
ⅴ  大 乗 経 典 の 成 立  
 
 部 派 仏 教 と い う 言 い 方 は 、 以 前 は 小 乗 仏 教 と い っ て い た の を 改 め た も の で こ の 頃 使

わ れ る よ う に な っ た の で す 。 小 乗 と い う の は 大 乗 仏 教 の 側 か ら の 貶 称 （ 蔑 ん だ 呼 称 ）

で あ る と の こ と で 、 具 合 が 悪 い と い う こ と に な っ た の で す 。  
 今 日 で は 、 よ く 大 乗 仏 教 の 興 起 と い う 言 い 方 を し ま す が 、 こ れ は 仏 教 の 展 開 の 歴 史

的 な 研 究 の 結 果 、 今 ま で は な か っ た も の が 起 こ っ た と い う 言 い 方 で す 。 こ れ は 少 し お

か し い と 思 い ま す が 、 し か し 、 大 乗 仏 教 の 経 典 の 成 立 は 現 在 の 学 説 に よ れ ば 、 ど ん な

に 古 い 経 典 で も 釈 尊 の ご 入 滅 後 、 三 ～ 四 百 年 を 経 て い る と の こ と で す 。 た と え ば 、 法

華 経 で す が そ の 中 の 信 解 品 の 長 者 窮 子 の 譬 喩 を 取 り 上 げ て 貨 幣 経 済 が 発 達 し た 世 紀 四

十 年 以 後 を 遡 る こ と は で き な い と い わ れ て い ま す 。 す な わ ち 、 中 村 元 博 士 は 「 『 法 華

経 』 信 解 品 に 長 者 窮 子 の 譬 喩 が あ る が 、 金 融 を 行 っ て 利 息 を 取 っ て ゐ た （ 「 出 入 息 利

乃 遍 他 國 、 商 估 賈 客 亦 甚 衆 多 」 ） 或 る 偉 大 な 長 者 の 臨 終 の さ ま を 叙 し て ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

‥ ‥  
 ひ と り 豪 富 で あ る に と ど ま ら ず 國 王 ら を 畏 怖 駆 使 せ し め る よ う な 資 本 家 の 像 は 、 非

常 に 貨 幣 経 済 の 進 展 し た 時 代 で な け れ ば 現 れ て 来 な い 。と こ ろ で イ ン ド の 貨 幣 経 済 は 、

既 に 考 察 し た や う に 、 ウ ェ ー マ ・ カ ド フ イ セ ー ス （ 約 世 紀 三 七 年 以 降 ） の 時 代 に 於 い

て 急 激 に 発 展 し た 。 故 に 法 華 経 成 立 年 代 の 上 限 は 約 世 紀 四 〇 年 で あ る と 考 へ ら れ る 。 」 
 以 上 の よ う に 述 べ て お ら れ ま す 。  
（ 宮 本 正 尊 編 「 大 乗 仏 教 の 成 立 史 的 研 究 」 p p４ ８ ７ ～ ８  三 省 堂 ）  
 こ う い う よ う に 具 体 的 な 歴 史 上 の 資 料 を も っ て 論 じ ら れ る と 、 な る ほ ど と 思 っ て し

ま い ま す 。 そ し て 、 法 華 経 自 体 は そ ん な に 釈 尊 の 時 代 か ら 離 れ た 頃 に で き あ が っ た の

か 、 で は 釈 尊 の 教 え で は な い の で は な い か な ど と 思 い 信 心 を 失 う こ と だ っ て あ る か も

知 れ ま せ ん 。  
 で も 、 法 華 経 な ど 大 乗 経 典 の 成 立 と 大 乗 仏 教 の 思 想 の 成 立 は 分 け て 考 え な く て は な



ら な い と 立 正 大 学 の 勝 呂 先 生 は 述 べ て お ら れ ま す 。そ れ に 大 乗 仏 教 の 思 想 そ の も の は 、

釈 尊 の 真 意 で あ る こ と は 現 代 の 多 く の 学 者 が 認 め て い る こ と で す 。  
 た だ 、 大 乗 仏 教 の 経 典 が 文 字 化 さ れ 、 文 献 と し て の 経 典 が 成 立 し た の は 世 紀 前 後 か

ら で あ る こ と は 、 も は や 疑 う こ と の で き な い 定 説 と な っ て い ま す 。  
 江 戸 時 代 以 前 は 、 一 切 の 経 典 は 釈 尊 の 金 口 直 説 （ 実 際 に 釈 尊 が 自 ら 説 か れ た 言 葉 そ

の ま ま で あ る こ と ） と 信 じ ら れ 、 そ れ ぞ れ の 宗 旨 に お け る 宗 学 （ 教 学 ） は こ れ を 前 提

と し て い ま し た 。 し か し 、 近 代 以 降 の 仏 教 学 で は そ う と は 言 い 切 れ な い ば か り か 経 典

は 釈 尊 の 説 か れ た 教 え と し て 後 代 に 作 成 さ れ て い っ た も の で 経 典 に よ っ て 新 古 の 差 が

あ る と 主 張 さ れ る よ う に 至 り ま し た 。  
 私 た ち の 信 心 の 立 場 か ら 言 う な ら ば 、 そ ん な こ と を 認 め る わ け に は い か な い と い う

考 え も あ り ま す 。 な ぜ な ら 、 す べ て の 経 文 は 釈 尊 が お 説 き に な っ た と い う 前 提 で 天 台

大 師 は 五 時 八 教 と い う 教 相 判 釈 を さ れ た か ら と い う わ け で す 。 教 相 判 釈 と い う の は イ

ン ド か ら 中 国 に 沢 山 の 経 典 が 渡 来 し て 翻 訳 が さ れ ま し た が 、 そ れ ら の 経 典 は 決 し て 組

織 的 に 翻 訳 を さ れ て き た わ け で も 体 系 的 に 整 理 を さ れ て い た わ け で は あ り ま せ ん 。 な

か に は Ａ と い う 経 典 と Ｂ と い う 経 典 で は 説 く 内 容 が 正 反 対 と い う こ と だ っ て あ る く ら

い で す か ら 、 中 国 の 人 々 が 困 惑 し た の は 当 り 前 で す 。 そ こ で い っ た い ど の 経 典 に 釈 尊

の 真 意 が 述 べ て あ る の か と い う 大 問 題 が 起 っ て き た の で す 。 こ れ に 対 す る 答 え を 出 す

作 業 が 教 相 判 釈 （ 教 判 ） で す 。 経 典 の 教 え の 内 容 や 形 式 か ら 分 類 を し て 多 く の 経 典 の

優 劣 の 判 定 を す る の で す 。 天 台 大 師 の 五 時 八 教 の 説 も そ の 教 判 の ひ と つ で 最 も 有 力 な

も の で し た 。 五 時 八 教 と い う の は 、 釈 尊 が 三 十 歳 で 悟 り を お 開 き に な っ て か ら 八 十 歳

で 御 入 滅 を さ れ る ま で 、 五 十 年 の 間 に 大 き く 分 け て 五 時 （ 五 つ の 期 間 ） に わ け て 教 え

を 説 か れ た と す る も の で す 。 こ の 説 に よ れ ば 、 釈 尊 の 一 代 五 十 年 の 御 法 門 の 眼 目 は 、

最 後 の 法 華 涅 槃 時 に お い て 説 か れ た 法 華 経 で あ る と い う こ と で す 。 こ れ は 大 変 に 説 得

力 の あ る 説 で 、 他 の 諸 師 の 唱 え て い た 教 判 も 吸 収 さ れ て い ま す の で 殆 ど 仏 教 の 常 識 と

な り ま し た 。  



 日 本 天 台 宗 の 根 本 道 場 で あ る 比 叡 山 で 学 ば れ た 吾 祖 師 、 日 蓮 聖 人 も 当 時 の 定 説 と し

て こ れ を 受 け 入 れ ら れ て 多 く の お 書 き 物 を あ ら わ さ れ て い ま す 。  
 で す か ら す べ て の 経 典 で は な く と も 、 中 国 撰 述 の 経 典 （ 偽 教 ） を 除 く ほ と ん ど の 経

典 は 釈 尊 の 直 説 で あ る と い う 信 仰 と い う か 信 頼 が 崩 れ る と 今 ま で の 伝 統 的 な 宗 学 は 成

り 立 た な く な り ま す か ら 大 問 題 で す 。 こ れ は 他 宗 の 宗 学 で も 同 じ で す か ら 、 仏 教 界 を

揺 る が す 問 題 で し た 。 事 実 、 明 治 時 代 に 経 典 は 釈 尊 の 金 口 の 説 法 で は な く 、 大 乗 は 非

仏 説 で あ る こ と を 学 問 的 に 論 証 し よ う と し た 浄 土 真 宗 の 村 上 専 精 博 士 （ １ ８ ５ １ ～ １

９ ２ ９ ） は 一 時 僧 籍 を 剥 奪 さ れ ま し た 。  
 さ て 、 大 乗 非 仏 説 論 と い う 仏 教 の 屋 台 骨 を 揺 る が す 論 は 、 実 は 既 に 江 戸 時 代 か ら あ

り ま し た 。 大 阪 の 代 々 醤 油 の 醸 造 を 生 業 と す る 商 家 に 生 ま れ た 富 永 仲 基 （ １ ７ １ ５ ～

４ ６ ） は 文 才 が あ り 数 種 の 本 の 出 版 を し ま し た 。 １ ７ ４ ５ 年 に は 出 定 後 語 を 著 わ し て

仏 教 経 典 は 「 異 部 加 上 」 に よ り 成 立 を し て い る こ と を 明 ら か に し ま し た 。 「 異 部 加 上 」

と い う の は あ る 思 想 が 成 立 を す る と そ の 後 で こ れ に 対 し て 異 な っ た 思 想 が 現 れ 、 そ の

上 に 付 加 さ れ こ れ を 繰 り 返 す と い う も の で す 。 そ の た め あ ら ゆ る 思 想 や 学 説 は 歴 史 的

に 発 展 し て 行 く も の で 固 定 的 で は な い と い う こ と で す 。 仏 教 も そ の 通 り で 、 数 多 く の

経 典 こ そ 異 部 加 上 の 産 物 で 釈 尊 一 代 の 教 説 で は な く 順 次 に 作 成 さ れ 加 上 さ れ た も の で

あ る と い う の で す 。 そ し て 、 釈 尊 は 外 道 の 教 え に 付 加 、 補 正 を し て 仏 教 を 説 き 、 さ ら

に そ の 滅 後 に 経 、 律 、 論 の 三 蔵 の 編 集 （ 結 集 ） が お こ な わ れ 、 こ こ に 小 乗 仏 教 が 成 立

し た 。 そ の 後 、 文 殊 の 徒 が 小 乗 仏 教 に 加 上 を し て 般 若 の 教 え を 作 り 、 更 に 法 華 氏 、 華

厳 氏 、 涅 槃 氏 、 頓 部 氏 （ 楞 伽 経 ） 、 秘 密 氏 （ 密 教 経 典 ） が そ れ ぞ れ の 説 を 作 り 加 上 し

た の で 仏 教 学 者 が 諸 経 典 が す べ て 釈 尊 の 金 口 直 説 と す る の は 愚 か な こ と と し て い ま す 。

さ ら に 釈 尊 の 直 説 は 阿 含 経 の 中 で も 極 一 部 に 過 ぎ ず 、 経 典 と し て 記 録 さ れ た も の は 釈

迦 の 滅 後 相 当 な 時 期 を 経 た 後 で あ り 、そ れ ま で は 口 誦 で 伝 え ら れ た も の で あ る と い い 、

そ の 口 誦 に は 韻 文 の 形 式 の ガ ー タ ー （ 偈 頌 、 伽 陀 ） が 向 い て お り 経 典 の 本 体 は ガ ー タ

ー に あ る と 主 張 を し ま し た 。こ の 論 調 は 現 代 仏 教 学 に も 殆 ど 受 け 継 が れ て い ま す か ら 、



そ の 影 響 は 非 常 に 大 き い も の で す 。  
 「 釈 尊 が 韻 文 な り 詩 の 形 式 で 御 法 門 を 説 か れ た は 到 底 考 え ら れ な い か ら 、 一 概 に ガ

ー タ ー の 方 が 経 典 の 中 で は 散 文 の 部 分 （ 長 行 ） よ り 本 質 的 で あ り 古 い 部 分 で あ る と は

言 い 切 れ な い 、 中 に は 韻 文 に な い こ と を 長 行 で 補 っ た り 、 相 互 補 完 的 な 面 も あ る か ら

同 時 の 成 立 で あ っ た り 、 あ る い は 逆 に 長 行 の 方 が 古 い こ と も あ る 」  
と 勝 呂 博 士 が 主 張 を さ れ て い ま す が 今 も っ て ほ と ん ど の 学 者 が 富 永 仲 基 流 の 意 見 の よ

う で す 。           
 「 出 定 後 語 」 の 刊 行 の 後 、 当 時 の 廃 仏 論 者 に 歓 迎 さ れ 、 儒 学 者 の 服 部 天 游 （ １ ７ ２

４ ～ ６ ９ ） は 「 赤 倮 々 」 一 巻 を 、 国 学 者 の 平 田 篤 胤 （ １ ７ ７ ６ ～ １ ８ ０ １ ） は 「 出 定

笑 語 」 四 巻 を 著 わ し ま し た 。 同 書 で 篤 胤 は 日 本 、 天 皇 、 神 道 を 最 高 の も の と し て 仏 教

に 対 し て 卑 俗 な 用 語 や 表 現 を 用 い て 排 撃 を し て い ま す 。 。  
 明 治 時 代 か ら ヨ ー ロ ッ パ の 実 証 的 な 学 問 研 究 の 方 法 論 が わ が 国 の 仏 教 界 に 移 植 を さ

れ て 以 来 、 一 層 、 大 乗 非 仏 説 論 が 盛 ん に な り ま し た 。 そ こ で 「 原 始 仏 教 に 帰 れ 」 と 主

張 さ れ 原 始 経 典 と さ れ る 南 伝 の パ ー リ 語 聖 典 や 阿 含 経 の 研 究 が あ た か も 仏 教 研 究 の 王

道 と さ れ る に 至 っ た の で す 。  
 し か し 、 田 村 芳 郎 博 士 が  
 「 パ ー リ 語 聖 典 が 現 在 の よ う な 形 に 整 っ て く る の は 西 暦 五 世 紀 に ブ ッ ダ ゴ ー シ ャ（ B
u d d h a g h o s a 仏 音 ） が セ イ ロ ン に 渡 り 、 編 集 を お こ な っ て か ら で あ り 、 そ の 中 か ら 古

い も の を よ り わ け え た と し て も 、 そ の 古 い も の の 中 に 、 後 世 の 説 と 思 わ れ る も の が 入

り こ ん で い る こ と は 、 前 に 述 べ た と お り で あ る ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  
 中 国 で は 、 西 暦 二 世 紀 に は 訳 経 が お こ な わ れ は じ め て お り 、 し た が っ て そ の も と を

な し た 原 典 、 な い し 写 本 は 相 当 に 古 い も の と な る わ け で あ る が 、 現 存 し な い の で 考 察

の 対 象 に は な ら な い 。  
 以 上 の よ う な 次 第 で 、 原 始 経 典 に 帰 っ て み た と こ ろ が 、 仏 説 を 探 し だ す こ と は 至 難

で あ り 、 不 可 能 な こ と が わ か り 、 大 乗 非 仏 説 と い う な ら 、 原 始 仏 教 も ま た 非 仏 説 と な



り か ね ず 、 ひ い て は 仏 教 全 体 が シ ャ カ の 教 え で は な い と い う 一 種 の 絶 望 感 に お ち い る

に い た っ た 。 し か し 、 近 年 は 、 仏 説 の 意 味 を 解 釈 し な お す こ と に よ っ て 、 あ ら た め て

仏 教 に 対 す る 信 念 を 再 確 認 し よ う と す る 傾 向 が 見 え だ し た 。 仏 説 を シ ャ カ の 直 説 と 解

す る 必 要 は な く 、シ ャ カ の 真 意 と 考 え れ ば よ い と い う こ と で あ る 。」（ 中 公 新 書  「 法

華 経 」 p p１ ８ ～ ２ ０ ）  
 と 、 述 べ ら れ 、 さ ら に 現 代 の 研 究 者 の 取 る べ き 態 度 と し て 、 客 観 的 な 研 究 成 果 を 援

用 し つ つ 、 し か も 自 ら 信 念 に よ っ て 経 典 を 選 び 取 り 主 体 的 に 研 究 を 深 め る べ き で あ る

と 結 ん で い ま す 。  
 現 代 に お い て 学 術 的 研 究 を し よ う と す る と 、 ど う し て も 結 論 と し て は 全 部 の 経 文 が

す べ て 釈 尊 の 説 か れ た 言 葉 そ の ま ま と は 到 底 い い き れ な い の で す 。  
 そ こ で 、 学 者 で あ る と 同 時 に 僧 侶 で あ る よ う な 人 々 は 、 学 者 と し て は あ く ま で も 実

証 的 な 研 究 方 法 を 取 り 経 文 を 釈 尊 以 外 の 人 々 が 作 り 上 げ た も の で あ る と い う 立 場 に 立

つ 一 方 、 僧 侶 と し て は 信 仰 的 な 立 場 で 旧 来 の 説 を 擁 護 す る と い う 二 重 人 格 的 な や り 方

で 急 場 を し の い で い ま す 。 こ れ は 何 か 非 常 に 不 自 然 さ を 感 じ ま す 。  
 で は 一 体 、 ど う し た ら 良 い の で し ょ う か 。 そ こ で 考 え ら れ る こ と で す が 、 現 代 の 学

問 の 成 果 に 対 し て も や は り 正 面 か ら 見 据 え て 正 当 な 評 価 を 与 え な く て は な ら な い の で

は な い か と い う こ と で す 。 も し 、 お 御 祖 師 様 が 現 代 の 仏 教 学 的 方 法 を 駆 使 し 得 る 立 場

に お ら れ た ら ど う で し ょ う か 。 こ れ を 採 用 し て 、 そ の 上 で 天 台 大 師 の 教 判 を ま た 、 再

び 検 討 さ れ る の で は な い で し ょ う か 。  
 で す か ら 、 ひ と つ の 完 成 を さ れ た 学 問 と し て の 宗 学 に 閉 じ 込 も れ ば こ ん な に 忠 実 で

楽 な 方 法 は な い か も 知 れ ま せ ん が 、肝 心 の 真 実 か ら 目 を 背 け る こ と に な り は し な い か 、

ま た 、 識 者 の 批 判 に 堪 え る こ と の で き な い 観 念 の 遊 戯 に ふ け っ て い る と の そ し り を 免

れ る も の で は な い の で は な い で し ょ う か 。  
 仏 教 学 に し て も 歩 ん で 来 た 道 は 、 決 し て 間 違 い が ひ と つ も な か っ た わ け で も な く 、

試 行 錯 誤 を し な が ら 来 て い る よ う で す 。 で す か ら 、 批 判 す べ き を 批 判 し 、 取 り 入 れ る



べ き を と り い れ て 独 善 的 な 学 問 に 宗 学 と い う も の が な ら な い よ う に し て い か な く て は 、

自 ら そ の 価 値 を 低 下 さ せ て し ま う で し ょ う 。  
 し か し 、 実 は 大 体 、 天 台 大 師 そ の 方 に し て も 果 し て 、 す べ て の 経 典 を 直 説 と 考 え ら

れ て い て 、 な ん と か 膨 大 な 経 典 の 辻 褄 を 合 わ せ よ う と さ れ 五 時 八 教 の 教 判 を 立 て ら れ

た の か ど う か と い う の は 大 い に 検 討 の 余 地 が あ り ま す 。 実 は そ ん な 非 難 が あ ろ う こ と

は 承 知 の 上 で （ 当 時 と し て は 仏 弟 子 と し て 、 明 ら か な 偽 経 は 別 と し て す で に 仏 説 と し

て 翻 訳 さ れ て き た も の を 、 こ れ は 仏 説 で は な い 、 こ れ は 仏 説 で あ る と 分 別 す る 方 法 も

根 拠 も な い の で 恣 意 的 に 分 別 を す る こ と 自 体 が 許 さ れ な い 行 為 で あ っ た で し ょ う 。 ）

純 粋 に 各 経 典 の 教 理 内 容 か ら 分 類 整 理 を し て ひ と つ の 雛 形 と し て 五 時 八 教 の 教 判 を 立

て ら れ た の で あ ろ う と い う 人 も あ る よ う で す 。 つ ま り 天 台 大 師 の 教 判 は 、 そ れ ま で の

仏 教 の 遺 産 で あ る 経 典 に 現 わ れ る 仏 教 思 想 全 体 の 統 一 を 試 み ら れ た と い う と こ ろ に そ

の 本 領 が あ る の で す か ら 、 直 説 云 々 の 論 議 自 体 は 大 師 の 教 判 の 価 値 を 決 し て 低 価 値 に

す る も の で は な い の で す 。  
 結 局 ど う し た ら 良 い の か 、 や は り 迷 っ て し ま い そ う で す が 、 こ れ は 学 問 の 宿 命 な の

で す 。 頭 で 考 え る だ け で は 限 界 が あ り 、 選 び 取 る に も 私 達 は 膨 大 な 経 典 を 目 の 前 に し

て は 選 べ な い の が 現 状 で は な い で し ょ う か 。  
 そ こ で 、 も う 一 度 、 現 代 の 眼 も 失 わ ず に 昔 の 偉 大 な 仏 教 研 究 者 で あ る 天 台 大 師 や お

祖 師 様 を 案 内 者 と し て そ の 学 説 を 学 び 、 そ し て 、 も っ と 大 事 な こ と は 信 心 の 実 践 を 通

じ て 学 ぶ こ と で す 。 学 問 で は 一 向 に 結 論 は 出 な い の で す か ら 。 経 文 の 真 実 で あ る か ど

う か の 判 定 を お 祖 師 様 が 現 証 に よ っ て 出 さ れ よ う と し た の は ま さ し く そ う い う 意 味 で

す 。 現 証 に よ っ て こ そ 法 華 経 の 真 実 仏 説 で あ る こ と が 明 ら か に な る の で あ り 、 一 般 の

学 者 で は 到 達 の し よ う が な い 結 論 な の で す 。  
 


