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はじめに

　隋の 釈彦綜 （557−610）は ，
こ れ まで の 中国仏教研究にお い て 取 り上 げられ評価

され る こ とが稀で あ り， また 関連す る資料 も隋代仏教研究 に 活用 され る こ とは ほ

とん どなか っ たL しか しなが ら， その よ うな現在 の 評価 とは裏腹 に， 実際の 彦踪

とは中央政界や 文人知識人 と太い パ イプをもち， 隋代 の 多 くの 仏教事業 に参画 し

て い た 逸材だ っ たこ とがわか っ て きた 1）． 彦棕の 伝 記 に見 られる交友関係 として

は， 皇室 関係で は北周の 武帝， 隋の 文帝と煬帝， そ して 文帝の 五 子で 煬帝 の 弟に

あた る楊諒，官僚文化人 で は王 劭，敬 長瑜，盧思道， 元行恭， 邪恕，魏収 楊遵

彦， 陽休 之，辛徳源 陸開明，宇文榿，唐怡， 陸彦師，薛道衡 劉善経 孫万寿，

蘇威 ， 楊素 ， 何妥 ， 蕭愨 ， 諸葛潁 ， 高元海の 名が 見える． こ の 中で唐怡 を除けば

み な正史 にそ の 名が 載 っ て い る人物 ばか りで ある．

　彦琢が こ うした人脈 を通 して 広 く活動で きた の は， そ の 非凡 な才知だ けで は な

く， その 出 自が 関係 して い る と考 え られ る． そこ で 本稿 で は彦王宗の 出 自で あ る趙

郡 の 名門李氏一 族 に つ い て 明 らかにする とと もに ， 著作の 整理 とそ の 内容を精査

し， なぜ そ の 多 くが散逸 して しま っ たの か を考察す る．

1． 趙郡の 李氏一 族

道宣 『続高僧伝』巻 2 訳経篇， 彦琢伝 （T50 ．436b ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お さ

釈彦粽，俗縁は李氏，趙郡柏人の 人な り．世 に衣冠 と号 し，門 は 甲族 と称す．少 な くし

て 聡敏，才藻清新 な り．識 は 幽微 を洞 き， 情 は水 鏡 に符 す．物 に 遇 い て 斯 く覧 れ ば ， 事

再詳する こ と罕な り．初め信都 の 僧辺法師に 投ず、……十歳 に 至 り方 に 出家 を許 され
，

名を道江に改む．

　彦琢の 俗姓 は李氏 ， 趙郡柏人 （柏仁）に生 れた ．時に北斉の 初代 皇帝文宣帝 （在

位 550−559）の 天保 8 （557）年の こ とで ある． 出生地の 柏人 とは北斉の 都城で ある
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鄲か ら北西 に約 100 キロ の 地点に あ り，現在の 河北省邪台市隆堯県 に あた る 2）．

　彦珠の 出 自は，北魏 以 来そ の名 を馳せ た趙郡 の 李氏一族 で ある，「世 に衣冠 と号

す」（世間で は 貴族 と呼ば れ て い る ）と評 されて い る こ とは ， 士大夫 とされ る貴族で ，

庶 （庶民）と区別 して い る の で あ る ． さ らに 「門は 甲族 と称 す」と は， そ の 一 門

は 官僚や 文人な ど代 々 に わ た り高貴な家柄 とい うこ とで あ り， 名の ある文化人 を

輩 出 して きた 名 門中の 名 門 とい うこ とに なる 3）． したが っ て 彦稼 の 出 自で ある李

氏 とは趙郡の 李氏
一
族 をおい て他 に考える こ とはで きない の で ある．

　 こ の
一

族か ら多くの 官僚 を輩出して い る こ とは ， 『魏書』『北史』『北斉書』『隋

書』 『旧唐書』『新唐書』に 明記 されて い る こ とか ら も追認で きる． また 『新唐書』

巻 72上 ，表 12上 の 宰相世系 2 上 には 「趙郡李氏」の 項 目が 別 に設 け られて い る ．

そ れ に よ る と秦漢以 来の 名門で あ り，

一 族 を南祖 ， 東祖 ， 西 祖， 遼東李氏， 江夏

李氏 ， 漢 中李氏の 系譜に分 けて 紹介 してい る． こ の 記事内容 は もと 『北史』に基

づ くもの で あ る． その 『北史』 巻 33 列伝 21 （中華書局標点本 pp．1235
− 1236）に は，

　 〔李〕機の 子 は楷．……
男子五 人あ り．輯 ・晃 ・芬 ・勁 ・叡な り．……輯は高密郡守に位

　すE 二 子あ り．慎 と敦 な り．……其 の後，慎 と敦 は柏仁に居す も子 孫甚だ微 な り．義 （李
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 うつ

　晃の 長子）は南 して 故壘に徙る，世 に之 を南祖 と謂 う．

とあ る よ うに ，朝 臣 とな っ た李慎 と李敦の こ ろ に柏仁 （柏人）に移住 した と記 さ

れて い る
4）． そ して 李楷 の 五 人の 子で ある輯 ・晃 ・芬 ・勁 ・叡の うち ， 柏仁 に移

住 した 長兄の 李輯の 子 （李慎 ・李敦）と
， 故壘 に移住 した 次兄 の 李晃 の 子 （李義）

が 南祖 に ， そ して 李芬 と李勁 は西方 に居 したの で 西 祖， 末弟の 李叡は東方に住 し

て東祖 と， そ れ ぞれ の 世系 に分か れ た とい う． したが っ て柏仁の 出身の 彦琢は南

祖系に属す李氏 の 出身とい うこ とに なる。

　 さて ，
こ こ で

一 族 の 主要 な人物 を列挙す る ． 趙郡平棘人の 李順， 李霊，李孝伯

が 『魏書』の 列伝に その 名を列ねて お り， つ づ く東魏 に い た っ て も 『北斉 書』巻

22 列伝 14 の 李元忠 （486−545）が その 筆頭で あ ろ う．李元忠 は彦珠 と同 じ く趙郡

柏 人の 出身で
， 曽祖父 に 北魏 の 定州刺史李霊 ，祖 父 の 李恢 は鎮西 将軍， そ して 父

の李顕 甫 も安州刺史に任 じられて い る よ うに ， 北魏か ら東魏 の 朝 臣を担 っ て い る ．

李元忠は太常 ， 驃騎将軍，侍 中 ， 驃騎 大将軍 ， 儀 同三 司の 要職 を歴 任 した軍人 で

もあ り， 趙郡 の李氏 の 中で もその 功績は際立 っ て い る． その 息子の 李掻も聡明多

芸で 音楽 方面 に秀 で て お り， み ずか ら八 絃 な る楽器 を作 る ほ どで あ っ た． 彼 は起

家司 徒行参軍 ， 河内太守 ， 尚書儀曹郎を歴任 して
， 彦王宗が誕生 した北斉 の 天保 8

（557）年に 没 して い る ． さ らに 魏東郡 太守の 李膺 ， その 子 で 治書侍 御史， 河内太
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守の 李煥 と， またそ の 子息 で 井州刺 史 ， 建州刺史 ， 襄州刺史，散騎 常侍 を歴任 し

た李密が お り， 他 に も李愍や 李景遺 も朝臣 と して 名を列 ね て い る の で ある ．

　加えて 「魏書』や 『北 史』の 列伝に は李氏 一族 の 女性 も紹介 され て い る． そ の

名は不明 なが ら，趙郡柏仁太守で ある李叔胤の 娘に して 范陽の 盧元礼の 妻で あ り，

尽孝 の 女性 と して 賞賛され ， そ の 没後に は 「貞孝 女宗」 の 諡号を贈 られ て い る，

　こ の よ うに， 彦ヨ宗は北魏 か ら東魏， 北斉 にか けて北 朝 に仕 えた名門趙郡李氏の

出身で あ り， 彦珠が 志学 に 満 た ない うち に上 に列 挙 した数多 くの 官僚 文化 人 ら と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お さ

親 し く交わ る こ とが で きた の は，彦綜が 「少 な くして聡敏 才藻清新 な り」 と言

わ れ る ほ どの 類 まれ な才知 を具 えて い た た め だ けで はな く， 趙郡の 李氏一族 とい

う出 自そ の もの が， 彦綜を して 華や か な文人の 集 うサ ロ ン に往 来する こ とを可 能

な らしめ た要因で あ っ た と考える と得心 が い く． 中央政 界で 活躍 した趙郡の 名 門

李氏
一

族 とい う家譜 を後 ろ盾に して
， 北朝末か ら隋に か けて 学派仏教 ・宗派仏教

に与す る こ との な い 彦棕 は， 仏教 の 国家 的役割の 展 開を 目指 したの で あ る．

2． 道江 か ら彦珠へ

　彦珠は信都 （現在の 冀州市）の 僧辺法師 （未詳）の 門に入 り出家 した． 伝に 「初

め信都 の 僧辺法 師に投ず．
… …

十 歳に至 りて 方 に出家 を許 され ，名 を道江に 改 む」

とあ るの がそれで ある． そ の 後 郭や 晋陽に 出て 仏教 の 研鑽 を開始 し，北 周の 承

光元 （577）年 ， 顔 宗21 歳の 事 と して ， 以下の よ うに記 され て い る （T50．436c）。

周武 斉 を平げるに及 び，尋 い で延 入 を蒙 る．共 に 玄藉 を談 じ て深 く帝心 に会す、勅 し

て 通道観学士に預か る．時に年二 十 有
一な り．宇文憧等の 周代の 朝賢 と大易老荘 を以 て

陪侍 し講論す． 〔道〕江 ， 便ち外には俗衣 を仮 り，内に は法服 を持 し，名 を彦棕 に更む，

　北周武帝が北斉 を併合す る こ とに よ っ て ， そ こ で も廃仏が断行 され ，
三 百余万

の 僧尼 を還俗 させ た （「仏祖統紀』巻 38， T49，358c），21 歳 とな っ て い た彦綜 も還俗

せ ざる を得ず， す ぐさま在俗知識 人 と して 通道 観学士 に抜擢 された の で ある ． 通

道観 とは仏道二 教 の 融和 を図る 目的で 北周武帝 に よ っ て 設置 され た 国家機関で あ

り， お もに道教の 研究と類書の 編 纂が行 われ た 宗教研究セ ン タ ーで ある． 年齢か

ら して も若す ぎる 学士 とい うこ と に な り， い さ さか疑 問 で は あ る． しか し， 学士

にふ さわ しい 耆宿 らは廃仏 に よ っ て還俗 させ られ ， 新王朝の 学士 に就 く意志 な ど

な く， あ る い は廃仏か ら逃れ る た め に多くは 山野 に隠れ て 息を潜め ， また江南の

陳に脱出 して い た の で あ っ た ．彦珠の 聡敏 さと趙郡李氏 とい う出 自もあ っ

』
て 通道

観学士 に就任で きたの で あろ う． 同 じ く通道観学士 とな っ た僧侶 は普曠 （548−620）
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の みが確認される だけで あ り， 彼 に して も当時 まだ 32歳で しかない ．

　道宣の 『広弘明集』巻 10 の 「周高祖巡鄰除殄仏法有前僧任 道林上 表請開法事」

には以 下 の よ うに記 されて い る （T52．156c）．

　乃 ち表す らく，鄰城の 義学 の 沙門十人 ，並 な聡敏 に して 高明 なる 者な り．通道観 に預 か

　 らん こ とを請 う．

　こ の 任道林 の 武帝 に対する上 表の 中 にある 十僧 の うちに ， あ るい は普曠と彦珠

が 含 まれ てい た の か もしれ ない が ，
い ずれ にせ よ ， 通道観とい う学府 におい て は

120 人の 学士が 在籍 して お り， 仏教か らは若くて 有能な還俗僧 に 白羽 の 矢が立 て

られ た もの と考 え られ る．

　さて ， 上 の 引文 に は廃仏 に よ っ て還俗 を強い られた とき， 21歳 に して 名 を道江

か ら彦綜 に改 め た とあ る． 藤善真澄 は この 彦棕 とい う名に つ い て 「お そ ら く俗名

で あろ う」（r道宣伝の 研究』京都大学学術 出版 会 ，2002 年，p．438） と推測 して い る が

その 考証 は行 っ て い ない ， 常識的 に考 えれ ば還俗 した僧 が俗名に も どす の は道理

で ある が ， それ を傍証す るの が 次 に紹介す る文林館学士 の 李蓊 なる 人物で ある．

3， 李蓊 （李彦鴻）と彦踪

　さて ， 時 聞は少 し遡 る が， 通道観学士 に就 く前の こ とで あ るが ， 彦綜 は 出家 し

て 6 年後の 武平 3 （572）年 ， 16歳に して父 を喪 い ， それ を契機 に仏典以外の 書籍

に も親 しむ よ うに な る． そ して 右僕射の 陽休之 をは じめ とす る 文林館 の 賢者 らと

親 し く交流す る ．伝記 で は 「勅 に よ り文館 に 附す」 （T50 ．438a） とあ る の で ，彦琢

は勅 を奉 じて 文館 （文林館）に入 っ たの で ある ．

　こ の 文林館 とは ， 北斉第五 代の 後主高緯 （温公） に よ り， 顔之推 らの 助力 を得

て 武平 4 （573）年 2 月に創設 され ， 国 内の 文士 を集め て 文学活動 を展 開せ しめ た

最高学府 で あ る （『北斉割 巻 8，武平 4 年 の 条を参照）． 文林館 の 活動 は 詩賦を中心

とする南朝梁 の 文学の 影響が 強か っ た とされ ， 北斉が滅亡す るまで の 4 年にわた っ

て ， 『太平御覧』の 原本 と も言わ れ る 『修文殿 御覧』の 編集が 中心 に行 われ て い

た． 山崎宏 は 『北斉書』巻 45 文苑伝に列挙 されて い る 待詔文林館，つ ま り文林館

に招 か れ た学士 65 名 を一 覧に して示 して い る 5）． その 中に は 『魏書』を編纂 した

魏収や ， 『顔氏家訓』を撰 した顔 之推 も含 まれて い る ように ，
エ リ

ー
トの 文士 集団

で あ っ た．山崎が 諸文献か ら抽出 した 65 名 の 文林館 の 学士 の うち，彦ヨ宗伝の 中に

その 名
齟
を捜索 して み る と， 陽休之， 王 邵 ， 盧思道， 元行恭， 辛徳 源， 陸開明 t 薛

道衡 劉 善経 ， 蕭懿 ， 諸 葛穎の 10名 を数 える こ とが で きる ． したが っ て ，伝記に
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あ る 「陽休 之 をは じめ とす る文林館 の 賢者 ら と親 しく交流す る」 とい うの は， 彦

粽わずか 16 歳に して ， こ れ だ けの エ リ
ー ト文士 らと交流 して い た とい うこ とに な

る ． その 時陽休之 はすで に還暦を過 ぎてい る．

　こ こで 注 目すべ きは こ れ ら 65 名の 文林館学士 の うち，彦珠 と同郷柏仁出身で 前

済州長史 の 李蓊 なる 人物 で ある ． こ の 李蓊 は斉 に仕 え東平太 守， 司空 主 簿 （皇建

元 （560）年）， 兼散騎常侍 （天統 4 （568）年）， 中書舎人な どを歴任 した官僚で あ り

また 文士 で もあ るが ， 晩 年に 酒 に 身 を持 ち崩 した ため ， 家屋 を失 い
， そ の た め 仏

寺 に寄宿 して ， 終 日酒 を飲ん で は賓客 を迎 える あ りさまだ っ た こ とを， 『北史』巻

33列伝 21 （中華書局標点本 pp，1242− 1243） は伝えて い る ．

　 また李蓊あ り，字は彦鴻，世は柏仁に居す．弱冠 よ り文章を以て 名 を知 らる，斉に 仕え，

　 位は東平太守，後に待詔文林館，除通直散騎常侍 に して ，陳 に聘せ らる ．晩に節頗 る 酒

　 を貪る を以 て 累 と為 し，貧 に して 宅 に 居すな く，仏寺 の 中に寄止 す．嘗て 巾陂 を著 し，

　 終 日酒に対 し， 賓客を招致 し，風調詳雅す．蓊の 従兄の 子朗，才辞 は蓊の 亜 に して，兼

　 て 吏能あ り，位は 中書舎人 な り。

　 　 　 　 　 　 　 　 あざな

　 この 李蓊，その 字 を 「彦鴻」とい い ，柏仁の 出身で あ る．彦壕 は 21 歳で 廃仏 に

遭 い 還俗 して僧名の 道江 を彦］宗に改め て い る．そ の
一

字 目 厂彦」が行輩 （また は字
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ ざな

輩，輩字 と もい う．父 系血族 の 同世代の 兄弟の 字の
一

字 目に 共通の 文字 を用 い る）と考 え

られ るの で ，李翕 こ と李彦鴻 と彦綜 こ と李彦珠 とは兄弟 （また は従兄 剃 とい う可

能性が高い ．李彦鴻 はお そ ら く一族 の 長兄 ， また は彦棕 と歳 の 離れ た 実兄 で あ っ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ ざ な

た可能性がある． 彦琺 とは世俗 で用 い る字で あっ たの で ある． また李彦鴻の は か

らい で わずか 16歳 に して 文林館 に入 り， 名 だ た る 文人 らと交流 で きた の で あろ

う． 趙郡の 李氏
一

族 とい う出 自が それ を なさしめ た とい うこ とに なる．

　さて ， 彦珠 は 「世 に衣冠 と号 し， 門は 甲族 と称す」の 出身で ある ． つ ま り名家

の 出で あ りなが ら出家する とい うこ と は ， 家督 を継 ぐ第一 子 で は なか っ た はず．

先祖 追福や
一

族 の 繁栄の た め に親族の 中か ら出家者を出すこ とは珍 しい こ とで は

ない ． 「十歳 に至 り方 に 出家 を許 され ， 名 を道江 に改」め たが ， 21歳 で 廃仏 に遭

い 「名 を彦綜 に更」め た． そ の 4 年後の 仏教復興 に つ い て は大定元 （581）年の こ

とと して ， 以下 の よ うに記す （T50．436c）．

大象二 （580）年，隋文，相 （宰相） と作 り，仏法稍や 興 る．便ち諸賢の 為 に般若 を講釈

す、大定元 （581）年正 月，沙門曇延，同挙 して度せ ん こ とを奏 し，方に落髪 を蒙る．時

に 〔彦珠は〕年二 十有五 な り．

彦珠伝 にお け る復仏 に 関わ る記事は， わずか に こ れ だけで あるが， 『続高僧伝』
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巻 8 義解篇の 曇延伝に は以下 の よ うにある （T50．488c）．

天元 （天元 皇帝 ‘宣帝）の 疾 に遘 うに 逮 び，昔愆 を追悔 して 尊像 を開立す．且 つ 百二 十

人 を度 して 菩薩僧 と為す．延 は預 りて上 班に在 る も仍 に猶 し俗相 と同 じきを恨み ．還た

林藪 に蔵 る．隋文，業 を創む る も， 未だ度僧 を展べ ず．延，初め改政 を聞 きて 即 ち剃落

を事 とす．法服 に錫 を執 り来 りて 王 庭 に 至 り，面 に 弘理 を伸ぶ ． ……奏 して僧 を度す る

に以て 千二 百五 十の 比 丘，五百 の 童子 の 数に応ぜ ん こ とを請す．勅 して遂 に総 じて
一

千

余人 を度 し，以 て延 の 請に副わ しむ．此れ皇隋釈化 の 開業な り．爾の 後遂に多 く，凡そ

前後 に 別 して 度を請する 者．四 千余僧あ るべ し．周の 廃せ し伽藍 ，並 な請 うて 興復す．

三 宝再び弘ま り，功，初運 を兼ね る者， また延 の 力 な り．

　仏教の 復興 よ っ て 彦琢 は
一

千余人 の 同志 と ともに再 出家を果 た すこ とが で きた，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ ざな

再 出家 した とい うこ とは ， 彦珠か ら再 び道江 に 戻 した の か とい うと， 俗世の 字の

彦瑳 を名の り続けて い た よ うで あ る． それ は 以下 の こ とか ら も証明で きる．

　大業 6 （610）年 7 月 24 日， 54 歳 で 洛 陽上 林館 翻経館 にお い て 没 した彦瑳 は ，

「俗縁 哀悼 し，葬を柏人 に帰す」（T50．437c） とある よ うに， 郷里に ある小高い 蕘山

（現在 は邪台市隆堯県山口村）の 山腹 に葬られ た． その 石棺の 入 り口 に は右 に 「隋國

翻經法師彦壕遺身石室」， 左 に 「大業六 年七 月二 十四 日無常」 と刻 まれ て い る 6）．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ ざな

僧名 の 道江で は な く， 字の 彦綜 と して 葬られ て い る とい うこ とは，復 仏以後， 終

生道江 を名の らなか っ た とい うこ とに な る．

　で は， 復仏後 もなぜ 俗世の 字 で ある彦琢の まま生涯 を送 っ た の か． それ を解 く

鍵 は 『通極論』 に示 され る彦］宗の 仏教 観にある と考え られ る．

　発心は即 ち是れ 出家 な り．何 ぞ 落髪に 関わ らん ．俗 を棄 て方 に法 に 入る と称す．豈 に 簪

　 を抜 くを要せ ん．（T52』13b）

　出家 とは発心 す る こ とで あ っ て ， 必ず しも剃髪す る こ とを意味 しない とい う．

出世 間的な価 値観 と生 き方 を実践 する こ とが 重要で あ り， それ が 当時の 「菩薩僧」

の 実態で あ っ て ，
こ こ に彦粽 が再 出家 しつ つ も僧名の 道江に 戻さ なか っ た理 由が

あるの だ ろ う． 菩薩僧 とな っ て い た彦棕 は， 出家主義者で はない の で ある．

　彦珠伝 に， 「素よ り虚冷を患い 発痢する に時 な し． 因 っ て 〔翻経〕館 に卒す．春

秋五 十有四 ， 即 ち大業六年七 月二 十四 日な り．俗縁哀悼 し柏人に帰葬す」（T50 ．437c）

とある よ うに ， 洛陽上林 園翻経館 に お い て逝去 したが ， その 遺体は郷里 の 柏人 に

埋葬 され た とい う． その 埋葬地 は堯山で ある ，蕘山の 東北数百 メ ー トル には， わ

ずか 12 歳 の 彦踪が 『法華経』を読誦 して い た宣務 山が ある．文革 に よ っ て周辺 の

仏教 文化財 はお お か た破壊 され，さらに 1978 年以 降の 改革 開放 に よ っ て堯 山 の 石

灰岩は採掘 されて 当地 の 経済発展 に寄与 した 7）． しか しそ れ と引 き換 えに彦瑳墓
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釈彦琢の 出 自と著作 （齊　藤） （23）

は破壊 され，今は む きだ しの 石灰 岩が 無残にの こ され て い る．

4． 著作とその 散逸

　彦踪が手が けた著作 と翻訳 膜 訳 と梵訳）に つ い て は ， 以下の ような数量が記録

に とどめ られて い る．

　 『歴代 三 宝紀』巻 12 （T49 ．106b） ＝ 6 部 9 巻 （597年，彦綜 41 歳の 時点）

　 『続高僧伝』巻 2 彦王宗伝 （T50 ．439bc ） ＝ 12 部

　 『法苑珠林』巻 100 （T53．1022c） ＝ 10 部 22 巻

　　 達 磨笈多伝四巻，通 極論
一

巻，弁教論
一

巻，弁正論
一

巻，通学論
一

巻，善財童子諸知

　 　 識録 新訳経序，福 田論
一

巻 僧官論
一
巻，西域 玄志 一

巻

　　　 右此 十 部二 十 二 巻　隋朝 凵厳 寺沙門釈彦珠撰

　 以上 を含め ， さ まざまな 資料か ら捜索 して み る と
， 現段 階で は 単著 25 部，共編

7部， 梵語訳 2 部 を確認す る こ とが で きた． また彦棕 は 『続高僧伝 』の 訳経篇 に

立伝 され て い る よ うに ， 数多 くの 仏典の 漢訳に も従事 して い る． 道宣 は彦琢の 漢

訳 部巻数 として 「凡 そ前後 に訳経 す る こ と合 して 二 十三 部
一

百 許巻」（T50．437c）

と記 してい る． 筆者の こ れ まで の 調査 に よ っ て ， 彦粽 は漢訳事業に参画 して い る

が，そ の 際に新訳 の 経典 26 部 109巻分に序文を製 して い る こ とが 判明 した．こ の

数値 と道宣が 示 して い る彦珠の 漢訳仏典の 数量 （23 部 100 許巻）は ほ ぼ
一

致 して い

る こ とは 看過で きない ． 道宣 は 彦綜が漢訳事業 に参画 して そ こ で 序文 を撰 した部

数 を もっ て， 彦琢の 漢訳部数 と数 えた もの と想定で きる ．

【彦踪の 著作】

単著

　現存 6 部

　 『弁正論』 『福 田論』 『通極論』 『浄土詩』 『釈法純叙賛』 『合部金光 明経序』

　散逸 19部

　『弁聖論』 『弁教 論』『僧 官論』『黙語 論』『鬼神録』 『慈悲論』 『通学論』『沙門名

　義論別集』『那連提耶舎伝』『達摩笈多伝』『善財童子 諸知識録』『唱導法』『新訳

　経序』 『崇正 論』『通 徳論』「煬帝 に呈 示 した文頌 」厂地獄 に堕 ち た夢 の 記」厂林 邑

　所得仏典の 目録」「仏舎利の 嘉瑞」（別記 ）

共編

　現存 3 部

　『衆経 目録』7巻 （法経録） 『衆経 目録』 5 巻 （仁寿録） 『無上 秘要』100巻
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（24） 釈彦珠 の 出自と著作 （齊　藤）

　散逸 4 部

　 『西域志』 10巻 （『大隋西 国伝』） 『天竺記』 『衆経法式』 10巻 『内典文会集』

梵訳

　散逸 2 部

　 『舎利瑞図経』 『国家祥瑞録』 （2 部合 して 10巻）

　そ の 生涯 に上 記 30数部 もの 作品 を著 しなが ら， ほ とん どが霧散 して しま っ た．

そ の 理 由は何か ．岩井大慧 （lg28）は，彦琺が 没 して 14 年後の 武徳 7 （624）年に，

彦珠所住 の 長安 日厳寺が廃寺 となっ たこ とをあげて い るが 8）
， それ だけで はない

だ ろ う． や は り隋唐 で 盛況する 学派仏教や 宗派仏教の 系譜 （祖師）の 中 に彦踪 の

名が 立て られ なか っ た か ら， そ して そ れ故に こ そ体系的 な思想継承 とその 伝承 媒

体 とな る はずの 後継者が存在 しなか っ たか らに 違 い ない ． 唯
一

の 弟子が 甥 の 行矩

（兄の 子）で あ っ たが ，彼に して も， 彦棕伝の 付伝 （T50 ．439c）に よれば ，

　貞観の 初め ，奏勅に て 追入せ らる．既 に京室 に達 しt 将に翻伝 に事せ ん とす る に ， 遂に

　疾みて終 り，開演を果た さず．郷族流働 して柩 を趙州に接す．

とある よ うに早逝 して い る， また 晩年の 活動拠点で あ っ た洛 陽上林 園翻経院につ

い て も， 没後 わずか 4 年後の 大業 10 （614）年に 当館 を訪れ た 道宣が ， 「落漠風猷

に して ，綴旒 なる こ と誰か 賞せ ん 」 と してそ の 凋落 した さ まを報告 して い る （r大

唐内典録』巻 5，T55．280a）．国営の 翻経館にお ける翻訳事業 は隋の 国力低下 に と もな

い 資金繰 りに苦 しくな っ て い た の で ある 9）． こ の よ うな事情か らか， 彦踪 が撰 し

た 30数部 もの 著作は， その 没後比 較的早 い 段階で 散逸 して しま っ た の で あ る．

おわ りに

　伝記 に よる と， 12 歳に して 『無量寿経』の 講義 を契機 と して 御史中丞 の 王劭 と

の 交流 が は じま り， 14 歳で 敬長瑜，盧思 道， 元行恭 邪恕 ら に 『大智度論』 を講

じ， また後主温公 とその 皇后 と斛律氏 ， 皇太后 ， 朝 臣 らには 「仁王 経』 を講 じ，

16 歳 で 一 族の 李蓊 （李彦鴻）の 計 らい に よ っ て 文林館 の 学士 ら と交流 を もち ， 21

歳で 通道観学士 に抜擢 され， 隋にな っ て も文帝， 煬帝か ら信任を得て 国家仏教 の

展 開に尽力 し， 長安の 大興善寺 と日厳寺や ， 洛 陽の 上林 園翻経館 に勅 を奉 じて 入

り， 舎利 遣使 と して 二 度 も選任 され た ほ どの 活躍ぶ りで あっ た． こ うした華々 し

い 活動の 背景には顔宗自身の 才知 と博識 もあるだろ うが ， や は り趙郡李氏一 族 と

い う名門の 出 自とい うこ と も， 必ずや 作用 して い た もの と推察で きるの で あ る．
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釈彦琢の 出白と著作 （齊　藤） （25）

1） こ れ まで に筆者は 齊藤隆信 （2012 ）， （2013）， （2014）を発表 して い る ．

2） 隆堯県 には 唐の 初代皇帝李淵 か ら四代遡 る李煕 と三 代遡る李天賜 の 陵墓が ある （建

初陵 と啓運陵）．唐室 の 李氏の 祖籍 に つ い て は， これ まで 隴西李氏 と趙郡李氏 ，北 涼李

氏な どの 説が あ っ た が ，陳寅恪 （1947）は ， この 二 つ の唐 陵とそれ を記録す る 『大唐

帝陵光業寺大仏 堂之碑』をと りあげ，趙郡 の 李氏 こそ を唐室の 祖籍で ある と判断 した．

3） 濱口 重国 （1966，
　p．712）参照．

4） 李慎 と李敦の 兄弟が い つ 柏仁 に 移住 したの か は不明で あ るが ，陳寅恪 （1947）に よ

る と東晋の 頃 で あ ろ うと述 べ て い る 、

5） 山崎宏 （1981）参照 ．

6）彦壕墓の 規模 につ い て は，破壊 され る前の 記録 と 1980 年代 の写真が 残され て い る ．

隆堯県 地名弁公室編 『隆堯県地 名資料匯編』 （内部発行， 1983 年） を参照．

7）近年の 報告 として 斬停醇 （2014）が ある． また董樹仁 『隆堯県志』 （隆堯県地 方志編

纂委員会，三 聯書店， 1998 年） も参照．

8〕 岩井大慧 （1928）参照，

9）齊藤隆信 （2014）参照 ．
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