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はじめに

　 『維摩経』 （vamalakirtinirdeSa） は 従来 ， 主人公 ・維摩 （Vimalaklrti） に 照準 を当て

「維摩 の 経典」 とみ なされ， 維摩 と並 び立 つ 重要 な役 割 を担 う文殊 師利 （M 画 u 虹 ）

に つ い て は ， 「維摩の 見舞い 役 を引 き受 け た 智慧者」と して一 目置か れ はす る もの

の ， あ くまで も脇役 との 見方 に と どま っ て きた ． しか し， 平 川 （1970）で 提示 さ

れて い る以下の 仮説 に注 目す る と き， 『維摩経』 にお ける文殊に つ い て も， 平川 の

仮説に お け る文殊教 団 との 関わ りに お い て 検討す る余地 が あ る よ うに思 わ れ る．

　 大乗 に 出家 菩薩 の教 団が で きた と き，彼等は文殊 を信仰の 申心 として崇 めた の で はない

　 だ ろ うか．…
文殊 を思想的 中心 とす る教団が存在 した ように 思 われ る 1）．

　文殊 の 菩薩 と して の 誕生 に つ い て は ， 手島 （1917 ，
　 121− 124）や 赤沼 （lgg8 ，

24g−

250） に よ る と， 紀元 1 世紀前後 と想定 され る ． こ の 成立 年代 か らする と， 『維摩

経』 の 作者 は 「文殊法 門」 の 活躍 を知 っ て お り， その うえで 維摩 の 対論相手 に文

殊 を割 り当てて い た と考え られ る．本稿 で は ， 文殊師利 に関連す る経典 を概観 し，

文殊菩薩 とそ の 教説の 特徴 を確認 し， そ の 結果 を踏 まえて
， 『維摩経』にお ける文

殊菩薩の 役割 また 『維摩経』 と文殊師利法門 2＞との 関係につ い て み てい きたい ．

1． 文殊師利関連経典 と文殊師利法門

　赤沼 （lgg8 ，
251）は仏教 経典史の 流 れ の 中で 文殊 師利 に 関連 す る経典 を取 り上

げ ， 「般若 の 人格化 で ある 文殊」 との 見方 を示 して い る． 印順 （1981，873−gg7） は

文殊師利 関連経 典を網羅 的に選び 出 し， 「文殊師利法門」の 全貌 を明 らか に して い

る， また光川 （1gg7， 68− 72）は文殊菩薩を経名に もつ 経典 を一 覧 し ， その うちの 2

つ の 経典 （r仏 説須真天子経』お よび 『仏 説文殊師利現 宝蔵経』）に基づ い て ， 文殊菩薩

の 殊勝性を明 らか に して い る ．

　印順 （1981， gl8−g20）が取 り上 げた 文殊師利関連経典は，　 A ）仏が 文殊の た め に
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説 い て い る もの （7 部）， B）文殊を説主 と為すもの ， ある い は 問答 に
一

部参加す

る もの （28 部）， C）問答に
一

，
二 節の み参加 して い る もの （12部）の 47 部で

， そ

の うちの B が 「文殊師利法門」の 根拠 とされ ， 『維摩経』 もこ こ に分類 され る ．

　光川 （1gg7，41−45）は経名に よる分類 で
，
　 A）経名 に文殊 師利 と明記 され て い る

もの （20 部）， B ）経典 の 別称 に 文殊 の 名が あ る もの （8 部），　 C ） チベ ッ ト訳 され

て い る もの の 経名か ら文殊関連 とみ られる もの （2 部）の 30 部 を挙 げて い る ． 弥

勒 や阿弥陀の 関連す る経典と比較 して ， 文殊関連経典はそ の 数が 圧倒的に多い こ

とが特徴で あ り， この 数の 多 さか らみ て も，初期大乗 に お ける 文殊法 門の 地 位が

うかが い 知れ よ う．

文殊系経典に み る 文殊菩薩の すが た　望月 （1930）， 印順 （lg81）， 光川 （1990） な

どの 先行研究 に よ っ て 浮上 して くる文殊の 基本 的 なすが た として ， 以下 の 諸点が

挙 げ られ る．

　 ・文殊は東方世界の 菩薩で あ り，釈尊 との 感応道交 に よ っ て ， 衆生救済 の ため

　　に娑婆世界 に来て い る．

　
・文殊 は般若 の 説者で あ り， 文殊 と般若 は必 ず不離の 関係 に置か れ る．

　 ・般若波羅蜜 は諸仏の 母で あ り， 文殊菩薩は 「一 切諸仏 の 母」 と呼ば れ る ．

　 ・文殊 は 出家菩薩で あ り， 釈 迦牟尼仏陀の 代理人 と もい える 菩薩で ある ．

文殊法門の 教風　初期大乗 におい て
， 「文殊法門」は 「般若法 門」 と源 は 同 じで

，

説 くとこ ろ も般 若空 ・不 二 の 思 想で あ る． しか し，「般若法門」とは異 な っ た文殊

法門独 自の 教風が み られ る ． そ れ は 「相手に 反観 ・反詰あ る い は否定を促す言語

表現」「聴衆を面食 らわせ る ような常軌 を逸 した行動」 な どで ある．

　 また，文殊法門の 思 想面 で の 特徴 を要約する と， 1）勝義諦 を重視 し ， 世俗諦 を

重 ん じない ， 2）尋常 で ない 発言 （際立 っ た反語的表現） と常軌 を逸 した行為， 3）

天子 に対す る説法 ，
4）多 くの 他方仏土 ・他方仏 を伝 える が ，釈尊 の 穢土 を重視，

5）仏 ・菩薩の 方便行 ， 6）厂法界」 を特 に重 ん じる ， 7）「諸法是菩提 」「不 断煩悩」

「煩悩是菩提」「五 逆是菩提」の 思想 ，8）弾偏 ・斥小 ，9）女性 の 説法， 10）仏 ・

仏 土 ・衆生 ・法の 平等 ， な どが挙 げ られ る
3）． こ の うち ， 1）， 5）， 7）， 8）， 9）は

『維摩経』 と共通する特徴で ある．

2． 『維摩経』にお ける文殊菩薩

望月 （1930， 6レ 62） は， 「諸法皆空 の 般若の 説 は 阿含仏教 に対する改革運動で あ

り， 維摩 は般若 の 迹 に 至 りて 編述 され た」 との 見解を示 して い るが ，維摩 と文殊
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法 門の 先後 に つ い て，経典の 記述 自体に基づ い て推測 すれ ば， 『維摩経』は文殊系

経典が流 布 した後 に作 られ た と考 え られ る ． なぜ な ら， 維摩が 如何 に勝 れ た人物

で ある か につ い て の 説 明は 「方便 品第二 ⊥ つ づ く 「弟子品第三 ・菩薩品第四」に

お い て 延々 と続くの に対 し， 文殊菩薩につ い て は何 らの 説明もない まま， 維摩 を

見舞う場面 に展 開 して お り，文殊 に つ い て は説明不 要の 状 況 にあ っ た とみ られ る

か らで ある．

「対話者」と して の 文 殊の 手腕　「大乗経典 に お ける文殊 師利 の 役割」 と して Tribe

（1997）は 5 点挙 げて い る ， そ の 第 1 が 「対話者お よび代弁者」 とい う役割で あ

り， それ が 最 もは っ き りした形で み られ る 経典 と して 『維摩経』が挙 げ られ て い

る． 『維摩経』 にお い て 文殊が 登場す る の は 「問疾品第五 」か ら 「入不 二 法門品第

九 」まで で
， そ の 間に 文殊は 30 余の 問い を投 げか け ， その 問い に導か れ て 維摩の

説法が順 々 と引 き出 されて い く． つ ま り 『維摩経』の 最重要部分で ある維摩 の 説

法は文殊 との対 話に よ っ て 成 り立 っ て い る．

『維摩経』における文殊 の 説法　もっ ぱ ら文殊が 問い 維摩が答 える とい う流れ にお

い て
， 維摩が文殊に 質問して い る場面が 幾つ か あ る．例 えば 「仏道 品第八 」で は

，

「如来 の 家系 とは如何 な る もの か」と維摩が 問 い ，文殊が 「如来の 家系 とは無明 と

有愛で ある 」を筆頭 に ， 貪瞋痴 （三毒）， 四種の 顛倒 （四顛倒 ） な どを 「如来の 家

系」 と して 挙 げ， その 問答の 中で ， 「汚泥 の 蓮華」の 比 喩 も語 られ て い る．

　 「入不二 法 門品第九 」で は，菩薩た ちに対 して発せ られ た 「不 二 の 法 門に 入 る と

は如何 な る こ とか 」 とい う維摩 の 問い に， 文殊 も答 えて い る． 「一 切 諸法 は不 可

受 ， 不可説 ， 無言説 ， 不説， 離言説 ， 非仮立で あ る， そ れが不 二 に入 る こ と」 と

い うそ の 回答に よ っ て ， か の 有名な 「維摩の
一

黙 」が 引 き出 され て い る．

『維摩経』における維摩 と文殊 の 関係一 協働者 　上述 の 如 く 『維摩経』に おける

文殊の 役割をみ て くる と，「維摩が 主人 公で ，文殊は そ の 引 き立て 役」 とい う単純

な構図は必ず しも正 し くない こ とが分か る． で は ， 経典作者は ， 維摩 と文殊をど

の よ うな関係 に描 こ うと して い たの か。「香積仏 品第十」で は，衆香 国の 食べ 物の

芳香 に誘 われ て 集 ま っ て い た満八 万 四千の リ ッ チ ャ ヴ ィの 人々 に向か っ て ，「維摩

と文殊は ， 満千 の 生類が 無上正等菩提 に発心 する よ うに ， そ の よ うに法 を示 し，

一
万の 菩薩た ち も無生法忍 を得た」 と説か れ て お り， 維摩と文殊は共に法を説 き

示す 「協働者」 と して捉 え られ て い る．
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3． 文殊師利法門と 『維摩経』

　『維摩経』 と文殊経典 とに は， 思想的な類似性 は もちろ ん だが ， 挿入 され た プ

ロ ッ トに も共通する 点が多い ． 具体的な類似 点お よび相違点 を通 して
， 文殊師利

法門に対す る 『維摩経』の 位置づ けを考 えて み た い ．

文殊系経典 と 『維摩経』の 類似点　細 か に検討すれ ば数多 くの 類似性 が挙げられ

るが， こ こ で は 3 点の み指摘 したい ．

1） 「抑小揚大」の 傾向 ：維摩が十大弟子 を詰 っ た と同 じよ うに，「魔逆経』で は六

　 大弟子， 『離垢施女経』 で は八 大弟子， 『首楞厳三 昧経』 で は九大弟子， 『須真

　 天子経』 で は十四大弟子が や り込 め られ る．

2）阿闕仏 国 との 関係 ：維摩 は 阿闕仏 の 妙喜世界か ら穢 土に 来て い るが ， 『首楞厳

　 三 昧経』の 現 意天子 は首楞厳三 昧を説 くた め に穢 土 に来生 して お り， 『文殊師

　 利仏土厳浄経』の 棄悪菩薩が仏 とな っ た と きの 世 界は阿 闕如 来の 世界 と同 じだ

　 とい わ れ る．

3）男女不 二 ・転女身説 ：『維摩経』で は，舎利 弗 と天女 の 問答が有名で あ る． 『首

　 楞厳三 昧経』 で は瞿域 天子が， 「大乗 を発す もの は男女の 別 を見 ない 」 と述べ

　 て い る． また 『諸仏要集経』に も同様の 逸話が あ り， そ の 類似性は 厂もはや …

　 単なる偶然 と見る こ とは不可能となる」4）とい うほ どで ある．

　 こ の よ うな類似性 に照 ら して ，『維摩 経』と文殊系経典 ない し文殊師利法 門との

間に 緊密 な関係性 が あ っ た こ とは 間違い ない と思わ れ る．

『維摩経』と文殊系経典 との 相違点　維摩 は 「衆生たち を清浄にするため に ， 敢 え

て 不浄な世界 （穢土）に生 まれて い る」（見阿 闕仏 品 第＋二 ）が ， そ の 点は文殊 も同

様で あ り，両者 と も斉 し く衆生 教化 に邁進 して い る ， しか し， 両者の 教導方法は

異 なる ．維摩 は 「方便 善巧の 人」で あ り， 衆生 の 機根 ・ 能力 にあわせ て種 々 の 方

便を講 じ， 文字 どお り衆生 に 「近づ く， 到達する 」（upa −
vEi ⇒ upaya

， 方便）こ と を

旨 とす る．他方 ， 文殊は相手の 如何に よ らず飽 くまで も甚深 な る法をもっ て迫る．

　 また，文殊 と維摩に は 「菩 薩 と して の あ り方」に お い て も相違 が み られ る ．「菩

薩が どこ で ， い つ ， どの 仏陀の 前で 菩提心 を発 し， 誓願 を立 て ， 自分 の 未来の 仏

国土 を飾るた めの 特性 を決め た か ， そ して い つ 無上正等覚に達するか」 とい う極

め て 重要 なテ ーマ が ， 文殊に 関 して は詳 し く述 べ られ て い るが ， 維摩に つ い て は

まっ た く明か され て い ない ．Lamotte（1976）はそ の 理由の
一

つ と して， 「維摩が 大

乗 の 聖者伝 の 中で 比較的 目立 た ない 地位 を占め て い る こ と」5） を挙 げて い る． た
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しか に 後期密教 に至 っ て Tantric　god 　6） と も呼ばれ る偉大 な存在 とな る文殊 とは

対照的 に ，維摩 は維摩系諸経典 7） で み て もさ した る活躍 が み られず， なか に は ま

こ とに冴 えない 役柄 を演 じて い る場合 さえあ る 8）．

文殊法門か ら 『維摩経』へ 文殊 の 教説 に は聴衆 を震 え上 が らせ る激 しさが あ っ

た． それ に つ い て 印順 （1981 ，
g3g）は ， 「強い 薬 を用 い ，毒 を以 て 毒 を制す る の は

み な治病の 良法だが ，
この よ うで あ りさえすれば病 を治せ る とい うもの で は ない ．

… そ の ため 文殊法 門の 特徴 と い える常軌 を逸 した 言動は 衰落 して ゆ き ， 中 国禅宗

の 祖師の あい だ に若干 なが らその 傾向が残 っ た 」と述 べ て い る．

　こ れ は ，赤沼 （lgg8 ，
263）が 導 き出 した結論 す なわ ち 「文殊 は弥勒の 後 に顕れ

て
， 漸次に弥勒の 地位 を奪 い ，放鉢経，法華経序 品等 明 らか に こ れ を示 して い る．

か くて弥勒を しの い だ文殊は維摩経 の 維摩 ， 入法界品の 普 賢に その 地位 を譲 ろ う

と して い る 」 に通 じる ．

おわ りに

　文殊 法門の 後に登 場 した 『維摩経』の 文殊 師利法 門 に対す る立場 につ い て，「文

殊 は阿含 に反旗 を翻 し， 釈尊の 対機説法で 教化 を図 る般若 に も異 を唱 え，厳重 に

勝義諦 を貫 い た． そ こ に 維摩が 登場 し， 巧み な方便 を駆使 して 衆生 を導 き， 沈黙

を以て 〈不二 の 法門〉の 深義 を示 した」 とい えよ う．

　文殊 も維摩 も共 に空 の 立場か ら衆生済度に取 り組 み大乗 を称揚す る が ， 文殊 の

声聞攻撃に は声聞仏教界 の 大乗誹謗を挑発する畏れが 懸念 され る ほ どに激 しい も

の で あ っ た．他 方 ， 『維摩経』は対立 を超 える姿勢 を鮮明 に して お り，それは維摩

の 家の 天 女の 科白 ， 「声聞乗 を説けば声聞乗 ， 縁起 の 法に入れ ば独覚乗 ， 大悲 を捨

て なけれ ば大乗」（観衆生 品第七）に も読 み取れ る． 「勝義諦
一

辺倒」 とみ な され る

文殊 と 「方便善巧の 達者」 た る維摩 とが 並 び立 つ 『維摩経』 に は ， 初期大乗仏教

の 遷移の 一 面が 映 し出 されて い る の で は ない だ ろ うか． （紙幅の 関係で ，脚注お よび

参考文献の 大半 を省 い た，）

1） 平川 1970
，
581 参照 ．

2） 高崎直道 ・河村孝照校註 『新国訳大蔵経 文殊経典部 2』（大蔵 出版，1993）の 編纂 に

当た っ て ， 高崎 は文殊菩薩 との 関連性か ら 『維摩経』 と 「首楞厳三 昧経亅 をは じめ と

する諸経典 （『思益梵天所問経』， r大方広宝篋経』， 『阿闍世王 経』，『文殊師利浄律経』，

『文殊師利般 涅槃経 』，『伽耶 山頂経』，『文殊師利問経』，お よ び 『未生冤経』）を合わせ

て，「文殊経典」 とい う部類 を別出して い る．
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The Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assoclatlon 　of 　工ndlan 　and 　Buddhlst 二　St二udles

（158） 『維摩経』 と文殊菩薩 （西 　野）

3）印順 1981，928−944 を参照 ．

4） 『国訳一切 経』（印度撰述 部 ・経集部 14，大東 出版社，1973），（63）一（65）に お ける 泉

芳環の 「諸仏要集経解題」を参照．

5） Lamotte　1976
，
　civ を参照．

6）　Hastings　1916，
405．

7） 『維 摩経 』三 漢訳 （T ・nos ．474，475，476）とそ の 後 に続 く Tno ．477 『仏説大方等頂王

経』，Tno ．478 『大乗頂王経』，　 T　no ．　479 『善思童子経』，
　 T・no ．・480 『仏 説月上女経』 を

指す．大鹿 （1985）はこ の うち 『善思童子経』，『月上女経』 と 『維摩詰所説経』の 三

本を 「ヴィ マ ラ ・シ リ
ーズ」 と し，特 に 『月上女経』 と 『維摩経』 の類似性 を比較 し

て い る．参照 ：西野 （2010）， （179）一（182）．

8） 『月上女経』で は 毘摩羅詰 は平凡 な長者で あ り，その 娘が常人な らざる月上 女で あ

る．月上 女を妻に求め て 大勢の 男た ちが や っ て 来 る と，毘摩羅詰は恐怖 の あま りに 泣

　き出して ，娘に諭 され る とい う不 甲斐 な さで ある．
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