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「

行

基

論

─

大

乗

仏

教

自

覚

史

の

試

み

─

」

要

旨

博

士

（

文

学

）

角

田

洋

子

行

基

の

仏

教

的

大

事

業

を

実

現

さ

せ

た

力

と

し

て

初

期

か

ら

の

弟

子

集

団

の

形

成

を

重

視

し

そ

の

実

態

を

解

明

す

る

こ

と

、

ま

た

行

基

と

弟

子

集

団

を

結

束

さ

せ

た

も

の

と

し

て

そ

の

思

想

的

背

景

を

捉

え

る

必

要

が

あ

る

と

い

う

観

点

か

ら

行

基

弟

子

集

団

を

結

束

さ

せ

実

践

に

立

ち

向

か

わ

せ

た

思

想

を

再

検

討

し

、

日

本

古

代

仏

教

史

の

展

開

過

程

に

そ

の

思

想

と

運

動

を

位

置

づ

け

る

こ

と

を

本

論

文

の

目

標

と

し

た

。

第

一

章

で

は

本

論

考

の

課

題

で

あ

る

弟

子

集

団

の

解

明

と

、

行

基

の

仏

教

活

動

の

背

景

に

あ

る

思

想

に

焦

点

を

絞

っ

て

研

究

史

を

整

理

し

た

。

弟

子

集

団

に

つ

い

て

は

官

僧

の

存

在

が

指

摘

さ

れ

て

き

た

が

、

そ

う

し

た

官

僧

を

中

心

と

し

た

弟

子

集

団

が

い

つ

ご

ろ

形

成

さ

れ

た

の

か

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

は

未

だ

十

分

に

考

察

が

及

ん

で

い

ず

、

課

題

が

残

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

従

来

行

基

の

仏

教

実

践

の

背

景

と

な

っ

た

思

想

の

解

明

も

積

み

重

ね

ら

れ

て

き

て

い

る

が

、

行

基

個

人

の

思

想

と

し

て

論

じ

ら

れ

る

こ

と

が

ほ

と

ん

ど

で

、

行

基

と

弟

子

僧

集

団

を

結

束

さ

せ

た

思

想

と

い

う

観

点

か

ら

の

追

究

は

な

さ

れ

て

こ

な

か

っ

た

よ

う

に

思

う

。

こ

の

こ

と

は

前

記

弟

子

僧

集

団

の

成

立

時

期

と

も

不

可

分

に

関

連

し

て

い

る

。

行

基

の

思

想

に

つ

い

て

も

三

階

教

の

影

響

を

見

る

説

が

通

説

化

し

て

き

た

が

、

近

年

改

め

て

瑜

伽

唯

識

論

を

再

評

価

す

る

論

考

を

受

け

て

、

そ

の

是
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非

も

検

討

課

題

と

し

た

。

第

二

章

で

は

行

基

集

団

の

仏

教

活

動

の

思

想

的

基

盤

が

『

続

日

本

紀

』

行

基

伝

に

記

さ

れ

て

い

る

「

瑜

伽

唯

識

論

」

に

あ

っ

た

こ

と

を

改

め

て

検

証

し

た

。

行

基

は

道

昭

の

伝

え

た

「

禅

」

と

橋

・

堤

・

津

等

の

社

会

的

施

設

を

各

地

に

作

り

な

が

ら

人

々

を

教

化

す

る

と

い

う

二

つ

の

実

践

を

継

承

し

た

。

こ

の

二

者

は

菩

薩

行

の

実

践

と

し

て

不

可

分

の

も

の

で

あ

る

。

玄

奘

が

道

昭

に

伝

え

た

の

は

『

瑜

伽

師

地

論

』

そ

の

中

で

も

と

り

わ

け

大

乗

菩

薩

の

実

践

を

重

視

し

た

「

菩

薩

地

」

で

あ

っ

た

こ

と

を

、

玄

奘

の

印

度

求

法

の

目

的

、

訳

経

事

業

の

中

で

『

瑜

伽

論

』

が

も

っ

た

特

別

な

位

置

、

道

昭

の

一

族

船

氏

が

天

平

期

に

も

菩

薩

地

十

五

巻

の

読

誦

を

継

承

し

て

い

る

こ

と

を

語

る

優

婆

塞

貢

進

解

の

存

在

等

か

ら

考

察

し

た

。

玄

奘

が

禅

（

瑜

伽

）

の

東

伝

を

重

視

し

た

の

も

『

瑜

伽

論

』

の

促

す

と

こ

ろ

で

あ

っ

た

。

行

基

集

団

と

関

連

深

い

と

さ

れ

て

い

る

和

泉

監

知

識

経

に

『

瑜

伽

師

地

論

』

巻

二

十

六

が

選

ば

れ

て

い

る

こ

と

も

経

論

の

内

的

理

解

の

現

れ

と

し

て

論

じ

た

。

第

三

章

で

は

行

基

集

団

の

仏

教

活

動

の

基

盤

と

な

っ

た

「

道

場

」

が

日

本

古

代

仏

教

史

の

な

か

で

何

時

、

ど

の

よ

う

な

形

で

登

場

し

て

く

る

か

を

検

証

し

、

畿

内

四

十

九

院

の

外

に

「

諸

道

亦

往

々

而

在

」

と

す

る

『

続

日

本

紀

』

の

記

録

の

妥

当

性

を

検

討

し

た

。
「

道

場

」

の

確

か

な

初

見

は

『

大

宝

僧

尼

令

』

で

あ

る

こ

と

、
「

道

場

」

で

の

修

行

の

中

心

は

「

禅

行

」

で

あ

り

、

こ

れ

を

伝

え

弘

め

る

た

道

昭

の

禅

院

が

「

道

場

」

の

嚆

矢

と

見

な

さ

れ

る

こ

と

、

行

基

集

団

の

建

立
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し

た

精

舎

が

「

道

場

」

と

よ

ば

れ

た

の

も

こ

の

系

譜

を

引

く

こ

と

、
『

霊

異

記

』

下

巻

に

登

場

す

る

紀

伊

国

那

賀

郡

弥

気

山

室

堂

が

行

基

の

「

道

場

」

で

あ

っ

た

可

能

性

が

高

い

こ

と

を

考

察

し

た

。

第

四

章

で

は

行

基

の

弟

子

集

団

が

初

期

か

ら

官

僧

を

中

心

に

組

織

・

形

成

さ

れ

、

彼

等

が

活

動

の

母

胎

と

な

っ

た

で

あ

ろ

う

こ

と

を

養

老

元

年

の

行

基

と

弟

子

集

団

を

糺

弾

し

た

詔

、

及

び

養

老

期

の

仏

教

政

策

か

ら

考

察

し

た

。

行

基

と

大

乗

教

義

を

と

も

に

し

た

官

僧

ま

た

は

そ

の

レ

ベ

ル

の

僧

尼

の

存

在

を

抜

き

に

し

て

四

十

九

院

の

運

営

、

優

婆

塞

・

優

婆

夷

の

養

成

、

彼

等

の

「

如

法

得

度

」
、

民

衆

へ

の

布

教

活

動

は

考

え

が

た

い

。

官

僧

の

存

在

を

証

す

る

史

料

で

あ

る

「

大

僧

正

記

」

に

つ

い

て

は

「

補

論

」

で

と

り

あ

げ

た

。

第

五

章

で

は

天

平

十

五

年

正

月

か

ら

四

十

九

日

間

の

長

期

に

渡

っ

て

諸

国

で

行

わ

れ

た

大

法

会

を

分

析

し

、

国

家

が

主

催

し

た

初

の

大

乗

法

会

で

あ

っ

た

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

法

会

開

催

の

主

旨

を

述

べ

た

天

皇

の

詞

に

初

め

て

「

大

乗

金

光

明

経

」

と

い

う

把

握

が

み

ら

れ

る

。

中

央

の

金

光

明

寺

で

の

転

読

に

招

請

さ

れ

た

四

十

九

人

の

大

徳

に

は

菩

提

や

道

璿

・

仏

哲

の

参

加

や

華

厳

学

生

審

祥

、

ひ

い

て

は

行

基

の

参

加

の

可

能

性

を

も

こ

こ

に

至

る

状

況

の

中

で

推

測

し

た

。

こ

の

状

況

は

、

国

家

仏

教

の

側

か

ら

は

菩

薩

思

想

を

強

調

す

る

大

乗

経

典

と

し

て

の

『

華

厳

経

』

の

理

解

が

深

ま

っ

た

こ

と

、

行

基

集

団

を

初

め

と

す

る

民

間

に

弘

ま

っ

た

菩

薩

僧

等

の

布

教

活

動

へ

の

国

家

の

一

定

の

理

解

と

容

認

に

よ

っ

て

も

た

ら

さ

れ

た

と

考

察

し

た

。
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補

論

で

は

「

大

僧

正

記

」

の

史

料

性

を

検

討

し

、

行

基

の

「

弟

子

」

に

は

師

位

・

半

位

を

も

つ

学

識

徳

行

兼

備

の

官

僧

群

が

存

在

し

、

組

織

性

を

も

っ

た

指

導

体

制

が

あ

っ

た

こ

と

を

示

す

史

料

で

あ

る

こ

と

を

考

察

し

た

。

玄

奘

が

国

禁

を

破

っ

て

単

身

印

度

に

趣

き

、

学

ぼ

う

と

し

た

仏

典

は

大

乗

菩

薩

行

の

実

践

を

集

約

し

た

当

時

最

新

の

『

瑜

伽

師

地

論

』

で

あ

っ

た

。

玄

奘

の

到

達

し

た

こ

の

最

終

目

標

へ

の

理

解

抜

き

に

し

て

、

道

昭

が

玄

奘

に

学

ん

だ

も

の

、

禅

院

建

立

の

意

味

、

天

下

周

遊

と

社

会

的

施

設

の

建

設

の

意

味

を

一

体

の

も

の

と

し

て

理

解

す

る

こ

と

は

難

し

い

。

道

昭

は

自

覚

的

に

大

乗

経

典

の

真

髄

で

あ

る

菩

薩

思

想

と

そ

の

実

践

の

重

要

さ

を

玄

奘

か

ら

学

び

、

自

覚

的

に

弘

め

た

最

初

の

人

で

あ

る

。

行

基

と

そ

の

弟

子

集

団

は

そ

の

菩

薩

思

想

を

よ

く

学

び

実

践

の

重

要

さ

を

自

覚

し

た

集

団

で

あ

っ

た

か

ら

、

そ

の

点

で

結

束

し

、

国

法

を

犯

す

こ

と

あ

え

て

辞

さ

ず

、

糺

弾

の

詔

や

実

刑

を

以

っ

て

の

弾

圧

に

も

屈

せ

ず

教

化

を

持

続

拡

大

す

る

こ

と

が

で

き

た

と

考

え

ら

れ

る

。

行

基

集

団

の

活

動

を

理

解

す

る

た

め

に

は

こ

の

大

乗

仏

典

の

説

く

思

想

を

内

面

化

し

て

受

け

止

め

、

日

本

古

代

社

会

の

実

態

に

即

し

な

が

ら

、

柔

軟

に

布

教

活

動

を

行

い

、

そ

う

し

た

僧

尼

の

あ

り

方

を

も

弘

め

た

所

に

仏

教

史

的

な

意

義

が

あ

る

と

結

論

づ

け

た

。

行

基

等

の

活

動

が

容

認

さ

れ

て

ゆ

く

過

程

に

、

経

典

に

内

在

す

る

大

乗

思

想

へ

の

国

家

側

の

理

解

と

包

摂

が

あ

っ

た

こ

と

を

併

せ

て

考

察

し

た

。

本

論

考

は

右

の

よ

う

な

思

想

的

系

譜

を

な

る

べ

く

史

料

に

よ

っ

て

検

証

す

る

こ

と

に

努

め

た

。


