令 度 苦 諦 。 未 解 集 諦 令 解 集 諦 。 未 安 道 諦 令 安 道 諦 。
未 証 滅 諦 令 証 滅 諦 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  476b17 -b20）  
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う に 三 種 の 四 弘 誓 願 と な る 1 3。  

 

①  『 法 華 経 』 の 四 句 に ⽰ さ れ て い る も の で あ る 1 4。  

 

未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ し む 。  

未 だ 解 せ ざ る 者 を 解 せ し む 。  

未 だ 安 ん ぜ ざ る 者 を 安 ん ぜ し む 。  

未 だ 涅 槃 を 得 ざ る に 涅 槃 を 得 せ し む 。  

 

②  仏 教 思 想 の 中 に ⼀ 般 的 に ⾒ ら れ る 四 弘 誓 願 で あ る 1 5。  

 

衆 ⽣ 無 辺 誓 願 度 。  

煩 悩 無 数 誓 願 断 。  

法 ⾨ 無 尽 誓 願 知 。  

無 上 仏 道 誓 願 成 。  

 

③  『 瓔 珞 経 』 に ⽰ さ れ て い る 四 弘 誓 願 で あ る 。  

 

未 だ 苦 諦 を 度 せ ざ る に は 、 苦 諦 を 度 せ し む 。  

未 だ 集 諦 を 解 せ ざ る に は 、 集 諦 を 解 せ し む 。  

 
1 3  こ れ に つ い て 、 先 ⾏ 研 究 の 中 に 、ロ ー ズ（ 2012） で ⼆ 種 の 四 弘 誓 願 と
指 摘 し て い る 。 ⻘ ⽊ (1995)で 三 種 の 四 弘 誓 願 と 指 摘 し て い る 。  
1 4  四 句 ：『 法 華 経 』「 未 度 者 令 度 。 未 解 者 令 解 。 未 安 者 令 安 。 未 涅 槃 者 令
得 涅 槃 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 9 巻 ,  19b11 -b13）  
1 5  関 ⼝ (1969 ,  159 -162)で は 、こ の 四 弘 誓 願 の 創 称 が 智 顗 に 帰 す る と 結 論
さ れ て い る 。  
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未 だ 道 諦 を 安 ん ぜ ざ る に は 、 道 諦 を 安 ん ぜ し む 。  

未 だ 滅 諦 を 証 せ ざ る に は 、 滅 諦 を 証 せ し む 。  

 

 以 上 の よ う に 、智 顗 の 四 弘 誓 願 の 解 釈 に は 、『 法 華 経 』の 四 句 と 、智 顗

が ま と め た 四 弘 誓 願 の 語 句 と 、『 瓔 珞 経 』の 四 諦 に つ い て の 語 句 が 組 み 合

わ さ れ て い る 。 し か し 、 な ぜ 智 顗 が 『 法 華 経 』 の 四 句 を ⼤ 乗 菩 薩 の 四 弘

誓 願 と 関 連 付 け て 説 く の か と い う こ と に 加 え 、 四 諦 と 四 弘 誓 願 の 間 に ど

の よ う な 関 係 が あ る の か は 明 ら か に な っ て い な い 。 以 下 、 こ の ⼆ つ の 問

題 点 に つ い て 検 討 し て い き た い 。  

 

・諸師の四弘誓願について  

 

 「 未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ し む 」な ど の 四 句 は 、『 法 華 経 』巻 三 の 薬 草 喩

品 に 説 か れ て い る が 、 ⻘ ⽊ （ 1995） に よ れ ば 、 実 は 多 く の ⼤ 乗 経 典 の 中

に 広 く 説 か れ て い る 1 6。 筆 者 の ⾒ 解 で は 、 こ れ ら の ⼤ 乗 経 典 に 説 か れ る

四 句 は 、 同 様 の 意 味 を 持 つ が 、 ⽂ 字 が 多 少 異 な る こ と が あ る 。 こ こ に お

い て 、智 顗 が 引 ⽤ し た「 未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ し む 」な ど の 四 句 は 、『 法

華 経 』の 四 句 と 全 く 同 じ で あ る か ら 、『 法 華 経 』か ら の 引 ⽤ で あ る こ と は

疑 う べ く も な い 。 ま た 、 ⻘ ⽊ （ 1995） が 指 摘 す る よ う に 、 多 く の ⼤ 乗 経

典 で こ の よ う な 四 句 が 説 か れ て い る が 、 ど の 経 典 で も こ の 四 句 は 四 弘 誓

願 と 名 付 け ら れ て い な い た め 、 中 国 に お い て こ の 四 句 が ど の よ う な 経 緯

で 四 弘 誓 願 と 認 め ら れ る よ う に な っ た の か は 、 い ま だ に 明 ら か に な っ て

い な い 。 こ の 問 題 に 関 し て 、 後 期 の 著 作 で あ る 『 法 華 ⽞ 義 』 と は い く ら

 
1 6  ⻘ ⽊（ 1995） で 『 道 ⾏ 般 若 経 』・『 ⼤ 品 般 若 経 』・『 六 ⼗ 華 厳 経 』・『 ⼤ 般
涅 槃 経 』・『 ⼤ 集 経 』 等 に も ⾒ 出 さ れ る と ⽰ し て い る 。  
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か の 関 連 が ⾒ ら れ る が 、 前 期 の 思 想 で あ る 『 次 第 禅 ⾨ 』 に お い て 、 智 顗

が 何 に 発 想 を 得 て 、 ま た 、 何 を 根 拠 と し て こ の 四 句 を 四 弘 誓 願 と 名 づ け

て い る の か は 不 明 瞭 で あ る 。た だ し 、智 顗 以 前 と 、智 顗 と 同 時 代 の ⼈ は 、

『 法 華 経 』 の 「 未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ し む 」 な ど の 四 句 を 四 弘 誓 願 と 呼

ん で い る 。 そ こ で 、 智 顗 と 智 顗 以 外 の 仏 教 者 の 四 弘 誓 願 の 解 釈 の 違 い を

確 認 し た い 。ま た 、「 未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ し む 」な ど の 四 句 を 四 弘 誓 願

と す る 経 証 は 、 智 顗 以 前 と 智 顗 と 同 時 代 に お い て は 基 本 的 に 『 涅 槃 経 』

『 法 華 経 』『 瓔 珞 経 』 に よ っ て 論 じ ら れ て い る 。 以 下 に 説 明 す る 。  

 

『 涅 槃 経 』 の 四 句  

未 だ 脱 せ ざ る 者 を 脱 せ し め 。 未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ し め 。 未 だ 涅 槃 せ ざ

る 者 に 涅 槃 を 得 し め 。 ⼀ 切 の 諸 の 恐 怖 あ る 者 を 安 慰 す べ し 1 7。  

 

『 集 解 』 の 僧 宗  

僧 宗 ⽈ く 、 ⼗ 善 四 （ 四 ： 慈 ・ 悲 ・ 喜 ・ 捨 ） 等 は 是 れ 要 ⾏ 、 四 弘 誓 は 是 れ

要 願 な り 1 8。  

 

『 集 解 』 の 宝 亮  

宝 亮 ⽈ く 、 別 に 経 あ り て 四 弘 誓 を 四 諦 に 配 す る を 明 か す な り 。 謂 く 未 だ

苦 を 度 せ ざ れ ば 、 苦 諦 を 説 き て 度 せ し む 。 未 だ 縛 を 免 れ ざ れ ば 、 集 諦 を

説 き て 解 せ し む る な り 。 未 だ 涅 槃 せ ざ れ ば 、 滅 諦 を 説 き て 会 せ し む 。 未

だ 安 ん ぜ ざ れ ば 、 道 諦 を 説 き て 安 ん ぜ し む る な り 。 其 の ⼼ 曠 き が 故 に 弘

 
1 7  『 涅 槃 経 』 の 四 句 ： 北 本 『 ⼤ 般 涅 槃 経 』 巻 三 、 寿 命 品 「 脱 未 脱 者 。 度
未 度 者。未 涅 槃 者 令 得 涅 槃。安 慰 ⼀ 切 諸 恐 怖 者。」（『 ⼤ 正 蔵 』12 巻 ,  380b）  
1 8  『 ⼤ 般 涅 槃 経 集 解 』「 僧 宗 ⽈ 、 ⼗ 善 四 等 是 要 ⾏ 、 四 弘 誓 是 要 願 也 。 」
（『 ⼤ 正 蔵 』 37 巻 ,  416a16 -a17）  
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と 名 づ く 、 必 ず 能 く ⾏ ず る が 故 に 誓 と 名 づ く る な り 1 9。  

 

『 法 華 経 』 の 四 句  

未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ し む 。  

未 だ 解 せ ざ る 者 を 解 せ し む 。  

未 だ 安 ん ぜ ざ る 者 を 安 ん ぜ し む 。  

未 だ 涅 槃 を 得 ざ る に 涅 槃 を 得 せ し む 2 0。  

 

『 法 華 義 記 』 の 法 雲  

第 ⼀ に 「 ⼤ 衆 中 に 於 い て ⽽ も 是 の ⾔ を 唱 う 」 従 り 以 下 は 、 先 に 如 来 に ⼗

号 の 徳 あ る を 明 か す 。 第 ⼆ に 「 未 だ 度 せ ざ れ ば 度 せ し む 」 従 り 下 、 四 弘

誓 の 徳 を 明 か す 。 第 三 に 「 今 世 ・ 後 世 如 実 に 之 を 知 る 」 従 り は 、 此 れ 三

達 の 徳 を 明 か す 2 1。  

 

『 法 華 義 疏 』 の 吉 蔵  

「 未 だ 度 せ ざ れ ば 度 せ し む 」 よ り 下 は 、 第 四 に 内 徳 を 挙 げ て 以 て 雲 に 合

す 。 内 徳 の 中 に 、 前 に 四 弘 誓 を 明 か す は 、 此 れ 如 来 出 世 の 意 を 述 べ る な

り 。 如 来 の 世 に 出 づ る 所 以 は 、 良 に 昔 に 四 弘 誓 有 る に 由 る 。 是 の 故 に 今

⼗ 号 の ⼈ の 世 に 出 現 す る を 明 か す な り 。 故 に 肇 師 云 く 、 僧 那 （ 弘 誓 の ⾳

 
1 9  『 ⼤ 般 涅 槃 経 集 解 』「 宝 亮 ⽈、 別 有 経 明 四 弘 誓 配 四 諦 也。謂 未 度 苦 者 説
苦 諦 令 度 。 未 免 縛 者 説 集 諦 令 解 也 。 未 涅 槃 者 説 滅 諦 令 会 也 。 未 安 者 説 道
諦 令 安 也 。 其 ⼼ 曠 故 名 弘 、 必 能 ⾏ 故 名 誓 也 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 37 巻 ,  416a19 -
a23）  
2 0  『 法 華 経 』「 未 度 者 令 度 。 未 解 者 令 解 。 未 安 者 令 安 。 未 涅 槃 者 令 得 涅
槃 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 9 巻 ,  19b）  
2 1  『 法 華 義 記 』「 第 ⼀ 、従 於 ⼤ 衆 中 ⽽ 唱 是 ⾔ 以 下、 先 明 如 来 有 ⼗ 号 之 徳。
第 ⼆ 、 従 未 度 者 令 度 下 、 明 四 弘 誓 之 徳 。 第 三 、 従 今 世 後 世 如 実 知 之 、 此
明 三 達 之 徳 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 33 巻 ,  648c17 - c20）  
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釈 ） を 結 ぶ に 始 ⼼ に 於 い て し 、 終 に ⼤ 悲 を 以 て 難 に 赴 く 。 即 ち 此 の ⽂ 意

な り 。『 瓔 珞 経 』に 云 く 、四 諦 に 約 し て 四 弘 誓 願 を ⽴ つ る 。未 だ 苦 海 を 度

せ ざ れ ば 願 い て こ れ を 度 せ し む 。 故 に 未 だ 度 せ ざ れ ば 衆 ⽣ を 度 せ し む る

を 集 諦 と 為 す と 云 う 。煩 悩 、業 縛 を し て 願 い て 解 脱 せ し め ん が 為 の 故 に 、

未 だ 解 せ ざ る 者 を し て 解 せ し む 。 未 だ 道 諦 を 安 ん ぜ ざ れ ば 安 ん ぜ し む 。

未 だ 滅 諦 を 得 ざ れ ば 、 涅 槃 を 願 い て 之 を 得 せ し む 。 前 の ⼆ は 即 ち 是 れ ⼤

悲 の 願 、 後 の ⼆ は 即 ち 是 れ ⼤ 慈 の 願 な り 2 2。  

 

智 顗 以 前 、「 未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ し む 」な ど の 四 句 を 四 弘 誓 願 と 呼 ぶ

⽂ 献 に つ い て 、⻘ ⽊ (1995)は『 ⼤ 般 涅 槃 経 集 解 』（ 以 下『 集 解 』と 略 称 ）

の 僧 宗 (438 -496)と 宝 亮（ 444 -509）、『 法 華 義 記 』の 法 雲（ 467 -529）を 取

り 上 げ て 、「 未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ し む 」な ど の 四 句 を 四 弘 誓 願 で あ る と

し た 最 も 早 い ⽂ 献 は 、 中 国 成 ⽴ の 経 典 の 『 菩 薩 瓔 珞 本 業 経 』 で あ る と 結

論 づ け る 。 し か し 、『 集 解 』 の 僧 宗 と 宝 亮 、『 法 華 義 記 』 の 法 雲 が ど の よ

う に 詳 細 に 理 解 し て い る か に は 触 れ ら れ て い な い 。以 下 、『 集 解 』の 僧 宗

と 宝 亮 、『 法 華 義 記 』 の 法 雲 の ⾒ 解 を 簡 単 に 説 明 す る 。  

 『 集 解 』 の 僧 宗 と 宝 亮 は 、『 涅 槃 経 』 の 四 句 を 根 拠 と し て 、「 未 だ 度 せ

ざ る 者 を 度 せ し む 」 な ど の 四 句 を 四 弘 誓 願 と 理 解 し て い る 。 元 々 『 涅 槃

経 』 の 中 に 、 如 来 ⻑ 寿 の 業 の 問 題 点 で こ の 四 句 が 説 か れ て い る 。 如 来 は

菩 薩 道 の 際 に 、 四 弘 誓 願 を 発 す こ と を 原 因 と し て 、 如 来 ⻑ 寿 の 業 を 成 就

 
2 2  『 法 華 義 疏 』「 未 度 者 令 度 下 第 四 、挙 内 徳 以 合 雲 。 内 徳 之 中 、前 明 四 弘
誓 者 、 此 述 如 来 出 世 意 也 。 如 来 所 以 出 世 者 、 良 由 昔 有 四 弘 誓 。 是 故 今 明
⼗ 号 之 ⼈ 出 現 世 也。故 肇 師 云、結 僧 那 於 始 ⼼ 終 ⼤ 悲 以 赴 難。即 此 ⽂ 意 也。
『 瓔 珞 経 』 云 、 約 四 諦 ⽴ 四 弘 誓 願 。 未 度 苦 海 願 令 度 之 、 故 云 未 度 者 令 度
衆 ⽣ 為 集 諦 、 煩 悩 業 縛 願 令 解 脱 、 故 云 未 解 者 令 解 。 未 安 道 諦 者 令 安 。 未
得 滅 諦 涅 槃 者 願 令 得 之 。 前 ⼆ 即 是 ⼤ 悲 願 、 後 ⼆ 即 是 ⼤ 慈 願 也 。 」（『 ⼤ 正
蔵 』 34 巻 ,  561a15 -a25）  
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す る 。  

『 集 解 』 の 僧 宗 は 、『 涅 槃 経 』 四 句 の 以 前 の ⼗ 善 ・ 四 無 量 ⼼ を 「 要 ⾏ 」

と 考 え て 、『 涅 槃 経 』 の 四 句 を 「 四 弘 誓 」 と 考 え て 、 菩 薩 の 「 要 願 」 と 理

解 し て い る 。  

『 集 解 』の 宝 亮 は 、『 瓔 珞 経 』の 四 諦 を 配 す る 四 弘 誓 願 を 取 り 上 げ て 、

四 弘 誓 願 を 発 す ⼼ が 広 ⼤ で あ る か ら 、「 弘 」と 名 付 け 、必 ず 四 弘 誓 願 を 実

践 す る こ と を 「 誓 」 と 名 付 け る 。  

『 法 華 義 記 』 の 法 雲 と 『 法 華 義 疏 』 の 吉 蔵 （ 549 -623 ） は 、『 法 華 経 』

の 四 句 を 根 拠 と し て 、「 未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ し む 」な ど の 四 句 を 四 弘 誓

願 と 理 解 し て い る 。  

『 法 華 義 記 』 の 法 雲 は 、 如 来 が ⼆ 種 の 功 徳 を 持 っ て い る と 考 え る 。 ⼗

名 号 の 功 徳 と 、四 弘 誓 願 の 功 徳 が あ る 。四 弘 誓 願 の 功 徳 は 、『 法 華 経 』の

四 句 の 内 容 を ⽬ 指 す 。  

 智 顗 と 同 時 代 の 吉 蔵 は 、『 法 華 義 疏 』の 中 で 、法 雲 と 同 様 に 理 解 し て い

る 。如 来 は ⼗ 名 号 と 四 弘 誓 願 の 内 徳 を 持 っ て い る 。『 法 華 経 』の 四 句 は 四

弘 誓 願 を 明 か す こ と で あ る か ら 、 如 来 が 出 世 の 意 を 述 べ て い る 。 ま た 、

吉 蔵 は 僧 肇 の 「 涅 槃 無 名 論 」 の 話 と 『 瓔 珞 経 』 の 四 諦 を 配 す る 四 弘 誓 願

を 引 ⽤ し て 、『 法 華 経 』 の 四 句 を 菩 薩 の 「 ⼤ 悲 願 」 と 「 ⼤ 慈 願 」 と し て 理

解 し て い る 。  

 以 上 の よ う に 、 智 顗 以 前 と 智 顗 と 同 時 代 で の 「 未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ

し む 。」な ど の 四 句 を 四 弘 誓 願 と す る こ と は 、他 の 仏 教 者 に も 認 め ら れ て

い る こ と で あ る 。 智 顗 の 前 期 時 代 は こ の よ う な 影 響 を 受 け た 可 能 性 が ⾼

い 。そ の 故 に 、『 次 第 禅 ⾨ 』 の 中 で 、 智 顗 は 『 法 華 経 』 の 四 句 を ⼤ 乗 菩 薩

の 四 弘 誓 願 と し て 説 い て い る と 考 え ら れ る 。 ま た 、 智 顗 以 前 と 智 顗 と 同

時 代 の 仏 教 者 は 、『 瓔 珞 経 』 の 四 諦 を 配 す る 四 弘 誓 願 を 引 ⽤ し て い る が 、
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四 諦 と 四 弘 誓 願 の 明 確 な 関 係 は ⾒ 出 せ な い 。  

 

・四諦と四弘誓願の関係  

 

 智 顗 は 三 種 の 四 弘 誓 願 を 記 述 し た 後 、特 に『 瓔 珞 経 』の 四 弘 誓 願 に つ

い て 、⼆ 乗 と 菩 薩 の 理 解 が 異 な る こ と を ⽰ し て い る 。『 次 第 禅 ⾨ 』の 該 当

箇 所 は 次 の と お り で あ る 。  

 

⽽ し て 此 の 四 法 は 、 若 し ⼆ 乗 の ⼼ 中 に 在 れ ば 、 但 だ 諦 の 名 を 受 く

の み 。 其 れ 理 を 縁 し 、 審 実 に し て 謬 ら ざ る を 以 て の 故 に 。 若 し 菩 薩

の ⼼ 中 に 在 れ ば 、 即 ち 別 し て 弘 誓 の 称 を 受 く 。 所 以 は 何 ん 。 菩 薩 は

四 法 、 畢 竟 空 寂 な り と 知 る と 雖 ど も 、 ⽽ も 衆 ⽣ を 利 益 す る 為 に 、 善

巧 ⽅ 便 す 。 此 の 四 法 を 縁 し 、 其 の ⼼ は 、 広 ⼤ な る が 故 に 名 づ け て 弘

と 為 す 。 慈 悲 憐 愍 に し て 、 此 の 法 を 志 求 す る に 、 ⼼ は ⾦ 剛 の 如 く 、

制 ⼼ は 不 退 不 没 な り て 、 必 ず 成 滿 を 取 る 、 故 に 誓 願 と 名 づ く 。 ⾏ 者

は 、 若 し 能 く 此 の 四 願 を 発 す こ と を 具 ⾜ す れ ば 、 善 く 四 ⼼ を 知 る こ

と は 、 ⼀ 切 ⼼ を 摂 し 、 ⼀ 切 ⼼ 即 ち 是 れ ⼀ ⼼ な り 、 亦 た ⼀ ⼼ を 得 ず し

て 、 ⽽ も ⼀ 切 ⼼ を 具 し て 、 是 れ を 清 浄 菩 提 ⼼ と 名 づ く 2 3。  

 

 『 瓔 珞 経 』 の 四 諦 を 説 く 四 弘 誓 願 は 、 ⼆ 乗 の ⼼ に お い て 、 四 諦 の 道 理

 
2 3  『 次 第 禅 ⾨ 』「 ⽽ 此 四 法 。若 在 ⼆ 乗 ⼼ 中 、但 受 諦 名、以 其 縁 理 審 実 不 謬
故。若 在 菩 薩 ⼼ 中、即 別 受 弘 誓 之 称。所 以 者 何。菩 薩 雖 知 四 法 畢 竟 空 寂、
⽽ 為 利 益 衆 ⽣ 、 善 巧 ⽅ 便 。 縁 此 四 法 、 其 ⼼ 広 ⼤ 、 故 名 為 弘 。 慈 悲 憐 愍 、
志 求 此 法 、 ⼼ 如 ⾦ 剛 、 制 ⼼ 不 退 不 没 、 必 取 成 満 、 故 名 誓 願 。 ⾏ 者 若 能 具
⾜ 発 此 四 願 、 善 知 四 ⼼ 、 摂 ⼀ 切 ⼼ 、 ⼀ 切 ⼼ 即 是 ⼀ ⼼ 、 亦 不 得 ⼀ ⼼ ⽽ 具 ⼀
切 ⼼ 、 是 名 清 浄 菩 提 之 ⼼ 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  476b21 -b29）  
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だ け 修 学 し 、 衆 ⽣ を 助 け る 四 弘 誓 願 を 発 さ な い 。 菩 薩 の ⼼ に お い て 、 衆

⽣ を 助 け る た め 、四 諦 の 道 理 に 沿 っ て 修 学 す る 。こ の よ う な 菩 薩 の ⼼ は 、

⼆ 乗 よ り 広 ⼤ で あ る か ら 、「 弘 」と 名 付 け ら れ る 。ま た 、菩 薩 は 慈 悲 憐 愍

の ⼼ を 持 っ て 四 諦 の 道 理 を 志 し 、 ⾦ 剛 の よ う な ⼼ で 不 退 不 没 に し て 、 必

ず 成 満 に な れ る か ら 、「 誓 願 」 と 名 づ け ら れ る 。  

 智 顗 は 『 瓔 珞 経 』 の 四 諦 を 説 く 四 弘 誓 願 に あ っ て 、 菩 薩 の 四 諦 の 特 徴

を 強 調 す る 。す な わ ち 、菩 薩 の 四 諦 は 、常 に 四 弘 誓 願 を 発 す こ と を 伴 う 。

四 諦 は ⼆ 乗 と 菩 薩 の 共 通 の 教 え で あ る が 、 ⼆ 乗 は 四 諦 の 教 え を 修 了 し た

後 に 寂 滅 涅 槃 に ⽌ ま る 。 ⼀ ⽅ 、 菩 薩 は 仏 に な る 道 を 歩 む た め 、 四 諦 の 教

え 以 外 に 衆 ⽣ を 助 け る 四 弘 誓 願 を 起 さ な け れ ば な ら な い 。 す な わ ち 、 ⼆

乗 と ⽐ 較 す れ ば 、 菩 薩 の 四 諦 は 四 弘 誓 願 と 結 び つ け ら れ る と い う 新 し い

展 開 を 持 つ 。 要 す る に 、 四 諦 と 四 弘 誓 願 が 関 係 付 け ら れ て い る の は 、 ⼆

乗 の 教 え と 区 別 す る た め で あ り 、 ⼆ 乗 と ⽐ 較 し た 上 で 菩 薩 の 教 え の 特 徴

を ⽰ す こ と に な る 。  

 こ れ ま で に 菩 薩 は 禅 中 で ⼆ 乗 と 同 様 に 四 諦 の 教 え を 観 察 す る こ と を 明

ら か に し た 。 ま た 、 菩 薩 は 禅 中 に 四 諦 を 観 察 す る だ け で は な く 、 四 弘 誓

願 を 発 さ な け れ ば な ら な い 。 す な わ ち 、 菩 薩 に と っ て 、 四 諦 に 対 し て 再

び 検 討 の 問 題 が な く な っ た が 、 四 弘 誓 願 を 円 満 す る こ と は 実 践 的 な ⾏ 為

で あ る 新 し い 問 題 と な っ て い る 。 次 の 節 に 検 討 し よ う 。  

 

第⼆節、菩薩の禅波羅蜜における四諦と四弘誓願の位置  

 

四 諦 と い う 教 え は 、 本 来 初 期 仏 教 で 四 果 聖 者 が 四 禅 定 の 中 で 修 ⾏ の 対

境 と し て 観 察 す る 。 ⼤ 乗 仏 教 で は 、 禅 中 に 四 諦 の 教 え を 観 察 す る こ と を

踏 襲 し て 、 ⼆ 乗 と 菩 薩 の 共 通 の 教 え と し て 認 め て い る 。 智 顗 は 、 こ の 思
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想 を 受 け 継 い で 、菩 薩 の 四 諦 に 四 弘 誓 願 と い う 願 ⼼ を 追 加 し た 。し か し 、

四 諦 の 問 題 点 に 着 ⽬ す る と 、四 諦 を 四 弘 誓 願 に 配 当 す る こ と に つ い て は 、

智 顗 が 『 瓔 珞 経 』 の 教 証 を 使 ⽤ す る 以 外 、 何 故 四 弘 誓 願 を 発 す の か を 詳

細 に 説 い て い な い 2 4。『 次 第 禅 ⾨ 』 の 「 第 ⼆ 明 菩 薩 ⾏ ⼈ 修 禅 所 為 」 と い う

課 題 に よ れ ば 、 菩 薩 の 四 諦 は 四 弘 誓 願 を 受 け た 後 の 禅 波 羅 蜜 へ と 展 開 す

る 働 き を ⽰ し て い る 。  

以 下 「 第 ⼆ 明 菩 薩 ⾏ ⼈ 修 禅 所 為 」 の 意 味 内 容 に 基 づ い て 、 な ぜ 菩 薩 は

四 諦 を 観 察 し て い る 禅 境 に 、 四 弘 誓 願 を 発 さ な け れ ば な ら な い の か を 検

討 す る 。『 次 第 禅 ⾨ 』 の 該 当 箇 所 は 次 の と お り で あ る 。  

 

 菩 薩 摩 訶 薩 は 、 既 已 に 菩 提 ⼼ を 発 す 。 思 惟 し て 四 弘 誓 願 を 満 ⾜ せ

ん と 欲 す る が 為 に 、 必 ず 須 く 菩 薩 道 を ⾏ ず 。 所 以 は 何 ん 。 願 有 り て

⽽ も ⾏ 無 し 。 ⼈ を 彼 岸 に 度 せ ん と 欲 す る に 、 肯 え て 船 筏 を 備 え ざ る

が 如 し 。 当 に 知 る べ し 常 に 此 岸 に 在 り 。 終 に 度 を 得 ず 。 病 者 の 薬 を

須 む る に 得 て 服 さ ざ る が 如 し 。当 に 知 る べ し 病 者 必 ず 定 め て 差 え ず 。

貧 の 珍 宝 を 須 め る も ⾒ て 取 ら ざ る が 如 し 。 当 に 知 る べ し 常 に 弊 に し

て 窮 乏 す 。 遠 ⾏ せ ん と 欲 す る も 渉 路 せ ざ る が 如 し 。 当 に 知 る べ し 此

の ⼈ は 所 在 に ⾄ ら ず 。 菩 薩 は 四 弘 誓 を 発 し て 、 四 ⾏ を 修 せ ざ る も 、

亦 た 復 た 是 く の 如 し 2 5。  

 

 
2 4  加 藤（ 1983） に よ る と 、慧 思 の 『 諸 法 無 諍 三 昧 法 ⾨ 』 は 四 弘 誓 願 を 禅
法 の ⼀ つ と し て い る 。  
2 5  『 次 第 禅 ⾨ 』「 菩 薩 摩 訶 薩 。既 已 発 菩 提 ⼼ 。 思 惟 為 欲 満 ⾜ 四 弘 誓 願 。必
須 ⾏ 菩 薩 道 。 所 以 者 何 。 有 願 ⽽ 無 ⾏ 。 如 欲 度 ⼈ 彼 岸 。 不 肯 備 於 船 筏 。 当
知 常 在 此 岸 。 終 不 得 度 。 如 病 者 須 薬 得 ⽽ 不 服 。 當 知 病 者 必 定 不 差 。 如 貧
須 珍 宝 ⾒ ⽽ 不 取。當 知 常 弊 窮 乏。如 欲 遠 ⾏ ⽽ 不 渉 路。當 知 此 ⼈ 不 ⾄ 所 在。
菩 薩 発 四 弘 誓 。 不 修 四 ⾏ 。 亦 復 如 是 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  476c）  
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 菩 薩 は 四 弘 誓 願 を 起 し た 後 、 必 ず 菩 薩 道 を ⾏ わ な け れ ば な ら な い 。 す

な わ ち 、 四 弘 誓 願 を 円 満 す る こ と は 、 菩 薩 道 に 向 か っ て 実 践 的 に ⾏ う こ

と と な っ て い る 。 そ こ で 智 顗 は 、 四 弘 誓 願 を 菩 薩 の 願 ⼼ と す る 。 菩 薩 道

を 菩 薩 の 実 践 体 験 と し て 考 え て い る 。 さ ら に 、 ど の よ う に 四 弘 誓 願 を 伴

っ て 菩 薩 道 に 向 か っ て 実 践 す る か が 、 以 下 の よ う に ⽰ さ れ て い る 。  

 

復 た 是 の 念 を 作 す 、 我 れ 今 、 何 れ の 法 ⾨ に 住 し て 、 菩 薩 道 を 修 し

て 、 能 く 疾 か に 此 の 如 き の 四 願 を 満 ず る こ と を 得 ん や と 。 即 ち 深 き

禅 定 に 住 す れ ば 、 能 く 四 願 を 満 ず る こ と を 知 る 。 何 を 以 て の 故 に 、

六 通 ・ 四 弁 無 き が 如 き 、 何 等 の 法 を 以 っ て か ⽽ も 衆 ⽣ を 度 せ ん 。 若

し 六 通 を 修 せ ば 、 禅 に ⾮ ざ れ ば 発 こ さ ず 。故 に 『 経 』 に ⾔ わ く 、「 深

く 禅 定 を 修 し て 五 神 通 を 得 ん 」 と 。 煩 悩 を 断 ぜ ん と 欲 せ ば 、 禅 に ⾮

ざ れ ば 智 な ら ず 。禅 よ り 慧 を 発 し 、能 く 結 使 を 断 ず 。定 無 き の 慧 は 、

⾵ 中 の 灯 の ご と し 。 法 ⾨ を 知 ら ん と 欲 せ ば 、 当 に ⼀ 切 の 功 徳 ・ 智 慧

並 び に 禅 中 に 在 る こ と を 知 る べ し 。『 摩 訶 衍 論 』 に 云 う が 如 し 。「 若

し 諸 仏 成 道 し 、 転 法 輪 を 起 こ し 、 般 涅 槃 に ⼊ る 。 あ ら ゆ る 種 々 の 功

徳 、 悉 く 禅 中 に 在 り 。」 と 。 復 た 次 に 菩 薩 は 無 量 義 処 三 昧 に ⼊ れ ば 、

⼀ ⼼ に 万 ⾏ を 具 ⾜ し 、 能 く ⼀ 切 無 量 の 法 ⾨ を 知 る 。 若 し 無 上 仏 道 を

具 ⾜ せ ん と 欲 す る に 、 禅 定 を 修 せ ざ れ ば 、 尚 お ⾊ ・ 無 ⾊ 界 及 び 三 乗

の 道 を 得 る こ と 能 わ ず 。 い か に 況 ん や 、 能 く 無 上 菩 提 を 得 る を や 。

当 に 知 る べ し 、 無 上 妙 覚 を 証 せ ん と 欲 せ ば 、 必 ず 須 く 先 ず ⾦ 剛 三 昧

に ⼊ る べ し と 。 ⽽ も 諸 仏 の 法 は 乃 ち 現 在 前 す 。 菩 薩 は 、 是 く の 如 く

深 ⼼ に 思 惟 し て 審 ら か に 禅 定 は 能 く 四 願 を 満 ず る こ と を 知 る 2 6。  

 
2 6  『 次 第 禅 ⾨ 』「 復 作 是 念、我 今、住 何 法 ⾨ 、修 菩 薩 道 、能 得 疾 満 如 此 四
願 。 即 知 住 深 禅 定 、 能 満 四 願 。 何 以 故 、 如 無 六 通 四 弁 、 以 何 等 法 ⽽ 度 衆
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菩 薩 は 禅 波 羅 蜜 と い う 法 ⾨ で 菩 薩 道 を 修 ⾏ し て 、 四 弘 誓 願 を 円 満 す る

こ と が で き る 。 こ こ で 智 顗 は 次 の よ う に ⽰ し て い る 。 菩 薩 道 と は 、 ま す

ま す 広 が っ て い る 意 味 を 持 っ て い る 。 こ こ で 智 顗 は 菩 薩 道 を 禅 波 羅 蜜 と

い う こ と に 絞 っ て い る 。 す な わ ち 、 禅 波 羅 蜜 の 中 に 、 四 弘 誓 願 を 円 満 す

る こ と が で き る 。 な ぜ な ら 、 禅 波 羅 蜜 に よ っ て 、 六 通 と 四 弁 と い う 功 徳

が 得 ら れ る 。 菩 薩 は 六 通 と 四 弁 を 持 っ て 衆 ⽣ を 助 け る こ と が で き る 2 7。

し た が っ て 、 四 弘 誓 願 を 円 満 す る こ と も で き る 。 さ ら に 、 智 顗 は 『 法 華

経 』 と 『 ⼤ 智 度 論 』 に 基 づ き 、 菩 薩 の 禅 波 羅 蜜 （ 定 ） か ら 智 慧 と 成 仏 の

功 徳 を 全 て 成 就 す る と ⽰ し て 、 も う ⼀ 度 禅 波 羅 蜜 よ り 四 弘 誓 願 を 実 現 す

る と 結 論 づ け る 2 8。  

 さ て 、 智 顗 は 問 答 の 形 に よ っ て 、 禅 波 羅 蜜 を 通 じ て ど の よ う に 四 弘 誓

 
⽣ 。若 修 六 通 、⾮ 禅 不 発 。故『 経 』⾔ 、深 修 禅 定 、得 五 神 通 。欲 断 煩 悩 、
⾮ 禅 不 智 。 従 禅 発 慧 、 能 断 結 使 。 無 定 之 慧 、 如 ⾵ 中 灯 。 欲 知 法 ⾨ 、 當 知
⼀ 切 功 徳 智 慧 並 在 禅 中 。 如 『 摩 訶 衍 論 』 云 。 若 諸 仏 成 道 、 起 転 法 輪 、 ⼊
般 涅 槃 。 所 有 種 種 功 徳 、 悉 在 禅 中 。 復 次 菩 薩 ⼊ 無 量 義 処 三 昧 、 ⼀ ⼼ 具 ⾜
万 ⾏ 、 能 知 ⼀ 切 無 量 法 ⾨ 。 若 欲 具 ⾜ 無 上 仏 道 、 不 修 禅 定 、 尚 不 能 得 ⾊ 無
⾊ 界 及 三 乗 道 。 何 況 、 能 得 無 上 菩 提 。 当 知 欲 証 無 上 妙 覚 、 必 須 先 ⼊ ⾦ 剛
三 昧。⽽ 諸 仏 法 乃 現 在 前。 菩 薩 、 如 是 深 ⼼ 思 惟 審 知 禅 定 能 満 四 願 。 」（『 ⼤
正 蔵 』 46 巻 ,  476c11 - c25）  
2 7  六 通 ： 神 ⾜ 通 ・ 天 眼 通 ・ 天 ⽿ 通 ・ 他 ⼼ 通 ・ 宿 命 通 を ⾔ う 。 智 顗 は 『 次
第 禅 ⾨ 』を 説 く 時 期 、同 じ『 ⼤ 智 度 論 』を 講 学 し て い る か ら 、『 ⼤ 智 度 論 』
の 影 響 を 多 少 受 け て い る 。『 ⼤ 智 度 論 』巻 ⼆ ⼗ ⼋ に よ れ ば 、菩 薩 は 禅 波 羅
蜜 で 慈 悲 ⼼ を 持 っ て 、 衆 ⽣ の た め 、 神 通 ⼒ を 修 す る 。 原 ⽂ は 次 の 通 り で
あ る 。『 ⼤ 智 度 論 』 巻 ⼆ ⼗ ⼋「 問 ⽈ 、神 通 有 何 次 第 。答 ⽈ 、 菩 薩 離 五 欲 得
諸 禅 有 慈 悲 故、為 衆 ⽣ 取 神 通 、現 諸 希 有 奇 特 之 事、令 衆 ⽣ ⼼ 清 浄。 」（『 ⼤
正 蔵 』 25 巻 ,  264b14 -b17）  
2 8  『 法 華 経 』 巻 ⼀ 「 ⼜ ⾒ 菩 薩 、 勇 猛 精 進 、 ⼊ 於 深 ⼭ 、 思 惟 仏 道 、 ⼜ ⾒ 離
欲、 常 處 空 閑、深 修 禪 定、得 五 神 通 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』9 巻 ,  136a20 -a22）『 ⼤
智 度 論 』 巻 ⼆ ⼗ ⼋ に 取 り 上 げ た 「 経 、 菩 薩 摩 訶 薩 欲 住 六 神 通 、 当 学 般 若
波 羅 蜜。」と「 経、菩 摩 訶 薩 欲 勝 ⼀ 切 声 聞 辟 ⽀ 仏 智 慧、当 学 般 若 波 羅 蜜。」
に つ い て は 、 禅 ・ 定 ・ 三 昧 と い う こ と に 沿 っ て 説 明 し て い る 。 こ こ で 智
顗 が 理 解 し た 菩 薩 の 禅 波 羅 蜜 の 発 想 は ⾒ ら れ る 。  
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願 の 実 現 を 解 釈 し て い る の か 。『 次 第 禅 ⾨ 』の 該 当 箇 所 は 次 の と お り で あ

る 。  

 

問 う て ⽈ わ く 、「 菩 薩 は 、若 し 四 弘 誓 願 を 満 ⾜ せ ん と 欲 せ ば 、応 当

に 遍 く ⼗ 波 羅 蜜 を ⾏ ず べ し 。 何 ぞ 独 り 禅 定 を 讃 む る こ と を 得 ん や 。」

と 。答 え て ⽈ わ く 、「 前 の 四 は 義 劣 な り 、 後 の 五 は 禅 に 因 る 。今 、則

ち 中 に 処 し て ⽽ も 説 く 。 所 以 は い か ん 。 菩 薩 は 禅 を 修 す れ ば 、 即 ち

能 く 増 上 の 四 度 を 具 ⾜ す 。 下 の 五 も 亦 た 然 り 2 9。  

 

 設 問 は 、 菩 薩 が 四 弘 誓 願 を 満 た し た い な ら ば 、 ⼗ 波 羅 蜜 を 修 さ な け れ

ば な ら な い 3 0。 ど の 理 由 で 禅 定 と い う こ と を 持 っ て 賛 嘆 す る の か と い う

問 い で あ る 。  

 智 顗 の 答 え は 、 ⼗ 波 羅 蜜 の 布 施 ・ 持 戒 ・ 忍 辱 ・ 精 進 と い う 四 波 羅 蜜 の

意 味 が 禅 波 羅 蜜 よ り 深 く な い 、 禅 波 羅 蜜 で そ の 四 波 羅 蜜 の 意 味 を 収 め て

 
2 9  『 次 第 禅 ⾨ 』「 問 ⽈、 菩 薩 、若 欲 満 ⾜ 四 弘 誓 願 、 応 当 遍 ⾏ ⼗ 波 羅 蜜 。何
得 独 讃 禅 定 。 答 ⽈ 、 前 四 義 劣 、 後 五 因 禅 。 今 、 則 処 中 ⽽ 説 。 所 以 者 何 。
菩 薩 修 禅、即 能 具 ⾜ 増 上 四 度。下 五 亦 然。」（『 ⼤ 正 蔵 』46 巻 ,  477a7 -a10）  
3 0  ⼗ 波 羅 蜜 ： 佛 馱 跋 陀 羅 訳 『 六 ⼗ 華 厳 経 』 巻 ⼆ ⼗ 五 「 ⼗ 波 羅 蜜 者 、 菩 薩
以 求 仏 道 所 修 善 根 、 与 ⼀ 切 衆 ⽣ 、 是 檀 波 羅 蜜 。 能 滅 ⼀ 切 煩 悩 熱 、 是 ⼫ 波
羅 蜜 。慈 悲 為 ⾸、於 ⼀ 切 衆 ⽣ 、 ⼼ 無 所 傷、是 羼 提 波 羅 蜜 。求 善 根 無 厭 ⾜、
是 毘 梨 耶 波 羅 蜜。修 道 ⼼ 不 散、常 向 ⼀ 切 智、是 禅 波 羅 蜜。忍 諸 法 不 ⽣ ⾨、
是 般 若 波 羅 蜜。能 起 無 量 智 ⾨、是 ⽅ 便 波 羅 蜜。求 転 勝 智 慧、是 願 波 羅 蜜。
諸 魔 外 道 不 能 沮 壊 、 是 ⼒ 波 羅 蜜 。 於 ⼀ 切 法 相 如 実 説 、 是 智 波 羅 蜜 。 」（ ９
巻 ,  561b-561c）。 菩 提 流 ⽀ 訳 『 ⼤ 宝 積 経 』 巻 ⼀ 百 ⼀ ⼗ 五 「 云 何 為 波 羅 蜜
義 、 所 謂 明 ⽰ 超 過 ⼀ 切 声 聞 独 覚 所 ⾏ 故 、 広 ⼤ 円 満 如 来 智 故 、 於 有 為 無 為
不 執 著 故 、 如 実 了 知 ⽣ 死 過 故 、 諸 未 覚 者 悉 令 覚 故 、 得 如 来 無 尽 法 蔵 故 、
得 無 礙 解 脱 故 。 以 布 施 度 脱 諸 衆 ⽣ 故 。 以 持 戒 円 満 本 誓 願 故 。 以 忍 辱 具 ⾜
端 厳 相 故 。 以 精 進 究 竟 諸 仏 法 故 。 以 禅 定 出 ⽣ 四 無 量 故 。 以 般 若 滅 除 諸 煩
悩 故。以 ⽅ 便 積 集 諸 仏 法 故。以 願 能 令 仏 法 円 満 故。以 ⼒ 能 令 衆 ⽣ 浄 信 故。
以 智 具 ⾜ 如 来 ⼀ 切 智 故 。 得 無 ⽣ 法 忍 故 。 得 不 退 転 地 故 。 浄 治 仏 刹 故 。 成
熟 衆 ⽣ 故 。於 菩 提 道 場 円 満 ⼀ 切 如 来 智 故 。」（『 ⼤ 正 蔵 』11 巻 ,  649b8 -b19）  
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い る 。 ま た 、 後 の 慧 ・ ⽅ 便 ・ 願 ・ ⼒ ・ 智 と い う 五 波 羅 蜜 は 全 て 禅 波 羅 蜜

に よ っ て 成 就 す る 3 1。  

 智 顗 が 述 べ た よ う な 禅 波 羅 蜜 の 展 開 は『 ⼤ 智 度 論 』に も 語 ら れ て い る 。  

 

問 う て ⽈ く 、 是 の 三 昧 は 即 ち 是 れ の 三 昧 ⾨ な り や 不 や 。 答 え て ⽈

く 、 三 昧 は 即 ち 是 れ 三 昧 ⾨ な り 。 問 う て ⽈ く 、 若 し 爾 ら ば 何 を 以 て

か 、但 だ 三 昧 を 説 か ず し て 、⽽ も 復 た 三 昧 ⾨ を 説 く や 。答 え て ⽈ く 、

「 仏 の 諸 三 昧 は 無 量 無 数 な る こ と 、 虚 空 の 無 辺 な る が 如 し 。 菩 薩 は

云 何 ん ぞ 尽 く 得 ん や 。 菩 薩 は 是 を 聞 け ば ⼼ 則 ち 退 没 せ ん 、 是 を 以 て

の 故 に 仏 は 三 昧 ⾨ を 説 い て ⼀ ⾨ の 中 に ⼊ り て 無 量 の 三 昧 を 摂 す 。 ⾐

の ⼀ ⾓ を 牽 け ば 、 ⾐ を 挙 げ る に 皆 な 得 る が 如 し 。 亦 た 蜜 蜂 の 王 を 得

れ ば 、 餘 の 蜂 を 尽 く 摂 す る が 如 し 。 復 た 次 に 展 転 を ⾨ と 為 す 。 持 戒

清 浄 に し て 、 ⼀ ⼼ に 精 進 し 、 初 夜 ・ 後 夜 に 勤 修 し 、 思 惟 し て 五 欲 の

楽 を 離 れ 、 ⼼ を ⼀ 処 に 繋 け 、 是 の ⽅ 便 を ⾏ じ て 、 是 の 三 昧 を 得 る が

如 し 。是 を 三 昧 ⾨ と 名 づ く 。（ 中 略 ）禅 波 羅 蜜 の 義 の 中 に 、諸 の 三 昧

を 分 別 し て 広 く 説 く が 如 し 。復 た 次 に ⼫ 羅 波 羅 蜜 は 是 れ 三 昧 ⾨ な り 。

何 を 以 て の 故 に 、 三 ⽀ は 是 れ 仏 道 な れ ば な り 。 所 謂 戒 ⽀ ・ 定 ⽀ ・ 慧

⽀ な り 。 清 浄 な る 戒 ⽀ は 是 れ 定 ⽀ の ⾨ に し て 能 く 是 の 定 を ⽣ じ 、 定

⽀ は 能 く 慧 ⽀ を ⽣ じ 、是 の 三 ⽀ は 能 く 煩 悩 を 断 じ 、能 く 涅 槃 を 与 ふ 。

 
3 1  『 次 第 禅 ⾨ 』「 如 菩 薩 発 ⼼ 為 修 禅 故。 ⼀ 切 家 業 。 内 外 皆 捨。不 惜 ⾝ 命。
寂 然 閑 居 。 無 所 慳 吝 。 是 名 ⼤ 捨 。 復 次 菩 薩 。 為 修 禅 故 。 ⾝ ⼼ 不 動 。 関 閉
六 情 。 開 無 従 ⼊ 。 名 ⼤ 持 戒 。 復 次 菩 薩 。 為 修 禅 故 。 能 忍 難 忍 。 謂 ⼀ 切 栄
辱 皆 能 安 忍。設 為 衆 悪 来 加。恐 障 三 昧。不 ⽣ 瞋 悩。名 為 忍 辱。復 次 菩 薩 。
為 修 禅 故 。 ⼀ ⼼ 専 精 進 。 設 ⾝ 疲 苦 。 終 不 退 息 。 如 鑚 ⽕ 之 喩 。 常 坐 不 臥 。
摂 諸 乱 意 。 未 嘗 放 逸 。 設 復 経 年 無 証 。 亦 不 退 没 。 是 為 難 ⾏ 之 事 。 即 是 ⼤
精 進 也 。 故 知 修 禅 因 縁 。 雖 不 作 意 別 ⾏ 四 度 。 四 度 ⾃ 成 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46
巻 ,  477a10 -a20）  
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是 を 以 て の 故 に ⼫ 羅 波 羅 蜜 及 び 智 慧 、 三 昧 の 近 ⾨ と 名 づ く 。 余 の 三

波 羅 蜜 は 是 れ ⾨ の 義 と 雖 も 遠 ⾨ と 名 づ く 3 2。  

 

 『 ⼤ 智 度 論 』 に お い て 、「 禅 波 羅 蜜 の 展 開 」 は 三 昧 、 す な わ ち 三 昧 ⾨ で

あ り 、 仏 が 説 い た 三 昧 は 無 量 無 数 で あ る か ら 、 三 昧 ⾨ の 表 現 で 、 ⼀ つ の

三 昧 ⾨ に ⼀ 切 の 三 昧 が 収 め ら れ る 。 次 に 、 仏 は ⼫ 波 羅 蜜 （ 持 戒 ） の 例 を

と っ て 、 ⼫ 波 羅 蜜 を 三 昧 ⾨ の ⼀ つ と し 、 持 戒 ・ 禅 定 ・ 智 慧 の 三 つ の 波 羅

蜜 を 三 昧 ⾨ の 近 ⾨ と し て ⽰ し て い る 。 後 の 布 施 ・ 忍 辱 ・ 精 進 の 三 つ の 波

羅 蜜 は 、 三 昧 ⾨ の 遠 ⾨ と ⾒ ら れ る 。  

 智 顗 は ⼗ 波 羅 蜜 の 禅 波 羅 蜜 を 三 昧 ⾨ と し て 、 禅 波 羅 蜜 か ら ⼗ 波 羅 蜜 を

引 き 出 す 。『 ⼤ 智 度 論 』は 六 波 羅 蜜 の ⼫ 波 羅 蜜 を 三 昧 ⾨ と し て 、⼫ 波 羅 蜜

（ 持 戒 ） か ら 六 波 羅 蜜 を 引 き 出 す 。 両 者 は 同 様 の 論 証 ⽅ 法 で あ る 。 智 顗

の 時 代 ま で に 、 般 若 系 の 経 典 に お い て ⼗ 波 羅 蜜 と い う 表 現 は ⾔ 明 さ れ て

い な い が 、 ⼗ 波 羅 蜜 の 意 味 は 多 少 ⾒ え る 。 中 国 宋 代 に ⾄ っ た 際 、 法 賢 訳

『 仏 説 最 上 根 本 ⼤ 楽 ⾦ 剛 不 空 三 昧 ⼤ 教 王 経 』 は 、 ⼗ 波 羅 蜜 で あ る 布 施 ・

持 戒 ・ 忍 辱 ・ 精 進 ・ 禅 定 ・ 慧 ・ ⽅ 便 ・ 願 ・ ⼒ ・ 智 を ⽰ し て い る 。 智 顗 が

述 べ た ⼗ 波 羅 蜜 は 、『 六 ⼗ 華 厳 経 』や『 ⼤ 宝 積 経 』な ど に 依 る と 予 想 す る

こ と が で き る 3 3。智 顗 は 六 波 羅 蜜 と い う 表 現 を 使 ⽤ し な い が 、『 次 第 禅 ⾨ 』

 
3 2  『 ⼤ 智 度 論 』「 問 ⽈、是 三 昧 即 是 三 昧 ⾨ 不。答 ⽈、 三 昧 即 是 三 昧 ⾨ 。問
⽈、若 爾 者 何 以、不 但 説 三 昧、⽽ 復 説 三 昧 ⾨ 。答 ⽈、 仏 諸 三 昧 無 量 無 数、
如 虚 空 無 辺 、 菩 薩 云 何 尽 得 。 菩 薩 聞 是 ⼼ 則 退 没 、 以 是 故 仏 説 三 昧 ⾨ ⼊ ⼀
⾨ 中 摂 無 量 三 昧 。 如 牽 ⾐ ⼀ ⾓ 、 挙 ⾐ 皆 得 。 亦 如 得 蜜 蜂 王 、 餘 蜂 尽 摂 。 復
次 展 転 為 ⾨ 。 如 持 戒 清 浄 、 ⼀ ⼼ 精 進 、 初 夜 ・ 後 夜 勤 修 、 思 惟 離 五 欲 楽 、
繋 ⼼ ⼀ 処 ⾏ 是 ⽅ 便 、得 是 三 昧 。是 名 三 昧 ⾨ 。（ 中 略 ） 如 禅 波 羅 蜜 義 中 、 諸
三 昧 分 別 広 説 。 復 次 ⼫ 羅 波 羅 蜜 是 三 昧 ⾨ 。 何 以 故 、 三 ⽀ 是 仏 道 、 所 謂 戒
⽀ ・ 定 ⽀ ・ 慧 ⽀ 。 清 浄 戒 ⽀ 是 定 ⽀ ⾨ 能 ⽣ 是 定 、 定 ⽀ 能 ⽣ 慧 ⽀ 、 是 三 ⽀ 能
断 煩 悩 能 与 涅 槃 。 以 是 故 ⼫ 羅 波 羅 蜜 及 智 慧 名 三 昧 近 ⾨ 。 余 三 波 羅 蜜 雖 是
⾨ 義 名 遠 ⾨ 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 25 巻 ,  268c -269a）  
3 3  ⼤ 嶋 （ 2020 ）： 智 顗 が 述 べ た ⼗ 波 羅 蜜 は 『 ⼗ 住 経 論 』 等 の 影 響 と 想 定
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の 経 典 引 証 に 対 す る 態 度 か ら ⾒ る と 、「 禅 波 羅 蜜 の 展 開 」の 発 想 は『 般 若

経 』 と 『 ⼤ 智 度 論 』 を 基 盤 に し て い る 。  

 

第三節、⼩結  

 

 以 上 智 顗 の 『 次 第 禅 ⾨ 』 に お け る ⼆ 種 四 諦 に つ い て 考 察 し た 。 智 顗 以

前 と 、 智 顗 と 同 時 代 の 仏 教 者 が 『 瓔 珞 経 』 の 四 弘 誓 願 を 採 ⽤ し て い る こ

と は 、『 集 解 』の 諸 師 が 四 弘 誓 願 を 菩 薩 道 と 関 連 し て 説 明 し て い る こ と を

⽰ し て い る 。 そ れ に 対 し て 、 法 雲 と 吉 蔵 は 四 弘 誓 願 を 如 来 の 功 徳 と し て

理 解 し て い る 。 智 顗 は 『 集 解 』 の 諸 師 と 同 様 に 四 弘 誓 願 を 菩 薩 道 と し て

理 解 し て い る が 、 こ の 菩 薩 道 に 関 す る 意 味 内 容 を 禅 波 羅 蜜 に 反 映 さ せ て

い る 。ま た 、智 顗 は 以 前 の 先 蹤 と 同 様 に 、『 法 華 経 』の 四 句 を 四 弘 誓 願 と

し て 、『 瓔 珞 経 』の 四 諦 と 四 弘 誓 願 の 関 係 を 捉 え た 。し か し 、『 次 第 禅 ⾨ 』

に お い て 、 智 顗 は 智 顗 以 前 と 智 顗 と 同 時 代 の 仏 教 者 の ⾒ ⽅ に 対 し て 、 ⼆

乗 と 菩 薩 の 四 諦 を 区 別 す る こ と を 重 視 し て い る 。  

 智 顗 の 前 期 時 代 の 『 次 第 禅 ⾨ 』 で は 、 四 諦 の 新 し い 展 開 と し て 、 ⼆ 乗

と 菩 薩 の 区 分 を 前 提 と し た ⼆ 種 の 四 諦 解 釈 が ⾒ ら れ る 。ま た 、『 次 第 禅 ⾨ 』

で は 、 菩 薩 の 四 諦 は 、 四 弘 誓 願 を 起 き る こ と と 緊 密 な 関 係 に な る 。 こ の

よ う な 視 点 に ⽴ つ と 、 智 顗 の 後 期 時 代 で 化 法 四 教 に 配 当 す る 四 種 四 諦 に

対 し て 、『 次 第 禅 ⾨ 』に お け る 四 諦 解 釈 に は 、⼆ 乗 と 菩 薩 と い う ⼆ 種 に 区

分 さ れ る 四 諦 が ⾒ ら れ 、 智 顗 の 四 諦 解 釈 の 最 初 期 の 形 態 を 確 認 す る こ と

が で き る 3 4。  

 
さ れ る 。  
3 4  化 法 四 教 ： 蔵 教 ・ 通 教 ・ 別 教 ・ 円 教 で あ る 。 四 種 四 諦 ： ⽣ 滅 四 諦 ・ 無
⽣ 四 諦 ・ 無 量 四 諦 ・ 無 作 四 諦 で あ る 。 ⼆ 乗 の 四 諦 は ⽣ 滅 四 諦 で あ る 。 菩
薩 の 四 諦 は 、 四 種 四 諦 の 中 に す べ て ⾒ ら れ る が 、 修 ⾏ 段 階 に よ っ て 四 種
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 『 次 第 禅 ⾨ 』 の 四 諦 解 釈 で は 、 菩 薩 は 禅 中 に 四 諦 を 観 察 す る 時 、 四 弘

誓 願 を 起 さ な け れ ば な ら な い 。 さ ら に 、 四 弘 誓 願 を 実 現 し よ う と す る 菩

薩 道 を 歩 み な が ら 、 禅 波 羅 蜜 を 修 す る こ と に 帰 結 す る 。 す な わ ち 、 菩 薩

の 四 諦 は 四 弘 誓 願 を 受 け て か ら 、 菩 薩 道 で あ る 禅 波 羅 蜜 へ 展 開 す る 働 き

で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
類 を 分 け て い る 。  
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第⼆章、『法界次第』における⼆種四諦  
 

 

はじめに  

 

『 法 界 次 第 』 に お け る 「 ⼆ 種 四 諦 」 は 、『 次 第 禅 ⾨ 』以 上 に 、 智 顗 の 早

期 時 代 の 判 教 思 想 の 四 諦 解 釈 が ⾒ ら れ る 。 な ぜ な ら 、『 法 界 次 第 』 に は 、

蔵 教 ・ 通 教 ・ 別 教 ・ 円 教 と い う 化 法 四 教 に し た が っ て 、 蔵 教 ・ 通 教 と 別

教 ・ 円 教 の 「 ⼆ 種 四 諦 」 を 分 け て い る か ら で あ る 。 蔵 教 と 通 教 の 四 諦 は

有 作 四 諦 で あ り 、 別 教 と 円 教 の 四 諦 は 無 作 四 諦 で あ る 。 こ の よ う な 四 諦

説 は 智 顗 の 『 次 第 禅 ⾨ 』 の 中 に は ⾒ え な い 。 智 顗 の 後 期 著 作 に よ れ ば 、

「 四 種 四 諦 」と 化 法 四 教 の 間 は 緊 密 な 関 係 が あ る 。そ れ ゆ え 、「 ⼆ 種 四 諦 」

が 智 顗 の 早 期 判 教 の 中 で ど の よ う な 位 置 を 占 め て い る の か 、 と い う こ と

に つ い て 検 討 し な け れ ば な ら な い 。  

以 上 の よ う に 、本 章 で は 、智 顗 の 初 期 判 教 に お け る 、『 法 界 次 第 』の「 四

諦 」に 関 す る ⾒ ⽅ を 考 察 し て い く 。ま ず 、『 法 界 次 第 』は ど の よ う な 書 物

で あ る の か と い う こ と に つ い て 考 察 す る 。さ ら に 、『 法 界 次 第 』の 中 の 四

諦 に 関 す る 記 述 を 整 理 し 、 智 顗 の 初 期 判 教 の 「 ⼆ 種 四 諦 」 は 何 を 表 し て

い る の か 、 ま た 、 他 の 仏 教 概 念 に ど の よ う に 関 連 し て い る の か と い う こ

と に つ い て 検 討 す る 。  
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第⼀節、『法界次第』について  

 

智 顗 の 『 法 界 次 第 』 は 巻 上 ・ 巻 中 ・ 巻 下 の 三 巻 が あ り 、 全 称 『 法 界 次

第 初 ⾨ 』 と 呼 ば れ て い る 。『 法 界 次 第 』 は ⼀ 般 的 に 智 顗 の 『 次 第 禅 ⾨ 』 後

の 著 作 で あ る と 考 え ら れ て い る 3 5。『 法 界 次 第 』 と 『 次 第 禅 ⾨ 』 の 共 通 点

は 、『 ⼤ 智 度 論 』の 影 響 を 受 け 継 い で い る こ と で あ る 。ま た 、『 法 界 次 第 』

に ⾒ ら れ る 多 く の 仏 教 ⽤ 語 は 『 ⼤ 智 度 論 』 の 論 説 を 拠 り 所 に し て い る 。

『 次 第 禅 ⾨ 』 と の 差 異 は 、『 法 界 次 第 』 が 仏 教 辞 典 の よ う な 書 物 で あ り 、

仏 教 概 念 を 解 説 す る こ と を 主 に 重 視 し 、 修 道 実 践 の 側 ⾯ を 中 ⼼ と し て 説

明 す る こ と が 少 な い 。  

『 法 界 次 第 』を 、禅 修 の 書 物 と す る 場 合 が 多 い 3 6。し か し 、『 法 界 次 第 』

を 読 む と 、 禅 修 の 著 作 と い う よ り 、 智 顗 の 後 期 時 代 の 『 法 華 ⽞ 義 』 の よ

う な「 教 相 ⾨ 」の 書 物 で あ ろ う と 筆 者 は 考 え て い る 。前 期 時 代 の 智 顗 は 、

実 践 的 な 修 道 論 を 求 め 、 全 仏 教 の 教 え を 禅 修 指 南 の よ う な 書 物 に 整 理 し

た 。『 法 界 次 第 』 に ⾄ っ た 時 、 智 顗 の ス タ イ ル は 、実 践 禅 法 よ り 、理 論 教

法 の 整 理 に 転 換 し て い る こ と が ⾒ 受 け ら れ る 。 以 下 、 ⼆ 点 か ら 検 討 し た

い 。  

第 ⼀ に は 、『 法 界 次 第 初 ⾨ 総 序 』に よ る と 、最 初 智 顗 は 三 種 の 意 図 を 持

っ て 、七 巻 三 百 科 の『 法 界 次 第 』を 書 く 予 定 で あ っ た が 、三 巻 の み の『 法

界 次 第 』 を 書 き 上 げ た 。『 法 界 次 第 初 ⾨ 総 序 』 に は 、 以 下 の よ う に あ る 。 

 

天 台 ⼭ 修 禅 寺 の 沙 ⾨ 釈 智 顗 、 輒 に 経 に 依 り 論 に 附 し て 、 法 界 次 第

 
3 5  佐 藤 (1961 ,240 )。  
3 6  従 来 の 研 究 で は 、 智 顗 の 教 学 を 「 ⽌ 観 ⾨ 」 と 「 教 相 ⾨ 」 に 分 類 し て い
る 。『 法 界 次 第 』は 種 々 な 禅 法 に 関 す る 名 相 を 理 解 す る た め に 、智 顗 が 書
い た ⼊ ⾨ 書 で あ る 。  
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初 ⾨ 三 百 科 を 撰 し 、 裁 い て 七 巻 と 為 す 。 新 学 に 流 伝 す る に 、 略 し て

三 意 と 為 す 。 ⼀ に は 経 を 読 み 論 を 尋 ね 、 法 ⾨ を ⾒ る に 随 い て 、 名 数

に 於 い て 迷 う こ と 有 る 者 を 脱 せ し め ん が 為 な り 。 ⼆ に は 未 だ 聖 教 の

制 す る 所 、 法 ⾨ 浅 深 の 次 第 を 解 せ ざ る も の の 為 な り 。 三 に は 三 観 を

学 ぶ 者 の 為 な り 。 当 に 此 の 諸 法 の 名 相 義 理 を 以 て 、 ⼀ ⼀ に ⼼ を 歴 と

し て ⽽ も 転 作 せ ば 、 則 ち 観 解 に 礙 無 く 、 触 境 に 迷 わ ず 。 若 し ⼀ 念 ⼼

中 に 於 い て ⼀ 切 仏 法 に 通 達 せ ば 、 則 ち 三 観 は ⾃ 然 に 了 了 分 明 な り 。

故 に 此 の 三 百 科 の 名 教 を 出 だ し 、仍 当 に 名 の 下 に 略 し て 体 相 を 弁 ず 、

始 め て 三 巻 を 得 た り 3 7。  

 

 智 顗 が 『 法 界 次 第 』 を 書 い た ⽬ 的 は 三 つ で あ る 。 ま ず 、 経 典 及 び 経 典

の 注 釈 書 で あ る 論 を 読 む 際 、 様 々 な 法 ⾨ と 名 相 に 迷 っ て お り 、 こ れ ら の

迷 い を 脱 す る た め で あ る 。 第 ⼆ に 、 聖 教 （ 仏 法 ） が 所 制 す る 法 ⾨ は 深 浅

の 順 次 が あ り 、 そ の 深 浅 の 順 次 を 明 ら か に す る た め で あ る 。 第 三 に 、 空

仮 中 と い う 三 観 を 学 ぶ ⼈ の た め で あ る 。 こ の う ち 、 智 顗 は 特 に 第 三 の ⽬

的 に 重 点 を お い て 論 じ て い る 。  

 上 記 に 述 べ た 三 つ の ⽬ 的 は 、 い ず れ も 仏 教 教 理 に 対 し て 迷 わ な い よ う

に 『 法 界 次 第 』 を 書 く 。『 法 界 次 第 』 を 禅 修 の 書 物 と ⾒ 做 す こ と は 、 三 観

を 学 ぶ ⼈ の た め で あ る と い う 記 述 か ら 推 測 す る こ と が で き る 。 三 観 は 坐

禅 中 の 観 法 の ひ と つ と し て い る 。  

 
3 7  『 法 界 次 第 』「 天 台 ⼭ 修 禅 寺 沙 ⾨ 釈 智 顗 、輒 依 経 附 論 、 撰 法 界 次 第 初 ⾨
三 百 科 、 裁 為 七 巻 。 流 伝 新 学 、 略 為 三 意 。 ⼀ 為 読 経 尋 論 、 随 ⾒ 法 ⾨ 、 脱
有 迷 於 名 数 者 。 ⼆ 為 未 解 聖 教 所 制 、 法 ⾨ 浅 深 之 次 第 。 三 為 学 三 観 之 者 。
当 以 此 諸 法 名 相 義 理 、 ⼀ ⼀ 歴 ⼼ ⽽ 転 作 、 則 観 解 無 礙 、 触 境 不 迷 。 若 於 ⼀
念 ⼼ 中 通 達 ⼀ 切 仏 法 者 、 則 三 観 ⾃ 然 了 了 分 明 也 。 故 出 此 三 百 科 、 名 教 仍
当 。 名 下 略 辨 体 相 、 始 得 三 巻 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  664b5 -b13）  
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第 ⼆ に は 、智 顗 以 前 、及 び ほ と ん ど 同 じ 時 代 に 、『 法 界 次 第 』と 似 た よ

う な 著 作 が 作 ら れ て い る が 、 こ れ に つ い て 佐 藤 哲 英 ⽒ は 次 の よ う に 指 摘

し て い る 。  

 

智 顗 と ほ と ん ど 時 代 を 同 じ く し た 浄 影 慧 遠 （ 五 ⼆ 三 − 五 九 ⼆ ） の

⼤ 乗 義 章 は （ 1） 教 法 聚 三 科（ 2） 義 法 聚 六 ⼗ 科（ 3）染 法 聚 六 ⼗ 科（ 4）浄

法 聚 百 三 ⼗ 三 科 の ⼆ 百 ⼆ ⼗ ⼆ 科 が あ る が 、 述 作 の 當 初 に は （ 5） 雑 法 聚

も あ っ て 合 計 ⼆ 百 四 ⼗ 五 科 か ら な っ て い た と ⾔ わ れ る 。 こ の ⼤ 乗 義

章 は 慧 遠 が そ の ⽣ 涯 を か け て ⼼ ⾎ を 注 い だ 著 作 で あ り 、 諸 名 ⽬ を 五

分 類 し て 増 数 的 に 配 列 し 解 釋 し た も の で あ る 。 か か る 佛 教 百 科 辭 典

的 な 著 作 は 慧 遠 以 前 に も 作 ら れ た よ う で 、 續 ⾼ 僧 傳 を み る と 北 魏 の

道 辯 に は ⼩ 乗 義 章 六 巻 、 四 ⼗ 巻 が あ っ て 、 諸 經 論 の 名 ⽬ を 法 數 の 次

第 に 配 列 し て そ の 要 義 を 述 べ た も の で あ っ た ら し い か ら 、 慧 遠 の ⼤

乗 義 章 も 恐 ら く こ れ ら に 範 を と っ て 集 ⼤ 成 し た も の で は な い か 思 う 。

こ の よ う に 南 北 朝 時 代 に は 北 地 の 諸 學 者 に よ っ て ほ ぼ 同 ⼀ 類 型 の 百

科 辭 典 的 著 作 が 出 さ れ て い る が 、 智 顗 も ま た か か る 北 地 佛 教 の 影 響

を う け て 、 法 界 次 第 初 ⾨ 三 百 科 の 著 作 を 思 い ⽴ っ た の で あ ろ う 3 8。  

 

 こ の よ う に 、 佐 藤 ⽒ の 『 法 界 次 第 』 に つ い て 、 同 時 代 の 北 地 仏 教 の 影

響 を う け て い る 可 能 性 が ⾼ い こ と を 指 摘 し て い る 。 道 辯 の 『 ⼩ 乗 義 章 』

は 『 ⼤ 正 蔵 』 の 中 に 収 め ら れ て お ら ず 、 ど の よ う な 体 裁 の 著 作 か も わ か

ら な い 。 慧 遠 の 『 ⼤ 乗 義 章 』 は 、 周 知 の よ う に 、 広 く 研 究 さ れ て い る 仏

教 書 物 で あ り 、 ⼀ 般 的 に 仏 教 ⽤ 語 を 解 説 す る 論 書 と 認 め ら れ て い る 。 ま

 
3 8  佐 藤 （ 1961 ,  226）  
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た 、『 ⼤ 乗 義 章 』は 、慧 遠 の 四 宗 教 判 に よ っ て 、諸 仏 教 の 法 ⾨ を ⼤ ⼩ 乗 の

優 劣 が あ る も の と ⽰ し て い る 。 智 顗 の 『 法 界 次 第 』 に お い て も 、 常 に ⼤

⼩ 乗 法 を 区 別 し な が ら 、 諸 法 の 名 相 の 深 浅 意 味 を 解 釈 し て い る 。  

 智 顗 の 『 法 界 次 第 初 ⾨ 総 序 』 と 佐 藤 ⽒ の 記 述 に よ っ て 、 諸 法 の 名 相 を

解 釈 す る『 法 界 次 第 』を 、禅 修 の 書 物 と す る こ と は 、難 し い と 思 わ れ る 。  

 

第⼆節、『法界次第』の「四諦」について⾒⽅  

 

『 法 界 次 第 』 に お け る 四 諦 解 釈 は 、 基 本 的 に 巻 中 の 下 ・ 巻 下 の 上 の 間

に 集 め ら れ て い る 。 巻 中 の 下 ・ 巻 下 の 上 の 構 成 は 、 四 諦 ・ 四 諦 ⼗ 六 ⾏ ・

⽣ 法 ⼆ 空 ・ 三 ⼗ 七 品 ・ 三 解 脱 （ 三 三 昧 ）・ 三 無 漏 根 ・ ⼗ ⼀ 智 ・ ⼗ ⼆ 因 縁 ・

四 弘 誓 願 ・ 六 波 羅 蜜 ・ 四 依 ・ 九 種 ⼤ 禅 ・ ⼗ ⼋ 空 ・ ⼗ 喩 と い う ⼗ 四 科 が あ

る 。 そ の ⼗ 四 科 の う ち 、 四 諦 に 関 す る 名 ⽬ は 、 四 諦 ⼗ 六 ⾏ ・ ⽣ 法 ⼆ 空 ・

四 弘 誓 願 で あ る 。  

筆 者 は 三 つ の 枠 組 み で 『 法 界 次 第 』 の 四 諦 解 釈 を 整 理 し て み た い 。 第

⼀ に は 、 四 諦 に つ い て 総 説 す る 。 第 ⼆ に は 、 四 諦 ⼗ 六 ⾏ と ⽣ 法 ⼆ 空 の 関

係 を 説 明 す る 。 第 三 に は 、 四 弘 誓 願 に お け る 四 諦 を 説 明 す る 。 そ れ よ り

智 顗 の 四 諦 解 釈 が ど の よ う な 順 番 で 展 開 し て い る の か を 検 討 し て い き た

い 。  

 

１、四諦について  

 

『 法 界 次 第 』 に よ る と 、 諸 々 の 無 漏 禅 の 中 に 各 々 の 四 諦 の 観 慧 が あ る 。

四 諦 科 の 前 の 三 ⼗ ⼆ 科 に 現 れ た 「 禅 相 」 は 、「 理 」（ 深 い 真 理 ） を 隠 し て

「 事 」（ 現 象 の こ と・⽬ の 前 の こ と ）を 顕 す こ と で あ る 。こ れ ら の「 禅 相 」
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は 、す べ て 四 諦 の 観 法 を 持 っ て い る が 、「 事 」の 意 味 に よ れ ば 、様 々 な「 禅

相 」の 名 称 が ⽴ て ら れ る 3 9。「 禅 相 」の 名 称 は 、「 諦 」の 意 味 か ら ⽴ て ら れ

た も の で は な い 4 0。  

四 諦 の 本 来 の 意 味 は 、 声 聞 た ち の 聞 慧 か ら ⽣ 起 し た 四 諦 の 智 慧 で あ る 。

す な わ ち 、 四 諦 の 教 え を 通 し て 、 隠 れ て い る 深 い 真 理 を 理 解 す る こ と が

で き る 。『 法 界 次 第 』 に お い て 、 智 顗 は 「 教 」 と 「 理 」 と い う 両 ⾯ か ら 、

四 諦 の 教 え の 「 審 実 不 虚 」 の 意 味 を 説 明 す る 4 1。  

ま た 、 因 果 関 係 の 順 に よ れ ば 、 先 に 因 を ⽰ し 、 後 に 果 を ⽰ す が 、 四 諦

で は 先 に 果 を ⽰ し 、 後 に 因 を ⽰ す と い う こ と に な る 。 す な わ ち 、 四 諦 の

順 番 は 、 ⽣ 死 の 果 で あ る 苦 諦 と 出 世 間 の 果 で あ る 滅 諦 を 先 に 語 り 、 ⽣ 死

の 因 で あ る 集 諦 と 涅 槃 の 因 で あ る 道 諦 を 後 に 語 る と い う こ と で あ る 。  

智 顗 は 「 審 実 」 を 四 諦 の 諦 理 と し て い る が 、 苦 諦 ・ 集 諦 ・ 滅 諦 ・ 道 諦

に 対 す る 「 審 実 」 の 意 味 は 、 指 し て い る 内 容 が 異 な っ て い る 。  

 こ れ に 関 し 、 智 顗 は 四 諦 を ど の よ う に 理 解 し て い る の か に つ い て 検 討

す る 。  

 

苦諦について  

 

苦 と は 逼 悩 を 以 て 義 と 為 す 。 ⼀ 切 の 有 為 ⼼ ⾏ は 、 常 に 無 常 ・ 患 累

の 為 に 逼 悩 せ ら る 、 故 に 名 づ け て 苦 と 為 す 。 苦 に 三 種 有 り 、 ⼀ に は

 
3 9  前 の 三 ⼗ ⼆ 科 は 全 て「 禅 相 」で は な い 、「 戒 相 」・「 煩 悩 相 」・「 名 ⾊ 、五
陰 、 ⼗ ⼆ ⼊ 、 ⼗ ⼋ 界 」 な ど の 仏 教 「 名 数 」 も あ る 。  
4 0  『 法 界 次 第 』「 但 上 来 所 説 。諸 無 漏 禅 中 。乃 禅 禅 悉 有 四 諦 観 慧 。彼 既 明
禅 相 。 則 隠 理 顕 事 。 従 事 以 ⽴ 名 。 是 以 雖 有 四 諦 観 法 。 ⽽ 不 従 諦 得 名 。 」
（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  680a20 -a23）  
4 1  「 教 」 と 「 理 」 の 両 ⾯ に よ っ て 、 全 て の 諦 理 を 真 実 と す る 観 察 す る と
い う こ と で あ る 。  
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苦 苦 、 ⼆ に は 壊 苦 、 三 に は ⾏ 苦 な り 。 今 三 苦 を 明 か さ ば 、 別 有 り 通

有 り 。 別 と は 、 三 苦 即 ち 別 に し て 三 受 に 対 す 。 苦 受 は 苦 縁 に 従 り ⽣

ず 。情 覚 是 れ 苦 な り 。即 ち 苦 苦 な り 。楽 受 は 楽 を 壊 す 時 、苦 を ⽣ ず 。

即 ち 是 れ 壊 苦 な り 。 不 苦 不 楽 受 は 、 常 に 無 常 の た め に 遷 動 す 。 即 ち

是 れ ⾏ 苦 な り 。 若 し 三 苦 を 通 論 す れ ば 、 即 ち 三 受 は 通 じ て 三 苦 有 る

な り 。 三 受 の ⼼ は 即 ち 是 れ 苦 な り 。 通 じ て 苦 縁 に 従 り ⽣ ず る が 故 な

り 。 通 じ て 是 れ 苦 苦 な り 。 三 受 の ⼼ は 、 通 じ て 壊 相 と 為 す 。 所 壊 す

る が 故 に 通 じ て 是 れ 壊 苦 な り 。 三 受 の ⼼ は 、 通 じ て 是 れ 起 没 に し て

運 動 に し て 不 停 の 相 な り 。 故 に 通 じ て 是 れ ⾏ 苦 な り 。 若 し 三 受 の ⼼

は 、 若 し は 別 、 若 し は 通 、 こ れ 苦 な る 者 に ⾮ ざ る こ と 無 し 。 当 に 知

る べ し 、 苦 は 是 れ 審 実 に し て ⽽ も 有 る 。 故 に 諦 と 名 づ く な り 4 2。  

 

苦 諦 の 苦 に 関 し 、「 通 」 と 「 別 」 の 両 ⾯ か ら 論 じ る 場 合 が あ る 。「 通 」

と し て 論 じ る と 、苦 苦 ・ 壊 苦 ・ ⾏ 苦 と い う 三 苦 が あ る 。「 別 」 と し て 論 じ

る と 、 三 苦 は 、 苦 受 ・ 楽 受 ・ 不 苦 不 楽 と い う 三 受 に 対 応 し て 、 全 て 苦 と

い う こ と で あ る 。  

苦 諦 の 諦 理 は 、 三 苦 と 三 受 に 対 し て 、 通 と し て 論 じ て も 、 別 と し て 論

じ て も 、い ず れ も 苦 と い う こ と で あ る 。苦 の 真 実 を 求 め る も の で あ る「 審

実 」 に し た が っ て 、 苦 と い う こ と を 知 る こ と が で き る 。  

 
4 2  『 法 界 次 第 』「 苦 以 逼 悩 為 義 。 ⼀ 切 有 為 ⼼ ⾏ 。 常 為 無 常 患 累 之 所 逼 悩。
故 名 為 苦 。 苦 有 三 種 。 ⼀ 苦 苦 。 ⼆ 壊 苦 。 三 ⾏ 苦 。 今 明 三 苦 。 有 別 有 通 。
別 者 三 苦 即 別 対 三 受 。 苦 受 従 苦 縁 ⽣ 。 情 覚 是 苦 。 即 苦 苦 也 。 楽 受 。 楽 壊
時 ⽣ 苦 。 即 是 壊 苦 。 不 苦 不 楽 受 。 常 為 無 常 遷 動 。 即 是 ⾏ 苦 也 。 若 通 論 三
苦 。 則 三 受 通 有 三 苦 也 。 三 受 之 ⼼ 。 即 是 苦 。 通 従 苦 縁 ⽣ 故 。 通 是 苦 。 苦
三 受 之 ⼼ 。 通 為 壊 相 。 所 壊 故 通 是 壊 苦 也 。 三 受 之 ⼼ 。 通 是 起 没 運 動 不 停
之 相 。 故 通 是 ⾏ 苦 也 。 若 三 受 ⼼ 。 若 別 若 通 。 無 ⾮ 是 苦 者 。 当 知 苦 是 審 実
⽽ 有 。 故 名 諦 也 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  680b1 -b12）  
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集諦について  

 

集 と は 招 聚 を 以 て 義 と 為 す 。 若 し ⼼ 、 結 業 と 相 応 す れ ば 、 未 来 に

定 め て 能 く ⽣ 死 の 苦 を 招 聚 す 。 故 に 名 づ け て 集 と 為 す 。 集 に 三 種 の

業 有 り て 、 ⼀ 切 業 を 摂 す 。 ⼀ に は 不 善 業 、 即 ち ⼗ 不 善 な り 。 ⼆ に は

善 業 、即 ち ⼗ 善 な り 。 三 に は 不 動 業 、即 ち ⼗ ⼆ ⾨ 禅 な り 。（ 中 略 ）若

し 此 の 煩 悩 は 前 の 業 と 合 す れ ば 、 則 ち 未 来 に 定 め て 能 く 三 界 の 死 ⽣

苦 果 を 招 聚 す 、 即 ち 是 れ 集 諦 な り 4 3。  

 

 集 諦 の 集 は 、 ⼗ 不 善 業 ・ ⼗ 善 業 ・ 不 動 業 と い う 三 種 類 の 業 か ら な る と

い う こ と で あ る 。  

集 諦 の 諦 理 と は 三 界 に 輪 廻 す る ⽣ 死 の 因 で あ り 、 三 界 に 輪 廻 す る ⽣ 死

の 現 象 （ 果 ） を 引 き 出 す こ と が で き る 。  

 因 果 関 係 に よ れ ば 、 苦 諦 は 世 間 に 輪 廻 す る 苦 果 で あ り 、 集 諦 は 世 間 に

輪 廻 す る 原 因 で あ る 。  

 

滅諦について  

 

滅 無 を 以 て 義 と 為 す 。 結 業 は 既 に 尽 き 、 則 ち ⽣ 死 の 患 累 無 き が 故

に 名 づ け て 滅 と 為 す 。 若 し ⾒ 思 無 漏 の 真 明 を 発 し 、 三 ⼗ 四 ⼼ を 具 し

て 結 を 断 ず れ ば 、 則 ち 三 界 の 九 ⼗ ⼋ 使 、 皆 滅 す 。 煩 悩 結 使 滅 す る を

 
4 3  『 法 界 次 第 』「 集 以 招 聚 為 義 。 若 ⼼ 与 結 業 相 応 。 未 来 定 能 招 聚 ⽣ 死 之
苦。故 名 為 集 。 集 有 三 種 業 、摂 ⼀ 切 業 。 ⼀ 不 善 業 。即 ⼗ 不 善 也。 ⼆ 善 業 。
即 ⼗ 善 也 。 三 不 動 業 。 即 ⼗ ⼆ ⾨ 禅 也 。（ 中 略 ）若 此 煩 悩 与 前 業 合 。 則 未 来
定 能 招 聚 三 界 死 ⽣ 苦 果 。 即 是 集 諦 也 。（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  680b13 -b21）  



 41 

以 て の 故 に 、 三 界 の 業 も 亦 滅 す な り 。 若 し 三 界 の 業 煩 滅 す れ ば 、 即

ち 是 れ 滅 諦 な る 有 余 涅 槃 な り 。因滅するの故に果滅するなり。此の報

⾝を捨てる時、後世の苦果は永く相続せざるを、無余涅槃に⼊ると名

づく。真の滅度なり。滅の理は不虚なるが故に、名づけて諦と為す 4 4。  

 

 滅 諦 の 滅 と は 、 ⽣ 滅 が な く な る こ と を 意 味 と す る 。 煩 悩 と 業 は な く な

り 、 ⽣ 死 の 憂 患 も な く な る 。  

滅 諦 の 諦 理 に は ⼆ 種 類 あ り 、 三 界 内 の 有 余 涅 槃 の 滅 諦 と 三 界 外 の 無 余

涅 槃 の 滅 諦 で あ る 。 三 界 内 の 滅 諦 が 三 界 内 の 九 ⼗ ⼋ 使 の ⾒ 思 煩 悩 を 滅 す

と 、 三 界 内 の 業 が な く な り 、 有 余 涅 槃 に ⼊ る 。 三 界 内 の 有 余 涅 槃 に 対 し

て 、 三 界 外 の 無 余 涅 槃 の 滅 諦 が あ る 。 三 界 外 の 滅 諦 は 、 三 界 内 の ⽣ 死 と

報 ⾝ を 受 け ず 、無 余 涅 槃 の 修 ⾏ 道 に ⾏ く 。真 実 の 意 味 で の 滅 諦 の 諦 理 は 、

無 余 涅 槃 に ⼊ る こ と を 指 す 。  

 

道諦について  

 

道 は 能 通 を 以 て 義 と為す。 正 道 及 び 助 道 な り 。 是 の ⼆ は 相 扶 し て

能 く 通 じ て 涅 槃 に ⾄ る が 故 に 名 づ け て 道 と 為 す 。 正 道 と は 、 三 ⼗ 七

品 ・ 三 解 脱 ⾨ を 実 観 す 。 縁 理 の 慧 ⾏ 、 名 づ け て 正 道 と 為 す 。（ 中 略 ）

助 道 と は 、 得 解 の 観 中 の 種 々 諸 々 の 対 治 法 、 及 び 諸 々 の 禅 定 な り 。

皆 是 れ 助 道 な り 。（ 中 略 ）復 た 次 に 正 道 と は 、謂 く ⾒ 諦・⼋ 忍・⼋ 智・

 
4 4  『 法 界 次 第 』「 滅 以 滅 無 為 義 。 結 業 既 尽。則 無 ⽣ 死 之 患 累。故 名 為 滅 。
若 発 ⾒ 思 無 漏 真 明 。 具 三 ⼗ 四 ⼼ 断 結 者 。 則 三 界 九 ⼗ ⼋ 使 皆 滅 。 以 煩 悩 結
使 滅 故 。 三 界 業 亦 滅 。 若 三 界 業 煩 滅 者 。 即 是 滅 諦 有 余 涅 槃 也 。 因 滅 故 果
滅 。 捨 此 報 ⾝ 時 。 後 世 苦 果 。 永 不 相 続 。 名 ⼊ 無 余 涅 槃 。 真 滅 度 也 。 滅 理
不 虚 。 故 名 為 諦 。（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  680b22 -b28）  
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⼗ 六 ⼼ な り 。 九 無 礙 ・ 九 解 脱 ・ ⼗ ⼋ ⼼ を 思 惟 す 。 真 の 無 漏 慧 な り 。

名 づ け て 正 道 と 為 す 。其 の 余 の ⽅ 便 対 治 、諸 禅 三 昧 、及 び 三 ⼗ 七 品 、

三 解 脱 等 、 皆 是 れ 助 道 な り 。 此 の ⼆ 道 は 相 扶 し て 能 く 涅 槃 に 通 じ 、

審 実 に し て 不 虚 な り 。 即 ち 名 付 け て 道 諦 と 名 づ く な り 4 5。  

 

 道 諦 の 道 に は 正 道 と 助 道 の ⼆ 種 が あ る 。 正 道 と は 、「 理 を 縁 じ る 慧 ⾏ 」

に よ っ て 、 三 ⼗ 七 品 ・ 三 解 脱 ⾨ な ど を 観 察 す る こ と で あ る 。 助 道 と は 、

「 解 を 得 る 観 中 」 に よ っ て 、 種 々 の 対 治 法 及 び 諸 々 の 禅 定 を ⾏ う こ と で

あ る 。  

道 諦 の 諦 理 と は 、 正 道 と 助 道 に し た が っ て 涅 槃 に ⼊ る で き る こ と で あ

る 。  

『 次 第 禅 ⾨ 』と ⽐ 較 す る と 、『 法 界 次 第 』の 四 諦 解 釈 で は 、苦 諦・集 諦・

滅 諦・道 諦 に 対 応 す る 具 体 的 な 意 味 内 容 が あ り 、明 確 に 説 明 さ れ て お り 、

智 顗 独 ⾃ の 分 類 法 が ⾒ ら れ る 。 特 に 滅 諦 に つ い て は 、 三 界 内 の 有 余 涅 槃

と 対 ⽐ さ せ 、 三 界 外 の 無 余 涅 槃 を 展 開 し て い る 。 智 顗 は 『 次 第 禅 ⾨ 』 に

お い て 、⼆ 乗 と 菩 薩 の 四 諦 を 区 別 す る 態 度 を 明 確 に し て い る 。『 次 第 禅 ⾨ 』

の 四 諦 は 、 ⼆ 乗 と 菩 薩 に 対 し て 、 三 界 内 外 の 教 え が あ る こ と を 指 摘 し て

い る 。 こ こ で 、 三 界 外 の 教 え が 何 で あ る か を 智 顗 は ⽰ し て い な い が 、 こ

の 時 期 の 智 顗 は 、 三 界 内 外 の ⾒ 解 を も っ て い る 。  

従 来 、 四 諦 に ⾔ 及 す る 際 、 四 諦 ⼗ 六 ⾏ を 四 諦 の 基 礎 的 な 意 味 と し て ⾔

 
4 5  『 法 界 次 第 』「 道 以 能 通 為 義 。 正 道 及 助 道 。是 ⼆ 相 扶 能 通 ⾄ 涅 槃 。故 名
為 道 。 正 道 者 、 実 観 三 ⼗ 七 品 ・ 三 解 脱 ⾨ 。 縁 理 慧 ⾏ 、 名 為 正 道 。（ 中 略 ）
助 道 者 、 得 解 観 中 、 種 種 諸 対 治 法 。 及 諸 禅 定 。皆 是 助 道 。（ 中 略 ）復 次 正
道 者 、 謂 ⾒ 諦 ・ ⼋ 忍 ・ ⼋ 智 ・ ⼗ 六 ⼼ 。 思 惟 九 無 礙 ・ 九 解 脱 ・ ⼗ ⼋ ⼼ 。 真
無 漏 慧 。 名 為 正 道 。 其 余 ⽅ 便 対 治 。 諸 禅 三 昧 。 及 三 ⼗ 七 品 。 三 解 脱 等 。
皆 是 助 道 。 此 ⼆ 道 相 扶 能 通 涅 槃 。 審 実 不 虚 。 即 名 道 諦 也 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』
46 巻 ,  680b29 - c9）  
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わ れ る こ と が 多 い 。『 法 界 次 第 』の 中 で 、智 顗 も 同 様 に 四 諦 ⼗ 六 ⾏ を 説 明

し て い る 。 し か し 、 四 諦 ⼗ 六 ⾏ に つ い て 、 智 顗 は 基 本 的 な 初 期 仏 教 の 四

諦 ⼗ 六 ⾏ の 意 味 に 沿 っ て 解 釈 し て お り 、 智 顗 独 ⾃ の 考 え ⽅ は ⾒ 出 さ れ な

い 。  

ま た 、 智 顗 は 四 諦 ⼗ 六 ⾏ に つ い て 述 べ た 後 、 四 諦 ⼗ 六 ⾏ を ⽤ い て ⽣ 法

⼆ 空 を 解 釈 し て い る が 、 そ こ で は 智 顗 の 考 え ⽅ が ⾒ ら れ る 。 つ ぎ に 、 四

諦 ⼗ 六 ⾏ と ⽣ 法 ⼆ 空 の 関 係 を 考 察 す る 。  

 

２、四諦⼗六⾏と⽣法⼆空の関係について  

 

四 諦 ⼗ 六 ⾏ に 関 し 、 苦 諦 に は 無 常 ・ 苦 ・ 空 ・ 無 我 と い う 四 つ の 意 味 が

あ り 4 6、集 諦 に は 集・因・縁・⽣ と い う 四 つ の 意 味 が あ り 4 7、滅 諦 に は 尽・

滅 ・ 妙 ・離 と い う 四 つ の 意 味 が あ り 4 8、道 諦 に は 道 ・ 正 ・跡・ 乗 と い う 四

つ の 意 味 が あ る 4 9。 ⽣ 法 ⼆ 空 と は 、 衆 ⽣ 空 と 法 空 と い う こ と で あ る 。  

 『 法 界 次 第 』 に お い て 、 智 顗 は 四 諦 ⼗ 六 ⾏ に あ っ て 、 ⽣ 法 ⼆ 空 を 弁 別

 
4 6  『 法 界 次 第 』「 苦 諦 下 四 ⾏。⼀ 無 常 ⾏ 者、観 五 受 陰、因 縁 ⽣、新 新 ⽣ 滅。
故 無 常 也 。 ⼆ 苦 ⾏ 者 、 観 五 受 陰 、 若 無 常 即 是 苦 、 為 無 常 之 所 逼 也 。 三 空
⾏ 者 、 観 五 受 陰 、 ⼀ 相 異 相 無 故 、 空 即 是 空 。 四 無 我 者 、 観 五 受 陰 中 、 我
我 所 法 不 可 得 故 無 相 、 是 為 無 我 ⾏ 也 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  680c23 - c28 ） 
4 7  『 法 界 次 第 』「 集 諦 下 四 ⾏ 。 ⼀ 集 ⾏ 者、観 煩 悩 有 漏 累 和 合、能 招 苦 果、
故 名 集 ⾏ 。 ⼆ 因 ⾏ 者 、 観 六 因 ⽣ 苦 果 、 故 名 因 ⾏ 。 三 縁 ⾏ 者 、 観 四 縁 ⽣ 苦
果 故 名 縁 ⾏ 。 四 ⽣ ⾏ 者 、 還 受 後 有 五 陰 、 故 名 ⽣ ⾏ 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  
680c29 -681a3）  
4 8  『 法 界 次 第 』「 滅 諦 下 四 ⾏ 。 ⼀ 尽 ⾏ 者、観 涅 槃 種 種 苦 尽 故 名 尽。 ⼆ 滅 ⾏
者 、 観 涅 槃 諸 煩 悩 ⽕ 滅 故 名 滅 。 三 妙 ⾏ 者 、 涅 槃 ⼀ 切 中 第 ⼀ 故 名 妙 。 四 出
⾏ 者、観 涅 槃 離 世 間 ⽣ 死 法 故、名 為 出 也。 」（『 ⼤ 正 蔵 』46 巻 ,  681a4 -a7）  
4 9  『 法 界 次 第 』「 道 諦 下 四 ⾏ 。 ⼀ 道 ⾏ 者、観 五 不 受 陰・ 三 ⼗ 七 品 等 道 、能
通 ⾄ 涅 槃、名 道。⼆ 正 ⾏ 者、観 五 不 受 陰 三 ⼗ 七 品 等 道、⾮ 顛 倒 法 故 名 正。
三 跡 ⾏ 者 、 観 三 ⼗ 七 品 等 道 、 是 ⼀ 切 聖 ⼈ 去 処 故 名 跡 。 四 乗 ⾏ 者 、 観 三 ⼗
七 品 等 道 、 能 運 ⾏ ⼈ 、 必 ⾄ 三 解 脱 、 愛 ⾒ 等 煩 悩 不 能 遮 故 名 乗 。 」（『 ⼤ 正
蔵 』 46 巻 ,  681a8 -a13）  
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し て い る 。 詳 細 的 な 内 容 は 次 の 通 り で あ る 。  

 

次 に 四 諦 ⼗ 六 ⾏ 、 ⽽ も ⽣ 法 ⼆ 空 を 弁 ず れ ば 、 正 に 声 聞 の ⼈ を 明 か

す 。 三 蔵 教 ⾨ に 通 じ て 道 に ⼊ る と 云 う と 雖 も 、 ⽽ も 三 蔵 教 ⾨ 、 既 に

⼆ 空 の 不 同 有 り 。 故 に 知 り ぬ 四 諦 ⼗ 六 ⾏ を 修 す る と は 、 亦 た 応 に 別

有 る べ し 。 是 を 以 て 毘 曇 は 有 を ⾒ て 道 を 得 。 成 実 は 空 を 証 し て 聖 を

成 す 。此 れ 皆 ⼆ 空 教 ⾨ に 約 し て 、斯 の 異 有 る な り 。今 分 別 す る 為 に 、

四 諦 ⼗ 六 ⾏ を 修 す る こ と 不 同 の 故 な り 5 0。  

 

四 諦 ⼗ 六 ⾏ は 、 声 聞 に 対 し て 明 ら か に す る こ と で あ る 。 智 顗 の 教 相 判

釈 の 中 で は 、 声 聞 が 三 蔵 教 ⾨ の 主 体 で あ る 。 三 蔵 教 ⾨ の 声 聞 の ⼆ 空 は 同

様 で は な い か ら 、 四 諦 ⼗ 六 ⾏ を 修 す る こ と も 異 な っ て い る 。 そ れ ゆ え 、

毘 曇 の ⼈ は 四 諦 法 を 観 察 し て 、「 法 有 」を さ と る 。成 実 論 の ⼈ は 、四 諦 ⼗

六 ⾏ の 空 ⾏ を 観 察 し て 衆 ⽣ 空 を さ と り 、 四 諦 ⼗ 六 ⾏ の 無 我 ⾏ を 観 察 し て

法 空 を さ と る 5 1。  

で は 、 智 顗 は ⼆ 空 を ど の よ う に 理 解 し て い る の で あ ろ う か 。  

 
5 0  『 法 界 次 第 』「 次 四 諦 ⼗ 六 ⾏ ⽽ 弁 ⽣ 法 ⼆ 空 者。 正 明 声 聞 之 ⼈。雖 云 通 於
三 蔵 教 ⾨ ⼊ 道 。 ⽽ 三 蔵 教 ⾨ 。 既 有 ⼆ 空 不 同 。 故 知 修 四 諦 ⼗ 六 ⾏ 者 。 亦 応
有 別 。 是 以 。 毘 曇 ⾒ 有 得 道 。 成 実 証 空 成 聖 。 此 皆 約 ⼆ 空 教 ⾨ 。 有 斯 之 異
也。今 為 分 別 。修 四 諦 ⼗ 六 ⾏ 者 不 同 故 。」（『 ⼤ 正 蔵 』46 巻 ,  681a16 -a21）  
5 1  「 毘 曇 ⾒ 有 得 道 」 に は 、毘 曇 が ⼩ 乗 有 宗 を 指 し て い る 。毘 曇 の ⼈ は 三
世 実 有 を 主 張 し て い る 、⼀ 切 法 で 性 が 有 る こ と を 提 唱 し て い る 。「 有 」は
四 諦 法 で あ り 、毘 曇 の ⼈ が 四 諦 法 を 修 し て 四 果 聖 位 に ⼊ る 。「 成 実 証 空 成
聖 」 に は 浄 影 慧 遠 の 『 ⼤ 乗 義 章 』 に よ る と 、 成 実 法 の 中 に 、 衆 ⽣ 空 が 空
と い う こ と で あ り 、 法 体 空 が 無 我 と い う こ と で あ り 、 衆 ⽣ 空 を 観 察 す る
こ と が 空 ⾏ と い う こ と で あ り 、法 空 を 観 察 す る こ と が 無 我 ⾏ で あ る 。（『 ⼤
正 蔵 』44 巻 ,  485b）ま た 、吉 蔵 の『 三 論 ⽞ 義 』の 中 に も 、成 実 の 宗 は「 四
諦 建 章 、 五 聚 明 義 」 と 記 し て い る 。（『 ⼤ 正 蔵 』 45 巻 ,  3b） 智 顗 の 著 作 で
多 く の 場 合 は「 毘 曇 ⾒ 有 得 道 。成 実 証 空 成 聖 」と い う 説 を 批 判 し て い る 、
こ れ に つ い て の 詳 し く 説 明 が ⾒ ら れ な い 。  
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⼀ に は 衆 ⽣ 空 、 若 し ⽣ 死 の 苦 果 を 観 じ て 、 但 だ 名 ⾊ を ⾒ る 。 陰 ⼊

界 の 実 法 、 因 縁 に 従 り ⽣ じ て 新 々 に ⽣ 滅 す 。 是 れ 実 法 中 の 空 な り 。

我 ・ ⼈ ・ 衆 ⽣ ・ 寿 者 等 無 し 。 ⼗ 六 知 ⾒ は ⻲ ⽑ 兎 ⾓ の 如 く 畢 竟 し て 不

可 得 な り 。 是 れ を 衆 ⽣ 空 と 為 す な り 5 2。  

⼆ に は 法 空 、 若 し ⽣ 死 の 苦 果 を 観 じ て 、 但 だ 我 ・ ⼈ ・ 衆 ⽣ 等 に ⾮

ず 。 ⼗ 六 知 ⾒ は 空 に し て 、 ⻲ ⽑ 兎 ⾓ の 如 く 不 可 得 な り 。 是 の 中 の 名

⾊ ・ 陰 ⼊ 界 の 異 法 、 ⼀ ⼀ に 分 別 し て 、 推 析 し て 破 壊 し 、 乃 ⾄ 微 塵 刹

那 、分 分 に 細 か く 検 す 。皆 悉 く 空 無 所 有 な る を 、即 ち 法 空 と 名 づ く 。

是 れ 声 聞 ⼈ の 経 に 明 か す 法 空 相 と 為 す 。 若 し 摩 訶 衍 の 中 に 法 空 を 弁

ず れ ば 、 諸 法 は 夢 幻 の 如 く 、 本 来 ⾃ ら 空 な り 。 推 析 破 壊 を 以 て せ ざ

る が 故 に 空 な り 5 3。  

 

智 顗 の 衆 ⽣ 空 で は 、 ⽣ 死 の 苦 果 を 観 察 し て 、 名 ⾊ を ⾒ る こ と の み が 得

ら れ る 。 陰 ⼊ 界 な ど の 実 法 は 、 因 縁 ⽣ 滅 か ら ⽣ 起 し て く る の で 、 実 法 も

空 で あ り 、 我 ・ ⼈ ・ 衆 ⽣ ・ 寿 者 な ど の 相 も な く な る 。 実 法 に 対 し て 起 こ

し た ⼗ 六 知 ⾒ は 、 ⻲ ⽑ 兎 ⾓ の よ う に 存 在 し て い な い も の と 同 じ で あ る か

ら 、 不 可 得 で あ る 。  

智 顗 の 法 空 で は 、 ⽣ 死 の 苦 果 を 観 察 し て 、 我 ・ ⼈ ・ 衆 ⽣ ・ 寿 者 な ど の

 
5 2  『 法 界 次 第 』「 ⼀ 衆 ⽣ 空 。若 観 ⽣ 死 苦 果。但 ⾒ 名 ⾊。陰 ⼊ 界 実 法 。従 因
縁 ⽣ 。 新 新 ⽣ 滅 。 是 実 法 中 空 。 無 我 ⼈ 衆 ⽣ 寿 者 等 。 ⼗ 六 知 ⾒ 。 如 ⻲ ⽑ 兎
⾓ 畢 竟 不 可 得 。 是 為 衆 ⽣ 空 也 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  681a24 -a27）  
5 3  『 法 界 次 第 』「 ⼆ 法 空 。若 観 ⽣ 死 苦 果。⾮ 但 我 ⼈ 衆 ⽣ 等。 ⼗ 六 知 ⾒ 空 。
如 ⻲ ⽑ 兎 ⾓ 不 可 得 。 是 中 名 ⾊ 陰 ⼊ 界 異 法 。 ⼀ ⼀ 分 別 。 推 析 破 壊 。 乃 ⾄ 微
塵 刹 那 。 分 分 細 検 。 皆 悉 空 無 所 有 。 即 名 法 空 。 是 為 声 聞 ⼈ 経 明 法 空 相 。
若 摩 訶 衍 中 弁 法 空 者 。 諸 法 如 夢 幻 。 本 来 ⾃ 空 。 不 以 推 析 破 壊 故 空 也 。 」
（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  681a28 -b5）  
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相 が な い だ け で は な く 、 ⼗ 六 知 ⾒ も 空 と い う こ と で あ る 。 ⻲ ⽑ 兎 ⾓ の よ

う に 存 在 し て い な い も の と 同 様 に 不 可 得 で あ る 。 ま た 、 名 ⾊ ・ 陰 ⼊ 界 な

ど 異 な る 法 を ⼀ 々 に 分 別 し て 、 微 塵 刹 那 の 程 度 ま で に 深 く 検 討 し て 、 全

て 「 空 無 所 有 」 を さ と る 。 こ れ は 、 声 聞 の 法 空 相 で あ る 。  

さ ら に 、 智 顗 は 声 聞 の 法 空 を 述 べ 終 わ っ た 後 、 ⼤ 乗 の 法 空 に ⾔ 及 し て

い る 。 ⼤ 乗 の 法 空 は 、 諸 法 が 夢 ・ 幻 で あ る よ う に 、 本 来 は 空 の 状 態 で あ

る 。⼀ 々 に 分 析 し な く て も 、本 来 的 に 存 在 し て い な い と い う こ と で あ る 。  

 こ こ に お い て 、智 顗 の 衆 ⽣ 空 は 、名 ⾊・陰 ⼊ 界 な ど の 実 法 を 観 察 し て 、

空 と い う こ と を 獲 得 す る 。 智 顗 の 法 空 は 、 名 ⾊ ・ 陰 ⼊ 界 な ど の 実 法 が 本

来 よ り そ の ま ま 空 で あ る 5 4。さ ら に 、智 顗 は 法 空 に お い て 、⼆ 乗 と ⼤ 乗 の

法 空 を 明 確 に 区 分 し て い る 。 智 顗 に は 「 析 空 観 」 と 「 体 空 観 」 と い う 考

え が あ る 。「 析 空 観 」 は 分 析 法 か ら 得 ら れ る 空 観 で あ る 。「 体 空 観 」 は 、

分 析 と 推 測 と い う ⼿ 段 を 使 わ ず に 、 諸 法 が そ の ま ま 空 の 状 態 と い う こ と

が わ か る 空 観 で あ る 。『 次 第 禅 ⾨ 』と『 法 界 次 第 』の 中 に は 、い ず れ も「 析

空 観 」と「 体 空 観 」の ⽤ 例 は な い 。し か し 、『 法 界 次 第 』の 法 空 に お い て 、

⼆ 乗 と ⼤ 乗 の 法 空 の 意 味 は そ れ ぞ れ 「 析 空 観 」 と 「 体 空 観 」 の 意 味 に 対

応 さ せ る こ と が で き る 。 す な わ ち 、『 法 界 次 第 』 に お い て 智 顗 は 、「 析 空

観 」 と 「 体 空 観 」 と い う 概 念 を ⽴ て て い な い が 、「 析 空 観 」 と 「 体 空 観 」

を 意 味 す る 考 え が 完 全 に で き て い る 。こ れ に よ っ て 、智 顗 の ⼤ 乗 法 空 は 、

菩 薩 の 「 体 空 観 」 と 認 め ら れ る 。  

 
5 4  『 法 華 ⽞ 義 』に お け る 七 種 ⼆ 諦 の 実 有 ⼆ 諦 に つ い て い る 時 、智 顗 が『 ⼤
品 般 若 経 』「 ⾊ を 空 ず る と ⾊ は 空 で あ る 。以 て 俗 を 滅 す が 故 に 、謂 く 、空
⾊ と 為 す 。 ⾊ を 滅 せ ず の 故 に 、 謂 く 、 ⾊ 空 と 為 す 。 病 中 に 薬 無 し 、 ⽂ 字
中 に 菩 提 無 し 。」の 経 ⽂ に 基 づ い て 、名 ⾊・陰 ⼊ 界 な ど の 実 法 を 俗 諦 と 認
め て い る 。名 ⾊・陰 ⼊ 界 な ど の 実 法 が 滅 す こ と を 真 諦 と 認 め て い る 。（『 ⼤
正 蔵 』 33 巻 ,  702c）  
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 智 顗 の ⼤ 乗 法 空 で あ る 菩 薩 の 「 体 空 観 」 は 、 智 顗 の 化 法 四 教 の 中 で 、

重 要 な 役 割 を 占 め て い る 。 な ぜ な ら 、 三 蔵 教 以 外 の 通 教 ・ 別 教 ・ 円 教 の

教 え は 、 す べ て 菩 薩 の 「 体 空 観 」 と い う 前 提 条 件 を ⽴ て た 後 、 展 開 し た

教 え だ か ら で あ る 。 す な わ ち 、 菩 薩 の 「 体 空 観 」 が わ か ら な け れ ば 、 後

の 教 ・ 別 教 ・ 円 教 の 教 え が 語 ら れ な い 。  

 そ れ で は 、化 法 四 教 の 四 諦 に お い て 、『 法 界 次 第 』に 沿 っ て さ ら に 検 討

し よ う 。  

 

３、四弘誓願における四諦  

 

 上 記 の 四 諦 と 四 諦 ⼗ 六 ⾏ は 、 声 聞 と い う 修 ⾏ 者 に 対 し て 説 か れ た 四 諦

の 教 え で あ る 。 今 、 菩 薩 ・ 仏 の た め の 、 四 弘 誓 願 に 配 当 す る 四 諦 を 説 明

す る 。 こ の 箇 所 で 智 顗 は 化 法 四 教 と 四 諦 の 関 係 を 述 べ て い る 。 四 弘 誓 願

と 関 連 づ け な が ら 菩 薩 の 四 諦 を 説 く こ と は 、『 法 界 次 第 』の 特 徴 で は な く 、

『 次 第 禅 ⾨ 』 の 中 で 、 智 顗 は 同 様 に 語 っ て い る 。 し か し 、『 次 第 禅 ⾨ 』 よ

り 『 法 界 次 第 』 に お い て 、 四 諦 と 四 弘 誓 願 及 び 化 法 四 教 と の 関 係 が 的 確

に 説 明 さ れ て い る 。  

 

・四諦と四弘誓願の関係  

 

 四 弘 誓 願 に 四 諦 を 配 当 す る こ と は 、 本 来 『 菩 薩 瓔 珞 本 業 経 』 の 教 え で

あ る 。 こ の 配 当 の 仕 ⽅ は 、 智 顗 以 前 の 『 ⼤ 般 涅 槃 経 集 解 』 の 宝 亮 と 、 智

顗 後 の 吉 蔵 が い ず れ も ⾃ ⾝ の 書 物 の 中 で 扱 っ て い る た め 、 本 論 の 第 ⼀ 章

で 検 討 し た よ う に 、 当 時 の 仏 教 学 者 た ち が 認 め て い た こ と と ⾔ え る 。 そ

こ で 智 顗 は ど の よ う に 考 え て い る の で あ ろ う か 。 以 下 の よ う に 考 察 し て
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い く 。  

 

⼀ に 未 だ 度 せ ざ る 者 を 度 せ し む 、 此 の 弘 誓 は 苦 諦 に 縁 り て 起 る 。

故 に 『 瓔 珞 』 に 云 く 、 未 だ 苦 諦 を 度 せ ざ る も の に 苦 諦 を 度 せ し む 。

今 苦 を 明 か さ ば 即 ち 是 れ ⽣ 死 な り 。 ⽣ 死 に ⼆ 種 有 り 。 ⼀ に は 分 段 ⽣

死 な り 。謂 く 六 道 の 衆 ⽣ 禀 け る 所 の 陰 ⼊ 界 ⾝ な り 。果 報 既 に 粗 な り 。

形 質 分 段 有 る の 成 壊 な り 。 ⼆ に は 変 易 ⽣ 死 な り 。 謂 く 羅 漢 辟 ⽀ 及 び

⼤ ⼒ 菩 薩 、 三 種 の 意 ⽣ ⾝ な り 。 分 段 の 粗 報 無 し と 雖 も 。 猶 お 細 微 の

因 転 果 移 有 り て 、 変 易 ⽣ 滅 の 所 遷 な り 。 若 し ⼀ 切 未 だ ⼆ 種 ⽣ 死 の 苦

を 度 せ ざ れ ば 、 菩 薩 発 ⼼ し て 、 度 を 得 せ し め ん と 願 う 。 故 に 未 だ 度

せ ざ る 者 を 度 せ し む と 云 う な り 5 5。  

 

 第 ⼀ の 「 未 度 者 令 度 」 と い う 弘 誓 は 、 苦 諦 を め ぐ っ て 起 こ し た 誓 願 で

あ る 。『 瓔 珞 経 』 に 「 未 度 苦 諦 令 度 苦 諦 」 と 説 か れ て い る 。苦 諦 の 苦 は ⽣

死 す る こ と を 指 し て い る 。 ⽣ 死 に は 分 段 ⽣ 死 と 変 易 ⽣ 死 と い う ⼆ 種 類 が

あ る 。分 段 ⽣ 死 は 六 道 衆 ⽣ の ⽣ 死 で あ る 。六 道 衆 ⽣ の ⽣ 死 状 態 は ⾁ 体（ 陰

⼊ ⾝ ） を 持 ち 、 優 れ て い な い 果 報 を 持 っ て い る 。 変 易 ⽣ 死 は 阿 羅 漢 ・ 辟

⽀ 仏 ・ ⼤ ⼒ 菩 薩 の こ と で あ る 。 阿 羅 漢 ・ 辟 ⽀ 仏 ・ ⼤ ⼒ 菩 薩 は 、 三 種 意 ⽣

⾝ を 持 ち 、 分 段 ⽣ 死 の 優 れ て い な い 果 報 は な く な っ た が 、 細 微 な 因 果 及

び 変 易 の ⽣ 滅 法 は 破 れ て い な い 。 こ の ⼆ 種 類 の ⽣ 死 の 苦 に 対 し て 、 菩 薩

 
5 5  『 法 界 次 第 』「 ⼀ 未 度 者 令 度 、 此 弘 誓 縁 苦 諦 ⽽ 起 。 故『 瓔 珞 』云 、 未 度
苦 諦 令 度 苦 諦 。 今 明 苦 者 即 是 ⽣ 死 也 。 ⽣ 死 有 ⼆ 種 。 ⼀ 分 段 ⽣ 死 。 謂 六 道
衆 ⽣ 所 禀 陰 ⼊ 界 ⾝ 。 果 報 既 粗 。 有 形 質 分 段 之 成 壊 也 。 ⼆ 変 易 ⽣ 死 。 謂 羅
漢 辟 ⽀ 及 ⼤ ⼒ 菩 薩 。 三 種 意 ⽣ ⾝ 。 雖 無 分 段 粗 報 。 猶 有 細 微 因 転 果 移 。 変
易 ⽣ 滅 之 所 遷 也 。 若 ⼀ 切 未 度 ⼆ 種 ⽣ 死 苦 者 、 菩 薩 発 ⼼ 、 願 令 得 度 故 云 未
度 者 令 度 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  685c5 - c13）  
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は 、「 未 度 者 令 度 」 と い う 誓 願 を 起 こ す 。  

 

⼆ に 未 だ 解 せ ざ る 者 を 解 せ し む 、 此 の 弘 誓 は 集 諦 に 縁 り て 起 る 。

故 に『 瓔 珞 経 』に 云 く 、未 だ 集 諦 を 解 せ ざ る も の に 集 諦 を 解 せ し む 。

今 集 を 明 か さ ば 即 ち 是 れ 煩 悩 の潤業 な り 。 能 く ⽣ 死 を 招 聚 す 。 煩 悩

潤業 に ⼆ 種 有 り 。⼀ に は 四 住 地 の 煩 悩 な り 。分 段 ⽣ 死 の 業 を潤わ す 。

能 く 分 段 ⽣ 死 の 苦 果 を 招 集 す る な り 。 ⼆ に は 無 明 住 地 の 煩 悩 な り 。

変 易 ⽣ 死 の 業 を潤わ せ 、 能 く 変 易 ⽣ 死 の 苦 果 を 招 聚 す る な り 。 若 し

⼀ 切 未 だ 此 の ⼆ 種 の 集 を 解 せ ざ れ ば 、 菩 薩 発 ⼼ し て 、 解 を 得 せ し め

ん と 願 う 。 故 に 未 だ 解 せ ざ る 者 を 解 せ し む と 云 う な り 5 6。  

 

 第 ⼆ の 「 未 解 者 令 解 」 と い う 弘 誓 は 、 集 諦 を め ぐ っ て 起 こ し た 誓 願 で

あ る 。『 瓔 珞 経 』 に 「 未 解 集 諦 令 解 集 諦 。」 と 説 か れ て い る 。 集 諦 の 集 は

⽣ 死 す る こ と を 招 き寄せ る 煩 悩 業 で あ る 。 煩 悩 業 に は 四 住 地 煩 悩 と 無 明

住 地 煩 悩 と い う ⼆ 種 類 が あ る 。 四 住 地 煩 悩 は 分 段 ⽣ 死 の 苦 果 を 招 き寄せ

る 煩 悩 業 で あ る 。 無 明 住 地 煩 悩 は 変 易 ⽣ 死 の 苦 果 を 招 き寄せ る 煩 悩 業 で

あ る 。こ の ⼆ 種 類 の 煩 悩 業 に 対 し て 、菩 薩 は 、「 未 解 者 令 解 」と い う 誓 願

を 起 こ す 。  

 

三 に 未 だ 安 ん ぜ ざ る 者 を 安 ん ぜ し む 、 此 の 弘 誓 は 道 諦 に 縁 り て 起

る 。 故 に 『 瓔 珞 』 に 云 く 、 未 だ 道 諦 を 安 ん ぜ ざ る も の に 道 諦 を 安 ん

 
5 6  『 法 界 次 第 』「 ⼆ 未 解 者 令 解 、 此 弘 誓 縁 集 諦 ⽽ 起 。 故『 瓔 珞 経 』云 、 未
解 集 諦 令 解 集 諦。今 明 集 者 即 是 煩 悩潤業。能 招 聚 ⽣ 死。煩 悩潤業 有 ⼆ 種。
⼀ 四 住 地 煩 悩。潤分 段 ⽣ 死 業。能 招 集 分 段 ⽣ 死 苦 果 也。⼆ 無 明 住 地 煩 悩。
潤変 易 ⽣ 死 業 、 能 招 聚 変 易 ⽣ 死 苦 果 也 。 若 ⼀ 切 未 解 此 ⼆ 種 集 者 、 菩 薩 発
⼼ 、 願 令 得 解 。 故 云 未 解 者 令 解 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  685c14 - c21）  
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ぜ し む 。今 道 諦 を 明 か さ ば 即 ち 是 れ 能 く 涅 槃 の 正 助 道 に 通 ず る な り 。

⼆ 種 の 正 助 道 有 り 。⼀ に は 偏 に 真 諦 に 縁 り て 、正 助 道 を 修 す る な り 。

此 の 道 は 但 だ ⼩乘の 尽 苦 の 涅 槃 に ⾄ る こ と 得 。 ⼆ に は 正 し く 中 道 実

相 に 縁 り て 、 正 助 道 を 修 す る な り 。 此 の 道 は 能 く ⼤乘⼤ 般 涅 槃 に到

る な り 。 若 し ⼀ 切 未 だ 此 の ⼆ 種 道 に 安 ん ぜ ざ れ ば 、 菩 薩 発 ⼼ し て 、

安 ん ず る こ と を 得 せ し め ん と 願 う 。 故 に 未 だ 道 を 安 ん ぜ ざ る 者 を 安

ん ぜ し む と 云 う な り 5 7。  

 

 第 三 の 「 未 安 者 令 安 」 と い う 弘 誓 は 、 道 諦 を め ぐ っ て 起 こ し た 誓 願 で

あ る 。『 瓔 珞 経 』 に 「 未 安 道 諦 令 安 道 諦 」 と 説 か れ て い る 。 道 諦 の 道 は 涅

槃 に ⾄ る た め の も の で あ り 、 修 道 ⽅ 法 で あ る 正 道 と 助 道 と い う こ と で あ

る 。 こ の 正 道 と 助 道 に は 、 真 諦 を 辺 縁 し た 正 道 と 助 道 、 中 道 実 相 を 正 縁

し た 正 道 と 助 道 と い う ⼆ 種 類 が あ る 。 真 諦 を 辺 縁 し た 正 道 と 助 道 に よ っ

て 、 苦 し み が な く な る ⼩ 乗 （ ⼆ 乗 ） の 涅 槃 に ⾄ る こ と が で き る 。 中 道 実

相 を 正 縁 し た 正 道 と 助 道 に よ っ て 、⼤ 乗 の ⼤ 般 涅 槃 に ⾄ る こ と が で き る 。

こ の ⼆ 種 類 の 正 道 と 助 道 に 対 し て 、菩 薩 は 、「 未 安 道 者 令 安 」と い う 誓 願

を 起 こ す 。  

 

四 に 未 だ 涅 槃 せ ざ る 者 に 涅 槃 を 得 せ し む 、 此 の 弘 誓 は 滅 諦 に 縁 り

て 起 る 。 故 に 『 瓔 珞 経 』 に 云 く 、 未 だ 滅 諦 を 得 ざ る も の に 滅 諦 を 得

せ し む 。今 滅 諦 を 明 か さ ば 即 ち 是 れ 業 煩 悩 の 滅 、⽣ 死 苦 果 の 滅 な り 。

 
5 7  『 法 界 次 第 』「 三 未 安 者 令 安 、 此 弘 誓 縁 道 諦 ⽽ 起 。 故『 瓔 珞 経 』云 、 未
安 道 諦 令 安 道 諦 。 今 明 即 是 能 通 涅 槃 之 正 助 道 也 。 有 ⼆ 種 正 助 道 。 ⼀ 偏 縁
真 諦、修 正 助 道。此 道 但 得 ⾄ ⼩乘尽 苦 涅 槃。⼆ 正 縁 中 道 実 相、修 正 助 道。
此 道 能到⼤ 乗 ⼤ 般 涅 槃 。 若 ⼀ 切 未 安 此 ⼆ 種 道 者 、 菩 薩 発 ⼼ 、 願 令 得 安 。
故 云 未 安 道 者 令 安 也 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  685c22 - c28）  
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⼆ 種 の 業 煩 悩 ⽣ 死 有 り 。 ⼀ に は 分 段 ⽣ 死 の 業 な り 。 四 住 地 の 煩 悩 滅

す れ ば 、則 ち 分 段 ⽣ 死 の 苦 果 滅 す る な り 。即 ち ⼆ 乗 所 得 の 滅 諦 な り 。

⼆ に は 変 易 ⽣ 死 の 業 な り 。 無 明 住 地 の 煩 悩 滅 す れ ば 、 即 ち 変 易 ⽣ 死

の 苦 果 滅 す る な り 。 諸 仏 及 び ⼤ 菩 薩 の 所 得 の 不 共 究 竟 の 滅 諦 な り 。

若 し ⼀ 切 未 だ 此 の ⼆ 種 の 滅 諦 を 得 さ れ ば 、 菩 薩 発 ⼼ し て 、 滅 を 得 せ

し め ん と 願 う 。 故 に 未 だ 涅 槃 を 得 ざ る 者 に 涅 槃 を 得 せ し む と 云 う な

り 5 8。  

 

第 四 の 「 未 涅 槃 者 令 得 涅 槃 」 と い う 弘 誓 は 、 滅 諦 を め ぐ っ て 起 こ し た

誓 願 で あ る 。『 瓔 珞 経 』 に 「 未 得 滅 諦 令 得 滅 諦 。」 と 説 か れ て い る 。 滅 諦

の 滅 と は 、 煩 悩 業 と ⽣ 死 の 苦 果 が な く な る こ と で あ り 、 ⼆ 種 類 が あ る 。

第 ⼀ は 、 ⼆ 乗 の 滅 諦 で あ り 、 分 段 ⽣ 死 の 業 ・ 四 住 地 煩 悩 ・ 分 段 ⽣ 死 の 苦

果 が す べ て な く な る こ と で あ る 。 第 ⼆ は 、 諸 仏 と 菩 薩 が 所 得 す る 滅 諦 で

あ り 、 ⼆ 乗 と 同 じ で は な い 滅 諦 で あ る 。 こ の ⼆ 種 類 の 滅 諦 に 対 し て 、 菩

薩 は 、「 未 得 涅 槃 者 令 得 涅 槃 」 と い う 誓 願 を 起 こ す 。  

 こ こ で 智 顗 は 苦 諦 ・ 集 諦 ・ 道 諦 ・ 滅 諦 と い う 四 諦 に 対 し て 、 ⼩ 乗 と ⼤

乗 を 区 分 し な が ら 、 説 明 し て い る 。 苦 諦 と 集 諦 に お い て 、 智 顗 は ⽣ 死 で

あ る 果 か ら 煩 悩 で あ る 因 ま で の 順 番 で 述 べ て い る 。道 諦 と 滅 諦 に お い て 、

智 顗 は 修 道 ⽅ 法 で あ る 因 か ら 得 ら れ る 涅 槃 で あ る 果 ま で 述 べ て い る 。 菩

薩 は 、 こ の よ う な 四 諦 に 沿 っ て 、 四 弘 誓 願 を 起 こ す 。 す な わ ち 、 四 諦 は

 
5 8  『 法 界 次 第 』「 四 未 涅 槃 者 令 得 涅 槃 、此 弘 誓 縁 滅 諦 ⽽ 起。故『 瓔 珞 経 』
云 、 未 得 滅 諦 令 得 滅 諦 。 今 明 滅 諦 者 即 是 業 煩 悩 滅 、 ⽣ 死 苦 果 滅 也 。 有 ⼆
種 業 煩 悩 ⽣ 死 。 ⼀ 分 段 ⽣ 死 業 。 四 住 地 煩 悩 滅 、 則 分 段 ⽣ 死 苦 果 滅 。 即 ⼆
乗 所 得 滅 諦 也 。 ⼆ 変 易 ⽣ 死 業 。 無 明 住 地 煩 悩 滅 、 即 変 易 ⽣ 死 苦 果 滅 。 諸
仏 及 ⼤ 菩 薩 所 得 不 共 究 竟 滅 諦 也 。 若 ⼀ 切 未 得 此 ⼆ 種 滅 諦 者 、 菩 薩 発 ⼼ 、
願 令 得 滅。故 云 未 得 涅 槃 者 令 得 涅 槃。」（『 ⼤ 正 蔵 』46 巻 ,  685c29 -686a8）  
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菩 薩 が 四 弘 誓 願 を 起 こ す 修 ⾏ 法 ⾨ で あ る 。 四 弘 誓 願 は 菩 薩 が 四 諦 を 修 す

る 願 ⼼ で あ る 。菩 薩 は 四 弘 誓 願 を 起 こ す 時 、四 諦 を 具 体 的 な 法 ⾨ と し て 、

菩 薩 の 願 ⾏ を ⽀ え る 。 菩 薩 は 四 諦 を 修 す る 時 、 四 弘 誓 願 を 内 在 的 な 願 ⼼

と し て 、 ⼆ 乗 の 四 諦 と 区 別 し 、 ⼤ 乗 涅 槃 の ⽬ 的 に 導 く 。 し た が っ て 、 四

諦 と 四 弘 誓 願 は 、 菩 薩 の ⼤ 乗 仏 道 へ の 必 要 条 件 で あ り 、 相互に促進 す れ

ば 、 ⼤ 乗 の ⼤ 般 涅 槃 に ⾏ け る 。  

 

・四諦と化法四教の関係  

 

 同 じ 『 法 界 次 第 』 の 四 弘 誓 願 に お い て 、 智 顗 は 初 め て 化 法 四 教 を 扱 っ

て 、⼆ 乗 と 菩 薩 の 四 諦 を 判 別 し て い る 。ま た 、『 法 界 次 第 』の ⽂脈内 容 に

お い て 、 完 全 に 蔵 教 ・ 通 教 ・ 別 教 ・ 円 教 と い う 化 法 四 教 を 引 き 出 す 箇 所

は 、 四 弘 誓 願 に お け る 四 諦 の と こ ろ し か な い 。 そ の 内 容 は 次 の 通 り で あ

る 。  

 

今 の 四 種 弘 誓 の 所 縁 の 四 諦 は 、前 に 声 聞 中 に 四 諦 を 明 か す こ と と 、

半 満 の 異 な り 有 り 。 前 は 但 だ 半 字 の 有 作 四 聖 諦 を 明 か す 。 今 は 満 字

の 無 作 四 聖 諦 を 明 か す 。 所 以 に ⼆ 種 四 聖 諦 を 合 し て 明 か さ ば 、 菩 薩

の 道 は 教 ⾨ 同 じ か ら ず 。 若 し 是 れ 三 蔵 教 通 教 の 所 明 の 弘 誓 な れ ば 、

但 だ 有 作 四 聖 諦 に 縁 り て 起 る 。 若 し 是 れ 別 教 円 教 の 所 明 の 弘 誓 な れ

ば 、 通 じ て 有 作 無 作 ⼆ 種 の 四 聖 諦 に 縁 り て 起 る 。 故 に 弘 誓 に 約 し て

四 諦 を 分 別 す 。 半 満 は 前 に 異 な る な り 5 9。  

 
5 9  『 法 界 次 第 』「 今 四 種 弘 誓 所 縁 四 諦 、与 前 声 聞 中 明 四 諦 、有 半 満 異。前
但 明 半 字 有 作 四 聖 諦 。 今 明 満 字 無 作 四 聖 諦 。 所 以 ⼆ 種 四 聖 諦 合 明 者 、 菩
薩 之 道 教 ⾨ 不 同 。 若 是 三 蔵 教 通 教 所 明 弘 誓 、 但 縁 有 作 四 聖 諦 ⽽ 起 。 若 是
別 教 円 教 所 明 弘 誓 、 通 縁 有 作 無 作 ⼆ 種 四 聖 諦 ⽽ 起 。 故 約 弘 誓 分 別 四 諦 。
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 四 諦 に 沿 っ て 起 こ し た 四 弘 誓 願 は 、 声 聞 に 説 い た 四 諦 ・ 四 諦 ⼗ 六 ⾏ と

⽐ 較 し て 、 半 字 と 満 字 の 差 異 が あ る 。 前 の 声 聞 に 説 い た 四 諦 ・ 四 諦 ⼗ 六

⾏ は 、 半 字 の 有 作 四 聖 諦 で あ る 。 今 、 四 弘 誓 願 と い う 願 ⼼ を 持 っ て い る

四 諦 は 、 満 字 の 無 作 四 聖 諦 で あ る 。 菩 薩 の 四 諦 は 、 有 作 四 諦 と 無 作 四 諦

を 合 せ て 明 ら か に す る こ と で あ る 。 判 教 の 法 ⾨ に よ っ て 、 四 諦 の 半 満 の

意 味 が 異 な っ て い る 。 化 法 四 教 の 三 蔵 教 と 通 教 が 明 か し た 四 弘 誓 願 に よ

れ ば 、 有 作 四 聖 諦 に 関 連 し て 起 こ し た こ と で あ る 。 化 法 四 教 の 別 教 と 円

教 が 明 か し た 四 弘 誓 願 に よ れ ば 、 有 作 と 無 作 と い う ⼆ 種 の 四 聖 諦 に 関 連

し て 起 こ し た こ と で あ る 。 四 弘 誓 願 に よ っ て 分 別 し た 四 諦 は 、 四 諦 ・ 四

諦 ⼗ 六 ⾏ と 半 字 と 満 字 の 異 な り が あ る 。  

 四 諦 ・ 四 諦 ⼗ 六 ⾏ の 箇 所 で 、 智 顗 は ⼆ 乗 の 四 諦 を ⽰ す 以 外 、 ⼤ 乗 菩 薩

の 四 諦 を 提 ⽰ し 、 ⼤ 乗 四 諦 を 修 し て 得 ら れ た ⼤ 乗 涅 槃 ま で の 話 を ⾔ 及 し

た が 、 詳 細 に 説 明 し て い な い 。 こ こ で ⼤ 乗 菩 薩 の 四 諦 に は つ い て 詳 し く

説 い て い る 。  

ま た 、半 字 教 と 満 字 教 は 、『 ⼤ 般 涅 槃 経 』の 教 え で あ り 、有 作 四 聖 諦 と

無 作 四 聖 諦 は 『 勝 鬘 経 』 の 教 え で あ る 。 智 顗 は 『 ⼤ 般 涅 槃 経 』 と 『 勝 鬘

経 』 の 出 典 を 出 し て い な い が 、直接 的 に 経 典 の 教 え を 使 ⽤ し て い る 。 こ

こ で 智 顗 は 三 蔵 教 と 通 教 の 四 諦 を 有 作 四 諦 に 属 し て い る 。 別 教 と 円 教 の

四 諦 は 有 作 と 無 作 と い う ⼆ 種 四 諦 に 属 さ せ て い る 。 こ れ ま で で 智 顗 は 初

め て ⾃ ⾝ の 教 判 思 想 に よ っ て 四 諦 を 説 明 し て い る 。 化 法 四 教 に 相 応 す る

四 種 四 諦 は ま だ で き て い な い 。 し か し 、 こ こ で 智 顗 は 『 勝 鬘 経 』 の ⼆ 種

四 諦 を 受 容 し て 、 ⾃ ⾝ の 化 法 四 教 に 対 応 さ せ て い る 。 ま た 、『 法 界 次 第 』

 
半 異 於 前 也 。」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  686a8 -a15）  
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の 後 の 『 四 教 義 』 で は 、 智 顗 は部分 的 に 『 法 界 次 第 』 の 四 諦 説 を保留し

て お り 、 さ ら に 新 し い 展 開 も ⾒ 出 さ れ る 。 以 下 、 ⼆ 例 を 取 り 上 げ て 説 明

す る 。  

 第 ⼀ 例 は 、『 四 教 義 』 に あ り 、『 涅 槃 経 』 の 半 字 教 と 満 字 教 を 使 ⽤ し て

い る 。『 法 界 次 第 』 と 異 な る こ と は 、『 四 教 義 』 で は 半 字 教 の み が 三 蔵 教

の 教 え で あ り 、満 字 教 は 通 教 ・ 別 教 ・円 教 の 三 教 の 教 え で あ る 。『 法 界 次

第 』 で は 、 半 字 教 は 三 蔵 教 と 通 教 の 教 え で あ り 、 満 字 教 は 別 教 と 円 教 の

教 え で あ る 。こ れ に よ っ て 、『 法 界 次 第 』の 智 顗 は ⼆ 乗 と 菩 薩 の 法 を 区 別

す る こ と が 完 全 に で き て い る が 、 菩 薩 法 に 対 す る 分 類 が ま だ で き て い な

い こ と が 推 測 さ れ る 。  

 第 ⼆ の 例 は 、『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 の 採 ⽤ で あ る 。『 法 界 次 第 』 に お い て 、

智 顗 は 三 蔵 教 と 通 教 の 四 諦 を『 勝 鬘 経 』の 有 作 四 諦 に 属 さ せ て い る 。『 四

教 義 』に お い て 、智 顗 は 通 教 の 無 ⽣ 四 諦 を 説 く 時 、⾃ ⾝ の 無 ⽣ 四 諦 が『 勝

鬘 経 』の 有 量 四 諦 に 相 当 す る と ⾔ っ て い る 6 0。元 々『 勝 鬘 経 』の 中 に 、「 作

聖 諦 と は 有 量 四 聖 諦 を 説 く 」と 語 っ て い る 6 1。こ れ に よ っ て 、『 法 界 次 第 』

の 時 代 、 智 顗 は 『 勝 鬘 経 』 の 有 作 と 有 量 四 諦 を ⼀ 種 類 の 四 諦 と ⾒ 做 し て

い る 。『 四 教 義 』 の 時 、 智 顗 は 同 様 に 『 勝 鬘 経 』 の 有 作 と 有 量 四 諦 を ⼀ 種

類 の 四 諦 と ⾒ 做 し て い る が 、『 勝 鬘 経 』の 有 作 四 諦 を ⾔ 及 せ ず 、有 量 四 諦

を ⾃ ⾝ の 無 ⽣ 四 諦 に 相 当 さ せ た 。  

さ ら に 、『 法 界 次 第 』に お い て 、智 顗 は 別 教 と 円 教 の 四 諦 を す べ て『 勝

鬘 経 』の 無 作 四 諦 に 属 さ せ て い る 。『 四 教 義 』に お い て 、智 顗 は 円 教 の 無

作 四 諦 を 説 く 時 、 ⾃ ⾝ の 無 作 四 諦 が 『 涅 槃 経 』 の ⼀ 実 諦 と 『 勝 鬘 経 』 の

 
6 0  『 四 教 義 』 に お け る 三 蔵 教 の 四 諦 は ⽣ 滅 四 諦 で あ る 。  
6 1  『 勝 鬘 経 』「 何 等 為 説 ⼆ 聖 諦 義 。謂 説 作 聖 諦 義 、 説 無 作 聖 諦 義 。 説 作 聖
諦 義 者 、 是 説 有 量 四 聖 諦 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  221b-b23）  
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無 作 四 諦 を 合 わ せ て 成 ⽴ す る と ⾔ っ て い る 。元 々『 勝 鬘 経 』の 中 で 、「 無

作 四 聖 諦 を も っ て 無 量 四 聖 諦 を 説 く 」 と 説 か れ て い る 。 こ れ に よ っ て 、

『 法 界 次 第 』 の 時 代 、 智 顗 は 別 教 と 円 教 の 四 諦 を す べ て 『 勝 鬘 経 』 の 無

作 四 諦 に 属 さ せ て お り 、『 涅 槃 経 』 の 無 量 四 諦 を 完 全 に 採 ⽤ し て い な い 。

『 四 教 義 』 の 時 、 智 顗 は 『 涅 槃 経 』 の 無 量 四 諦 と ⼀ 実 諦 の 教 え を 完 全 に

受 容 す る こ と が で き た 。  

 

第三節、⼩結  

 

 『 法 界 次 第 』 の 「 ⼆ 種 四 諦 」 は 、『 次 第 禅 ⾨ 』 と 同 様 に ⼩ 乗 と ⼤ 乗 の 四

諦 に 区 別 さ れ て い る 。 化 法 四 教 の 使 ⽤ は 『 法 界 次 第 』 の 「 ⼆ 種 四 諦 」 の

新 し い 展 開 で あ る 。 三 蔵 教 ・ 通 教 の 四 諦 は 有 作 四 諦 を 名 づ け て い る 。 別

教 ・円 教 の 四 諦 は 無 作 四 諦 を 名 づ け て い る 。有 作 四 諦 と 無 作 四 諦 は 、『 勝

鬘 経 』 の 教 説 で あ る 。 し た が っ て 、『 法 界 次 第 』 の 時 期 の 智 顗 は 、『 勝 鬘

経 』 の 四 諦 説 を 受 容 し て か ら 、 ⾃ ⾝ の 化 法 四 教 の 四 諦 を 判 別 し て い る 。

後 期 時 代 の 化 法 四 教 に 相 当 す る「 四 種 四 諦 」は 、『 涅 槃 経 』の 四 諦 説 を 受

容 し て か ら 、「 四 種 四 諦 」を 成 ⽴ さ せ て 、さ ら に 、そ れ ぞ れ の 化 法 四 教 に

相 応 し て い る 。  

 つ ま り 、 四 諦 解 釈 に つ い て は 、 前 期 時 代 の 智 顗 は 、 ま ず ⼩ 乗 と ⼤ 乗 法

を 区 分 す る 考 え の 影 響 を 受 け て 、 ⼩ 乗 と ⼤ 乗 の 四 諦 を 分 け て い る 。 さ ら

に 、『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 説 を 受 容 し た 後 、『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 を 持 っ て 、 ⾃ ⾝

の 化 法 四 教 に 相 応 さ せ て い る 。 こ の 時 代 の 智 顗 に は 『 涅 槃 経 』 の 四 諦 説

を 受 け ⼊ れ る 点 が ⾒ 出 せ な い 。  

 ま た 、『 法 界 次 第 』に 説 か れ た 四 諦 ・ 四 諦 ⼗ 六 ⾏ ・ 四 弘 誓 願 の 四 諦 解 釈

は 、『 勝 鬘 経 』 の 経 名 を ⾔ っ て な い が 、 意 味 内 容 に あ っ て は 、『 勝 鬘 経 』
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の 教 説 が 多 く ⾒ ら れ る 。  
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第三章、『四教義』の「四種四諦」について  

 

 

はじめに  

 

天 台 智 顗 (538 -597)の 「 四 種 四 諦 」 説 は 、 基 本 的 に 『 勝 鬘 経 』 と 『 涅 槃

経 』 を 根 拠 と し て 「 四 種 四 諦 」 の 教 義 を 組織し て い る 6 2。 し か し 、『 勝 鬘

経 』 と 『 涅 槃 経 』 に 説 か れ た 四 諦 説 は 、 四 種 類 に 分 類 さ れ て い る わ け で

は な い 。 智 顗 が ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 の 考 え を 組織す る に 当 た っ て 『 勝 鬘

経 』 と 『 涅 槃 経 』 と に 依 拠 し た の は 何 故 で あ ろ う か 。 智 顗 以 前 、 浄 影 慧

遠 (523 -592)は 『 勝 鬘 経 』 に よ っ て 「 四 種 四 諦 」 を ⽴ て て い る 6 3。 前 代 の

『 涅 槃 経 』 注 釈 者 た ち は 『 涅 槃 経 』 に よ っ て 四 諦 の 意 味 を 空 と 理 解 し て

い る 。 智 顗 は こ れ ら の 先 蹤 を 踏 ま え 、『 勝 鬘 経 』 と 『 涅 槃 経 』 に し た が っ

て ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 を 形 成 す る よ う に な る 。  

本 章 は 、『 勝 鬘 経 』 と 『 涅 槃 経 』 に ⾒ ら れ る 四 諦 説 に 注 ⽬ し 、 智 顗 が ど

の よ う に 両 経 に 基 づ く ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 を 理 解 し て い る の か 、 と い う

 
6 2  『 四 教 義 』巻 ⼆「 有 四 種 四 諦 。 ⼀ ⽣ 滅 四 諦 、 ⼆ 無 ⽣ 四 諦 、 三 無 量 四 諦 、
四 無 作 四 諦 也 。 問 ⽈ ： 何 処 経 論 出 此 四 種 四 諦 。 答 ⽈ ： 若 散 説 諸 経 論 趣 縁
処 処 有 此 ⽂ 義 、 但 不 聚 在 ⼀ 処 ⽿ 。 ⼤ 涅 槃 経 明 慧 聖 ⾏ 、 欲 為 五 味譬本 。 是
以 次 第 分 別 、 明 此 四 種 四 諦 。 勝 鬘 亦 有 四 種 四 諦 之 ⽂ 。 所 謂 有 作 四 諦 、 有
量 四 諦 、 無 作 四 諦 、 無 量 四 諦 。 但 涅 槃 勝 鬘 明 無 量 四 諦 、 詮 次 不 同 義 意 少
異 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  725b28 - c7）『 法 華 ⽞ 義 』 巻 ⼆ 下 「 四 種 四 諦 者 。
⼀ ⽣ 滅 、 ⼆ 無 ⽣ 滅 、 三 無 量 、 四 無 作 。 其 義 出 涅 槃 聖 ⾏ 品 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』
33 巻 ,  700c28 -701a1）  
6 3  浄 影 慧 遠 は 、『 ⼤ 乗 義 章 』の 中 で ⾏ ず る こ と に 約 す れ ば 、⼩ 乗 の 有 作 四
諦 と ⼤ 乗 の 無 作 四 諦 が あ り 、 法 に 分 別 す れ ば 、 ⼩ 乗 の 有 量 四 諦 と ⼤ 乗 の
無 量 四 諦 が あ る と 述 べ て い る 。（『 ⼤ 正 蔵 』 44 巻 ,  515a）  
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問 題 を 考 察 す る こ と を ⽬ 的 と す る 。  

智 顗 の 四 諦 解 釈 に 関 し て は 、 す で に い く つ か の 先 ⾏ 研 究 に お い て 検 討

さ れ て き た 。 例 え ば 、 鹽 ⼊ （ 1964 ） は 「 四 種 四 諦 」 の 名 称 が 『 勝 鬘 経 』

か ら 出 て い る と 指 摘 し て い る 。 さ ら に 「 四 種 四 諦 」 の 内 容 は 『 思 益 経 』

で 説 か れ る 天 台 の「 四 種 四 諦 」に 近 い と 指 摘 し て い る 6 4。ま た 、加 藤（ 1990）

は 、智 顗 の「 四 種 四 諦 」の 教 義 内 容 が『 涅 槃 経 』の 聖 ⾏ 品 だ け で は な く 、

『 思 益 経 』や『 中 論 』に 説 か れ る 四 諦 を 拠 り 所 に し て い る と す る 6 5。斎 藤

（ 1991） は 加 藤 の 研 究 を 踏 ま え て 、『 四 教 義 』 と 『 法 華 ⽞ 義 』 で は 、「 四

種 四 諦 」 と い う 名 称 の 典 拠 で あ る 『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 の 扱 い ⽅ が 違 う と 指

摘 し て い る 6 6。  

こ れ ま で の 研 究 成 果 で は 、 智 顗 ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 の 成 ⽴ に 与 え た 経

典 の 影 響 に つ い て 取 り 扱 わ れ て い る が 、 筆 者 は さ ら に 、 智 顗 ⾃ ⾝ が 指 摘

し た 「 四 種 四 諦 」 の 根 拠 で あ る 『 勝 鬘 経 』 と 『 涅 槃 経 』 に ⾒ ら れ る 四 諦

説 か ら 、 智 顗 が ど の よ う に 両 経 を 受 容 し 、 そ し て ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 を

形 成 し て い る か と い う こ と に つ い て 検 討 し て い き た い 。  

智 顗 は 『 勝 鬘 経 』 と 『 涅 槃 経 』 の 注 釈 書 を 書 い て は い な い が 、 両 経 を

引 ⽤ し て い る 。 智 顗 は 『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 説 を ⽐ 較 し な が ら 、 取 り 上 げ て

い る 。 ⼀ ⽅ 、 智 顗 は 、⾃ 分 ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 の 所 依 と し な が ら 、『 涅 槃

経 』 の 四 諦 説 を 取 り 上 げ て い る 。  

以 下 、 第 1 節 で は 、『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 説 に つ い て 、『 勝 鬘 経 』 の 経 ⽂ に

沿 っ て 、四 諦 の 意 味 を 考 察 す る 。第 ２ 節 で は 、『 涅 槃 経 』の 四 諦 説 に つ い

て 考 察 す る が 、適宜智 顗 の 四 諦 義 に ⾔ 及 す る 。第 ３ 節 で は 、『 四 教 義 』の

 
6 4  鹽 ⼊ （ 1964）  
6 5  加 藤 （ 1990）  
6 6  斎 藤 （ 1991）  
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「 四 種 四 諦 」 を 中 ⼼ と し て 、 智 顗 が ど の よ う に 両 経 の 四 諦 義 を 理 解 し て

い る か を 明 ら か に す る 。  

 

第⼀節、『勝鬘経』における四諦説の思想基盤  

 

『 勝 鬘 経 』 に お け る 四 諦 説 に 関 す る 解 説 は 、 何 箇 所 か あ る が 、 基 本 的

に 如 来 蔵 と い う 課 題 の も と で 説 か れ て い る 。 し か し 、 い ず れ も 如 来 蔵 の

考 え で 四 諦 を 説 明 し て い る が 、 如 来 蔵 の 功 徳 に よ っ て 、 四 諦 に つ い て の

説 明 の 仕 ⽅ は 異 な っ て い る 。 基 本 的 に は 三 つ の 場 ⾯ が あ る 。 第 ⼀ に 、 如

来 蔵 に つ い て 説 く 前 に 、 ⼀ 乗 思 想 に 基 づ い て ⼆ 乗 が 「 聖 義 」 を 持 っ て い

る 四 諦 を 説 き 、 如 来 が 「 聖 諦 」 を 持 っ て い る 四 諦 を 説 く（「 ⼀ 乗 章 」・「 無

辺 聖 諦 章 」・「 如 来 蔵 章 」 の 内 容 ）。 第 ⼆ に 、 如 来 蔵 に 対 し て 、煩 悩 蔵 が あ

り 、如 来 蔵 と 煩 悩 蔵 に よ っ て 、⼆ 種 の 四 諦 を 説 く（「 法 ⾝ 章 」の 内 容 ）6 7。

第 三 に 、 空 如 来 蔵 と 不 空 如 来 蔵 に よ っ て 、 四 聖 諦 の 中 で 滅 諦 だ け 仏 の 第

⼀ 義 で あ る こ と を 説 く（「 空 義 隠覆真 実 章 」・「 ⼀ 諦 章 」・「 ⼀ 依 章 」・「 顛 倒

真 実 章 」 の 内 容 ）。  

『 勝 鬘 経 』 の 「 ⼀ 乗 章 」 は 、 ⼀ 乗 思 想 を 前 提 に 、 ⼆ 乗 の 涅 槃 を 有 余 涅

槃 と し て い る 。 ⼆ 乗 の 涅 槃 は 有 余 涅 槃 で あ る か ら 、 ⼆ 乗 が 理 解 し た 四 諦

も 完 全 な 四 諦 で は な い 。こ れ に 対 し て 、「 ⼀ 乗 章 」で は 完 全 な 四 諦 も あ る

こ と が 指 摘 さ れ て い る 。『 勝 鬘 経 』 の 「 ⼀ 乗 章 」 に は 、 次 の よ う に 説 か れ

て い る 。  

 

阿 羅 漢 、 辟 ⽀ 仏 、 最 後 ⾝ 菩 薩 は 、 無 明 住 地 の覆障 す る 所 と 為 る が

 
6 7  ⼆ 種 の 四 諦 ： 作 四 諦 と 無 作 四 諦 。  
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故 に 、 彼 彼 の 法 に 於 い て 不 知 に し て 不 覚 な り 。 知 ⾒ せ ざ る を 以 て の

故 に 、 応 に 断 ず べ き 所 を ば 、 断 ぜ ず 究 竟 せ ず 。 断 ぜ ざ る を 以 て の 故

に 、 有 余 の 過 の 解 脱 と 名 づ く 。 ⼀ 切 の 過 を 離 れ た る 解 脱 に は ⾮ ず 、

有 余 の 清 浄 と 名 づ く 。 ⼀ 切 の 清 浄 に ⾮ ず 、 有 余 の 功 徳 を 成 就 す と 名

づ く 。 ⼀ 切 の 功 徳 に は ⾮ ず 。 有 余 の 解 脱 と 、 有 余 の 清 浄 と 、 有 余 の

功 徳 と を 成 就 す る を 以 て の 故 に 、有 余 の 苦 を 知 り 、有 余 の 集 を 断 じ 、

有 余 の 滅 を 証 し 、有 余 の 道 を 修 す 。是 れ を 少 分 の 涅 槃 を 得 と 名 づ く 。

少 分 の 涅 槃 を 得 た る 者 は 、 涅 槃 界 に 向 か う と 名 づ く 。 若 し ⼀ 切 の 苦

を 知 り 、 ⼀ 切 の 集 を 断 じ 、 ⼀ 切 の 滅 を 証 し 、 ⼀ 切 の 道 を 修 す れ ば 、

無 常 に て 壊 あ る 世 間 と 、 無 常 に て 病 あ る 世 間 と に 於 い て 、 常 住 の 涅

槃 を 得 る な り 。覆護無 き 世 間 と 、 依 無 き 世 間 に 於 い て 、護と 為 り 、

依 と 為 る 。何 を 以 て の 故 に と な ら ば 、法 に 優 劣 無 き が 故 に 涅 槃 を 得 、

智 慧 の 等 し き が 故 に 涅 槃 を 得 、 解 脱 の 等 し き が 故 に 涅 槃 を 得 、 清 浄

の 等 し き が 故 に 涅 槃 を 得 る な り 。 是 の 故 に 、 涅 槃 は ⼀ 味 に し て 等 し

き 味 な り 、 謂 く 解 脱 味 な り 6 8。  

 

こ こ で 涅 槃 の 観 点 か ら ⾔ え ば 、 阿 羅 漢 ・ 辟 ⽀ 仏 ・ 最 後 ⾝ の 菩 薩 は 、 無

明 住 地 の 煩 悩 に覆わ れ て い る 。 こ れ ら の 三 者 が 得 た 四 諦 は 有 余 涅 槃 か ら

得 ら れ る 有 余 の 四 諦 で あ る 。 こ れ ら の 三 者 が 得 た 有 余 の 四 諦 以 外 に 完 全

 
6 8  『 勝 鬘 経 』「 阿 羅 漢 、辟 ⽀ 仏 、最 後 ⾝ 菩 薩 、為 無 明 住 地 之 所覆障 故、於
彼 彼 法 不 知 不 覚 。 以 不 知 ⾒ 故 、 所 応 断 者 、 不 断 不 究 竟 。 以 不 断 故 、 名 有
余 過 解 脱 。⾮ 離 ⼀ 切 過 解 脱、名 有 余 清 浄。⾮ ⼀ 切 清 浄、名 成 就 有 余 功 徳。
⾮ ⼀ 切 功 徳 。 以 成 就 有 余 解 脱 、 有 余 清 浄 、 有 余 功 徳 故 、 知 有 余 苦 、 断 有
余 集 、 証 有 余 滅 、 修 有 余 道 。 是 名 得 少 分 涅 槃 。 得 少 分 涅 槃 者 、 名 向 涅 槃
界 。 若 知 ⼀ 切 苦 、 断 ⼀ 切 集 、 証 ⼀ 切 滅 、 修 ⼀ 切 道 、 於 無 常 壊 世 間 、 無 常
病 世 間 、 得 常 住 涅 槃 。 於 無覆護世 間 、 無 依 世 間 、 為護、 為 依 。 何 以 故 、
法 無 優 劣 故 得 涅 槃、智 慧 等 故 得 涅 槃、解 脱 等 故 得 涅 槃、清 浄 等 故 得 涅 槃。
是 故 、 涅 槃 ⼀ 味 等 味 、 謂 解 脱 味 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  220a25 -220b12）  
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な 四 諦 が あ る 。 す な わ ち 、 有 余 の 四 諦 と 完 全 な 四 諦 と い う ⼆ 種 四 諦 が 指

摘 さ れ て い る 。「 無 辺 聖 諦 章 」で は 、完 全 な 四 諦 を ⽬ 指 そ う と す る 、⼆ 乗

の 四 諦 は 「 聖 義 」 と ⾔ え る が 、「 聖 諦 」 と ⾔ え な い と あ る 6 9。 ⼆ 乗 の 「 聖

義 」を 持 っ て い る 四 諦 に 対 し て 、「 聖 諦 」を 持 っ て い る 四 諦 は 、如 来 が 無

明 蔵 世 間 に 開 現 し た 四 諦 で あ る 。「 聖 諦 」 を 持 っ て い る 四 諦 は 、「 如 来 蔵

章 」 に よ る と 、「 如 来 は 如 来 蔵 の 処 に 、 聖 諦 の 義 を 説 く 」 こ と で あ る 7 0。 

以 上 の よ う に 、如 来 が 如 来 蔵 の と こ ろ か ら 四 諦 を 説 く こ と は 、「 四 聖 諦 」

と ⾔ え 、完 全 な 四 諦 と ⾔ え る 。 こ こ で 「（ 如 来 ） は 如 来 蔵 の 処 に 、 聖 諦 の

義 を 説 く 」 と い う こ と に し た が っ て 、 完 全 な 四 諦 と 不 完 全 な 四 諦 の ⼆ 種

の 四 諦 が あ る こ と を 指 摘 し て い る 。 さ ら に 、 如 来 蔵 に 対 し て 、 煩 悩 蔵 が

あ っ て 、 如 来 蔵 と 煩 悩 蔵 の ⼆ ⾯ に よ っ て 、 ⼆ 種 の 四 諦 を 説 く 。  

『 勝 鬘 経 』法 ⾝ 章 で 、仏 は ⼆ 種 類 の 対 象 の た め 、⼆ 種 四 諦 を 説 く 7 1。第

⼀ に 、 無 量 煩 悩 蔵 が 所 縛 す る 如 来 蔵 を 疑惑し な い 対 象 の た め 、 仏 は 作 四

諦 を 説 く 。 第 ⼆ に 、 無 量 煩 悩 蔵 か ら 出 さ れ る 法 ⾝ に 疑惑す る こ と が な い

対 象 の た め 、仏 は 無 作 四 諦 を 説 く 。具 体 的 に 作 四 諦 と 無 作 四 諦 の 説 明 は 、

次 の 通 り で あ る 。  

 
6 9  『 勝 鬘 経 』「 初 聖 諦 智 、⾮ 究 竟 智 、向 阿耨多 羅 三藐三 菩 提 智 。世 尊 。 聖
義 者、⾮ ⼀ 切 声 聞 縁 覚。声 聞 縁 覚 成 就 有 量 功 徳。声 聞 縁 覚 成 就 少 分 功 徳、
故 名 之 為 聖 。 聖 諦 者 。 ⾮ 声 聞 縁 覚 諦 、 亦 ⾮ 声 聞 縁 覚 功 徳 。 世 尊 。 此 諦 如
來応 等 正 覚 初 始 覚 知。然 後 為 無 明 蔵（殻）世 間 開 現演説 、是 故 名 聖 諦 。 」
（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  221a29 -211b7）  
7 0  『 勝 鬘 経 』「 聖 諦 者 説甚深 義 、微 細 難 知。⾮ 思 量 境 界 、是 智 者 所 知。 ⼀
切 世 間 所 不 能 信 、 何 以 故 。 此 説甚深 如 来 之 蔵 。 如 来 蔵 者 、 是 如 来 境 界 、
⾮ ⼀ 切 声 聞 縁 覚 所 知 。 如 来 蔵 処 、 説 聖 諦 義 。 如 来 蔵 処甚深 故 、 説 聖 諦 亦
甚深 。 微 細 難 知 、 ⾮ 思 量 境 界 。 是 智 者 所 知 、 ⼀ 切 世 間 所 不 能 信 。 」（『 ⼤
正 蔵 』 12 巻 ,  221b9 -b15）  
7 1  『 勝 鬘 経 』「 若 於 無 量 煩 悩 蔵 所 縛 如 来 蔵 、不 疑惑者、於 出 無 量 煩 悩 蔵 法
⾝ 、 亦 無 疑惑。 於 説 如 来 蔵 、 如 来 法 ⾝ 不 思 議 仏 境 界 及 ⽅ 便 説 、 ⼼ 得決定
者 、 此 則 信 解 説 ⼆ 聖 諦 。 如 是 難 知 難 解 者 、 謂 説 ⼆ 聖 諦 義 。 何 等 為 説 ⼆ 聖
諦 義 、 謂 説 作 聖 諦 義 、 説 無 作 聖 諦 義 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  221b17 -b22） 
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作 の 聖 諦 の 義 を 説 く と は 、 是 れ 有 量 の 四 聖 諦 を 説 く な り 。 何 を 以

て の 故 に と な ら ば 、 他 に 因 り て 、 能 く ⼀ 切 の 苦 を 知 り 、 ⼀ 切 の 集 を

断 じ 、 ⼀ 切 の 滅 を 証 し 、 ⼀ 切 の 道 を 修 す る に は ⾮ ず 。 是 の 故 に 、 世

尊 、 有 為 の ⽣ 死 と 無 為 の ⽣ 死 と 有 り 。 涅 槃 も 亦 た 是 の 如 く 、 有 余 と

及 び 無 余 と あ り 。 無 作 の 聖 諦 の 義 を 説 く と は 、 無 量 の 四 聖 諦 の 義 を

説 く な り 。 何 を 以 て の 故 に と な ら ば 、 能 く ⾃ ら の ⼒ を 以 て 、 ⼀ 切 の

受 の 苦 を 知 り 、 ⼀ 切 の 受 の 集 を 断 じ 、 ⼀ 切 の 受 の 滅 を 証 し 、 ⼀ 切 の

受 の 滅 の 道 を 修 す 。 是 の 如 き の ⼋ 聖 諦 、 如 来 は 四 聖 諦 と 説 く 。 是 の

如 き の 四 の 無 作 の 聖 諦 の 義 は 、唯だ 如 来 ・ 応 等 正 覚 の み 、 事 と し て

究 竟 せ り 、 阿 羅 漢 と 辟 ⽀ 仏 は 事 と し て 究 竟 す る に は ⾮ ず 、 何 を 以 て

の 故 に と な ら ば 、 下 と 中 と 上 の 法 は 、 涅 槃 を 得 る に ⾮ ざ れ ば な り 。

何 を 以 て の 故 に と な ら ば 、 如 来 ・ 応 等 正 覚 は 、 無 作 の 四 聖 諦 の 義 に

於 い て 事 と し て 究 竟 せ り 。 ⼀ 切 の 如 来 ・ 応 等 正 覚 を 以 て 、 ⼀ 切 の 未

来 苦 を 知 り 、 ⼀ 切 の 煩 悩 上 の 煩 悩 を 断 じ 、 ⼀ 切 の 集 に 摂 受 せ ら れ 、

⼀ 切 の 意 ⽣ ⾝ を 滅 し 、 ⼀ 切 苦 を 除 い て 滅 を 作 証 す 。 世 尊 、 法 を 壊 す

に ⾮ ざ る が 故 に 、 名 づ け て 苦 滅 を 為 す 。 ⾔ う 所 の 苦 滅 と は 、 無 始 ・

無 作 ・ 無 起 ・ 無 尽 ・ 離 尽 ・ 常 住 ・ ⾃ 性 清 浄 に し て 、 ⼀ 切 の 煩 悩 蔵 を

離 れ た る に 名 づ く 。 世 尊 、恒沙 を 過 ぎ た る 不 離 ・ 不 脱 ・ 不 異 ・ 不 思

議 な る 仏 法 の 成 就 す る を 、 如 来 の 法 ⾝ と 説 く 。 世 尊 、 是 の 如 き の 如

来 の 法 ⾝ は 、 煩 悩 蔵 を 離 れ ざ る を 如 来 蔵 と 名 づ く 7 2。  

 
7 2  『 勝 鬘 経 』「 説 作 聖 諦 義 者、是 説 有 量 四 聖 諦 。何 以 故、⾮ 因 他、能 知 ⼀
切 苦 、 断 ⼀ 切 集 、 証 ⼀ 切 滅 、 修 ⼀ 切 道 。 是 故 、 世 尊 、 有 有 為 ⽣ 死 無 為 ⽣
死 。 涅 槃 亦 如 是 、 有 余 及 無 余 。 説 無 作 聖 諦 義 者 、 説 無 量 四 聖 諦 義 。 何 以
故 、 能 以 ⾃ ⼒ 、 知 ⼀ 切 受 苦 、 断 ⼀ 切 受 集 、 証 ⼀ 切 受 滅 、 修 ⼀ 切 受 滅 道 。
如 是 ⼋ 聖 諦 、 如 来 説 四 聖 諦 。 如 是 四 無 作 聖 諦 義 、唯如 来 ・ 応 等 正 覚 、 事
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作 四 諦 と は 、有 量 四 聖 諦 を 説 く こ と で あ る 。有 量 四 聖 諦 と は 、阿 羅 漢・

辟 ⽀ 仏 ・ 最 後 ⾝ の 菩 薩 が 知 っ て い る 四 聖 諦 で あ る 。 な ぜ な ら 、 不 思 議 変

易 ⽣ 死 の 意 ⽣ ⾝ が 残 っ て い る 阿 羅 漢 ・ 辟 ⽀ 仏 の 涅 槃 は 、 有 余 涅 槃 で あ る

の で 、「 有 量 」 だ か ら で あ る 7 3。 無 作 四 諦 と は 、 無 量 四 聖 諦 を 説 く こ と で

あ る 。 ⾃ ⾝ の ⼒ に よ っ て 、 受 け 取 ら れ た 四 聖 諦 は 、「 無 量 」 で あ る 7 4。 無

作 四 諦 は 、 仏 如 来 が 如 来 蔵 か ら 究 竟 し た 四 聖 諦 で あ り 、 阿 羅 漢 辟 ⽀ 仏 が

究 竟 し た も の で は な い の で あ る 。 こ れ に 対 し て 、 阿 羅 漢 ・ 辟 ⽀ 仏 と 最 後

⾝ の 菩 薩 は 、 仏 に ⽐ べ て 、 ⼀ 切 煩 悩 蔵 を 離 れ て い な い か ら 、 理 解 し た 作

四 諦 以 外 に 、 無 作 四 諦 を 理 解 し て い な い の で あ る 。  

⼀ 切 煩 悩 蔵 を 離 れ て か ら 如 来 法 ⾝ が あ る こ と に し た が っ て 、 如 来 蔵 で

理 解 し て い る 四 諦 は 、⼀ 切 の 未 来 苦 を 知 り（ 苦 諦 ）、⼀ 切 煩 悩 上 の 煩 悩 が

摂 受 す る ⼀ 切 集 を 断 じ （ 集 諦 ）、 ⼀ 切 意 ⽣ ⾝ を 滅 し （ 滅 諦 ）、 ⼀ 切 苦 滅 を

除 く こ と を 証 す （ 道 諦 ）。 如 来 蔵 で 理 解 し て い る 苦 滅 （ 滅 諦 ） は 、壊 法 の

滅 で は な く 、 ⼀ 切 煩 悩 蔵 を 離 れ て 、 不 思 議 仏 法 を 成 就 す る 如 来 法 ⾝ と い

う こ と で あ る 。 後 述 の 如 来 蔵 の 空 智 に よ れ ば 、 不 思 議 仏 法 を 成 就 す る 如

 
究 竟 、 ⾮ 阿 羅 漢 辟 ⽀ 仏 事 究 竟 、 何 以 故 、 ⾮ 下 中 上 法 得 涅 槃 。 何 以 故 、 如
来 ・ 応 等 正 覚 、 於 無 作 四 聖 諦 義 事 究 竟 。 以 ⼀ 切 如 来 ・ 応 等 正 覚 、 知 ⼀ 切
未 来 苦 、 断 ⼀ 切 煩 悩 上 煩 悩 、 所 摂 受 ⼀ 切 集 、 滅 ⼀ 切 意 ⽣ ⾝ 、 除 ⼀ 切 苦 滅
作 証 。 世 尊 、 ⾮ 壊 法 故 、 名 為 苦 滅 。 所 ⾔ 苦 滅 者 、 名 無 始 ・ 無 作 ・ 無 起 ・
無 尽 ・ 離 尽 ・ 常 住 ・ ⾃ 性 清 浄 、 離 ⼀ 切 煩 悩 蔵 。 世 尊 、 過 於恒沙 不 離 ・ 不
脱 ・ 不 異 ・ 不 思 議 仏 法 成 就 、 説 如 来 法 ⾝ 。 世 尊 、 如 是 如 来 法 ⾝ 、 不 離 煩
悩 蔵 名 如 来 蔵 。」（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  221b23 -221c11）  
7 3  原 ⽂ の「 ⾮ 因 他 、能 知 ⼀ 切 苦 、断 ⼀ 切 集 、証 ⼀ 切 滅 、修 ⼀ 切 道 」の「 因
他 」は 、⼆ 乗 が 恐 怖 の た め 、仏 の保護を 求 め る の で 、「 因 他 」と ⾔ う 。唐・
菩 提 流 志 訳 『 ⼤ 宝 積 経 』 で 「 由 他護故 、 ⽽ 不 能 得 知 ⼀ 切 苦 、 断 ⼀ 切 集 、
証 ⼀ 切 滅 、 修 ⼀ 切 道 」 と 訳 し て い る こ と と 意 味 は 同 じ で あ る 。  
7 4  恐 怖 が な い 、保護を 求 め な い ⼼ に よ っ て 、四 聖 諦 を 理 解 す る こ と で あ
る 。唐・ 菩 提 流 志 訳 『 ⼤ 宝 積 経 』 に 「 能 ⾃護故 、 知 ⼀ 切 苦 、 断 ⼀ 切 集 、
証 ⼀ 切 滅 、 修 ⼀ 切 道 。」 と あ る と 、 意 味 が 同 じ で あ る 。  
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来 法 ⾝ は 不 空 如 来 蔵 の 特 徴 を 持 っ て い る 7 5。  

こ こ で 注 意 す べ き こ と は 、 ⼀ 切 煩 悩 蔵 を 離 れ て 、 不 思 議 仏 法 を 成 就 す

る 如 来 法 ⾝ の 場 合 、 無 作 四 諦 は 仏 の 四 諦 の ⼀部で あ り 、 完 全 な 仏 の 四 諦

で は な い と い う こ と で あ る 。 仏 の 四 諦 は 何 か と い う 問 題 に つ い て 、 空 如

来 蔵 と 不 空 如 来 蔵 の ⼆ 側 ⾯ か ら 論 ず れ ば 、 四 聖 諦 の 中 で 滅 諦 だ け が 仏 の

第 ⼀ 義 で あ る 。『 勝 鬘 経 』「 空 義 隠覆真 実 章 」 は 、 次 の 通 り で あ る 。  

 

世 尊 、⼆ 種 の 如 来 蔵 の 空 智 有 り 。世 尊 、空 な る 如 来 蔵 は 、若 し 離 、

若 し 脱 、若 し 異 な る 、⼀ 切 の 煩 悩 蔵 な り 。世 尊 、不 空 な る 如 来 蔵 は 、

恒沙 を 過 ぐ る 、 不 離 ・ 不 脱 ・ 不 異 ・ 不 思 議 の 仏 法 な り 。 世 尊 、 此 の

⼆ 空 智 は 、 諸 の ⼤ 声 聞 、 能 く 如 来 を 信 ず る こ と に よ る 。 ⼀ 切 の 阿 羅

漢 と 辟 ⽀ 仏 の 空 智 は 、 四 不 顛 倒 の 境 界 に 於 い て 転 ず る な り 。 是 の 故

に 、 ⼀ 切 の 阿 羅 漢 と 辟 ⽀ 仏 は 、 本 よ り ⾒ ざ る 所 、 本 よ り 得 ざ る 所 な

り 。 ⼀ 切 の 苦 滅 は 、唯だ 仏 の み 証 す る こ と を 得 。 ⼀ 切 の 煩 悩 蔵 を壞

し 、 ⼀ 切 の 滅 苦 の 道 を 修 せ り 7 6。  

 

如 来 蔵 の 空 智 に は ⼆ 側 ⾯ が あ る 。 第 ⼀ に 、 ⼀ 切 の 煩 悩 蔵 を 離 れ た 空 如

来 蔵 で あ る 。 第 ⼆ に 、恒沙 よ り 多 く の 不 思 議 仏 法 を 持 っ て い る 不 空 如 来

 
7 5  『 勝 鬘 経 』「 法 ⾝ 章 」で 作 と 無 作 の 四 諦 に 説 い て い る 時 、空 と 不 空 如 来
蔵 に は ⾔ 及 し て い な い が 、 空 と 不 空 如 来 蔵 に つ い て 説 い て い る 「 空 義 隠
覆真 実 章 」 で恒沙 よ り 多 く の 不 思 議 仏 法 を 持 っ て い る 不 空 如 来 蔵 の 意 味
と ⼀致し て い る 。  
7 6  『 勝 鬘 経 』「 世 尊 、 有 ⼆ 種 如 来 蔵 空 智 。 世 尊 、 空 如 来 蔵 、 若 離 、 若 脱 、
若 異 、 ⼀ 切 煩 悩 蔵 。 世 尊 、 不 空 如來蔵 、 過 於恒沙 、 不 離 ・ 不 脱 ・ 不 異 ・
不 思 議 仏 法 。 世 尊 、 此 ⼆ 空 智 、 諸 ⼤ 声 聞 、 能 信 如 来 。 ⼀ 切 阿 羅 漢 辟 ⽀ 仏
空 智 、 於 四 不 顛 倒 境 界 転 。 是 故 、 ⼀ 切 阿 羅 漢 辟 ⽀ 仏 、 本 所 不 ⾒ 、 本 所 不
得 。 ⼀ 切 苦 滅 、唯仏 得 証 。壞⼀ 切 煩 悩 蔵 、 修 ⼀ 切 滅 苦 道 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』
12 巻 ,  221c16 - c23）  
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蔵 で あ る 7 7。⼆ 乗 の 空 智 は 、凡夫と 外 道 の 常 ・楽・我・浄 の 四 顛 倒 に 対 し

て 、 無 常 ・ 苦 ・ 無 我 ・ 不 浄 と い う 四 不 顛 倒 に 転 化 し て い る 。 ま た 、 仏 の

常 ・ 楽 ・ 我 ・ 浄 に 対 し て 、「 本 所 不 ⾒ 、 本 所 不 得 」 と い う こ と に な る 。  

如 来 は 空 如 来 蔵 と 不 空 如 来 蔵 の 智 慧 を 持 っ て い る 。 ⼀ 切 の 煩 悩 蔵 を 離

れ た 空 如 来 蔵 に お い て は 、 滅 諦 の み が 仏 の 四 諦 （ ⼀ 切 苦 滅 、唯仏 得 証 、

壊 ⼀ 切 煩 悩 蔵 ） で あ る 。 こ れ に 対 し て 、 ⼆ 乗 は 如 来 蔵 の ⼆ 側 ⾯ あ る 空 智

を 持 っ て い な い 。 し た が っ て 、 仏 は ⼆ 乗 の た め 、 如 来 蔵 の ⼆ 側 ⾯ あ る 空

智 を 指 摘 し 、 さ ら に 、 空 如 来 蔵 に よ っ て 、 滅 諦 の み が 仏 の 四 諦 で あ る こ

と を ⽰ す 。  

以 上 に よ っ て 、『 勝 鬘 経 』の 四 諦 は 、如 来 蔵 の効能 に よ っ て 、作 四 諦（ ⼆

乗 の 四 諦 ）・ 無 作 四 諦 （ 不 思 議 仏 法 を 成 就 す る 如 来 法 ⾝ で あ る 四 諦 ）・ 第

⼀ 義 諦 （ 滅 諦 の み 仏 の 四 諦 ） の 三 種 の 四 諦 が ⾒ ら れ る 。  

 『 勝 鬘 経 』 の 無 作 四 諦 に 対 し て 、 智 顗 は 『 四 教 義 』 で ⾃ ⾝ の 無 作 四 諦

を 説 明 す る 際 、「『 勝 鬘 経 』に 無 作 の 四 諦 を 明 か す 。⼀ 実 の 結 成 無 し 。『 涅

槃 経 』 は 無 作 と 云 わ ず 、 皆 ⼀ 実 を ⽤ っ て 四 諦 を 結 成 す 。 義 既 に 相 関 す 。

今 両 経 を 合 し て 名 を ⽴ つ 。 故 に 無 作 の 四 実 諦 と ⾔ う な り 7 8」 と ⽰ し て い

る 。 さ ら に 、 智 顗 は 『 法 華 ⽞ 義 』 で 『 涅 槃 経 』 の 第 ⼀ 義 諦 と 実 諦 に よ っ

て 、⾃ ⾝ の 無 作 四 諦 の 根 拠 と す る が 、『 勝 鬘 経 』の「 滅 諦 の み が 仏 の 第 ⼀

義 諦 で あ る 」 と い う 考 え を 批 判 し て い る 。 次 に 『 涅 槃 経 』 の 四 諦 説 を 検

討 す る 。  

 

 

 
7 7  唐・ 菩 提 流 志 訳 『 ⼤ 宝 積 経 』 に 「 不 空 如 来藏、 具 過恒沙 仏 解 脱 智 不 思
議 法 。」 と あ る こ と と 、 意 味 が 同 じ で あ る 。  
7 8  『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  726a13 -a15。  
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第⼆節、『涅槃経』における四諦説の思想基盤  

 

智 顗 の「 四 種 四 諦 」に 、影 響 を 与 え た『 涅 槃 経 』の 四 諦 説 は 、「 聖 ⾏ 品 」

に 散 ⾒ さ れ て い る 。 南 本 の 『 涅 槃 経 』 の 「 聖 ⾏ 品 」 は 、「 聖 ⾏ 品 第 ⼗ 九 之

⼀ 」・「 聖 ⾏ 品 之 ⼆ 」・「 聖 ⾏ 品 之 下 」と い う 三 つ に 分 か れ て い る 。智 顗 は 、

「 聖 ⾏ 品 之 ⼆ 」に 基 づ い て ⾃ ら の 四 諦 説 を 組織し た 。そ こ で 以 下 、「 聖 ⾏

品 之 ⼆ 」の 四 諦 説 に 注 ⽬ し て 、『 涅 槃 経 』の 四 諦 説 に つ い て 論 じ る こ と に

し た い 。  

「 聖 ⾏ 品 之 ⼆ 」に お い て 、⼆ つ の ⾯ で 四 諦 を 説 い て い る 。第 ⼀ に ､凡夫・

⼆ 乗 ・ 菩 薩 ・ 仏 に 対 し て 、 そ れ ぞ れ に 四 諦 を 観 察 し た 後 、 得 た 真 理 が 異

な る こ と を ⽰ し て い る 。 第 ⼆ に 、『 涅 槃 経 』 で 説 か れ る ⼆ 種 智 に よ っ て 、

四 諦 の 相 が 異 な っ て い る 。 ま ず 、 四 諦 を 観 察 す る 主 体 に 対 し て 、 四 諦 の

真 理 は 何 か と い う こ と に つ い て 、『 涅 槃 経 』「 聖 ⾏ 品 之 ⼆ 」 に は 、 次 の よ

う に あ る 。  

 

諸 の 凡夫の ⼈ は 苦 有 り て 諦 無 く 、声 聞 と 縁 覚 は 苦 有 り 苦 諦 有 り て 、

⽽ も 真 実 無 し 。 諸 の 菩 薩 等 は 、 苦 を 解 し て 無 苦 な り 。 是 の 故 に 無 苦

に し て 、 ⽽ も 真 諦 有 り 。 諸 の 凡夫の ⼈ は 集 有 り て 諦 無 し 。 声 聞 と 縁

覚 は 集 有 り 集 諦 有 り 。 諸 の 菩 薩 等 は 集 を 解 し て 無 集 な り 。 是 の 故 に

無 集 に し て 、 ⽽ も 真 諦 有 り 。 声 聞 と 縁 覚 は 滅 有 る も 真 に ⾮ ず 。 菩 薩

摩 訶 薩 は 滅 有 り 真 諦 有 り 。 声 聞 と 縁 覚 は 道 有 る も 真 に ⾮ ず 。 菩 薩 摩

訶 薩 は 道 有 り 真 諦 有 り 7 9。  

 
7 9  『 涅 槃 経 』「 諸 凡夫⼈ 有 苦 無 諦 、声 聞 縁 覚 有 苦 有 苦 諦 、⽽ 無 真 実。 諸 菩
薩 等 、 解 苦 無 苦 。 是 故 無 苦 、 ⽽ 有 真 諦 。 諸 凡夫⼈ 有 集 無 諦 。 声 聞 縁 覚 有
集 有 集 諦。諸 菩 薩 等 解 集 無 集。是 故 無 集、⽽ 有 真 諦。声 聞 縁 覚 有 滅 ⾮ 真。
菩 薩 摩 訶 薩 有 滅 有 真 諦。声 聞 縁 覚 有 道 ⾮ 真 。菩 薩 摩 訶 薩 有 道 有 真 諦 。」（『 ⼤
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『 涅 槃 経 』に お け る「 苦 諦 」は 、「 苦 」が 苦 し み と い う こ と で あ り 、「 諦 」

が 真 理 と い う こ と で あ る 8 0。 凡夫は 苦 し み だ け を 受 け 、 苦 し み の 真 理 で

あ る「 苦 諦 」を 知 ら な い 。凡夫に 対 し て 、⼆ 乗 は 苦 し み の 真 理 で あ る「 苦

諦 」 を 知 っ て い る 。 し か し 菩 薩 に 対 し て 、 ⼆ 乗 は 真 実 の 「 苦 諦 」 を 知 ら

な い 8 1。 凡夫・ ⼆ 乗 に 対 し て 、 菩 薩 は 苦 し み が な く 、「 苦 諦 」 の 真 実 が 知

ら れ る 。  

『 涅 槃 経 』 に お け る 「 集 諦 」 は 「 集 」 が 「 還 り て 有 を 愛 す る な り 」 と

い う こ と で あ る 8 2。 凡夫は 集 が あ り 、「 集 諦 」 の 諦 理 を 知 ら な い 。 凡夫に

対 し て 、 ⼆ 乗 は 集 が あ り 、「 集 諦 」 の 諦 理 も 知 っ て い る 。 ⼆ 乗 に 対 し て 、

菩 薩 は 集 が な く 、「 集 諦 」 の 真 諦 も 知 っ て い る 8 3。  

『 涅 槃 経 』に お け る「 滅 諦 」は 、無 漏 果 と い う こ と で あ る 8 4。⼆ 乗 に は

「 滅 諦 」 が あ る 。 菩 薩 に 対 し て 、 ⼆ 乗 の 「 滅 諦 」 は 、 無 漏 果 で あ る が 、

真 実 の 「 滅 諦 」 で は な い 。 ⼆ 乗 に 対 し て 、 菩 薩 の 「 滅 諦 」 は 真 実 を 持 っ

て い る 。  

 
正 蔵 』 12 巻 ,  441a11 -a17。）  
8 0  『 涅 槃 経 』 の 「 苦 諦 」 の 「 苦 」 は ⼋ 苦 と い う こ と で 概 説 し て い る 。 原
⽂ 「 復 次 、 善男⼦ 。 ⼋ 相 名 苦 、 所 謂 ⽣ 苦⽼苦 病 苦 死 苦 愛 別 離 苦怨憎会 苦
求 不 得 苦 五 盛 陰 苦 。 能 ⽣ 如 是 ⼋ 苦 法 者 、 是 名 為 集 。」（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  
435a3 -a5。）  
8 1  『 涅 槃 経 』 の 論 理 で ⼆ 乗 は 、 凡夫に ⽐ べ て 苦 諦 の 真 理 が あ る が 、 菩 薩
に ⽐ べ て 、 こ の よ う な 真 理 が 真 実 の 真 理 で は な い 。 智 顗 は 「 諦 」 を 空 と
理 解 し て い る 。 ⼆ 乗 が 理 解 し た 空 は 析 空 と い う こ と で あ る 。 菩 薩 が 理 解
し た 空 は 、 体 空 と い う こ と で あ る 。  
8 2  『 ⼤ 正 蔵 』 巻 12 ,  440a22。  
8 3  菩 薩 の 愛 （ 集 ） は 、 実 諦 と い う こ と で あ る 。 な ぜ な ら 、 菩 薩 は 衆 ⽣ の
た め 、三 有 に ⽣ ま れ 、凡夫と 同 じ な 愛（ 集 ）で は な い 。（『 ⼤ 正 蔵 』12 巻 ,  
440a22。 ）  
8 4  『 涅 槃 経 』「 無 漏 果 者 則 名 為 滅 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  435a2。）  



 68 

『 涅 槃 経 』に お け る「 道 諦 」は 、無 漏 因 と い う こ と で あ る 8 5。⼆ 乗 に は

「 道 諦 」 が あ る 。 菩 薩 に 対 し て 、 ⼆ 乗 の 「 道 諦 」 は 真 実 の 「 道 諦 」 で は

な い が 、 菩 薩 の 「 道 諦 」 は 真 実 で あ る 。  

⼆ 乗 に 対 し て 、 菩 薩 の 「 滅 諦 」 と 「 道 諦 」 の 真 実 は 何 か と い う こ と に

つ い て 、『 涅 槃 経 』 に は 以 下 の よ う に あ る 。  

 

善男⼦ 、 云 何 が 菩 薩 摩 訶 薩 は 、 ⼤ 乗 ⼤ 般 涅 槃 に 住 し て 、 滅 を ⾒ 、

滅 諦 を ⾒ る や 。 所 謂 る ⼀ 切 煩 悩 を 断 除 す る な り 。 若 し 煩 悩 断 た ば 則

ち 名 づ け て 常 と 為 す 。 煩 悩 の ⽕ を 滅 せ ば 則 ち 寂 滅 と 名 づ く 。 煩 悩 滅

す る が 故 に 、 則 ち に 受 楽 を 得 。 諸 の 仏 菩 薩 は 因 縁 を 求 む る が 故 に 、

故 に 名 づ け て 浄 と 為 す 。更に 復 た ⼆ ⼗ 五 有 を 受 け ざ る が 故 に 、 出 世

と 名 づ く 。 出 世 を 以 て の 故 に 、 故 に 名 づ け て 我 と 為 す 。 常 に ⾊ 声⾹

味 触 等 、 若 し は男、 若 し は⼥、 若 し は ⽣ ・ 住 ・ 滅 、 若 し は 苦 、 若 し

は 楽 、 不 苦 不 楽 に 於 い て 相貌を 取 ら ざ る が 故 に 、 畢 竟 寂 滅 な る 真 諦

と 名 づ く 。 善男⼦ よ 、 菩 薩 は 是 の 如 く ⼤ 乗 ⼤ 般 涅 槃 に 住 し て 滅 聖 諦

を 観 ず る な り 。  

善男⼦ よ 、 云 何 が 菩 薩 摩 訶 薩 は 、 ⼤ 乗 ⼤ 般 涅 槃 に 住 し て 道 聖 諦 を

観 ず る や 。 善男⼦ よ 、譬え ば闇中 に燈に 因 り て麁細 の 物 を 得 る が 如

し 。 菩 薩 摩 訶 薩 は 亦 た 復 た 是 の 如 く 、 ⼤ 乗 ⼤ 般 涅 槃 に 住 し て 、 ⼋ 聖

道 に 因 り て ⼀ 切 法 を ⾒ る 、 所 謂 る 常 ・ 無 常 、 有 為 ・ 無 為 、 有 衆 ⽣ ・

⾮ 衆 ⽣ 、 物 ・ ⾮ 物 、 苦 ・ 楽 、 我 ・ 無 我 、 浄 ・ 不 浄 、 煩 悩 ・ ⾮ 煩 悩 、

業 ・ ⾮ 業 、 実 ・ 不 実 、 乗 ・ ⾮ 乗 、 知 ・ 無 知 、 陀 羅驃・ ⾮ 陀 羅驃、 求

那 ・ ⾮ 求 那 、 ⾒ ・ ⾮ ⾒ 、 ⾊ ・ ⾮ ⾊ 、 道 ・ ⾮ 道 、 解 ・ ⾮ 解 な り 。 善男

 
8 5  『 涅 槃 経 』「 無 漏 因 者 則 名 為 道 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  435a2。）  
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⼦ よ 、菩 薩 は 是 の 如 く ⼤ 乗 ⼤ 般 涅 槃 に 住 し て 道 聖 諦 を 観 ず る な り 8 6。 

 

菩 薩 の 真 実 の 「 滅 諦 」 は 、 ⼤ 乗 ⼤ 般 涅 槃 の 教 え に よ っ て 、 常 （ ⼀ 切 煩

悩 を 断 じ る こ と ）・ 楽 （ 煩 悩 が な く な っ た 後 、 楽 を 得 る こ と ）・ 我 （ ⼆ ⼗

五 有 を 受 け ず 、出 世 す る こ と を 我 と 名 付 く ）・浄（ 諸 仏 ・ 菩 薩 が 因 縁 を 求

め る こ と を 浄 と ⾔ う ） と い う こ と で あ る 。 相貌に 執 着 し な い 畢 竟 寂 滅 と

い う こ と で あ る 。  

菩 薩 の 真 実 の 「 道 諦 」 は 、 真 実 の 「 道 諦 」 を 求 め る た め 、 ⼀ 切 法 を 常

無 常 ・ 苦 楽 ・ 我 無 我 ・ 浄 不 浄 と い う よ う に ⾒ ず 、 こ れ ら の 不 ⼆ の 相 を 観

察 す る こ と で あ る 。  

以 上 の よ う に 、『 涅 槃 経 』に ⾒ ら れ る 四 諦 説 は 、有 漏 と 無 漏 に よ っ て 、

凡夫と ⼆ 乗 の 四 諦 を 区 分 し て い る 。真 実 で あ る か ど う か に よ っ て 、⼆ 乗・

菩 薩 ・ 仏 の 四 諦 が 異 な る 真 理 を 持 っ て い る と ⽰ さ れ る 。 ⼆ 乗 に 対 し て 、

真 実 で あ る 菩 薩 ・ 仏 の 四 諦 は 、『 涅 槃 経 』の 独 ⾃ 展 開 で あ ろ う 。智 顗 に と

っ て 、 真 実 で あ る 仏 ・ 菩 薩 の 四 諦 は 、 智 顗 ⾃ ⾝ の 無 ⽣ ・ 無 量 ・ 無 作 と い

う 四 諦 に 関 わ っ て い る 。  

と こ ろ で 、『 涅 槃 経 』は 四 諦 の 中 に 、⼆ 乗 の 中 智 と 仏 ・ 菩 薩 の 上 智 が あ

 
8 6  『 涅 槃 経 』「 善男⼦ 、云 何 菩 薩 摩 訶 薩 、住 於 ⼤ 乗 ⼤ 般 涅 槃 、 ⾒ 滅 、 ⾒ 滅
諦 。 所 謂 断 除 ⼀ 切 煩 悩 。 若 煩 悩 断 則 名 為 常 。 滅 煩 悩 ⽕ 則 名 寂 滅 。 煩 悩 滅
故 、 則 得 受 楽 。 諸 仏 菩 薩 求 因 縁 故 、 故 名 為 浄 。更不 復 受 ⼆ ⼗ 五 有 故 、 名
出 世 。 以 出 世 故 、故 名 為 我 。 常 於 ⾊聲⾹味 触 等 、若男、若⼥、若 ⽣ ・ 住 ・
滅 、 若 苦 、 若 楽 、 不 苦 不 楽 不 取 相貌故 、 名 畢 竟 寂 滅 真 諦 。 善男⼦ 、 菩 薩
如 是 住 於 ⼤ 乗 ⼤ 般 涅 槃 観 滅 聖 諦 。 善男⼦ 、 云 何 菩 薩 摩 訶 薩 、 住 於 ⼤ 乗 ⼤
般 涅 槃 観 道 聖 諦 。 善男⼦ 、譬如闇中 因燈得麁細 之 物 。 菩 薩 摩 訶 薩 亦 復 如
是 、住 於 ⼤ 乗 ⼤ 般 涅 槃 、因 ⼋ 聖 道 ⾒ ⼀ 切 法 、所 謂 常 ・ 無 常 、有 為・ 無 為 、
有 衆 ⽣ ・ ⾮ 衆 ⽣ 、 物 ・ ⾮ 物 、 苦 ・ 楽 、 我 ・ 無 我 、 浄 ・ 不 浄 、 煩 悩 ・ ⾮ 煩
悩 、 業 ・ ⾮ 業 、 実 ・ 不 実 、 乗 ・ ⾮ 乗 、 知 ・ 無 知 、 陀 羅驃・ ⾮ 陀 羅驃、 求
那 ・ ⾮ 求 那 、 ⾒ ・ ⾮ ⾒ 、 ⾊ ・ ⾮ ⾊ 、 道 ・ ⾮ 道 、 解 ・ ⾮ 解 。 善男⼦ 、 菩 薩
如 是 住 於 ⼤ 乗 ⼤ 般 涅 槃 観 道 聖 諦 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』12 巻 ,  441a18 -441a27。 ）  
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る こ と が ⽰ さ れ る 。 仏 ・ 菩 薩 の 上 智 に は 、 四 諦 に 対 す る 無 量 の 相 が ⾒ ら

れ る 。 智 顗 は 、 こ の部分 の 『 涅 槃 経 』 教 説 に 基 づ い て 、 ⾃ 分 ⾃ ⾝ の 無 量

四 諦 を 説 く 。 智 顗 の 無 量 四 諦 を 理 解 す る た め に 、 以 下 、 仏 ・ 菩 薩 の 上 智

に 観 察 さ れ る 四 諦 が 無 量 の 相 を 持 つ こ と を 『 涅 槃 経 』 か ら 検 討 す る 。  

 

善男⼦ よ 、 四 聖 諦 を 知 る に ⼆ 種 の 智 有 り 、 ⼀ に は 中 、 ⼆ に は 上 な

り 。 中 と は 声 聞 と 縁 覚 の 智 な り 。 上 と は 、 諸 仏 と 菩 薩 の 智 な り 8 7。  

 

善男⼦ よ 、 世 諦 を 知 る 者 、 是 れ を 中 智 と 名 づ く 。 世 諦 を 分 別 す る

に 無 量 無 辺 に し て 不 可 称 計 な り 、 諸 の 声 聞 と 縁 覚 の 知 る 所 に ⾮ ず 、

是 れ を 上 智 と 名 づ く 。 是 の 如 き 等 の 義 は 、 我 れ は 彼 の 経 に 於 い て 亦

た 之 を 説 か ず 。善男⼦ よ 、⼀ 切 ⾏ 無 常 、諸 法 無 我 、涅 槃 寂 滅 な る は 、

是 れ 第 ⼀ 義 な り 、 是 れ を 中 智 と 名 づ く 。 第 ⼀ 義 は 無 量 無 辺 に し て 、

不 可 称 計 な る と 知 る は 、 諸 の 声 聞 と 縁 覚 が 知 る 所 に ⾮ ず 、 是 れ を 上

智 と 名 づ く 8 8。  

 

四 諦 に お け る 中 智 は 、 ⼆ 乗 の 智 慧 で あ り 、 世 諦 を 知 る こ と で あ る 。 四

諦 に お け る 上 智 は 、 仏 ・ 菩 薩 の 智 慧 で あ り 、 世 諦 を 分 別 し て 無 量 無 辺 の

相 が あ る こ と が ⾒ ら れ る 。 す な わ ち 、 四 諦 は 無 量 の 相 を 持 っ て い る 。 ま

た 、 仏 ・ 菩 薩 の 上 智 に 対 し て 、 ⼆ 乗 の 中 智 は 、「 ⼀ 切 ⾏ 無 常 、 諸 法 無 我 、

 
8 7  『 涅 槃 経 』「 善男⼦ 、知 四 聖 諦 有 ⼆ 種 智 、 ⼀ 者 中 ⼆ 者 上 。 中 者 声 聞 縁 覚
智 。 上 者 、 諸 仏 菩 薩 智 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  442b22 -b24。 ）  
8 8  『 涅 槃 経 』「 善男⼦、知 世 諦 者、是 名 中 智。分 別 世 諦 無 量 無 辺 不 可 称 計、
⾮ 諸 声 聞 縁 覚 所 知 、 是 名 上 智 。 如 是 等 義 、 我 於 彼 経 亦 不 説 之 。 善男⼦ 、
⼀ 切 ⾏ 無 常 、 諸 法 無 我 、 涅 槃 寂 滅 、 是 第 ⼀ 義 、 是 名 中 智 。 知 第 ⼀ 義 無 量
無 辺、不 可 称 計、⾮ 諸 声 聞 縁 覚 所 知、是 名 上 智。」（『 ⼤ 正 蔵 』12 巻 ,  442c29 -
443a5。 ）  
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涅 槃 寂 滅 」 を 第 ⼀ 義 と 考 え て い る 。 仏 ・ 菩 薩 の 上 智 は 「 第 ⼀ 義 無 量 無 辺

不 可 称 計 」 と い う こ と が 知 ら れ る 。  

智 顗 の『 四 教 義 』の 無 量 四 諦 は 、「 世 諦 を 分 別 す る に 無 量 無 辺 に し て 不

可 称 計 な り 、 諸 の 声 聞 と 縁 覚 の 知 る 所 に ⾮ ず 」 と い う 説 を 採 ⽤ し て 、 ⾃

⾝ の 別 教 の 無 量 四 諦 と す る 。 こ の 説 を 別 教 の 無 量 四 諦 と す る 重 要 な 理 由

は 、 智 顗 の 別 教 の 教 え が 単純な 菩 薩 法 で あ り 、 ⼆ 乗 が 理 解 で き な い 法 だ

か ら で あ る 。こ の 点 か ら ⾒ れ ば 、『 涅 槃 経 』の ⼆ 乗 が 分 か ら な い「 無 量 相

の 四 諦 」 は 、 智 顗 ⾃ ⾝ の 別 教 の 無 量 四 諦 と ⼀致し て い る 。  

ま た 上 記 の 通 り 、 仏 ・ 菩 薩 の 上 智 は 「 第 ⼀ 義 無 量 無 辺 不 可 称 計 」 と い

う こ と が 知 ら れ る 。 仏 ・ 菩 薩 の 上 智 が 知 ら れ る 第 ⼀ 義 は 何 で あ ろ う か 。

智 顗 は 仏 ・ 菩 薩 の 上 智 が 知 ら れ る 第 ⼀ 義 に 関 す る 『 涅 槃 経 』 の ⽂脈に よ

っ て 、⾃ 分 ⾃ ⾝ の 無 作 四 諦 の 意 味 を 引 き 出 し て い る 。こ の た め 、以 下『 涅

槃 経 』 の 経 ⽂ に 沿 っ て 、 検 討 す る 。  

 

①  世 諦 と は 、即 ち 第 ⼀ 義 諦 な り と 。世 尊 よ 、若 し 爾 ら ば 則 ち ⼆ 諦 無 け ん

と 。 仏 ⾔ わ く 、善男⼦ よ 、善 ⽅ 便 有 り て 、衆 ⽣ に 随 順 し て ⼆ 諦 有 り と

説 く の み 。 善男⼦ よ 、 若 し ⾔ 説 に 随 わ ば 則 ち ⼆ 種 有 り 、 ⼀ に は 世 法 、

⼆ に は 出 世 法 な り 。善男⼦ よ 、出 世 の ⼈ の 知 る 所 の 如 き は 、第 ⼀ 義 諦

と 名 づ く 。 世 ⼈ の 知 る は 、 名 づ け て 世 諦 と 為 す な り 。（ 中 略 ） 善男⼦

よ 、名 有 り 実 無 し と は 、即 ち 是 れ 世 諦 な り 。名 有 り て 実 有 り と は 、是

れ 第 ⼀ 義 諦 な り 8 9。  

 
8 9  『 涅 槃 経 』「 世 諦 者 、 即 第 ⼀ 義 諦 。 世 尊 、 若 爾 者 則 無 ⼆ 諦 。 仏 ⾔ 、 善男
⼦ 、 有 善 ⽅ 便 、 随 順 衆 ⽣ 説 有 ⼆ 諦 。 善男⼦ 、 若 随 ⾔ 説 則 有 ⼆ 種 、 ⼀ 者 世
法 、 ⼆ 者 出 世 法 。 善男⼦ 、 如 出 世 ⼈ 之 所 知 者 、 名 第 ⼀ 義 諦 。 世 ⼈ 知 者 、
名 為 世 諦 。（ 中 略 ）善男⼦ 、 有 名 無 実 者 、 即 是 世 諦 。 有 名 有 実 者 、 是 第 ⼀
義 諦 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  443a11 -a15。 ）  
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②  実 諦 と は 、 ⼀ 道 清 浄 に し て 、 ⼆ 有 る こ と 無 き な り 。善男⼦ よ 、 常 有 り

楽 有 り 我 有 り 浄 有 る 。是 れ 則 ち 名 づ け て 実 諦 の 義 と 為 す と 。⽂殊師 利

は 仏 に⽩し て ⾔ さ く 、世 尊 よ 、若 し 真 実 を 以 て 実 諦 と 為 さ ば 、真 実 の

法 は 即 ち 是 れ 如 来・虚 空・仏 性 な ら ん 。若 し 是 く の 如 し と せ ば 、如 来・

虚 空 、及 び 仏 性 と 差 別 有 る こ と 無 け ん と 。仏 は ⽂殊師 利 に告げ た ま わ

く 、苦 有 り 諦 有 り 実 有 り 。集 有 り 諦 有 り 実 有 り 。滅 有 り 諦 有 り 実 有 り 。

道 有 り 諦 有 り 実 有 り 。善男⼦ よ 、如 来 は 苦 に ⾮ ず 諦 に ⾮ ず 、是 れ 実 な

り 。虚 空 は 苦 に ⾮ ず 諦 に ⾮ ず 、是 れ 実 な り 。仏 性 は 苦 に ⾮ ず 諦 に ⾮ ず 、

実 な り 9 0。  

③  ⽂殊師 利 よ 、⾔ う 所 の 苦 と は 無 常 相 と 為 し 、是 れ 可 断 の 相 な り 、是 れ

実 諦 と 為 す 。如 来 の 性 は 、苦 に ⾮ ず 無 常 に ⾮ ず 可 断 の 相 に ⾮ ず 、是 の

故 に 実 と 為 す 。 虚 空 ・ 仏 性 も 亦 た 復 た 是 の 如 し 。 復 た 次 に 善男⼦ よ 、

⾔ う 所 の 集 と は 、能 く 五 陰 和 合 に し て ⽣ ぜ し む れ ば 、亦 た 名 づ け て 苦

と 為 し 、亦 た 無 常 と 名 づ け 是 れ 可 断 相 な り 、是 れ を 実 諦 と 為 す 。善男

⼦ よ 、如 来 は 是 れ 集 性 な る に ⾮ ず 是 れ 陰 因 な る に ⾮ ず 可 断 の 相 に ⾮ ず 、

是 の 故 に 実 と 為 す 。虚 空 ・ 仏 性 も 亦 た 復 た 是 の 如 し 。善男⼦ よ 、⾔ う

所 の 滅 と は 煩 悩 滅 と 名 づ け 、亦 た 常 ・ 無 常 な り 。⼆ 乗 の 所 得 を 名 づ け

て 無 常 と ⽈ い 、諸 仏 の 所 得 、是 れ 則 ち 常 と 名 づ け 、亦 た 証 法 と 名 づ け 、

是 れ を 実 諦 と 為 す 。善男⼦ よ 、如 来 の 性 は 名 づ け て 滅 と 為 さ ず 、能 く

煩 悩 を 滅 し 、 常 ・ 無 常 に ⾮ ざ れ ば 、証 知 と 名 づ け ず 。 常 住 に し て 無 変

 
9 0  『 涅 槃 経 』「 実 諦 者、⼀ 道 清 浄、無 有 ⼆ 也。善男⼦、有 常 有 楽 有 我 有 浄。
是 則 名 為 実 諦 之 義 。 ⽂殊師 利⽩仏 ⾔ 、 世 尊 、 若 以 真 実 為 実 諦 者 、 真 実 之
法 即 是 如 来 ・ 虚 空 ・ 仏 性 。 若 如 是 者 、 如 来 ・ 虚 空 、 及 与 仏 性 無 有 差 別 。
仏告⽂殊師 利 、 有 苦 有 諦 有 実 。 有 集 有 諦 有 実 。 有 滅 有 諦 有 実 。 有 道 有 諦
有 実 。 善男⼦ 、 如 来 ⾮ 苦 ⾮ 諦 、 是 実 。 虚 空 ⾮ 苦 ⾮ 諦 、 是 実 。 仏 性 ⾮ 苦 ⾮
諦 、 是 実 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  443b25 - c4。 ）  
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な り 、是 の 故 に 実 と 為 す 。虚 空・仏 性 も 亦 た 復 た 是 の 如 し 。善男⼦ よ 、

道 と は 、能 く 煩 悩 を 断 ち 、亦 た 常 ・ 無 常 に し て 是 れ 可 修 の 法 な り 、是

れ を 実 諦 と 名 づ く 。 如 来 は 、 道 に し て 能 く 煩 悩 を 断 つ に ⾮ ず 、 常 ・ 無

常 に し て 、可 修 の 法 に ⾮ ず 、 常 住 不 変 に ⾮ ず 、是 の 故 に 実 と 為 す 。虚

空 ・ 仏 性 も 亦 た 復 た 是 の 如 し 9 1。  

④  復 た 次 に 善男⼦ よ 、真 実 と ⾔ う は 、即 ち 是 れ 如 来 な り 、 如 来 と は 、即

ち 是 れ 真 実 な り 。真 実 と は 即 ち 是 れ 虚 空 な り 、虚 空 と は 即 ち 是 れ 真 実

な り 。真 実 と は 即 ち 是 れ 仏 性 な り 、仏 性 と は 即 ち 是 れ 真 実 な り 。⽂殊

師 利 よ 、 苦 有 り 苦 因 有 り 苦 尽 有 り 苦 対 有 り 。 如 来 は 苦 に ⾮ ず 、 乃 ⾄ 、

対 に ⾮ ず 、是 の 故 に 実 と 為 し 、名 づ け て 諦 と 為 さ ず 。虚 空 ・ 仏 性 も 亦

た 復 た 是 の 如 し 。苦 と は 、有 為・有 漏・無 楽 な り 。如 来 は 有 為 に ⾮ ず 、

有 漏 に ⾮ ず 、湛然 安 楽 な り 。 是 れ 実 に し て 、 諦 に ⾮ ず 9 2。  

 

① は 、 世 諦 が す な わ ち 第 ⼀ 義 諦 と い う こ と で あ る 。 仏 は 衆 ⽣ の た め 、

⼆ 諦 を 説 く 。 出 世 ⼈ が 知 ら れ る こ と は 第 ⼀ 義 諦 で あ る 。 世 ⼈ が 知 ら れ る

 
9 1  『 涅 槃 経 』「 ⽂殊師 利、所 ⾔ 苦 者 為 無 常 相、是 可 断 相、是 為 実 諦 。 如 来
之 性 、 ⾮ 苦 ⾮ 無 常 ⾮ 可 断 相 、 是 故 為 実 。 虚 空 ・ 仏 性 亦 復 如 是 。 復 次 善男
⼦ 、 所 ⾔ 集 者 、 能 令 五 陰 和 合 ⽽ ⽣ 、 亦 名 為 苦 、 亦 名 無 常 是 可 断 相 、 是 為
実 諦 。 善男⼦ 、 如來⾮ 是 集 性 ⾮ 是 陰 因 ⾮ 可 断 相 、 是 故 為 実 。 虚 空 仏 性 亦
復 如 是 。 善男⼦ 、 所 ⾔ 滅 者 名 煩 悩 滅 、 亦 常 無 常 。 ⼆ 乗 所 得 名 ⽈ 無 常 、 諸
仏 所 得 、 是 則 名 常 、 亦 名 証 法 、 是 為 実 諦 。 善男⼦ 、 如 来 之 性 不 名 為 滅 、
能 滅 煩 悩 、 ⾮ 常 無 常 、 不 名 証 知 、 常 住 無 変 、 是 故 為 実 。 虚 空 ・ 仏 性 亦 復
如 是 。 善男⼦ 、 道 者 、 能 断 煩 悩 、 亦 常 無 常 是 可 修 法 、 是 名 実 諦 。 如 来 、
⾮ 道 能 断 煩 悩 、 ⾮ 常 無 常 、 ⾮ 可 修 法 、 常 住 不 変 、 是 故 為 実 。 虚 空 ・ 仏 性
亦 復 如 是 。」（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  443c5 - c19。）  
9 2  『 涅 槃 経 』「 復 次 善男⼦ 、⾔ 真 実 者 、即 是 如 来 、如 来 者 、即 是 真 実 。真
実 者 即 是 虚 空 、 虚 空 者 即 是 真 実 。 真 実 者 即 是 仏 性 、 仏 性 者 即 是 真 実 。 ⽂
殊師 利 、 有 苦 有 苦 因 有 苦 尽 有 苦 対 。 如 来 ⾮ 苦 、 乃 ⾄ 、 ⾮ 対 、 是 故 為 実 、
不 名 為 諦 。虚 空 ・ 仏 性 亦 復 如 是 。苦 者 、有 為・有 漏・ 無 楽 。如 来 ⾮ 有 為、
⾮ 有 漏 、湛然 安 楽 。 是 実 、 ⾮ 諦 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  443c  19 - c25。 ）  
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こ と は 世 諦 で あ る 。 世 ⼈ の 世 諦 は 名 が あ り 、 実 が な い 。 出 世 ⼈ の 第 ⼀ 義

諦 は 名 が あ り 、 実 も あ る 。 す な わ ち 、 第 ⼀ 義 諦 は 実 諦 を 持 っ て い る 。  

② は 、 実 諦 と は 常 楽 我 浄 と い う こ と で あ る 。 も し 真 実 を 実 諦 で あ る と

⾔ え ば 、 真 実 の 法 は 如 来 ・ 虚 空 ・ 仏 性 で あ る 。 菩 薩 の 四 諦 で 諦 理 と 真 実

が あ る こ と に 対 し て 、 仏 の 真 実 は 、 如 来 が ⾮ 苦 ⾮ 諦 で あ り 、 虚 空 が ⾮ 苦

⾮ 諦 で あ り 、 仏 性 が ⾮ 苦 ⾮ 諦 で あ る 。 以 上 の よ う に 、 仏 の 四 諦 は 如 来 ・

虚 空 ・ 仏 性 と い う 概 念 に 転 換 し た 。  

③ は 、⼆ 乗 の 四 諦 が「 無 常 」を 実 諦 と す る こ と に 対 し て 、如 来 ・虚 空 ・

仏 性 は 、「 常 」 を 実 諦 と す る 。  

④は 、 如 来 ・ 虚 空 ・ 仏 性 は 、 す べ て 真 実 と い う こ と で あ る 。 ⼆ 乗 と 菩

薩 の 実 諦 に 対 し て 、 仏 の 実 諦 は 「 楽 」 で あ り 、 ⼆ 乗 と 菩 薩 の 諦 理 で は な

い 真 実 で あ る 。  

 智 顗 の 無 作 四 諦 は 上 記 の 引 ⽤ ⽂ を 取 り 込 ん で 理 解 さ れ て い る 。 具 体 的

引 ⽤ 箇 所 の 『 涅 槃 経 』 の ど の 内 容 を 無 作 四 諦 と す る の か 、 智 顗 は 説 明 し

て い な い 。 し か し 、 智 顗 の 『 四 教 義 』 で 四 諦 を 仏 性 ・ 如 来 蔵 と い う 教 説

に 転 換 す る こ と が ⾒ ら れ る 。  

智 顗 は 、『 四 教 義 』 の 中 に 、以 上 の よ う な 『 勝 鬘 経 』 と 『 涅 槃 経 』 の 四

諦 を把握し て 、「 四 種 四 諦 」説 を 展 開 し て い る 。以 下 に は 、智 顗 が ど の よ

う に 両 経 を 背 景 と し て ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 を 形 成 し て い る か を 検 討 し て

い き た い 。  

 

第三節、智顗における「四種四諦」説  

 

智 顗 の 後 期 著 作 の 中 に 、「 四 種 四 諦 」に 関 す る ⽂ が よ く ⾒ 出 さ れ る 。そ

の 中 、『 四 教 義 』 と 『 法 華 ⽞ 義 』 は 「 四 種 四 諦 」 に つ い て 詳 細 に 説 明 し て
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い る 。『 四 教 義 』 に は 、 主 に 『 勝 鬘 経 』 と 『 涅 槃 経 』 の 四 諦 説 に よ っ て 、

「 四 種 四 諦 」 が 理 解 さ れ て い る 。『 法 華 ⽞ 義 』 に は 、『 涅 槃 経 』 の 四 諦 説

に 基 づ い て 、 ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 が 表 明 さ れ て い る 。 そ の 『 法 華 ⽞ 義 』

で は 、『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 を ⽤ い ず に 論 じ て い る こ と が 注 ⽬ さ れ る 9 3。 し か

し 、 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 に つ い て は 『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 説 を 離 れ て 議 論 す

る こ と が 難 し い 。 な ぜ な ら ば 、 智 顗 は 『 法 界 次 第 初 ⾨ 』 で 『 勝 鬘 経 』 の

有 作 四 諦 を 蔵 教 と 通 教 の 四 諦 と 理 解 し 、『 勝 鬘 経 』の 有 作 と 無 作 の ⼆ 種 四

諦 を 別 教 と 円 教 の 四 諦 と 理 解 し て い る か ら で あ る 9 4。 さ ら に 、『 四 教 義 』

で 『 勝 鬘 経 』 の 無 作 四 諦 と 『 涅 槃 経 』 の 実 諦 を 合 わ せ て 、 ⾃ ⾝ の 無 作 四

諦 と 解 釈 し て い る 9 5。  

以 下 、『 四 教 義 』 巻 第 ⼆ の 「 四 種 四 諦 」 を 取 り 上 げ て 、 智 顗 が ど の よ う

に 両 経 に よ っ て ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 を 形 成 し て い る か を 考 察 し た い 。  

 

①  ⽣ 滅 四 諦  

初 め に ⽣ 滅 四 諦 の 理 に 約 し て 、所 詮 を 明 か さ ば 、即 ち 是 れ 因 縁 ⽣

滅 に し て 以 て 諦 理 を 明 す 。故 に『 法 華 経 』に 云 く 、昔 波 羅奈に 於 い

 
9 3  『 法 華 ⽞ 義 』「 有 師 解 。 勝 鬘 無 辺 聖 諦 。（ 中 略 ） 雖 唱 四 名 但 成 ⼆ 義 。 ⾮
今 所 ⽤ 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 33 巻 ,  700c18。 ）  
9 4  『 法 界 次 第 初 ⾨ 』「 若 是 三 蔵 教 通 教 。所 明 弘 誓 。但 縁 有 作 四 聖 諦 ⽽ 起。
若 是 別 教 円 教 。 所 明 弘 誓 。 通 縁 有 作 無 作 ⼆ 種 四 聖 諦 ⽽ 起 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』
T46 ,  686a12。 ）  
9 5  『 四 教 義 』「 四 明 無 作 四 諦 者、 如 涅 槃 経 明、約 ⼀ 実 諦 ⽽ 辨 四 諦 、即 是 無
作 四 実 諦 。 明 四 実 不 作 四 、 故 名 無 作 。 観 四 即 得 実 故 名 四 実 諦 也 。 涅 槃 経
云、所 ⾔ 苦 者、為 無 常 相、是 可 断 相。是 為 実 諦 如 来 之 性 。⾮ 苦、⾮ 無 常 、
⾮ 可 断 相 、 是 故 為 実 。 虚 空 仏 性 亦 復 如 是 。 無 作 集 滅 道 諦 、 在 下 当 具 引 涅
槃 経 。 此 ⽂ 即 無 作 四 実 諦 之 明 説 也 。 若 能 依 経 、 解 此 四 諦 即 ⼀ 実 諦 。 是 為
円 教 所 詮 之 理 。 勝 鬘 経 明 無 作 四 諦 。 無 ⼀ 実 結 成 。 涅 槃 経 不 云 無 作 、 皆 ⽤
⼀ 実 結 成 四 諦 。 義 既 相 関 、 今 合 両 経 ⽴ 名 、 故 ⾔ 無 作 四 実 諦 也 。 」（『 ⼤ 正
蔵 』 46 巻 ,  726b5 -b16。 ）  
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て 四 諦 の 法 輪 を 転 じ 、分 別 し て 諸 法 五 衆 の ⽣ 滅 を 説 く 。⽣ 滅 は 即 ち

是 れ 作 を 起 こ す 、故 に『 勝 鬘 経 』に 有 作 の 四 聖 諦 を 明 か す な り 。⾔

う 所 の 四 諦 と は 、 ⼀ に 苦 諦 、 ⼆ に 集 諦 、 三 に 滅 諦 、 四 に 道 諦 な り 。

⾔ う 所 の 苦 と は 、逼 切 を 義 と 為 す 。無 常 の 三 相 、⾊ ⼼ を 逼 切 す 、故

に 名 づ け て 苦 と 為 す 。審 実 に し て 虚 な ら ず 、之 を 名 づ け て 諦 と 為 す 。

⾔ う 所 の 集 と は 、招 聚 を 義 と 為 す 。煩 悩 業 合 し て 、能 く ⽣ 死 の 苦 果

を 招 聚 す 、故 に 名 づ け て 集 と 為 す 。審 実 に し て 虚 な ら ず 、之 を 名 づ

け て 諦 と 為 す 。⾔ う 所 の 滅 と は 、滅 無 を 義 と 為 す 、⼦ 果 ⼆ 縛 有 る こ

と 無 し 、故 に 名 づ け て 滅 と 為 す 。審 実 に し て 虚 な ら ず 、之 を 名 づ け

て 諦 と 為 す 。⾔ う 所 の 道 と は 、能 通 を 義 と 為 す 、戒 、定 、 智 慧 、能

く 通 じ て 涅 槃 に ⾄ る 、故 に 名 づ け て 道 と 為 す 。審 実 に し て 虚 な ら ず 、

之 を 名 づ け て 諦 と 為 す 。此 れ は 是 れ ⽣ 滅 の 四 諦 な り 。故 に『 涅 槃 経 』

に 云 く 、声 聞 に 苦 有 り 苦 諦 有 り 、集 有 り 集 諦 有 り 、滅 有 り 滅 諦 有 り 、

道 有 り 道 諦 有 る な り 9 6。  

②  無 ⽣ 四 諦  

⼆ に 無 ⽣ 四 諦 を 明 か す と は 、『 思 益 経 』 に 云 う が 如 し 、 苦 の 無 ⽣

を 知 る を 苦 聖 諦 と 名 づ け 、集 の 和 合 相 無 き を 知 る を 集 聖 諦 と 名 づ け 、

不 ⼆ の 相 を 以 て 観 ず る を 道 聖 諦 と 名 づ く 。法 は 本 よ り ⽣ せ ず 、今 は

 
9 6『 四 教 義 』「 初 約 ⽣ 滅 四 諦 之 理 。 明 所 詮 者 、 即 是 因 縁 ⽣ 滅 以 明 諦 理 。 故
法 華 経 云 、 昔 於 波 羅奈転 四 諦 法 輪 。 分 別 説 諸 法 五 衆 之 ⽣ 滅 。 ⽣ 滅 即 是 起
作 、 故 勝 鬘 経 明 有 作 四 聖 諦 也 。 所 ⾔ 四 諦 者 、 ⼀ 苦 諦 、 ⼆ 集 諦 、 三 滅 諦 、
四 道 諦 也 。 所 ⾔ 苦 者 、 逼 切 為 義 。 無 常 三 相 逼 切 ⾊ ⼼ 、 故 名 為 苦 。 審 実 不
虚 、 名 之 為 諦 。 所 ⾔ 集 者，招 聚 為 義 。 煩 悩 業 合 、 能 招 聚 ⽣ 死 苦 果 、 故 名
為 集 。 審 実 不 虚 、 名 之 為 諦 。 所 ⾔ 滅 者 、 滅 無 為 義 。 無 有 ⼦ 果 ⼆ 縛 、 故 名
為 滅 。 審 実 不 虚 、 名 之 為 諦 。 所 ⾔ 道 者 、 能 通 為 義 。 戒 定 智 慧 、 能 通 ⾄ 涅
槃 、 故 名 為 道 。 審 実 不 虚 、 名 之 為 諦 。 此 是 ⽣ 滅 四 諦 。 故 涅 槃 経 云 、 声 聞
有 苦 有 苦 諦 。 有 集 有 集 諦 。 有 滅 有 滅 諦 、 有 道 有 道 諦 也 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46
巻 ,  72５ c14 - c27）  
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即 ち 滅 無 し 、是 れ を 滅 聖 諦 と 名 づ く 。即 ち 苦 集 滅 道 の 四 法 は 、名 字

事 相 は 是 れ 同 じ な る も 、⽽ れ ど も 諦 の 義 に 異 な り 有 り 。前 は ⽣ 滅 の

理 を 以 て 諦 と 為 し 、 今 は 不 ⽣ 不 滅 の 真 空 の 理 を 明 か し て 諦 と 為 す 。

亦 た 四 真 諦 と 名 づ く る な り 。故 に『 涅 槃 経 』に 云 く 、菩 薩 は 苦 を 解

し て 苦 無 し 、是 の 故 に 苦 無 く し て 真 諦 有 り 。集 を 解 し て 集 無 し 、是

の 故 に 集 無 く し て 真 諦 有 り 。滅 有 り 真 有 り 道 有 り 真 有 り 。故 に 四 真

諦 と 名 づ く る な り 。三 乗 は 共 に 観 じ て 第 ⼀ 義 を 得 、⼆ 種 の 涅 槃 を 証

す 。 亦 た 是 の 『 勝 鬘 経 』 に 有 量 の 四 諦 を 明 か す な り 9 7。  

③  無 量 四 諦  

三 に 無 量 四 聖 諦 を 明 か す と は 、『 ⼤ 涅 槃 経 』 に 説 く が 如 し 、 諸 陰

の 苦 を 知 る を 名 づ け て 苦 諦 と 為 す 。諸 陰 に 無 量 の 相 有 り て 悉 く 是 れ

諸 苦 な り と 分 別 す 、是 れ を 無 量 の 苦 諦 、無 量 の 集 滅 道 と 名 づ く 。⾄

下 に 当 に 経 ⽂ を 具 出 す べ し 。 是 の 如 き 四 諦 の 理 は 、『 涅 槃 経 』 に 云

く 、 悉 く 声 聞 縁 覚 の 知 る 所 に ⾮ ず 9 8。  

④  無 作 四 諦  

四 に 無 作 四 諦 を 明 さ ば 、『 涅 槃 経 』に 明 か す が 如 し 、⼀ 実 諦 に 約 し

て 四 諦 を 辨 ず 、 即 ち 是 れ 無 作 の 四 実 諦 な り 。 四 実 を 明 す も 四 と 作 ら

ず 、 故 に 無 作 と 名 づ く 。 四 を 観 じ て 即 ち 実 を 得 、 故 に 四 実 諦 と 名 づ

 
9 7『 四 教 義 』「 ⼆ 明 無 ⽣ 四 諦 者 。 如 思 益 経 云 、 知 苦 無 ⽣ 名 苦 聖 諦 、 知 集 無
和 合 相 名 集 聖 諦 、 以 不 ⼆ 相 観 名 道 聖 諦 。 法 本 不 ⽣ 、 今 即 無 滅 、 是 名 滅 聖
諦 。 即 苦 集 滅 道 四 法 、 名 字 事 相 是 同 、 ⽽ 諦 義 有 異 。 前 以 ⽣ 滅 之 理 為 諦 、
今 明 不 ⽣ 不 滅 真 空 之 理 為 諦。亦 名 四 真 諦 也。故 涅 槃 経 云、菩 薩 解 苦 無 苦、
是 故 無 苦 ⽽ 有 真 諦 。 解 集 無 集 、 是 故 無 集 ⽽ 有 真 諦 。 有 滅 有 真 有 道 有 真 、
故 名 四 真 諦 也 。 三 乗 共 観 得 第 ⼀ 義 、 証 ⼆ 種 涅 槃 。 亦 是 勝 鬘 経 明 有 量 四 諦
也 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  726a５ -a15）  
9 8『 四 教 義 』「 三 明 無 量 四 聖 諦 者 、 如 ⼤ 涅 槃 経 説 、 知 諸 陰 苦 名 為 苦 諦 、 分
別 諸 陰 有 無 量 相 悉 是 諸 苦 、 是 名 無 量 苦 諦 。 無 量 集 滅 道 、 ⾄ 下 ⾃ 当 具 出 経
⽂ 。 如 是 四 諦 之 理 、 涅 槃 経 云 、 悉 ⾮ 声 聞 縁 覚 所 知 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  
726a21 -a25）  
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く る な り 。『 涅 槃 経 』 に 云 く 、⾔ う 所 の 苦 と は 、 無 常 の 相 と 為 し 、是

れ 可 断 の 相 な り 。 是 れ を 実 諦 の 如 来 の 性 と 為 す 。 苦 に ⾮ ず 、 無 常 に

⾮ ず 、 可 断 相 に ⾮ ず 、 是 の 故 に 実 と 為 す 。 虚 空 仏 性 も 亦 た 復 た 是 く

の 如 し 。 無 作 の 集 滅 道 諦 は 、 下 に 在 り て 当 に 『 涅 槃 経 』 を 具 引 す べ

し 。 此 の ⽂ は 即 ち 無 作 四 実 諦 の 明 説 な り 。 若 し 能 く 経 に 依 り 、 此 の

四 諦 は 、 即 ち ⼀ 実 諦 な り と 解 す れ ば 、 是 れ を 円 教 所 詮 の 理 と 為 す 。

『 勝 鬘 経 』に 無 作 の 四 諦 を 明 か す も ⼀ 実 の 結 成 無 し 。『 涅 槃 経 』は 無

作 と 云 わ ず 、 皆 ⼀ 実 を ⽤ っ て 四 諦 を 結 成 す 。 義 既 に 相 関 す 。 今 両 経

を 合 し て 名 を ⽴ つ 。 故 に 無 作 の 四 実 諦 と ⾔ う な り 9 9。  

 

『 四 教 義 』 に お け る 「 四 種 四 諦 」 の 解 釈 で は 、 智 顗 は 四 種 に お い て 『 涅

槃 経 』 の 経 ⽂ を 引 ⽤ し て い る 。 ま た 、 無 量 四 諦 以 外 の ⽣ 滅 四 諦 ・ 無 ⽣ 四

諦 ・ 無 作 四 諦 に つ い て 述 べ る 際 に は 、『 勝 鬘 経 』 の 経 ⽂ を 引 ⽤ し て い る 。

さ ら に 、智 顗 は『 勝 鬘 経 』の 有 作 四 諦 を ⾃ ⾝ の ⽣ 滅 四 諦 に 対 応 さ せ 、『 勝

鬘 経 』の 有 量 四 諦 を ⾃ ⾝ の 無 ⽣ 四 諦 に 対 応 さ せ 、『 勝 鬘 経 』の 無 作 四 諦 と

『 涅 槃 経 』 の ⼀ 実 諦 を 合 わ せ て 取 り 上 げ 、 ⾃ ⾝ の 無 作 四 諦 の 意 味 に 配 当

す る 。『 四 教 義 』 に 、 智 顗 は 『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 の 名 称 だ け 取 り 上 げ て 、⾃

⾝ の 「 四 種 四 諦 」 に 配 当 し た 説 明 を し て い る 。『 四 教 義 』 で 『 勝 鬘 経 』 の

有 作 四 諦 と 有 量 四 諦 は 、 智 顗 ⾃ ⾝ の ⽣ 滅 四 諦 と 無 ⽣ 四 諦 に 関 係 す る こ と

 
9 9『 四 教 義 』「 四 明 無 作 四 諦 者 、 如 涅 槃 経 明 、 約 ⼀ 実 諦 ⽽ 辨 四 諦 、 即 是 無
作 四 実 諦 。 明 四 実 不 作 四 故 名 無 作 。 観 四 即 得 実 、 故 名 四 実 諦 也 。 涅 槃 経
云、所 ⾔ 苦 者、為 無 常 相、是 可 断 相。是 為 実 諦 如 来 之 性 。⾮ 苦、⾮ 無 常 、
⾮ 可 断 相 、 是 故 為 実 。 虚 空 仏 性 亦 復 如 是 。 無 作 集 滅 道 諦 、 在 下 当 具 引 涅
槃 経 。 此 ⽂ 即 無 作 四 実 諦 之 明 説 也 。 若 能 依 経 、 解 此 四 諦 、 即 ⼀ 実 諦 、 是
為 円 教 所 詮 之 理 。 勝 鬘 経 明 無 作 四 諦 、 無 ⼀ 実 結 成 。 涅 槃 経 不 云 無 作 、 皆
⽤ ⼀ 実 結 成 四 諦 。 義 既 相 関 。 今 合 両 経 ⽴ 名 。 故 ⾔ 無 作 四 実 諦 也 。 」（『 ⼤
正 蔵 』 46 巻 ,  726b5 -b16）  
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が 説 明 さ れ て い な い 1 0 0。し か し 、智 顗 は『 勝 鬘 経 』の 如 来 蔵 を『 涅 槃 経 』

の 仏 性 と 同 じ よ う に 理 解 し て い る 。『 勝 鬘 経 』で は 、如 来 蔵 に よ っ て 無 量

四 諦 が あ る と さ れ て い る 。『 涅 槃 経 』で は 、仏 性 を 理 解 し て い る 仏 ・ 菩 薩

は 無 量 相 の 四 諦 が ⾒ ら れ る 。こ れ に し た が っ て 、『 勝 鬘 経 』の 無 量 四 諦 と

『 涅 槃 経 』の「 無 量 相 の 四 諦 」、及 び 智 顗 ⾃ ⾝ の 無 量 四 諦 は 、同 様 に 如 来

蔵 ・ 仏 性 を 認 識 で き る 。『 四 教 義 』で 智 顗 は 問 答 の 形 で 次 の 通 り 説 明 し て

い る 。  

 

問 う て ⽈ く 、若 し 爾 ら ば 、『 涅 槃 経 』に 四 諦 の 無 量 相 を 明 す 。何 ん

ぞ 定 め て 是 れ 別 教 所 詮 の 無 量 の 四 諦 と 知 る こ と を 得 る や 。  

答 え て ⽈ く 、 若 し 仏 性 を 明 か さ ず し て 無 量 を 説 か ば 、 即 ち 是 れ 前

の ⼆ 教 所 詮 の 無 量 な り 。 若 し 仏 性 を 明 し て 無 量 の 相 を 説 か ば 、 即 ち

任運 に ⾃ ら 成 じ 、 後 の 両 教 の 明 す 所 の 無 量 な り 。 若 し 円 教 も 亦 た 無

量 の 四 聖 諦 と 名 づ く る と は 、 即 ち 是 れ 無 作 の 四 実 諦 の 異 名 な り 1 0 1。 

 

設 問 は 次 の と お り で あ る 。  

も し『 涅 槃 経 』は「 四 諦 無 量 相 」を 明 ら か に す る の で あ れ ば 、い か に 、

別 教 で 説 か れ る 無 量 四 諦 の こ と で あ る と 明 確 に 知 る こ と が で き る で あ ろ

う か 。  

智 顗 の 返 答 は 、 次 の 通 り で あ る 。  

 
1 0 0  『 勝 鬘 経 』の 有 作 四 諦 と 有 量 四 諦 は 、三 界 外 の ⼆ 乗 と 最 後 ⾝ 菩 薩 が 知
っ て い る 四 諦 で あ る 。 智 顗 の ⽣ 滅 四 諦 と 無 ⽣ 四 諦 は 、 三 界 内 の ⼆ 乗 と 菩
薩 の 四 諦 で あ る 。  
1 0 1『 四 教 義 』「 問 ⽈、若 爾 涅 槃 経 明 四 諦 無 量 相。何 得 定 知 是 別 教 所 詮 無 量
四 諦 。 答 ⽈ 、 若 不 明 仏 性 ⽽ 説 無 量 、 即 是 前 ⼆ 教 所 詮 之 無 量 也 。 若 明 仏 性
説 無 量 相 者、即任運 ⾃ 成、後 両 教 所 明 無 量 也。若 円 教 亦 名 無 量 四 聖 諦 者、
即 是 無 作 四 実 諦 之 異 名 也 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  726a28 -b4）  
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も し 仏 性 と い う こ と を 明 か さ ず に 、 無 量 で あ る と 説 け ば 、 こ れ は 前 の

⼆ 教 に 説 か れ る 無 量 で あ る 。 も し 仏 性 と い う こ と を 明 か し て 、 無 量 と い

う こ と を 説 け ば 、 こ れ は 後 の ⼆ 教 に 説 か れ る 無 量 で あ る 。 も し 円 教 を 無

量 四 諦 と 名 づ け れ ば 、 す な わ ち 、 こ れ は 無 作 四 諦 の 異 名 で あ る 。  

以 上 の よ う に 、 智 顗 は 『 涅 槃 経 』 の 仏 性 と い う こ と に よ っ て 、 無 量 四

諦 を 定 義 す る 。 智 顗 の 無 量 四 諦 で は 、 如 来 蔵 と 仏 性 が ⾒ え る こ と は 、 重

要 で あ る 。 さ ら に 、 元 々 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 に お い て 、 円 教 の 四 諦 は 無

作 四 諦 で あ る が 、 何 故 こ こ で 智 顗 は 円 教 の 無 量 四 諦 を ⾔ 及 し て い る の だ

ろ う か 。 次 の 問 答 で 智 顗 の 考 え ⽅ を み よ う 。  

 

問 う て ⽈ く 、『 勝 鬘 経 』に 無 量 の 四 聖 諦 、無 作 の 四 聖 諦 を 明 す 。『 涅

槃 経 』 も 亦 た 是 の 説 有 り 。 ⼆ 処 の 経 ⽂ は 、 同 じ と 為 す や 異 な る と 為

す や 。  

答 え て ⽈ く 、 無 量 の 四 聖 諦 有 り 、 蔵 識 に 依 る と 雖 も 無 作 に ⾮ ず 。

無 量 の 四 聖 諦 有 り 、亦 た 蔵 識 に 依 り 即 ち 是 れ 無 作 な り 。所 以 は 何 ん 、

若 し 無 明恒沙 に 約 さ ば 、 四 諦 の 法 事 、 数 論 は 無 量 な り 。 即 ち 是 れ 別

教 所 詮 の 無 量 に し て 無 作 に ⾮ ず 。 若 し 法 性 に 約 し て 四 諦 の 無 量 を 明

か さ ば 、即 ち 是 れ 円 教 所 詮 の 無 量 な り 。無 量 は 即 ち 無 作 な り 。『 ⼤ 涅

槃 経 』 に迦葉 に 答 え て 、 無 量 の 四 諦 を 明 か さ ば 、 正 し く 事 数 無 量 に

約 す 。 此 れ 別 教 の 所 詮 な り 。 若 し ⽂殊に 答 え て 四 諦 を 明 か さ ば 、 即

ち 是 れ 無 作 の 四 実 諦 を 明 か す な り 。『 勝 鬘 経 』に ⼆ 種 四 諦 を 明 か す は 、

⼀ 異 未 だ 定 め て 判 ず べ か ら ず 1 0 2。  

 
1 0 2『 四 教 義 』「 問 ⽈、勝 鬘 経 明 無 量 四 聖 諦、無 作 四 聖 諦。涅 槃 経 亦 有 是 説。
⼆ 処 経 ⽂ 、 為 同 為 異 耶 。 答 ⽈ 、 有 無 量 四 聖 諦 、 雖 依 蔵 識 ⾮ 無 作 。 有 無 量
四 聖 諦 、 亦 依 蔵 識 即 是 無 作 。 所 以 者 何 、 若 約 無 明恒沙 四 諦 法 事 、 数 論 無
量。即 是 別 教 所 詮 無 量 ⾮ 無 作。若 約 法 性 明 四 諦 無 量、即是 円 教 所 詮 無 量。
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設 問 は 、 次 の 通 り で あ る 。  

『 勝 鬘 経 』 の 中 に 、 無 量 四 諦 と 無 作 四 諦 を 明 か し て お り 、『 涅 槃 経 』 に

も 同 様 の 説 が あ る 。 両 経 の ⽂ は 同 じ か ど う か と い う こ と で あ る 。  

智 顗 の 返 答 は 、 次 の 通 り で あ る 。  

如 来 蔵 に よ っ て 、 無 作 四 諦 と 無 量 四 諦 が あ る 。 無 明恒沙 の 煩 悩 と い う

点 に よ っ て 、 四 諦 を 論 じ る と 、 無 量 四 諦 で あ る 。 こ れ は 別 教 の 無 量 四 諦

で あ り 、 無 作 四 諦 で は な い 。 法 性 に よ っ て 、 四 諦 を 明 か す こ と は 、 円 教

の 無 量 四 諦 で あ る 。 法 性 か ら 明 か し た 円 教 の 無 量 四 諦 は 、 無 作 四 諦 と ⾔

え る 。『 涅 槃 経 』 に お い て 、 仏 の迦葉 へ の 返 答 は 、 四 諦 の 「 正 し く 事 数 無

量 に 約 す 」 に 対 し て 、 別 教 の 無 量 四 諦 を 明 か し て い る 。 仏 の ⽂殊へ の 返

答 は 、 無 作 四 実 諦 で あ り 、 す な わ ち 円 教 の 無 作 四 諦 で あ る 。  

智 顗 の 理 解 は 、『 涅 槃 経 』の 中 、如 来 蔵 に よ っ て 無 作 四 諦 と 無 量 四 諦 が

あ り 、 無 明 煩 悩 に よ っ て 四 諦 を 明 か す 無 量 四 諦 は 、 別 教 の 無 量 四 諦 で あ

る 。 法 性 に よ っ て 、 四 諦 を 明 か す 無 量 四 諦 は 、 円 教 の 無 作 四 諦 で あ る 。

こ う し て 、 智 顗 は 『 涅 槃 経 』 の 無 量 四 諦 を ⼆ 種 の 四 諦 と 理 解 し て い る 。

『 涅 槃 経 』 で ⽂殊菩 薩 に 答 え た 無 量 四 諦 は 智 顗 が 考 え て い る 無 作 四 諦 で

あ る 。 智 顗 は 『 勝 鬘 経 』 の 無 作 四 諦 を ⾃ ⾝ の 無 作 四 諦 と は し て い な い 。  

智 顗 は 『 勝 鬘 経 』 の 無 作 四 諦 に 対 し て 、 そ の 四 諦 の部分 的 な 意 味 を 取

り 上 げ て 、⾃ ⾝ の 無 作 四 諦 に 相 当 さ せ る 。⾔ い 換 え れ ば 、『 勝 鬘 経 』の 無

作 四 諦 は 、完 全 に 、智 顗 ⾃ ⾝ の 無 作 四 諦 を 顕 す に は 不 ⼗ 分 と ⾔ え る 。『 四

教 義 』 に 、 智 顗 は 『 勝 鬘 経 』 の 無 作 四 諦 の 意 味 を ⽤ い て い た が 、 智 顗 ⾃

 
無 量 即 無 作 也 。 ⼤ 涅 槃 経 答迦葉 、 明 無 量 四 諦 、 正 約 事 数 無 量 、 此 別 教 所
詮 也 。 若 答 ⽂殊明 四 諦 、 即 是 明 無 作 四 実 諦 也 。 勝 鬘 経 明 ⼆ 種 四 諦 、 ⼀ 異
未 可 定 判 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  726b16 -b26）  
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⾝ の 無 作 四 諦 と し て は 理 解 し 難 い 。  

『 四 教 義 』 を 智 顗 が 著 し た 時 代 に 、 智 顗 の 教 相 判 釈 が 円 融 に 完 成 し た

頃 で あ り 、化 法 四 教 の 蔵 教・通 教・別 教・円 教 の 教 理 を 完 成 さ せ る た め 、

「 四 種 四 諦 」を 創 ⽴ さ せ た こ と が 分 か る 。『 涅 槃 経 』の 経 ⽂ は 智 顗 の「 四

種 四 諦 」 の 意 味 に 対 応 し て い る 。 ま た 、「 四 種 四 諦 」 の 名 称 は 『 勝 鬘 経 』

の 四 諦 を 参照し て い る と ⾔ え る 。し か し 、『 勝 鬘 経 』の 四 諦 は 智 顗 の「 四

種 四 諦 」に 完 全 に 当 て嵌め る こ と が で き ず 、『 勝 鬘 経 』の 中 に 、智 顗 の「 四

種 四 諦 」 に 相 当 す る 経 ⽂ も な い 。 そ の た め 、 智 顗 は 『 勝 鬘 経 』 と 『 涅 槃

経 』 の 両 経 の 四 諦 説 を 取 り ⼊ れ て ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 と し て い る 。  

 

第四節、⼩結  

 

『 勝 鬘 経 』の 四 諦 説 は 、如 来 蔵 思 想 の 上 で ⼆ 乗 ・最 後 ⾝ の 菩 薩 ・ 仏 の 四

諦 を 区 分 し て い る 。 ⼆ 乗 ・ 最 後 ⾝ の 菩 薩 の 四 諦 は 、 有 作 と 有 量 四 諦 で あ

る 。 仏 の 四 諦 は 、 ⼆ ⾯ が あ る 。 ⼀ ⾯ は 空 如 来 蔵 が 究 竟 し た 無 作 四 諦 で あ

る 。 ⼀ ⾯ は 不 空 如 来 蔵 が 顕 し た 無 量 四 諦 で あ る 。  

『 涅 槃 経 』 の 四 諦 説 は 、 仏 性 思 想 の 上 で 凡夫・ ⼆ 乗 ・ 菩 薩 ・ 仏 の 四 諦 を

区 分 し て い る 。 凡夫は 有 漏 の 苦 と 集 が あ り 、 諦 理 が な い 。 ⼆ 乗 の 四 諦 は

有 漏 の 苦 諦 と 集 諦 が あ り 、 無 漏 の 滅 諦 と 道 諦 が あ り 、 仏 ・ 菩 薩 の 真 実 が

な い 。 菩 薩 の 四 諦 は 、 有 漏 の 苦 と 集 が な く な っ た 、 無 漏 の 滅 諦 と 道 諦 が

あ り 、諦 理 と 真 実 も あ る 。仏 の 四 諦 は 、常 楽 我 浄 で あ る 仏 性 を 意 味 す る 。  

結 論 す る と 、 智 顗 は 『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 説 を 理 解 し た 上 で 、『 涅 槃 経 』 の

仏 性 思 想 の 四 諦 説 を 受 け て ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 を 形 成 し て い る 。  

智 顗 の ⽣ 滅 と 無 ⽣ 四 諦 は 、『 勝 鬘 経 』 の 有 作 と 有 量 四 諦 に 相 応 し 、『 涅

槃 経 』 の ⼆ 乗 と 菩 薩 の 四 諦 に 相 応 し て い る と 理 解 で き る 。  
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『 勝 鬘 経 』 は 如 来 蔵 思 想 に し た が っ て 、 無 作 四 諦 と 無 量 四 諦 を ⼀ 種 四

諦 と 認 め て い る 。『 涅 槃 経 』で は 、⼆ 乗 の 中 智 は 無 量 の 相 が あ る 四 諦 と し

て い な い が 、 仏 ・ 菩 薩 の 上 智 に つ い て は 、 ⾔ 及 し て い る 。 智 顗 は 『 勝 鬘

経 』 の 無 作 ・ 無 量 四 諦 と 『 涅 槃 経 』 の 無 量 四 諦 を す べ て ⾃ ⾝ の 無 量 四 諦

に ま と め て い る 。 智 顗 の 無 作 四 諦 は 『 勝 鬘 経 』 の 無 作 四 諦 を ⽤ い ず に 、

『 涅 槃 経 』 の 仏 性 の ⽴ 場 か ら 説 か れ た 四 諦 を 採 ⽤ し て 、 ⾃ ⾝ の 無 作 四 諦

と す る 。  

『 勝 鬘 経 』 に は 、 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 に 相 応 す る 経 ⽂ が ⾒ ら れ な い 。

ま た 『 涅 槃 経 』 の 中 に は 、「 四 種 四 諦 」 の 名 称 が ⾒ ら れ な い 。そ こ で 智 顗

は 『 四 教 義 』 に お い て 、『 涅 槃 経 』 と 『 勝 鬘 経 』 の 両 経 を ⽤ い て 、⾃ ⾝ の

「 四 種 四 諦 」 を 説 明 し て い る 。 つ ま り 、『 四 教 義 』 で は 、『 勝 鬘 経 』 の 四

諦 の 名 称 を 取 り 上 げ て 、 蔵 教 ・ 通 教 ・ 別 教 ・ 円 教 の 四 教 が 所 詮 す る 四 諦

を 説 明 し て い る 。 こ の よ う に 、 智 顗 は ⾃ ⾝ の 「 四 種 四 諦 」 を 創 出 し た と

⾔ え よ う 。  
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第四章、『涅槃経集解』と天台智顗の四諦解釈  
 

はじめに  

 

智 顗 （ 583-597） は 「 四 種 四 諦 」 を 『 涅 槃 経 』「 聖 ⾏ 品 」 の 四 諦 説 に 基

づ い て 解 釈 し て い る 。 智 顗 に と っ て 、「 四 種 四 諦 」 は 『 涅 槃 経 』 と 関 係 の

深 い 教 学 で あ っ た 。 し か し 、 智 顗 以 前 か ら 『 涅 槃 経 』 の 研 究 は 盛 ん に な

さ れ て お り 、 智 顗 が そ れ ら の 思潮か ら 影 響 を 受 け た か ど う か に つ い て 疑

問 を 持 っ て い る 。 そ し て 、 智 顗 に 先 ⽴ つ 『 涅 槃 経 』 研 究 の ⼀ 端 を 知 る こ

と が で き る『 涅 槃 経 集 解 』を 取 り 上 げ 、『 涅 槃 経 集 解 』の 解 釈 を 智 顗 の も

の と ⽐ 較 検 討 す る 。具 体 的 に は 、『 涅 槃 経 』「 聖 ⾏ 品 」の 四 諦 に 対 す る『 涅

槃 経 集 解 』 に 収 め ら れ た 諸 師 の 説 と 智 顗 の 解 釈 と の 同 異 を 確 認 し た い 。

こ れ に よ っ て 、 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 説 の 特 徴 が 明 ら か に な る で あ ろ う 。  

本稿で は 、 最 初 に 『 涅 槃 経 』「 聖 ⾏ 品 」 の 四 諦 を 参照し な が ら 、『 涅 槃

経 集 解 』を ⽤ い て 天 台 智 顗 以 前 の 諸 師 の 解 釈 を 含 め て 考 察 す る 。そ し て 、

『 法 華 ⽞ 義 』の「 四 種 四 諦 」の 取 り 扱 い を 確 認 す る 。最 後 に『 涅 槃 経 集 解 』

に 収 め ら れ た 諸 師 の 説 と 智 顗 の 解 釈 を ⽐ 較 し な が ら 、智 顗 の「 四 種 四 諦 」

説 の 特 徴 を 検 討 し て い く 。  

 

第⼀節、『涅槃経』「聖⾏品」と『涅槃経集解』「聖⾏品」における四諦

の解釈  

 

 本 論 の 第 三 章 で は『 涅 槃 経 』「 聖 ⾏ 品 」の 四 諦 を 検 討 し た 。し か し な が
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ら 、諸 師 は さ ま ざ ま な 視 点 か ら『 涅 槃 経 』「 聖 ⾏ 品 」の 四 諦 を 説 明 し て い

る 。 四 諦 と い う 問 題 を 明 確 に 理 解 す る た め 、 異 な る ⾓ 度 か ら 検 討 す る 。  

ま ず 、『 涅 槃 経 』「 聖 ⾏ 品 」 の 四 諦 は 次 の よ う に ⽰ さ れ る 。  

 

復 た 次 に迦葉 。 ⼜ た 聖 ⾏ 有 り 。 所 謂 る 四 聖 諦 、 苦 ・ 集 ・ 滅 ・ 道 な

り 。迦葉 。 苦 は 逼迫の 相 。 集 は 能 く ⽣ ⻑ す る 相 。 滅 は 寂 滅 の 相 。 道

は ⼤ 乗 の 相 な り 。 復 た 次 に 善男⼦ 。 苦 は 現 相 な り 。 集 は 転 相 な り 。

滅 は 除 相 な り 。道 は 能 除 の 相 な り 。復 た 次 に 善男⼦ 。苦 は 三 相 有 り 。

苦 苦 相 ・ ⾏ 苦 相 ・ 壊 苦 相 な り 。 集 は ⼆ ⼗ 五 有 り 。 滅 は ⼆ ⼗ 五 有 を 滅

す る な り 。 道 は 戒 ・ 定 ・ 慧 を 修 す る な り 1 0 3。  

 

ま ず 苦 ・ 集 ・ 滅 ・ 道 の 四 聖 諦 と い う 「 聖 ⾏ 」 を ⽰ し 、 苦 ・ 集 ・ 滅 ・ 道

の そ れ ぞ れ の 特 徴 を 定 義 す る 。こ こ に お い て 、「 道 と は ⼤ 乗 の 相 な り 」と

い う よ う に 、『 涅 槃 経 』は 四 諦 を 独 ⾃ に 展 開 し て い る 。つ ま り 、『 涅 槃 経 』

の 四 諦 は 初 転 法 輪 か ら 説 か れ る 四 諦 に 基 づ き つ つ 、 異 な る 意 味 を 持 た せ

て い る の で あ る 。  

さ ら に 、『 涅 槃 経 』の 四 諦 に つ い て 説 明 し て い る 重 要 な 箇 所 を 参照す る 。 

 

諸 の 凡夫の ⼈ は 苦 有 り て 諦 無 く 、 声 聞 ・ 縁 覚 は 苦 有 り 苦 諦 有 り て

真 実 無 し 。 諸 の 菩 薩 等 は 苦 を 無 苦 な り と 解 す 、 是 の 故 に 苦 無 く し て

⽽ も 真 諦 有 り 。 諸 の 凡夫の ⼈ は 集 有 り て 諦 無 く 、 声 聞 ・ 縁 覚 は 集 有

 
1 0 3  『 涅 槃 経 』「 復 次迦葉 。 ⼜ 有 聖 ⾏ 。 所 謂 四 聖 諦 苦 集 滅 道 。迦葉 。 苦 者
逼迫相 。 集 者 能 ⽣ ⻑ 相 。 滅 者 寂 滅 相 。 道 者 ⼤ 乗 相 。 復 次 善男⼦ 。 苦 者 現
相 。 集 者 転 相 。 滅 者 除 相 。 道 者 能 除 相 。 復 次 善男⼦ 。 苦 者 有 三 相 。 苦 苦
相 ⾏ 苦 相 壊 苦 相。集 者 ⼆ ⼗ 五 有。滅 者 滅 ⼆ ⼗ 五 有。道 者 修 戒 定 慧。」(『 ⼤
正 蔵 』 12 巻 ,  676b8 -b14)  
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り て 集 諦 有 り 。 諸 の 菩 薩 等 は 集 を 無 集 な り と 解 す 、 是 の 故 に 集 無 く

し て ⽽ も 真 諦 有 り 。 声 聞 ・ 縁 覚 は 滅 有 る も 真 に ⾮ ら ず 。 菩 薩 摩 訶 薩

は 滅 有 り 真 諦 有 り 。 声 聞 ・ 縁 覚 は 道 有 る も 真 に ⾮ ら ず 。 菩 薩 摩 訶 薩

は 道 有 り 真 諦 有 り 1 0 4。  

 

凡夫の ⼈ は 苦 と 集 の み 持 っ て お り 、 四 諦 の 諦 理 と 真 実 を 持 っ て い な い 。

し か し 、声 聞・縁 覚 は 苦・苦 諦 と 集 ・ 集 諦 を 持 つ の に 対 し て 、菩 薩 は 苦・

集 を 持 た ず 四 諦 の 真 諦 を 持 っ て い る 。 滅 ・ 道 に 関 し て は 、 声 聞 ・ 縁 覚 に

も 、滅 ・ 道 は あ る が 真 実 で は な い 。そ れ に 対 し て 、菩 薩 は 滅 ・ 道 を 持 ち 、

真 実 を 持 つ と さ れ る 。  

こ こ で 『 涅 槃 経 』 の 四 諦 の 特 徴 は 「 真 諦 」 と 「 真 実 」 と い う 語 を ⽤ い

て 、 凡夫、 声 聞 ・ 縁 覚 、 菩 薩 の 四 諦 の 意 味 深 浅 を 区 別 し て い る 。「 真 諦 」

は 、凡夫に は 分 か ら ず 、⼆ 乗 は わ か っ て い る 。「 真 実 」は ⼆ 乗 に は わ か ら

ず 、 菩 薩 は わ か っ て い る 。  

こ の 箇 所 に つ い て は 、『 涅 槃 経 集 解 』に 僧 亮 と 宝 亮 の 解 釈 が ⽰ さ れ て い

る 。  

ま ず に 僧 亮 の 解 釈 は 以 下 の 通 り で あ る 。  

 

案ず る に 僧 亮 ⽈ く 、 観 を 不 同 と 為 す 。 ⽽ る に 昔 の 苦 集 を 説 く に 、

唯だ 三 ⼈ 有 り 。 論 に 因 れ ば 四 ⼈ の 観 の 差 別 有 り 。 次 を 語 る に 之 に 及

ぶ な り 。 菩 薩 、 能 く 苦 を 観 じ 、 愛 無 上 ⼋ 患 を 観 ず 。 論 に 因 れ ば ⼈ を

 
1 0 4  『 涅 槃 経 』「 諸 凡夫⼈ 有 苦 無 諦 。 声 聞 ・ 縁 覚 有 苦 有 苦 諦 ⽽ 無 真 実 。 諸
菩 薩 等 解 苦 無 苦 。 是 故 無 苦 ⽽ 有 真 諦 。 諸 凡夫⼈ 有 集 無 諦 。 声 聞 ・ 縁 覚 有
集 有 集 諦 。諸 菩 薩 等 解 集 無 集 。是 故 無 集 ⽽ 有 真 諦 。声 聞・縁 覚 有 滅 ⾮ 真 。
菩 薩 摩 訶 薩 有 滅 有 真 諦 。 声 聞 ・ 縁 覚 有 道 ⾮ 真 。 菩 薩 摩 訶 薩 有 道 有 真 諦 」
(『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  682c7 - c14)  
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観 じ て 差 別 す 。 顛 倒 を 以 っ て 苦 と 為 す 。 三 ⼈ 、 皆 、 倒 る 。 苦 有 る な

り 。 苦 を ⾒ る を 以 っ て 諦 と 名 づ く 。 三 ⼈ 、 皆 、 苦 を ⾒ る が 故 に 諦 有

る な り 。 下 、 須 く 之 を 跋 む 。 欲 界 の 無 常 を 観 ず る こ と 病 の 如 く に し

て ⾊ 界 に 出 づ る を 得 。 是 、 凡夫の ⾒ 苦 な り 。 三 ⼈ 、 仏 に 於 い て 苦 有

り と 倒 す る を 以 っ て の 故 に 、 諦 に 於 い て 真 に 称 う こ と を 得 ざ る な

り 。「 苦 を 解 く 」 と は ⽣ 死 な り 。「 苦 無 き こ と 」 と は 涅 槃 な り 。 ⼆ に

於 い て 倒 れ ず 。 是 を 「 苦 無 く ⽽ も 真 諦 有 り 」 と 謂 う 。 苦 は麁、 集 は

細 な り 。 凡夫は 集 を ⾒ ざ る が 故 に 「 無 諦 」 な り 。「 集 諦 有 り 」 と

は 、 仏 に 於 い て 倒 有 る こ と な り 。 変 易 の 苦 を 受 け る が 故 に 是 、 集 な

り 。 分 段 の 因 を 識 る が 故 に 「 有 諦 」 な り 。 上 、 但 だ 凡夫の 是 れ 集 を

⾔ い 、 変 易 之 苦 を 説 か ざ る な り 1 0 5。  

 

僧 亮 の 解 釈 に よ れ ば 、苦 の 意 味 は 顛 倒 で あ り 、凡夫・声 聞・縁 覚 は 皆 、

顛 倒 し て い る 。 対 し て 、 菩 薩 に 苦 は 無 い 。 苦 を ⾒ る こ と が 苦 諦 で あ る 。

声 聞 ・ 縁 覚 ・ 菩 薩 は 苦 を ⾒ る か ら 「 有 諦 」 で あ る 。 た だ し 、 凡夫・ 声 聞 ・

縁 覚 は 「 仏 に 苦 が あ る 」 と い う 顛 倒 が あ る か ら 、 諦 は 「 真 」 で は な い 。

「 真 」 を 持 つ の は 菩 薩 だ け で あ る 。  

集 諦 に 関 し て も 同 様 で あ る 。 声 聞 、 縁 覚 は 分 段 ⽣ 死 1 0 6の 原 因 を 知 る と

 
1 0 5  『 集 解 』「案僧 亮 ⽈ 、 為 観 不 同 。 ⽽ 説 昔 之 苦 集 、唯有 三 ⼈ 。 因 論 四 ⼈
観 有 差 別 。 語 次 及 之 也 。 菩 薩 、 能 観 苦 観 、 愛 無 上 ⼋ 患 。 因 論 観 ⼈ 差 別 、
以 顛 倒 為 苦 。 三 ⼈ 、 皆 、 倒 。「 有 苦 」也 。 以 ⾒ 苦 名 諦 。 三 ⼈ 、 皆 、 ⾒ 苦 故
「 有 諦 」 也 。 下 、 須 跋 之 。 観 欲 界 無 常 如 病 得 出 ⾊ 界 。 是 、 凡夫⾒ 苦 也 。
以 三 ⼈ 、 於 仏 有 苦 倒 故 、 於 諦 不 得 称 真 也 。「 解 苦 」 者 ⽣ 死 也 。「 無 苦 」 者
涅 槃 也 。 於 ⼆ 不 倒 。 是 謂「 無 苦 ⽽ 有 真 諦 」。 苦 粗 、 集 細 。 凡夫不 ⾒ 集 故 、
「 無 諦 」也 。「 有 集 諦 」者 、 於 仏 有 倒 。 受 変 易 之 苦 故 是 、 集 也 。 識 分 段 因
故「 有 諦 」也。 上 、但 ⾔ 凡夫是 集 、不 説 変 易 之 苦 也。 」(『 ⼤ 正 蔵 』37 巻 ,  
484c11 - c22)  
1 0 6  分 段 ⽣ 死 ： ⾝ 体 と そ の 寿 命 と に 分 段 （限界 ） が あ る ⽣ 死 で あ り 、『 勝
鬘 経 』 に よ る と 、 三 界 内 の ⽣ 死 状 態 で あ る 。 変 易 ⽣ 死 ： 分 段 ⽣ 死 に 対 す
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い う 点 で 「 諦 が 有 る 」 と ⾔ え る も の の 、 や は り 仏 に 対 し て 顛 倒 が あ る の

で 「 真 諦 が あ る 」 と は い え ず 、「 集 諦 が あ る 」 と 説 か れ る 。 つ ま り 、僧 亮

は 、 仏 に 対 す る 顛 倒 が な い 完 全 な 諦 を 「 真 諦 」 で あ る と 解 釈 す る 。  

次 に 宝 亮 の 解 釈 を 確 認 す る 。  

 

宝 亮 ⽈ わ く 、 上 に 既 に 苦 集 諦 を 説 き 竟 り ぬ 。 今 、且に 諦 ⽤ を 結 成 す 。

諦 ⽤ を 成 ぜ ず と は 、凡夫の 識 を 課 す る に 、⽽ る に 離 過 に ⾮ ず 。「 凡夫の ⼈ 、

苦 有 り 諦 無 く 」と 云 う は 、凡愚は 但 だ 粗 く 逼 悩 事 の 苦 を 知 る の み に し て 、

苦 の 所 以 を 諦 解 せ ず 。 故 に 諦 ⽤ 無 し 。 ⼆ 乗 の 「 有 苦 諦 」 と は 、 逼 悩 事 の

苦 有 り 。 苦 因 を 解 除 す る こ と 粗 か ら ざ る に ⾮ ず 、 所 以 に 諦 ⽤ 有 り と ⾔ う

こ と を 得 る な り 。「 無 真 実 」と は 、仏 に 苦 無 き こ と を 知 ら ず 、仏 に 合 し て

苦 観 を 作 す に 由 る が 故 に「 無 真 実 」な り 。「 諸 菩 薩 解 苦 無 苦 」と は 、昔 ⽇ 、

苦 ・ 無 苦 を 性 空 な る と 解 す 。 今 ⽇ 、 ⾦ 剛 を 解 す を 以 て 苦 有 る に 還 り 、 仏

果 は 是 れ 苦 無 き こ と を 解 す 1 0 7。  

 

宝 亮 は 、「 諦 ⽤ 」 の 語 を ⽤ い て 解 釈 す る が 、「 真 諦 」 や 「 真 実 」 と ⾔ う

こ と に 関 し て 、 概 ね 僧 亮 と 同 じ 解 釈 を し て い る と 考 え ら れ る 。 諦 ⽤ を 完

成 し て い な い 凡夫は 苦 だ け あ っ て 諦 が な い 。 そ し て 、 苦 が ど の よ う な も

の か を漠然 と 知 る が 、 苦 の 原 因 を 詳 細 に 理 解 し て い な い の で 、 諦 ⽤ が な

 
る ⽣ 死 で あ り 、『 勝 鬘 経 』に よ る と 、三 界 外 の ⼤ 阿 羅 漢 と 意 ⽣ ⾝ 菩 薩 の ⽣
死 状 態 で あ る 。  
1 0 7  『 集 解 』「 宝 亮 ⽈ 、 上 既 説 苦 集 諦 竟 。 今且結 成 諦 ⽤ 。 不 成 諦 ⽤ 者 、 課
凡夫識 ⾮ ⽽ 離 過 。 云 「 凡夫⼈ 有 苦 無 諦 」 者 。 凡愚但 粗 知 逼 悩 事 苦 。 不 諦
解 苦 之 所 以 。 故 無 諦 ⽤ 也 。 ⼆ 乗 有 苦 諦 者 。 有 逼 悩 事 苦 。 ⾮ 不 粗 解 除 於 苦
因 、 所 以 得 ⾔ 有 諦 ⽤ 也 。「 無 真 実 」者 。 不 知 仏 無 苦 。 由 合 仏 作 苦 観 。 故 無
真 実 也。「 諸 菩 薩 解 苦 無 苦 」者。昔 ⽇ 解 苦 無 苦 性 空。今 ⽇ 解 ⾦ 剛 以 還 有 苦。
仏 果 是 無 苦 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 37 巻 ,  484c22 -485a1)  
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い 。 声 聞 ・ 縁 覚 と い う ⼆ 乗 は 、 苦 の 原 因 を 詳 し く 知 っ て い る の で 、 諦 ⽤

を 備 え る 。 し か し 、 仏 に 苦 が な い こ と を 知 ら ず に 、 仏 に 対 し て 苦 が あ る

と い う 観 念 を な す こ と か ら 、 真 実 が な い と い う 。 菩 薩 は 、 か つ て 苦 が 性

空 で あ る こ と を 理 解 し 、 今 、 仏 は 果 と し て 苦 が な い と 知 る 。 つ ま り 、 宝

亮 も 僧 亮 と 同 様 に 、「 仏 に 苦 が あ る 」と い う よ う な 顛 倒 が な い 菩 薩 の「 真

実 」 で あ る と 解 釈 す る 。  

で は 、四 諦 の「 真 実 」を 理 解 す る と は ど う い う こ と か 。『 ⼤ 般 涅 槃 経 』

に は 以 下 の よ う に 説 か れ る 。  

 

善男⼦ 、復 た 中 に ⼊ る と 雖 も 、猶 お 説 と 名 づ け ず 。何 を 以 て の 故 に 。

善男⼦ 、 四 聖 諦 を 知 る に ⼆ 種 の 智 有 り 、 ⼀ に は 中 、 ⼆ に は 上 な り 。

中 と は 声 聞 ・ 縁 覚 の 智 な り 。 上 と は 諸 仏 ・ 菩 薩 の 智 な り 。 善男⼦ 、

諸 陰 の 苦 を 知 る を 名 づ け て 中 智 と 為 す 。 諸 陰 を 分 別 す る に 無 量 の 相

有 る も 、悉 く 是 れ 諸 苦 な る は 、諸 も ろ の 声 聞・縁 覚 の 知 る 所 に ⾮ ず 、

是 れ を 上 智 と 名 づ く 。 善男⼦ 、 是 く の 如 き 等 の 義 は 、 我 れ 彼 の 経 に

於 て 竟 に 之 を 説 か ず 1 0 8。  

 

四 諦 を 理 解 す る 上 で 、⼆ 種 類 の 智 慧 が あ る と ⽰ す 。⼀ つ は 中 智 で あ り 、

も う ⼀ つ は 上 智 で あ る 。 中 智 と は 声 聞 ・ 縁 覚 の 智 慧 で あ り 、 五蘊の 苦 の

道 理 を 知 る こ と で あ る 。 諸 仏 ・ 菩 薩 は 、 た だ 五蘊が 苦 で あ る と 知 る だ け

で な く 、 そ の 五蘊に 無 量 の 特 徴 が あ る こ と を ふ ま え て そ れ ら が 全 て 苦 で

 
1 0 8  『 涅 槃 経 』「 善男⼦ 、 雖 復 ⼊ 中 猶 不 名 説 。 何 以 故 。 善男⼦ 。 知 四 聖 諦
有 ⼆ 種 智 。 ⼀ 者 中 ⼆ 者 上 。中 者 声 聞・縁 覚 智 。上 者 諸 仏 菩 薩 智 。善男⼦ 、
知 諸 陰 苦 名 為 中 智 。 分 別 諸 陰 有 無 量 相 悉 是 諸 苦 。 ⾮ 諸 声 聞 ・ 縁 覚 所 知 、
是 名 上 智 。善男⼦、如 是 等 義 我 於 彼 経 竟 不 説 之。」(『 ⼤ 正 蔵 』12 巻 ,  684a22 -
b6)  
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あ る と 理 解 す る 点 で 、 声 聞 ・ 縁 覚 の 理 解 と 異 な り 、 上 智 と ⽰ さ れ る 。  

こ の 箇 所 に つ い て 、『 涅 槃 経 集 解 』 に お い て 僧 亮 と 僧 宗 は 次 の よ う に 解

釈 す る 。  

 

案ず る 。 僧 亮 ⽈ く 、 ⽣ 滅 の 聚 積 を 陰 と 名 づ く 。 亦 た 是 れ 苦 の 義 な

り 。 四 諦 は 本 、 声 聞 の 為 、 総 相 に し て 苦 を 説 く 。 別 相 に 知 る と は 、

彼 の 経 の 所 説 に ⾮ ざ る な り 。 僧 宗 ⽈ く 、 若 し 『 勝 鬘 経 』 に 依 り て 論

を 為 さ ば 、 ⼋ 諦 有 り 。 昔 、 但 だ 四 を 説 く の み に し て 、 ⽽ れ ど も 無 作

聖 諦 は 未 だ 明 か さ ざ る 所 な り 。 今 、 此 の 経 に 就 い て 但 だ 無 作 の み な

ら ず 、 未 だ 作 の 義 も 説 か ず 、 亦 た 未 だ 究 竟 な ら ず 。 何 と な れ ば 、 陰

相 を 説 く が 如 き は 、 ⾊ は 則 ち ⼗ 四 の 種 有 り 、 ⼼ は 則 ち 想 受 ⾏ な り 、

と 。 此 れ は 是 れ 総 相 な り 。 粗 分 別 の 中 、 智 の 知 る 所 な り 。 若 し 細 相

に 就 い て 弁 明 せ ば 、 則 ち ⼀ ⾊ 陰 は 、幾の 塵 の 所 成 と 為 し 、幾の ⾏ 業

の 所感に し て 、 ⼼ は 則 ち 念 念 に ⽣ 滅 し 、幾の 刹 那 の習の 相 を 起 こ す

が 如 し 。 乃 ち 是 れ ⼋ 住 九 住 の 知 る 所 な り 。 故 に 「 彼 の 経 に 未 だ 弁 ぜ

ざ る 所 な り 」 と 1 0 9。  

 

 僧 亮 の 解 釈 に よ れ ば 、 ⽣ 滅 す る も の の 集 ま り が 「 陰 」 で あ り 、 こ れ が

苦 の 意 味 で あ る 。ま た 、経 典 に お い て 四 諦 全 て に 共 通 す る 特 徴 と し て「 苦 」

と 説 か れ る の は 、 声 聞 の た め で あ る 。  

 
1 0 9  『 集 解 』「案。 僧 亮 ⽈ 。 ⽣ 滅 聚 積 名 陰 。 亦 是 苦 義 。 四 諦 本 為 声 聞 。 総
相 説 苦。 別 相 知 者。⾮ 彼 経 所 説 也。僧 宗 ⽈。若 依 勝 鬘 経 為 論 者、有 ⼋ 諦 。
昔 但 説 四 、 ⽽ 無 作 聖 諦 者 所 未 明 。 今 就 此 経 。 不 但 無 作 。 未 説 作 義 。 亦 未
究 竟 。 何 者 。 如 説 陰 相 。 ⾊ 則 有 ⼗ 四 種 。 ⼼ 則 想 受 ⾏ 也 。 此 是 総 相 。 粗 分
別 之 中 。 智 所 知 也 。 若 就 細 相 弁 明 者 。 則 如 ⼀ ⾊ 陰 。 為幾塵 所 成 。幾⾏ 業
所感。 ⼼ 則 念 念 ⽣ 滅 。幾刹 那習起 相 。 乃 是 ⼋ 住 九 住 所 知 。 故 彼 経 所 未 弁
也 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 37 巻 ,  486b22 - c2)  
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僧 宗 は 『 勝 鬘 経 』 1 1 0を 根 拠 と し て こ の 『 涅 槃 経 』 の 上 智 を 無 作 聖 諦 で

あ る と 解 釈 す る 。『 ⼤ 般 涅 槃 経 』 を 参照す れ ば 、『 勝 鬘 経 』 は 無 作 と 作 の

四 諦 の 意 味 を す べ て 明 確 に し て は い な い 。 な ぜ な ら 、 総 相 と は 、 ⾊ に ⼗

四 種 類 が あ り 、 ⼼ が 受 想 ⾏ で あ る と い う 五蘊理 解 で あ る 。 対 し て 、 も し

詳 し く 明晰す れ ば 、 塵 所 成 や ⾏ 業 縁 起 、 ⼼ の ⽣ 滅 な ど の 計 り 知 れ な い 特

徴 を 知 る こ と が で き る の は 、 ⼋ 住 、 九 住 の 菩 薩 だ け で あ る 。  

こ の 他 、 智 顗 が 『 法 華 ⽞ 義 』 の 四 種 四 諦 の 解 説 で 引 ⽤ す る 『 涅 槃 経 』

は 以 下 の 箇 所 で あ る 。 こ れ は 諸 仏 、 菩 薩 の 四 諦 を 説 明 し た 後 、 ⽂殊師 利

菩 薩 と 仏 の 対 話 に よ り 、 第 ⼀ 義 と 世 諦 の 関 係 が ⽰ さ れ る部分 で あ る 。  

 

善男⼦ 、世 諦 と は 即 ち 第 ⼀ 義 諦 な り 。（ 中 略 ）善 ⽅ 便 有 り て 、衆 ⽣

に 随 順 し て ⼆ 諦 有 り と 説 く の み 。（ 中 略 ）出 世 の ⼈ の 知 る 所 の 如 き は

第 ⼀ 義 諦 と 名 づ け 、 世 ⼈ の 知 る こ と は 名 づ け て 世 諦 と 為 す な り 1 1 1。 

 

世 諦 と は つ ま り 第 ⼀ 義 諦 で あ る が 、 衆 ⽣ の た め に 、 ⼆ 諦 に わ け て 説 か

れ た 。 諸 仏 ・ 菩 薩 と い う 出 世 の ⼈ の 知 る も の を 第 ⼀ 義 諦 と 名 づ け 、 そ れ

 
1 1 0  『 勝 鬘 経 』「 若 於 無 量 煩 悩 蔵 所纒如 来 蔵 不 疑惑者 。 於 出 無 量 煩 悩 蔵 法
⾝ 亦 無 疑惑。 於 説 如 来 蔵 。 如 来 法 ⾝ 不 思 議 仏 境 界 及 ⽅ 便 説 。 ⼼ 得決定 者
此 則 信 解 説 ⼆ 聖 諦。如 是 難 知 難 解 者。謂 説 ⼆ 聖 諦 義。何 等 為 説 ⼆ 聖 諦 義。
謂 説 作 聖 諦 義。説 無 作 聖 諦 義。説 作 聖 諦 義 者。是 説 有 量 四 聖 諦。何 以 故。
⾮ 因 他 能 知 ⼀ 切 苦 断 ⼀ 切 集 証 ⼀ 切 滅 修 ⼀ 切 道 。 是 故 世 尊 。 有 有 為 ⽣ 死 無
為 ⽣ 死 。 涅 槃 亦 如 是 。 有 余 及 無 余 。 説 無 作 聖 諦 義 者 。 説 無 量 四 聖 諦 義 。
何 以 故 。 能 以 ⾃ ⼒ 。 知 ⼀ 切 受 苦 断 ⼀ 切 受 集 証 ⼀ 切 受 滅 修 ⼀ 切 受 滅 道 。 如
是 ⼋ 聖 諦 。 如 来 説 四 聖 諦 。 如 是 四 無 作 聖 諦 義 。唯如 来 応 等 正 覚 事 究 竟 。
⾮ 阿 羅 漢 辟 ⽀ 仏 事 究 竟 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  221b17 - c2)  
1 1 1  『 涅 槃 経 』「 世 諦 者 即 第 ⼀ 義 諦 。 世 尊 。 若 爾 者 則 無 ⼆ 諦 。 仏 ⾔ 。 善男
⼦。有 善 ⽅ 便 随 順 衆 ⽣ 説 有 ⼆ 諦。善男⼦。若 随 ⾔ 説 則 有 ⼆ 種。⼀ 者 世 法。
⼆ 者 出 世 法。善男⼦。如 出 世 ⼈ 之 所 知 者 名 第 ⼀ 義 諦。世 ⼈ 知 者 名 為 世 諦。」
(『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  684c14 - c18)  
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以 外 の 衆 ⽣ の 知 る も の を 世 諦 と い う 。  

こ の 箇 所 の 『 涅 槃 経 集 解 』 に お け る竺道 ⽣ と 僧 亮 、 僧 宗 の 解 釈 は 以 下

の 通 り で あ る 。  

 

案ず る 。 道 ⽣ ⽈ く 、 五 陰 和 合 は ⾮ 即 ⾮ 離 に し て 、 定 相 有 る こ と 無

し 。 聖 ⼈ は 其 の 如 き 相 性 あ る を 知 る 。 世 ⼈ に 勝 る が 故 に 、 第 ⼀ 義 と

名 づ く な り 。  

僧 亮 ⽈ く 、 世 法 と は 、 世 間 ⼋ 法 と 謂 う な り 。 之 に 反 せ ば 即 ち 出 世 な

り 。 出 世 の 知 る 所 は 、 三 仮 及 び 空 な り 。 皆 、 第 ⼀ 義 な り 。 世 ⼈ は 有

を 知 る 、決定 に し て 有 相 な り 。⽜は 定 め て⽜に し て 、⾺と 為 す 可 か

ら ざ る が 如 く 亦 た 実 義 を 得 る も 、 是 れ 世 諦 な り 。  

僧 宗 ⽈ く 、 此 れ 第 ⼀ 重 な り 。 五 陰 和 合 し て 称 し て某甲と ⾔ う は 、 此

れ 凡夫の 知 る 所 を 挙 げ て 、 以 て惑を 明 か す な り 。 陰 を 解 す る に 無 な

り 。 此 れ 聖 ⼈ の 知 る 所 を 挙 げ て 、 以 て 解 を 明 か す な り 1 1 2。  

 

竺道 ⽣ の 第 ⼀ 義 の 解 釈 は 、 五 陰 和 合 は 定 ま っ た 相 が な い も の で あ る と

知 る こ と で あ る 。 僧 亮 は 、 世 法 は 世 間 ⼋ 法 で あ り 、 三 仮 お よ び 空 が 第 ⼀

義 と 理 解 す る 1 1 3。 僧 宗 に よ れ ば 、 五 陰 が 和 合 し て某か の ⼈ で あ る と い う

よ う な 理 解 の 仕 ⽅ は 、 煩 悩 を 明 ら か に す る も の で あ る 。 そ し て 、 そ れ は

 
1 1 2  『 集 解 』「案。 道 ⽣ ⽈ 、 五 陰 和 合 、 ⾮ 即 ⾮ 離 、 無 有 定 相 。 聖 ⼈ 如 其 相
性 ⽽ 知 。 勝 世 ⼈ 故 、 名 第 ⼀ 義 也 。 僧 亮 ⽈ 、 世 法 者 、 謂 世 間 ⼋ 法 也 。 反 之
即 出 世矣。 出 世 所 知 者 、 三 仮 及 空 。 皆 第 ⼀ 義 。 世 ⼈ 知 有 、決定 有 相 。 如
⽜定⽜、不 可 為⾺、亦 得 実 義 、是 世 諦 也。僧 宗 ⽈、此 第 ⼀ 重 。 五 陰 和 合、
称 ⾔某甲者 、 此 挙 凡夫所 知 、 以 明惑也 。 解 陰 無 。 此 挙 聖 ⼈ 所 知 、 以 明 解
也 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 37 巻 ,  487c9 - c16)  
1 1 3  三 仮 ：『 ⼤ 品 般 若 経 』 に よ る と 、 般 若 波 羅 蜜 を ⾏ ず る 時 、 名 仮 施 設 ・
受 仮 施 設 ・ 法 仮 施 設 を 学 ぶ べ き で あ る と 説 か れ る 。 ま た 『 成 実 論 』 は 因
成 仮 ・ 相 続 仮 ・ 相 対 仮 と い う 三 仮 説 が 説 か れ る 。  
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凡夫の 理 解 の 仕 ⽅ で あ る 。 ⼀ ⽅ で 、 五 陰 が 無 で あ る と 理 解 す る の は 聖 ⼈

の 仕 ⽅ で あ り 、 解 脱 を 明 ら か に し た も の で あ る と す る 。  

 智 顗 の 『 法 華 ⽞ 義 』 に 同 じ く 上 記 の 『 涅 槃 経 』 の 経 ⽂ を 引 ⽤ し て 、 ⾃

分 ⾃ ⾝ の 四 種 四 諦 の 拠 り 所 に し て い る 。 さ ら に 、 智 顗 は ⾃ 分 ⾃ ⾝ の 「 四

種 四 諦 」 に お い て 、 ど の よ う に 上 記 の 『 涅 槃 経 』 の 教 説 を 理 解 し て い る

か を 検 討 す る 。  

 

第⼆節、『法華⽞義』における「四種四諦」  

 

 『 法 華 ⽞ 義 』の「 四 種 四 諦 」は 、同 じ く そ の 出 典 を『 涅 槃 経 』「 聖 ⾏ 品 」

と 指 摘 し て い る 。 ま た 「 偏 円 事 理 」 の 異 な り に よ っ て 、 ⽣ 滅 四 諦 ・ 無 ⽣

四 諦 ・ 無 量 四 諦 ・ 無 作 四 諦 の 「 四 種 四 諦 」 を ま と め て い る 。『 法 華 ⽞ 義 』

の 「 四 種 四 諦 」 は 、 天 台 判 教 を 円 熟 し た 後 の 化 法 四 教 に 基 づ い て 形 成 さ

れ た 智 顗 の 四 諦 解 釈 で あ る 。以 下 、『 法 華 ⽞ 義 』 が ⽰ し た 「 四 種 四 諦 」 を

確 認 す る 。  

 

・⽣滅四諦  

 ⽣ 滅 四 諦 は 、 四 諦 の 真 諦 に 深 く 迷 っ て い る 声 聞 ⼈ の た め に 説 か れ た も

の で あ る 1 1 4。  

 

⾔ う 所 の ⽣ 滅 と は 、 真 に 迷 う こ と 重 き が 故 に 、 事 に 従 っ て 名 を 受

く 。 然 る に 苦 集 は 是 れ ⼀ 法 な れ ど も 、 因 果 を 分 ち て 両 と 成 す 。 道 滅

 
1 1 4  智 顗 の 教 学 に お い て 、 ⽣ 滅 四 諦 は 主 に 三 蔵 教 の 声 聞 教 で あ る 。 ま た
『 法 界 次 第 』 の 中 に 、 智 顗 は 声 聞 ⼈ が 真 諦 を 偏 縁 し て 修 道 す る こ と と 指
摘 し て い る 。  
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も 亦 た 然 り 。『 雑 ⼼ 』 の偈に 云 く 、「 諸 ⾏ の 果 性 、 是 を 苦 諦 と 説 き 、

因 性 を 集 諦 と 説 く 。 ⼀ 切 の 有 漏 法 究 竟 に し て 滅 す る こ と を 滅 諦 と 説

く 。⼀ 切 の 無 漏 の ⾏ を 道 諦 と 説 く 。『 ⼤ 経 』に 云 く 、「 陰・⼊ の 重檐、

逼迫し繫縛 す れ ば 、 是 れ 苦 諦 な り 。 ⾒ 愛 の 煩 悩 能 く 果 を 招 来 す る は

是 れ 集 諦 な り 。 戒 ・ 定 ・ 慧 ・ 無 常 ・ 苦 ・ 空 の 能 く 苦 の 本 を 除 く は 、

是 れ 道 諦 な り 。⼆ ⼗ 五 有 の ⼦・果・縛 を 断 ず る は 是 れ 滅 諦 な り 」と 。

『遺教 』に 云 く 、「 集 は 真 に 是 れ 因 に し て更に 別 の 因 無 し 。滅 苦 の 道

は 即 ち 是 れ 真 道 な り 」 と 。 此 れ 皆 ⽣ 滅 の 四 聖 諦 の 相 を 明 す 1 1 5。  

 

 ⽣ 滅 四 諦 は 、「 事 理 」の 事 か ら 名 称 を つ け 、事 が 現 象 状 態 と い う こ と で

あ る 。 す な わ ち 、 声 聞 ⼈ は 諸 法 ⽣ 滅 の 現 象 か ら 四 諦 を 認 識 す る 。 苦 と 集

は 、 ⼀ つ の 因 果 法 で あ り 、 苦 が 苦 し み の 果 で あ り 、 集 が 苦 し み の 因 で あ

る 。 道 と 滅 は 、 も う ⼀ つ の 因 果 法 で あ り 、 道 が 出 世 の 因 で あ り 、 滅 が 出

世 の 果 で あ る 。『 雑 阿 毘 曇 ⼼ 論 』に「 諸 ⾏ の 果 性 は 苦 諦 と 説 き 、因 性 を 集

諦 と 説 く 。 ⼀ 切 の 有 漏 法 が 究 竟 し て 滅 し た こ と を 滅 諦 と 説 き 、 ⼀ 切 の 無

漏 ⾏ を 道 諦 と 説 く 」と 説 か れ て い る 1 1 6。『 涅 槃 経 』に「 五 陰・ ⼗ ⼆ ⼊ の 重

 
1 1 5  『 法 華 ⽞ 義 』「 所 ⾔ ⽣ 滅 者 、 迷 真 重 故 、 従 事 受 名 。 然 苦 集 是 ⼀ 法 、 分
因 果 成 両 。 道 滅 亦 然 。 雑 ⼼偈云 、 諸 ⾏ 果 性 、 是 説 苦 諦 、 因 性 説 集 諦 。 ⼀
切 有 漏 法 究 竟 滅 説 滅 諦 。 ⼀ 切 無 漏 ⾏ 説 道 諦 。 ⼤ 経 云 、 陰 ・ ⼊ 重檐、 逼迫
繫縛 、 是 苦 諦 。 ⾒ 愛 煩 悩 能 招 来 果 是 集 諦 。 戒 ・ 定 ・ 慧 ・ 無 常 ・ 苦 ・ 空 能
除 苦 本 是 道 諦 。 ⼆ ⼗ 五 有 ⼦ ・ 果 ・ 縛 断 是 滅 諦 。遺教 云 、 集 真 是 因更無 別
因 。滅 苦 之 道 即 是 真 道。此 皆 明 ⽣ 滅 四 聖 諦 相 也。」(『 ⼤ 正 蔵 』33 巻 ,  701a1 -
a10)  
1 1 6  『 雑 阿 毘 曇 ⼼ 論 』「 問 。 諦 有 何 相 。 答 。 謂 性 果 諸 ⾏ 有 漏 是 説 苦 。 因 性
則 為 集 。 滅 諦 衆 苦 尽 。 謂 性 果 諸 ⾏ 有 漏 是 説 苦 者 、 ⼀ 切 有 漏 ⾏ 有 因 及 縛 性
故 説 苦 。 因 性 則 為 集 者 、 此 有 漏 ⾏ 是 因 性 者 説 集 諦 。 是 故 苦 集 是 ⼀ 物 。 因
果 故 ⽴ ⼆ 諦 。 滅 諦 衆 苦 尽 者 、 ⼀ 切 有 漏 法 究 竟 寂 滅 、 是 説 滅 諦 。 若 無 漏 諸
⾏ 是 説 為 道 諦 、 此 ⼆ 因 縁 故 粗 細 次 第 現 、 若 無 漏 諸 ⾏ 是 説 為 道 諦 者 、 ⼀ 切
無 漏 ⾏ 説 道 諦 。 」（『 ⼤ 正 蔵 』 28 巻 ,  936b23 - c4）  



 95 

な る こ と か ら 逼迫し て繫縛 す れ ば 、 こ れ は 苦 諦 で あ る 。 ⾒ 愛 な ど の 煩 悩

が 能 く 苦 果 を 招 き 来 る こ と は 、 集 諦 で あ る 。 戒 ・ 定 ・ 慧 ・ 無 常 ・ 苦 ・ 空

と い う こ と は 、 能 く 苦 の 原 因 を 除 き 、 道 諦 で あ る 。 ⼆ ⼗ 五 有 の ⼦ ・ 果 ・

縛 を 断 ず る と い う こ と は 滅 諦 で あ る 」 と ⾔ っ て い る 。 こ れ ら は す べ て ⽣

滅 の 四 諦 の 相 を 明 ら か に し て い る 。  

 智 顗 が 引 ⽤ し た 『 涅 槃 経 』 は 、『 涅 槃 経 』 の 原 ⽂ で は な く 、『 涅 槃 経 』

の ⼆ 乗 の 四 諦 を 取 意 し て い る 。智 顗 が 理 解 し た 意 味 は 、『 涅 槃 経 』と 違 い

が な い 。 こ こ で よ く ⾒ ら れ る こ と は 、 諸 経 論 の 中 に 、 四 諦 の 諦 の 意 味 が

特殊に 説 明 さ れ て い る 。 智 顗 は 『 法 華 ⽞ 義 』 に も 『 涅 槃 経 』 の 経 ⽂ を 採

⽤ し て 、 諦 の 意 味 を 三 つ に 理 解 し て い る 。 以 下 に 検 討 し よ う 。  

 

諦とは三解有り。謂く⾃性虚ならず故に称して諦と為す。⼜此の四

を⾒て不顛倒の覚を得るが故に称して諦と為す。⼜能く此の法を以て

他に顕⽰するが故に名づけて諦と為す。『⼤経』に「凡夫は苦有りて諦

無し。声聞縁覚は苦有り苦諦有り」と。当に知るべし、凡夫は聖理を

⾒ざる。智を得ず説くことを能わず。但だ苦にして諦無し。声聞は三

義を具すの故に称して諦と為す。此の釈経と合す 1 1 7。  

 

 諦 に は 三 解 が あ る 。第 ⼀ に は 、⾃ 性 が 不虚ということである。第⼆には、

四諦を観察してから、不顛倒のさとりを得ることである。第三には、四諦の

教えを他⼈に正しく⽰すことである。『涅槃経』に「凡夫は苦があり、苦の

諦理がない。声聞・縁覚には苦があり、苦諦もある」と⾔っている。これに

 
1 1 7  『 法 華 ⽞ 義 』「 諦 者 有 三 解 。 謂 ⾃ 性 不 虚 故 称 為 諦 。 ⼜ ⾒ 此 四 得 不 顛 倒
覚 。 故 称 為 諦 。 ⼜ 能 以 此 法 顕 ⽰ 於 他 故 名 為 諦 。 ⼤ 経 凡夫有 苦 無 諦 。 声 聞
縁 覚 有 苦 有 苦 諦 。 当 知 、 凡夫不 ⾒ 聖 理 不 得 智 不 能 説 。 但 苦 無 諦 。 声 聞 具
三 義 故 称 為 諦 。 此 釈 与 経 合 也 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 33 巻 ,  701a14 -a20)  



 96 

よって、凡夫は諦理が⾒えず、四諦の智慧も得られていないため、説くこと

ができない。それゆえ、凡夫には苦のみ諦がない。声聞・縁覚は、四諦の諦

理の三解をすべて備えているので、諦と⾔われる。  

 智 顗の理解は、凡夫に対して、⼆乗は四諦の諦理を持っている。凡夫は苦

諦の苦だけ持っている。これについては、智顗の解釈を元々『涅槃経』の経

意と同様である。さらに、諦理の三解は、『涅槃経』の中に説かれておらず、

智顗独⾃の⾒解と認められる。  

 

・無⽣四諦  

無⽣四諦は四 諦 の 真 諦 に 浅 く 迷 っ て い る 声 聞（ ⼤ 乗 法 を 学 ぶ 声 聞 ）・ 菩

薩 の た め に 説 か れ た も の で あ る 。  

 

無 ⽣ と は 、 真 に 迷 う こ と軽き が 故 に 、 理 に 従 っ て 名 を 得 る 。 苦 は

逼迫の 相 無 く 。集 は 和 合 の 相 無 く 。道 は ⼆ 相 な ら ず 。滅 は ⽣ 相 無 し 。

⼜ 苦 ・ 空 を習応 す 。 三 も 亦 た 是 の 如 し 。 ⼜ た 無 ⽣ と は 、 ⽣ は 集 道 を

名 く 。 集 道 は 即 ち 空 な り 。 空 な る が 故 に 集 道 を ⽣ ぜ ず 。 集 道 ⽣ ぜ れ

ば 、 則 ち 苦 滅 無 し 。 事 に 即 し て ⽽ し て 真 な り 。 滅 し て 後 に 真 な る に

⾮ ら ず 。『 ⼤ 経 』 に 云 く 、「 諸 の 菩 薩 等 は 苦 を 解 す 苦 無 し 」 と 。 是 の

故 に 苦 無 く し て ⽽ も 真 諦 有 り 。 三 も 亦 た 是 の 如 し 。 是 の 故 に 名 づ け

て 無 ⽣ の 四 聖 諦 と 為 す 。 聖 諦 の 義 は 前 に 説 く が 如 し 1 1 8。  

 

 
1 1 8  『 法 華 ⽞ 義 』「 無 ⽣ 者 迷 真軽故 。 従 理 得 名 。 苦 無 逼迫相 集 無 和 合 相 。
道 不 ⼆ 相 滅 無 ⽣ 相。⼜習応 苦 空 三 亦 如 是。⼜ 無 ⽣ 者 ⽣ 名 集 道。集 道 即 空。
空 故 不 ⽣ 集 道 。 集 道 不 ⽣ 則 無 苦 滅 。 即 事 ⽽ 真 。 ⾮ 滅 後 真 。 ⼤ 経 云 。 諸 菩
薩 等 解 苦 無 苦 。 是 故 無 苦 ⽽ 有 真 諦 。 三 亦 如 是 。 是 故 名 為 無 ⽣ 四 聖 諦 。 聖
諦 義 如 前 説 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 33 巻 ,  701a20 -a26)  
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 無 ⽣ 四 諦 は 、「 事 理 」の 理 か ら 名 称 を つ け 、理 が 深 い 真 理 と い う こ と で

あ る 。 四 諦 の 深 い 真 理 に よ れ ば 、 苦 は 逼迫の 相 が な く 、 集 は 和 合 の 相 が

な く 、 道 は ⼆ 相 で は な く 、 滅 は ⽣ 相 が な い 。 な ぜ な ら 、 苦 ・ 空 と い う こ

と を 修習す る か ら で あ る 。 さ ら に 、 苦 ・ 空 に よ っ て 説 明 す れ ば 、 無 ⽣ の

⽣ は 集 ・ 道 と い う 名 前 を つ け る こ と で あ る 。 集 ・ 道 は 空 に な っ て か ら 、

集 ・ 道 を ⽣ 起 し な い 。 集 ・ 道 を ⽣ 起 し な け れ ば 、 苦 ・ 滅 と い う こ と も な

い 。現 象 そ の ま ま に 真 諦 で あ る 。滅 し た 後 、真 諦 が ⾒ え る こ と で は な い 。

『 涅 槃 経 』に「 諸 菩 薩 は 苦 を 解 し て 無 苦 を さ と る 」と 説 か れ る 。こ れ に よ

っ て 、⼤ 乗 菩 薩 の 苦 諦 は 、苦 が な い が 、空 の 真 諦 が あ る 。無 ⽣ 四 諦 で は 、

苦 が な い た め 、 集 ・ 道 ・ 滅 も な く 、 空 の 真 諦 が あ る 。  

 智 顗 に お け る ⽣ 滅 と 無 ⽣ の 四 諦 は 、⽣ 滅 四 諦 が 単 に 声 聞 の 四 諦 で あ り 、

無 ⽣ 四 諦 が 智 顗 の ⼤ 乗 菩 薩 の 四 諦 で あ る 。諸 法 ⽣ 滅 の 現 象 を 認 識 す る（ 事 ）

声 聞 の 四 諦 は ⽣ 滅 四 諦 で あ る 。 現 象 の 法 を そ の ま ま に 認 識 す る （ 理 ） 菩

薩 の 四 諦 は 、 無 ⽣ 四 諦 で あ る 。 無 ⽣ 四 諦 は 主 に ⼤ 乗 菩 薩 に 対 し て 説 い て

い る 教 え の た め 、『 涅 槃 経 』の「 諸 の 菩 薩 等 は 苦 を 解 す 苦 無 し 」を 採 ⽤ す

る 。 さ ら に 、 四 諦 法 に 対 し て 、 菩 薩 が 現 象 そ の ま ま に 空 の 真 諦 を ⾒ る こ

と に は 、 智 顗 の 「 体 空 観 」 の 意 味 が ⾒ ら れ る 。  

 

・無量四諦  

 無量四諦は四 諦 の 中 道 の 理 に 深 く 迷 っ て い る 菩 薩 の た め に 説 か れ た も

の で あ る 。  

 

無 量 と は 、 中 に 迷 う こ と 重 き が 故 に 、 事 に 従 っ て 名 を 得 る 。 苦 に

無 量 の 相 有 り 、⼗ 法 界 の 果 同 じ か ら ざ る が 故 に 。集 に 無 量 の 相 有 り 、

五 住 の 煩 悩 同 じ か ら ざ る が 故 に 。 道 に 無 量 の 相 有 り 、恒沙 の 仏 法 同
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じ か ら ざ る が 故 に 。 滅 に 無 量 の 相 有 り 、 諸 々 の 波 羅 蜜 同 じ か ら ざ る

が 故 な り 。『 ⼤ 経 』 に 云 く 、「 諸 陰 を 苦 な り と 知 る を 名 づ け て 中 智 と

為 し 、 諸 陰 を 分 別 す る に 無 量 の 相 有 り 、 諸 々 の 声 聞 ・ 縁 覚 の 知 る 所

に ⾮ ず 。 我 れ 彼 の 経 に 於 て 竟 に 之 を 説 か ず 。 三 も 亦 た 是 の 如 し 。 是

を 無 量 四 聖 諦 と 名 づ く 1 1 9。  

 

 無 量 四 諦 は 、「 事 理 」の 事 か ら 名 称 を つ け る 。⼗ 法 界 の 果 と い う こ と は 、

異 な っ て い る か ら 、 苦 が 無 量 の 形 相 を も っ て い る 。 五 住 地 の 煩 悩 は 異 な

っ て い る か ら 、 集 が 無 量 の 形 相 を も っ て い る 。恒沙 の 仏 法 は 異 な っ て い

る か ら 、 道 が 無 量 の 形 相 を も っ て い る 。 諸 々 の 波 羅 蜜 は 異 な っ て い る か

ら 、滅 が 無 量 の 形 相 を も っ て い る 。『 涅 槃 経 』に「 諸 陰 を 苦 な る こ と を 知

る こ と は 、 中 智 で あ る 。 諸 陰 を 分 別 し て 無 量 の 相 が あ る こ と は 、 声 聞 ・

縁 覚 が 知 る こ と で は な い 、 我 （ 仏 ） は ほ か の 経 典 に 説 か な い 」 と 説 か れ

て い る 。 こ れ に よ っ て 、 苦 だ け で は な く 、 集 ・ 滅 ・ 道 は 無 量 の 相 を も っ

て い る 。  

 『 涅 槃 経 』 に は 、 ⼆ 乗 の 中 智 と 菩 薩 の 上 智 が 説 か れ て い る 。 ⼆ 乗 の 中

智 は 四 諦 の 無 量 の 相 が ⾒ え な い 。 諸 仏 ・ 菩 薩 の 上 智 は 四 諦 の 無 量 の 相 が

⾒ え る 。 智 顗 は 『 涅 槃 経 』 の こ の 教 説 に よ っ て 、 ⾃ ⾝ の 無 量 四 諦 を 定 義

す る 。 無 量 四 諦 は 位 が ⾼ い 菩 薩 と い う 主 体 に 対 し て 説 か れ る 四 諦 の 意 味

で あ る 。 智 顗 の 教 え に よ れ ば 、 三 界 外 の 菩 薩 及 び ⼤ 阿 羅 漢 の た め 、 無 量

四 諦 を 説 く 。  

 
1 1 9  『 法 華 ⽞ 義 』「 無 量 者 迷 中 重 故 従 事 得 名 。 苦 有 無 量 相 。 ⼗ 法 界 果 不 同
故 。 集 有 無 量 相 。 五 住 煩 悩 不 同 故 。 道 有 無 量 相 。恒沙 仏 法 不 同 。 故 滅 有
無 量 相 。 諸 波 羅 蜜 不 同 故 。 ⼤ 経 云 、 知 諸 陰 苦 名 為 中 智 。 分 別 諸 陰 有 無 量
相 ⾮ 諸 声 聞 縁 覚 所 知。我 於 彼 経 竟 不 説 之。三 亦 如 是。是 名 無 量 四 聖 諦。」
(『 ⼤ 正 蔵 』 33 巻 ,  701a27 -b4)  
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・無作四諦  

 無作四諦は四 諦 の 中 道 の 理 に 浅 く 迷 っ て い る 菩 薩 の た め に 説 か れ た も

の で あ る 。  

 

無 作 と は 、 中 に 迷 う こ と軽き が 故 に 、 理 に 従 っ て 名 を 得 る 。 理 に

迷 う を 以 て の 故 に 、 菩 提 是 れ 煩 悩 な る を 集 諦 と 名 づ く 。 涅 槃 是 れ ⽣

死 な る を 苦 諦 と 名 づ く 。 能 く 解 す る を 以 て の 故 に 、 煩 悩 即 ち 菩 提 な

る を 道 諦 と 名 づ く 。 ⽣ 死 即 ち 涅 槃 な る を 滅 諦 と 名 づ く 。 事 に 即 し て

⽽ し て 中 な り 。 思 無 く 念 無 く誰か造作 す る こ と 無 し 。 故 に 無 作 と 名

づ く 。『 ⼤ 経 』 に 云 く 、「 世 諦 即 ち 是 れ 第 ⼀ 義 諦 な り 。 善 ⽅ 便 有 っ て

衆 ⽣ に 随 順 し て ⼆ 諦 有 り と 説 く 。 出 世 の ⼈ 知 れ ば 、 即 ち 第 ⼀ 義 諦 な

り 。 ⼀ 実 諦 と は 虚妄無 く 顛 倒 無 く 常 楽 我 浄 等 な り 。 是 の 故 に 名 づ け

て 無 作 四 聖 諦 と 為 す 1 2 0。  

 

 無 作 四 諦 は 、「 事 理 」の 理 か ら 名 称 を つ け る 。中 道 の 理 を 迷 っ て い る か

ら 、菩 提 が 煩 悩 に な る は 集 諦 で あ る 。涅 槃 が ⽣ 死 に な る は 、苦 諦 で あ る 。

こ の よ う な 苦 諦 と 集 諦 を 解 す る こ と が で き る と 、 煩 悩 が 菩 提 な る こ と は

道 諦 で あ り 、 ⽣ 死 が 涅 槃 に な る は 滅 諦 で あ る 。 現 象 の そ の ま ま に 中 道 で

あ る 。 思 惟 ・ 思 い ・ 作 る ⼈ は す べ て な い か ら 、 無 作 と ⾔ う 。『 涅 槃 経 』 は

「 世 諦 は す な わ ち 第 ⼀ 義 諦 」で あ る 。衆 ⽣ に 随 順 す る た め 、善 ⽅ 便 に し て

 
1 2 0  『 法 華 ⽞ 義 』「 無 作 者 。 迷 中軽故 従 理 得 名 。 以 迷 理 故 菩 提 是 煩 悩 名 集
諦。涅 槃 是 ⽣ 死 名 苦 諦。以 能 解 故 煩 悩 即 菩 提 名 道 諦。⽣ 死 即 涅 槃 名 滅 諦。
即 事 ⽽ 中 。 無 思 無 念 無誰造作 故 名 無 作 。 ⼤ 経 云 。 世 諦 即 是 第 ⼀ 義 諦 。 有
善 ⽅ 便 随 順 衆 ⽣ 説 有 ⼆ 諦。出 世 ⼈ 知 即 第 ⼀ 義 諦。⼀ 実 諦 者 無 虚妄無 顛 倒。
常 楽 我 浄 等 。 是 故 名 為 無 作 四 聖 諦 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 33 巻 ,  701b4 -b12)  



 100 

⼆ 諦 が あ る こ と を 説 く 。出 世 の ⼈ が 知 ら れ る 第 ⼀ 義 諦 は 、⼀ 実 諦 で あ り 、

虚妄・ 顛 倒 と い う こ と が な く 、 常 ・ 楽 ・ 我 ・ 浄 と い う こ と で あ る 。 こ の

た め 、 無 作 四 諦 と ⾔ う 。  

 元 々 『 涅 槃 経 』 の 中 に 、 第 ⼀ 義 諦 か ら ⼀ 実 諦 及 び 常 ・ 楽 ・ 我 ・ 浄 と い

う ⽂脈の 内 容 は 、 ⾮ 常 に 多 く 記 さ れ て い る 。 智 顗 は 、 重 要 なポイントの

み 引 ⽤ し て い る 。『 涅 槃 経 』の 内 容 を 参照す れ ば 、智 顗 の 理 解 は『 涅 槃 経 』

の 教 説 を 外 れ て い な い が 、 こ の 段落の 『 涅 槃 経 』 の 内 容 を 四 諦 に 相 応 す

る こ と が 智 顗 の 独 ⾃ の 考 え で あ る 。  

 智 顗 に お け る 無 量 と 無 作 と い う 四 諦 は 、 す べ て 中 道 を ⽬ 指 し て い る 教

え で あ り 、純粋な ⼤ 乗 諸 仏 ・ 菩 薩 法 で あ る 。 無 量 四 諦 は 現 象 法 （ 事 ） か

ら 無 量 の 形 相 が あ る こ と か ら 、中 道 を 認 識 す る こ と で あ る 。無 作 四 諦 は 、

現 象 法 そ の ま ま に 中 道 で あ る （ 理 ） こ と か ら 、 四 諦 を 常 ・ 楽 ・ 我 ・ 浄 と

い う 仏 の 功 徳 で あ る 中 道 と 認 識 す る こ と で あ る 。  

 

第三節、⼩結  

 

 以 上 の 考 察 に よ っ て 、『 涅 槃 経 』 の 四 諦 を 理 解 す る に は 、「 真 諦 」・「 真

実 」・「 第 ⼀ 義 諦 」と い う 概 念 が 重 要 で あ る こ と が わ か っ た 。『 涅 槃 経 集 解 』

の 諸 師 と 智 顗 の 四 諦 解 釈 も 、 こ の 三 つ の 概 念 を 中 ⼼ に し て そ れ ぞ れ の ⾒

解 を 展 開 し て い る 。 以 下 、「 真 諦 」・「 真 実 」・「 第 ⼀ 義 諦 」 に つ い て 、『 涅

槃 経 集 解 』 の 諸 師 と 智 顗 の 差 異 を ま と め る 。  

 「 真 諦 」に つ い て は 、『 涅 槃 経 集 解 』の 諸 師 と 智 顗 の 理 解 は お お よ そ 同

様 で あ る 。⼆ 乗 と 菩 薩 は 分 か っ て い る も の で あ り 、「 真 諦 」の 意 味 は 空 と

い う こ と で あ る 。 し か し 、 智 顗 に お い て 「 真 諦 」 の 空 の 意 味 は 、 ⼆ 乗 が

「 析 空 」（ 分 析 さ れ て き た こ と ） で あ り 、 菩 薩 が 「 体 空 」（ 現 象 の ま ま に 空
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が ⾒ え る こ と ） で あ る 。  

 「 真 実 」 に つ い て は 、 諸 仏 ・ 菩 薩 の み 分 か っ て い る も の で あ る 。『 涅 槃

経 集 解 』 の 僧 亮 ・ 宝 亮 は 、「 真 実 」 を 「 仏 に 苦 が あ る 」 と い う 顛 倒 が な い

も の と 理 解 し て い る 。 智 顗 は 『 涅 槃 経 』 の 「 諸 の 菩 薩 等 は 苦 を 解 す 苦 無

し 」 を 扱 っ て 、「 真 実 」 を 菩 薩 の 空 と 理 解 し て い る 。「 真 諦 」 の 空 よ り 、

「 真 実 」 の 空 は 単純な 菩 薩 の 空 を 指 し て い る 。  

 「 第 ⼀ 義 諦 」 に つ い て は 、『 涅 槃 経 集 解 』 の竺道 ⽣ ・ 僧 亮 ・ 僧 宗 は 、 凡

夫と 聖 ⼈ と い う ⼆ つ の 対 象 に 関 し て 、 凡夫が 五 陰 和 合 な ど の 煩 悩 法 を も

っ て お り 、 聖 ⼈ が 三 仮 ・ 空 な ど 解 脱 法 を 明 ら か に し て い る と 理 解 し て い

る 。「 第 ⼀ 義 諦 」 は 三 仮 ・ 空 な ど の 解 脱 法 で あ る 。 智 顗 は 、「 第 ⼀ 義 諦 」

を 中 道 の 意 味 と 理 解 し て い る 。 智 顗 は 『 涅 槃 経 』 の 「 第 ⼀ 義 諦 」 が 「 ⼀

実 諦 」 と 同 じ 意 味 で あ り 、「 ⼀ 実 諦 」 は 虚妄・ 顛 倒 ・ 不 ⼆ と い う 意 味 で あ

り 、 虚妄・ 顛 倒 ・ 不 ⼆ は 、 中 道 の 意 味 で あ る と 理 解 し て い る 。  

 『 涅 槃 経 』の 四 諦 か ら 空 の 意 味 を ⾒ 出 す こ と は 、『 涅 槃 経 集 解 』の 諸 師

と 智 顗 の 共 通 の ⾒ 解 で あ る 。 智 顗 に は 『 涅 槃 経 集 解 』 の 諸 師 の 影 響 が ⾒

出 せ な い 。 し か し 、 智 顗 は 諸 師 の 四 諦 解 釈 を 理 解 し て い な い わ け で は な

く 、当 時 の 仏 教 の 知 識 を 背 景 と し て 受 け 継 い で い る 。な ぜ な ら 、『 法 華 ⽞

義 』 の 中 で 、 異 な る 視 点 で 『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 説 と 三 仮 の 空 に 関 説 し て い

る か ら で あ る 。  
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第五章、天台智顗における「如来蔵」思想  

 

はじめに  

 

本 来 「 仏 性 」 の 同 義 語 と し て 使 ⽤ し て い る 「 如 来 蔵 」 と い う 概 念 は 、

衆 ⽣ ⼼ の 中 に お け る潜在 的 な 「 仏 性 」 と 「 如 来 」 で あ る 。 換 ⾔ す れ ば 、

「 如 来 蔵 」 は 仏 果 位 に 向 か っ て い る 衆 ⽣ の ⼼ に 、 存 在 し て い る 如 来 で あ

る 。「 如 来 蔵 」 と 「 仏 性 」 の 間 に 、 意 味 内 容 は 通 じ 合 っ て い る が 、 経 典 及

び 経 典 の 訳 出 時 期 に し た が っ て 、 表 現 形 式 が 異 な っ て い る 1 2 1。 智 顗 に お

け る 「 如 来 蔵 」 の ⽤ 例 と 展 開 は 、池⽥⽒ が 以 下 の よ う に 指 摘 し て い る 。

前 期 時 代 の 著 作 で は 、「 如 来 蔵 」 を 「 仏 性 」・「 諸 法 実 相 」・「 第 ⼀ 義 諦 」 と

し て 取 り 上 げ 、後 期 時 代 の 著 作 で は 、『 法 華 ⽞ 義 』に お い て 、⼼ 性 に 万 ⾏

を 具 す と い う 証 果 の 意 味 を担う 「 如 来 蔵 」 に 、 性 徳 と し て ⼀ 切 諸 法 を 含

蔵 す る と い う 役 割 を 与 え る 1 2 2。 確 か に 、 智 顗 の 著 作 は 前 期 と 後 期 と で 主

旨 は 変 わ ら な い が 、 表 現 ⽅ 法 が ⼤ き く 異 な っ て い る 。 そ れ ゆ え 、 全 体 的

に 智 顗 の 「 如 来 蔵 」 思 想 を把握す る こ と は ⾮ 常 に困難 な こ と で あ る 。 そ

の た め 、 智 顗 の 「 如 来 蔵 」 思 想 を 研 究 す る 際 、 具 体 的 な 着 ⼿ 点 を 考 え な

け れ ば な ら な い 。  

本 論 で は 、 ま ず 智 顗 の 「 如 来 蔵 」 思 想 に 関 す る こ れ ま で の 研 究 成 果 を

確 か め て 、 ど の よ う な 視 点 か ら 智 顗 の 「 如 来 蔵 」 思 想 が 研 究 さ れ て い た

 
1 2 1  印 順 法 師『 如 来 蔵 の 研 究 』に は 初 期 如 来 蔵 経 典 の 七部を 取 り 上 げ て い
る 。 そ れ に よ れ ば 、 そ れ ぞ れ の 経 典 に お い て 如 来 蔵 の 法 ⾨ は 繋 が っ て い
る が 、 如 来 蔵 の 内 容 は 多 少 の 差 異 が あ る と さ れ る 。  
1 2 2  池⽥（ 2005）  
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か を ⾒ て い く 。 そ の 上 で 智 顗 の 「 如 来 蔵 」 思 想 に 関 す る 今 後 の 研 究 の ⽅

向 性 を 検 討 し て い く 。 次 に 、 智 顗 の 『 四 教 義 』 を 考 察 対 象 と し て 、「 四 種

四 諦 」 の 意 味 内 容 か ら 、 智 顗 の 「 如 来 蔵 」 思 想 が ど の よ う に 表 れ て い る

の か を 明 ら か に す る 。 さ ら に 、 先 ⾏ 研 究 が 指 摘 し た 智 顗 の 別 教 の 「 如 来

蔵 」 思 想 を 考 察 し て い く 。  

 

第⼀節、智顗の「如来蔵」思想に関する先⾏研究  

 

智 顗 の 仏 教 思 想 の 中 に 、「 如 来 蔵 」を 単 独 の 課 題 と し て 論 じ る 事 例 は ⾒

え な い 。基 本 的 に は ほ か の 仏 教 教 理 と 関 連 づ け な が ら 、「 如 来 蔵 」思 想 を

適 ⽤ し て い る 例 が 多 い 。 現 在 ま で 、 智 顗 の 「 如 来 蔵 」 思 想 に 対 す る 研 究

は 、 概 観 的 な 研 究 が 多 い 。 以 下 に 代 表 的 な 先 ⾏ 研 究 を 整 理 し つ つ 、 そ れ

ぞ れ の 研 究 視 点 に 注 ⽬ し て い く 。  

 

・「如来蔵」を中道仏性とした研究  

 

「 如 来 蔵 」 を 中 道 仏 性 と し た 研 究 は 、 藤井の 三 つ の 研 究 が 挙 げ ら れ る 。 

第 ⼀ に 、 藤井（ 1981 ） は 以 下 の よ う に 述 べ て い る 。 智 顗 の 「 如 来 蔵 」

思 想 は「 如 来 蔵 」の ⼀ 般 的 な 教 説 の 上 に 、「 如 来 蔵 」を 実 相 の 異 名 と し て

使 ⽤ し て い る 。 ま た 智 顗 は 諸 法 を 含 備 し て い る 不 空 「 如 来 蔵 」 の 意 義 か

ら 、「 如 来 蔵 」 を 空 仮 中 と い う 三 諦 と し て 展 開 し て い る 。  

第 ⼆ に 、 藤井（ 1985） は 、 智 顗 の 前 期 時 代 で 中 道 に よ っ て 仏 性 如 来 蔵

の 理 を ⾒ る と 述 べ 、 中 道 を 捉 え て い る 点 に 対 し て 仏 性 如 来 蔵 に 注 ⽬ し 、

智 顗 の 後 期 時 代 で 四 教 の 範 囲 と 三 諦 円 融 の 思 想 理 論 に よ っ て 、 仏 性 如 来

蔵 を 扱 っ て い る と 指 摘 し て い る 。 そ の 内 、 別 教 に つ い て 関 説 す る 際 に 、
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智 顗 は 「 如 来 蔵 」 が 多 ⽤ さ れ て い る 。 円 教 に つ い て 関 説 す る 際 に 、 智 顗

は『 涅 槃 経 』の 影 響 で「 仏 性 」を 中 道 の 理 と把え て い る 。ま た 、『 涅 槃 経 』

の 「 仏 性 」 を 三 種 に 分 け て 説 い て い る 。 こ の よ う な 三 種 仏 性 は 、 円 教 の

三 諦 円 融 の 思 想 を 実 践 ⾯ か ら補う 意 義 を 持 つ も の で あ る と 藤井は 推 測 す

る 。  

第 三 に 、藤井（ 2000）は 智 顗 に お け る 中 道 と 仏 性 に 関 す る 研 究 で あ る 。

こ の 研 究 は 、「 如 来 蔵 」に つ い て直接 的 に 考 察 し た 論 説 で は な く 、中 道 と

仏 性 の 関 係 か ら 「 如 来 蔵 」 を 問 題 と し た も の で あ る 。 具 体 的 に は 、 智 顗

の「 中 道 仏 性 」は 、中 道 に 関 す る「 仏 性 」の 意 味 内 容 で あ る の か 、「 仏 性 」

に 関 す る 中 道 の 意 味 内 容 で あ る の か と い う 問 題 を 考 察 し た も の で あ る 。

そ こ で 智 顗 の 中 道 は 単 に ⼆ 辺 を 遠 離 す る こ と で は な く 、「 仏 性 」に裏付 け

ら れ た 中 道 で あ り 、 智 顗 の 「 仏 性 」 は 『 涅 槃 経 』 の 教 説 と 『 般 若 経 』 の

空 思 想 を 承 け 、「 仏 性 」を 実 相 の 異 名 と す る と 藤井は ⽰ し て い る 。さ ら に 、

藤井は 智 顗 が 中 道 と 仏 性 を 結 び つ け 、 融 合 さ せ た 中 道 仏 性 を 持 っ て 、 化

法 四 教 の 教 理 深 浅 を 詮 釈 し て い る と 結 論 づ け て い る 。  

 

・智顗の⼼具論における「如来蔵」義の研究  

 

智 顗 の ⼼ 具 論 に お け る「 如 来 蔵 」義 の 研 究 は 、池⽥（ 2005）「 天 台 ⼤ 師

智 顗 の 如 来 蔵 義―⼼ 具 論 に お け る 「 含 蔵 」 義 の 役 割―」 で あ る 。 こ の 論

⽂ は 、 筆 者 に と っ て 、 深 く興味 を 持 っ て い る が 、 ⾮ 常 に 難 解 と感じ ら れ

る 。 以 下 に 、 筆 者 の 理 解 の限り で こ の 論 ⽂ の 内 容 を ま と め て み る 。  

池⽥の 研 究 は 、智 顗 の 前 期 か ら 後 期 ま で の 著 作 に 、「 諸 法 実 相 」の 追 求

と い う こ と が ⼀貫す るテーマと し て ⾒ て い る 。 そ の 「 諸 法 実 相 」 の 追 求

と は 「 ⼼ 性 を 追 求 す る 」・「 ⼼ の 実 相 」 と い う こ と で あ る 。 こ う し た ⼼ の
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追 求 の 過 程 に お い て 「 如 来 蔵 」 が 智 顗 の 新 し い ⼼ 論 を ⽀ え る 論 拠 と し て

採 ⽤ さ れ て い る と池⽥は 指 摘 す る 。 さ ら に 、池⽥は 「 如 来 蔵 」 思 想 に つ

い て 、 凡夫が 菩 薩 と し て悟り を 求 め て 修 ⾏ を す る こ と の 根 拠 を 与 え る 理

論 で あ る と し て い る 。  

ま た池⽥は 、 智 顗 の 著 作 に お け る 「 如 来 蔵 」 の ⽤ 例 と 展 開 を 前 期 と 後

期 に 分 け て い る 。智 顗 の 前 期 著 作 で は 、「 如 来 蔵 」の 語 を あ ま り 使 ⽤ せ ず 、

「 仏 性 」の 語 を 多 ⽤ し て い る 。前 期 の 禅 観 を 中 ⼼ と す る 著 作 に は 、「 ⼼ 性

空 」か ら「 ⼼ の 実 相 」・「 仏 性 」ま で の 展 開 が あ る 。智 顗 の 後 期 著 作 で は 、

「 ⼀ 念 ⼼ 具 」 が 明 確 に 主 張 さ れ 、 衆 ⽣ が 迷悟す る 過 程 で ⼀ 切 法 を 備 え る

こ と に し た が っ て「 如 来 蔵 」義 が 展 開 さ れ て い く 。こ の よ う な「 如 来 蔵 」

義 に は 、「 如 来 蔵 」の「 含 蔵 」義 が よ く ⾒ ら れ る 。智 顗 の「 如 来 蔵 」の「 含

蔵 」 は 衆 ⽣ の 迷悟と い う 課 題 を越え て 、 ⼼ 性 上 の 問 題 に 展 開 し た 。  

以 上 、智 顗 の「 如 来 蔵 」思 想 に 関 わ る 主 要 な 先 ⾏ 研 究 を ま と め て き た 。

智 顗 が 「 如 来 蔵 」 あ る い は 「 仏 性 」 を 実 相 の 異 名 と し て 扱 う こ と は 、 藤

井と池⽥と の 間 に 共 通 し て ⾒ 出 さ れ る ⾒ 解 で あ る 。 智 顗 の 「 如 来 蔵 」 の

意 味 に つ い て は 、 藤井は 智 顗 の 中 道 仏 性 に 着 ⽬ し て 、 智 顗 の 「 如 来 蔵 」

思 想 を探究 し て い る 。池⽥は 智 顗 の 「 ⼼ 具 論 」 に 注 ⽬ し て 、「 ⼼ 具 論 」 で

「 如 来 蔵 」 の 「 含 蔵 」 義 の 役 割 を 解 析 し て い る 。 両 者 の 研 究 は 、 智 顗 の

「 如 来 蔵 」 思 想 を 全 体 的 に把握す る こ と が 主 と な っ て い る 。 全 ⾯ 的 に 智

顗 の 「 如 来 蔵 」 思 想 を ⾒ る こ と は 、 最 も 重 要 な こ と で あ る が 、 ⼀ ⽅ で は

詳 細 で 具 体 的 な 考 察 点 を 絞 る 必 要 も あ る で あ ろ う 。 以 下 、 先 ⾏ 研 究 を 踏

ま え て 、智 顗 の「 四 種 四 諦 」と い う 新 し い 切 り ⼝ か ら 、智 顗 の「 如 来 蔵 」

の 意 味 を 考 察 し て い く 。  
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第⼆節、四種四諦における「如来蔵」の意味  

 

智 顗 に お け る 四 種 四 諦 は 、 常 に 天 台 の 特 別 な 判 教 で あ る 化 法 四 教 と 関

連 し て 説 明 さ れ る 1 2 3。 し か し 、 こ の 四 種 四 諦 は 、 単 に そ れ ぞ れ を 化 法 四

教 に 配 当 す る だ け で は な く 、 所 依 の 経 典 に よ っ て 、 異 な っ た 四 種 四 諦 の

名 称 を 使 ⽤ し て い る 。 智 顗 の 『 四 教 義 』 に お け る 四 種 四 諦 は 、 基 本 的 に

『 涅 槃 経 』 と 『 勝 鬘 経 』 の 経 ⽂ に し た が っ て 解 釈 し て い る 。「 仏 性 」 と い

う ⾔ 葉 で 蔵 教 ・ 通 教 の 無 量 四 諦 と 別 教 ・ 円 教 の 無 量 四 諦 を 区 別 し 、 さ ら

に 「 蔵 識 」 と い う ⾔ 葉 で 別 教 の 無 作 四 諦 と 円 教 の 無 作 四 諦 を 区 別 す る 。

「 仏 性 」 と い う 語 は 『 涅 槃 経 』 の 影 響 が 考 え ら れ る 。 ま た 、「 蔵 識 」 と い

う 語 は 『 涅 槃 経 』 と 『 勝 鬘 経 』 の 中 に は 出 て こ な い が 、「 如 来 蔵 」 と 関 係

が あ る と 考 え ら れ る 。 智 顗 は 『 四 教 義 』 に お い て 、「 如 来 蔵 」 と 「 仏 性 」

と い う ⽤ 語 を 常 に 別 教 の 無 量 四 諦 と 円 教 の 無 作 四 諦 と の 内 容 と 関 連 さ せ

な が ら 論 じ て い る 。  

と こ ろ で 智 顗 の 四 種 四 諦 に つ い て の 先 ⾏ 研 究 に は 、「 如 来 蔵 」と「 仏 性 」

と い う こ と が あ ま り 触 れ ら れ て い な い 。 ま た 四 種 四 諦 の 意 味 内 容 を 考 察

す る と 、四 諦 以 外 の 仏 教 教 理 が か な り 含 ま れ て い る 。こ の た め 本 節 で は 、

こ の よ う な 智 顗 の 四 種 四 諦 の 中 で 「 如 来 蔵 」 と 「 仏 性 」 と い う ⾔ 葉 が 、

何 を 表 し て い る の か を 検 討 し て み た い 。  

四 種 四 諦 に お い て 「 如 来 蔵 」 と 「 仏 性 」 に 関 わ る 記 述 は 、 ⼩ 乗 と ⼤ 乗

の 四 諦 を 区 別 す る 上 で ⽴ て ら れ て い る も の で あ る 。 従 っ て ま ず 、 智 顗 が

 
1 2 3  四 種 四 諦 は 、⼀ 般 的 に 三 蔵 教 ・ 通 教 ・ 別 教 ・円 教 と い う 化 法 四 教 に 配
付 し て 、 蔵 教 が ⽣ 滅 四 諦 で あ り 、 通 教 が 無 ⽣ 四 諦 で あ り 、 別 教 が 無 量 四
諦 で あ り 、 円 教 が 無 作 四 諦 で あ る 。  



 107 

ど の よ う な 理 論 で ⼩ 乗 と ⼤ 乗 の 四 諦 を 明 ら か に し て お り 、 さ ら に 、 智 顗

が 理 解 し た ⼤ 乗 四 諦 に お け る「 如 来 蔵 」と「 仏 性 」と の 関 係 を 考 察 す る 。  

 

・智顗における⼤乗⼩乗の四諦義  

 

四 諦 に 対 し て ⼩ 乗 と ⼤ 乗 の 区 分 は 、 智 顗 の 前 後 期 著 作 に よ く ⾒ ら れ る 。

『 四 教 義 』 時 代 に ⾄ っ た 後 、 智 顗 は ⼤ 乗 四 諦 に つ い て は 、 経 典 引 ⽤ や 意

味 深 浅 に か か わ ら ず 、 全 て 前 期 よ り い っ そ う 広 く な っ て い る 。『 四 教 義 』

の 中 で 、智 顗 は 主 に『 涅 槃 経 』の 教 説 を 重 視 し て い る 。智 顗 は『 涅 槃 経 』

の 五 味 教 判 に 基 づ い て 四 種 四 諦 の 意 味 を 順 次 に 定 義 し て い る 。 ま た 智 顗

は 『 涅 槃 経 』 に 説 か れ る 四 諦 義 に 基 づ い て ⾃ ⾝ の 四 種 四 諦 を 説 明 し て い

る 1 2 4。さ ら に 、⼩ 乗 四 諦 よ り 、⼤ 乗 四 諦 の 特 徴 を 表 す た め に 、智 顗 は『 涅

槃 経 』 の 半 満 教 判 に よ っ て 、 問 答 の 形 式 で 四 種 四 諦 を ⼤ 乗 と ⼩ 乗 の 四 諦

に 区 別 し て い る 。 該 当 箇 所 は 次 の 通 り で あ る 。  

 

問 う て ⽈ く 、 前 に ⽣ 滅 四 諦 を 明 す 。 是 れ 三 蔵 教 の 半 字 の 義 な り 。

此 の 事 然 る べ し 。次 に 無 ⽣・無 量・無 作 を 明 す 。云 何 が 分 別 す る や 。  

答 え て ⽈ く 、 若 し 満 字 に し て 義 を 明 す と 作 さ ば 、 三 種 四 諦 は 同 じ

く 是 れ 満 教 な り 。 須 ら く 分 別 す べ か ら ず 。 若 し 五 味 に し て 義 を 明 か

さ ば 、三 種 の 四 諦 の 義 は 即 ち 不 同 な り 。無 ⽣ 四 諦 は 此 れ ⼤ 乗 と 雖 も 、

猶 お ⼆ 乗 に 通 ず 。 無 量 四 諦 は 但 だ 是 れ 菩 薩 の 所 ⾏ の 道 な り 。 無 作 四

実 諦 は 乃 ち 是 れ 仏 の 境 界 な り 。 此 を 異 と 為 す な り 1 2 5。  

 
1 2 4  『 四 教 義 』「 問 ⽈ 何 処 経 論 出 此 四 種 四 諦 。 答 ⽈ 若 散 説 諸 経 論 赴 縁 処 処
有 此 ⽂ 義 。 但 不 聚 在 ⼀ 処 ⽿ 。『 ⼤ 涅 槃 経 』明 慧 聖 ⾏ 。 欲 為 五 味譬本 。 是 以
次 第 分 別 。 明 此 四 種 四 諦 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  725c1 - c4)  
1 2 5  『 四 教 義 』「 問 ⽈ 、 前 明 ⽣ 滅 四 諦 。 是 三 蔵 教 半 字 之 義 。 此 事 可 然 。 次
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 設 問 は 次 の 通 り で あ る 。  

先 に ⽣ 滅 四 諦 を 三 蔵 教 （ ⼆ 乗 ） の 四 諦 義 と 明 か し 、 次 に 無 ⽣ ・ 無 量 ・

無 作 と い う 四 諦 を 明 か す と い う こ と は ど う い う こ と な の で あ ろ う か 。 こ

れ に 対 し て 智 顗 の 答 え は 次 の 通 り で あ る 。  

も し 『 涅 槃 経 』 の 半 満 教 か ら 理 解 す れ ば 、 ⽣ 滅 四 諦 が 『 涅 槃 経 』 の 半

字 声 聞 教 の 知 る こ と で あ り 、 無 ⽣ ・ 無 量 ・ 無 作 の 四 諦 が 『 涅 槃 経 』 の 満

字 ⼤ 乗 菩 薩 教 の 知 る こ と で あ る 。 も し 『 涅 槃 経 』 の 五 味 教 か ら 解 読 す れ

ば 、 無 ⽣ ・ 無 量 ・ 無 作 の 四 諦 に は 、 無 ⽣ が ⼤ 乗 菩 薩 と ⼆ 乗 声 聞 の 共 通 教

で あ り 、 無 量 が た だ ⼤ 乗 菩 薩 教 で あ り 、 無 作 が 仏 の 世 界 で あ る 。  

智 顗 の 四 諦 説 で 無 ⽣ ・ 無 量 ・ 無 作 の 四 諦 は ⼤ 乗 教 の 範 囲 で あ る が 、 無

⽣ が 菩 薩 と ⼆ 乗 の 共 通 教 で あ る か ら 無 ⽣ 四 諦 を 通 教 の 教 え と す る 。 す な

わ ち 、 ⼆ 乗 は ⼩ 乗 の ⼈ で あ る が 、 ⼤ 乗 教 に 転 ⼊ す る こ と が で き る 。 四 種

四 諦 は そ れ ぞ れ に 化 法 四 教 に 対 応 し て い る 教 え で あ る 。 つ ま り 、 智 顗 が

⼤ 乗 教 の 上 で 通 教 ・ 別 教 ・ 円 教 を ⽴ て る こ と は 、 智 顗 独 ⾃ の ⼤ 乗 思 想 の

展 開 で あ る 。 ま た 、 本 来 智 顗 の 通 教 に は 「 通 前 通 後 」 と い う ⾔ い ⽅ が あ

る 。 ⼤ 乗 法 を憧れ る ⼆ 乗 （回⼩ 向 ⼤ ） は 、 通 教 の 教 え を 通 し て 、 ⼤ 乗 法

に ⼊ ら れ る 。 す な わ ち 、 通 教 は ⼤ ⼩ 乗 の 教 え を効果 的 に 連 接 し て い る 作

⽤ と ⾔ え よ う 。  

 以 上 の よ う に 、 無 ⽣ ・ 無 量 ・ 無 作 の 四 諦 は ⼤ 乗 教 で あ る 。 し か し 、 同

様 な ⼤ 乗 四 諦 で あ る が 、な ぜ 三 種 類 に 分 け ら れ て い る の か が 問 題 で あ る 。

智 顗 は 無 ⽣ ・ 無 量 ・ 無 作 の 四 諦 に つ い て 説 く 時 、「 如 来 蔵 」 と 「 仏 性 」 と

 
明 無 ⽣ 無 量 無 作 。 云 何 分 別 。 答 ⽈ 、 若 作 満 字 明 義 、 三 種 四 諦 同 是 満 教 。
不 須 分 別 。 若 五 味 明 義 、 三 種 四 諦 義 即 不 同 。 無 ⽣ 四 諦 此 雖 ⼤ 乗 、 猶 通 ⼆
乗。無 量 四 諦 但 是 菩 薩 之 所 ⾏ 之 道。無 作 四 実 諦 乃 是 仏 之 境 界。此 為 異 也 。」
(『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  725c7 - c13)  
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い う ⽤ 語 を 取 り 上 げ て い る 。 三 種 類 の ⼤ 乗 四 諦 は 、「 如 来 蔵 」 と 「 仏 性 」

が ⾒ え る か ど う か に し た が っ て 、 四 諦 の 趣 意 が 異 な っ て い る 。 次 に 、 無

⽣ ・ 無 量 ・ 無 作 の 四 諦 に お け る 「 如 来 蔵 」 と 「 仏 性 」 の ⽤ 法 を 考 察 し て

い き た い 。  

 

・無⽣・無量・無作の四諦に⾒られる「如来蔵」と「仏性」  

 

同 様 に『 四 教 義 』のテキストで 、智 顗 は『 涅 槃 経 』の「 如 来 蔵 」と「 仏

性 」 を 理 解 す る 上 で 、 無 ⽣ ・ 無 量 ・ 無 作 の 四 諦 が 重 な る 意 味 内 容 を ⽰ し

て い る 。 重 な る 意 味 を 持 っ て い る 四 諦 と い う こ と は 、 例 え ば 、 同 じ 無 ⽣

四 諦 を 呼 ん で い る が 、『 般 若 経 』『 勝 鬘 経 』『 涅 槃 経 』各 々 の 経 典 内 容 に よ

っ て 、四 諦 の 意 味 が 変 わ っ て い る 。ま た 、『 四 教 義 』の 四 諦 義 に つ い て は 、

智 顗 が『 勝 鬘 経 』の 四 諦 説 に 沿 わ な い が 、『 勝 鬘 経 』の 四 諦 説 を よ く ⾔ 及

し て い る 。 当 時 『 勝 鬘 経 』 思 想 は ⾮ 常 に 盛 ん で あ り 、 こ の 影 響 を 考慮す

る と 、 智 顗 が 『 勝 鬘 経 』 思 想 を避け る こ と は 難 し い 1 2 6。 そ の た め 、 智 顗

は 、 異 な る ⼤ 乗 経 典 を 参照し な が ら 、 そ れ ぞ れ の 四 諦 の 意 味 を 明 か す 。

特 に 『 涅 槃 経 』 の 「 仏 性 」 と 「 如 来 蔵 」 の 使 ⽤ 、 及 び 『 勝 鬘 経 』 の 「 如

来 蔵 」の 判 別 は 注 ⽬ し な け れ ば な ら な い 。『 四 教 義 』の 該 当 箇 所 は 、簡潔

に ⽰ す に と ど め る 。  

 

問 う て ⽈ く 、 若 し 是 の 三 乗 は 涅 槃 を 通 学 す れ ば 、 何 の 故 に 滅 諦 は

 
1 2 6  智 顗 の 『 四 教 義 』 で よ く『 涅 槃 経 』 の 四 諦 義 を 『 勝 鬘 経 』 の 四 諦 義 と
⽐ 較 し な が ら 、 ⾃ ⾝ の 四 諦 義 を 明 か し て い る 。 (『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  725c)
ま た 智 顗 の『 法 華 ⽞ 義 』で 浄 影 慧 遠 の『 ⼤ 乗 義 章 』に 理 解 し た『 勝 鬘 経 』
四 諦 義 を 批 判 し て い る 。 同 じ 『 法 華 ⽞ 義 』 で 智 顗 は 『 勝 鬘 経 』 の 無 作 四
諦 の 滅 諦 が 仏 の 究 竟 で あ る こ と を 批 判 し て い る 。(『 ⼤ 正 蔵 』33 巻 ,  700c)  
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常 楽 我 浄 を 明 す と 解 す や 。  

答 え て ⽈ く 、 若 し ⽅ 等 ・ 般 若 の 所 明 な れ ば 、 無 ⽣ 真 諦 は 三 乗 共 に

⾒ る 。 ⽽ も ⼆ 乗 の 通 教 菩 薩 は 仏 性 を ⾒ ず 。 滅 諦 は 是 れ 常 住 な る こ と

を 明 か さ ず 。 ⼤ 涅 槃 に ⾄ っ て 、 三 乗 ⼈ の 為 に 、 同 じ く 仏 性 を 説 く 。

故 に 無 ⽣ 四 真 諦 は 通 別 な り 通 円 な り 。 故 に 滅 諦 の 四 徳 を 明 か す 1 2 7。 

 

設 問 は 次 の 通 り で あ る 。  

『 勝 鬘 経 』の 中 、三 乗 が 同 じ く 涅 槃 に ⼊ る ⽬ 的 を 持 っ て 修 学 し て い る 、

な ぜ 滅 諦 が 常 楽 我 浄 の 涅 槃 四 徳 を 持 つ の か 1 2 8。 こ れ に 対 し て 智 顗 の 答 え

は 次 の 通 り で あ る 。  

⽅ 等 般 若 経 典 か ら ⾒ ら れ る 無 ⽣ 四 諦 は 、三 乗 共 通 で あ る が 、こ こ で 無 ⽣

四 諦 を 学 ん で い る 通 教 菩 薩 が「 仏 性 」を ⾒ な い か ら 、『 勝 鬘 経 』の 滅 諦 で

常 楽 我 浄 の 涅 槃 四 徳 を わ か ら な い 。し か し 、『 涅 槃 経 』に ⾄ っ て 、仏 は「 三

乗 に 仏 性 に つ い て 語 る 」と い う こ と が あ る 。⾃ ⾝ の 無 ⽣ 四 諦 は『 涅 槃 経 』

か ら 定 義 さ れ る の で 、 三 乗 が 「 仏 性 」 を ⾒ な い け ど 、『 涅 槃 経 』 よ り 知 る

こ と が で き る 。  

こ れ に よ っ て 、智 顗 が ⽅ 等・般 若・勝 鬘 の 経 典 の 意 味 を 合 わ せ 並 ん で 、

通 教 菩 薩 の 無 ⽣ 四 諦 は 別 教 の 無 量 四 諦 と 円 教 の 無 作 四 諦 つ な が り の 作 ⽤

が あ る こ と が 分 か る 。 ま た 、 注 意 す べ き こ と は 、『 勝 鬘 経 』 は 、「 仏 性 」

 
1 2 7  『 四 教 義 』「 問 ⽈ 、 若 是 三 乗 通 学 涅 槃 、 何 故 解 滅 諦 明 常 楽 我 浄 耶 。 答
⽈ 、 若 ⽅ 等 ・ 般 若 所 明 、 無 ⽣ 真 諦 三 乗 共 ⾒ 。 ⽽ ⼆ 乗 通 教 菩 薩 不 ⾒ 仏 性 。
不 明 滅 諦 是 常 住 也 。 ⾄ ⼤ 涅 槃 、 為 三 乗 ⼈ 、 同 説 仏 性 。 故 無 ⽣ 四 真 諦 通 別
通 円 。 故 明 滅 諦 四 徳 。」 (『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  726a15 -a20)  
1 2 8  『 勝 鬘 経 』無 作 四 諦 の 中 に 、滅 諦 は 常 で あ り 、諦 で あ り 、依 で あ る 。
(『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  221c27)『 四 教 義 』 で 智 顗 は こ れ ら の 『 勝 鬘 経 』 の 常 ・
諦 ・ 依 を 常 ・ 楽 ・ 我 ・ 浄 と 理 解 し て い る 。 元 々 『 勝 鬘 経 』 は 仏 が 涅 槃 四
徳 を 持 つ こ と と ⽰ し て い る 。 (『 ⼤ 正 蔵 』 12 巻 ,  725b14)  
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と い う ⾔ 葉 を 使 っ て お ら ず 、「 如 来 蔵 」と い う ⾔ 葉 を ⼀貫し て 使 っ て い る 。

こ こ で 智 顗 は 『 勝 鬘 経 』 の 「 如 来 蔵 」 を 「 仏 性 」 と い う ⾔ 葉 で 使 ⽤ し て

い る 。 す な わ ち 、『 四 教 義 』 時 期 の 智 顗 は 「 如 来 蔵 」 と 「 仏 性 」 を 等 し く

理 解 し て い る 。  

さ ら に 、 通 教 菩 薩 は ど の よ う に 「 仏 性 」 が ⾒ え る 別 円 の 無 量 無 作 四 諦

が わ か る か に つ い て 、智 顗 は直接 説 明 し て い な い が 、『 四 教 義 』の 無 量 四

諦 に つ い て 説 く と こ ろ で 、 そ の 理 由 が ⾒ ら れ る 。 以 下 の 原 ⽂ に よ っ て 検

討 す る 。  

 

問 う て ⽈ く 、若 し 爾 ら ば 、『 涅 槃 経 』に 四 諦 の 無 量 相 を 明 す 。何 ん

ぞ 定 め て 是 れ 別 教 所 詮 の 無 量 の 四 諦 と 知 る こ と を 得 る や 。  

答 え て ⽈ く 、 若 し 仏 性 を 明 か さ ず し て 無 量 を 説 か ば 、 即 ち 是 れ 前

の ⼆ 教 所 詮 の 無 量 な り 。 若 し 仏 性 を 明 し て 無 量 の 相 を 説 か ば 、 即 ち

任運 に ⾃ ら 成 じ 、 後 の 両 教 の 明 す 所 の 無 量 な り 。 若 し 円 教 も 亦 た 無

量 の 四 聖 諦 と 名 づ く る と は 、 即 ち 是 れ 無 作 の 四 実 諦 の 異 名 な り 1 2 9。 

設 問 は 次 の 通 り で あ る 。  

ど ん な 理 由 で 『 涅 槃 経 』 の 「 四 諦 無 量 相 」 を 別 教 の 無 量 四 諦 と 認 め る

の か で あ る 。こ れ に 対 し て 智 顗 の 答 え は 次 の 通 り で あ る 。「 仏 性 」を 分 か

ら な け れ ば 、無 量 四 諦 を 説 く こ と は 、蔵 通 教 の 菩 薩 に 対 し て い る 、「 仏 性 」

を 分 か れ ば 、 別 円 の 菩 薩 に 対 し て い る 1 3 0。  

 
1 2 9  『 四 教 義 』「 問 ⽈ 、 若 爾 涅 槃 経 明 四 諦 無 量 相 。 何 得 定 知 是 別 教 所 詮 無
量 四 諦 。 答 ⽈ 、 若 不 明 仏 性 ⽽ 説 無 量 、 即 是 前 ⼆ 教 所 詮 之 無 量 也 。 若 明 仏
性 説 無 量 相 者、即任運 ⾃ 成 後 両 教 所 明 無 量 也。若 円 教 亦 名 無 量 四 聖 諦 者、
即 是 無 作 四 実 諦 之 異 名 也 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  726a28 -726b5)  
1 3 0  ⼆ 乗 は 「 仏 性 」 が ⾒ え な い 。「 仏 性 」 が ⾒ え る か ど う か は 、 全 て 菩 薩
と い う 対 象 に し て 、 三 種 類 の ⼤ 乗 四 諦 が 説 か れ る 。  
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 こ こ で な ぜ 蔵 通 教 の 中 に 、 無 量 四 諦 が ⾔ わ れ る の か は 、 智 顗 は 説 明 し

て い な い 。し か し 、前 述 の 通 り に よ っ て 、⽅ 等 般 若 の 通 教 菩 薩 は「 仏 性 」

を 分 か ら な い が 、『 涅 槃 経 』 の 「 四 諦 無 量 相 」 か ら 「 仏 性 」 を 知 る こ と が

で き 、別 教 の 無 量 四 諦 も わ か る こ と が で き 、「 通 別 」と ⾔ え る 。果 か ら 因

を 説 く 円 教 か ら ⾒ れ ば 、『 涅 槃 経 』 の 「 四 諦 無 量 相 」 は 、円 教 の 無 作 四 諦

で あ り 、「 通 円 」 と ⾔ え る 。  

次 に 、 智 顗 は ⾃ 分 ⾃ ⾝ が 理 解 し た 『 涅 槃 経 』 の 「 如 来 蔵 」 に よ っ て 、

⾃ ⾝ の 無 量 無 作 四 諦 を 『 勝 鬘 経 』 の 無 量 無 作 四 諦 と 区 別 す る 。  

 

問 う て ⽈ く 、『 勝 鬘 経 』に 無 量 の 四 聖 諦 、無 作 の 四 聖 諦 を 明 す 。『 涅

槃 経 』 も 亦 た 是 の 説 有 り 。 ⼆ 処 の 経 ⽂ は 、 同 じ と 為 す や 異 な る と 為

す や 。  

答 え て ⽈ く 、 無 量 の 四 聖 諦 有 り 、 蔵 識 に 依 る と 雖 も 無 作 に ⾮ ず 。

無 量 の 四 聖 諦 有 り 、亦 た 蔵 識 に 依 り 即 ち 是 れ 無 作 な り 。所 以 は 何 ん 、

若 し 無 明恒沙 に 約 さ ば 、 四 諦 の 法 事 、 数 論 は 無 量 な り 。 即 ち 是 れ 別

教 所 詮 の 無 量 に し て 無 作 に ⾮ ず 。 若 し 法 性 に 約 し て 四 諦 の 無 量 を 明

か さ ば 、即 ち 是 れ 円 教 所 詮 の 無 量 な り 。無 量 は 即 ち 無 作 な り 。『 ⼤ 涅

槃 経 』 に迦葉 に 答 え て 、 無 量 の 四 諦 を 明 か さ ば 、 正 し く 事 数 無 量 に

約 す 。 此 れ 別 教 の 所 詮 な り 。 若 し ⽂殊に 答 え て 四 諦 を 明 か さ ば 、 即

ち 是 れ 無 作 の 四 実 諦 を 明 か す な り 。『 勝 鬘 経 』に ⼆ 種 四 諦 を 明 か す は 、

⼀ 異 未 だ 定 め て 判 ず べ か ら ず 1 3 1。  

 
1 3 1  『 四 教 義 』「 問 ⽈、勝 鬘 経 明 無 量 四 聖 諦 無 作 四 聖 諦。涅 槃 経 亦 有 是 説。
⼆ 処 経 ⽂ 、 為 同 為 異 耶 。 答 ⽈ 、 有 無 量 四 聖 諦 、 雖 依 蔵 識 ⾮ 無 作 。 有 無 量
四 聖 諦 、 亦 依 蔵 識 即 是 無 作 。 所 以 者 何 、 若 約 無 明恒沙 、 四 諦 法 事 、 数 論
無 量 。 即 是 別 教 所 詮 無 量 ⾮ 無 作 。 若 約 法 性 明 四 諦 無 量 、 即 是 円 教 所 詮 無
量 。 無 量 即 無 作 也 。 ⼤ 涅 槃 経 答迦葉 、 明 無 量 四 諦 、 正 約 事 数 無 量 。 此 別
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 設 問 は 次 の 通 り で あ る 。  

『 涅 槃 経 』と『 勝 鬘 経 』が 同 様 に 無 量 無 作 四 諦 を 説 い て い る 、両 経 の 異

な る こ と は 何 で あ ろ う か 。  

こ れ に 対 し て 智 顗 の 答 え は 次 の 通 り で あ る 。  

『 涅 槃 経 』 の 中 に 、 同 じ く 「 如 来 蔵 」 に 依 っ て 説 か れ る 無 量 四 諦 は 、迦

葉 菩 薩 に 答 え る こ と が 無 量 四 諦 で あ り 、 ⽂殊菩 薩 に 答 え る こ と が 無 作 四

諦 で あ る 1 3 2。 こ れ に つ い て は 、 本 論 の 第 ⼆ 章 で す で に 説 明 し た か ら 、 本

章 で は 復 唱 し な い 。  

こ こ で 、 智 顗 が 「 如 来 蔵 」 の 空 と 不 空 義 を 明 確 に 理 解 し て い る こ と が

⾒ ら れ る 。し か し 、『 涅 槃 経 』に お け る 四 諦 義 は「 仏 性 」が 多 ⽤ し て い る 、

「 如 来 蔵 」 空 と 不 空 の 両 義 が 特 に ⾒ え な い 。 以 上 の よ う に 、 智 顗 が 『 勝

鬘 経 』 の 空 不 空 の 「 如 来 蔵 」 義 を 理 解 し た 後 、『 涅 槃 経 』 の 教 説 を 受 容 す

る と 考 え ら れ る 。  

 ま た 、 智 顗 は 『 涅 槃 経 』 の 「 如 来 蔵 」 に 依 っ て 、 ⼆ 種 類 の 無 量 四 諦 を

仮 説 し て い る 。 あ る 無 量 四 諦 は ⾃ ⾝ の 別 教 の 無 量 四 諦 で あ る 。 あ る 無 量

四 諦 は ⾃ ⾝ の 円 教 の 無 作 四 諦 で あ る 。そ れ で も な お 、『 勝 鬘 経 』の 無 量 と

無 作 四 諦 は 同 じ で あ る か ど う か を ⾔ っ て い な い 。 教 え を 説 く 対 象 や 場 合

に よ っ て 同 じ ⾔ 葉 で も 異 な る 意 味 を 持 っ て い る 。  

 以 上 の 考 察 に し た が っ て 、 智 顗 に と っ て 、「 如 来 蔵 」「 仏 性 」 に 関 わ る

 
教 所 詮 也 。 若 答 ⽂殊明 四 諦 、 即 是 明 無 作 四 実 諦 也 。 勝 鬘 経 明 ⼆ 種 四 諦 、
⼀ 異 未 可 定 判 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  726b16 -b26)  
1 3 2  『 四 教 義 』の 原 ⽂ で「 蔵 識 」と い う ⾔ 葉 を 使 っ て い る が 、こ の「 蔵 識 」
は唯識 のアーラヤ識 で は な く 、「 如 来 蔵 」に よ っ て 分 別 す る こ と を 指 し て
い る 。『 四 教 義 』の 四 種 四 諦 で唯識 に 関 す る 経 典 と 論 典 を ⾔ 及 し て い な い 。
ま た 、 後 の ⽂脈は 、『 涅 槃 経 』 の 「 如 来 蔵 」 の 使 ⽤ で ⾃ ⾝ の 無 作 四 諦 を 定
義 し て い る 。  
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問 題 は 、 別 円 教 の 無 量 四 諦 ・ 無 作 四 諦 と 深 く 関 係 が あ る 。 先 ⾏ 研 究 に も

同 様 に 指 摘 さ れ て い る 。次 節 で は 、「 如 来 蔵 」あ る い は「 仏 性 」に 対 し て 、

智 顗 の 別 教 に お い て ど の よ う な 取 り ⽅ が あ る か を 明 ら か に し て い く 。  

 

第三節、『四教義』における別教の「如来蔵」  

 

 『 四 教 義 』巻 九 、巻 ⼗ の 中 に 、智 顗 は 別 教 の 修 ⾏ 次 第 を 説 明 し て い る 。

別 教 が 所 詮 す る も の を 総括し て ⾔ え ば 、 因 縁 仮 名 と 如 来 蔵 仏 性 の 理 と い

う こ と で あ る 1 3 3。 さ ら に 、 智 顗 は 別 教 の 修 ⾏ 段 階 を 有 ⾨ ・ 空 ⾨ ・ 亦 有 ⾨

亦 空 ⾨ ・ ⾮ 有 ⾮ 空 と い う 四 ⾨ の ⼊ 道 ⽅ 法 を ⽰ し 、 多 く の 経 論 で 亦 有 ⾨ 亦

空 ⾨ に よ っ て 別 教 の 修 ⾏ 段 階 に つ い て 説 明 し て い る 1 3 4。 別 教 で 修 ⾏ す る

主 体 は 特 に 菩 薩 と い う 対 象 を限定 し て い る 。 経 典 に よ っ て 菩 薩 の 修 ⾏ 順

序 が 異 な っ て い る 。 智 顗 は 『 瓔 珞 経 』・『 ⼤ 品 般 若 経 』・『 涅 槃 経 』 の 教 説

に 基 づ い て 菩 薩 の 修 ⾏ 段 階 を 明 ら か に し て い る 。 智 顗 は 『 瓔 珞 経 』 の 菩

薩 修 ⾏ の 五 ⼗ ⼆ 位 説 を 採 ⽤ し て 、⾃ ⾝ の 別 教 菩 薩 の 修 ⾏ の「 位 数 」と し 、

『 ⼤ 品 般 若 経 』の 三 観 を 採 ⽤ し て 、別 教 菩 薩 の伏惑を 明 ら か に し 、『 涅 槃

経 』 の 五 聖 ⾏ を 採 ⽤ し て 、 別 教 菩 薩 の 法 ⾨ の 「 位 数 」 を 弁 別 し て い る 。

智 顗 の 別 教 菩 薩 の 「 位 数 」 は 、 ⼗ 信 ・ ⼗ 住 ・ ⼗ ⾏ ・ ⼗回向 ・ ⼗ 地 と い う

五 ⼗ 段 階 で あ る 。 智 顗 は 『 涅 槃 経 』 の 五 聖 ⾏ を 四 種 四 諦 と 五 ⼗ 段 階 に 対

応 さ せ 、 別 教 菩 薩 の 意 味 合 い を 説 明 し て い る 。 こ こ で 「 如 来 蔵 」 に 関 す

る 記 述 は 、 あ ま り 多 く な い 。 基 本 的 に 五 聖 ⾏ ・ 四 種 四 諦 ・ 五 ⼗ 段 階 と い

 
1 3 3  『 四 教 義 』「 別 教 詮 因 縁 仮 名 、 如 来 蔵 仏 性 之 理 。 菩 薩 禀 此 教 ⾨ 、 修 ⾏
得 証 必 有 浅 深 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  751c23)  
1 3 4  『 四 教 義 』「 此 別 教 ⼊ 道 亦 有 四 ⾨ 。 ⼀ 有 ⾨ 。 ⼆ 空 ⾨ 。 三 亦 有 亦 空 ⾨ 。
四 ⾮ 有 ⾮ 空 ⾨。別 教 雖 有 四 ⾨。⽽ 尋 経 論 意。多 ⽤ 亦 有 亦 空 ⾨ 明 ⾏ 位 也。」
(『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  751c24 - c28)  
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う 問 題 点 に ま と め て 述 べ て い る 。以 下 、ま ず 智 顗 に お い て 、『 涅 槃 経 』の

五 聖 ⾏ ・ 四 種 四 諦 ・ 五 ⼗ 段 階 の 間 に 、 ど の よ う に 対 応 し て い る か を 整 理

し 、さ ら に 、五 ⼗ 段 階 に 沿 っ て 、「 如 来 蔵 」は ど の よ う な 概 念 に 転 換 し て

い る か 、 ど の よ う な 意 味 を 持 っ て い る か を 検 討 す る 。  

 

・五聖⾏・四種四諦・五⼗段階の対応  

 

 『 四 教 義 』 巻 九 は 、 次 の 通 り で あ る 。  

 

三 に は 『 涅 槃 経 』 に 約 し て 五 ⾏ 合 位 を 明 さ ば 、 初 め 戒 聖 ⾏ ・ 定 聖

⾏ は ⽣ 滅 四 諦 、 慧 聖 ⾏ は 即 ち 是 れ ⼗ 信 位 な り 。 次 に 無 ⽣ 四 真 諦 聖 ⾏

は 即 ち 是 れ ⼗ 住 位 な り 。 次 に 無 量 四 聖 諦 は 即 ち 是 れ ⼗ ⾏ 位 な り 。 次

に ⼀ 実 諦・無 作 四 聖 諦 を 修 す る こ と を 明 す 。即 ち 是 れ ⼗回向 位 な り 。

次 に 若 し 真 ⾒ の ⼀ 実 諦 を 発 さ ば 、 無 作 四 聖 諦 を 証 す 。 即 ち 是 れ 聖 ⾏

の 満 位 な り 1 3 5。  

 

 本 来『 涅 槃 経 』の 五 聖 ⾏ は 、聖 ⾏ ・梵⾏ ・天 ⾏ ・嬰児⾏ ・病 ⾏ で あ る 。

智 顗 は 『 涅 槃 経 』 の 聖 ⾏ の 内 容 に し た が っ て 、 聖 ⾏ を 含 ん で い る 他 の 四

⾏ を 加 え 、 五 ⾏ と し て い る 。 智 顗 が 理 解 し た 五 ⾏ は 、 戒 聖 ⾏ ・ 定 聖 ⾏ ・

慧 聖 ⾏ ・ 四 諦 聖 ⾏ ・ 聖 ⾏ と い う こ と で あ る 。戒 聖 ⾏ ・定 聖 ⾏ ・慧 聖 ⾏ は 、

四 種 四 諦 に 対 応 す る と 、 ⽣ 滅 四 諦 で あ り 、 五 ⼗ 段 階 に 対 応 す る と 、 ⼗ 信

位 で あ る 。 四 諦 聖 ⾏ と は 、 特 に 無 ⽣ ・ 無 量 ・ 無 作 の 四 諦 を 指 す と い う こ

 
1 3 5  『 四 教 義 』「 三 約 涅 槃 経 明 五 ⾏ 合 位 者 、 初 戒 聖 ⾏ ・ 定 聖 ⾏ ⽣ 滅 四 諦 、
慧 聖 ⾏ 即 是 ⼗ 信 位 。 次 無 ⽣ 四 真 諦 聖 ⾏ 、 即 是 ⼗ 住 位 。 次 無 量 四 聖 諦 、 即
是 ⼗ ⾏ 位 。 次 明 修 ⼀ 実 諦 ・ 無 作 四 聖 諦 。 即 是 ⼗迴向 位 。 次 若 発 真 ⾒ ⼀ 実
諦 、 証 無 作 四 聖 諦 。 即 是 聖 ⾏ 満 位 。」 (『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  753a6 -a11)  
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と で あ る 。 五 ⼗ 段 階 に 対 応 す れ ば 、 無 ⽣ 四 諦 が ⼗ 住 位 で あ り 、 無 量 四 諦

が ⼗ ⾏ 位 で あ り 、 無 作 四 諦 が ⼗回向 位 で あ る 。 さ ら に 、『 涅 槃 経 』 の 「 ⼀

実 諦 」 を ⾒ て 無 作 四 諦 を 証 す る こ と は 、 聖 ⾏ が 円 満 で あ る と ⾔ え る 。  

 智 顗 の 五 ⾏ は 、『 涅 槃 経 』の 聖 ⾏ 品 の 内 容 に よ れ ば 、間 違 い が ⾒ ら れ な

い が 、 四 諦 を ⼗ 信 ・ ⼗ 住 ・ ⼗ ⾏ ・ ⼗回向 に 対 応 す る こ と は 、『 涅 槃 経 』 の

聖 ⾏ 品 に ⾒ 出 せ な い 。『 四 教 義 』に お け る 別 教 の 五 ⼗ 段 階 の ⽂脈に よ れ ば 、

智 顗 は 『 瓔 珞 経 』 の 五 ⼗ 段 階 の 名 称 を そ の ま ま に 使 ⽤ し て い る が 、 五 ⼗

段 階 の 意 味 内 容 が 『 涅 槃 経 』 の 教 説 に 沿 っ て 解 読 さ れ て い る 。 ま た 智 顗

の 『 四 教 義 』 に お い て 、 地 論 師 の 「 通 宗 判 位 」 と い う こ と を ⾔ 及 し て い

る 1 3 6。 異 な る 経 論 の 教 説 を 会 通 す る こ と は 、 中 国 の 南 北 朝 時 代 の 仏 教 特

⾊ で あ る と ⾔ え る 。  

 

・五⼗段階における「如来蔵」  

 

 別 教 の 五 ⼗ 段 階 に お け る 「 如 来 蔵 」 は 、 別 教 菩 薩 の 修 ⾏核⼼ と し て 説

い て い る 。 五 ⼗ 段 階 の あ ら ゆ る 教 説 内 容 は 、 す べ て 「 如 来 蔵 」 を ⽬ 指 し

て い る 。 五 ⼗ 段 階 で の そ れ ぞ れ の 証 得 も 「 如 来 蔵 」 か ら 証 明 さ れ る 。 し

か し 、「 如 来 蔵 」は ど う い う 意 味 か を 説 明 し な い 。様 々 な 仏 教 法 ⾨ に よ っ

て 、「 如 来 蔵 」の 意 味 を 求 め る傾向 が 強 い の で あ る 。以 下 、五 ⼗ 段 階 に 散

⾒ す る 「 如 来 蔵 」 の 例 ⽂ を 列 挙 す る 。  

 
1 3 6  『 四 教 義 』「 地 論 師 。 通 教 判 位 云 。 初 地 断 ⾒ 。 ⼆ 地 断 欲 愛 。 三 地 断 ⾊
愛 。 四 地 断 無 ⾊ 愛 。 地 論 師 通 宗 判 位 。 有 ⽤ 三 地 断 ⾒ 名 須 陀洹。 従 四 地 ⾄
六 地 名 斯 陀 含 。 第 ⼆ 依 法 師 。 七 地 名 阿 那 含 。 第 三 依 法 師 。 ⼗ 地 等 覚 名 阿
羅 漢 。 是 第 四 依 法 師 。 有 三 地 断 ⾒ 。 四 地 名 斯 陀 含 。 五 地 名 阿 那 含 。 六 地
名 阿 羅 漢 。 有 ⽤仁王 経 。 四 地 断 ⾒ 五 地 名 斯 陀 含 。 六 地 名 阿 那 含 。 七 地 名
阿 羅 漢 。 如 是 等 異 説 不 同 。 難 可 定 依 。 今 以 義 推 作 此 対 四 果 也 。 ⼀往似 解
便 。 既 無 的 ⽂ 仏 意 難 知 。 不 須苟執 也 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  759b11 -b21)  
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①  如 来 蔵 の 無 量 四 諦 の 理 を 観 じ 、 即 ち 是 れ 無 作 に ⾮ ず と 雖 も 、 ⽽ も

⼆ 乗 は 亦 た 其 の 名 を 聞 か ず 1 3 7。  

 

②  若 し 菩 薩 は 無 量 ・ 無 作 四 諦 観 を 学 ば ば 、 如 来 蔵 は 無 量 に し て ⽣ 死

の 種 ⼦ 無 し と 観 知 す 。恒沙 の 仏 法 は恒沙 の 下 品 の 煩 悩 を 断 じ る 。

無 明 を伏す 、 相 似 中 道 を 別 ⾒ す る の 外 、更に 転 増 に し て 法 界 の 願

⾏ 事 理 和 融 す る を 明 か す 。 別 教 の ⼀ 切 智 を 成 じ 、 六 根 清 浄 を 得 。

即 ち 是 れ 別 教 の 忍 法 ・ 世 第 ⼀ 法 位 な り 1 3 8。  

 

③  次 に 種 々 の 三 昧 は梵王 の 有 を 破 す る 。 王 は 三千⼤千に 主 た り 。 ⼤

千の 品 類 は 既 に 多 し 、 故 に 種 々 の 号 有 り 。 其 の 種 々 を 破 す る が 為

の 故 に 種 々 の 空 を 修 し 、 種 々 の 仮 に ⼊ り 、 種 々 の 中 道 を ⾒ る 。 如

来 蔵 の 多 く 含 蔵 す る と こ ろ 、 種 々 の 三 昧 と 名 づ く る な り 1 3 9。  

 

 ⽤ 例 ① に は 、 別 教 菩 薩 は 「 如 来 蔵 」 を 観 察 し て 無 量 四 諦 の 理 を 理 解 す

る こ と が 無 作 四 諦 で は な い が 、 ⼆ 乗 は 「 如 来 蔵 」 と 無 作 四 諦 と い う 名 前

す ら 聞 く こ と が な い 。 こ こ で 智 顗 は ⼆ 乗 と 別 教 菩 薩 の 四 諦 を 区 別 す る た

め 、「 如 来 蔵 」 の 語 を ⽤ い て い る 。  

 
1 3 7  『 四 教 義 』「 観 如 来 蔵 無 量 四 諦 之 理 、 雖 ⾮ 即 是 無 作 、 ⽽ ⼆ 乗 亦 不 聞 其
名 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  753b18 -b19)  
1 3 8  『 四 教 義 』「 若 菩 薩 学 無 量・無 作 四 諦 観、観 知 如 来 蔵 無 量 無 ⽣ 死 種 ⼦。
恒沙 仏 法 断恒沙 下 品 煩 悩 。伏無 明 、 別 ⾒ 相 似 中 道 之 外 、更転 増 明 法 界 願
⾏ 事 理 和 融。成 別 教 ⼀ 切 智 、得 六 根 清 浄 。即 是 別 教 忍 法・世 第 ⼀ 法 位 也 。」
(『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  755b24 -b29)  
1 3 9  『 四 教 義 』「 次 種 種 三 昧 破梵王 有 者 。 王 主 三千⼤千。 ⼤千品 類 既 多 、
故 有 種 種 之 号 。 為 破 其 種 種 故 修 種 種 空 、 ⼊ 種 種 仮 、 ⾒ 種 種 中 道 。 如 来 蔵
多 所 含 蔵 、 名 種 種 三 昧 也 。 」 (『 ⼤ 正 蔵 』 46 巻 ,  757c -c10)  
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 ⽤ 例 ② に は 、も し 菩 薩 は 無 量 ・ 無 作 四 諦 を 学 べ ば 、「 如 来 蔵 」を 観 察 し

て 、「 如 来 蔵 」の 中 に 、無 量 の 意 味 が あ り 、⽣ 死 の 種 ⼦ が な い こ と を 知 る

こ と が で き る 。ま た恒沙 の 仏 法 が恒沙 の 下 品 の 煩 悩 を 断 じ る こ と が で き 、

無 明 煩 悩 を伏し て 、 特 に 相 似 中 道 が ⾒ え る 以 外 で 、 さ ら に 「 法 界 の 願 ⾏

事 理 和 融 す る 」 と い う こ と を 明 確 に で き る 。 別 教 の ⼀ 切 智 を 成 就 し 、 六

根 清 浄 を 得 て 、別 教 の 忍 法・世 第 ⼀ 法 位 に な る 。こ こ で 智 顗 は『 勝 鬘 経 』

の 空 ・ 不 空 「 如 来 蔵 」 を ⾔ っ て い な い が 、 空 ・ 不 空 「 如 来 蔵 」 の 意 味 が

⾒ ら れ る 。相 似 中 道 が ⾒ え る こ と も 、「 如 来 蔵 」に よ っ て 得 ら れ る も の と

⾔ え る 。  

 ⽤ 例 ③ に は 、種 々 な 三 昧 を 持 っ て 、梵王 の「 有 」と い う こ と が 破 れ る 。

印 度 仏 教 で は 、梵王 が 三千⼤千世 界 の 王 で あ る と さ れ る 。 三千⼤千世 界

の 中 に 存 在 し て い る 万 物 は 多 く て 様 々 な 名 称 が あ る 。 種 々 の 「 有 」 と い

う こ と を 破 す る た め 、 種 々 の 空 観 を 修 し て 、 種 々 の 仮 観 に ⼊ っ て 、 種 々

の 中 道 を ⾒ る 。「 如 来 蔵 」 の 「 含 蔵 義 」 に よ る か ら 、 種 々 の 三 昧 と 名 づ け

る 。 こ こ で 智 顗 は 明 確 に 「 如 来 蔵 」 の 「 含 蔵 義 」 に 基 づ い て 三 観 か ら 得

ら れ る 種 々 の 三 昧 が あ る と ⽰ し て い る 。  

 上 記 の ⽤ 例 に よ っ て 、 こ れ ま で 智 顗 の 「 如 来 蔵 」 は 、 別 教 の ⼗ 信 位 で

「 如 来 蔵 の 無 量 四 諦 の 理 」 と い う ⽤ 法 を ⽰ し て い る 。 ⼗ 住 位 ・ ⼗ ⾏ 位 ・

⼗回向 位 に お い て 、 智 顗 は 「 如 来 蔵 」 を 「 中 道 」 に 関 わ る 「 相 似 中 道 」

（ 円 教 の 場 合 、「 中 道 第 ⼀ 義 諦 」に な る ）と い う よ う な 天 台 特 有 の 観 法 概

念 に 関 連 さ せ て 説 い て い る 。⼗ 地 位 に ⾄ っ た 時 、智 顗 は「 如 来 蔵 」の「 含

蔵 義 」 を 使 ⽤ し て 、 空 仮 中 と い う 三 観 を 修 し て 、 種 々 の 三 昧 に な る こ と

と ⽰ し て い る 。  
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第四節、⼩結  

 

 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 に お け る 「 如 来 蔵 」 の 読 解 は 、『 涅 槃 経 』 と 『 勝 鬘

経 』 の 解 釈 に 基 づ い て お り 、 主 に 『 涅 槃 経 』 の 「 如 来 蔵 」 に 従 っ て 理 解

さ れ て い る 。 ⽣ 滅 四 諦 は 単純な ⼆ 乗 の 四 諦 で あ り 、「 如 来 蔵 」「 仏 性 」 の

問 題 に 関 わ ら な い 。 無 ⽣ 四 諦 は 、 智 顗 が 「 如 来 蔵 」 と い う ⾔ 葉 を 使 わ ず

に 、「 仏 性 」 と い う ⾔ 葉 を 使 ⽤ し て い る 。そ こ で 智 顗 は 特 に 『 勝 鬘 経 』 の

「 如 来 蔵 」 を 「 仏 性 」 と し て 使 っ て い る 。 ま た 智 顗 は 、『 涅 槃 経 』 の 「 三

乗 に 仏 性 を 語 る 」 と い う ⽴ 場 に よ っ て 、 ⼆ 乗 が 「 仏 性 」 を 知 る こ と が で

き る と す る 。 さ ら に 『 涅 槃 経 』 の 「 如 来 蔵 」 の 意 味 は 、 智 顗 が 考 え て い

る 無 量 ・ 無 作 四 諦 で あ る 。  

 智 顗 の 別 教 に お け る 「 如 来 蔵 」 は 、 三 つ の 考 え が あ る 。 第 ⼀ に は 、 ⼆

乗 の 四 諦 と 区 別 す る た め 、 菩 薩 の 無 量 四 諦 は 「 如 来 蔵 」 を 観 察 し て か ら

得 ら れ る こ と で あ る 。第 ⼆ に は 、「 如 来 蔵 」の 意 味 に 対 し て 、智 顗 は 、「 空

不 空 の 如 来 蔵 」 と 「 如 来 蔵 の 含 蔵 義 」 と い う 知 識 背 景 を 持 っ て い る が 、

智 顗 が 理 解 し た 「 空 不 空 の 如 来 蔵 」 と 「 如 来 蔵 の 含 蔵 義 」 は 、 ど の よ う

な 如 来 蔵 経 典 か ら 受 け ⼊ れ た の か は 不 明 で あ る 。 も し 智 顗 の 『 勝 鬘 経 』

の 受 容 か ら ⾔ え ば 、『 勝 鬘 経 』の 可 能 性 が ⾼ い が 、智 顗 が 明 確 に 指 ⽰ し て

い な い の で 、断 定 す る こ と が で き な い 。第 三 に は 、智 顗 の「 如 来 蔵 」は 、

三 観 と 関 連 し て い る こ と で あ る 。 智 顗 は 「 空 不 空 の 如 来 蔵 」 に よ っ て 、

相 似 中 道 が ⾒ え る こ と を ⽰ し 、「 如 来 蔵 の 含 蔵 義 」に よ っ て 、三 観 か ら 得

ら れ る 種 々 の 三 昧 が あ る こ と を 表 し て い る 。  
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結論  

 

 智 顗 の 四 諦 解 説 に つ い て は 、 以 下 の ⼆ ⾯ か ら 整 理 し て き た 。  

 第 ⼀ に は 、 中 国 の 南 北 朝 時 代 の 教 相 判 釈 か ら ⾔ え ば 、 智 顗 の 前 期 時 代

の 「 ⼆ 種 四 諦 」 は 、 当 時 の 時 代 に 盛 ん で あ っ た ⼤ ⼩ 乗 教 の 教 相 判 釈 の 影

響 を 受 け て か ら ⼤ ⼩ 乗 の 四 諦 を 区 別 す る こ と が ⾒ ら れ る 。 智 顗 は ⼤ ⼩ 乗

教 の 区 分 に よ っ て 、 四 弘 誓 願 を 持 つ 菩 薩 の 四 諦 と 四 弘 誓 願 を 持 た な い ⼆

乗 の 四 諦 を 指 摘 し て い る 。 ま た 智 顗 は 四 弘 誓 願 を 持 つ ⼤ 乗 菩 薩 の 四 諦 を

重 視 す る た め に 、『 勝 鬘 経 』の 四 諦 説 を 援 ⽤ し て 、⾃ 分 ⾃ ⾝ の 化 法 四 教 に

配 当 す る 。『 勝 鬘 経 』 の 「 有 作 四 諦 」 は 、 蔵 教 と 通 教 の 修 ⾏ 者 が 知 ら れ る

四 諦 で あ る 。 別 教 と 円 教 の 修 ⾏ 者 は 『 勝 鬘 経 』 の 「 有 作 四 諦 」 と 「 無 作

四 諦 」 と い う ⼆ 種 四 諦 を 知 っ て い る 。  

 智 顗 の 後 期 時 代 の 「 四 種 四 諦 」 は 、『 涅 槃 経 』「 聖 ⾏ 品 」 の 教 説 に し た

が っ て 、 ⼤ ⼩ 乗 の 四 諦 を 区 別 し た 後 、 智 顗 ⾃ ⾝ の 判 教 系 統 で あ る 化 法 四

教 に よ っ て 、「 四 種 四 諦 」の ⾒ 解 を 形 成 さ れ た 。智 顗 の 前 期 時 代 に お い て

化 法 四 教 に 配 当 す る 四 諦 と 同 様 で は な い 、後 期 時 代 で 化 法 四 教 に 対 し て 、

そ れ ぞ れ の 四 諦 の 名 称 は 明 確 に 定 義 し て い る 。 蔵 教 は 、 主 に ⼆ 乗 に 対 し

て 、 ⽣ 滅 四 諦 の 意 味 を 説 く 。 通 教 は 、 主 に 菩 薩 に 対 し て 、 無 ⽣ 四 諦 の 意

味 を 説 く 。 別 教 は 、 単純な ⼤ 乗 菩 薩 の た め 、 無 量 四 諦 の 意 味 を 説 く 。 円

教 は 、 別 教 よ り も っ と 位 が ⾼ い 諸 仏 ・ 菩 薩 の た め 、 無 作 四 諦 の 意 味 を 説

く 。  

 第 ⼆ に は 、 智 顗 の 四 諦 解 釈 の 意 味 展 開 か ら ⾔ え ば 、 ま ず 『 次 第 禅 ⾨ 』

に お け る 四 弘 誓 願 を 持 つ 菩 薩 の 四 諦 に 対 し て 、『 法 華 経 』の 四 句 を 四 弘 誓
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願 と し て 、『 瓔 珞 経 』の 四 諦 と 四 弘 誓 願 の 関 係 を ⽤ い た 。ま た『 次 第 禅 ⾨ 』

の 菩 薩 四 諦 は 、 菩 薩 が 禅 中 に 四 諦 を 観 察 す る 時 、 四 弘 誓 願 を 起 さ な け れ

ば な ら な い 。 四 弘 誓 願 を 実 現 す る た め に 、 菩 薩 道 を 歩 み な が ら 、 禅 波 羅

蜜 を 修 す る こ と に 結 論 す る 。 す な わ ち 、 菩 薩 の 四 諦 は 四 弘 誓 願 を 受 け て

か ら 、 菩 薩 道 で あ る 禅 波 羅 蜜 へ 展 開 す る で あ る 。  

 ま た 四 諦 か ら 空 の 意 味 を ⾒ 出 す こ と は 、 ⼆ 乗 の 「 析 空 観 」 か ら 観 察 さ

れ た 四 諦 が 「 ⽣ 滅 四 諦 」 で あ り 、 菩 薩 の 「 体 空 観 」 か ら 観 察 さ れ た 四 諦

が 「 無 ⽣ 四 諦 」 で あ る 。 た だ 智 顗 の 前 期 著 作 で 「 析 空 観 」 と 「 体 空 観 」

の 概 念 が ⾒ 出 せ な い 。『 法 界 次 第 』の「 四 諦 ⼗ 六 ⾏ を 持 っ て ⼆ 空 を 弁 ず る 」

と こ ろ で 、「 析 空 観 」 と 「 体 空 観 」 の 考 え が ⾒ ら れ る 。 智 顗 の 後 期 時 代 は

『 涅 槃 経 』の 四 諦 を 扱 っ て ⾃ 分 ⾃ ⾝ の「 四 種 四 諦 」を 系 統 化 に す る 。『 涅

槃 経 』 の 四 諦 説 で は 、 ⼆ 乗 の 四 諦 に 「 真 諦 」 が あ り 、 菩 薩 の 四 諦 に 「 真

実 」 が あ る 。 仏 に な る 時 、 四 諦 を 「 第 ⼀ 義 諦 」・「 ⼀ 実 諦 」 と い う 意 味 に

転 換 し た 。 智 顗 は 「 真 諦 」 が あ る ⼆ 乗 の 四 諦 を 「 無 ⽣ 四 諦 」 と 考 え 、「 真

実 」 が あ る 菩 薩 の 四 諦 を 「 無 ⽣ 四 諦 」 と 考 え 、「 第 ⼀ 義 諦 」・「 ⼀ 実 諦 」 の

意 味 を 持 っ て い る 四 諦 を 「 無 作 四 諦 」 と 考 え て い る 。 さ ら に 智 顗 は 『 涅

槃 経 』 の 「 四 諦 の 無 量 相 」 に よ っ て ⾃ ⾝ の 「 無 量 四 諦 」 を 定 義 す る 。  

 智 顗 以 前 の 南 地 涅 槃 宗 の 諸 師 は 、『 涅 槃 経 』 の 「 真 諦 」 を 空 と 解 釈 し 、

「 真 実 」 を 「 仏 に 転 倒 が あ る 」 と 解 釈 し 、「 第 ⼀ 義 諦 」 を 三 仮 ・ 空 と 解 釈

し て い る 。 智 顗 は 『 涅 槃 経 』 の 「 真 諦 」 を ⼆ 乗 の 空 と 解 読 し 、「 真 実 」 を

菩 薩 の 空 と 解 読 し 、「 第 ⼀ 義 諦 」を 中 道 と 解 読 し て い る 。智 顗 の「 四 種 四

諦 」 は 南 地 涅 槃 宗 の 諸 師 の 影 響 が ⾒ 出 せ な い 。 し か し な が ら 、 智 顗 は 諸

師 の 四 諦 解 説 を 理 解 し て い な い の で は な く 、 そ の 時 代 の 仏 教 知 識 が 背 景

に な る 。 例 え ば 、 涅 槃 宗 の 僧 亮 は 「 第 ⼀ 義 諦 」 を 三 仮 と 理 解 し て い る 。

智 顗 の 空 仮 中 と い う 三 観 思 想 に お い て 、仮 と 中 の 意 味 は 常 に「 第 ⼀ 義 諦 」
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の 問 題 を め ぐ っ て 論 述 し て い る 。  

 さ ら に 、『 法 界 次 第 』 の 「 ⼆ 種 四 諦 」 は 、 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 に な る 前

の 接 点 と ⾔ え る 。な ぜ な ら 、『 法 界 次 第 』の 中 に 、智 顗 は『 涅 槃 経 』と『 勝

鬘 経 』 の 出 典 を 指 ⽰ し て い な い が 、直接 に 『 涅 槃 経 』 の 半 満 字 教 と 『 勝

鬘 経 』 の 四 諦 説 を 使 ⽤ し て い る 。 そ れ は 後 期 時 代 の 『 四 教 義 』 の 「 四 種

四 諦 」 で 似 た よ う な 記 述 が あ る 。 し か し 、『 涅 槃 経 』 の 半 満 字 教 及 び 『 勝

鬘 経 』の 四 諦 説 の 採 ⽤ に 対 し て 、『 四 教 義 』は 新 し い 展 開 が ⾒ ら れ る 。『 法

界 次 第 』 で 蔵 教 と 通 教 の 四 諦 は 半 字 教 で あ り 、 別 教 と 円 教 は 満 字 教 で あ

る 。『 四 教 義 』 で 蔵 教 の み 半 字 教 で あ り 、 通 教 ・ 別 教 ・ 円 教 は 満 字 教 で あ

る 。 ま た 『 法 界 次 第 』 に お け る 化 法 四 教 に 配 当 す る 「 ⼆ 種 四 諦 」 は す べ

て『 勝 鬘 経 』の 四 諦 説 で あ る 。『 四 教 義 』に お け る 化 法 四 教 に 配 当 す る「 四

種 四 諦 」は 、『 勝 鬘 経 』の 四 諦 説 に 所 依 せ ず 、す で に『 涅 槃 経 』「 聖 ⾏ 品 」

の 四 諦 説 に 所 依 す る よ う に な る 。  

 智 顗 の 「 ⼆ 種 四 諦 」 か ら 「 四 種 四 諦 」 ま で の 展 開 は 、 智 顗 の 判 教 思 想

と よ く 関 係 す る が 、 そ れ を 展 開 す る こ と が 可 能 な 理 論 は 「 仏 性 」 と 「 如

来 蔵 」 の 思 想 で あ る 。 具 体 的 に ⾒ ら れ る と こ ろ は 、 智 顗 の 「 無 ⽣ 四 諦 」・

「 無 量 四 諦 」・「 無 作 四 諦 」の 意 味 上 で あ る 。『 四 教 義 』で 智 顗 は ⾃ ⾝ の「 無

⽣ 四 諦 」 を 『 勝 鬘 経 』 の 「 有 量 四 諦 」 に 相 当 し て い る 。 元 々 『 勝 鬘 経 』

の 「 有 量 四 諦 」 は 「 如 来 蔵 」 を 知 ら な い ⼆ 乗 の 四 諦 で あ る 。 智 顗 の 「 無

⽣ 四 諦 」 は 『 涅 槃 経 』 か ら 形 成 さ れ た 四 諦 で あ り 、「 仏 性 」 を ⾒ な い が 、

知 る こ と が で き る 。「 仏 性 」 と 「 如 来 蔵 」 が ⾒ え る 四 諦 の 真 理 は 、 智 顗 が

考 え て い る 「 無 量 四 諦 」 で あ る 。「 無 作 四 諦 」 に つ い て は 、 智 顗 は直接 に

『 ⼤ 般 涅 槃 経 』 の 「 如 来 蔵 」 の 意 味 を 援 ⽤ し て 、 ⾃ ⾝ の 「 無 作 四 諦 」 を

表 し て い る 。  

 以 上 か ら 、 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 に 対 し て 、 教 相 判 釈 と 意 味 展 開 と い う
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⼆ ⾯ か ら 検 討 し た が 、 智 顗 の 「 四 種 四 諦 」 に 関 す る 課 題 は ま だ 残 っ て い

る 。特 に 智 顗 の『 法 華 ⽞ 義 』は『 法 華 経 』の 円 融 思 想 の 上 に「 四 種 四 諦 」

を 説 い て い る 。そ こ で 智 顗 は『 涅 槃 経 』の 四 諦 義 に 基 づ い て「 四 種 四 諦 」

を 形 成 す る と い う ⾒ ⽅ が 変 わ ら な い 。「 四 種 四 諦 」に 関 わ る 論 述 視 点 は 新

し く 展 開 し て い る こ と が ⾒ 出 さ れ る 。『 法 華 経 』思 想 と 関 係 が あ る と 考 え

ら れ る 。『 法 華 ⽞ 義 』 の 中 に 、 依 然 に 智 顗 の 『 涅 槃 経 』 の 受 容 が ⾒ え る 。

『 四 教 義 』 よ り 、 智 顗 が 『 法 華 経 』 の 思 想 を 持 っ て 、 他 の 経 典 思 想 を す

み ず み ま で 総 合 し た い 意 図 を ⾒ 出 す 。 こ れ ら の 問 題 は 、 今 後 の 研 究 課 題

と し た い 。  
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