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は じめ に

　仏教 の 目的 は悟 りを得 る こ とで あ り， そ の 体験 をブ ッ ダが 語 る こ とか ら仏 教 は

始 まる ． そ の 悟 りは anuttard 　samyakSa ηnbodhi　（阿耨多羅三 藐三 菩提 ， 無上 正 等覚 無

上 正 等菩提） とい わ れ たが ， 原始仏教 や部派仏教で は こ の 悟 りと区別 して ， 阿羅

漢に なる こ と を 目的 とす る阿 羅漢菩提 ， ある い は声 聞菩提が説か れ ，
ブ ッ ダの 悟

りと区別す る よ うに な っ た ．初 期 の 仏 教 で は 弟子 と師た る ブ ッ ダの 悟 りに は明確

に
一 線が 画 され て い た の で あ る． したが っ て ， 大乗仏教 で 凡夫の 弟子た ちが発 菩

提 心 （無上正 等覚心） を発 して 正覚 を得 る こ とが で きる と宣 言す る に 至 る まで は，

教理 的に か な りの 飛躍が ある こ とが わ か る ．

　その 間の 悟 りの 考察 につ い て の 発展 を示す概念が ，
主 に 有 部な どで 説 か れ た 三

種菩提 説 で あ り， そ れ が 三 乗 とい う大乗仏教 に特有 の 思想 へ と展 開す るの で あ る．

　三 菩提 説 は声聞菩提 ・独 覚菩提 ・仏 菩提か らな るが ， 仏菩提 とは ブ ッ ダの 悟 り

そ の もの 　　無上 正等正覚で あ る． そ して
，

こ の 声聞 ・独覚
・仏 の 三 菩提 に 基づ

きなが ら
， 〈ブ ッ ダ の 悟 りこ そ が ， 菩 薩の 悟 りで あ る〉 と読 み 替 え ， 菩 薩 を強調

す る の が 三乗説 に他な らな い ．

　 しか し ， 菩薩が悟 りを求 め る 者 とい う意味 で ある な らば
， 声聞 も独覚 も

，
立場

や 実践 こ そ違 え ， 悟 りを求 め る とい う限 りで は 同
一

で あ る． そ うで ある な ら， 三

乗 の 菩提 を求め る者は ， 同 じ く菩薩 と呼ば れ て もい い は ずで あ る 。 しか し
，

三 乗

の すべ て が ， 菩薩 に 集約 さ れ る な らば ，
三 乗 や三 菩提 は 何の た め に説か れ た の

か ，
とい っ た 議論 もある． こ れ に類似 した見解 は す で に 『婆沙論」 に見 られ る ．

　「婆沙論』 で は
， 「〔五 趣の 行法 を実践 し

， 解脱 して い る〕彼 の 阿羅漢は ， 先 に

は是れ菩薩 の 種性 な り」 と述べ た り， 諸縁の 性が 実有 と見 る 立場 か ら
，

あ るい は

諸縁 を観察す る 智 の 相違 か ら三 種 を区別す る な ど とい う． こ れ らの 言明 に は二 諦

の 語 こ そ ない が ， 世俗 の 立 場 で 三 菩提 を説 い て い る こ と も推測で きる． 後述す る
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よ うに ，
こ の 説は小 品系般 若に は な く， 大 品系般若 に投影 され て い る．

　大 品系の 般若経で は ，
三 乗の 解釈に二 諦説 を適用 して ， 世俗諦 で ある こ とを明

示す る． ある い は そ れが 畢竟空 を根拠 とする こ とに言及す る． また ，
三 乗中の 仏

乗 を菩薩乗， ある い は 大乗 と読み 替えて ， そ こ か ら一乗思想 が発 生す る道筋をつ

けた ． こ の 場合の 一乗 とは菩 薩乗 で あ るが ， そ れ に は二 乗 を越 える 唯一
の 乗 とい

う意 味と
， 悟 りを求 め る 菩薩 とい う意味で の 菩薩乗 とい う二 義が ある． こ の よ う

な菩薩乗の 解釈 こそが ， 三 乗思想 を解 く鍵 とな っ て い る の で あ る ．

L 初期仏教文献の 三 乗

　阿含等 の 初期仏典に は三 乗の 語 は ない が ，
三 種 の 種性 を格別 して 論ずる傾 向は

見 られ る ．非常 に まれ な例 で はあ る が
， 「雑 阿含』 （635） に ， 「比 丘 が 四 念処 を修

習す る こ とに よ っ て
， 未だ 浄 らか で ない 衆生 を浄 らか に し， 浄 らか な衆生 に は さ

らに 光沢 を増加 させ る ． こ の 浄 らか な衆生 の よ うに ， 未 だ彼岸 に渡 っ て い な い 者

に ， 阿羅漢を得 させ
， 辟支仏 を得 させ ， 阿耨多羅三 藐三 菩提 を得 させ る」 （大正 2

，

176a） とする． た だ し
，

四 阿含中に 三 乗は見 られ ない ， 唯
一

の 例外 は 『増
一

阿含

経』で あ るが
， 本経 に は

， 菩薩や大 乗 ， 六 波羅蜜 な どの 語が 見 られ
，

三蔵の 分類

にお い て も， 厂契経 （阿含）・律 ・阿毘曇 ［経］ の 三 蔵 に加え ， 方等 な ど大乗 の 玄

邃な （奥深 い ）義を もつ 経典類 を雑蔵 とす る」とい うよ うに ， 明 らか に大乗 を知 っ

て お り，後代 の 大乗 の 影響が 見 られ る （大正 2，　550clO）． さ らに修行 階梯 を見 る と
，

伝統的な四向四果 の 階梯は もちろ ん で ある が ， こ れ に声 聞乗 ・辟 支 仏 乗 ・仏乗の

三 乗を知 っ て お り， 「今 ，
こ の 衆中に ， 四 向四及 び声 聞乗 ， 辟支仏乗 ， 仏 乗あ り．

そ れ 善男子 善女 人 あ りて 三 乗 の 道 を得 ん と欲せ ば， 当の 衆 の 中 に こ れ を求 むべ

し」 とあ り， 四 向四果 の 上 に 三 乗 を置 く聖者の 階梯を踏 まえた記述が 複数見 られ

る （大正 2
， 792b−c

，
　653a8−11）． こ れは後述す る般若経 と同 じ言 明で あ る．

2 ． 有部系論書 の 三種菩提 の 説

　三 種菩提 とは
， 「声聞菩提 ・独覚菩提 ・無上 菩提 （仏菩提）」の 三 種 をい うが ，

般 若経 で は そ れ を得 る の が 三 乗 で あ る と明 確 に述 べ て い る （［Kimura 　2006：97
，
　ll．

26田 ， r大般若経』大正 7， 164c7− 19）． そ の 意味 で ， 三 菩提 は 三 乗 の 祖 型 と言え る．

こ れ は毘奈耶 を含め （大正 23，673c，
・798a；大正 24

，
15c）， 説

一
切有部の 論書で しば し

ば見 られ る 用語 で
， 例 えば 『施設論』 に は 「所謂 ， 無上 正等菩提 ・縁覚菩提 ・ 声

聞菩提 は彼岸法に 到る」 （大正 26，520a5，23）， 『法蘊足論』「多界品」に は 「能 く声聞 ・
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独 覚 ・無 上 菩提 を証 得す」 （大正 26，　502c） と い う語が 見え る．極 め て まれ な例 で

は ある が ， 明 らか に 説
一

切 有部 の 教 理の 中 に位 置づ け られ る． また 三種 菩提 は
，

二 世紀頃編集 され た とされ る 『大毘 婆沙論』 に な る と しば しば言及 され （大正 27，

70a13，　251a24，　283blO，
　343a19

， 662。11）， さ らに は 三 乗説 と 関連 させ た三 乗種性 （大正

27
，
　33b21， 520all）や 三 乗菩提 （大正 27，　159b28，　428b19） とい う語 さえ も用 い られ る

よ うに な り，
三 ［乗］菩提 説 と して 『倶舎 論』 や 『順正 理 論』 に 受 け継 が れ る．

　
一方 ，

パ ー リ仏 教 で は
， 『清浄道論』（P7suddhimagga ，

　PTS　I
，
　p．214）に 至 っ て 「三 菩

提」が あ らわれ る． しか し
，

これ は現等菩提 （abhisamb ・dhi）と辟支菩提 （paccekab・dhi）

と声聞菩提 （sbvahab ・dhi）か ら なる もの で
， 用 語 も異 な りが あ る し， さ ほ ど重視

して い る よ うには 見 えな い ．

3． 三種 の 菩提は同
一・

か ？ 『婆沙論』所説

　次 に ， 『大 毘 婆沙 論』の 中に 説か れ る 三 種の 菩提 と ，
三 乗 に 関連 す る代表 的箇

所 を引 用 す る．

（1）声聞 ・独覚 ・正 等覚者 の 解脱 は 同
一

か ？

　経に 説 くが 如 し
“

如来 の 解脱 と余の 阿羅漢等 の 解脱 と異 な る こ とな し
”

と． ［略］答 う，

　
“
三 乗 身中の 解脱 は異 な る と雖 も，而 も善 と常 なる こ と同 じが 故 に，異 なる こ とな しと

　 説 くな り．復次に ，
この 言 は，

一
相続 中に 三 乗道あ りて，同 じ く解脱 を証す る こ とを顕

　 示する な り．謂く， 他身所証の 解脱を望め ぱ
， 各 々 異な りあ りと雖 も ， 而 も

一
身中に 三

　乗の 性あ りて
， 同 じ く解脱 を証す．何 の 乗 に 随依 して 聖道 を引 き起 こ す にせ よ，皆 ， 能

　 く此の 涅槃を証得す るが 故な り
”
． （『大毘婆沙論』 大正 27

，
　162b23−29）

（2）すべ て の 衆生 に 三 種の 菩提が あ り， そ れ を求め る者に 区別 は ない ．

　
一

切衆生 に 尽 く三 種 の 菩提性有 り．所謂，仏 ・
辟支仏 ・声聞の 菩提 な り．若 し仏 の 道 を

　 去 りて 従 り，亦 た此 の 法 を証 す．若 し辟支仏 ・
声 聞の 道を去 りて 従 り， 亦た此 の 法 を証

　 す．是の 故に無差別 と言 うな り． （『阿毘曇毘婆沙論』大正 28，122cl5−17）

（3）五趣の 行法 の 阿羅漢 は菩薩 の 種性で あ っ て ， 已 に解脱 して い る ．

　 問う， 何が 故に阿羅漢 はすで に 解脱 を得する に
， 而 もこ の 法を修 して 自らを拘縛す る や．

　 答う， 彼の 阿羅漢は先 に は是れ菩薩の 種性 （姓）に して ，有情 の 悪 を造 り苦を招 くに忍 び

　 ず， 彼 を苦 よ り抜か ん が 為 の 故に ， 恒 に是 の 念 を作す．
“
我 は 無始 よ りこ の かた 諸 の 有

　情 とともに互 い に纒縛 を起 し
，

五 趣 に輪廻 し ， 諸 の 劇苦 を受けた り．我 は幸 に 免れ る こ

　 と を得て ，復，応 に彼 らを救 うべ し
”

と． ［略］故 に ， 阿羅漢 は 自ら解脱す と雖 も，而

　 も有情の た め に無諍行 を起 す な り． （『大毘婆沙論』大正 27
， 898c25−899a6）

（4）所縁が 性 と して 実有で ある た め に
，

三 種 菩提 を設け る．

　 復次に ， 諸縁 の 性に して t 実有 に非ず んば，応 に 三種 の菩提 を施設すべ か らざらん．謂
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　 く，上 智を以 て 縁性 を観察する を仏 菩提 と名づ け ， 若 し中智 を以て 縁性 を観察す るを独

　覚菩提 と名づ け，若 し下智 を以 て縁性 を観察す るを声聞菩提 と名つ く．（『大毘婆沙論』

　 大正 27，283b10−13）

　以 上 の よ うに ， （1）で は
一
相続 ，

一
身中に 三乗 があ る こ と

，
お よび三 乗 は皆同

じ涅槃に至 る道 なの だ か ら
，

そ の 解脱に 区別 は ない とす る 説が 述 べ られ る． （2）

は ， 菩提 を求 め る 有 情が 菩薩 な らば ， 声 聞の 菩提 で も同 じ く菩提 で あ るの だ か

ら ，
三 乗の 菩提 を求め る 者は ， 同 じ く菩薩と呼ばれて よい は ずで あ る． しか しな

が ら， ただ無上菩提 を求め る者だ けが 菩薩と呼ば れ
， 声聞菩提や 独覚菩提 を求 め

る者は菩薩 とは呼 ばれない 理由は何 か を述 べ た もの で ある ． こ こ で も三 種 に区別

が ない こ とを述べ て い る ．（3）は
，

五 趣の 行法の 阿羅漢 は已 に解脱 して い るの に，

な お無諍行 を修す る の は なぜ か ？とい う問い に対す る 回答で あ る ． そ の 中で 阿羅

漢 に菩薩の 種性 が あ る こ とを述 べ ， 自 ら過 去 に劇苦 を受 けた こ と を記憶 し，
一

切

の 有情 が苦 に沈むの を救 わ ん と して ， 有情の ために 無諍行 を起す とい うもの で
，

まさ に大乗 の 菩薩 の 思想 と共通 する ． （4）は
， 認識対 象が 実有で な け れ ば三 種 菩

提 を設 定す る こ と もで きな い ． 対象を認識す る 智慧の 相 違 に よ っ て ， 三種 の 菩提

を区別 して い る とい う説で ある． これ らは三 菩提説 と三乗 にお い て ， そ れ ぞ れ に

区別が ある か どうか とい う問題 を論議する もの で あ り， 般若経中の 教 説 とよ く対

応す る． また ，
三 種 菩提 の 差別論 に応 じて ，

三 乗種性 を述べ
， その 中で 仏乗 を菩

薩乗 と表現 して い る （同 33b12）こ とな どか ら ， 『婆沙論』 と大乗 の 三乗 説 との 関

連 は疑 い 得 ない ．

4 ． 小品系の 菩薩乗 の 用例

4 ．1 ．漢訳諸本の 菩薩乗

　三乗 説の 中で 最 も重要なの は仏乗ある い は菩薩乗 で あ る． 最初 に小 品系の 般若

経諸本 に お け る 「菩薩乗」の 用 例 をみ る と
， 『道行 』， 『大 明度』， 『鈔経』 とい う

古 訳 に は こ の 語 が な い ． とこ ろ が 408年羅 什訳 『小 品』 に な る と 2 箇 所 （3例 ）

登 場 し （大正 8，
　563c6，

　c7
，
　564c15）， 985年施護訳 『仏母』 に は 16箇所 （26例 ）と増

加 す る ． 同 じ傾 向は ， 厂仏乗」 に つ い て もい え る （大正 8，563・）． こ の よ うに
， 初

期 般若経の 系統で は必 ず しも菩 薩乗 とい う概念が 確立 して い た とは 言 えず ， 後代

の 翻訳 に なる に従 っ て ， 菩薩乗 とい う語が用 い られ る ようにな っ た こ とが わ か る．

　た だ し， 菩薩乗 や仏乗， あ る い は二 乗や 三 乗 とい う語 は用 い られ な い が ， す で

に最古 の 『道行』 の 中で ， 批 判 の 対象 と して 阿羅漢辟 支仏 を纏め て 論 じた り （大
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正 8， 459b5−6）， 〔阿〕羅漢 ・辟支仏地 に対する仏地 に言及 し （454b18，
467c18）， 菩薩i

は二 地 に 堕せ ず （458c10−21） と述べ た りす る こ と か ら， 般 若経 の 初 期 の 段 階 か ら
，

伝統的 な修行者 に 対す る 批判 と して
， 新た な修行道 を菩薩 に提示す る とい うテ ー

マ が あ っ た こ とは 指摘 で きる ，

4 ．2 ， 『八 千頌般 若』の 菩薩乗

　 「八 千頌般 若』 （以下 AS と略） に は三乗 に 言及す る 二 つ の 例が あ る ． 最初 は 第三

章 「塔 品」 に あ る
， 熟語 と して の 三 乗 （吻 αイ鰐 α） に 言及す る 唯

一
の 例 で ある ．

そ こ で 四大王 は世尊 に 次の よ うに 申 し 巳げた ．「世尊 よ t こ の 般若波羅蜜 を手 に取 り，

記憶 し t 唱 え，学習 し，宣布す る その 善男 ・善女が
， 衆生 を三 乗 に お い て 訓練 し ， しか

も衆生 とい う想い を起 こ さない とは
， 希有なる こ とで す．」（［Wogihara　l973： 190， 1．15］）

　 こ の 箇所 に 対応す る 七種 の 漢訳 を見 る と ， すべ て の 対応 箇所 に 欠 けて い る． お

そ ら く小 品系統 で は 三 乗 とい う教説 は確立 して い なか っ たか らで あ ろ う．

　 もう
一 つ は

，
AS 「真如品」第十六 にお ける三 乗の 用例で ， こ れ は シ ャ

ー リプ ト

ラ長 老 の 「法性 に お い て ， すべ て の もの に と ど ま ら な い と い う方法 に （sar ・a −

dharmdSthana−y・gena） と ど ま っ て い る」 とい うス ブー テ ィ 長老へ の 反問で あ る ．

　 また 実に ス ブ ーテ ィ長老 よ， 如 来 に よ っ て 三 種 の 菩 薩乗 〔に よ っ て 修 行す る 〕人 々 が

　 説か れ て い るが ，〔あな た の 説 に よれ ば〕 それ ら三 種 の 確 定 は存 在 しない こ とに な る．

　 なぜ な ら，ス ブー
テ ィ 長老 の所説で は ，唯だ一

つ の 乗 り物，す な わ ち仏乗 〔で あ る 〕菩

　 薩乗 が あ るだ け とな るか らで す．

　 y6c α 肋 α1〃 ρ瑚 σr 伽 θ 〜鬘卿 5〃3απ 5帥 励 召 一 競 痂 9躍 e癬 肋 アδ励 ，

　 θ5御 娵 アδ廊η以 ソavasthanam 　na 　bhava’〃 ekam 　 eva 　hiアdnam 　bhaリati　yαd　uta 　buddhayanaηP

　 bodhisattvayinaηt　yathd　dyusmata珍　subhtitir 　nirdes
’
ah ．（［Wogihara　1973： 657

，
　ll．15− 19］）

　上 記 の よ うに
， 仏乗 ・菩薩乗 は た だ 「

一
つ の 乗 り物」（

一
乗） と して 同

一
視 さ

れ る． こ の シ ャ
ー

リプ トラの 反問に対 して ，
ス ブ

ー
テ ィ 長老 は次の よ うに 答 え る ．

シ ャ
ー リプ トラ 長老 よ，真如 （tathata）の真如 なる もの

， そ うい う真如 に お い て
， 声聞

乗に よ っ て，あ るい は独覚乗 に よ っ て
， ある い は大乗 〔に よ っ て 修行する もの 〕で あれ ，

た だ一種の 菩薩さえもあなた は見 るで あろ うか ？ （［Wogihara　1973； 658
，
　ll．19−22］）

こ の よ うに ，シ ャ
ー

リプ トラ長老 よ， 〔最高の 〕真実の 立場 ， 永遠性 の 立場か らすれ ば ，

そ の 菩薩 の あ りよ う （bodhisattVa−dharma）が 認識 され ない の に， ど うして
“
こ れ は声 聞

乗に よ っ て 修行す る もの で ある． こ れ は独覚乗 に よ っ て 修行す る もの で ある ．こ れは 大

埀に よ っ て 修 行 す る もの で あ る
”

（αyαη2 緬 ソ4初吻 最o
’
yam 　pra　tyekabuddhaybn　iko ン岬

mahdyanikah ） とい うこ とが ， あな た に生 まれ よ うか ？ （［Wogihara　1973： 659，　ll．15−18］）

　上記の よ うに ， まず三 乗 を 「如来に よ っ て 説か れ た 三 種の 菩薩乗」 と表明し ，

仏 乗 で あ る菩薩乗 と同
一視 しなが ら，

三 乗 を声聞乗 ， 独 覚乗 ， 大 乗 に よ っ て修行
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する もの （mahEy5nika ） と も言う． こ の 文脈か ら以下 の 二 つ の 言明が読 み取 れ る．

　  如来は ，
三 乗は すべ て 菩薩乗 で ある と説 か れ て い る．

　  真如の 立 場か らは 三 乗 に は区別 は ない ． 三 乗の すべ て が 仏乗 で ある菩薩乗で

　　あ り， そ れ をた だ一
つ の 乗 りもの （一乗） とす る ．

　こ れ らの 主 張の 検討は 後述す るが
，

こ こ で 確認 して お くべ き こ とは
，

こ の 箇所

に対応 する漢訳経典 の すべ て が 三 乗 を 「声 聞 ・辟 支仏 ・
仏垂」とす る こ とで あ る．

つ ま り，
AS で は ， 最後 の 菩 薩乗 ・ 大乗 ・仏乗 が 交換可 能で ある の に対 し ， 漢訳

で は そ うで は ない ， 三 乗の 第三 は仏乗 と確定 され るの で あ る． こ れ はア ビ ダル マ

以来 の 三 菩提， 三種性 とい う伝統的な教説に基づ い た もの と言 えよ う．

5 ． 大品系 の 菩薩乗

5 ．1 ． 『一 万 八 千 頌般若』 の 菩薩乗

　AS に お ける三 種の 菩薩i乗 と仏乗 の 関係 は ， 「一 万八千頌』 （以下 AD と略）におい

て ， よ り明 らか とな る ． 同経 （AD チ ベ ッ ト語 訳）は
， 小 品系 の 漢訳 を受けなが ら

，

さ らに 明快 に 「長老 シ ャ
ー

リプ トラ よ
， 真 如 に お い て ， 三 種の 菩 薩を 認め るの

か ？声聞乗の 菩薩 ， 独覚乗 の 菩薩 ， 仏 乗 の 菩薩 を認 め る の か （躙 g5 徼 α3 頗 伽 g

pa 　pa　
’i　byang　chub 　sems 　dpa

’
　
’
dod　dam）」 と述べ る （Pek．，　v ・1．20，162a8）． こ こ に お い て

， 先

に 引用 した AS が ，
　 AD の 仏 乗 を菩薩乗 ， あ る い は大 乗 と して 強調 した

，
よ り新

しい 文脈で ある こ とが ， 分か るで あ ろ う．

5 ．2 ． 『二 万五 千頌般若』の 大乗へ の 変化

　 同様の 傾 向が 『二 万 五 千頌』 （以 下 PV と略）に も指摘 で きる ． 例 え ば
，
　 PV 第二

章に 「なぜ な ら， そ の よ うに こ の 般 若波 羅蜜 ［経 の 中］で 詳細 に説か れ た 三 乗 は ，

声 聞乗 ， 独覚乗 ， 大乗 （mahdyana ）なの で ある 」 （［Kimura 　1986： 34，
・ILI− 17］） とい う

用 例 が あ るが ， 対 応す る 漢訳 諸本 を見 る と， こ の 系統 の 最古訳 で ある 『放光』（大

正 8，43all−24）で は 三 つ の 乗 の 名前 は述べ られて い ない ． つ い で ， 『大品』 （大正 8，

279c9−12）で は 「是 の 般若 波羅 蜜 中 に 広 く三 乗 の 教 え が 説 か れ る． 所 謂 ， 声 聞 ，

辟支仏 ， 仏乗 な り」 とあ り， 第三 乗 は仏乗 と訳 され て い る．

　 さ らに ， 『第二 会』（大正 7，　145cl6−17）にな る と
， 「三乗 の 聖教 を施設す る．謂 く，

声聞，独覚 ， 無上 乗の 教 えな り」 とす る ． こ の よ うに 漢訳 で は三 乗 とい う概念化

が明確 に され て い る場合に は ， 三 乗の 第三 は ， 仏乗 ， あ るい は無上乗 とす るが ，

サ ンス ク リッ ト本で は mahdyana となる． なお ， チベ ッ ト語訳 （経部）で は ， 「声聞

乗 ， 独覚乗 ， 〔無上 〕正 等覚者の 乗 （〔bla　na 　medpa 〕y砌 g ぬ gρα陥 漉 og3 ρα 靭 碑 g3儺 o
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kyi　theg　pa）」 と玄奘 訳 に 近似 す るが
， 論部 に 属 す る チ ベ ッ ト語訳 は ， 声聞乗 ， 独

覚乗 ， 大乗 （theg　pa 　chen 　p ・） で あ り， 現観の 影響下 に ある梵本 と一
致す る （PV 　Tib．

Pek．　ed ．，　v ・1．18
，　Ti，

143a2
，　b2， 4．　Pek．　ed ，，　voL89 ，　nGa ，45a4，6，

　8）． こ こ で も， 仏乗 （無上乗，

正 等覚乗，無上正 等覚乗）か ら大乗 へ の 移行が 見て取 れ る．

6 ． 小品系 と大品系に おける 三乗理解の 相違

6 ．L 三 種の 菩薩乗

　漢訳 諸本 に見 られ る よ うに， 小 品系 の 初期 の 段 階 にお い て 菩薩乗 を含ん だ 三乗

は 見 られ なか っ た し ，
三 乗 とい う語 その もの も確 実 な用 語 と は な っ て い な か っ

た ． また
， 上記の 梵文 AS で は

，
三乗 に つ い て 「如来 に よ っ て 説か れ た こ れ ら三

種の 菩 薩乗 〔に よ っ て 修行 す る 〕人 々 」 （tray・　b・ dhisattVaydUikdh　pudgaldS　tathtrgatenb−

khyatah）〔AD ，
　PV

，
　Chap．4 で も同様〕（AD ［Pek ，voL20 ，

162a4−5］，
PV ［Kimura　1990：133，

ll．・18− 19］） とす るが
， 漢訳 は 『小 品』「仏説三 乗人 〔則 無差別〕」（563c4−5）， 「大 品』

「仏 説求道者有三 種 〔阿羅漢道．辟 支仏道． 仏道． 是三 種為無分別 〕」（337clO−11）

と異 な っ て い る ．

　 もち ろ ん 上 記 AS の 例 は唯
一

の 例外 で あ る が
，

こ こ で 注 目 さ れ る の は， 〈三 乗

とは菩 薩道 の 三 種 類〉で あ る と考 え られ て い る こ とで ある ． こ こ に対応 す る AD

（チ ベ ッ ト語訳）も PV も 「菩薩乗の 三種 に 区別は ない 」（traya4apa　bodhisattvayanikanam

pudgaltinam　i｛yavasthtrnam　na 　bhavis．yati） と繰 り返 して い る． つ ま り，
三 乗 と は菩薩の

三 つ の 修行形態 を言 っ て い るの で あ り，
こ れ が 前述 した 「一 〔仏〕乗」の 意味 なの

で ある． その 意味で は ，
二 乗の 人々 も本 来菩薩 で ある とい う 『法華経』 の 「開会

の 思想」 を想起 させ る．

6 。2 ． 一 乗の 意義

　また
， 『小 品』 も 『大品』 も三 乗 を 「声 聞乗 ， 辟支 仏 ， 仏 乗」 と し， 如 来 は こ

の よ うに三 種 の 菩 薩乗 を説い た と して い る が
， 真如の 立 場か ら言 え ば ， 菩 薩の あ

り方 は一 つ で あ る． こ の 厂
一

つ の 菩 薩」 が ，AS の 「た だ一 つ の 乗 り物 ，
つ ま り

仏乗 〔で ある〕菩薩乗 だ けが あ る 」（ekam 　eva 　hi　yanam 　bhavati　yad 　uta 　buddhayanamp　bo−

dhisattVayanam） と言 う意味で ある．

　 こ の 「た だ
一

つ の 乗 り物」 に対す る小 品系漢訳 諸本 を見 る と
， 『道行』 （454a），

『大明度』（494b）， 『鈔経』（526b）は 「
一

道」と訳 し
， 『小 品』（563c）は 「一乗 〔人〕」

と訳 した． 確か に ，
こ れ は後代 の

一
乗 思 想 の 萌 芽 と して

， 注 目され る 思想 だ が ，

同一 で は な い ． あ くまで 菩薩道 を重視す る思想 の 中で 述 べ られ た文脈 に す ぎない ．
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一
方 ，

PV も 「こ れ ら三 つ の 菩薩乗の 人 々 」（［Kimura　1990： 133，　ll．19−20］） とい い
，

続 けて 「菩薩摩訶薩はただ一 つ と なるだ ろ う． つ ま り 〔長老 ス ブ ー
テ ィ が 説い た

よ うな〕菩薩乗で ある 」（eka ・eva・b・dhi・attv・ mahtiSattv ・ わ加 V砂 α’∫翅 4 〃’・ b・dhisattVaydnik・）

と し，
三 つ の 菩薩乗 を ， 「声聞乗の 菩薩 ， 独 覚乗 の 菩薩 ， 菩薩乗の 菩 薩」， ある い

は 「声聞乗 の 菩薩 ，
独 覚乗の 菩薩 ， 仏乗 の 菩薩」 と明記 す る． （匚Kimura　l990：133，

1．21；134，iL2−3，
　IL　1〔F17］） こ の よ うに ，

三 乗すべ て に 共通 する 菩薩の 存在 を述べ る．

6．3 ． 仏乗か ら菩薩乗へ

　一
方 ， チ ベ ッ ト語訳 AD で は

， 「長老 ス ブ
ー

テ イ に よ っ て 説 か れ よ うに ，

“

菩薩

摩訶 薩は た だ一 つ の 仏乗 に属す る もの で ある
”

（byang　chub 　sems 　dpa’
sems 　dpa

’
chen 　p ・

海 5。ηg3 獅 α∫ 砂，伽 g ρα ρα g。憩伽 勘 〃r 厂・）」 とす る （［Kimura・1990： 162a5−6］）・

　こ の 「
一 つ の 仏 乗 に属 す る もの 」 に対応す る大 品系 漢訳諸本 を見 る と

， 『放光』

（大正 8，　85b）「
一

乗」，『大 品』 （大正 8，
　337c）「一 菩薩乗」， 『第二 会』（大正 7， 258a）「

一

菩薩乗 ，

一 正等覚乗」 とな り， 次第に仏乗が 消 え て ゆ く．

　さ ら に PV で は
， 「た だ一

つ だ けの 菩薩i・摩 訶薩 と な る． す な わ ち長老 ス ブ ー

テ ィが 説 い た 菩薩i乗 で あ る」（［Kimura　1990： 133，
・20■22］） と し ， 時代 を追 っ て菩薩

乗 に視点 が移 っ て ゆ く． こ の よ うに ， 「仏 乗の 菩薩」は 「菩薩乗の 菩薩」 へ と入

れ替わ る． なお ， 大 品系 最古 訳 の 『放光』 （大正 8，85c2）で は
，

三 乗 を 「羅漢乗 ，

辟 支 仏 乗 ， 菩 薩仏乗」 とする ように ，菩薩乗 は独 立 して お らず仏乗 と
一
体 で あ る．

こ れ は まさに小品系 と大 品系の 中間形態 を示 すもの で あ る．

　い ずれ に せ よ
， 〈三 種の 菩薩〉 とい う考 え方 は小 品系 ・大 品系 に共通 で あ る が ，

AS が三 乗 の 最 後に菩薩乗 を取 らず に 大乗， あ るい は仏 乗 を配置 す る の に対 し，

AD は 「仏 乗」， 『放光』 は 「菩薩仏乗」，
　 PV は菩薩乗 をとる ． こ こ に お い て ，後

代 の 三 乗の 観念が 次第に確立 され る 過程が読 み取 れ る．

まとめ

　以 上 の よ うに 般若 経の 三 乗 思想 と言 っ て も
一

様 で は な く， 『婆沙論』 な どの 部

派仏教 の 「声 聞 ・独覚 ・仏 」 とい う三 種性 ，
三 菩提の 教説か ら ， 菩薩思想 の 発達

に と もな っ て
， 般若経諸本の 中で 菩薩 の修行 道 と して の 三 乗 思想 が確 立 して い っ

た ． 特に 初期 の 小 品系統で は三 乗 の 教説 は確 立 して い な か っ た が ， 次第 に 三 乗 の

語 も見 られ る よ うに な る． しか し ， その 場合 で も三乗の 第三 は菩薩乗 で はな く仏

乗で あ っ た． それが ， 徐 々 に第三 の 仏乗を菩薩乗 と読 み 替 え る よ うに な り， 大 品

系統で は 「声 聞 ・独 覚 ・菩薩」 とい う形 に集約 され て ゆ く． そ して ， 大乗 とい う
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意 識 も明確 に な り， 最 終 的 に 菩薩乗 こ そ が 大乗 ， あ る い は 無上 大 乗 （anuttaram

mahdydnam ）と も言わ れ る よ うにな っ た． そ れ と と もに
，

　 AD に 明確 に 見 られ る く三

種 の 菩 薩〉 とい う思想 を介在 して ，仏乗 か ら菩薩乗 ，大乗 ，
さ らに は 一乗 とい う

変化 も ， 漢訳諸本の 新古の 中 に
， 時代 を追 っ て 読 み取 る こ とがで きた の で あ る．

　 また
，

三 乗思 想 は大 品系 で 確立 され る が
，

そ こ に見 られ る 菩薩乗 は
，

二 乗 を超

え る唯
一

の 乗 （道）で あ り， 同時 に 三乗すべ て に 共通 す る と され る． そ こ に は 菩

薩 に二 つ の 意味を付与 して い る こ とが分 か る．
一

つ は声 聞 ・独 覚の 二 乗 を超越 す

る 道 を行 う菩 薩で
，

二 乗 に対 して 相対 化 した 意味 を付与 す る もの で あ る ． もう
一

つ は 菩薩の 原 初 的な用 法で ，悟 りを求め る者 とい う義に 基 づ き， 大乗が 推奨 す る

唯一
の 乗 （道 ）を実践する 者 と もな る．

　こ の 意味で の 菩 薩 は ， 「大品般若』が く求道者〉 と訳す よ うに
， 声 聞乗 で あれ

，

独 覚乗 で あ れ ， 菩薩乗 （仏乗 ） で あ れ ， 悟 りを 求 め て 実践 す る とい う意 味 で は

ま っ た く同 じ価値 を持 つ ． 声聞乗の 菩薩 ， 独覚乗の 菩薩i， 菩薩乗の 菩薩 とい う不

可解 な文脈 は
， そ の 意味で の み理 解 しうる． そ れ は真如 とい う立 場 か ら

， 同
一

で

あ る とい うとい う説明 もあ る が ， 畢竟空 や真如 を持 ち 出す まで も な く， 菩提 を 目

指 して 仏道 を踏 み行 う者 とい う意 味で 等 しい とい うこ とで もある． こ の こ とは

『婆 沙論』 等 で 説 か れ る 三 種菩提 説 と共通 の 論理 で あ り， 大 品系が そ の 教 説 を踏

まえなが ら， 空性論理 に よ っ て 三 乗説 を再解釈 した こ とは十分予想 され る ．
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