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Abstract

　 The　purpose 　of 　this 　paper 　is　to　consider 　the 　vocational 　ethics 　in　Suzuki　Shosan，　He　explained 　the

vocational 　ethics 　in　his　皿 ain 　published　work 　aanmin　TokuJ！α ∴　His　vocational 　ethics 　was 　based　on 　the

principle ，　namely ，　the 　worldly 　things 　are 　Buddhlsm，　He　looked　on 　the 　vocation 　as 　the 　other 　self 　of 　the

Buddha．　Every　vocation 　as 　the　training 　improved　him　an 産relieved 　hismind ．　There　was 　the　Japanese　vocational

ethics ．　It　continues 　living　in　the　Japanese　mind ．

1 ．は じ め に

　 江戸 仏教 は 、表面 的 に は 幕府 の 政策に 押さえ 込 まれ て停滞 し た よ うに 見 える。し か し実際は、キ リス ト教、儒

教 、 後 に は神 道 との 対 決 を迫 られ て 、 い っ そ うの 民 衆化や 主 体 化が 行 わ れ た とい え る。 本 稿で 取 り上 げ る鈴 木 正

三 も、そうし た仏教 の 民衆化、日本的 な主 体化 の 思想家 と し て 捉 え る こ とが で きる。

　 正 三 自身 は 出 家 して い た に もか か わ らず、出 家希望の 人 に は そ れ を押 し と どめ、奉公 こ そ 修行の 道で あ る とい

い 、在家 に あ っ て 家職に励 む こ とが 仏道で あ る と説い て い る。鎌倉新仏教の 出現以来、在家が 重 視 され る傾向は

あっ た が、正 三 ほ ど積極的に在家 、 それ も各 自の 職業 こ そ 仏道修行で あ る と説 い た 人 は い なか っ た。

　正 三 の 思想 は、武士 とい う職業 に生 きた 体験 と、よ うや く達 成 され た 国内 の 統
一、身分制度の 確 立、さ らに 厳

し い 思想の 対決 とい う時代の 中で 、民 衆が物 心 と もに 豊か で 平和 に 、しか も現実の 社会の 中で 、真 の 自己 を見出

して い く には 、 ど うした らよい か とい う主体的な 思索の 結果で あ っ た とい え る 。 正 三 は、士 農工商 を単 な る身分

制度 と し て で は な く、職能 と し て 捉 え る、
一
個 の 人 間 と して の 自覚が 出発点 とな っ て い る。

　本稿の 目的は、鈴木正 三 に お け る職業倫理 に つ い て 考察す る こ とで あ る。正 三 は 主 著 『万 民徳用』 に お い て 、

武士 ・農人 ・職人 ・商人の 順 で 、独自の 職業倫理を説 い て い る。それ を検討す る に 先立 っ て 、彼 の 思想的 な基 盤

を み てお き たい 。

2 ．縁 起 論 と 恩 の 思 想

　 キ リス ト教 と対決 し た 『破吉利支丹』等に 明らか な よ うに 、正 三 は 論理が鋭 く理論的で あっ た。彼 は、『盲安

杖』、 『万 民徳用 』に 自己 の 思索 を体系的 に述 べ て い る 。

　鈴木正 三 の 宗教的自覚は、人間 の 浅ま しさ、すなわ ち罪の 深 さの 自覚に 始ま っ た 。 彼 は まず 自分 の利 ばか りを

求め、前後 の こ と をわ きま えず、貪 りや怒 りや邪 見 の 心 を もっ ぱ らと して 、悪業煩悩 を離れ ず、日 夜苦 し み 、休

む と きが な い 。 そ れ は 、 煩悩 と三毒に犯 され た 大病 人 で あ る凡 夫 とい う自覚で ある とい う。正 三 は い っ て い る。

　凡 夫は ま ず病 を知 る べ きで あ る。生 死 無明 の 心 中 に真理 と背反 した 見 方や無知の 病が ある。貪 りや怒 りや邪 見

の 病 が あ る。勇気 を欠き、道に そ む く病が あ る。三 毒の 心 を根本 と し て 、無数 の 煩悩 の 病 とな る （1）。

　こ の こ と を自覚した ら、その 心 を除滅 し、病を治 さなくて は い け ない
。 それ に は、我執の 眼を断ち、仏教 の 根

本真理 を知 り、 本来 の 自己、すなわ ち真実の 自己 に至 り、 自由に な る こ とが大切 で ある と した。

　　仏法修行 は 慮知分別 の 心を去 て 、著相の 念 を離れ、無我の 心 に 至 て 私 な く、物 に任 て 自由 な り （2 ）
。

す な わ ち、宇 宙 そ して 自 己 もそ の 分 身 で あ る
一

仏 だ け を認 め、そ の 仏に 帰依 し て 、自由自在の 境地に 生き る こ と

声 福 島工 業 高等専 門学校　
一

般教科 （社会）　　（い わ き市平上荒川 字長尾 30）
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が彼 の 宗教的理 想 で あ っ た。決 し て 、死 ん だ後 の 成仏 を求 め た の で は なか っ た。た だ、い ま を 生 き て 、自由に 死

ぬ こ と を習 うこ と、生 死 を わ きま え て 捉われ ない こ とが まず必 要で あ る と、強調 して い る。したが っ て、正 三 の

宗教心は、自己 へ の 反 省 とそ れ に対 応 す る仏 へ の 帰依に 始ま っ た の で あっ て 、こ れは 仏教 で い う 「縁起論」 を主

体的 に受 け止 め た とい うこ とで ある。

　縁起論 に続 い て、正 三 が 強調 した の は 「恩」 の 思想で ある。恩 に つ い て の 言及 は、各所 に見 られ るが、比較的

ま とま りの よい と こ ろ を あ げ て み よ う。『盲安杖』で 、次 の よ うに説 い て い る。

　正 三 は い う。何事をす る に も、他人 の心 に な っ て や れ。他人 の こ と を忘れ て はならない 。まず上 は 四つ の 恩を

知らねばならない 。
一

に は天 地 の 恩、二 に は 師の 恩、三 に は 国 王 の 恩、四 に は父 母 の 恩 で あ る 。 天 地 の 恩 とい う

の は、地 ・水 ・火 ・風 の 四 つ も元 素 を天 地 よ り借り受 けて 、 大 地 の 上 に体 を置き、衣服や食物や、水や火や家財

道具などもみ な、天 地 の 恩恵 を受 けて で きて い る も の で あ る。そ の こ とを よ く反省 し て み なけれ ばならない 。次

に師 の 恩 とい うの は、迷 っ て い る 人 間が地 獄 ・餓鬼 ・畜生 の 三 つ の 世界の 苦 し み 災 い を離れ 、 輪廻 転生 す る こ と

を免れ、悟 りに至 るべ きい ろ い ろの教 えか ら受 けて い る御恩 は 、 言葉で は言い 尽 くせ ない もの が あ る
（3）。

　こ の よ うに、「私 」 とい う存在は 諸恩の お か げなの で あ る。そ う した 恩 の 理 を よ く悟 っ て 、各 自が 自分 を強 く

守 っ て 積極的 に生きなくて は ならない。それ がす な わ ち 、 報恩 で あ る とい う。「報恩」 とは、各 自の 立場 で 自分

が 三 毒を避けて、精
一

杯活 か す こ とで あ っ た。それ が、仏道修行 とい うもの で あっ た。

3 ．世 法 即 仏 法

　次 に 問題 に しなくて はならない の は、正 三 にお け る仏 道修行 の 真 の 意味で あ る。

　例えば道元 は、仏道修行 は 出家を第
一

に して い る。彼は 俗世間を離れて、ひ たす ら坐禅す る こ とを強 く主 張 し

て い る。道元 の 立場 は、仏法を上位 に見 て い る とい えよ う。

　だ が、正 三 は 「世法即仏法」 を打 ち 出 して 、仏 道修行 の 意 味 を 大 逆転す る。正 三 が も っ とも基 本 と した の は、
「修行 の 念願 」 で あ っ て、出家 した僧 の 形 で は ない 。『万 民徳用』の は じ め の 修行 の 念願 は 、

「万 徳 を 旨と して 修

行 し給へか し との 念願」、「三 宝 の 旨を守て 修行 し た ま へ か し との 念願 」、「成 仏 の 処 に眼 を着て 修行 した ま へ か し

との 念願 」、「三 界 出 離の 修行 し給 へ か し との 念 願 」、「世 法 を 則仏法 に な し 給 へ か し との 念願 」
（4）

とい うもの で

あ る。

　例え ば、出家の 件 を みる と、

　　仏法修行は 三 界出離の 法也 。 故に 出家と名付。若 三界出離 の 旨なくば出家 に あらず。願 は三 界 出離の 修行 し

　　給 へ か し との 念 願 な り （5）。

と三 界 を離れ る とい う強 い 願 が な くて は 、形の 上 だ け 出家 して もま っ た く意 味 が な い こ とをい っ た と考 え られ る。

ま た、

　　仏語 に、世 間に入 得す れ ば 出世 あ ま りな し と説給 へ り。此文 は、世 法 に て 成 仏 す る の 理 な り。然 ば世法則仏

　　法 也。華厳 に、仏法 は 世間の 法 に 異らず 。 世 間 の 法 は 仏法 に異 らず こ の ご と く説給へり。若世法 にて 成仏 す

　　る道理 を用ひ ずば、一
切 仏意を し ら ざる 人也 （6）。

と、世 法 は 即 仏 法 で あ る と断 言 して や ま な い の で あ る。

　世 法 と は
一

般社会の 道理、理法をい う。仏法は、悟 っ た仏 の 心境 を指す 。 この 両 者が 即同
一

で あるとい うの が、

正 三 の 信念で ある。出家 した 人 が 三 界 を離れ る修行 をす る の と同 じ よ うに 、在家 の 人 も修行 す る な ら ば、救 われ

る とい う強 い 信 念 なの で あ る 。 し た が っ て 、仏法の 修行 は次 の よ うな十 の 理 由で 世 法 と合致 す る とい う。

　  仏法の 修行 は、煩悩を退治す る もの で ある 。 心が 弱 くて は か な わ な い もの で ある。勇気 を出 し て如何 な る困

難 を も克服 して、修行 に努 力 す る心 が 大切 で あ る。

　  また 仏法 の 修行は、禁戒を堅く守 っ て、仏祖 の 教えに 背 か ず、不 正 の 心 を退 治 し、善心 となり、理非分明に

して 理を離れ て、慈悲正 直で 万 民 を救 うか ら、この 心 は諸法度 に使用 され る宝 で ある として い る 。

　  ま た仏法 の 修行 は、我見 を離れて 、自他無差別 に し て、六 の 和 合 を用 い
、 誠 の 心 を もっ て 、上 四恩に報 じ、

下 は三 界 の 衆生を救 うか ら、こ の 心 は 五倫の 道を 正 し く行 う宝 と見 て い る、

　  また 仏法の 修行は、慮知分別の 心を去っ て、着相 の 念 を 離 れ 、 無我 の 心 に な り、私なく、物 に任せ て 自由で

あ る 。 こ の よ うな心 は、諸芸能に お い て 最 も大切 な 心で あ る か ら、仏法 は 諸芸 能 に 使 う宝 とい うの で あ る。
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　  ま た仏法 の 修行 は 、 邪険の 心 を除滅する。それで 奢 る心、へ っ らう心、貪 る心、名聞利養の 心 が な くな る 。

この よ うな心 は、渡世 に使 う宝 で ある とい っ て い る。

　  ま た仏法 の 修行 は、す べ て 差 別 の 心 を 取 り去 る もの で あ る。こ の 心 は 、すべ て の 差別の 心 を克服 し て
一心 に

留ま る。 この
一

心 は、すべ て の 所作 の 上 に 用い うる宝で ある とい う。

　  ま た仏法 の 修行 は 、い ろい ろ の 業の 障害 を滅 尽 して 、一
切 の 苦 を 去 る。こ の 心 は、士 農工 商の 人々 の 上 に 用

い て 身 心安楽 とな る宝 で あ る とい う。

　  ま た仏 法 の 修行 は、不 浄穢 悪 の 心 を 去 り、清浄無碍の 心 とな り、苦を楽 とな し、悪 を善 となす。した が っ て 、

こ の 心 は 万 事 に 使 う宝 で あ る とい う。

　  ま た仏 法 の 修行 は 、 無知 の 心 を去 っ て 三 毒の 心 を離れる。こ の 心 は諸煩悩を断 じて、心 の 病が なく なる宝で

あ る とい う。

　  さらに ま た仏法の 修行 は、有為の 法を断 じて本源 自性 に か な うとして い る。そ L て この 心は 不 生不滅 に して、

極楽浄土 に 留ま る宝 で あ る とい う因縁 に よっ て 、形 成 され た 有為 法 を断 じて 本源 の 自性に か な う心 を得 て 、こ の

心 こ そ 不 生不滅で 永遠の もの 、これ こ そ極楽浄土 に留まる宝 と見て い る。

　そ して 正 三 は、仏 は 万 徳円満 で あ る とい う。仏法の 宝 も、無数無限で ある。しか し、仏弟子 た ちが名利 に留 ま

る 時 は、三 宝 も威力を 失い 、光も うす く万 民 は無 明 の 闇に迷 う。 仏 弟 子 た ちが、仏意に した が っ て 解脱 の 道 に 赴

くときは、三 宝の 威光 も現 れ 、 国土 も明 らか に して衆生 も安心 す る。しか し悲 しい こ とに、今 日の 仏弟子 たちは

仏 意 に背 い て い る 、と心 か ら嘆い て い る
（7）。

　正 三 の 立 場 は、い わば無学派 的、超宗派 的な の で 、 仏道修 行 とい っ て も、自分の 心 に煩悩や汚れ が まつ わ りつ

か ない よ うにす る行為で あ る。だ か ら、坐禅 が い い と思う人 は坐 禅 で よ く、念仏 が 適 う人 は念仏 で よ く、それ も

出家 して や る 必 要 は 認 め なか っ た 。

　田 を耕しなが ら、魚 を獲 りなが ら、鳥 を撃 ちなが ら、自分 の 汚 い 心を殺すべ し と教えてい る。心の 病 を救い 、

苦を去 っ て 身 心安楽 に し、そ の ま ま 極楽浄土 に至 る よ うにす る の が修行 で あ る とい う。 こ うして 自分 と闘 っ て 、

自分を救 うの が修行 で ある が、外 の 敵 よ り内 の 敵 と闘 う方 が 難 しい。正 三 が 主 張 して やま なか っ たの は、法身堅

固の 心、兵 の よ うな心 で あ っ た。

4 ．職 業 哲 学 の 展 開

　大乗仏教は、自他共存 の 教えで あるか ら、菩薩 の 行 為が 自利、利 他 、そ して 広 く社会、人類へ と十の 境地に 対

応 し て 進 み、それ ぞれ の 境 地 に対 応 す る 十 の 倫理、すな わ ち 十善戒 が 述 べ られ て い る。こ れ が 古来、大 乗 仏 教 の

根本倫理 と され て き た 。 そ れ は社会的 な性格もか なり強い の で あ るが、残念なが ら 「職業」 とい うもの の 意義 を

考 え るま で に 至 っ て い な い。そ の 点、正 三 は大乗仏教 の 華 ともい うべ き華厳哲学の 思想 を 自分 な りに 消化 して 、

職 業哲学」 を創造 し た。すなわち 、 宇宙の
一
切 の 存在は仏 の 顕現 、 仏の 分身 で あ る か ら、一切 の 職業は仏の 現

れで ある。あ らゆ る職 業が神 聖 で あ り、平等 で あっ て 、社会に 役立 つ 職能で ある とみ る の で ある。

　正 三 は い う。

　　本覚真如の
一

仏、百億分身 して世 界 を利 益 した まふ な り。 鍛冶番匠 をは じめ て 、諸職人なくして は、世界の

　　用 所、調べ か らず。武士 な く して 世治ま る べ か らず。農 人 な く し て、世 界 の 食 物 あ るべ か らず。商 人 な く し

　　て 、世界の 自由成 るべ か らず。
こ の 外 あ らゆる事業、出来て 、世 の た め となる。天地をさし たる 人もあ り、

　　文 字 を造 出た る人 も有、五臓 を 分て 医道 を施人もあ り。其品 々 限 りな く出て、世の ため となる とい へ ど も、

　　唯是
一

仏 の 徳用 な り （8 ）。

　こ の ように、すべ て の 職 は、み な元 は 同 じ
一

仏 の働きの 現れ で あ るか ら、形は 違 っ て もみな世の ため に な る。

した が っ て 、各 自の 職業、仕事に 励む こ と こ そが、仏 に 仕 え る 仏行 に 他ならない と い うの が 正 三 の 職 業哲 学 な の

で ある。

　　何 の 事業 も皆仏 行な り。 人 々 の 所作の 上 にお い て 、成仏 した まふ べ し。仏行の 外な る 作業有べ か らず。一
切

　　の 所作、皆以 て 世界の た め に なる事を以 て し るべ し。仏体を う け 、 仏 性 そ な は りた る人間、意得 あし くして 、

　　好 て悪道に入事なか れ
〔9 ）。

　各 自の こ の 身 もま た 仏性 をそ な えて い る存在で あ る。した が っ て 、それ を 自覚 して、横道 に それ る こ となく各
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自の 職 業 に励 む こ とが、そ い の ま ま 仏 道の 修行 の 成 就、す な わ ち 成仏 となる とい う。正 三 は、職業 とい うもの を

仏道 の 修行、すなわち人 間 の 完 成 ない し 自己救済の 努力へと結び 付けて い る。

　職業を人 間 の 完成へ の 修行 と見 なそ うとす る の は、日本人 の 長 い 間 の 伝 統 で あ っ た。だ か らこ そ 苦 しい 仕事 に

も音をあげず、一っ の 仕事、一
つ の 会社 で こ つ こ っ 励 む の に意味を見っ けて い る の で は なか っ た で あろ うか。職

業を、単なる金儲け の 手 段 と考え る こ とは、よ し とは し なか っ た の で あ る。一つ の こ とに励 む こ とで 、自分 を磨

い て い こ うとす る。正 三 の 創始 した 職業哲学は 、
い つ しか 日本 人 の 職業哲学そ の もの になっ て い っ たとい え よ う。

職業を精神化す る こ とで、低賃金 長時間労働や 自己 犠牲を強い て きたとい う見 方 もで き る。労働条件 を改善す る

こ とは 大事 な こ とで 、よ り進 め られ な くて は な らな い
。

し か し、職業 とい うもの が完全 に生活 の 手段 に過ぎな く

な る と、それ で は 人 生か ら崇高な もの が失 わ れ 、 日常生 活が 物質的なもの に なっ て し まうで あ ろ う。

5 ．武 士 日 用

　四民 の うち、まず武 士 の 職業倫理 に つ い て 考察 し よ う。『万 民徳用』に、次の よ うに書 かれ て い る。

　　ある武士 が 次の ような質問をした 。 仏 法 と世法、車の 両輪の よ うで ある とい うが、しか しながら仏法がな く

て も、世 間 にお い て 不 自 由な こ とは ない。ど うし て 車 の 両 輪 に た とえ る の か 。

　仏教が なくて も、世間の 倫理 は行 われ て い る で は な い か とい うこ の 問は、支配階級 の 精神的支柱 とな りつ つ あ

っ た儒教 を意識 した もの で あ る。

　こ れ に対 して 正 三 は次の ように答 える。

　仏法 と世法 が二 つ あるの で は ない 。仏様 の 言葉 に、世間の 中に 入 っ て し ま えば、別 に 出 世 間 が あ るわ け で は な

い とあ る。仏 法 も世 法 も、道 理 を正 し、正 義 を守 っ て 、五 倫 の 道すなわ ち人 の 守 るべ き五 っ の 道を正 し くし て 、

間違わ な い 。 私 心 の ない の を世間の 正 直 とい う。こ れ は 浅 い と こ ろか ら次第 に深 い とこ ろに入 る道 で ある。また

仏法 の 上 で 正 直 とい うの は、す べ て 因縁 に よ っ て つ く られ た もの は、虚妄 に し て 夢 幻 の よ うな偽 で あ る と悟 っ て、

本来 自分 自身 は法 の 身 で あ り、天然自然の ままに働 くの を本当の 正直とい う。 そもそも凡夫は、大病人で ある。

仏様 は、大 医王 で ある。凡夫 は、自らの 病 を知 らな けれ ば な らない 。生 まれ た り死 ん だ りす る迷 い の 中で 、真 理

と背反 し た 見方 をす る病 が あ る 。 貪 り惜 しむ 病が ある。勇気を欠き道 に背 く病 が あ る 。 三 毒 の 心 を根本 と して 、

無数 の 凡夫の 病 が あ る 。 こ の 心 を除滅する の が仏法で ある。こ れ が ど うして 、世法 と異なる も の で あろ うか。異

な る こ とは ある ま い
（lo ）。

　こ の よ うな論 法 で 、 世 法 と仏法 との 問 に 浅深 の 差 はあっ て も、そ の 意 図す る とこ ろ は 同 じ と見て い る。

　ま た、武 士 は 万 民 の 秩 序 を守 る べ き任 務 を持 つ 人 で あ る。理 を正 して 、義 を行 っ て 、か つ 不 動の 心 を養 い 、身

を 捨て て 主君 に仕 え る の が武士 の あるべ き道 と して 、 次の 十七 の 心得をあげて い る。

　  生死 を守 る 心、  恩 を知 る心、 
一

陣 にすすむ 心、  因果 の 理をし る心、  幻化 無常 を観ずる心、  此 身 の

不浄 を観ず る 心、  光陰 を惜 しむ 心、  三 宝 を信仰す る心、  此 身 を主 君 に投げうつ 心、  自己 を守 る心、  捨

身 を 守る 心、  自己 の 非を し る心、  貴人 主君 の 前に居 す る 心、  仁義 を 守る 心、  仏語や祖師の 言 葉に 眼 をつ

ける 心、  慈悲正 直の 心、 
一

大 事恩 縁 を思 う心 （11 ）。

　そ して こ れ らの 美徳 は 、煩悩 に 打ち勝つ 心 か ら出 て く る もの と して い る。

　 さ らに、正 三 は 逆に 武 士 の 悪徳 も あげて い る。

  己 を 忘れ て 心 を ぬ か す 油 断 の 心、  享 楽 生 活 の 心、  義理 を知らない 心 、   因果 の 理 を知 らな い 心 、  無常を

知 らな い 心 、   名 聞利益 を思 う心 、  華美 に奢 る 心、  狐 の よ うに疑 う心 、  物 事 に執着 して い る心、  弱々 し

く勇気が な い 心、  貪 り惜 し む 心、  他 の 是 非 を思 う心、  我 執自慢の 心、  嫉妬の 心、  恩 を知 らない 心 、  

他 を欺きた ぶ らか す 心 、   生 死 を 忘れ る 心、で あ る （1　Z）。

　武 士 た る もの 、い ち はや く私心 を離れ、身を捨て る修行がま ず必 要 な の で あ る。し か し、そ れ に は きちん と理

を知 り、 義に か ない
、 お の れ の

一
身が役 に立 つ よ うな深慮がなくて はならない こ とに なる 。 武 士 に、文武両道の

修行が 強調されるこ とになる の は 当然 とい える 。 武 士は、大きくは 国家社会を守 り固 め て い く とい う役 割 か ら、
マ ク ロ 的 な視 野 を、正 三 は求 め て い た とい え よ う。

　正 三 の 哲学は、明らか に禅宗系の 大乗仏教 とい っ て よい。しか し、彼 は 仏教も儒教も元 は
一

つ で ある とい い 、

仏教の 究極 と五 倫 五 常は
一
致す る とい う。具 体 的 に は 「恩 」 の 道 理 は 、「忠孝」 に 通 ず る と、正 三 は 主 張 して い
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笠井 ：鈴 木 正 三 にお け る職 業倫理 に つ い て

る。正 三 自身は、武 士 の 斬捨御 免 や 主君へ の 殉死 、罪 の 連座制 と い っ た 不 合理 な封 建思 想 に対 して 強 く批判 して

い る 。 また 武士 そ の もの をも、支配階級 として よ りも職能 と して 捉 え てい るの だ が、そ の 正 三 が 武士 に 求め た の

は、主君 の 恩 へ の 報恩 として の 忠孝 で あっ た。主 君 へ の 報恩 と忠孝 は 、何 ら矛 盾す る もの で は なか っ た。そ して、

忠孝は 恩 と報恩の 思想と倫理の 上 に容易 に 目本人 に広 が っ た とい える 。

6 ．農 人 日 用

　次 に正 三 は、「農人 目用 」 とい う項 で、農 民 が農業 に専心す る こ とで 仏法修行 が完成 され る とこ とを主張 して

い る 。

　ある農民が 聞い た。後生の
一

大事、すなわ ち死 後 の 極楽往生 を大 切 に し て 生 前
一心 に 修行す る こ と を疎 か に し

て は な らな い と思 い なが ら、農業 に追 われ て 暇 が なく、むな しい 今生を過ごして、未来に 苦を 受け るの は 、 無念

の 極みで ある。如何 にすれば、仏果に 至 る こ とが で き るで あ ろ うか、と。

　答 えて い う。農業す な わ ち仏行 で あ る。そ れに 心 が 入 らない 時は 、 賎業で あ る け れ ど 、 信心 堅 固で あれ ば、菩

薩 の 行で ある。

　すなわ ち、農 業 が そ の ま ま仏 法 修 行 とな るか ど うか は 、農民 の 心 の 持 ち方如何 に よ っ て 決ま る。そ れ ゆ え、農

業生 活 と別 に信仰生 活が あるの で は ない 。

　暇を得 て 、後生 を願お うとす るの は 誤 りで あ る．必 ず成仏 を遂げん とす る者 は、極 寒 極熱の 辛苦の 業を な し、

鋤鍬鎌 を用 い て 、 煩悩 の 叢茂 き こ の 身 心 を鋤き返 し、雑草を刈 り取 り、身心 を責 め に責めて 耕作すべ きで あ る。

身 に暇 を得 た ときは、煩悩 の 叢が さ らに 茂 る もの で ある。辛苦 の 業をな し、身心を責 め る と きは、こ の 煩悩が 消

え る。つ ま り、常 に仏 行 を な して い る の と同 じで あ る。農 民 が、他 に どん な仏行 をす る 必 要が あ ろ うか 。

　農民 と して 生 を受けるこ とは、天 よ り授か り給 う世界養育の 役 人 とな る こ とで あ る。

　 こ の 身
一

筋 に天 道 に任 せ 奉 り、仮 に も 己の た め の み を思 わ な い で 、天 道 へ の 奉公 と し て 農業をな し、五 穀を作

り出 して、仏陀神明を祭 り、万 民の 命 を助け、虫類等に い たる まで 救済の 願 い を施す大誓願 を立 て て 、

一
鍬
一
鍬

に、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏 と称えて、他 に余年な く農業 を なせ ば、田 畑 は清浄 の 地 と な り、五穀 も清浄食

とな っ て 、 食す る 人 の 煩悩 を消 滅す る薬 とな るで あ ろ う。

　 人 間の
一

生涯 は 、 夢 の 中の 夢 で ある。身に 余 る薬を求め て も、そ れは短 い 夢 の 聞だけ の こ とで ある。ひ とえに

後生 の
一

大事を思い 、勇猛 の 念仏間 断 な く、一念 の うち に農業 を行 え ば、知 らず 知 らず の うち に誠 の 心 が きわ ま

り、大解脱、大自在 の 人 とな っ て、未 来永 劫 、 極楽浄 土 の 楽 を受け られ る こ とは 必 定で あ る。信 じ て 会得せ よ、

信 じて 会得 せ よ とい うの で あ る
（13 ｝。

　す な わ ち、農業 こ そ天 職 との 自覚 を農民 に 促 して 、各自の 職分 に 徹す る こ とが 成 仏 に 至 る とい う強 い 信念 を述

べ て い る。し たが っ て、中村元 氏が、

　　 す な わ ち貧 富 の 別 は す で に前 世 か ら定 ま っ て い る も の で あ る か ら、そ れを問題 とする こ とな く、ひ たす らに

　　農務に 精励せ よ とい うの で あ る。人 間の 運 命 の 予 定 （Predestination） と勤労 の 尊重 とい う点 で 、こ こ に わ

　　れわ れは カ ル ヴィ ン の 職業倫理 説を 思 い 起 こ させ る が、しか しま た、こ こ に は 、中世的な身分的区別肯定の

　　観念 と近 代 的 な 能 動的 活 動的 精神 とが 交錯 し て い る とも解 し得 る で あろ う
（14 ）。

とい うの は正 鵠 を得て い る とい える。こ れに つ い て は、今井淳氏 が、

　　 しか し結果 的 に は この 思 想が 封 建 道 徳の 強調 に 終 わ っ て い る こ とは注 意せ ね ば な らぬ （151 。

とい っ て い るの も重 要で あ る。

7 ．職 人 日 用

　江戸時代に なる と 、 城下町 をは じめ とする各地 に職入集団が成立 した。彼 らの 活躍には目覚 しい もの が あっ た

が、職人 は手間賃稼ぎが原則で 、社会的地位 も概 して 低か っ た。

　 『万 民 徳用 』で は、次 に 「職 人 」 の 職 業倫 理 が展 開 され る。こ こ で い う 「職入 」 とは、そ の 士 農工 商の うちの

「工 」 に相当するもの で ある。

　ある職人 が 聞い た。後 生 の 菩提 が 大切 で あ る と知 っ て い な が ら、もっ ぱら家 業 と渡 世 に追 わ れ る の み の 毎 日 で
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あ る。どの よ うに し て 仏果に 至 れ ば よ い の で あ ろ うか 、と。

　答えて い う。い ずれ の 事業 もみ な 仏 行 で あ る 。 自らの 生 業 にお い て 成仏すべ きで ある。また
一

切の 仕事は、す

べ て み な世 界の た め とな る とい うこ と を知 る べ きで ある。世界 の 普遍 的 な真 理 の
一

仏、百億 分 身 して 、世 界 を 利

益す る の で ある。

　鍛冶 の 匠 を は じめ と して 諸職人 が い な けれ ば、世界 の 用 は 足 りず、武士 が い なけれ ば世 は治 ま らず、農民 が い

な けれ ば世 界 の 食物 は な く、商 人 が い な けれ ば世界の 自由 が 成立 し ない の で あ る。

　天地を究める人 がお り、文章を作 る人 がい る。五 臓 を分け て 医 道 を施す 人 が い る。そ の 他 こ と ご と く世の た め

とな る も の は、す べ て こ れ た だ
一

仏 の 徳 よ り発す る 作用で あ る。

　こ の ように あ りがたい 仏性 を、人 間 は み な 具 足 す る とい え ど も、こ の 道理 を 知 らな い で 、われ とわが 身を賎 し

く し、悪 心悪 業 を も っ ぱ ら と し て 、好 ん で 悪道 に 入 る の を、迷い の 凡 夫 とい うの で あ る。

　眼に色を見、耳に 声を聞き、鼻に香 りを嗅ぎ 、 口 に 出 して も の を い っ て 、思 い 巡 らす こ と の 自由が 生 じ る。ま

た 手 の 自由、足 の 自由、た だ こ れ
一

仏 の 自由 で あ る。

　ま こ とに 成仏を願 うな らば、まず 自身 を信 じ るべ きで あ る。自身 はす なわ ち仏で あ れ ば 、
こ れ は仏 の 心 を信 じ

る こ とで ある。仏に 欲心は ない 。仏に 怒 りは ない。仏 に愚 か さ もな い 。仏 に煩 悩 は な い の で あ る。仏 の 心 に悪事

は な い 。こ の 道 理 を信 じない で 、ひ そ か に 貪欲 を作 り出 して 、怒 りを発 し て 、お ろ か さに 陥 り、日夜、我執 ・邪

見 ・妄想に取 りつ か れて、苦悩の 心やすむ ときなく、本来の 自性 を見 失っ て 、

一
生を む な し く大 地獄 の 中に過 ご

し、未来永劫の 住処と して しま うこ とを、悲 しまず に は い られ な い の で あ る。

　 こ れ を恐 れ て 、こ れを嘆い て 、後生一
大事 の 志を励ま し、真実勇猛の 念仏をも っ て 生業 と仕 事を なせ ば 、 機 の

熟するにつ れて、自然の 誠の 心至極に して 、っ い に 自己 の 真仏顕 然 た るべ きで あ る。一
筋に 信仰せ よ、信仰せ よ

とい うの で あ る （16 ）
。

8 ．商 人 日 用

　正 三 は 、武士 、農人、職人の 「職業倫理 亅 を述べ た 後 に、「商人 日用 」 す な わ ち商 人 の 「職 業倫理 」 を 展 開 し

て い る。正 三 の 職業倫理 の 中 で 、 最も興味 深 い の は、商入で あろう。そもそ も、多くの 宗教 は利益を増す よ うに

活 動 す る こ とに対 して 、 肯定 的 で は なか っ た。

　あ る 商人 が 聞い た。た ま た ま 人 間 界 に 生 を うけな が ら、っ た な き売 買 の 業 を な し、利 を得 ん とす る心 休む と き

な くて 、 菩提 に進む こ とか な わず、無念の 至 りなり。教 え を垂 れた まえと。

　 こ れ に対 し て 正 三 は 、商人 は 利益を追求す べ き で あ る と し て い る。

　答 えて い う。売 買せ ん人 は 、ま ず利益 を増やす心 遣い を修行す るべ き で あ る。そ の 心 遣い とは、身命 を擲 っ て 、
一

筋 に正 直の 道 を学ぶ こ とで あ る。正 直の 人 に は、仏 法 を守護す る神 々 の 恵み 深く、仏陀神明の 加護 が あっ て 、

災難 を免 れ て、自然に 福を増 して 、衆人 に愛 敬 され て 、万 事 心 に か な うよ うに なる。こ れ に対 して 、 私 欲 を も っ

ぱ らに して 自他 を隔て て 、人 を抜 い て 利益を得 ん とす る人 は 、天 道の た た りが あ っ て 、 禍 を増 し、万 民の 憎 しみ

を受けて 、衆人の 愛敬なくし て、万事心に か なわざる仕 儀 に い た る。

　す な わ ち、人を喜 ば して 自分も儲ける とい う立 場で、正 直な心で利得 を追求す る よ うに と教 えて い る。悪 い 心

や手段 に よ っ て儲 けるの を 「有漏善」 とい い 、人 を楽 しませ ず に地 に 落 ちて し ま うとい う。道 理 に か なっ た も の

が 「無 漏 善 」 で あ る。そ こ で 、「無 漏 善」 が 商人 の 職業倫理 の 中心 となっ て い る。

　 こ の 売 買の 作業 は 、 国中の 自由 をなさしむべ き役 目の 人 々 に、天 道 よ り与 え られ た とこ ろ と思 い 、身を 天 に ま

か せ て 利 を得 ん とす る心 た ゆみ な く、常に正 直 を 旨 として 商 い す れ ば、火 が 乾い て い る もの に つ き、水が 低い ほ

うへ 流れ る よ うに 、 万事 心 にか な うに至 るべ きで あ る とい っ て い る
（17 ）。

　 芹川 博通 氏 は、

　　 こ こ に展開され て い る正 三 の 仏教的職業倫理 と 、 そ こ に みられる彼 の 経済倫理は、近代西欧の 資本主義 の 精

　　神 を 生 みだ させ た禁欲的 プ ロ テ ス タン テ ィ ズ ム の 倫理 に 匹敵する規模 の 大き なも の で ある （18 ）。

とい う。同様 に、中村元 氏 も、

　　 こ こ に お い て か れ は、ある意味 にお け る決 定論 〔Determinis皿 us ） を承認 しな が ら、すで に決定せ られた境

　　地 に 安住 し て 、人 間 の 自由 を 実 現 しよ う とす る の で あ る。『商人 な くし て 世界 の 自由あるべ か らず。 』こ こ で
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笠井 ： 鈴木正 三 にお ける職業倫理 につ い て

　　正 三 の い う 「天 」 「天 道」 の 代 わ りに 「神］ を、「自由」 の 代わ りに i神の 救い 」 を置 くならば、殆 どそ の ま

　　ま 、 カル ヴィ
ニ ズ ム に 由来 す る西 洋近代初期 の 資本主 義倫理 を見出 し得 る で は な い か （19 ）

。

とい っ て い る。

　さらに この 世 に身 を擲 っ て 、

一
筋に国土 の た め 万 民 の た め と思 い 入 れ て 、 自国の も の を他国に移して 、 他 国の

もの をわ が 国 に持 ち来た りて 、諸人 の 心 に か な うべ し と の 誓願 を な し、国 々 を巡 る こ と は、悪業や 四 障を滅 ぼす

修行で ある と心得 て 、 山 々 を越えて 、 大河 小 河 を渡 っ て心 を清め 、 漫漫た る海上 に船 を浮 か べ る ときは 、 身 を捨

て て念 仏 し、自然に 菩提 心 成就 して、つ い に は 無 碍大 自在 の 人 とな り、天 地 に独 歩 す べ き で あ る。この 理、堅 固

に 用 い よ、用い よ とい うの で あ る
（20 ）。

　江 戸 時代の中期に は 、 商品流通経済が進み 、 次第に商人 の東奔西 走の 活 躍 が 目立ち始 め る の で あるが、身分的

に は 最 下位 に 置 か れ て 、卑 し め られ て い た。そ の 商人 を世界の 自由 を作 る 人 と呼び、利潤の 追求 を 積極 的 に 是認

して、一般民 衆の 利益を 増進す る こ とを 心 が け る よ うに も説い て い る。日本人 の 商売熱心は、こ うした 精神的基

盤 と決 して 無縁で は な い の で あ る。

　商売は熱 心 に、しか も不 純な動機 と不 正 な手段 は用 い ず 、
正 直 に勤勉 に 、 合理 的 に利益を追求 して働く こ とは

大 い な る善で あ る。入 を騙す こ とや 、い たず らに私 利私 欲を む さぼ るの が、悪 な の で あ る。

　鈴木正 三 の こ の 倫理 観 は、目本 人 の 経済活 動 の 理 想 と し て 作用 して き た もの で は ない だろ うか。正 直、勤勉、

倹約 とい っ た 倫理徳 目は 、 あま り豊か で はな か っ た 目本 人 が 共 に 生 き るた め の 知恵 と して、受 け入 れ る余 地 が あ

っ た と し て も、正 三 の 主 体的思索に よっ て 、体系的に 哲学化 され て 日本人の 精神的基盤 とな っ た の で あ る。

9 ．お わ り に

　人 間 は健 康で あ る限 り、一生を
一

定の 職業 に就 い て働い て過 ごす の で あ るか ら、職業倫理 が如何 に重要 な もの

で あ る か、個人 に とっ て もそ の 社会 に と っ て も、大 きな 問題 で あ る。

　近世 の は じめ に、鈴木正 三 が 日本人 の 宗教的 ・思想的な伝統 の 上に、こ う した 職業倫理 を打ち出 した の は、ま

こ とに意義深 い こ と とい える。そ の 職業倫理 は、職業そ の もの を
一

仏の 分身 とみ な して い る た め に、す べ て平 等

で 貴賎 が なく、僧侶 と し て も決 し て 上 で は ない の で あっ た。各 自が 自分 の 職業 に、全身を投入 して 、私 心 なく励

む ならば、それ は仏行 に等 し く成仏す る とい うもの で あっ た。藤吉慈海氏は、

　　職場で の 各 自の 職業に 精進 す る こ とが成仏 の 道で あ る と教 え、仏教的 な職業観 を持つ に至 っ た （21 ）。

と述べ て い る。

　 時 代 は 厳 しい 身 分社 会 で 、武 士 が最 上 位 の 階 級 で あ っ て、農 民、職 人、商 人 は 下級 の 職 業 と さげす まれ て い た

の を、堂 々 と平等 をい い 、む しろ 曼荼羅 の よ うな職業観 を打 ち 出 して い る。そ して 勤労は 、 我執の 念 を除き、 本

来の 仏心 を磨 きだ す修行の 意味を 持ち、ま さ に 自己 を救済す る 営み と把握 し て い る。し た が っ て 、自分 の 職業 に

愚痴や不 平 をい うの は 愚か で あっ て 、「天 職」 とい う自覚が もっ と もふ さわ し い も の で あっ た。わ が身を信 じ、

自分が 仏 にな る こ と、こ こ に天職 を み て い る 。

　 ま た、出家 し て 僧侶に な り、道 場で 恭敬 拝礼 し て 勤行 して も、自身 が我執 の 念 を去 らな けれ ば 何の 意味もな い

とい い 、ひ どく批判的で あ る。出家 した い とい う人 を思い 留め させ た りも し て い る。こ れ をみ て も正 三 の 職業哲

学は、天 職説で あっ た とい える。

　職業倫理 の 方 も、基 本 的 に 「世法即仏法j で あ り、禁欲的職業倫理 で あ る。すべ て の 職業 を修行 と し て 自己 を

磨 い て、自己 を救済してい く、日本人 の職業倫理 を表 出 した の で ある。こ う した 職業活動 と職業倫理 は、基本的

に は 、現在 も 日本 人 の 中に 生 き て い る とい え る。

　 とは い うもの の 、日本人 の 職業倫理 は 時代の 変化の 中で少 しず つ 修 正 され て きて い る とい わなくて はならない 。

まず、職業を成り立 たせ て い る実際 の 仕事が、現代 の 目本社会で は極端 に 分業化 され、機械化され て い る こ とで

ある。昔の ような全人格的な仕事の 感触が失せつ つ ある。したが っ て、職業とい うもの を 「職能亅 と捉えなおし

て 、企業 とい う存在を介 して 巨 大な経済社会共 同体 に連なっ て い る と考えるの が 妥 当に なっ て い る。

　 た と え流れ 作業の 末端 の 位置に い た と し て も 自分 の 仕事、自分の 職 能 は 社会 的 な意義 が あ り、貢献 して い るの

だ か ら、疎か に は で き な い の だ とい う 自覚が 求 め られ る。と りわけ現代 は、国 際社会の 中に 生き て い る とこ ろか

ら、地 球規模の 恩恵 の 認識 と行 動規範が職 業倫 理 に 求 め られ て い る とい え よ う。
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　第二 は、現代人 か ら宗教的観念 が急速 に失われ 、合理 主義、享楽主義が 取 っ て 代わ っ て い る とい う事 実 で あ る 。

こ の た め 、正 三 が 説い た よ うな宗教的意義 を職業 に結 びっ け る こ とは無理 に なっ た とい える。しか し人間は誰で

も、「自己」 や 「人生］ とい うもの を どこ か で 考え、意義づ けをせ ず に はい られ ない 存在 で あ る。宗 教 心 は 薄れ

た と して も、エ
ートス と して の 倫理 に基 づ い て、職業活動 を通 じて 人格を陶冶 し、自己完成を目指 して 、責任の

伴 う創 造 を 行っ て い く と い うの が現代 の 職業倫理 の 大 き な意義 とお もわ れ る。

　第三 に職 業倫理 の 存在が企業 の 倫理 に 大きく影響す る こ とで あ る。改 めて 説明す る必 要 もな い こ とで あ るが、

職業倫理 を企 業成員が 主 体化す る こ とで 社会的信用 を得 て、仕事 の 能率、品質 の 向上、人事面の 円滑化 を は か る

こ とが で き る 。 した が っ て、企業に とっ て も きわ めて 重要で あ る こ とは当然 で ある。自社の 利 益 の 追求だ け に 終

わ る こ となく、可 能な限 り広範囲な 自然環境的 ・
国際 的 ・社会的な観点 に立 っ て の 利他的な企 業倫理 を組織体 と

して確 立 す る こ とが必 要 で ある。だ か らとい い て 、ス ロ
ーガ ン を 掲 げ て 、徳 目を押 し付 け る の で は意味が ない 。

倫理 とは 各人 が考え て、主体化 して こそ倫理 なの で ある。企業 の 倫理も大切で あるが、同時に精神的伝統 の 中で

各人 が 考えて い く とい う方向を持 ち続ける べ きで ある。

　職業倫理 の 有無 は 、 単に
一

企 業の 問題 で ない こ とはい うまで もない。い まや 目本経済全 体の 運命 が か か っ て い

る とい っ て も過言で は ない。本稿 で 考察した よ うに、わ が 国 に は職業倫理 の 伝統がある の で 、こ れを 時代 に適合

させ て継承発 展 させ て 、 経済活 動 の 柱として い くこ とが 望ま し い とい え よ う。
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