
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

ng　6 部会

報
告
す
る

次
第
で

あ
る

。

　

す
な
わ

ち、

］

翻

経
記
L

を

偽
撰
と

す
る

論
拠
を
示
せ

ば、

以

下

の

三

点
に

集

約
さ
れ

る
。

　

ω
品
数
の

問
題

。

訳
出
当

初
の

『

妙
法
蓮

華
経
』

は

提
婆
達
多
品
を
欠

く
二

十
七

品
な

る

も
の

で

あ
る

が
、

「

翻

経

記
」

で

は、

訳
出
当

初
の

『

妙
法

蓮
華
経
』

を
二

十
八

品
と

記
し
て

い

る
。

 
普
門
品
の

偈
の

問

題
。

普
門
品
の

偈
は
、

先
行
す

る一
一

本
の

漢

訳、

す

な

わ

ち
『

正

法
華

経
』

と

『

妙
法
蓮
華

経
』

と

で

は

訳

出
さ

れ

て

お

ら

ず、

『
添
品

妙
法
蓮

華
経
』

以
降
に

は
じ

め

て

追

加
さ

れ
る

も

の

で

あ
る
が

、

「

翻
経
記
」

で

は
、

「

正

法

華
経
』

に

普
門
品
の

偈
が

存
す
る
と

記
し
て

い

る
。

 
所
依

梵

本
の

問
題

。

「

翻
経
記
」

で

は、

鳩
摩
羅

什
の

同
妙
法

蓮
華
経
』

と

婆

藪
槃．
翌

の

『

妙
法
蓮

華
経
優

婆
提
舎
』

（

敦
煌
出
土

写
本
の

題

記
に

大
魏

永
安
元

年
［
五

二

八

年
］

と
あ
る

こ

と
か

ら、

漢
訳
の

年
代
が

推
定
さ

れ

る
）

と

の

所
依
梵
本
が

同
じ
で

あ
る

と

記
し

て

い

る

が、

『

妙
法

蓮
華
経

優
婆
提
舎
』

に

引
用
さ

れ

て

い

る

経
文
を
抽
出
し

『

妙
法
蓮
華
経
』

と

対

比

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

両
者
の

所
依
梵
本
が

異
な
る

こ

と

が

確
認
で

き

る
。

ゆ

え

に
、

既
成
の

歴
史
事
実
に

相
反
す
る

以
上
の

三

点
に

某

つ

い

て

「

翻
経
記
」

の

偽
撰

説
は

証
明
で

き
る

も
の

と

考
え
る

。

　
さ

て
、

「

翻
経
記
」

の

作
者
に

つ

い

て

は

僧
祥
の

創

作
か

或
い

は

別
人

の

述
作
か

不
明
で

あ
り、

ま

た
、

述

作
の

経
緯
や

目

的
に

関
し
て

も

明
ら

か

で

は

な
い

が、

記
事
の

内
容
か

ら

し

て
、

「

翻

経
記
」

述

作
当
時
の

『

妙
法
蓮
華
経
』

の

正
当

性
を

主
張
し、

そ

れ

を

意
図
し

て

の

こ

と

で

あ

る

と

考
え
ら
れ
る

。

と

く
に

、

訳
出
当

初
の

『

妙
法
蓮
華
経』

を
二

十
八

品
と

す
る

こ

と

か

ら
、

「

宝

唱
録
」

に

典
拠
を
お

い

た
こ

と

が

指
摘
で

き

る
。

さ

ら

に、

撰
述

年
代
に

つ

い

て

は、

出
典
と

目
さ

れ

る

文
献
の

な
か

で
、

栖
復
の

『

法

華
経
玄

賛
要
集
』

（
唐

乾
符
年
間
）

が

最
も

新
し

く、

日

本
に

現
存
す

る

『

法
華
伝
記
』

の

最
古
の

伝
本
が

大

治
五
年

2

＝．一

〇
年
V

に

書
写
さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら
、

九
世
紀
の

後
半
か

ら

十
二

世
紀

の

前
半
の

問
と

推
定
す
る

こ

と

が

で

き

る
。

　
こ

れ
ら
の

諸

問
題
に

関
し

て
、

詳
し

く
は、

拙
稿
「

僧
肇
記
「

法

華
翻

経
後
記
」

偽
撰

説
の

全
貌
と

解
明
」

（
『
仏
教
学
論

集
」

二

七
号、

二

〇
〇

九
年）

を
参
照
さ

れ
た

い
。

『

法
垂・
験
記
』

に

み

る

　

　

い

わ

ゆ
る

「

妙
法
経
力
」

の

諸
相

問

宮

啓

　
壬

　
平
安

中
期
の

天
台
僧
・

鎮
源
の

編
纂
に

な
る

『

法
華
験
記
］

が

い

わ
ゆ

る

「

持
経
者
」

研
究
の

格
好
の

素
材
と

な
っ

て

き

た

こ

と

は、

周
知
の

通

り
で

あ
る

が
、

今
回
の

発
表
の

場
合、

関
心
の

対

象
は、

「

持
経
者
」

で

は
な

く、

そ

の

「

持
経
者
」

ら

が

担
う
も
の、

つ

ま

り
『

法
華
経
』

の

側

に

あ

る
。

す
な

わ

ち、

『

法
華
経
』

を

信
じ

担
う

者
に

と

っ

て、

『

法
華

経
』

と

い

う

経
典
は

い

か

な

る
も
の

と

し
て

意
味
づ

け
ら

れ
た

の

か、

と

い

う

問
題
関
心
で

あ

る
。

こ

う
し
た

関

心
の

も
と、

『

法

華
験
記
』

を

素

材
と

し
て

取
り

扱
っ

た

先
行
研
究
は、

意
外
な
こ

と

に

殆
ど

見
当
た

ら

な

い

が
、

そ

ん
な
山

−

で
、

宗
教
学
者
の

華
園
聰
麿
氏
に

よ

る

見
解
は

注
目
に

値
す
る

。

氏
に

よ

れ

ば、

『

法

華
験
記
」

に

描
か

れ

る

『

法

華
経
』

は

ま

さ

に

「

カ
あ
る

も

の
」

で

あ

り
、

そ
の

『

法

華
経
』

の

力
こ

そ、

登

場
人
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物
も

信
仰
の

動
機
も

多
種
多
様
で

多
元

的
で

あ
る
「

法
華

験
記
」

の

内
容

に

統
］

性
・

普
遍
性
を
与
え
て

い

る
と
い

う
。

た

だ
、

華

園
氏
の

場
合、

関
心
は

、

『

法

華
経
』

の

力
の

側
で

は

な

く、

『

法
華
経
』

と

の

関
わ

り
方

で

あ
る

「

受
持
・

読
誦
・

聴
聞
・

書

写
」

の

意
義
と

機
能
の

分
析
に

置
か

れ
て

い

る

が
、

私
、

間

宮
の

場
合
は
、

ま
さ

に

『

法
華
経
』

の

カ
の

側
に

置
か

れ

る

こ

と

に

な

る
。

す

な

わ

ち
、

『

法
華
経』

の

力、

い

わ

ゆ

る

「

妙
法
経
力
」

と

は、

果
た

し

て
い

か

な
る

も

の

と

し

て

発
現
し、

い

か

な

る

影
響
力
を

も
た
ら
す
も
の

と

み
な
さ
れ

て

い

る

の

か
、

と
い

っ

た

問

題
を、

『
法
華
験

記
』

を
材

料
と

し
て

素
描
し

て

み

た
い

と

思
う

の

で

あ

る
。

　
『

法
華
験
記
』

の

〔

→

七
〕

や
〔
四

八
〕

等
の

話
（
〔

〕

内
の

数
字
は

『

法

華
験

記
』

の

話
数
を
示

す）

は
、

「

経
の

力
用
」

「

経
の

威
力
」

等
と

い

わ

れ

る

「

力
」

が

『

法

華
経
』

に

は

備
わ

っ

て

お

り、

そ

の

力
は

行
者

の

行
業
を

通
し
て

発
現
さ
れ
る

と

み

な
さ
れ

て

い

る

こ

と

を
、

よ

く

物
語

っ

て

い

る
。

こ

れ
ら

の

話
で

は、

『

法
華
経
』

の

力
は

現
世

利
益
的
な

力

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

ま

う

と

し

て

描
か

れ
て

い

る
が

、

「

時
に

翁
和
尚、

法

花
経
に

白
し
て

曰

く、

永
年
の

間、

法
華
を
持
ち

奉
れ

り
。

こ

れ

現
世
の

た
め

に

あ
ら

ず
し
て、

モ
　
　　ヘ
　　
ヘ
　
　　
ヘ
　　　ヘ
　

　ヘ
　
　　へ

後
世
菩
提
の

た

め

な
り

」

20

九
。

傍
点
引
用

者
〕

と

い

う

言
葉
が

端

的
に

示
し
て

い

る

よ

う
に

、

そ
れ
は

、

「

後
世

」

の

た
め

に

発
揮
さ

れ
る

力
1

「

後
生

善
処
」

的
な

カ
ー
で

も

あ
る

。

→

々

の

事

例
を

挙
げ

る
こ

と

は
、

紙
数
の

関
係
上
で

き
な
い

が
、

そ
の

力
の

本
質
は、

六

道
・

十
界

的

秩
序
に

お

け

る

存
在
の

あ
り

方
に

、

生
を
ま

た

い

で

上

昇
を

も
た

ら
す

力

で

あ

り
、

そ

れ

は
、

『

法
華

経
』

と

の

直
接
的
・

間

接
的
な

接
触
に

よ
っ

て

働
く
も
の

で

あ
る
。

そ
の

力
は

ま

た、

滅
罪
の

た
め

の

力
で

も

あ
り、

そ

の

滅
罪
を

前
提
と

し
て
、

後
生
に

お

け
る

存

在
の

あ
り

方
の

上

昇
を

可

能
に

す

る

力
と

し
て

働
き

得
る

も
の

で

あ
る

。

な
お、

か

か

る

力
は
、

滅

す
べ

き

罪
が

膨
大
で

あ
る

場
合

、

六
道
・

十
界
的

秩
序
に

お

け
る

存
在
の

あ
り
方
の

著
し

い

転
落
を
く
い

止
め

る

「

転
重
軽
受
」

的
力
と

し

て

慟
く

と

み

な
さ
れ

て

い

る
こ

と
も

付
言
し

て

お

く
〔

八

六
〕

。

　
か

か

る

「

後
生

善
処
」

的
な

力
が

、

一

つ

の

生
の

枠
内
で

、

存
在
状
況

の

改

善
を
も
た

ら

す

も
の

と

し
て

発
現
し

た

場

合、

そ
れ

は
、

「

現
世
安

穏
」

「

現
世

利
益
」

的
な

力
と
み

な

し

得
る

も
の

と

な
る

。

そ

の

力
は、

例
え

ば
、

蘇
生
も

含
め

た

病
気
治
し
を

可
能
に

す
る

力
と

し

て

描
か

れ

て

い

る

が

（
〔
二

七
〕

〔

六

六
〕

〔

八

七
〕

〔
九
一
〕

〔

九
七〕

〔

一

二

二
〕

）

、

の

み

な

ら

ず、

命
が

危
険
に

晒
さ

れ
た
危

機
一

髪
の

状
況
か

ら
救
い

出
し
て

く

れ
る

力
と

し

て

も

描
か

れ
て

い

る
〔
〔

五

四
〕

〔

五

七
〕

〔

六

八
〕

〔

七

二
〕

〔
七
五
〕

〔
八

五
〕

〔

九
一
〕

二

〇
七
〕

〔
一

Q
八
〕

Ω
一

〇
〕

二

一

三
〕

2
一

四
〕

雪

｝

五
〕

〔
…

二

三
〕

）
Q

こ

う
し

た

力
は

ま

た
、

豊

饒
を

も
た

ら
す

力
で

も
あ

り
〔
四
八
〕
、

そ

の

力
が

働
く
こ

と

に

よ
っ

て

旱
魃
と

い

う
危
機
的

状
況
か

ら

の

救
い

が

可
能
に

な

っ

た
、

と

み

な

さ

れ

る

の

で

あ
る

〔

九

ご
。

　
『

法
華
験
記
』

に

み

え
る

『

法

華
経
』

は、

意

味
内
容
が

問
わ

れ
る

べ

き
い

わ

ゆ

る

「

テ

キ
ス

ト
」

と

し

て

の

『
法

華
経
』

で

は

な
く

、

む

し

ろ、

力
を

担
う
「

モ

ノ
」

と

も

い

う
べ

き

『

法
華
経
』

で

あ
る、

と
い

っ

て

よ
か

ろ

う
。

『

法

華
経
』

が
担

う
そ
の

力
は、

今
生
き
て

い

る

こ

の

生

が
危

機
に

晒
さ

れ

た

際
に

手
を
差
し

伸
べ

て

く
れ

る

力
と
し
て
、

ま
た
、

こ

の

生
を

終
え
て

死
を
迎
え
た

後
の

あ

り
方
に

も
決

定
的
な
影
響
力
を
及

ぼ

し
て

く
る

力
と

し

て
、

描
か

れ
て

い

る

の

で

あ
る

。
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