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吉蔵撰『法華論疏』の文献学的研究（3）

中 井 本 勝

1　序言

　本稿は「身延論叢』第22号に掲載した「吉蔵撰『法華論疏』の文献学的研究｛2）」（以下、研究

（2））の続編である。本稿では研究2｝に引き続き、『論疏』の「正体分」の「別列七門」から「釈

衆成就」の「釈阿羅漢功徳成就」までの校訂テキスト並びにそれに基づく訓読訳を提示する。

凡例および該当箇所の科文は下記の通りである。

〔凡例〕

　1．〔校訂テキスト〕には、見出しの科文ごとに、甲本：東大寺図書館所蔵本（A．vol．1

　　1r－53v，　voL21r－49v，　voL31r－51v）・乙本：大須文庫所蔵本（O．　vol．11r－57r，　voL2

　　1r－103v）・丙本：「聖語蔵経巻』所収本（S．　no．1962　voLI　om，　voL21－22，　vol．30m）・正徳

　　本（M．voLl　Ir－61r，　voL21r－62r．　vol．31r－52v）・「続蔵経』所収本（D．1－74－2149va－197va）・

　　「大正蔵』所収本（T．40no．1818785a－826a）・「新続蔵』所収本（X．46　no．789729c－779b）

　　の頁を記した。

　2．〔校訂テキスト〕・〔訓読訳〕の字体は、原則として正字を用いた。〔校訂テキスト〕の

　　句点は文意に従って施し、注は該当箇所の最初に付した。下線は経論章疏からの引用・

　　類似文例を示し、その原文を注に記した，

　3．踊り字は開いて記し、添字（上下の字の間に脱字を挿入する場合）、行字（字の右に：

　　点）、誤字（字の右に正字）などの訂正と校正等は、注に記した。

　4．『論疏』所引の「法華論』との異同を明らかにするため、注に菩提留支等訳の二巻本

　　（以下、「留支訳」）および勒那摩提等訳の一巻本（以下、「摩提訳」）の原文を併記した、

　5．難読の箇所は、伝統的な読みに従った。

　6．写本の破損個所については、画麺にて表示した。

〔科文〕

　5－2－3．　　呈刑　ij　一ヒP　

　5－2－3－1．釈序分成就
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5－2－3－1－1．総釈

5－2－3－1－2．別釈

5－2－3－1－2－L　　勝義

5－2－3－1－2－1－1．就初又四

5－2－3－1－2－1－2．問答

5－2－3－1－2－1－3，最勝義

5－2－3－1－2－2．大乗一乗同異

5－2－3－1－2－2－L　同

5－2－3－1－2－2－2．異

5－2－3－1－2－3．大乗通因果

5－2－3－1－24．自在義

5－2－3－2．釈衆成就

5－2－3－2－1．総釈

5－2－3－2－2．別釈

5－2－3－2－2－1．数成就

5－2－3－2－2－2，行成就

5－2－3－2－2－2－L総釈

5－2－3－2－2－2－2．別釈

5－2－3－2－2－2－2－1．定不定

5－2－3－2－2－2－2－2．対大小

5－2－3－2－2－2－2－2－1．総釈

5－2－3－2－2－2－2－2－2，別釈

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1，釈阿羅漢功徳成就

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－1．上上起門

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－1－1．就義釈

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－1－2．約文釈

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－1－2－L釈文①

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－1－2－2．問答①

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－1－2－3．釈文②

5．2－3－2．2－2－2－2－2↓1－24．問答②

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－2．総別相門

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3．摂取事門

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3－1，総釈
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　　5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3－2．別釈

　　5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3－2－1．十種功徳①②③④⑤

　　5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3－2－2．十種功徳⑥⑦

　　5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3－2－3．十種功徳⑧⑨⑩

　　5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3－2－4．問答

II　校訂テキストと訓読訳

5－2－3．別列七門

〔校訂テキスト〕（A，　9r4－5・O．9v2－3・S．　om・M．9r6－7・D．151vb5－6・T，787al7－18・X．732a20－21）

何等爲七下。第二別1．［列七門c／2又就文3有二。初列次‘4繹。

〔訓読訳〕

　「何等爲七」（何等をか七と爲すや）5の下は、第二に別して七門を列す6’。又た、文に就いて

二有り，初めに列し、次に鐸なり。

5－2－3－1．釈序分成就

5－2－3－1－1．総釈

〔校訂テキスト〕（A．9r5－v3・0．9v3－7・S．　om．・M．9r7－v8・D．151vbl1－17・T．787a22－bl・X．732b2－

8
）

ご序分成就者下，’囲二稗七“蔓］門。即成七分。初分有五．一如是。二我聞．！°匡≡弼。四教

主、五11住慮。今但繹第五。初分四饒経已明。兼12．纏易解故不繹也。論日序分成就者。此牒序

分成13匪義也。14此法門中。示現二種勝義成就鷹知者。第二繹15．序分成］6就。就文爲二。一正

鐸。二暴経示稗庭

〔訓読訳〕

　「序分成就者」（序分成就とは）17の下は、第二に七章門を稗す。即ち七分ISトと成す。

　初分に五有り。一には如是、二には我聞、三には一時、四には教主、五には住虞なり。今は

但だ第五のみを繹す。初分の四は除の経に已に明かす。兼ねて復た解し易きが故に繹せざるな

り。『［法華］論』に「序分成就」19，と日うは、此れ序分成就の義を牒するなり。

　「此法門中示現二種勝義成就鷹知」（此の法門の中に、二種の勝義の成就を示現す。雁に知る

べし）2〔〕1とは、第二に序分成就を稗す。文に就いて二と爲す。一には正繹、二には経を禦げて鐸

庭を示すL’1‘。
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5－2－3－1－2．別釈

5－2－3－1－2－1．勝義

5－2－3－1－2－1－1．就初又四

〔校訂テキスト〕（A，9v3－5・O．9v7－10r5・S．　om．・M、9v8－10r1・D．151vb17－152ra2・T．787b14・X．

732b8－11）

＝ 初又四。一標二種勝義勧知。何等爲二下。第二別出二種勝義。如　舎城下。第三ee’es城山

⑳匠ヨ種勝義。，24顯此法門最勝義故下。第四正明勝四圏。

〔訓読訳〕

　初めに就いて又た四あり。

　一には二種の勝義を標して勧知せしむ。

　「何等爲二」（何等をか二と爲すやツ26の下は、第二に別して二種の勝義を出ず勤。

　「如王舎城」（王舎城の……如きは）’28）の下は、第三に正しく［王舎］城・［露鷲］山四を畢げ

て二種の勝義を示す3°”。

　「顯此法門最勝義故」（此の法門の最勝義を顯わすが故なり）31の下は、第四に正しく勝義を明

かす32’。

5－2－3－1－2－1－2．問答

〔校訂テキスト〕（A．9v5－10r2・O，10r5－v1・S．　om．・M．10r7－10・D．152ra8－11・T，787b8－13・X．

732b17－20）

田間。王舎城云．34／何勝一切城。答。別傳云。五天竺國十六SC‘医⑳五百中國十千小國有六se　l因

城。而王舎城最大。龍樹云。佛滅度後阿閣世37王⑱以人民減小故更39別立一小城。猶勝1°一切

城。何況本王41‘舎城。

〔訓読訳〕

　問う、王舎城は云何んぞ一切の城に勝れるや。

　答う、「別傳」に云わく、「五天竺國の十六の大國、五百の中國、十千の小國に六の大城有り

て王舎城は最大なり⊥42と。龍樹の云わく、「佛の滅度の後、阿闇世王は人民の減小するを以て

の故に、更に別に一の小城を立つ。猶お一切の城に勝る」13と。何ぞ況んや本の王舎城をや。

5－2－3－1－2－・1－3．最勝義

〔校訂テキスト〕（A．10r2－v3・O，10v1－11r3・S，　om’M．10rlO－v10・D．152rall－b3・T．787b13－24・

X．732b20－c6）

讐此経’1‘困一切15脛亘勝者。16‘匠P7‘乗有四種。一是人天i’s｝自日，｝9圏間乗。二小乗。三大乗。四一

ヨ） 歯，此経51匡］明一佛乗故52衆53経中勝。又説蓋理之詞陸圃衆，55生之心満諸佛之願，華嚴等法
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華前教託難明蓋理571固法未明五乗衆「SS生並皆成佛。未暢諸佛〔59ト匿沁。是故斯6°脛撮勝。結束一

化始終。是61趨勝。如神力品云。如來所62侑一切諸法。一切自在神力。一切秘要之藏甚深之

事。皆於此経宣示顯説。鹸経但當教明義63味暢諸佛之心。是故此経最　。⑭又如論下品云。此

leSi

＊9爲有十七種名顯示十七種甚深功徳。是故最勝。

〔訓読訳〕

　此の『［法華］経』は一切の経の中に於いて勝なるに警うとは、凡そ乗に四種有り。一には是

れ人天即ち世間乗、二には小乗、三には大乗、四には一乗なり。此の『［法華］経』は、正しく

一佛乗を明かすが故に、衆経の中の勝なり。

　又た、蓋理の法を説きて衆生の心を暢べ、諸佛の願を満たす。『華嚴［経］』等は『法華［経］』

の前教にして蓋理の法を明かすと難も、未だ五乗の衆生は並びに皆な成佛することを明かさず。

未だ諸佛の心を暢べず。是の故に斯の『［法華］経』は最勝なり。一化の始終を結束す。是の故

に最勝なり。

　［「法華経』］「［如來］神力品」に云うが如し、「如來の所有の一切の諸法は一切の自在神力、

一切の秘要の藏、甚深の事、皆な此の経に於いて宣示し顯論す」66．と。鹸の経は但だ當教に義を

明かして未だ諸佛の心を暢べず。是の故に此の『［法華］経』は最勝なり。

　又た、『［法華］論』の下の品に云うが如し、「此の経に十七種の名有りて十七種の甚深の功徳

を顯示すと爲す」f57と。是の故に最勝なり。

5－2－3－1－2－2．大乗一乗同異

5－2－3－1－2－2－1．同

〔校訂テキスト〕（A．10v3－7・O．11r3－6・S，　om・M．10vlO－11r4・D．152rb3－7・T．787b24－28・X．

732c6－10）

問。大乗一乗此有何異。答。有同有異。舗㊥6q言同者即一而包故一乗構大。即大無二故大乗名

一。m 匝i司文η医。爲二2‘圃聲聞説大乗経名妙法蓮華。亦如勝73匿臆受正法名摩詞二1圃。故知一

咽無二。

〔訓読訳〕

　問う、大乗と一乗には、此れ何の異有るや。

　答う、同有り異有り。言う所の同とは、一［乗］に即して包するが故に一乗を大［乗コと稻

す。大［乗］に剖して二無きが故に大乗を一［乗］と名つく。故に下の文に云わく、「諸の聲聞

の爲めに大乗経を説く，『妙法蓮華』と名つく」二6と。亦た『勝髪［経］》に「正法を撮受するを

摩詞行と名つく上二．というが如し。故に知りぬ、一［乗］は大［乗］にして二無きなり、と．
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5－2－3－1－2－2－2．異

〔校訂テキスト〕（A．10v7－11r5・O，11r6－v5・S．　om．・M，11r4－10・D，152rb7－13・T．787b28－c6・X，

732c10－16）

所言異7s者。撮論7q既禰小乗大乗一乗。金剛帆波若云。爲大乗者8P一者説。故知

大與一異。所言異者大田乗者白未茄1國二。一’S6・S1liヨ廃二。大乗密廃二。一乗顯廃二。大乗但是

因。一乗即口匿憂］。如智度当認云。891医困從三界出至薩婆若／Yl，囲。至佛「91‘果’2慶名一切種

智。不復名乗。故知大乗但因。法華明三車一城皆是果93位。故知一乗但果。

〔訓読訳〕

　言う所の異とは、「撮［大乗］論』に既に「小乗・大乗・一乗」91と構す。「金剛波若［経］』

に云わく、「大乗の者の爲めに説き、最上乗の者の爲めに説く」95と。故に知りぬ、大［乗］と

一 ［乗］とは異なり、と。

　言う所の異とは、大乗は未だ二を廃せず。一乗は已に二［乗］を慶す。大乗は密かに二［乗］

を慶し、一乗は顯わに二［乗］を魔す。大乗は但だ是れ因、一乗は即ち是れ果なり。『［大］智

度論』に云うが如し、「是の乗は三界從り出でて薩婆若の中に至りて住す。佛果に至りて愛じて

一切種智と名づけて、復た乗と名づけず」t96／と。故に知りぬ、大乗は但だ因なるのみにして、

『法華［経］』に三車・一城を明かすは、皆な是れ果位なり、と。故に知りぬ、一乗は但だ果な

るのみ、と‘97。

5－2－3－1－2－3．大乗通因果

〔校訂テキスト〕（A，11r5－v4・O．11v5－12r4・S．　om．・M．11rlO－v7・D．152rb13－va2・T．787c6－14・X

732c16－733a5）

又大乗通因q8囲。如十二門論。諸佛所㊨匪亟郵爲大。大士所乗故名爲lfY）／大。一乗但果如法華

説。又法華論云。一乗者謂無上菩提果究寛故。此一’1°［往判。更有鹸義。浬繋経云。佛性謂一乗

波若首樗嚴師子吼。’°2匿］如此文即一乗亦因與大無二。問。何故一乗偏属果。答，昔明三果究

寛。至此経即IU3二乗果非究寛唯佛果是究寛．是故一乗偏属佛果。

〔訓読訳〕

　又た、大乗は因果に通ず。「十二門論』にいうが如し、「諸佛の所乗なるが故に名づけて大

［乗］と爲す。大士の所乗なるが故に名づけて大［乗］と爲す」川と。一乗は但だ果のみなれば

『法華　［経］』　に説くカS如し。

　又た、『法華論』に云わく、「一乗とは謂わく、無上菩提の果の究寛するが故に」1σ5と。此れ

一往の判なり。更に鹸の義有り。『浬葉経』に云わく、「佛性は一乗・波若・首樗嚴師子吼を謂

う］1°6と。若し此の文の如くなれば、即ち一乗も亦た因と大［乗］とに二無し。

　問う、何が故に一乗は偏えに果に属するや。
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　答う、昔は三果究寛なりと明かす。此の「［法華］経』に至りて§Pち二乗の果は究寛に非ずし

て、唯だ佛果のみ是れ究寛なり。是の故に一乗は偏えに佛果のみに属す。

5－2－3－1－2－4．自在義

〔校訂テキスト〕（A．11v5－12r5・O．12r4－v5・S．　om”M．11v7－12r5・D．152va2－10・T．787c14－23・X．

733a5－13）

鷲1Q71画勝一切山li°Sl9。摩伽陀國有1〔9‘五山。於五山中鷲11°．匝麺勝也。問。如十地等経明十實

山。云何m乃取鷲山勝一切「112匪］。答。鷲山是三世諸佛常所住庭。鈴山不爾‘113‘故偏言勝。問。

云何是自在義耶。答。ade，114㊥佛乗。佛自口U5圓在。又n6睡當教明義。此11踏勝結束融會一化

始終出生牧入。故言岨［目在。問。「119章門中‘1’？°i明一勝義二自在義。今辮城山q2】國是勝義。云何

是自在耶。答。即此二勝故是自在。又王城取自在。山取其勝也。

〔訓読訳〕

　「鷲山勝一切山」（鷲山は一切の山に勝る）とは、摩伽陀國に五山有り。五山の中に於いて

［霊コ鷲山は最勝なり122，。

　問う、「十地［経］』等の経の如きは、十賓山を明かす123／。云何んぞ乃ち［霊］鷲山を取る

は、一切に勝なるや。

　答う、［霊］鷲山は是れ三世の諸佛の常に所住する虞にして、鹸山は爾らざるが故に偏えに勝

なると言う。

　問う、云何んぞ是れ自在義なるや。

　答う、既に佛乗を明かす。佛は即ち自在なり。又た、鹸経は當教に義を明かし、此の『［法

華］経』は勝なるに結束して融會せり。一化の始終の出生の牧入するが故に自在と言う。

　問う、章門の中に一には勝義、二には自在義を明かす。今、［王舎］城・［霊鷲］山を辮ずる

は拉びに是れ勝義、云何んぞ是れ自在［義］なるや。

　答う、即ち此の二の勝なるが故に是れ自在なり。又た、王［舎］城は自在を取り、［露鷲］山

は其の勝を取るなり。

5－2－3－2．釈衆成就

5－2－3－2－1．総釈

〔校訂テキスト〕（A．12r5－7・O．12v5－7・S．　om，・M．12r8－v4・D．152va13bl　’　T．787c25－788a2・X，

733al6－22）

‘　IL”“　ge［成就下。七分中第二衆125成就文爲‘126口。初標次鐸。　L　1「鐸中初列四‘1°S’ma章門。次鐸四種章

門。「ILP）初i’S°）四章穂繹。大小乗有此四事也。
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〔訓読訳〕

「衆成就」．13］の下は、七分の中、第二に衆成就の文を二と爲す。初めには標し、次には稗す。

繹の中、初めに四種の章門132’を列す］zz‘。次に四種の章門を繹す。

初めの四章は穂じて鐸す。大小乗に此の四事有るなり。

5－2－3－2－2．別釈

5－2－3－2－2－1．数成就

〔校訂テキスト〕（A．12r7－v3・O．12v7－13r3・S．　om．・M．12v4－9・D，152vb1－6・T．788a2－7・X．733a22－

b3）

一
敷成就下。第二別鐸四章門。即成四別也。［IM’＄lt成就縛明大小二衆之敷。「陶瞳到一萬二千

菩薩八萬之136衆也。所言無敷者。示存略故線云不可説耳。

〔訓読訳〕

　「一敷成就」（一には敷成就とは）「137の下は、第二に別して四章門を鐸す。即ち四別と成るな

り。

　「敷成就」とは、裡じて大小の二衆の敷を明かす。聲聞は一萬二千、菩薩は八萬の衆の如きな

り。

　言う所の「無藪」：3Sとは、略を存することを示すが故に、線じて不可説と云うのみ。

5－2－3－2－2－2．行成就

5－2－3－2－2－2－1．総釈

〔校訂テキスト〕（A．12v3－5・O．13r3－5・S，　om，・M12v9－13r8・D．152vb6－15・T．788a7－16・X．733b3－

12）

二行成就下鐸第二章也。就文又二。初線稗大小二衆。凡有四行。次別鐸行饅。

’39 四行凡有二，一封大小。二定不定。大小者聲聞定修小行。菩薩14d）匪圏大11L匠ヨ。

〔訓読訳〕

　二に「行成就」［42の下は、第二章を繹すなり，文に就いて又た二あり。初めに線じて大小の

二衆を繹す。凡そ四行‘1“有り。次に別して行賠を鐸す。

　四行に凡そ二有り。一には封大小、二には定不定なり。

　大小1“‘とは、聲聞は定めて小行を修し、菩薩は定めて大行を修す。

5－2－3－2－2－2－2．別釈

5－2－3－2－2－2－2－1．定不定

〔校訂テキスト〕（A．12v5－13r3・○．13r5－v3・S．　om，・M．13r8－v3・D．152vb15－153ra2・T．788a16－22・
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X，733b12－17）

次明定不定者。菩薩錐大行145．而能示無定無方之146．匠ヨ。如十六賢士能示爲’g’EI］乗四衆。即大包

1“8 困故。大149示　行也。次比丘出家聲聞15〕匿ヨ行151匿i。畢定住15Z‘出家威儀也。問。論何故墨十

六大士。153‘圏。十六是在家菩薩。以封小乗’1諸画家明道俗IS5，M定不定也。

〔訓読訳〕

　次に定不定156を明かすとは、菩薩は大行を［修す］と難も、而も能く無定・無方の行を示

す。十六賢士157‘の能く小乗の四衆’SSと爲ることを示すが如し。即ち大は小を包むが故に、大

［行］は小行を示すなり。

　次に「比丘出家聲聞定行」（比丘・出家せる聲聞の定行なる）159，とは、畢定して出家の威儀に

住するなり。

　問う、『［法華］論』に何が故に十六大士を畢ぐるや。

　答う、十六［大士］は是れ在家の菩薩なり。小乗の出家に封して道俗を明かすを以て定不定

を明かすなり。

5－2－3－2－2－2－2－2．対大小

5－2－3－2－2－2－2－2－1．総釈

〔校訂テキスト〕（A．13r3－5・0．13v3－6・S，　om．・M．13v3－14r6・D．153ra2－15・T。788a22－b6・X．

733b17－c6）

皆是阿羅漢下。此1’”　es二国國稗小乗大乗二種行事。又二。初偲列大小二功徳敷次別稗二也。

ifi2

小乗十六句功徳者。論経廣故有十六也。菩迎薩十三句者。羅什経與天親論経同也。

〔訓読訳〕

　「皆是阿羅漢」（皆な是れ阿羅漢なり）IPtの下は、此れ第二に別して小乗・大乗の二種の行事

を稗す。又た、二あり。初めに糖じて大小の二の功徳の敷を列し、次に別して［大小の］二［の

功徳］を鐸するなりlb5。

　小乗の十六句の功徳Icvaとは、『［法華］論』の経は廣きが故に十六有るなり。菩薩の十三句］67

とは、［鳩摩］羅什の「［妙法蓮華］経』と天親の『［法華］論』の経とは同じなり・

5－2－3－2－2－2－2－2－2．別釈

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1．釈阿羅漢功徳成就

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－1．上上起門

〔校訂テキスト〕（A．13r5－vl・O，13v6－14r2・S、　om．’M，14r6－15r5・D．153ra15－bl6・T．788b6－26・X．

733c6－734a7）

阿羅漢功徳成就者，鐸ぷ上三章門也。i69今繹羅漢章門・又開爲二，初列三章門．次繹三章門一
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’T－i ep用此三門171［麹鐸上十六句経172因也。上］丁3匡起門者第二稗也。174可就二義1㍉澤門。　i17a　一一

就義繹。二1六約文稗。

〔訓読訳〕

　「阿羅漢功徳成就」17s‘とは、上の三章門を輝するなり。今、羅漢の章門を鐸す。又た、開きて

二と爲す。初めに三章門179‘を列し、次に三章門を繹す。

　自口ち此の三門19’，を用いて以て、上の十六句181の経文を繹するなり。

　「上上起門」182とは、第二のee／ls3）なり。

　二義に就いて［上上起］門を鐸すべし。一には義に就いて鐸す。二には［経］文を約して鐸

すISI。

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－1－1．就義釈

〔校訂テキスト〕（A．13v1－14r1・O．14r3－v2・S．　om・M，15r5－v3・D．153rb16－va6・T．788b26－c6　’　X，

734a7－15）

Is5／ 就義鐸者。學人功徳比凡夫功徳爲上。無學人酬國憾勝於學人功徳。故云上上。如Is7下論云。

善得正智心解脱名上上功1＆“　pm。唯羅漢方有此功徳也。又Is9羅漢有二種。…鈍根小羅漢功徳爲

上。今歎大羅漢功徳故云上上也。又大羅漢有二功徳。一上功蜘璽。二上上功徳、今十‘IYI・pm

歎上上功徳也。起者欲生起此192［E重功徳也。依193下文1W繹之。195垂1云上上，　lt”i　eo一上爲上一

上爲下。上下197互相顯稗爲上上起門也。

〔訓読訳〕

　義に就いて繹すとは、學人の功徳は凡夫の功徳に比して上と爲す。無學人の功徳は學人の功

徳に勝る。故に「上上」と云う。下の「［法華］論』に云うが如し、「善く正智心解脱1gs’を得る

を上上功徳と名つくJ‘iEPIと。唯だ羅漢のみ、方に此の功徳有るなり。

　又た、羅漢に二種有り。一には鈍根の小羅漢の功徳を上と爲し、今、大羅漢の功徳を歎ずる

が故に上上と云うなり。

　又た、大羅漢に二の功徳有り。一には上の功徳、二には上上の功徳なり。

　今、十六句は上上の功徳を歎ずるなり。

　「起」とは、此の上上の功徳を生起せんと欲するなり。下の文に依りて之れを鐸するに、既に

「上上」と云う。即ち一の上を上と爲し、一の上を下と爲す。上下互いに相い顯鐸して上上起門

と爲すなり。

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－1－2．約文釈

5－2－3－2－2－2－2－2－2－t－1－2－1．釈文①

〔校訂テキスト〕（A．14r1－vl・O．14v2－15r3・S．　om、・M．15v3－10・D．153va6－13・T．788c6－14・X，
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734a15－22）

観下稗中都有五意。一以下鐸上。二以上鐸2°「’国。三以上ll＄1y11上。四以下繹下。五以上及下12UL”

足澤一句。以下鐸上者。謂諸漏已蓋故名爲阿羅漢。諸漏已蓋者、以，2°3’M得姻［圓在lift。此亦是

以下稗上，與前句異者。前是撮次以下鐸上，今是超句以下鐸上。面厘］無舗医1煩悩故名2’17　［ll得

自在。此叶璽上繹下也。善得心解2（rp囲善得慧解睨名心得訓亘在。此以下繹上也。故稗心自在

一句用雨句上下繹之。

〔訓読訳〕

　下の稗の中を観るに、都て五意有り／211。一には下を以て上を繹し、二には上を以て下を繹

し、三には上を以て上を繹し、四には下を以て下を稗し、五には上及び下を以て足して一句を

鐸す。

　下を以て上を鐸すとは、「謂諸漏已蓋故名爲阿羅漢」（謂わく、「諸の漏は已に蓋くる」が故

に、名づけて「阿羅漢なり」と爲す）田なり。

　「諸漏已蓋」（諸の漏213は已に蓋くる）とは、「以心得自在故」（「心に自在を得る」を以ての

故に）なり21㌔此れも亦た是れ下を以て上を鐸す。

　前の句と異なるとは、前は是れ次を撮して下を以て上を繹す。今は是れ句を超えて下を以て

上を鐸す。

　復た、「以無復煩悩故名心得自在」（「復た煩悩無き」を以ての故に、「心に自在を得」と名つ

く）215とは、此れは上を以て下を鐸するなり。

　「善得心解脱善得慧解脱名心得自在」（「善く心解睨を得、善く慧解脱を得る」を名づけて「心

に自在を得」とす）2L6とは、此れは下を以て上を繹するなり。

　故に「心自在」の一句を繹するに、雨句の上下を用いて之れを繹す。

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－1－2－2．問答①

〔校訂テキスト〕（A．14v1－5・O．15r3－7・S．　om・M．15v10－16r5・D．153va13－18・T．788c15－19・X．

734a22－b3）

問。云何心得解脱慧得解脱．答智度論云．属愛217惑蓋名心31s脱。属見惑蓋名慧脱。又繹云。

定障蓋名心解脱。慧障蓋名慧解腕。依毘曇定是定数、慧是21q慧藪。解腕亦是解脱敷。與定相鷹

解脱名定解脱。慧解睨亦爾。

〔訓読訳〕

　問う、云何んぞ心得解脱・慧得解腕なるや22「1。

　答う、『［大コ智度論］に云わく、「愛惑の蓋くるに属して心睨と名つく。見惑の蓋くるに属し

て慧脱と名つく」2L’1と。

　又た、鐸して云わく、「定障の蓋くるを心解腕と名つく。慧障の蓋くるを慧解脱と名つく」i222
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と。

　「毘曇」に依るに定は是れ定敷、慧は是れ慧敷、解脱も亦た是れ解脱敷なり。定と相雁する解

脱を定解脱と名つく。慧解脱も亦た爾りT223‘。

5－2－3－2－2－2－2－2・2－1－1－2－3．釈文②

〔校訂テキスト〕（A．14v5－15v3・O．15r7－16r5・S．　om．・M．16r5－v8・D．153va18－b13・T．788c19－

789a5・X．734b3－16）

以遠離能見所見［tt4’pa名無復煩惟者。此當句稗。ぽ凡起惑要由能見所見生。　c226）國遠離能見所見

即煩悩不起。［227）已善得心解脱慧解脱c2z8，故名心善調伏者。此以上繹下也。人中大龍t229）者。此當

tam／ 句繹也。前明遠離能田1厘鉋。是當上繹上。今是當下鐸下也。雁作者2321作者此用上鐸下。

所作已辮者此當句12331ge也。如相鷹四事已成就蜘匿］。與四諦理相雁也。離諸重携者。此以上稗

下。用上二句以繹此句也。逮得己利［236）匿］。用上稗下也。蓋諸有結者。以C237，国繹下。9L238得正

智心解脱者。用上繹下。一切心得自在者。當句繹也。到第一彼岸者。以上繹下。亦當句t239’ecL24°‘

也。‘2“］‘到第一彼岸大阿羅漢者。下稗経中如是等衆所知識大阿羅漢也。用上trL242徳中心得自在及

到彼岸二句鐸之。以到彼岸是究寛聲聞故構大阿鍋圏漢。

〔訓読訳〕

　「以遠離能見所見故名無復煩’tel」（能見・所見12“を遠離するを以ての故に、名づけて「復た煩

悩無し」とす）‘2“5とは、此れ當句の繹なり。

　凡そ惑を起こすは要ず能見・所見の生ずるに由る。既に能見・所見を遠離すれば自Pち煩惜は

起こらず。

　「已善得心解脱慧解脱名心善調伏」（「已に善く心解脱・慧解脱を得る」を、名づけて「心は善

く調伏す」とす）246とは、此れは上を以て下を繹するなり。

　「人中大龍」（「人中の大龍なり」）247とは、此れは當句の稗なり。

　前に能見・所見を遠離することを明かすは、是れは上は上を稗するに當たる。今は是れ下は

下を繹するに當たるなり，

　「雁作者作」鷹に作すべきは作し）248とは、此れ上を用て下を稗す。

　「所作已辮」（「作す所は已に辮じ」）L’49とは、此れ當句の稗なり。

　「如相雁事已成就」（如相鷹の事L’f「）は已に成就す）U’brlとは、四諦の理と相鷹するなり。

　「離諸重携」（「諸の重ts　252．を離れ」）蜘とは、此れ上を以て下を鐸し、上の二句を用て以て此

の句を鐸するなり。

　「逮得己利」（「己利を逮得し」）iZ｛　tとは、上を用て下を繹するなり。

　「蓋諸有結」（「諸の有結を蓋くし」）255とは、上を以てドを澤す。

　「善得正智心解腕」（「善く正智心解脱を得」）256iとは、上を用て下を鐸す。
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　「一切心得自在」（「一切の心に自在を得」）7L57，とは、當句の繹なり。

　「到第一彼岸」（「第一なる彼岸に到れり」）2581とは、上を以て下を鐸す。亦た當句の鐸なり。

　第一なる彼岸に到れり「大阿羅漢」（「大阿羅漢」）29，とは、下に『［法華］経』を繹する中の

「是の如き等の衆の知識する所の大阿羅漢⊥26°、なり。上の歎徳の中の「心得自在」及び「到彼

岸」の二句を用て之れを稗す。彼岸に到るは是れ究寛の聲聞なるを以ての故に「大阿羅漢」と

構す。

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－1－2－4．問答②

〔校訂テキスト〕（A．15v3－6・O．16r6－v2・S．　om．・M，16v8－17r2・D．153vb13－17・T．789a5－9・X．

734b16－20）

問。心得自在云何是繹大阿羅漢。答。前稗心得自在具定261‘慧〔部2徳。雨，2ee］障倶蓋（捌匿｝L・［265‘得自

在。此必是大阿羅漢。鐸衆所知識中，前明凡衆2caipa。又聲聞下明聖衆知識。以具凡聖二衆所

知2b二識撫故禰爲衆也。

〔訓読訳〕

　問う、「心に自在を得」をもて云何んぞ是れ大阿羅漢を繹するや。

　答う、前に「心に自在を得」を鐸するに定慧徳を具す。雨障は倶に蓋くるを「心に自在を得」

と名つく．此れ必ず是れ大阿羅漢なり。「衆の知識する所」を繹する中、前に凡衆の知識を明か

し、又た、聲聞の下に聖衆の知識を明かす。具さに凡聖の二の「衆の知識する所」なるを以て

の故に禰して衆と爲すなり。

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－2．総別相門

〔校訂テキスト〕（A，15v716r7・0．16v2－17r4・S．　om．・M．17r2－18r5・D．153vb17－154rb4・T，

789a10－b6・X．734b20－735a1）

総2b9別27‘1相門者繹第二門。　L’71初標章門。皆是阿羅漢等下鐸線別門。2η回羅漢一句爲穂。漏蓋

已下十五句爲別，273皆是阿羅漢者、從此下但稗線不澤別、二74線羅漢或翻不生∫5⑳無著雁供。

今天親直翻爲態，十五中鐸初一句一明雁受飲食2：恒ヨ是雁供277義。絵十四但L’7“’ff］爲鷹。如文所

列。第十五云雁如實知同生衆生得諸功徳者。然経云。有二種五種佛子。拉從佛口生。謂同生衆

生。一者四果却亘縁畳爲五種佛子一二者四果拉法身菩薩爲五種佛子．

〔言川言売訳〕

　「線別相門王初とは、第二門を繹す，初めに章門を標す，

　「皆是阿羅漢等」（「皆な是れ阿羅漢」等の）2Slの下は偲別門を鐸す。

　「阿羅漢」の一句を穂と爲し、「漏蓋」已下の十五句を別と爲すぷ。

　「皆是阿羅漢」（皆な是れ阿羅漢）とは、此れ從り下は但だ総のみを澤して別を繹せずL，
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　偲じて羅漢2f“3i、或いは不生・殺賊・無著・磨供と翻ず。今、天親は直に翻じて「wa　J’2Miと爲

す。

　十五の中、初めの一句を澤す。「雁受飲食」（雁に飲食を受くべき）慾‘は、正しく是れ雁供の

義なることを明かす。饒の十四は但だ柄して雁と爲すのみ。文に列する所の如し。

　第十五に「雁如實知同生衆生得諸功徳」（雁に如實に同生の衆生を知り、諸の功徳を得て）「m．

と云うは、然るに経に云わく、「二種五種の佛子有り、拉びに佛口從り生ず」2S7）と。同生の衆生

28es／

を謂う。一には四果拉びに縁畳を五種の佛子と爲す2S9‘。二には四果拉びに法身の菩薩を五種

の佛子と爲す。

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3．摂取事門

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3－1．総釈

〔校訂テキスト〕（A．16r7－v5・O．17r4vl・S．　om．・M．18r5－v2・D．154rb4－11・T．789b6－13・X．735a1－

8）

撮取事門者。稗第三門。就文爲二。初総標次別繹。2g｝此十五句撮取十種功徳懸知者。明用十五

LPIi ee取十種功徳也。示現可説果不可説果故者。－i2”2解云。有爲果可説。無爲果不可論。跡囲

依1294文稗者。作十功徳名者名爲可読。不作十功徳名‘獅匿］不可説也。

〔訓読訳〕

　「撮取事門」’296とは、第三門を繹す。文に就いて二と爲す。初めに偲標、次に別繹なり。

　「此十五句撮取十種功徳鷹知」（此の十五句は十種の功徳を撮取すと雁に知るべし）「L「p7］とは、

十五句を用て十種の功徳を撮取することを明かすなり。

　「示現可説果不可説果故」（可説の果・不可説の果（29Sを示現するが故なり）LU’，とは、一解の云

わく、「有爲の果は可説、無爲の果は不可説なり」te「x）と。若し文に依りて鐸すれば、十の功徳の

名を作す者を名づけて可読と爲し、十の功徳の名を作さざる者は不可説なり。

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3－2．別釈

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3－2－1．十種功徳①②③④⑤

〔校訂テキスト〕（A．16v5－17v1・O．17v1－18r5・S．　om．・M．18v3－19v8・D．154rb11－vb1・T．789b14－

c13・X．735a9－b10）

何等爲十下。3°1別明十種功徳。3°2　一者撮取e「’3徳功徳者二句示現者，問。云何名関徳功徳。答。

一切羅漢必態諸漏已蓋無復煩憎故説脳徳功徳。二者三句撮取諸功徳者，問。云何名諸功3fi徳。

答。三句之中初句降凡。次雨句降聖。所以名諸也。翫［7撮取過亦三句何不名諸。以初故。又後三

云過。此三ff・as　9降伏功徳。但鋼団名不同耳。三3’ft者撮取不違功徳者前句明能於下降。此句

歎其上順。謂得羅漢已後方能善順佛教行故。四者撮取勝功徳。謂。諸羅漢中最勝故如人中大龍。
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五者撮取所鷹作勝功徳。明難得羅漢爲報佛恩更雁敬養尊重於佛。前第三叙順法。此句辮尊人。

〔訓読訳〕

　「何等爲十」（何等をか十と爲すや）31［の下は、別に十種の功徳を明かす。

　「一者撮取徳功徳者二句示現」（一には、徳の功徳を撮取するとは、二句もて示現す）112とは、

　問う、云何んぞ「徳の功徳」と名つくるや。

　答う、一切の羅漢は、必ず雁に「諸の漏は已に蓋き」、「復た煩悩無かる」べきが故に徳の功

徳を説く。

　「二者三句撮取諸功徳」（二には、三句もて諸の功徳を撮取す）［313とは、

　問う、云何んぞ「諸の功徳」と名つくるや。

　答う、三句の中に初句は凡を降し、次の雨句は聖を降す31’；。所以に「諸」と名つくるなり。

　過を撮取するも亦た三句あるに、何ぞ「諸」と名づけざるや，初めなるを以ての故なり。

　又た、後の三を過と云う。此の三は雁に降伏の功徳と云うべし。但だ名を立つること同じか

らざるのみ。

　「三者撮取不違功徳」（三には、不違なる功徳を掻取す）315とは、前の句は下降を能すること

を明かし、此の句は其の上順を歎ず。謂わく、羅漢を得巳りて後、方に能く善く佛の教に順じ

て行ずるが故なり。

　「四者撮取勝功徳」（四には、勝なる功徳を撮取す）316トとは、謂わく、諸の羅漢の中に最勝な

るが故に、人中の大龍の如し。

　「五者撮取所雁作勝功徳」（五には、雁に作すべき所の勝なる功徳を撮取す）317とは、羅漢を

得ると難も佛恩に報いんが爲めに、更に雁に佛を敬養し尊重すべきを明かす。前の第三は法に

順ずるを叙べ、此の句は人を尊するを辮ず。

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3－2－2．十種功徳⑥⑦

〔校訂テキスト〕（A．17v1－18r！・0．18r5－v6・S，　om・M．19v8－20r6・D，154vb1－9・T．789cl3－22・X，

735b10－18）

六者撮取満足功徳。學地所作未辮故未満足。今所作已辮。故云満足也。七者三句撮取過功徳。

前列三過。初二過過318伍］。後一過過上下界。謂。過學地實過三界。而言上下界者欲界爲散。上

二界爲静。故上下31’界3釦撮三界也。次塞三32］．句322怨者。離諸重据繹上過愛。重323難櫓錐具五

陰而愛爲其主。逮得己利稗過求命供養恭敬。以得浬繋利故不求世間求命敬養利也。蓋諸有結繹

上過上324下界。3咋兄蓋三．326圃之糸吉。故過上下界也。

〔訓読訳〕

　「六者撮取満足功徳」（六には、浦足なる功徳を撮取す）327とは、學地3錫は所作未だ辮ぜざる

が故に未だ満足せず。今は所作已に辮ずるが故に「満足」と云うなり。
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　「七者三句撮取過功徳」（七には、三句もて過なる功徳を撮取す）⑲とは、前に三過を列ぬ。

初めの二過は凡を過ぎ、後の一過は上下界卿を過ぐ。謂わく、學地を過ぐれば實に三界を過

ぐ。而して「上下界」と言うは、欲界を「散」と爲し、上二界を「静」と爲す。故に上下界に

三界を撮するなり。

　次に三句の怨を畢ぐるは、「諸の重捲を離れ」は上の「愛を過ぐ」を稗す。重難擦は五陰を具

すると難も而も愛SSI，は其の主爲り。

　「己利を逮得し」は「求命の供養・恭敬を過ぐ」を繹す。浬葉の利を得るを以ての故に世間を

求めず、敬養の利を求命［332／するなり。

　「諸の有結を蓋くし」は上の「上下界を過ぐ」を鐸す。已に三有のts’333’を蓋くす。故に上下

界を過ぐるなり。

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3－2－3．十種功徳⑧⑨⑩

〔校訂テキスト〕（A．18r1－v3・O，18v6－19r7・S．　oM．・M．20r6－v6・D．154vb9－155ral・T．789c22－

790a4・X，735b18－c4）

八者「33‘’ec］取上上功徳者。問。善得正智心解脱云何名上上功徳。答。論前上上起門中云。云何名

sss　i　if得正智心解脱者。諸ぷ漏已蓋故。艦囲義鐸者意在3ss漏蓋。是故漏蓋爲上上功徳。就文繹

者。諸「田9漏蓋者十五功‘en°徳中最初功徳。故云上上也。九者撮取雁作利ft　3；1衆生功徳。以一切

心得自在故。3’2能自在利盆於物。十者撮取上首功徳。毘婆沙云波羅蜜聲cY3聞。’”4聞此経到第

一彼岸。第一彼岸剖是波羅蜜也。問。云何名到彼岸。答。一切羅漢諸勝功徳。如無語三昧等皆

悉究SSsi園。故名到彼岸。

〔訓読訳〕

　「八者撮取上上功徳」（八には、上上なる功徳を撮取す）i3’6とは、

　問う、「善く正智心解脱を得る」を、云何んぞ上上功徳と名つくるや。

　答う、論の前の上上起門の中に云わく、「云何んぞ「善く正智心解脱を得る」と名つくるや。

「諸の漏は已に蓋くる」が故に」と。

　義に就いて稗せば、意は「漏の蓋くる」に在り。是の故に「漏の蓋くる」を上上功徳と爲す。

　文に就いて鐸せば、「諸の漏は蓋くる」とは、十五の功徳の中、最初の功徳なるが故に「上

上」と云うなり。

　「九者撮取鷹作利盆衆生功徳」（九には、雁に衆生を利盆するを作すべきなる功徳を撮取す）（④

とは、「一切の心に自在を得る」を以ての故に能く自在に物を利益す。

　「十者撮取上首功徳」（十には、上首なる功徳を撮取す）318とは、『［阿毘曇］毘婆沙［論］』に

云わく、「波羅蜜聲聞」319iと。此の『［法華］経』には「第一なる彼岸に到れり」と聞けり。「第

一 なる彼岸」とは即ち是れ波羅蜜なり、
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　問う、云何んぞ「彼岸に到れり」と名つくるや。

　答う、一切の羅漢は諸の勝功徳・無諄三昧（35°］等の如く、皆な悉く究寛するが故に「彼岸に到

れり」と名つく。

5－2－3－2－2－2－2－2－2－1－3－2－4．問答

〔校訂テキスト〕（A．18v3－19r2・O．19r7－v7・S　om．・M，20v6－21r3・D．155ra1－8・T，790a4－12・X．

735c4－11）

問。羅什経十功徳中凡具幾耶。答。但1351三352h有功徳。諸漏已蓋無復煩憎。即十功徳中徳功徳

也。逮得己利蓋諸有結。即是第七過功徳。論過功徳中有三句。今不撮離諸重捲。但有逮徳己利

蓋諸有結也。心得自在。即是十功徳中第二諸功徳。論明諸功徳有三句。今但有降伏世間功徳。

謂心自在。善得心解脱善得慧解脱。此二降伏學鏑囚功徳。今不撮也。

〔訓読訳〕

　問う、［鳩摩］羅什の「［妙法蓮華］経』は十功徳の中、凡そ幾くを具するや。

　答う、但だ三の功徳のみ有り。

　「諸漏已蓋無復煩憎」（諸の漏を已に蓋くし、復た煩悩無く）3“は、9ilち十功徳の中の徳功徳

なり。

　「逮得己利蓋諸有結」（己利を逮得し、諸の有結を蓋くして）　／［’55iは、即ち是れ第七の過功徳な

り。『［法華］論』の過功徳の中に三句有り。今、「諸の重憺を離れ」を撮せず。但だ「己利を逮

得し、諸の有結を蓋くして」のみ有るなり。

　「心得自在」（心に自在を得たり）k“’6は、自口ち是れ十功徳の中の第二の諸功徳なり。『［法華］

論』に諸功徳を明かすに、三句有り、今は但だ世間を降伏する功徳のみ有りて、「心に自在を

［得たり］」と謂う。「善く心解脱を得、善く慧解脱を得」の此の二は、學人を降伏する功徳なる

に、今は撮せずなり。

皿　結語

　以上、本稿では、「論疏』の「正体分」の「別列七門」から「釈衆成就」の「釈羅漢章門」ま

での校訂テキスト並びにそれに基づく訓読訳を提示した．

　ここでの吉蔵の見解について、簡単にまとめるのならば、以下のようになる。

　七成就のうち、第一の序分成就は如是・我聞・一時・教主・住処の五種に分けられる。『法華

論疏』では、このうち住処についてのみ説明をする、

　王舎城や霊鷲山が、他の大城や五山と比べても、最も勝れたものであることを引用しながら

述べ、『法華経』もまた他の経典よりも勝れているということを強調する。特に『華厳経』と

「法華経』との差異について、『華厳経』は尽理の法を明かしているが、五乗の衆生がすべて成

41
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佛するということは明かしていない。よって『華厳経』はまだ諸佛の心を述べたものではない、

とする。『法華経』だけが唯一、諸佛の心を明らかにしたものなのであり、最も勝れていると述

べている，

　また、第二の衆成就については、『法華論』において数成就・行成就・摂功徳成就・威儀如法

住成就の四種に分けられている。このうち行成就について、『法華論』は声聞の功徳成就につい

ての説明の中で、『法華経』の「序品」の初めの経文を三種の方法によって解釈をしている。そ

れは上上起門・総別相門・摂取事門である。吉蔵は、上上起門における阿羅漢の功徳について

の説明を「上下」という観点から説明し直している。次に総別相門の釈文では、『法華論』には

阿羅漢が「応供」と呼ばれる理由として十五種を挙げているが、そのうち、「応供」の説明とし

て正しいものは初めの説明だけであるとする。また、摂取事門の釈文においては、摂取事門で

説かれている十の功徳が、『妙法蓮華経』では三種しか説かれていないことを指摘している。こ

れは、『法華論』において声聞の功徳は十六種挙げられているが、鳩摩羅什訳には六種しかな

く、そのため摂取事門においては、三種の功徳しか説かれていないということを指摘したもの

である。

注

（1）乙本は破損のため、「列」（0．voLl　p．9v　1．2）を欠く。

（2）正徳本・『続蔵経』・『大正蔵』・『新続蔵』には「就文又二，初列次稗文。」cM，　vol．1　p．9r　L7：D．1・74－2　p．151vb

　　　l．6；T．40no，1818　p．787a　lL17－18；X、46　no．789　p．732a　L21）とあるが、甲本・乙本には「又」（A．　voLl　p．9r

　　　／，5；O．vol．1　p9v　l．2）と一字のみある。そのうち甲本には「又」に「就文有二初列次繹」との添字がある

　　　のに従い、挿入する。そのため、甲本・乙本以外の諸本での「又」を「有」に変更し、「稗文」を「澤」

　　　とすることになる。これは、甲本・乙本以外の諸本の注記にある異本と合致する。

（3）正徳本・r続蔵経』・ア大正蔵』・『新続蔵』には「又」とあり、注記が付されている，正徳本・『続蔵経』・『新

　　　続蔵』には「又一作有」（M．voLl　pgr／，7；D．1－74－2　p，151vb　L6：X46　no．789　p．732　n．10）との、『大正蔵」

　　　には「又＝有◎」（T．40　no．1818　p．787　n．10）とある，

i4〕正徳本・『続蔵経」イ大正蔵』三新続蔵」には「稗文」とあり、その「文」には注記が付されている，正徳

　　　本・『続蔵経』・『新続蔵』には「文一無」（M．voLI　pgr　l．7：D．1－742　p、151vb　L6：X46　no、789　p．732　n．11　1，と

　　　の、『大正蔵』には「〔文〕ノー㊧」（T，40no，1818　p，787　n．11）とある。

（5）「留支訳」・「摩提訳」には「何等爲七。」（T26　no．1519　p．lb　Ll；T．26　no．1520　p．10c　L20）とある。

（6）『法華論』では、七種功徳成就比成就）によって『法華経』の「序品」を釈しているc七種功徳成就と

　　　は、①序分成就、②衆成就、③如来欲説法時至成就、④所依説法随順威儀住成就、⑤依止説因成就、⑥

　　　大衆欲聞法現前成就、⑦文殊師利答成就の七種のことである。

（7｝正徳本・r続蔵経』・『新続蔵』には「序上一有又字」（MvoLI　p．9v　L2：D．1－742　p．151vb　Lll；X46　no，789

　　　p．732　n．15）との、『大正蔵』には「（有ピ＋序㊥」（T．40no．1818　p．787　n．15）との注記がある，

　　　正徳本口続蔵経」・「大正蔵」・「新続蔵」には、この箇所の前に『法華論』の「何等爲七一者序分成就二者

　　　衆成就三者如來欲説法時至成就四者依所説法威儀随順住成就五者依上説因成就六者大衆欲聞法現前成就

　　　七者文殊師利答成就」（MvoLI　p．9r　1．8　一　9　v　Ll；D．1－74－2　p．151vb　ll．7－10；T．40　no．1818　p．787a　ll．19－22；X46
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　　no．789　p．732a　l．22－bLl）との文章が挿入されている。

（8）乙本は破損のため、「第」（O．voLI　pgv　1．3）を欠く。

（9）乙本は破損のため、「章」（O．vol．l　pgv　l．3）を欠く、

（10）乙本は破損のため、「三一時」（O．vol．1　p．9v　ll．3－4）を欠く。

（11）甲本には「経」CA．　vo1．1　p9r　l．6）とあるが、「住」との訂正があり、また、甲本以外の諸本には「住」

　　　（O．voLI　p，9v　L4；M．　vol．1　pgv　L3；D．1－74－2　p．151vb　l．12；T．40　no．1818　p787a　l．24；X．46　no．789　p．732b　L3）と

　　あるのに従う，

　　正徳本・「続蔵経』・『新続蔵」には「住一作経一作説」（M．voLI　pgv　L3；D1－74－2　p．151vbノ，12：X．46　no．789

　　p．732　n．16）との、「大正蔵：には「住＝経’蓮，説”le：．」（．　T．40　no．1818　p．787　n．16）との注記がある。

（12）乙本は破損のため、「復」（O．vol．1　p．9v　1．5）を欠く。

（13）乙本は破損のため、「就」（O．voLI　p．9v　1．6）を欠く。

C14）正徳本・『続蔵経』・r大正蔵』・『新続蔵」には、この箇所の前に『法華論』の「又序分成就者」（M．　vol．1

　　pgv　l．6：D．1－74－2　pl51vb　l．15；T．40　no，1818　p．787a　1．28；X．46　no．789　p．732b　1．6）との文章が挿入されている。

（15）乙本は破損のため、「序分成就。就文爲二。一正繹。二暴経示稗虚。就初又四。一標二種勝義勧知。何等

　　爲二下，第二別出二種勝義。如王」（O．voLIp，9vL7－p．10rl2）を欠く。

（16）甲本には「序分成就文爲二」（．・A．voLI　pgv　L2）とあり、乙本は破損のため確認できず。文意により、甲

　　本・乙本以外の諸本に「序分成就就文爲二」（M．vol，1　pgv　1．8：D，1－74－2　p，151vb　l．17：T．40　no，1818　p．787a

　　L29：X．46no，789p，732bL8）とあるのに従う、

（17）「留支訳」・「摩提訳」には「序分成就者。」（T．26　no．1519　p．lb　L6；T．26　no．1520　p．10c　L24）とある。

（18）七種功徳成就を吉蔵は「七分」と記す。この七分がそれぞれ対応する『法華経』の経文については、河

　　村孝照［1992：2］を参照。

（19｝【序分成就】清水梁山［1922：769n．14］には「序分成就とは、七成就の第一なり。この序分成就の下に二

　　種の勝義成就を説くこと文の如し。」とある。

（20）「留支訳」には「此法門中示現二種勝義成就。此義鷹知，」（T．26no．1519　p．1b　ll．6－7）とあり、「摩提訳」

　　には「此法幽門示現二種義成コ就。」¢【T．26p．10　n．20】「門＋（中）◎㊧」②【T，26p．10　n，21】「就＋（此義

　　　感知）・；㊧」（T、26no．1520　p，10c　ll．24－25）とある。

（21）七種功徳成就のうち、初めの序分成就においては、二種の勝義の成就が明らかにされる。その二種の勝

　　義とは、①諸法門中最勝義と②自在功徳義である。つまり、『法華経」の「序品」の最初の部分〔序分）

　　において、『法華経』が諸経の中で最も優れたものであるということと、「法華経』には自在なる堪深

　　なる）佛の功徳の力が備わっているということが明らかにされるのである。

（22）乙本は破損のため、「正禦」（O，voLI　p．10r　1．2）を欠く、

〔23）乙本は破損のため、「示二」（O，voLI　p，10r　L2）を欠く，

C24）乙本には「顯」の前に「勧知何等爲二下第二別出前二種勝義如王舎城下第三正塁城山示二種勝義」〔O．voLl

　　p．IOr／U．2－4）とあり、同じ文章が繰り返し書かれているため、誤記と考えられる、

（25）乙本は破損のため、「義」（0．voLl　p．10r　L5）を欠く、

（26）「留支訳」・「摩提訳」には「何等爲二、」（T．26no，1519　p．1b　l．7：T．26　no．1520　p．10c　L25）とある。

（27）「留支訳」には「一者示現諸法門中最勝義成就。二者示現自在功徳義成就。」（T．26no，1519　p．1b／」7・8）と

　　あり、「摩提訳」には「一者L示現一切諸法門中最2勝義成就故。二者示現自在功ミ徳成就故。」①【T．26

　　p．10　n．22】「〔示現〕一ε⇔」②【T．26p．10n23】「勝＋（義）（∋⇔」③【T．26p．lln．1】「徳＋（義）1∈）㊦．」（T．26

　　no．1520p．10cl．25－p．11al．1）とある。

（28）「留支訳」には「如王舎城。勝於一切諸鹸城舎。書閣堀山勝鹸諸山。」（T．26no．1519　p．1b　ll．8－10）とあり、

43
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（29）

（30）

（31）

（32）

（33）

（34）

（35）

（36）

（37）

（38）

（39）

（40）

（41）

C42）

（43）

「摩提訳」には「如王舎城。勝治一切城舎故。書閣堀山勝齢諸山ξ「故。」①【T．26p．11　n．2】「（於諸）＋鹸

e㊨」②【T．26p．11　n．31「故＋（顯此法最勝義故）θ⇔」（T．26　no．1520　p．11a〃．1－2）とある。

【王舎城・霊鷲山】清水梁山［1922：769n．15］には「王舎城。梵名は易羅闇姑利咽（Rajagriha）、中印度

摩掲陀国都城の名なり。書閣幌山とは梵名の正音は姑栗陀羅矩旺（Grdharakata）、説略して香閣堀と云

ふなり、霊鷲と翻ず。王舎城の東北十四五里の処に此の山あること西域記巻九に看えたり、又印度五山

中最高の山にして、好林水多く、古来多く聖人の住処なりしこと、大智度論巻三に看えたり。今の論文

またよく此の説に合へり。」とある。

吉蔵は、この後の箇所において、王舎城によって自在義が、霊鷲山によって最勝義が示されているとす

る。

「留支訳」には「書闇掘山勝除諸山。顯此法門最勝義故。」（T26　no．1519　p．lb　1．10）とあるが、「摩提訳」

には「書閨堀山勝絵諸山故。」①【T．26　p．11n．3】「故＋（顯此法最勝義故）ε⑧」（T．26　no．1520　p．11a　1．2）

とあり、「顯此法最勝義」を欠いているが、この一文を有する版もあるとの注記がある、

吉蔵がここで述べている正しく勝義が明かされているとする経文は、鳩摩羅什訳「妙法蓮華経』巻第一

にある「如是我聞。一時佛住王舎城書閣幌山中。」（T．9　no．262　p．lc　1．19）との箇所である。

「留支訳」には「如経婆伽婆王舎城書閣堀山中故。」（T．26no．1519　plb　ILIO－11）とあり、「摩提訳」には

「如経如是我聞一時佛住王舎城書闇堀山中故。」①【T．26p．lln．4】「如是我聞一時＝婆伽婆e㊨」（この

注記にそのままよれば、「如是我聞一時佛；婆伽婆」ではないことになる，誤記か。）（T．26　no．1520　p．11a

lt．2－3）とあるs

正徳本・『続蔵経』・『大正蔵』・『新続蔵』には、この箇所の前に『法華論」の「此法門中示現二種勝義成就

雁知何等爲ニー者示現諸法門中最勝義成就故二者示現自在功徳義成就故如王舎城勝於諸鹸一切城舎書闇

堀山勝鹸諸山故」（M．voLl　p．10r　IL2－6；D．1－74－2　p．152ra　IL3－7：T．40　no．1818　p．787b〃，5－8；X，46　no，789　p．732b

IL12－16）との文章が挿入されている。

甲本には「云何勝一切勝一切城」（A．vo1．1p．9vL6）とあり、「一切勝」との語があるが、甲本以外の諸本

には「云何勝一切城」（O．vol．1　p．10r　1．5；M．　voLl　p．10r　1．7：D．1－74－2　p．152ra　L8：T．40　no，1818　p．787b　L9：X．46

no．789p．732bL17）とあるのに従う。

乙本は破損のため、「大國」CO．voLI　p．10r　IL5－6）を欠く，

乙本は破損のため、「大」（O．voLl　p．10r　L6）を欠く。

正徳本・『続蔵経』・『新続蔵』には「王下一有以字」（M．voLI　p．10r　L9；D．1－74－2　p．152ra　l．10；X．46　no．789

p、732n．21）との、『大正蔵』には「王＋（以）／㊥」（T．40　no，1818　p，787　n2Uとの注記がある。

正徳本・『続蔵経』・「大正蔵』・『新続蔵』には「王人民」（M．voLI　p．10r　L9：D，1－74－2　p．152ra　1．10；T．40　no．1818

p．787b　l．11；X．46　no，789　p．732b　l．19）とあるが、甲本・乙本には「王以人民」（A，　voLl　p，10r　l．1：0．voLl

p．10r　L7）とあるのに従う、甲本・乙本以外の諸本の注記にあるように、異本と合致する。

乙本は破損のため、「別立一小」（O．vol．1　p．10r　L7）を欠く。

正徳本は破損のため、「一切城」（M．vol．1　p，10r　LIO）を欠く一

正徳本は破損のため、「舎」〔M．vol．1　p．10r　l．10）を欠く，

この「別伝」が何を指すのかについては不詳，ただ、失訳「薩婆多毘尼毘婆沙』巻第二には「佛在王舎

城者、有論師言、此國於十六大國最勝故，名王舎城、」（T．23　no．1440　p．515c　IL24－25｝とある。

鳩摩羅什訳r大智度論』巻第三には「佛混葉後。阿闇貰王以人民韓少故．捨王舎大城、其邊更作一小城。

廣長一由旬，名波羅利弗多羅猶尚於諸城中最大．何況本王舎城。」（T25no．1509　p．78aU．17－20｝とある，

また、吉蔵撰r法華義疏』巻第一には「智度論云，佛滅度後阿闇世王以人民減少捨本大城更造一小城．

於諸城中猶尚爲大。況本王舎城耶．」（T．34no　l721　p．456a　IL27－29）とある，



吉蔵撰『法華論疏』の文献学的研究〔3日中井）

（44）乙本は破損のため、「於」（O．vol．l　p．10v　L1）を欠く。

（45）乙本は破損のため、「経中」（O．voL！　p、10v　Ll）を欠く，

（46）乙本は破損のため、「凡」（O．voLl　p，10v　l．2）を欠く。

（47）正徳本は破損のため、「乗」（M．voLI　p．10v　1．1）を欠く。

（48）正徳本・『続蔵経」・「新続蔵』には「即一無」（M．voLI　p．10v　L1；D，1－742　p．152ra　l．12；X．46　no．789　p．732

　　n22）との、『大正蔵』には「〔即〕㌧㊧」（T．40　no．1818　p．787　n．22）との注記がある。

（49）乙本は破損のため、「世」（O．voLl　p，10v　L2）を欠く。

（50）乙本は破損のため、「乗」（O．vol．1　p．10v　l．3）を欠く。

（51）乙本は破損のため、「正」（Ovol．1　p．10v　1．3）を欠く。

（52）甲本には「経中勝」（AvoLlp．10rl．4）とあるが、「経」には「衆」との添字があり、また、乙本には「衆

　　経中勝」（O．vol．lp．10vL3）とあるため、「衆経中勝」とする。甲本・乙本以外の諸本には「衆中経勝」

　　　（M．voLl　p．10v　il．2－3：D．1－74－2　p．152ra　ll．13－14；T．40　no．1818　p．787b　L151　X．46　no．789　p732b　ll．22－23）とあ

　　る。

（53）正徳本・『続蔵経』・『新続蔵』には「中経一作経中」（M．vollp．10vl．3；D．1－74－2p．152raL14；X，46no．789

　　p．732n23）との、『大正蔵』には「中経＝経中‘⑰」（T．40　no．1818　p．787　n．23）との注記がある。

〔54）乙本は破損のため、「法暢」（O．Vol．lp．10vL3）を欠く。

〔55）甲本には「聖」CA．　vo1．1　p．10r　l．4）とあるが、「生」との訂正があり、また、乙本には「生」（O．voLI　p，10v

　　L4）とあるため、「生」とする。甲本・乙本以外の諸本には「聖」（M．　voLI　p．10v　1．3；D．1－74－2　p．152ra　1141

　　T．40no，ユ818p．787bL16：X46no．789p．732bL23）とある．

ほ6｝甲本・乙本には「難」の下に「明」〔A，vol．l　p．10r！．5；O．voLl　p，10v　L4）とあるのに従う，また、甲本・

　　乙本以外の諸本には「難」cM．vol．1p．10vl．4：D．1－74－2p．152ral．15：T．40no．1818p，787bL16：X．46no．789

　　p．732bL24｝の下に「明」はないが、注記の異本と合致する，

　　正徳本・1続蔵経」・『新続蔵」には「難下一有明字」（M．vollp，10vl．4；D．1－74－2p．152ral．15：X．46no789

　　p．732　n．24　．，との、：大正蔵』には「難＋（明｝’璽」（T40　no　1818　p．787　n．24　．，との注記がある。

c57）乙本は破損のため、「之」tO．voLl　p．10v　L5）を欠く，

・581甲本・乙本には「生」の下に「並」｛A．voLl　p．10r／．6；O．voLl　p．10v　L5　’）とあるのに従う　また、甲本・

　　乙本以外の諸本には「生」c．M．　vol．1　p．10v／，4：D．1－74－2　p．152ra　8．15；T．40　no．1818　p．787b　l．17；X，46　no．789

　　p．732bl．24）の下に「並」はないが、注記の異本と合致する，

　　正徳本・「続蔵経」・『新続蔵：には「生下一有並字」［Mvol．1p．10v／．4：D．1－74－2p．152ral．15；X．46no789

　　p．732　n．25）との、『大正蔵工には「生＋↓並〕1．㊧」（T，40no．1818　p．787　n．25）との注記がある，

ほ91乙本は破損のため、「之」（O．voLl　p，10v　l．5）を欠く。

（60）乙本は破損のため、「経」（O．voLl　p．10v／6）を欠く。

（61）乙本は破損のため、「故最」（0．voLl　p．10v　L6）を欠く・

（62）乙本は破損のため、「有一切諸法一切自在神カー切秘要之藏甚深之事皆於此経宣示顯説絵経但當教明義未

　　暢諸佛之心是故此経最」（0．voLl　p．10v　l．7－p，11r　l．2）を欠く。

（63）甲本は「未暢諸佛之心」の六字を欠くが、「是」（A．voLI　p　10v　l．2）の隣に「未暢諸佛之心」との添字が

　　あるため挿入する、乙本における「未暢諸佛之心」の有無は破損のため確認できない．甲本・乙本以外

　　の諸本には「未暢諸佛之心」CM．　voLl　p．10vノ，8；D，1－74－2　p．152rb　l　l：T．40110．1818　p，787b〃．21－22：X，46

　　no．789p．732cL4｝とある．

〔64）甲本・乙本には「又論」cA．　vol．1　p　10v／．2；0．vol．l　p．11r　L2）とあり「如」を欠くが、甲本には「論」の

　　隣に「如」との添字があるため挿入する　甲本・乙本以外の諸本には「又如論」tM．　vol．1　p．10v／．9：D，1一
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（65）

（66）

C67’）

（68）

（69）

（70）

（71）

（72）

（73）

（74）

（75）

（76）

（77）

（78）

（79）

（80）

（81）

（82）

（83）

（84）

74－2p．152rbL2iT．40no．1818p．787bl．22iX．46　no．789p．732cL5）とある、

甲本・乙本には「経爲十七」（A．voLl　p」Ov　l．2；O．vol．1　p．11r　1．2）とあり、「有」を欠くが、甲本には「爲」

の隣に「有」との添字があるため挿入する。甲本・乙本以外の諸本には「経有十七」（M．voLl　p，10v　l9；

D．1－74－2p．152rbL2；T．40no．1818p．787bt23；X．46no．789p，732cL5）とあり、「爲」を欠く、

鳩摩羅什訳「妙法蓮華経』巻第六には「如來一切所有之法、如來一切自在神力。如來一切秘要之藏。如

來一切甚深之事．皆於此経宣示顯説，」（T．9　no．262　p．52a　IL17－20）とある．

「留支訳」には「此大乗修多羅有十七種名。顯示甚深功徳。」（T．26no．1519　p．2c〃．13－14）とあり、「摩提

訳」には「此大乗修多羅有十七種名。顯示甚深功徳。」CT26　no．1520　p．12b　ILL7－3）とある，

乙本は破損のため、「之」（O．voLI　p，11r　L4）を欠く、

甲本には「云」（A．voLI　p．10v／，4）とあるが、甲本以外の諸本には「言」（O、voLI　p．11r　1．4；M．　vol．1　p．11r

Ll；D．1－74－2　pl52rb　l．4；T．40　no．1818　p．787b　l．25；X，46　no，789　p．732c　1．7）とあるのに従う

乙本は破損のため、「故下」（O．voLI　p．11r　L5）を欠く。

乙本は破損のため、「云」（0，voLI　p．11r　l．5）を欠く。

乙本は破損のため、「諸」（O．vol．1　p．11r　L5）を欠く。

乙本は破損のため、「餐」（O．vol．1　p．11r／L5）を欠く。

乙本は破損のため、「刷（O．voLl　p．11r　L6）を欠く。

乙本は破損のため、「大」（O．voLI　p．11r　L6）を欠く，

鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』巻第二には「爲諸聲聞説是大乗経，名妙法蓮華教菩薩法佛所護念。」（Tg　no262

p．11bll．15－16）とある、

求那蹟陀羅訳『勝髪師子吼一乗大方便方広経』十受章第二には「撮受正法者是摩詞街，」（T．12no．353

p．219bl．7）とある。

甲本には「異撮」（A．vol．1　p．10v　L7）とあり、「者」を欠くが、甲本以外の諸本には「異者播」（O．voLl

p．11r　l．6；M．　vol．1　p．11r　L4：D．1－7＋2　p．152rb　l．7：T．40　no．1818　p．787b　L28i　X，46　no．789　p．732c　LIO）とあるの

に従う．

甲本には「既朽」（A．voLl　p．10v　t．7）とあるが、「朽」の隣には「稽」との訂正があり、また、乙本には

「既稻」（O．vol．1　p．11r　L7）とあるのに従う。甲本・乙本以外の諸本には「已構」（M．　voLI　p．11r　L4；D．1－

74－2pJ52rb　l．7；T．40　no．1818　p．787b　L28；X46　no，789　p．732c　LIO）とある。

甲本・乙本以外の諸本には「般」（M．voLI　p．11r　L5；D，1－74－2　p．152r　L8：T40　no．1818　p．787bノ．29；X，46　no，789

p．732c　Ll1）とあるが、甲本・乙本には「波」↓A．　voLI　p，10v　l．7：0．voLl　p．11r　L7）とあるのに従う、

乙本は破損のため、「説爲最上乗」（O．voLI　p．11r　l．7）を欠く。

乙本以外の諸本には「説最」（A．voLl　p．11r　LI；M．　voLI　p．11r　1．5；　D．1－74－2　p．152rb　L8；T．40　no．1818　p．787b

L29；X46　no．789　p．732c！．11）とあり、「爲」を欠くが、甲本には「最」の隣に「爲」との添字があるのに

従う，乙本は破損のため確認できない。また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する。

正徳本・『続蔵経』・「新続蔵』には「最上一有爲字」（M，voLl　p．11r　l．5：D．1－74－2　p．152rb　L81　X．46　no．789

p．732n．26）との、『大正蔵』には「（爲）イ＋最㊧」（T．40　no．1818　p．787　n．26）との注記がある，

甲本・乙本には「大者」（A．voLI　p．11r　iLl－2；O．vol．1　pllv　l．1）とあるが、甲本には「者」の隣に「乗」

との添字があるのに従う。甲本・乙本以外の諸本には「大乗」（M．voLI　p．11r！，6：D．1－74－2　p．152rb　1．9：T．40

no，1818p，787cl．1；X．46no，789p．732cl．12）とある。また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致す

る、

「大正蔵』には「乗＋（者戸㊥」（T．40no．1818　p．787　n．27）との注記がある。

正徳本・r続蔵経』・『新続蔵』には「未上一有者字」（M．voLI　p．11r　L6：D，1－74－2　p．152rb　L9；X46　no，789
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　　p．732　n．27）との注記がある，

t85）乙本は破損のため、「廃」（O．voLI　p，11v　l．1）を欠く，

（86）乙本は破損のため、「乗已」〔O．voLl　p，11v　l．1）を欠く。

C87＞乙本は破損のため、「是果」〔0，voLl　p．11v　IL2－3）を欠く．

（88）乙本は破損のため、「論」（O．voL］p，11v　L3）を欠く，

（89）乙本は破損のため、「是乗」（O，voLI　p．11v　L3）を欠く。

〔90）乙本は破損のため、「中住」｛O．voLl　p，11v　L3）を欠く．

（91）甲本には「佛乗愛名」（A．voLl　p．11r！．4）とあるが、「乗」の隣に「果」との訂正があるのに従う。甲本

　　以外の諸本には「佛乗反名」（O，voLI　p．11v　t．4i　M．　vol．l　p，11r　ll．8－9；　D．1－74－2　p．152rb　ll．11－12：T．40　no．1818

　　p．787cL4；X．46no．789p．732c1Z14－15）とある。

　　正徳本には「佛下乗一作果」（M．vol．l　p．11r／．8）との、『続蔵経』・：新続蔵』には「乗一作果」｛：D．1－74－2

　　p．152rb　Lll；X．46　no．789　p．732　n．28）との、「大正蔵』には「乗＝果ノ㊧」（T．40　no．1818　p．787　n28）との

　　注記がある、

（92）正徳本・『続蔵経』・「新続蔵』には「反一・作饗」（M．voLI　p．llr　l．9；D．L74－2　p，152rb／．12；X46　no．789　p　732

　　n．29）との、：大正蔵』には「反＝愛『．⑰」〔T．40　no．1818　p．787　n．29）との注記がある一

（93）正徳本は破損のため、「位故知」〔M．voLI　p．11rノ．10）を欠く，

（94）真諦訳r摂大乗論釈：巻第八には「如來成立正法有三種，一立小乗、二立大乗，三立一乗，於此三中第

　　三最勝、」（T．31no．1595　p．212bl！．20－22）とある．

（95）鳩摩羅f十訳『金剛般若波羅蜜経』には「如來爲獲大乗者説、爲登最上乗者説。」（T．8no．235　p．750c／／13－

　　14｝とある．また、菩提流支訳『金剛般若波羅蜜経』には「此法門如來爲登大乗者説，爲登最上乗者説，」

　　　（T，8no．236　p．755a　ll．3－4）とある，

（96）鳩摩羅什訳『大智度論』巻第五十には「是乗從三界中出、至薩婆若中住。以不二法故、」〔T，25no．1509

　　p．419cll．15－16）とある，また、吉蔵撰「法華玄論』巻第六には「大品云是乗至薩婆若，則饗不名爲乗．」

　　（T．34　no．1720　p．414cl．29　一　p．415al．1）とあり、ほぽ同様の趣意の引用文があるので、この『法華論疏』で

　　は「大智度論』からの引用としているが、『大品般若経］からの引用とする場合もある。なお、鳩摩羅什

　　訳「摩詞般若波羅蜜経』巻第六には「是乗從三界中出。至薩婆若中住。以不二法故，」（T，8no，223　p．259c

　　〃．18－19）とある．

［．97）吉蔵撰『法華玄論』巻第六には「二者約因果爲論。法華乗長，大品則短，法華明諸子及佛皆乗大車，大

　　車通因果故長一大品云是乗至薩婆若　則壁不名爲乗、乗義則短也，」（T．34　no．1720　p．414c／．27－p．415a　Ll｝

　　とある。

〔98）乙本は破損のため、「果」（O．voLl　p，11v　L6〕を欠く。

（99）乙本は破損のため、「乗故名」（O．voLl　p．11v　L6）を欠く。

（100）乙本は破損のため、「大一乗但果如法華1又法華論云一乗者謂無上菩提果究寛故此一往判更有飴義浬繋経

　　云佛性謂一乗」（O，voLI　p．llv　1．7　－p．12r　l．2）を欠く’）

（101）乙本以外の諸本には「徒」（A．vol．1　p．11v　l．1；M．　voLI　p，11v／．3；D．1－74－2　p．152rb　l．16；T．40　no．1818　p．787c

　　L9：X．46　no．789　p733a／．Dとあるが、甲本には「往」との訂正があるのに従う，乙本は破損のため確認

　　できない。また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する。

　　正徳本・『続蔵経」・『新続蔵』には「徒一作往」（M．voLI　p．11v　l．3；D．1－74－2　p．152rb　L16：X，46　no，789　p．733

　　n．1）との、『大正蔵』には「徒＝往ノ㊥」（T．40　no．1818　p．787　n．30）との注記がある、

（102）乙本は破損のため、「若」（O．voLl　p．12r　1．1）を欠く。

（103）すべての諸本に「二果」（A，vol，1　p．11v／．4：0．voLl　p．12r　1．4；M．　vol．l　p．1lv　L6；D．1－74－2　p．152v　11；T．40
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　　no．1818p．787cL13：X46no．789p．733al．4）とあるが、甲本には「果」の隣に「乗」との添字があるため

　　挿入する。

　　正徳本・『続蔵経」・『新続蔵』には「二下一有乗字」（M。voLI　p．11v　L6：D．L742　p．152va　Ll；X．46　no．789

　　p．733　n．2）との、r大正蔵』には「二＋（乗）f㊧」（T．40　no．1818　p．787　n．31）との注記がある。

（104）鳩摩羅什訳『十二門論』観因縁門第一には「諸佛大人乗是乗故。故名爲大。又能滅除衆生大苦。與大利

　　益事故名爲大。又観世音。得大勢。文殊師利。彌勒菩薩等。是諸大士之所乗故。故名爲大。」（T．30no．1568

　　　p．159cll．16－19）とある。

（105）「留支訳」には「十四名説一乗経者。以此法門顯示如來阿褥多羅三貌三菩提究寛之饅。彼二乗道非究寛

　　　故。」（T26　no．1519　p．3a　IL6－8）とあり、「摩提訳」には「十四名説一乗経者。1此法門顯示如來阿褥多羅

　　三貌三菩提究寛之饅。こ二乗非究寛故。」①【T．26p，12　n．36】「（以）＋此．◎⇔」②．【T．26　p．12　n．41】「二乗

　　　＝非二乗道e、彼二乗道㊨」（T．26no．1520　p．12b　ll．22－24）とある。

（106）曇無議訳慧厳等再治『大般浬薬経』（南本）巻第二十五には「究寛畢莞者一切衆生所得一乗。一乗者名爲

　　佛性。以是義故。我説一切衆生悉有佛性．。一切衆生悉有一乗。以無明覆故不能得見。（略）。佛性者即首

　　樗嚴三昧。性如醍醐。即是一切諸佛之母。以首樗嚴三昧力故。而令諸佛常樂我浮。一切衆生悉有首梼嚴

　　三昧．以不修行故：不得見。」①【T．12p．769　n．5】「樗＝稜㊧」②【T．12　p．769　n．6】「不＋（能）e」（T，12

　　no．375p．769al．25－bl．5）とある。また、この文章の後に「首樗嚴三昧’者有五種名。一者首樗嚴三昧。

　　二者般若波羅蜜、三者金剛三昧。四者師子吼三昧。五者佛性。随其所作虚庭得名。」①【T．12　p．769　n．8】

　　「（二）＋者㊥」（T．12no．375　p．769b　ll．6－9）とあり、これによれば「首樗厳三昧」の異名の一つとして「師

　　子吼三昧」がある。

（107）乙本は破損のため、「山」（O．voLI　p．12r　l．5）を欠く。

（108）乙本は破損のため、「者」（O．vol．1　p．12r　L5）を欠く。

（109）甲本には「五中於鷲山」（A，voLI　p．11v　l．5）とあるが、甲本以外の諸本には「五山於五山中鷲山」（O．voLl

　　p，12rL5；M．voLlp．11vl．8；D．1－74－2p152val．3；T，40no．1818　p．787cL15；X46no．789p．733aL6）とあるの

　　に従う。

（110）乙本は破損のため、「山最」（O，voLI　p．12r　i．5）を欠く。

（ll1）甲本・乙本以外の諸本には「及」（M．　voLI　p，11v　L9；D．1－74－2　p．152v　l．4：T．40　no．1818　p．787c　L16：X．46　no．789

　　p．733aL7）とあるが、甲本・乙本には「乃」（A，vol．1　p．11vl．6；　O．vol．1p，12rl．6｝とあるのに従う。また、

　　甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する、．

　　正徳本・『続蔵経』・r新続蔵』には「及一作乃」（M．vol、1　p．ll＼／．9；D．1－74－2　p．152va　l．4；X．46　no．789　p　733

　　n．3　1］との、『大正蔵』には：及＝乃〆蓮」（T．40　no．1818　p．787　n．32　．］との注記がある

（112）乙本は破損のため、「耶」（O，voLI　p．12r　l．6）を欠く．

（113）乙本は破損のため、「故偏言勝」（O．vol．1　p．12r　L7）を欠く．

（114）乙本は破損のため、「明」（O．voLI　p．12v乙Pを欠く，

（115）乙本は破損のため、「自」（O．voLl　p．12v乙①を欠く、

ql6）乙本は破損のため、「飴経」（0，voLI　p，12v　l．1）を欠く。

Cl17）甲本・乙本以外の諸本には「経」（M．　voLI　p．12r／2：D1－74－2　p．152va　1．7：T，40　no．］818　p．787c　L19：X．46

　　no，789　p，733a　LIO｝とあり、「勝」を欠くが、甲本・乙本には「経勝」（A，　vo▲．1　p，12r　l．2：0．vol．1　p．12v　L2｝

　　　とあるのに従う。

ql8）乙本は破損のため、「自」（O．voLl　p．12v　L2．）を欠くt

ql9〕甲本には「章中」（A，　vol．1　p．12r　L3）とあるが、「章」の隣に「門」との添字があるため挿入する，甲本

　　以外の諸本には「章門中」（O．voLI　p，12v／，3；M．　voLi　p，12r　l．3；D．1－74－2　p．152va　l．8；T．40　no．1818　p，787c　120：
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　　　X．46no．789　p．733a　Lll）とある。

（120）甲本には「明義一勝」（AvoLl　p．12r　1．3）とあり、「明」の下に「義」があり、また、「勝」の隣に「義」

　　　との添字があるが、甲本以外の諸本には「明一勝義」（O．volJ　p．12v　1．3；M，　voLI　p．12r　1．3；D1－74－2　p．152va

　　l．8；T．40　no．1818　p．787c　ll．20－21：X．46　no．789　p．733　1．11）とあるのに従う。

（121）乙本は破損のため、「拉」（O．voLl　p．12v　l．3）を欠く。

（122）鳩摩羅什訳『大智度論』巻第三には「問日。何以名鷲頭山。答日。是山頂似鷲。王舎城人見其似鷲。故

　　共傳言鷲頭山。因名之爲鷲頭山。復次王舎城南屍陀林中多諸死人。諸鷲常來轍之。還在山頭。時人遂名

　　鷲頭山。是山於五山中最高大。多好林水聖人住庭。」（T．25　no．1509　p．76c　ll．14－19）とある。

（123）鳩摩羅什訳『十住経』巻第四には「有十大山王。何等爲十。所謂。雪山王。香山王，軒梨羅山王。仙聖

　　山王。由乾陀羅山王。馬耳山王。尼民陀羅山王。研迦婆羅山王。衆相山王。須彌山王。」（T．10no．286

　　p．532a　ILI－5）との十宝山の説明箇所がある。なお、この箇所の少し先には、これらの十種の山を指して

　　「是十賓山。」（T．10　no．286　p．532bl8）とある．

〔124）正徳本・『続蔵経』・「大正蔵』・『新続蔵』には、この箇所の前に「法華論』の「顯此法門最勝義故　如経如

　　是我聞一時佛住王舎城香闇堀山中故」（M．voLI　p．12r　lt．6－7：D．1－74－2　p，152va　ILII－12i　T．40　no．1818　p．787c

　　ll．24－25；X．46　no．789　p．733a　IL14－15）との文章が挿入されている。

（125）甲本・乙本以外の諸本には「成就分文」（M．vol．1　p．12r　L8；D．1－74－2　p．152va　l．13：T．40　no．1818　p．787c　L26；

　　X46　no789　p．733aノ，16）とあるが、甲本・乙本には「成就文」（A．　voLl　p．12r　L5：0．voLI　p，12v　l．5）とあ

　　るのに従う。

Lユ26）乙本は破損のため、「二」1：0．voLl　p，12v　L6）を欠く、

（127）正徳本・『続蔵経』・「大正蔵」・「新続蔵』には、この箇所の前に「法華論』の「衆成就者有四種義成就雁

　　知」〔M，vol．1　p．12r　l．10：D、1－74－2　p．152va　Ll5；T40　no．1818　p．787c　L27；X．46　no．789　p．733a　L18）との文章

　　が挿入されている＝

ll28’）乙本は破損のため、「種」cO．vollp．12v　i．6）を欠く，

（129｝正徳本・『続蔵経．1’『大正蔵』・『新続蔵』には、この箇所の前に『法華論二の「何等爲四一者敷成就二者行

　　成就三者撮功徳成就四者威儀如法成就」（M．vol．1　p　12v〃．2－3：D．1－742　p．152va　IL17－18；T，40　no．1818　p．787c

　　i．29－p，788a／，1；X．46no．789p、733aU．20－21’）との文章が挿入されている一

q30）乙本は破損のため、「四章線鐸大小乗有此四事也一敷成就下第二別鐸四章門即成四別也敷成就総明大小」

　　　〔O，voLl　p，12v　L7－p．13r／21を欠く，

c131　．）「留支訳」・「摩提訳」には「衆成就者」（T．26　no．1519p，1bl．12：T．26no．1520pllaL3］とある．

q32）【四種の章門】衆成就は、四種の成就に分けられる、その四種の成就とは、工数成就、豆行成就、豆摂功

　　徳成就、ζ威儀如法住成就である。

　　【衆成就1清水梁山［1922：769－770　n．16コには「衆成就とは七成就の第二なり，此の衆成就の下に、数成

　　就、行成就、摂功徳成就、威儀如法成就の四科あり、その中に就て、行成就を開して四と為し、摂功徳

　　成就に、声聞の功徳成就と、菩薩の功徳成就との二を判じ、威儀如法成就に四を開すること文の如し．」

　　とある，

f133）「留支訳」には「衆成就者　有四種義故。成就示現睡知．何等爲四、一者敷成就、二者行成就。三者撮功

　　徳成就，四者威儀如法住成就・」〔T．26no．1519　p．lb　l！．12－141とあり、「摩提訳」には「衆成就者，有四種

　　義成就、何等爲四　一者敷成就，二者行成就、三者撮功徳成就，四者威儀如法住成就・」♀【T．26p．11

　　n．5】「就＋（示現雁知〕二創（T26　no，1520　p，11a〃．3－5）とある、

‘134〕正徳本・「続蔵経：㍉大正蔵工三新続蔵には、この箇所の前に二法華論：の「一敷成就者謂大衆無敷故」

　　（MvoL！p．］2vL6［D，1－74－2p．152vbZ3；T．40　no．1818p．788a　L4；X46no789p．733a／24）との文章が挿入さ
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　　れている。

（135）乙本は破損のため、「如聲聞」（O．voLl　p．13r　ILI－2）を欠く。

（136）すべての諸本に「流」（A．voLl　p．12v　1．2；0．voLI　p．13r　1．2；M．　voLI　p．12v　1．8：D．1－74－2　p．152vb　l．5：T．40　no．1818

　　p．788al．6：X．46no．789p．733bl．2）とあるが、甲本には「流」の隣に「衆」との訂正があるのに従う、ま

　　た、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する。

　　正徳本・「続蔵経』・『新続蔵』には「流一作衆」（M．vol．1　p，12v　l．8；D．1－74－2　p．152vb　L5；X，46　no．789　p．733

　　n，6）との、「大正蔵』には「流＝衆A㊧」（T，40no．1818　p，788　n，2）との注記がある。

（137）「留支訳」・「摩提訳」には「藪成就者。」（T．26　no．1519　p．1b　1．15：T．26　no．1520　p．11a　L6）とある。

（138）「留支訳」には「諸大衆無藪故。」（T．26　no．1519p，1bn5）とあり、「摩提訳」には「謂大衆無敷故。」（T．26

　　　no．1520p，11al．6）とある。

　　　【大衆無数】清水梁山〔1922：770n．17］には「大衆無数．声聞は万二千、菩薩は八万なれども、此は是れ

　　大衆の上首なり，若し方便品に依れば是の会の無数百千万億阿僧祇の衆生と云ひ、我等か此の如き百千

　　万億と云ひ、我佛子を見るに無量千万億と云ひ、無数の天子等を云へり。又分身の来集、地涌の出現等

　　実に法華の大衆は無数なるなり。」とある。

（139）正徳本・r続蔵経］・『大正蔵』・『新続蔵』には、この箇所の前に「法華論』の「二行成就者有四種一者諸聲

　　　聞修小乗行二者謂諸菩薩以修大乗行三者謂諸菩薩神通自在力随時示現能修行衆行如腿陀婆羅菩薩等十六

　　　賢士具足菩薩不可思議事而常示現種種形相謂優婆塞優婆夷比丘比丘尼等故四者出家聲聞人威儀一定不同

　　　菩薩故」（M．voLI　p，13r　ll．1－6；D．1－74－2　p．152vb　ll．8－13：T．40　no．1818　p，788a　IL9－15；X，46　no．789　p．733b　ll．5－

　　　10）との文章が挿入されている。

（140）乙本は破損のため、「定修」（○．vol．lp．13rl．5）を欠く。

（141）乙本は破損のため、「行」（O．voLl　p．13r　L5）を欠く、

〔142）「留支訳」・「摩提訳」には「行成就者有四種」IT．26　no．1519　p．1b　L15；T．26　no．1520　p．11a　1．6）とある，

（143）【四行】：法華論』は行成就について、四種に分類する．その四種とは、1；諸声聞修小乗行、②諸菩薩修

　　大乗、き諸菩薩随時示現能行大乗、④出家声聞威儀一定である．

ぱ44）【大小】四種の行のうちの初めの二種は、大乗の行と小乗の行である．大乗の行を修する者が菩薩であ

　　　り、小乗の行を修する者が声聞である。

q45）すべての諸本に「方」（A．　voLI　p．12v　l．6；O．voLI　p，13r　16：M．　vol．1　p．13r　i9；D．1－74－2　p．152vb　L16；T．40

　　no1818p．788aL17：X46no．789p733bl．13）とあるが、甲本には「方」の隣に「而」との訂正があるのに

　　　従う、また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する．

　　　正徳本・r続蔵経］・『新続蔵』には「方一作而」（M．voLI　p．13r　19；D．1－74－2　p．152vb　L16；X，46　no．789　p，733

　　n．12）との、『大正蔵』には「方＝而イ厘」（T．40no．1818　p．788　n．9）との注記がある、

（146）乙本は破損のため、「行」（O．voLI　p．13r　1．6）を欠く。

（147）乙本は破損のため、「小」（O．vol，1　p．13r　1．7）を欠く。

（148）乙本は破損のため、「小」（O．vol．1　p．13r　l．7）を欠く。

（149）乙本は破損のため、「示小行」（O．voLI　p．13r了．7）を欠く。

C150）乙本は破損のため、「定」（Qvol．l　p．13v　L　1）を欠く。

（151）乙本は破損のため、「者」（O．voLl　p．13v　L1）を欠く。

（152）甲本には「出家滅威儀」（A．vol．1　p．13r　L1）とあるが、甲本以外の諸本には「出家威儀」（O．voLl　p．13v

　　　l．1：M．vol．1　p．13v　Ll；D．1－74－2　p，152vb　l．18：T．40　no．1818　p．788a／．20；X46　no，789　p．733b　l．15）とあるのに従

　　　う。

（153）乙本は破損のため、「答」（O．vol．1　p　13v　L2）を欠く。
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（154）乙本は破損のため、「出」（O．voLI　p．13v　L2）を欠く。

（155）乙本は破損のため、「明」（O．voLl　p．13v　t．3）を欠く。

（156）【定不定】四種の行のうちの残りの二種は、菩薩が大乗の行を修し、声聞が小乗の行を修するのが定であ

　　　り、不定とは実は菩薩でありながら小乗の四衆となっている十六賢士のような人々のことを指す。

（157）【十六賢士】清水梁山［］922：770n．18］には、「十六賢士．居士白衣の菩薩を賢士と云ふ。此の十六菩薩

　　は正妙二本に具さに列せざれども尼波爾本に在り、左の如し一1．Bhadrapala「賢護」2．　Ratnakara「宝

　　蔵」3．Susarthavaha「美商主」4．　Naradatta「人主」5．　Guhyagupta「洞蔵」6．　Varnadatta「婆留撃授」

　　7．Indradatta「因陀羅授」8．　Uttaramati「上意」9．　Vige§amati「勝意」10．　Vardhamanamati「増意」11．

　　Amoghadarsin「不空見」12．　Susamprasthita「善住」13．　Suvikrantavikikramin「善超越」14．　Anupama－

　　mati「無比意」15．　SUryagarbha「日蔵」16．　Dharar）imdhara「持地」」とある．また、松濤誠廉等［2001：

　　268n．28］には「「善き人々」sat・puru§aは菩薩のこと、あるいはとくに在家の菩薩のことと考えられ、

　　羅什はこれを菩薩のリストのなかにふくめている。」とある．また、大竹晋［2011：160n．8］には「明言

　　　されていないが、これはバドラパーラを先頭とする十六善士が、後に出る「応化声聞」を化作すること

　　を含意するらしい．」とある。

（158）【小乗の四衆】清水梁山［1922・771n，19コには、「佛弟子の中の僧俗男女を云ふなり。この四衆の次第は

　　通途比丘比丘尼を首として呼ぶ例なれども今麗陀婆羅等は居士在家なれば、特に先づ優婆塞優婆夷を挙

　　げたるなり、」とある，

C159）「留支訳」には「四者謂出家聲聞威儀一定不同菩薩故、」cT26　no．1519　p．1b　IL20－21）とあり、「摩提訳」

　　には「四者出家人威儀一定。不同菩薩故。」T．【T．26p．11　n，12】「家＋（聲聞）．；ぎ」（T26　no．1520　p．11a

　　ll．11－12］とある。

c160）乙本は破損のため、「第」〔OVoLI　p．13v　L3）を欠く、

（161　．）乙本は破損のため、「別」（O、vol．1　p，13vノ，3ノを欠く，

（162）この「小乗十六句功徳者。論経廣故有十六也。菩薩十三句者。羅什経與天親論経同也，」の箇所には記述

　　に混乱が見られる・甲本には「小乗十六句者與所論経同也」CA．　vol．l　p．13r　L5）とあるが、「者」の隣に

　　ご功徳者論経廣故有十六也菩薩十三句者羅什経天親」との添字がある，乙本には「小乗十六句而功徳者論

　　経廣故有十六也菩■十三句者與所謹経同也」（0．vollp．13vll．5－6）とある，甲本・乙本以外の諸本には

　　「小乗十六句功徳者論経廣故有十六也菩薩十三句者羅什経與天親論経同也」（M．vollp．13v〃9－10：D．1－74－2

　　p．153ra〃．8－9：T．40　no．1818　p．788a　IL27－29；　X．46　no．789　p．733b　IL23－24）とある。文意により、この記述に

　　従う．

　　正徳本・『続蔵経」・『大正蔵」・『新続蔵』には、この箇所の前に『法華論」の「皆是阿羅漢等者有十六句示

　　現聲聞功徳成就故皆於阿褥多羅三貌三菩提不退韓等者有十三句示現菩薩功徳成就故」（M．voLI　p，13v〃．6－

　　8：D1－74－2　p，153ra　ll．5－7；T，40　no．1818　p．788a　ll．25－27：X46　no．789　p，733b〃20－22）との文章が挿入されて

　　いる．

q63）乙本は破損のため、「薩」（O．voLl　p．13v　L6）を欠く．

（164｝鳩摩羅什訳「妙法蓮華経』巻第一には「皆是阿羅漢、」（Tg　no262　p．lc　l．20）とある。

　　「留支訳」には「皆是阿羅漢等有十六句，示現聲聞功徳成就．」（T．26no！519　p，1b　ll．22－23）とあり、「摩

　　提訳」には「皆是阿羅漢等者十六句，示現聲聞功徳成就故，，　11“【T．26p，lln．13】「者＝有9㊥」（T．26

　　no．1520　p．11a　lL12－13｝とある，

（165’｝吉蔵は、行成就を釈するにあたって、まず行に四種類あるということを述べ、その次に小乗・大乗の行

　　の功徳について説明する，小乗の行には十六種、大乗の行には十三種の功徳があるという，

（166）【小乗の十六句の功徳】清水梁山［1922：771n．21］には「十六句。阿羅漢の功徳を列する経文の十六句な
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　　　り。皆是れ阿羅漢（一句）諸の漏已に尽く（二句）復煩悩無し（三句）心自在を得（四句）善く心解脱

　　　を得（五句）善く慧解脱を得（六句）心善く調伏（七句）人中の大龍（八句）応に作すべき者は作す（九

　　句）所作已に弁ず（十句）諸の重据を離る（十一句）己利を逮得す（十二句）諸の有結を尽す（十三句）

　　善く正智心解脱を得（十四句）一切心に自在を得（十五句）第一彼岸に到る（十六句）。」とある。なお、

　　吉蔵の述べているように、声聞の功徳については、『妙法蓮華経』と『法華論』とで数が異なる。鳩摩羅

　　什訳『妙法蓮華経』には、一～四、十二、十三句の六種のみが挙げられている。

（167）【菩薩の十三句】清水梁山［1922：775　n．42］には「十三句。菩薩の功徳を列する経文の十三句なり。皆阿

　　褥多羅三貌三菩提に於て退転せず（一句）皆陀羅尼を得（二句）大弁才楽説あり（三句）不退転の法輪

　　を転ず（四句）無量百千の諸佛を供養す（五句）諸佛の所に於て諸の善根を種ゆ（六句）常に諸佛に称

　　歎せらる（七句）大慈悲を以て良心を修む（八句）善く佛慧に入る（九句）大智に到達し（十句）彼岸

　　に到る（十一句）名称善く無量の世界に聞こゆ（十二句）能く無数百千の衆生を度す（十三句）。」とあ

　　る。なお、吉蔵が述べているように、『妙法蓮華経』と『法華論』との列挙している功徳はすべて同じc

（168）甲本・乙本以外の諸本には「上章門」（M．voLI　p．14r　1．1；D，1－74－2　p．153ra　LIO：T．40　no．1818　p．788b　l．1：X．46

　　no789　p．733c　Ll）とあるが、甲本には「上三章門」（A．　vol．l　p．13r　ll．5－6）とあるのに従う。

　　乙本は破損のため、「上章門也今前稗羅漢章門又開爲二初列三章」（O，voLI　p．13v　L7）を欠く。

（169）甲本・乙本以外の諸本に「今前鐸」（M．vol．1　pl4r　Ll；D．1・742　p，153ra　l．10；T．40　no．1818　p．788b　l．1：X．46

　　no．789p．733ct．1）とあるが、甲本には「今稗」（A．vol．1p．13rl．6）とあるのに従う．乙本は破損のため確

　　認できない、

（170）正徳本・「続蔵経』・『大正蔵』・『新続蔵』には、この箇所の前に『法華論」の「阿羅漢功徳成就者彼十六句

　　示現三種門撮義雁知何等三種門一者上上起門二者檀別相門三者撮取事門」（M．vol．1　p14r　IL3－5；D．1－74－2

　　p．153ra〃．12－14；T．40　no．1818　p．788b〃．3－5；X46　no．789　p733c　IL35）との文章が挿入されている，

（171）乙本は破損のため、「以」（O．voLl　p．14r　1．1　）を欠く．

（172）乙本は破損のため、「文」（Oyol．1　p．14r／．Pを欠く，

（173）乙本は破損のため、「上」（O，voLI　p．14r　1．Uを欠く、

（174）正徳本・「続蔵経』・『大正蔵如『新続蔵』には、この箇所の前に『法華論」の「上上起門者謂諸漏已蓋故名

　　爲阿羅漢以心得自在故名爲諸漏已蓋諸漏已蓋故名爲羅漢以心無復煩悩故名心得自在以善得心解脱善得慧

　　解脱故名心得自在以遠離能見所見故名無復煩幡以善得心解脱善得慧解脱故名心善調伏人中大龍者行諸悪

　　道如平坦路無所拘擬鷹行者已行雁到慮已到故懸作者巳作者人中大龍已得封治降伏煩幡怨敵故所作已辮者

　　更不後生如相雁事已成辮故離諸重櫓者已曄作者作所作已耕後生重櫓已捨離故逮得己利者已捨重櫓誼浬繋

　　故蓋諸有結者已逮得己利勘諸想悩因故善得正智心解脱者諸漏已蓋故一切心得自在者善知見道修道智故到

　　第一彼岸者善得正智心得解脱善得神通無謡三昧等諸功徳故大阿羅漢等者心得自在到第一彼岸故衆所知識

　　者諸王王子大臣人民帝繹天王梵天王等皆知識故又復聲聞菩薩佛等是勝智者彼勝智者皆悉善知是名衆所知

　　識」（M．vol，1　pユ4r／．8－p．i5r　L4：D．1－74－2　pユ53ra！．17－b！．15；T40　no　1818　p．788b　IL7－25；X46　no．789

　　p．733c　1．8－p．734a　1．6）との文章が挿入されている．

（175）乙本には「鐸」（O，voLI　p．14r　L2’）とあり、「門」を欠くが、乙本以外の諸本には「鐸門」（A．　voLl　p，13v

　　Lll　M．　voLl　p．15r　1．5：D．1－74－2　p．153rb　L16：T．40　no．1818　p．788b　L26；X，46　no．789　p．734a　l．7）とあるのに従

　　　う，

（176）甲本には「門就」cA．　voLl　p．13v　l．1）とあり、「一」を欠くが、「門」の隣に「一」との添字があるため挿

　　入する。乙本は「門」を欠くため「繹一就」（O．voLl　p．14r！．2）とある、甲本・乙本以外の諸本には「門

　　一就」（M．voLl　p．15r　1．5：　D．1－742　p．153rb／．16；T．40　no．1818　p．788b　l．26；X，46　no．789　p，734a　l．7）とある．

（177｝甲本・乙本以外の諸本には「依」（M，vol．1p．15rl．5；D．1－74－2p．153rbl．16：T．40no．1818p，788bL26iX46
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　　no．789　p．734a　L7）とあるが、甲本・乙本には「約」（A．　vo1．l　p．13v　l．1；O．voLI　p．14r　L2）とあるのに従う。

　　　また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する。

　　正徳本・『続蔵経』・『新続蔵』には「依一作約」（M．voLI　p．15r　1．5：D．1－74－2　p．153rb　l．16；X．46　no．789　p．734

　　n．3）との、『大正蔵』には「依；約イ㊧」（T．40　no．1818　p．788　n．15）との注記がある。

（178）「留支訳」には「聲聞功徳成就者。」（T．26no．1519p．1bl．26）とあり、「摩提訳」には「阿羅漢功徳成就

　　　者。」（T．26no．1520　p．11a　ll．14－15）とある。

（179）【三章門】声聞（阿羅漢）の功徳について『法華論』は、①上上起門、②総別相門、③摂取事門の三種に

　　　よって説明している。また、大竹晋［2011：161n．15］には「十六句は三つの門によって収められると説

　　示される、との意。以下の三つの門は楡伽師による経典解釈法であって、詳しくは『阿毘達磨雑集論』

　　に出る（『阿毘達磨集論』には名称のみ出る）。」とある。

　　　【上上起門】清水梁山［1922：771n．23］には「上上起門。上上起とは下の句意を釈し、伝伝して下下より

　　上上を起す、一種の釈例なり。文を看ば知らるべし。」とある。また、大竹晋［2011：161n．16］には「上

　　上起門　「阿毘達磨雑集論』「後後開引門」。uttarottara－nirhara－mukha」とあり、同［2011：162　n．1］に

　　は「上上起門　『阿毘達磨雑集論』（ASBh　142、18－21）に次のようにある。「後後開引門とは、〈後のもの

　　　を開引（＝惹起）するための所依というかたちでこれら諸法はこのように説示された〉と解釈される場

　　合である。たとえば、五根（；信・精進・念・定・慧）は、すなわち、信を有する者は精進を得、精進

　　を得た者には念が住し、念が住した者には心が定に入り、心が定に入った者は如実に慧によって知ると

　　いった具合である」とある、

　　　【総別相門】大竹晋［2011：161n，17コには「総別相門　『阿毘達磨雑集論』「総別分門」。　ahgopahgamukha」

　　　とあり、同〔2011：164－165　n．7］には「総別相門　勒那摩提訳「総別門」。「阿毘達磨雑集論』（ASBh　142

　　15－17）に次のようにある。「総別分門とは、〈一つの句によって提示があり、残りの〔句〕によって解説

　　がある〉と解釈される場合である，すなわち、『十二暇総集〔経〕」において、自円満および他円満とい

　　　うこの二つについて、順に、五つと五つとの句によって解説があるといった具合である」とある．また、

　　大竹晋［2011：168－169　n．12コには「「上支下支門」は五頁頭註一七「総別相門」と同じであって、angopah－

　　ga－mukha（「総別分門」）の訳，先にahgopahga－mukhaを「総別相門」と訳した訳者が、ここでは「上支

　　下支門」と訳し、訳を統一しないまま「所謂る、総相別相なり」という説明を加えたのであるまいか，」

　　　とある．つまり、阿羅漢（声聞）については、rL一上上起門、2総別相門、③摂取事門の三種によって説

　　明をするが、菩薩については、〔L総別相門、②摂取事門の二種によって説明しているということである。

　　【摂取事門】大竹晋［2011：161n．18］には「摂取事門　『阿毘達磨雑集論』「摂事門」。　vastu－samgra－

　　ha－mukha．」とあり、同［2011：166　n．5］には「摂取事門　『阿毘達磨雑集論』（ASBh142．13－14）に次の

　　ようにある、「摂事門とは、経が〔三〕学や〔四〕聖諦という事などのかたちで理解される場合である、

　　すなわち、「諸悪莫作〔、衆善奉行、自浄其意、是諸佛教〕」という掲は〔順に、戒・定・慧の〕三学を

　　念頭に置いていてかくかくしかじかといった具合である」とある。

　　「留支訳」には「彼十六句三門撮義示現。懸知。何等三門。一者上上起門c二者糖別相門。三者撮取事

　　門」（T26　no．1519　p．1b〃26－28）とあり、「摩提訳」には「彼十六句示現三種門撮義。雁知。何等三門。

　　一者上上起門、二者総別相門、三者撮取事門。」（T，26no．1520p．11am5－17）とある．

q80）【三門】①上上起門、巨総別相門、ぎ摂取事門のことを指す。

（181）【上の十六句】阿羅漢（声聞）の十六の功徳を指す。

（182）「留支訳」・「摩提訳」には「上上起門者。」（T，26no，1519　p．1b　L29；T．26　no．1520　p．lla　n7）とある。

（183）ここより以降、阿羅漢の十六の功徳について、三門を用いての説明となる、

（184）ここから「上上起門」を用いての説明となる，まずは、概略的に説明をし、次に経文を引用しながら説
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　　明をしている『法華論』の文章を引用し、詳細に説明をしている。

（185）甲本には「繹義」（A．voLI　p．13v　Ll）とあり、「就」を欠くが、甲本以外の諸本には「鐸就義」（O．vol．l

　　p．14rl．3；M．voLlp．15rl．5；D，1－74－2p．153rbl．16；T，40no，1818p，788bl．261X．46no．789　p．734aL7）とあるの

　　に従う、

（186）乙本は破損のため、「功」（O．vol．1　p．14r　L3）を欠く。

（187）甲本・乙本には「上」（A．voLI　p．13v　l．310，voLI　p．14r　l．4）とあるが、甲本には「上」の隣に「下」との

　　訂正があるのに従う。甲本・乙本以外の諸本には「下」（M．vol．1　p．15r　1．7；D．1－74－2　p．153rb　l．18i　T．40　no．1818

　　p，788bl．28：X．46no．789p．734aL9）とある。

（188）乙本は破損のため、「徳」（O，voLI　p，14r　l．5）を欠く。

（189）乙本には「羅有」（O，vo1．1p．14rL5）とあり、「漢」を欠くが、「羅」の隣に「漢」との添字がある，乙本

　　以外の諸本には「羅漢有」（A．voi．1　p．13v　L4；M．　voLI　p．15r　L8；D，1－74－2　p．153va　Ll；T，40　no．1818　p．788c／．1：

　　　X46　no．789　p．734a　LIO）とある。

（190）乙本は破損のため、「徳」CO．voLl　p．14r／．7）を欠く。

（191）乙本は破損のため、「六句」（O，vol，1　p，14r　l．7）を欠く。

（192）乙本は破損のため、「上上」（O．voLl　p．14v　Ll）を欠く。

（193）すべての諸本には「下鐸」（A．vol．1　p．13v　1．7；O．vol．1　p．14v　l．1；M．　voLI　p．15v　L2，　D．1－74－2　p．153va　L5；T．40

　　no，1818p．788cL5；X．46no，789p．734aL14）とあるが、甲本には「下」の隣に「文」との添字があるため

　　挿入する。また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する、

（194）正徳本・『続蔵経」・1新続蔵」には「鐸上一有文字」（M．voLI　p．15v　l．2：D．1－74・2　p．153va　l．5；X46　no．789

　　p．734　n．4）との、『大正蔵』には「〔文）＋澤イCt」（T．40　no．1818　p，788　n．16，との注記がある・

（195）甲本・乙本以外の諸本には「已」（M．voLl　p．15v　L2：D．1－74－2　p，153va　L5：T40　no，1818　p．788c／，5；X．46　no，789

　　p．734al．14）とあるが、甲本には「5疋」（A．vol．1p，13vl．7）とあるのに従う、乙本は破損のため確認でき

　　　ない。

　　　乙本は破損のため、「既」（O．VoLl　p．14v　l．1）を欠く，

（196）甲本・乙本には「謂」（A，vol．1　p．13v　l．7；O，voLl　p．14v　L2）とあるが、甲本には「謂」の隣に陪口」との

　　訂正があるのに従う。甲本・乙本以外の諸本には「自阻（M．voLI　p．15v　l．2；D，1－74－2　p．153va　L5；T．40　no．1818

　　　p．788c9．S；X．46no．789p．734al．14）とある。

（197）正徳本には「牙」（M．vol．1　p．15v　1．3）とあるが、正徳本以外の諸本は「互」（A．　voLI　p14r／，1；O．vol．l　p．14v

　　　l．2；D．1－74－2p．153val．61T，40no．1818　p．788cL6：X．46no．789p．734aL15）とあるのに従うL正徳本が「牙」

　　　としたのは、「互」の草書体を「牙」と読んだのが原因と考えられる，

　　　正徳本には「牙一作互」（M．voLI　p．15v　l．3）との注記がある、

（198）【正智心解脱】清水梁山［1922：772n26］には「’C解脱。禅定具足して自在なるを心解脱と云ふ、即ち慧

　　解脱と共に定慧二法に於て自在なるなり。」とあり、また、大竹晋［2011，168　n．6コには「samyag－ajrta－su－

　　vimukta－cittaib．正智によって心が解脱した者たちであり、との意，」とある、

（199）「留支訳」・「摩提訳」には「八者撮取上［上功徳，如経善得正智心解脱故．」工【T．26p．11n，44】「上＝下㊧

　　　㊥」（T．26no．1519　p．2a〃．21－22；T．26　no．1520　p．11c　il．6－7）とある。

（200）乙本は破損のため、「下」（O．voLI　p．14v　1．3）を欠くc

（201）甲本・乙本には「下」（A．vol．l　pl4r　L2；O．vol．1　p．14v　L4）とあるが、甲本には「下」の隣に「上」との

　　訂正があるのに従う。甲本・乙本以外の諸本には「上」（M．　vol．l　p．15v　L4：D．1・74－2　p．153va／，7：T．40　no．1818

　　　p．788cl．7；X．46no．789p．734al．16）とある。

（202）正徳本・『続蔵経』・『新続蔵」には「足一作合」（M．vol．1　p．15v　L5：D，1－74－2　p，153va　L8：X．46　no．789　p．734
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　　n5）との、『大正蔵』には「足＝合イ㊧」（T．40　no．1818　p．788　n．17）との注記がある．

（203）乙本は破損のため、「心」（O．voLl　p．14v　L5）を欠く。

（204）乙本は破損のため、「自」（0．vol．lp，14vl．6）を欠く。

（205）乙本は破損のため、「以」IO．vol．l　p．14v　9．7）を欠く。

（206）乙本は破損のため、「復」（O、vol．1　p．14v　l．7）を欠く。

（207）乙本は破損のため、「心」（O．vol．lp．14vL7）を欠く。

（208）乙本は破損のため、「以」（O．voLl　p，15r　l．1）を欠く。

（209）甲本・乙本には「善得心解脱」の後に「善得慧解脱」（A．voLI　p．14r　1．6；0．vol，1　p．15r　1．1）とあるため挿

　　入する。甲本・乙本以外の諸本には「善得心解脱」（Mvol．1p15vL9；D1－74－2p．153vl．12；T．40no．1818

　　p，788c／．13；X．46　no．789　p．734a　121）のみある。また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する，

　　正徳本・『続蔵経』・『新続蔵』には「脱下一有善得慧解脱五字」（M．vol．lp．15vl．9；D．1－74－2p．153val．12：

　　X．46no．789　p．734　n，6）との、『大正蔵』には「脱＋（善得慧解脱）’＠」（T，40　no．1818　p．788　n．18）との注記

　　がある，

（210）乙本は破損のため、「自」（O，voLI　p．15r　L2）を欠く。

（21D【五意1吉蔵は、『法華論』の上上起門の解釈を見ると、説明内容を分類すると、　C以下鐸上、②以上稗

　　下、豆：以上繹上、互似下稗下、豆以上及下足澤一句、の五種類になると述べている。経文の引用部分に

　　ついては、『法華論』の文章を踏襲した引用であり、その引用の後の「上下」を用いた説明箇所が、吉蔵

　　の説明となる．

（2］2）「留支訳」には「謂諸漏已蓋故名爲阿羅漢」「T26no．1519p，1bL29）とあり、「摩提訳」には「謂諸漏已

　　蓋故名爲羅漢」！‘【T26p．11n，16】「（F可）＋羅；莫1；1、㊧」iT．26no、1520p，11all．17－18）とあるc

（213）【諸の漏】清水梁山［1922：771－772n24］には「諸の漏，漏は漏泄と熟字して三界の生死に堕落する業煩

　　悩のことを云ふ。此れに三漏あり、一に欲漏は無明を除くの他の欲界の一切の煩悩。二に有漏は無明を

　　除くの他の色無色二界の一切の煩悩’／三に無明漏は三界に通じて有する無明．無明とは法愛の擬を云ふ

　　なり，」とある一

C214）「留支訳」には「以心得自在故名爲諸漏已蓋，」cT．26　no，1519　p．lb　L29－c　Ll）とあり、「摩提訳」には「以

　　心得自在故名諸漏已蓋．」工【T、26p．11n．17】「名＋〔爲）三言」（T26no．1520p，11al！．18－19）とある。

（215）「留支訳」には「以無復煩悩故。名爲心得自在。」CT．26　no，1519　plc　ILユー2）とあり、「摩提訳」には「以

　　心無‘煩悩故’t名心得自在」1．【T26p．lln20】「（復）＋煩言㊧」2【T．26p．11n．17】「名＋（爲）三§」

　　　〔T．26no　1520　p，11a！L19－20）とある。

（216）「留支訳」には「以善得心解脱善得慧解脱故名爲心得自在、」（T26　no．1519　p．1c　IL2－3）とあり、「摩提訳」

　　　には「以善得心解脱善得慧解脱故，’名心得自在。」C【T．26p．11　n．17】「名＋（爲）　3・．EJ．」（T．26　no．1520

　　p．11a〃，20－21）とある。

（217）乙本には「愛惑蓋」（O．vol．1　p．15r　IL3－4）とあり、甲本には「愛蓋」（A．　vol．1　p．14v　ILI・21とあるが、

　　「蓋」の隣に「惑」との添字があるため挿入する。甲本・乙本以外の諸本には「愛蓋」（M．voLl　pl6r　LII

　　D．1－74－2p，153val．14：T．40　no．1818　p．788cL16：X46no．789p．734a肥3）とあるcまた、甲本・乙本以外の

　　諸本の注記の異本と合致する。

　　正徳本・「続蔵経」・「新続蔵』には「愛下一有惑字」（M．vol．］p．16r　l．1；D．1・74・2　p．153va　l．14；X．46　no．789

　　p．734　n．7）との、「大正蔵」には「愛＋↓惑）－1，9i」（T．40　no．1818　p．788　n．19）との注記がある。

〔218）甲本には「脱」（A．voLI　p．14v　l．2）の隣に「解」との添字があり、「心解睨」とするが、甲本以外の諸本

　　　には「心脱」（O．voLI　p．15r　L41　M．　voLI　p，16r　l．2；D．1－74－2　p．153va　L15；T．40　no．1818　p．798c　1．16；X．46　no．789

　　p．734a　L24）とあるのに従う、
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（219）甲本・乙本以外の諸本には「敷慧」（M．vol，1　p．16r　1．3；D．1－74－2　p．153va　L　16：T．40　no．1818　p．788c　l．18；X．46

　　no．789p．734bi．1）とあるが、甲本・乙本には「慧敷」（A．vol．lp．14vL3：0．vol．lp．15r／5）とあるのに従

　　　う。また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する。

　　正徳本・『続蔵経』・『新続蔵」には「数慧一作慧数」（M．voLI　p．16r　1．3；D．1－74－2　p．153va　l．16；X．46　no．789

　　p．734n，8）との、『大正蔵』には「藪慧＝慧敷’㊧」（T．40　no．1818　p．788　n．20）との注記がある。

（220）吉蔵撰「浄名玄論』巻第三には「問。心慧二解脱．與此経解脱何異。答。今正約二慧明解脱。如上説之。

　　但小乗明心慧二解脱。諸論異稗不同。龍樹云。断樂愛煩惟。名心解脱。断樂見煩悩。名慧解脱。又鹸論

　　云。断於定障。爲心解脱。断於慧障。爲慧解脱。又云。得蓋智爲心解脱。得無生智爲慧解脱。此皆小乗

　　義也。亦得心解脱就農。慧解脱擦用。直明於心。是故就髄。心有萬用。慧爲其主。故慧解脱約用。所以

　　浬薬中。開慧解脱爲五通。故知約用也。亦得心解脱就定。慧解脱約慧。慧從定獲。故有五通。」（T．38

　　no．1780p．875bL21－cl2）との心解脱・慧解脱の説明がある。なお、この「浄名玄論』の引用中にある

　　「又云」として挙げられている説は、浄影寺慧遠の説であると考えられる。慧遠撰「大乗義章』巻第十四

　　には「心解脱者。謂得蓋智。慧解脱者。得無生智。」（T，44no．1851　p．741a　IL23－24）とある。

（221）鳩摩羅什訳『大智度論』巻第三には「復次諸結使皆屡愛見。麗愛煩悩覆心。鴎見煩悩覆慧。如是愛離故。

　　屡愛結使亦離得心解脱。如是無明離故。屡見結使亦離得慧解脱。」（T．25no．1509　p．81a　IL21－24）とある。

（222）この一文は出典不詳。ただ、定障・慧障の説明として、吉蔵撰『仁王経疏』巻下末には「一云。沈謂悟

　　沈。即是定障。出自口悼禦。即是慧障。韓者疑等鹸惑顛倒c即是我見等倒。入初地時．離上四過。故説四

　　不。」（T．33　no．1708　p．417c　ll．19－22）とある。

（223）吉蔵は「毘曇」に拠っているとあるが、出典不詳。

（224）乙本は破損のため、「故」（O．vol．l　p．15r　L7）を欠く。

（225）すべての諸本に「夫」（A，　vol、1　p．14v　1．6；O．vol．1　p．15v　1．1；M．　voLl　p．16r　l．6；D，1・74－2　p．153vb　Ll：T．40　no．1818

　　p．788cL20；X．46no．789p．734bl．4）とあるが、甲本には「夫」の隣に「凡」と訂正があるのに従う。ま

　　た、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する。

　　正徳本・『続蔵経」・「新続蔵』には「夫一作凡」（M．voLI　p．16r　L6；D，1－74－2　p．153vb　l．1；X46　no789　p．734

　　n．9）との、「大正蔵』には「夫＝凡ノ㊧」（T．40　no．1818　p．788　n．21）との注記がある。

C226）甲本・乙本以外の諸本には「已」（M．　voLI　p．16r　1．6：D．1－74－2　p．153vb　Ll，　T．40　no．1818　p．788c　L21；X．46

　　no，789　p，734b／．4）とあるが、甲本には「皇兎」（A．　voLI　p，14v　l．6）とあるのに従う。乙本は破損のため確

　　認できない。

　　乙本は破損のため、「既」（O．voLl　p．15v　l．1）を欠く。

c227）甲本・乙本以外の諸本には「起善」（M．　vol．1　p，16r　l．7；D．1－74－2　pl53vb　i．2；T，40　no．1818　p．788c／．22；X．46

　　no，789　p，734b　l．5）とあり、「已」を欠くが、甲本・乙本には「起已善」（A，　voLI　p．14v　l．7：0．voLl　p，15v

　　l2）とあるため挿入する。

（228）甲本・乙本以外の諸本には「脱名」（M，voLl　p，16r　l．7：D．1－74－2　p．153vb　L2：T．40　no，1818　p．788c　1．22；X，46

　　no789　p．734b　l．5）とあり、「故」を欠くが、甲本・乙本には「脱故名」（A．　voLI　p．14v／7：0．voLI　p．15v

　　L2）とあるため挿入する．

t229）正徳本・『続蔵経］・r新続蔵』には「者下一有作者二宇」（M，　voLl　p，16r／．8：D．1－74－2　p．153vb　L3：X．46　no．789

　　p．734　n．10，との、「大正蔵』には「者＋｛作者1／蓮1」（T．40no．1818　p．788　n22）との注記がある。

〔230）正徳本・『続蔵経』・『新続蔵』には「句下有稗字」（M．voLI　p．16r　l．8：D，1－74－2　p．153vb　l．3：X．46　no．789　p．734

　　n、11）との、『大正蔵：には「句＋（9e）’1，i9．」（T．40　no，1818　p．788　n．23）との注記がある，

（231）乙本は破損のため、「見所見」IO．vol．1　p．15v　L4）を欠く、

（232）乙本以外の諸本には「作者此用」（A．vol．l　p．15r　L2：M．　voLl　p．16r　IL9－10：D．1－742　p．153vb　ll．4－5；T．40　no．1818
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　　　p．788c　L25；X．46　no．789　p．734b　IL7－8）とあるが、甲本には「此」の隣に「作者」と添字があるため挿入す

　　　る。乙本には「作者作此用」（O．voLl　p，15v　l．4）とある。正徳本・『続蔵経』・「新続蔵』の注記を見ると、

　　　この箇所の少し前にある「大龍者」の後に「作者」の二字が挿入される場合があるとなっているが、こ

　　　れはこの箇所の誤記とも考えられる。

（233＞乙本には「句稗也」（O．voLI　p，15v　l．5）とあり、乙本以外の諸本には「句也」（A．　voLl　p．15r　L3：M．　voLl

　　　p．16r　LIO；D．1－74－2　p．153vb　L5；T．40　no．1818　p．788c　1．26；X．46　no．789　p．734b　L8）とあるが、甲本には「句」

　　　の隣に「稗」との添字があるため挿入する。

（234）乙本には「事而已」（O．voLl　p，15v　l．5）とあるが、乙本以外の諸本には「事已」（A．　volJ　p．15r　1．3；M．　voLl

　　　p，16r　LIO：D．1－742　p．153vb　l．5：T．40　no．1818　p．788c　l．26；X．46　no．789　p．734b／8）とあるのに従う。

（235）乙本は破損のため、「者」（O．vol．1　p．15v　1．6）を欠く。

（236）乙本は破損のため、「者」（O．vol．1　p．15v　l．7）を欠く。

（237）乙本は破損のため、「上」（O．vol．！p．16r　1．1）を欠く。

（238）甲本には「得下正」（A．vol．l　p．15r　L5）とあるが、甲本以外の諸本には「得正」（0．voLl　p．16r　l．　1：　M，　vo1．l

　　　p．16vl．3；DL742p，153vbL8；T．40no．1818p．788cL29；X．46　no．789　p．734bl．11）とあるのに従う。

（239）乙本には「當句當稗」（O，voLl　p．16r　l．3）とあるが、乙本以外の諸本には「當句鐸」（A．　vol．1　p．15r　1．7；M．

　　　vol．lp，16vl．5：D、1－742p．153vbl．10；T．40　no．1818p．789al．2：X46no．789p，734bl．13）とあるのに従うt．t

（240）正徳本・『続蔵経』・「新続蔵』には「也下一有到第一彼岸五字」（Mvol．1　p．16v　L5；D．1－74－2　p．153vb　LIOI

　　X．46　no．789　p．734　n．12）との、『大正蔵』には「也＋（到第一彼岸Y：副（T，40　no，1818　p、789　n，1）との注記

　　がある，

（241’）甲本・乙本以外の諸本には「也阿」［M．voll　p．16v　L5；D，1－74－2　p，153vb　1．10；T、40　no．1818　p．789a　l．2；X46

　　no．789　p．734b！．13．）とあるが、甲本・乙本には「也到第一彼岸阿」（A．　vol．1　p．15r　L7：0．voLl　p．16r　1．3’）と

　　あるため挿入する．また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する．

（242）甲本・乙本には「位．1（AvoLl　p，15v　L1：0．vol．1　p．16r　1．4）とあるが、甲本には「位」の隣に「徳」との

　　訂正があるのに従う．甲本・乙本以外の諸本にはr徳」（M．voLI　p．16v　L6；D．1－74－2　p　153vb　Lll；T．40

　　　no．1818　p、789a　t．3：X．46　no，789　p．734b／，14）とある．

　243　）乙本は破損のため、「羅」（0．vollp．16rL5）を欠く，

（2441【能見・所見】清水梁山［1922：772　n，27］には「能見所見，見とは見計なり、我に計するを能見と云ひ、

　　我所に計するを所見と云ふ。阿羅漢はこの我、我所の二見計を遠離するなり、」とある。

（245’F「留支訳」には「以遠離能見所見故。名爲無復煩悩」（T．26no．1519　p．lc　IL3－4）とあり、「摩提訳」には

　　「以遠離能見所見故．　名無復煩悩，」工【T26　p．11　n．17】「名＋（爲）二遭」（T26　no．1520　p．11a〃，21－221

　　　とある，

（246）「留支訳」には「以善得心解脱善得慧解脱故、名爲心善調伏。」（T．26no．1519　p．1c〃．45）とあり、「摩提

　　訳」には「1已善得心解t脱慧解脱故，’名心善調伏，」C【T．26plln21】「已＝以二宮下同」2‘【T．26

　　p．11n．22］「脱＋（善得）・9‘宣」3）i【T．26　p．11　n．17】「名＋（爲＞3言」（T．26　no．1520　p．11a〃，22－23）とある。

c247）「留支訳」には「人中大龍者。行諸悪道如平坦路無所拘擬。鷹行者已行．。雁到慮已到故．」（T．26　no．1519

　　p．1c〃，6－7）とあり、「摩提訳」には「人中大龍者．行諸悪道如平坦路無所拘《疑鯉行者已行，雁到盧已到

　　故」（T．26no1520　plla！l．23－24〕とある。

〔248）「留支訳」には「雁作者作。人中大龍已得封治降伏煩悩之怨敵故」（T．26no，1519　p，lc／／．7－8）とあり、「摩

　　提訳」には「感作者巳作一ノ＼中大龍已幽蓋封治、降伏煩幡怨敵故、」工　【T．26p．11　n23】「蓋＝得i宮」

　　　（T26　no．1520　p．lla〃．24－25　，とある、

〔249）「留支訳」・「摩提訳」には「所作已辮者、更不後生、」（T26　no．1519　p．lc　IL8－9：T．26　no．］520　p，11aL261と
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　　ある。

（250）【如相応の事】清水梁山［1922：772　n．28］には「女口相応の事。清浄の梵行を修するを如相応の事と云ふな

　　　り，相応の事の如きと反点を付して読むは非なり。」とある．他の諸訳を見ると、昭和新纂国訳大蔵経編

　　輯部［1931：406コには「如相応の事」とあり、藤井教公等［2001：43］には「相応の事の如く」とあり、

　　大竹晋［2011二162コには「相応事の如く」とある。

（251）「留支訳」には「後生如相雁事已成就故。」（T．26　no．1519　p．lc　1．9）とあり、「摩提訳」には「如相鷹事已

　　成故。」①【T．26p，11　n．24】「成＋（就）〔；；㊨」（T．26　no．152e　p．11a　L26）とある。

（252）【重憺】清水梁山［1922：772　n．29］には「重擦。五陰の身に生死の罪を櫓負するを云ふ、阿羅漢は已にこ

　　の陰身を捨てて不生なるが故に、重撞を離ると云ふなり。」とある。

（253）「留支訳」には「離諸重措者。以雁作者作所作已辮後生重据已捨離故。」tT．26　no　1519　p．1c　IL9－10）とあ

　　　り、「摩提訳」には「離諸重携者巳雁作者作。所作已辮，後生重櫓已’捨故。」！【T26　p．11　n．25】「捨＋

　　　（離〕言宮」tT．26　no，1520　p．11a　lL27－28）とある．

（254）「留支訳」・「摩提訳」には「逮得己利者。已捨重措讃浬葉故。」（T．26no、1519　p．lc　Lll：T．26　no．1520　p．lla

　　　〃．28－29）とある。

（255）「留支訳」には「蓋諸有結者．以逮得己利断諸煩悩因故。」（T．26no．1519　p．1c　ILII－12）とあり、「摩提訳」

　　　には「蓋諸有結者。已逮得己利断諸煩悩因故。」（T．26　no．1520　p．11a　1．29｝とあるT

（256）「留支訳」・「摩提訳」には「善得正智心解脱者．諸漏已蓋故，」（T26　no．1519　p．lc　il．12－13：T．26　no．1520

　　p，11bLl）とある．

（257）「留支訳」・「摩提訳」には「一切心得自在者。善知見道修道智故」｛T26　no，1519　p．lc〃．13－14；T26　no．1520

　　　p．11blL1－2）とある。

（258）「留支訳」には「到第一彼岸者。善得正智心解脱善得神通無謹三昧等諸功徳故一」（T26　no，1519　p．1c　IL14－

　　　16）とあり、「摩提訳」には「到第一彼岸者，善得正智心得解脱善得神通無譲三昧等諸功徳故。」〔T26

　　　no，1520　p．11b　ll．2－4）となる。

（259）「留支訳」には「大阿羅漢等者。心得自在到彼岸故。衆所知識者。諸王王子大臣人民帝稗天王梵天王等皆

　　　識知故。又復聲聞菩薩佛等是勝智者。彼勝智者皆悉善知。是故名爲衆是勝智者。彼勝智者皆悉善知。是

　　　故名爲衆所知識，」（T26　no．1519　p．1c　IL16－20＞とあり、「摩提訳」には「大羅漢等者。心得自在。到彼

　　　岸故。衆所知識者。諸王王子≧大臣3帝澤梵天王等皆識知故。4復聲聞菩薩佛等。是SW　it智，彼勝智者。皆／／

　　　善知故。名衆所知識。」①【T．26pll　n，16】「（阿）＋羅漢◎宣）」②【T．26　p．11　n．26】「大臣＋（人民）．3㊧．」

　　　③【T，26p，11　n．27】「帝鐸＋（天王）◎⇔」④【T．26　p．11n28】「（又）＋復◎奮」⑤【T．26　p．11　n．29】「智＋

　　　（者）言㊨」⑥【T．26　p．11n．30】「善知＝悉善知是e，g」（T26　no．1520　p，11b　iL4－7｝とある。

（260）鳩摩羅什訳『妙法蓮華経」巻第一には「如是衆所知識大阿羅漢等。」（T．9no．262p．1cl．28）とある。

（2611正徳本・『続蔵経』・『新続蔵』には「慧下一有徳字」（M．vol．l　p，1619；D．1－74－2　p．153vb　L14；X．46　no，789

　　　p，734n．13）との、『大正蔵』には「慧＋（徳）’‘⑰」（T．40　no．1818　p，789　n2）との注記がある，

（262〕すべての諸本に「慧雨」（A．voLl　p．15v　l．4：0，vol．1　p，16r　L7；M．　voLl　p．16v　L9：D．1－74－2　p．153vb　l．14；T．40

　　　no．1818p．789aL7；X．46no．789p．734bl．17）とあるが、甲本には「両」の隣に「徳」との添字があるのに

　　　従う。また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する。

（263）正徳本・『続蔵経」には「障一擬」（M．voLl　p．16v　L9：D．1－74－2　p．153vb　L14｝との、『新続蔵』には「障一

　　　作碇」（X，46no．789　p．734　n．14）との、『大正蔵』には「障＝嗣」cT．40　no．1818　p．789　n．3）との注記が

　　　ある。

（264）乙本は破損のため、「名」（O．vol．1　p．16r　1．7）を欠く。

（265）甲本・乙本以外の諸本には「心自」（M．vol．1p．16vt9；D．1・742　p．153vbl．14：T．40no．1818p．789al．7：　X．46
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　　no，789　p734b　L17）とあるが、甲本・乙本には「心得自」（A．　voLl　p．15v　L4；0．voLl　p．16r　L7）とあるのに

　　従うT

（266）乙本は破損のため、「知識」｛O．voLI　p．16v　1．1）を欠く、

（267）甲本以外の諸本には「知故」（O．vol．l　p．］6v　l．2：M．　voLl　p．17r　1．1：D．1－74－2　p．153vb　l．16：T．40　no．1818　p．789a

　　L9；X46no789p，734bL19）とあるが、甲本には「知識故」〔A．vol．1p．15vL6）とあるのに従う．また、

　　　甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する。

〔268）正徳本・『続蔵経』・『新続蔵』には「故上一有識字」（M．vol．l　p．17r　Ll；D．1－74－2　p．153vb　l．16：X．46　no　789

　　p．734　n．15）との、『大正蔵』には「（識）＋故’㊧」（T．40　no．1818　p．789　n．4）との注記がある、

（269）正徳本・『続蔵経』・『新続蔵」には「別下一有相字」（M．voLIp，17rl．2：D．1－74－2pl53vbl．17：X，46no．789

　　p．734n．16）との、『大正蔵』には「別＋（相ピ㊧」（T，40　no．1818　p．789　n．5）との注記がある。

（270）すべての諸本に「別門」（A．vo1．l　p．15v　L7；O．vol．1　p．16v　L2；M．　voLI　p．17r　l．2；D．1－74－2　p．153vb　l．17：T．40

　　no．1818　p．789a　LIO；X46　no．789　p．734b　l．20）とあるが、甲本には「別」の隣に「相」との添字があるのに

　　従う。また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する．

（271）甲本の「初」（Avol．1p．15vl．7）の隣に添字が書かれているが、判別不能。

　　正徳本・『続蔵経』・「新続蔵』には「初上一有則字」（M．voLI　p．17r　L2：D．1－74・2　p．153vb　L17；X．46　no．789

　　p．734n，17）との、『大正蔵』には「（則）＋初t㊧」（T．40　no，1818　p．789　n．6）との注記がある．

（272）乙本は破損のため、「阿」（QvoLI　p．16v　l．3）を欠く。

（273）正徳本・『続蔵経」・『大正蔵］・『新続蔵』には、この箇所の前に『法華論」の「総別相門者」（M．voLI　p．17r

　　i．5；D．1－74－2　p．154ra　L2：T．40　no．1818　p．789a　L13；X．46　no．789　p．734b／23）との文章が挿入されている。

（274）正徳本・『続蔵経』・『大正蔵」・「新続蔵』には、この箇所の前に『法華論』の「皆是阿羅漢等十六句中初句

　　是糖飴句別故皆是阿羅漢者彼阿羅漢名之爲懸有十五種義鷹知何等十五一者懸受飲食臥具供養恭敬等故二

　　者鷹將大衆教化一切故三者鷹入聚落城邑等故四者感降伏諸外道等故五者鷹以智慧速観察諸法故六者態不

　　疾不遅説法如法相鷹不疲倦故七者雁静坐空閑庵飲食衣服一切資生不積不聚少欲知足故八者膿一向行善行

　　不著諸輝故九者雁行空聖行故十者雁行無相聖行故十一者懸行無願聖行故十二者鷹降伏世間市齢手心故十三

　　者感起諸神通勝功徳故十四者雁謹第一義勝功徳故十五者懸如實知同生諸衆生得諸功徳爲利益一切諸衆故」

　　　（M．voLI　p．17r　L7－p．17v　l．9：D．1－74－2　p．154ra　li．4－16；T．40　noユ818　p，789a　ll．15－28；X46　no．789　p．734c〃1－

　　13）との文章が挿入されている，

（275）乙本は破損のため、「殺賊」（QvoLI　p．16v　L5）を欠く。

（276）乙本は破損のため、「正」（O．voLI　p．16v　l．7）を欠く、

（277）正徳本・r続蔵経』・『新続蔵』には「義一無」（M．voLl　p．18r　L！；D．1－74－2　p．154ra　L18］X．46　no．789　p．734

　　n231との、「大正蔵』には「〔義〕L㊧」（T．40　no．1818　p．789　n．12）との注記がある。

（278）乙本は破損のため、「構」（O．vol．lp16vl．7＞を欠く。

（279）乙本は破損のため、「拉」（O．voLI　p．17r　1．2）を欠く。

（280）【総別相門】総別相門。阿羅漢の十六の功徳を説明する三門のうちの第二門。総別相門とは、まず初めの

　　一句で全体的な命題となるものを掲げ（総相）、後の句でその説明をする（別相）、というものである、

　　　よって、ここでは、十六の功徳が挙げられているため、初めの「皆是阿羅漢」が総相であり、残りの十

　　五の句によって、説明がなされるということになる。

　　「留支訳」には「穂別相門者。」（T．26no．1519　p．lc　L21）とあり、「摩提訳」には「裡別門者。」①【T，26

　　p．11n，31】「別＋（相）3㊧」CT26　no．1520　p．11b　L7）とある。

（281）「留支訳」には「皆是阿羅漢等十六句。初句是総。饒句別故。彼阿羅漢名之爲雁。有十五種懸義鷹知。何

　　等十五。一者朦受飲食臥具供養恭敬等故c二者鷹將大衆教化一切故。三者鷹入聚落城邑等故。四者雁降
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　　伏諸外道等故。五者慮以智慧速観察法故。六者慮不疾不遅説法如法相慮不疲倦故。七者慮静坐空閑庭。

　　飲食衣服一切資生不積不聚少欲知足故。八者慮一向行善行不著諸輝故。九者慮行空聖行故。十者慮行無

　　相聖行故。十一者慮行無願聖行故。十二者慮降伏世間輝①浄心故。十三者慮起諸通勝功徳故。十四者慮誼

　　第一義勝功徳故。十五者慮如實知同生諸衆得諸功徳爲利盆一切諸衆生故。」①【T26　p2　nl】「Pt　＝静⑲」

　　（T．26　no．1519　p．lc　121　一　2a　1．6）とあり、「摩提訳」には「皆是①羅漢等十六句。⑦初句穂除句別故。皆是①

　　羅漢者。彼①羅漢⑨名有十五種義慮④知。一者慮受飲食臥具供養恭敬等故。二者慮將大衆教化一切故。三者

　　慮入聚落城邑等故。四者慮降伏諸外道等故。五者慮以智慧速観察⑤法故。六者慮不疾不渥説法。如法相懸

　　不疲倦故。七者慮静坐空閑慮。飲食衣服一切資生。不積不聚少欲知足故。八者慮一向行善行不著諸輝故。

　　九者慮行空聖行故。十者慮行無相聖行故。十一者慮行無願聖行故。十二者慮降伏世間輝⑥浄心故。十三者

　　慮起諸通勝功徳故。十四者感詮第一義功徳故。十五者慮如實知同生⑦衆得諸功徳。爲利益一切⑦衆生故。」

　　①【T26　p．11　n16】「（阿）＋羅漢◎㊨」②【T26p11江321「初句＝等初句是e㊨」③【T26　p．11　n33】

　　「名＋（之爲慮）◎㊨」④【T26p．11n34】「知＋（何等十五）θ⑭」⑤【T26　p．11　n35】「（諸）＋法θ㊨」⑥

　　【T26　p．11　nS61「浄＝定㊨」⑦【T26　p．11　n37】「（諸）＋衆◎㊨」（T26　m1520　p．11b　ll．＆21）とある。

（282）【「漏壷」已下の十五句を別と爲す】ここでは「阿羅漢」（応供）について、十五種類の説明がなされてい

　　るが、大竹晋［2011：165・166］によれば、阿羅漢の十六の功徳から最初のものを抜いた十五の功徳に順々

　　にそのまま当てはまるわけではない。この点について、吉蔵は説明をしていない。なお、吉蔵よりも後

　　代になるが、中国法相宗の窺基（632－682）や慧沼（64＆714）の著作には、この総別相門の説と経文との

　　対応が述べられている。

　　窺基撰「妙法蓮華経玄賛」巻第一末には「第二総別相門者。謂皆是阿羅漢者。是総相門。雀十五句是別

　　相門。阿羅漢者総名慮義。慮有十五義。諸漏已壷下是。一慮受飲食等供養恭敬等者。即諸漏已壷堪爲福

　　田。二慮將大衆教化一切。無復煩惟離名利等故。三慮入聚落城邑等故。得眞自在非爲欲境所牽惑故。四

　　鷹降伏外道等。心善解脱具智排故。五慮以智慧速観察法。慧善解脱了諸法故。六慮不遅速説法。如法相

　　慮不生疲倦。如調慧馬善稽心故。七慮静坐空閑虞。飲食衣服等一切資生。不積不聚小欲知足。猶如大龍

　　離聞闘故。八慮一向行善行不著諸輝。已作所作常進修故。九慮行空聖行。巳辮所辮我我所非有故。十慮

　　行無相聖行。棄諸重措観滅理故。十一慮行無願聖行。逮得己利不願生死故。十二慮降伏世間輝定浄心不

　　生味著二有界定。壷諸有結乃至於二界輝不生愛味故。十三慮起諸通殊勝功徳。正智解脱。解脱謂神通故。

　　十四慮到第一義功徳。至心自在護無爲故。十五慮如實知同生衆得諸功徳。爲利盆一切衆生第一究寛故。」

　　（T34　no．1723　p．C69a　ll．1－23）とある。また、慧沼撰r金光明最勝王経疏」巻第一には「総別相門者。初

　　阿羅漢是纏慮義。下十五句是別慮義。由無學者成下十五差別鷹義名阿羅漢。然準論文次第不同。取彼論

　　意依此次第稗十五礁。一慮不疾不遅。説法如法相慮不疲倦故如経能善調伏。二慮浄坐空閑庭。飲食衣服

　　一切資生不積不聚少欲知足故如経如大象王。即絵経説如大龍王。如善住龍王作象形故云如大象王。三磨

　　受飲食臥具供養恭敬等故如経諸漏已除。四感將大衆教化一切故如経無復煩慣。五感降伏諸外道等故如経

　　心善解脱。六朦以智慧速観察法故如経慧善解脱。七慮行空聖行故如経所作巳畢。八懸行無相聖行如経捨

　　諸重捨。九慮行無願聖行如経逮得己利。十慮降伏世間騨浄心故如経壷諸有結。十一慮入聚落城邑等故如

　　経得大自在。即是奮経第四得眞自在。十二慮一向行善行不著諸輝故如経住清浄戒。十三慮讃第一義功徳

　　故如経善巧方便智慧荘嚴。十四慮起諸通勝功徳故如経誼八解脱。十五鷹如實知同生衆。得諸功徳爲利益

　　一切諸衆生故如経巳到彼岸。」（T．39　no．1788　p．185c　L18－p．186a　1．10）とある。

（283）【羅漢】清水梁山［1922：772　n．25］には「阿羅漢（Arhat）。応供、殺賊、不生、等の諸翻あり。小乗声聞

　　の弟子の最上位にして聖者の極地なり。」とある。

（284）【応】藤井教公等［2001：49　n．54］には「「応」としているのは、arhatの字義をとったものと考えられる。

　　arhatはしばしば「応供（＝供養に値する）」と訳されるが、それはここに挙げられる十五の意味のうち
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　　　の第一に相当する、」とある。

（285）「留支訳」・「摩提訳」には「一者鷹受飲食臥具供養恭敬等故。」（T．26　no．1519　p．lc　124；T26　no．1520　p．11b

　　　l．10）とある。

（286）「留支訳」には「十五者雁如實知同生諸衆得諸功徳。爲利益一切諸衆生故。」（T，26no．1519　p．2a　ll．5－6）と

　　　あり、「摩提訳」には「十五者慮如實知同生：衆得諸功徳。爲利盆一切1衆生故。」①【T．26　p．11n．37】「（諸）

　　　＋衆θ⇔」（T．26no．1520　p．11b　ll．20－21）とある。

〔287）鳩摩羅什訳r妙法蓮華経』巻第二には「今日乃知眞是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分。」（T．9no．262

　　　p．10cll．13－14）とある。

（288）【同生の衆生】藤井教公等［2001：49n．56］には「吉蔵はこの「同生」を佛の口から生まれた者とする（「大

　　正蔵』第四十巻、七八九頁中）。佛の口から生まれた者とは、『法華経』「方便品」の記述に由来する（「大

　　正蔵』第九巻、六頁下）。」とある。ここで指摘されている「方便品」の記述とは、鳩摩羅什訳「妙法蓮

　　華経』巻第二の「佛口所生子　合掌贈仰待」（T．9　no．262　p．6c　12）との記述である。

（289）吉蔵撰「法華義疏』巻第七には「答。二乗方是佛子。人天未是佛子。故五種佛子中謂四果拉縁貴。不説

　　　人天也。」（T．34no，1721　p，556a　ll．16－18）との、同様の記述があるが、法身の菩薩を含めた場合の五種佛

　　子の記述はない・なお、この箇所に対する注記として、横超慧日〔1939：324n．155］には「五種佛子。智

　　度論巻二十八云、五種佛子、須陀酒乃至辟支佛口とある、ここで指摘されている『大智度論』の記述と

　　　は、鳩摩羅什訳「大智度論』巻第二十八の「四種聖人須陀涯乃至阿羅漢．五種佛子須陀渥乃至辟支佛，」

　　　（T．25　no．1509　p．266cl！．16・18）との箇所である。

（290）正徳本三続蔵経］・「大正蔵』・「新続蔵」には、この箇所の前に『法華論」の「撮取事門者此十五句撮取十

　　種功徳雁知示現可説果不可説果故」（M．voLl　p，18r　IL7－8i　D．1－7＋2　p，154rb〃，6－7；T．40　no．1818　p．789b／L8－9；

　　X．46no．789　p．735a〃．34　1との文章が挿入されている。

｛291）乙本は破損のため、「句撮」tO．vol．1　p、17r　L5）を欠く，

｛292）正徳本は破損のため、「解」（M．voLI　p．19r　LIO）を欠く，

（293）乙本は破損のため、「若」IO．voLI　p．17r　l．7）を欠く。

（294）甲本・乙本以外の諸本には「之」（M．vol、1p．18vL1；D．1－74－2p．154rbl．10：T．40no．1818p．789bL12；X．46

　　no，789　p，735a／．7〕とあるが、甲本・乙本には「文」（A，　voLl　p．16v！．4：0．voLl　p．17r　irbとあるのに従う

（295）乙本は破損のため、「者」tO．voLl　p，17v！．①　を欠く，

（296）【摂取事門】阿羅漢の十六の功徳を説明する三門のうちの第三門、ここでは、最初の句を除く十五の句

　　に、十種の功徳が摂取されている（包含されている）ということを説く．

　　「留支訳」’「摩提訳」には「撮取事門者、」（T．26no．1519　p2a〃，6－7；T．26　no．1520　p．11b　121）とある，

（297）「留支訳」には「此十五句一撮取十種功徳。雁知。」（T26no，1519p．2aL7）とあり、「摩提訳」には「此

　　十五句，撮取十種功徳，’jI【T．26p．11n，38】「（雁知）＋示三・言」（T26no，1520p，llbl！．21－22）とある

｛298）【可説の果・不可説の果1清水梁山［1922：774　n．36コには「可説の果、不可説の果．可説の果とは声聞四

　　果の中の前の三果を云ふ、彼の果はその量説くべきが故なり，不可説の果とは第四果を云ふ、彼の果の

　　徳は無量にして説く可からざるが故なり、」とある，

c299）「留支訳」・「摩提訳」には「示現可説果不可説果故、」tT．26　no．1519　p．2a　！l．7－8；T．26　no．1520　p．11b　1．22〕と

　　ある・

［30ゆ吉蔵はここである人物の説を引用しているが、出典不詳．

t301｝甲本・乙本以外の諸本には「明別」｛M．　vol．1　p．18v／，3；D，1－74－2　p．154rb　l．12；T．40　no．1818　p．79、　9b！．14：X．46

　　no，789　p，735a　l．9．　）とあるが、甲本・乙本には「別明一cA．　voLI　p．16v　l．5i　O．voLI　p．17v！．21とあるのに従

　　　う、
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（302）正徳本・『続蔵経』・『大正蔵』・『新続蔵』には、この箇所の前に『法華論』の「何等爲十一者撮取断徳功徳

　　二句示現如経諸漏已蓋無復煩悩故二者三句撮取諸功徳一句降伏世間功徳如経心得自在故二句降伏出世間

　　學人功徳如経善得心解脱善得慧解脱故三者撮取不違功徳随順如來敦行故如経心善調伏故四者撮取勝功徳

　　如経人中大龍故五者撮取所感作勝功徳所感作者謂能依法供養恭敬尊重如來故如経癒作者作故六者撮取涌

　　足功徳満足學地故如経所作已辮故七者三句撮取過功徳一者過愛故二者過求命供養恭敬故三者過上下界已

　　過學地故如経離諸重携逮得己利蓋諸有結故八者撮取上上功徳如経善得正智心解脱故九者撮取雁作利益衆

　　生功徳如経一切心得自在故十者撮取上首功徳如経到第一彼岸故」（M．vol．1　p．：D、1－74－2　p，154rb　l．13－va　L8：

　　T．40　no．1818　p．789b　l．15－cl．1；X．46　no．789　p．735a　ILIO－23）との文章が挿入されている、

（303）甲本には「徳」（A．vo1．1　p．16v　1．5）とあり、「功徳」を欠くが、「徳」の隣に「功徳」との添字がある、甲

　　本以外の諸本には「徳功徳」（O．voLI　p．17v　L2；M．　vol．1　p．19r　L8：D．1－74－2　p．154va　l．9；T．40　no，1818　p．789c

　　l．1：X46no．789p，735al．24）とある，

（304）正徳本・『続蔵経〕・『新続蔵』には「徳功徳一作功徳徳」（MvoLIp．19rll．8－9；D．1－74－2p．154val．9：X46

　　no．789　p．735　n．3）との、『大正蔵』には「徳功徳＝功徳徳’｛釣（T．40　no．1818　p．789　n、15）との注記がある、

（305）甲本には「功徳徳」（A．voi．1　p，16v　l．7）とあるが、甲本以外の諸本には「徳功徳」（O．voLI　p，17v　l．4：M．

　　　vol．1　p．19r　ll．9・10；D．1－74－2　p．154va　ll．10－11；T．40　no．1818　p，789c　L3：X，46　no．789　p．735b　ll．1－2）とあるのに

　　従う。

（306）正徳本は破損のため、「徳」（M，voLI　p．19r　l．10）を欠く。

（307）甲本・乙本には「也一者撮」（A．vol．1　p．17r　l．2；O．voLl　p．17v　L5）とあるが、甲本には「一」の隣に「爾」

　　　との訂正がある。甲本・乙本以外の諸本には「也撮」（M．voi．1　p．19v　ILI－2；D．1－74－2　p．154va〃．12－13；T．40

　　no．1818　p．789c　L5；X．46　no．789　p．735b　IL3－4）とあり、「一者」を欠く，なお、この箇所は文意により、甲

　　本・乙本以外の諸本に従うc正徳本は破損のため、「也」（M．voLI　p，19vノ，Uを欠く，

　　正徳本・『続蔵経」・噺続蔵」には「撮上一有爾者二字」（M．voLl　p19v　l．2；D．1－74－2　p．154va／．13；X．46　no．789

　　p．735n．4）との、1大正蔵』には「禰者〕t＋掻（重」（T．40　no．1818　p．789　n．16）との注記がある，

（308）甲本・乙本以外の諸本には「三」（M，voLlp．19vL3；D．1－74－2p，154vaL14：T．40no．1818p．789cL71×46

　　no．789p．735bl．5）とあるが、甲本には「云」（A．vol．1p．17rL3）とあるのに従う＿乙本は破損のため、

　　　「云」（O．voLI　p，17v　L7）を欠く，

　　正徳本には「懸下三一f乍云」（M．voLl　p．19v　L3）との、1続蔵経』・「新続蔵』には「三一作云」（D．1－74－2

　　p．154va　L14；X．46　no．789　p．735　n．5）との、『大正蔵」には「三＝云1‘厘」（T．40　no．1818　p．789　n．17）との注

　　記がある，

1309｝乙本は破損のため、「立」（O、voLI　p．17v　1．7）を欠く。

（310）甲本以外の諸本には「三者撮」（O．voLI　p．17v　l．7；M．　voLI　p．19v　L3：D．1－742　p．154va　1．14：T．40　no．1818　p，789c

　　L7：X46　no，789　p．735b　l．5）とあり、甲本には「三掻」（A．　voLl　p．17r　L3）とあるが、「撮」の隣に「者」

　　　との添字があるのに従う。

（311）「留支訳」には「何等爲十。」（T．26no．1519p．2aL8）とある。「摩提訳」はこの句を欠くが、【T，26p，11

　　n．39】には「故＋（何等爲十）e⇔」とあり、この句がある版もあることが指摘されている、

（312）「留支訳」には「一者撮取徳功徳二句示現。如経諸漏已蓋無復煩悩故c］㊤【T26　p，2　n．2】「徳＝得3」

　　　（T26　no，1519　p．2a　ll．8－10）とあり、「摩提訳」には「一者撮取得功徳二句示現L如経諸漏已蓋無復煩・囹

　　　故。」CT．26　no．1520　p．11b　lL23－24）とある。

（313）「留支訳」には「二者三句撮取諸功徳。一句降伏世間功徳r如経心得自在故，二句降伏出世間學人功徳，

　　如経善得心解脱善得慧解脱故。」（T．26no．1519　p．2a　ll．10－13）とあり、「摩提訳」には「二者三句撮取諸功

　　徳。一句降伏世間功徳。如経心得自在故。二句降伏出世間學人功徳．如経善得心解脱善得慧解脱故口



吉蔵撰『法華論疏」の文献学的研究3日中井｝

　　　（T，26no，1520　p．11b〃．24－27）とある。

｛314＞『法華論」には、一句は世間の功徳を降伏し、二句は出世間の功徳を降伏するとある，

（315）「留支訳」には「三者撮取不違功徳。随順如來教’作故。如経心善調伏故。」工【T．26p．2　n．3】「作＝行ξ」

　　（T．26no．1519　p．2a　ll．13－14）とあり、「摩提訳」には「三者撮取不違功徳。随順如來教行故。如経心善調

　　伏故，」（T．26no、1520　p．11b　lL27－28）とある、

〔316）「留支訳」・「摩提訳」には「四者撮取勝功徳。如経人中大龍故，」（T，26no．1519　p．2a　IL14－15，　T．26　no．1520

　　p．11bll．28－29）とある．

1317）「留支訳」には「五者撮取所雁作勝功徳，所雁作者，謂能依法供養恭敬尊重如來．如経懸作者作故，」（T26

　　no．1519　p．2a　IL　15－17）とあり、「摩提訳」には「五者撮取所懸作勝功徳．所確作1者。依法供養恭敬尊重如

　　來故。如経雁作者作故。」①【T．26p．11n．40】「者＋（謂能）．三⑤」（T．26　no．1520　p．11bL29－cL2）とある。

〔318）乙本は破損のため、「凡」（O．vol．1　p．18r　L7）を欠く、

（319）すべての諸本に「下撮」（A．voLl　p．17v　L4；O．voLI　p．18v　L21　M．　voLI　p．20r　L2：D，1－74－2　p．154vb　l．5；T．40

　　no，1818p．789cL5；X．46no．789p．735bl．14）とあるが、甲本には「掻」の隣に「界」との添字があるのに

　　従う。また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する。

（320）正徳本・『続蔵経』・『新続蔵』には「撮上一有界字」（M．voLI　p．20r　L2；D，1－74－2　p，154vb　l．5：X．46　no．789

　　p．735　n．6）との、『大正蔵』には「（界ジ＋撮㊧」（T．40no．1818　p789　n．18）との注記がある。

（321）正徳本・「続蔵経』・『新続蔵』には「句下一有配怨二字」（M．voLI　p．20r　1．3；D．1－74－2　p．154vb　t．6；X46　no789

　　p．735　n．7）との、『大正蔵』には「句＋（配怨）イ㊥」（T，40no，1818　p．789　n，19）との注記がある。

（322）甲本・乙本以外の諸本に「句者」（M，vol．1p．20rl．3；D．1－74－2p．154vbL6；T．40no．1818p，789cL18；X46

　　no．789　p，735b　L15）とあるが、甲本・乙本には「句怨者」（A．　voLl　p，17v　L5；0．vo1．1　p．18v　L2）とあるの

　　に従う、甲本の「怨」の隣には添字があるが、前注にあるように、「配」かどうかは判読不能。

〔323）甲本・乙本以外の諸本には「重櫓」（M、voLI　p20r　l．3：D．1－74－2　p．154vb　l．6；T．40　no．1818　p．789c　1．19；X46

　　no，789p．735bL15）とあるが、甲本・乙本には「重難澹」（A．voLIp．17vL5；O，voLIp．18vl．3）とあるた

　　め挿入する。

（324）甲本以外の諸本には「上下界」（O．voLl　p．18v　1．5：M、　vol，1　p．20r　l．6；D」－74－2　p．154vbノ．9；T，40　no．1818　p．789c

　　L21；X．46　no．789　p735b　L18）とあり、甲本には「上界」CA．　vol．l　p．18r／，Dとあるが、「界」の隣に「下」

　　との添字がある、

（325）甲本・乙本以外の諸本には「已」（M．voLI　p．20r　1．6；D．1－74－2　p．154vb　l．9；T．40　no．1818　p，789c　l21：X46

　　no．789　p，735b　l．18）とあるが、甲本・乙本には「既」（A．　voLI　p．18r　Ll；O，voLI　p．18v　l．5）とあるのに従

　　う，

（326）乙本は破損のため、「有」（O．voLI　p，18v　i5）を欠く。

（327）「留支訳」・「摩提訳」には「六者撮取満足功徳、満足學地故、如経所作已辮故。」（T26　no．1519　p2a　IL　17－

　　18：T26　no．1520　p．11c　il．2－3）とある。

（328）【学地】清水梁山［1922：774－775　n．37］には「学地。声聞四果の中前の三果を学地と云ふ、見道修道の位

　　にして尚ほ学するところあるが故に之れに対して第四果を無学地と云ふc已に見道修道を越過して更に

　　学するもの無きが故なり，」とある。

（329汀留支訳」には「七者三句撮取過功徳。一者過愛。二者過求命供養恭敬。三者過上下界。已過學地故。如

　　経離諸重指故。逮得己利故、蓋諸有結故。」（T．26　no．1519　p．2a　IL18－21）とあり、「摩提訳」には「七者三

　　句撮取過功徳、一者過①受故。二者過求命供養恭敬故。三者過上下界巳過學地故。如経離諸重②撞。逮

　　得己③利蓋諸有結故。」①【T．26　p．11n，41】「受＝愛⇔⑧」②【T，26p，11n．42】「指＋（故）〔ε稽）」③【T，26

　　p．11n．43】「利＋（故）θ⇔」（T．26　no．1520　p．11c　ll．3－6）とある。

63



法華文化研究（第43号）

（330）【上下界】清水梁山［1922：775　n．40〕には「上下界。上界は色無色の二界、下界は欲界、即ち三界を云ふ

　　なり。」とある。

（331）【愛】清水梁山［1922：775n．38］には「愛。五陰の重櫓を云ふ。」とある。

（332）【求命】清水梁山［1922：775　n．39］には「求命。邪命の活を求むるを云ふ。邪命とは法の正命に非ざる世

　　間の貧欲利養の活命なり。」とある。

（333）【三有の結】清水梁山［1922：772n．31］には「有結。有は三界二十五有の生処、結はその生因、即ち煩悩

　　業を有結と云ふなり。」とある。

（334）乙本は破損のため、「撮」（O．vol．1　p．18v　1．6）を欠く。

（335）甲本以外の諸本には「善」（0．vol．1　p．18v　l．7；M．　voLI　p．20r　l．8；D．1－74－2　p．154vb　l．11；T．40　no．1818　p789c

　　l．24；X46no．789p．735bl．20）とあり、甲本には「有」（A．vol．1　p．18rl．3）とあるが、「有」の隣に「善」

　　　との訂正があるため、「善」とする。

（336）甲本・乙本以外の諸本には「涌」（M．voLIp20rl．8；D．1－74－2p．154vbl．11；T．40no．1818p．789cl．25：X．46

　　no．789　p．735b　l．21）とあるが、甲本・乙本には「漏」（A．　vo1．1　p．18r　l．3；O．voLl　p，19r　L1）とあるのに従

　　　う。また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する。

　　正徳本・『続蔵経』・『新続蔵』には「浦一作漏」（M．voLI　p．20r／．9；D．1－74－2　p．154vb　l．12；X．46　no．789　p．735

　　n8）との、　r大正蔵』には「満＝漏〃㊧」（T．40　no．1818　p．789　n．20）との注記がある，

（337）乙本は破損のため、「就」（0．voLI　p．19r　1．1）を欠く。

（338）正徳本には「満蓋一作漏已蓋」（M．voLl　p．20r　1．9）との（注記には「満」劃とあるが、本文には「漏蓋」

　　　とあり、誤記か）、『続蔵経』・『新続蔵』には「漏下有已字」（D．1－74－2p，154vb　L12；X．46　no．789　p．735　n9）

　　　との、『大正蔵』には「漏＋（已）’㊧」（T．40　no．1818　p．789　n．21）との注記がある。

（339）正徳本には「満」（M．voLI　p．20r　1．10）とあるが、正徳本以外の諸本には「漏」（A．　vol．l　p．18r　L5；O．voLl

　　p．19ri2：D．1－74－2　p．154vbl．13；T．40　no．1818　p．789cl．26；X46　no．789　p．735bl．22）とあるのに従う。

（340）正徳本は破損のため、「徳」（M．voLI　p．20r　LIO）を欠く。

（341）正徳本は破損のため、「衆」（M．voLI　p．20v　Ll）を欠く。

（342）甲本には「自在故」の後に「能自在故能自在利盆於物」（A．voLl　p．18r　tL6－7）とあるが、初めの「能自在

　　故」の四文字は誤記と考えられる。甲本以外の諸本には「能自在利盆於物」（O．vol．1　p．19r　t．4；M．　vol．1

　　　p20vl．2；D．1－74－2p．154vbl．15；T．40no．1818p．789cl．29［X46no．789p．735bl24）とある／，

（343）正徳本・「続蔵経』・『新続蔵』には「聞下一有聞字」（M，voLI　p．20v　L3：D1－74－2　p，154vb　l．16；X．46　no．789

　　p．735n．10）との、『大正蔵』には「聞＋（聞）’璽」（T．40　no．1818　p．790　n．1）との注記がある。

（344）甲本・乙本以外の諸本には「聞此」（M．voLI　p．20v　L3；D．1－74－2　p．154vbノ．16：T．40　no．1818　p．790a　l．1；X．46

　　no．789　p．735c　1．1）とあるが、甲本・乙本には「聞聞此」（A．　voLI　p．18v　Ll；O．voLl　p．19r　1．5）とあるのに

　　従う。また、甲本・乙本以外の諸本の注記の異本と合致する。

（345）乙本は破損のため、「寛」（O．vol．l　p．19r　L7）を欠く。

（346）「留支訳」には「八者撮取上上功徳。如経善得正智心解脱故。」（T26　no，1519　p2a　IL21－22）とあり、「摩

　　提訳」には「八者撮取上：工上功徳，如経善得正智心解脱故，」①【T26　p．11　n．44】「上＝下∂璽」（T26

　　no．1520　p．11c〃．6－7）とある。

（347）「留支訳」・「摩提訳」には「九者撮取雁作利盆衆生功徳。如経一切心得自在故、」（T26　no．1519　p．2a　ll．22－

　　　231T26　no，1520　p．11c　ll．7－8）とある。

（348）「留支訳」・「摩提訳」には「十者撮取上首功徳。如経到第一彼岸故。」｛T．26　no．1519　p．2a／U．23－24：　T26　no．1520

　　　p．llc　lL8－9）とある。

（349）吉蔵撰『法華義疏』巻第五には「答。婆沙云波羅蜜聲聞必前讃初果後成羅漢。」（T，34no　1721　p，513b〃21一
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　　22）とある。この吉蔵の『法華義疏』の一文には注記が付されており、横超慧日［1939：203　n．30］に「阿

　　毘曇毘婆沙論巻四十六、智健度八道品上云、得波羅蜜聲聞人蓋四沙門果。」とある。なお、ここで指摘さ

　　れている『阿毘曇毘婆沙論』の記述とは、浮陀践摩共道泰等訳『阿毘曇毘婆沙論』巻第四十七（横超博

　　士の注記の巻数は誤り）の「雁作是説。得波羅蜜聲聞人。蓋次第得四沙門果。不以善能解説四沙門果。」

　　　（T．28no．1546　p．358a　ll．9－10）との箇所である。

（350）【無語三昧】清水梁山［1922i　772－773　n．33〕に｛ま「無謡三昧。三昧（Samadhi）は禅定の梵名なり。多く

　　の三昧の種類あり。今無謹三昧と云ふは塵垢を遠離して阿蘭若寂静処に住止して、動ぜず乱せざる声聞

　　僧衆の三昧なり。」とある。

（351）正徳本・『続蔵経』・『新続蔵』には「三下一有有字」（M．vol．1　p．20v　l．7；D．1－74－2　p．155ra　l．2；X．46　no．789

　　p．735n．11）との、『大正蔵』には「三＋（有）t㊧」（T．40　no．1818　p．790　n．2）との注記がある。

（352）甲本・乙本以外の諸本には「但三功徳」（M，vol．1p．20vl．7；D．1－74－2p，155ral．2；T．40no，1818p．790al．5；

　　X．46　no．789　p．735c　l．5）とあるが、甲本には「但三有功徳」（A．　vol．1　p．18v　1．4）とあり、乙本には「但有

　　三功徳」（O．voLl　p．19v　l．1）とあるため、甲本・乙本以外の諸本の注記によって甲本に従う。

（353）乙本は破損のため、「人」（O．voLI　p．19v　l．6）を欠く，

（354）鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』巻第一には「諸漏已蓋。無復煩1臨」（T．9　no．262　p．1c　ll．20－21）とある。

（355）鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』巻第一には「逮得己利，蓋諸有結。」（T9no，262p．1cl．21）とある。

（356）鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』巻第一には「心得自在。」（T．9no．262　p．1c　ll．21－22）とある。

参考文献

横超慧日

　［1939］　「法華義疏』上（『国訳一切経』和漢撰述部：経疏部3）：大東出版社．

大竹晋

　［2011］　『法華経論　無量寿経論　他』（『新国訳大蔵経』14：釈経論部18）：大蔵出版

奥野光賢

　［2002］　『佛性思想の展開：吉蔵を中心とした『法華論』受容史』大蔵出版，

　［2005］　「吉蔵の法華経観」『駒澤短期大学研究紀要』33：（221）一（233）．

河村孝照

　［1997］「吉蔵の法華論疏について」『印度学佛教学研究』45－2：248－252．

　［1999］　「『法華論』解題」「法華文化研究125：1－13．

菅野博史

　［1979〕　「吉蔵撰『法華統略』と　『法華論疏』との撰述順序について」『印度学佛教学研究』28－1：172－173．

金嫡坤

　［2015］　「義寂釈義一撰『法華経論述記』の文献学研究（3）」『法華文化研究』41：（37）一（56）．

金柄坤／桑名法晃

　［2014］　「義寂釈義一撰『法華経論述記』の文献学研究〔D」r身延山大学佛教学部紀要』15：（19）一（43）．

　［2015a］「義寂釈義一撰「法華経論述記』の文献学研究〔2｝」『身延論叢』20：（55）一（69’）．

　［2015b］「義寂釈義一撰「法華経論述記』の文献学研究（4）」「身延山大学佛教学部紀要』16：（23）一（38）．

日下大擬

　［1926］　「法華論に就て」「龍谷大学論叢』269：1－65．

塩田義遜



66 法華文化研究（第43号）

　［1943］　「法華論の研究」『棲神』28：148．

清水梁山

　［1915a］「天親の法華経観」『大崎学報』38：1－20．

　［1915b］「天親の法華経観（続前）」『大崎学報』39：1－19．

　［1922a］「国訳法華論開題」「国訳大蔵経』論部5：1－26，国民文庫刊行会．

　［1922b］「国訳妙法蓮華経優婆提舎」『国訳大蔵経』論部5：149，国民文庫刊行会．

昭和新纂国訳大蔵経編輯部

　［1930］「法華論　一巻　元魏　勒那摩提共僧朗等訳」『昭和新纂国訳大蔵経」解説部2．342－343，東方書院．

　［1931］「妙法蓮華経憂婆提舎」『昭和新纂国訳大蔵経』論律部9：403－444，東方書：院．

中井本勝藤野泰二、中井泰二）

　［2015aコ「吉蔵『法華論疏』における佛身の理解について」『印度学佛教学研究』63－2：220・225．

　［2015bコ「吉蔵による「法華論工帰敬偏の理解について」『佛教学論集』31／32．C1）一（9）．

　［2016］　「吉蔵撰『法華論疏』の文献学的研究｛1）」『三友健容博士古稀記念論文集智慧のともしび：アビダル

　　　　　マ佛教の展開』中国・朝鮮半島・日本篇，山喜房佛書林，

　［2017］　「吉蔵撰『法華論疏』の文献学的研究（2）1『身延論叢』22：（21）一（41）．

藤井教公／池邊宏昭

　［2001］「世親『法華論」訳油U」『北海道大学文学研究科紀要』105：21－112．

　［2002］　「世親『法華論』訳注｛2）」『北海道大学文学研究科紀要』108：1－95．

　［2003］　「世親『法華論』訳注i3｝」『北海道大学文学研究科紀要』111：1－70．

松濤誠廉、「長尾雅人／丹治昭義

　［2001］　r大乗仏典4　法華経1』東京：中央公論新社．

丸山孝雄

　［1980］　「法華七喩解釈の展開」『法華経の思想と基盤」（法華経研究W）：433－461，平楽寺書店．

　［1983］　「法華経論の立場」『講座・大乗佛教』4．193－219，春秋社．

山川智態

　［1934］　「「法華経論」の構成とその思想」『法華思想史上の日蓮聖人』：125－142，新潮社．



67

Summary

APhilological　Study　of　Ji－zang’s　Fahua　lunshu（3）

HonshO　NAKAI

　　This　is　a　philological　study　of　Ji－zang（吉蔵）’s　Fahuαlunshtt（法華論疏）．　The　Fah2ta

lu7tshu　is　the　latest　text　written　by　Ji－zang，　and　the　sub－commerltary　to　the　Fahua　lun

（commentary　to　the　Lotus　S冴tra），The　Fahua　lztn　is　the　rnost　important　text　for　Ji－zang

to　understand　the　Lotus　S2π夕α　（the　Saddharmaりt．t？．i4arika．srktra），

　　The　point　in　this　study　is　as　follows．　In　the　beginning　Ji－zarlg　understood　it　that　all

Mahayana　S口tras　had　the　same　value．　This　is　a　traditional　understanding　by　Sanlun　sect

（三論宗）．But　there　is　a　change　in　his　understanding　of　the　value　of　the　SUtras．　In　the

Faht｛a　lu〃shu　Ji－zang　states　that　the　Lotzts　sz2亡夕αis　the　best　S口tra　among　all　Mahayana

Satras．　In　the　Fahua！l〃ishu　Ji－zang’s　urlderstanding　was　clari丘ed　for　the　first　time．


