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吉慶梵讃と三身讃のギルギット写本

伊久間洋光

0. はじめに

2014 年、Oskar von Hinüber 教授により、Raghu Vira のギルギット写本写真

版に含まれる断簡 FE.3265（1 folio）が Mahåvairocanas∑tra（?）であると報告さ

れた。同論文によると， 当該断簡が Ashikaga［1955］の『大日経疏』の漢訳音写

の偈との並行偈を含むことについて、K.Wille 氏から情報提供を受けたという 1。

Raghu Vira の写真版を確認すると、同断簡は Gilgit/Båmiyan type I（丸形

グプタ文字）で筆写されており、文字から 6-7 世紀の筆写と予想された。同断簡

の写真版は小さいものであり、それのみでは全体の読解は困難であったが、判

読可能箇所には vairocana の文字が認められた。6-7 世紀であれば、当該断簡

は『大日経』の最初期の写本ということになるが、Ashikaga［1955］によると、

同断簡との並行偈は『大日経』ではなく、『大日経疏』に引用された、所謂吉

慶梵讃（Ma∆galagåthå）であった。

吉慶梵讃は真言宗の灌頂儀礼の際に唱えられる偈頌であり、中国密教・イン

ド密教の儀礼でも同様に用いられた。吉慶梵讃のテキストには漢訳、漢訳音写、

チベット語訳、密教文献における引用のサンスクリット文などが現存している。

当該断簡は翻訳も含め、吉慶梵讃の現存テキストでは最古のものである可能性

がある。

上述のように、FE. 3265 の写本写真は小さく、それのみでは解読は困難で

あった。本論執筆に際し、筆者は K. Wille 氏のご厚意により、当該断簡の高

精度画像と Wille 氏による暫定ローマナイズをご提供頂いた 2。それらに基づき

1　von Hinüber [2014], p. 107.
2　貴重な研究結果をご提供頂いた K. Wille 氏に深く御礼申し上げます。また玉井達士博士には Wille
氏をご紹介頂き、当該写本をともに解読して頂いた。野口圭也名誉教授、倉西憲一博士、大塚恵俊博士、
名取玄喜氏には本稿執筆に際し種々のご教示を頂いた。記して御礼申し上げます。
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読み進めていくと、当該断簡には吉慶梵讃とともに、Någårjuna に帰せられる

三身讃（Kåyatrayastotra）も含まれることが新たに確認された 3。

三身讃は仏陀の三身（法身・報身・応化身）を讃嘆する 4 偈の偈文であり、上

述のように Någårjuna に帰せられている。しかし三身思想の成立年代から、先

行研究によって、三身讃の作者は中論の Någårjuna とは別人物とされている 4。

吉慶梵讃と同様、三身讃のテキストには漢訳、漢訳音写、チベット語訳、密教

文献における引用のサンスクリット文などが現存している。当該断簡は翻訳も

含め、三身讃の現存テキストではやはり最古のものである可能性がある。

さらに当該断簡には、吉慶梵讃と三身讃のみならず、冒頭に真言および中期

密教との関連を予想させる文が付されていた。以下に述べるように、当該断簡

には『大日経』そのものではないものの、『大日経』との内容的共通性が認め

られる文が含まれていたことになる。

本論では当該断簡のテキストを提示し、6-7 世紀の吉慶梵讃と三身讃のサンス

クリット文の姿を明らかにする。さらにギルギット写本の伝承状況、冒頭の文章

などから、当時の両テキストの伝承状況を考察する。また 7-8 世紀の西北インド

の仏教に関する中国の資料を概観し、FE.3265 の内容との関連を検討する。

1. ギルギット写本について

1.1 発見場所と推定される年代

ギルギット写本とは、1931 年にギルギット（現在はパキスタン領土）近郊のナ

ウプルで発見された写本群の総称である。写本の筆写年代は用いられた文字か

ら推定される。写本が筆写された文字には、Gilgit/Båmiyan type I（丸形グプ

タ文字）と Gilgit/Båmiyan type II（プロト・シャーラダー文字）の 2 種類があり、

前者が 6-7 世紀、後者が 7 世紀以降の筆写と見做されている。type I は主に大

乗経典に、type II は主に有部律などの部派関係の文献に用いられている。

前述のように、本研究の取り扱う断簡 FE. 3265 は type I で記されており、

3　真言宗豊山派総合研究院宗学研究所研究員の名取玄喜氏より当該部分がチャクラサンヴァラ注に引
用されているとご教示頂き、同定に繋がった。
4　津田 [2005, 2009] 参照。
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6-7 世紀の筆写と見做し得る。

1.2 ギルギット写本に含まれる文献群

ギルギット写本のうち、同定されたテキストは、上述のようにアヴァダーナ

を含む大乗経典、有部などの部派の文献が主である。

一方、後述のように、断簡 FE. 3265 は密教的な内容が認められる。ギルギッ

ト写本のうち、密教的な内容を持つテキストは、『薬師経』『孔雀王呪経』『牟

梨曼荼羅呪経』『十一面観音呪』『馬頭明呪』、Mahåpratisarå， 種々の陀羅尼な

どがある 5。これらは 6-7 世紀前後にギルギットに伝わっていた密教写本である

と言える。

2. FE. 3265 の transliteration と試訳

本項では、K. Wille 氏より提供頂いた暫定ローマナイズをもとに修正した、

FE. 3265 の transliteration と試訳を提示する。また、本文中に Ma∆galagåthå

（Ashikaga［1955］）と Kåyatrayastotra（津田［2009］）の並行文を斜字体で提示し、

冒頭の文・真言およびサンスクリットの並行文が得られない Ma∆galagåthå の

偈については太字で示した。また、試訳の際、高橋［1979a］， 密教聖典研究会

［1987］， 津田［2009］を参照した：

FE. 3265: verse （Vasantatilakå/Sragdharå） 

Fol. 1

Recto

1 ［Siddham］ å˙ buddhabala huµ || ◎ : akåranirvartt¥（nirvånti?）- 

ta<d>dehar∑po gatvå ca vairocanatåµ vra［t］（’）¥ßa （̇vrav¥ßa˙?） || 

vajra håµ håµ : || 

5　von Hinüber[2014] の目録を参照。また仏教タントラではないが、Kashimir の Íiva 派のタントラ
文献である Tantrasadbhvåvasåra も含まれている。



（182）

［ya］（n）［m］（a）6///

2 d7 ås¥d ihåvatarato jagato hitåya •

sendrais surair anugatasya8 tathågatasya |

tan maµgalaµ bhavatu ßåµtikaraµ ///

#cf. Ma∆galagåthå， Ashikaga［1955］， v. 4 （p. 117）:

yan ma∆galaµ tu≈itadevavimånagarbhåd |

ås¥d ihåvarato jagato hitåya ||

sendråsurai˙ pariv˚tasya tathågatasya |

tan ma∆galaµ bhavatu ßåntikåraµ tavådya || 4 ||

3 layo<j>jvalapu≈panaddhe 9 

［r］amye ca lumbanivane10 bahudevaju≈†e

nåthasya janmani vabh∑va11 bhavåµtakasya |

tan maµgalaµ ///

#cf. Ashikaga， v. 6 （p. 118）:

yan ma∆galaµ kisalayajvalapu≈pad¥te |

ramyasya luµbinivane bahudevanyu≈†e ||

nåthasya janmani babh∑va bhavåntakasya |

tan ma∆galaµ bhavatu ßåntikaraµ tavådya || 6 ||

4 yan maµgalaµ anivarasya pras∑tikåle

ßukråditi{s}suraga∫air abhip∑jyamåne •

gacchaµ gajendrala .. /// 

6　[ya](n) [m](a)〗 Read yan maµ(galaµ).
7　d〗 Read (garbhå)d.
8　anugatasya〗 Ashikaga, v.4 pariv˚tasya.
9　layo<j>jvalapu≈panaddhe〗 Read (kisa)layo<j>jvalapu≈panaddhe.
10　lumbanivane〗 Ashikaga, v. 6 luµbinivane.
11　vabh∑va〗 Read babh∑va; Ashikaga, v. 6 babh∑va.
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5 galaµ bhavatu ßåntikaraµ tavådya • ||

#No parallel in Ashikaga

yan maµgalaµ vividhadu˙khavinåßanåya tu≈†yå

tapovana .. + ///

6 s12 surai˙ pariv˚tasya13 tathågatasya14 

tan ma∆galaµ bhavatu ßåntikaraµ tavådya • ||

#cf. Ashikaga， v.7 （p. 118）:

yan ma∆galaµ vividhadu˙khanaßånaya tu≈†yå |

tapovanam abhivrajatu ardharåtrau ||

ås¥ suråpariv˚tasya namask˚tasya |

tan ma∆galaµ bhavatu ßåntikaraµ tavådya || 7 ||

yan maµgalaµ bhujagaråjan. + +15 ///

7 v˚tasya16 hi cå≈apaµktyå17

ßåµtyartham abhyagatasya tathågatasya18 

tan ma∆galaµ bhhavatu ßåntikaram tav. + + + ///

#cf. Ashikaga， v. 8 （p. 119）:

yan ma∆galaµ bhujagaråjanamask˚tasya |

nadyå˙ sthalapariv˚tasya khacårapa∆ktya˙ ||

12　s〗 Read (ås¥)s.
13　surai˙ pariv˚tasya〗 Ashikaga, v. 7suråpariv˚tasya.
14　tathågatasya〗 Ashikaga, v. 7 namask˚tasya.
15　bhujagaråjan. + +〗 Read bhujagaråjan(amask˚tasya); Ashikaga, v. 8 bhujagaråjanamask˚tasya.
16　v˚tasya〗 Read (pari)v˚tasya.
17　hi cå≈apaµktyå〗 Ashikaga, v. 8 khacårapa∆ktya˙.
18　abhyagatasya tathågatasya〗 Read abhyågatasya tathågatasya; Ashikaga, v. 8 adbhutam abh∑d 
bhavachedanasya. 
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ßåntyartham adbhutam abh∑d bhavachedanasya |

tan ma∆galaµ bhhavatu ßåntikaram tavådya || 8 ||

8 maråjam∑le19 

maitraibalena20 vijite bahumårapak≈e •

åßcaryam adbhutam abh∑d21 bhuvi cåmbare ca22 

ta23..  ///

Verso

1 vådya24 • ||

#Ashikaga， v. 9 （p. 120）:

yan ma∆galaµ bhagavato drumaråjam∑le |

maitr¥balena vijite bahumårapak≈e ||

nånaprakåram abhavad bhuvi tadvari≈†he |

tan ma∆galaµ bhavatu ßåntikaraµ tavådya || 9 ||

yan maµgalaµ hitakaraµ paramaµ pavitraµ

pu∫yåk˚yåkara∫am25 åryajanåbhiju≈†aµ26

k˚tsnaµ jagåda bhag. ///

2 n maµgalaµ bhavatu ßåµtikåraµ tavådya : || ◎ ||

#Ashikaga， v. 11 （p. 121）

yan ma∆galaµ hitakaraµ paramaµ pavitraµ |

19　maråjam∑le:〗 Read (dru)maråjam∑le; Ashikaga, v. 9 drumaråjam∑le.
20　maitraibalena〗 Ashikaga, v. 9 maitr¥balena.
21　åßcaryam adbhutam abh∑d〗 Ashikaga, v. 9 nånaprakåram abhavad.
22　bhuvi cåmbare ca〗 Ashikaga, v. 9 bhuvi tadvari≈†he.
23　ta .. 〗 Read ta(n ma∆galaµ) ? Ashikaga, v. 9 tan ma∆galaµ.
24　vådya〗 Read (ta)vådya.
25　pu∫yåk˚yåkara∫am〗 Ashikaga, v. 11 pu∫yakriyåkara∫am.
26　åryajanåbhiju≈†aµ〗Ashikaga, v. 11 åryajanån abhi≈†utya.
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pu∫yakriyåkara∫am åryajanån abhi≈†utya ||

k˚tsnaµ jagåda bhagavåµ munißåkyasiµha˙ |

tan ma∆galaµ bhavatu ßåntikaraµ tavådya || 11 ||

yo n（’）eko nåpy aneka svaparahitamahåµ27 saµpadådhårabh∑ .［o］28   ///

3 samaraso durvibhåva˙ svabhåva29 

nirlepaµ nirvikåraµ ßivam asamasamaµ vyåpinaµ ni≈prapaµcaµ

v.30 ///

4 nupamaµ31 dharmakåyaµ jinånåµ ||

# cf. Kåyatrayastotra， Tsuda［2009］， v. 1:

yo naiko nåpy aneka sva-para-hita-mahå-saµpannådhåra-bh∑to

naivåbhåvo na bhåva˙ kham iva sama-raso durvibhåvya-svabhåva |

nirlepaµ nirvikåraµ ßivam asama-samaµ vyåpinaµ ni≈prapañcaµ

vande pratyåtma-vedyaµ tam aham anupamaµ dharma-kåyaµ 

jinånåm | | 1 | | 

lokåt¥tåm acintyå32 suk˚taßataphalåm åtmano yo vibh∑tiµ ///

5 ti33 mahat¥n* dh¥matåµ pr¥tihetor

buddhånåµ sarvalokapras˚tam aviratodårasaddharmagho ..34 + ///

6 m35 iha mahaµ dharmaråjaprati≈†haµ36 ||

27　svaparahitamahåµ〗 Tsuda, v. 1 svaparahitamahå-saµpannadhårabh∑to.
28　saµpadådhårabh∑ .[o] 〗 Tsuda, v. 1 saµpannadhårabh∑to.
29　durvibhåva˙ svabhåva〗 Tsuda, v. 1 durvibhåvyasvabhåva˙.
30　v. 〗 Read v(ande); Tsuda, v. 1 vande.
31　nupamaµ〗 Read (a)nupamaµ; Tsuda, v. 1 anupamaµ.
32　acintyå〗Tsuda, v. 2 acintyåµ.
33　ti〗 Read (prathaya)ti. Tsuda, v. 2 prathayati.
34　aviratodårasaddharmagho .. 〗 Read aviratodårasaddharmagho(≈aµ); Tsuda, v. 2  
aviratodårasaddharmagho≈aµ.
35　m〗 Read (aha)m; Tsuda, v. 2 aham.
36　mahaµ dharmaråjaprati≈†haµ〗 Tsuda, v. 2 mahådharmaråjaprati≈†haµ.
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#cf. Tsuda［2009］， v. 2，

lokåt¥tåm acintyåµ suk˚ta-ßata-phalåm åtmano yo vibh∑tiµ

par≈an-madhye vicitråµ prathayati mahat¥µ dh¥matåµ pr¥ti-heto˙ |

buddhånåµ sarva-loka-pras˚tam aviratôdåra-sad-dharma-gho≈aµ

vande saµbhoga-kåyaµ tam aham iha mahå-dharma-råjya-prati≈†ham 

| | 2 | |

satvånåµ påkaheto˙ kvacid analam37 ivåbhåti yo d¥pyamåna˙

saµboddh.38 ///

7 puna d˚ßyate yo proßåntaµ39 

naikåkåraprathitaµ40 tribhavabhayaharaµ vißvar∑paµ41

vande nirmå∫akåyaµ da ..42 ///

8 mun¥nåµ 

#cf. Tsuda［2009］， v. 3，

sattvånåµ påka-heto˙ kvacid anala ivåbhåti yo d¥pyamåna˙

saµbodhau dharma-cakre kvacid api ca punar d˚ßyate ya˙ praßånta˙ |

naikåkåra-prav˚ttaµ tri-bhava-bhaya-haraµ vißva-r∑pair upåyair

vande nirmå∫a-kåyaµ daßa-dig-anugataµ taµ mahårthaµ mun¥nåm 

| | 3 | |

satvårthaikak˚yå∫å{µ}m43 aparimitamahajñånapu∫yoditånåµ44 

<<kåyånåµ>> saugatånåµ prati .i45  ///

37　analam〗 Tsuda, v. 3 anala.
38　saµboddh. 〗 Read saµboddh(au); Tsuda, v. 3 saµboddhau.
39　proßåntaµ〗 Read praßåntaµ; Tsuda, v. 3 praßånta˙.
40　naikåkåraprathitaµ〗 Tsuda, v. 3 naikåkåraprav˚ttaµ.
41　vißvar∑paµ〗 Tsuda, v. 3 vißva-r∑pair upåyair.
42　da .. 〗 Read da(ßa); Tsuda, v. 3 daßa.
43　satvårthaikak˚yå∫å{µ}m〗 Tsuda, v. 4 satvårthaikak˚på∫åm.
44　aparimitamahajñånapu∫yoditånåµ〗 Tsuda, v. 4 aparimitamahåjñånapu∫yodayånåµ.
45　prati .i〗 Read prati(v)i(gata); Tsuda, v. 4 prativigata.
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#cf. Tsuda［2009］， v. 4，

sattvårthaika-k˚på∫åm aparimita-mahå-jñåna-pu∫yodayånåµ

kåyånåµ saugatånåµ prativigata-mano-våk-pathånåµ trayå∫åm |

k˚två bhaktyå pra∫åmaµ kußalam upacitaµ yan mayå bodhi-b¥jaµ

trai-kåyåµs tena labdhvå jagad idam akhilaµ bodhi-mårge 

niyujñyåt  | | 4 | | 

FE. 3265:

Recto

アーハ、仏の力を持つ者よ、フン。阿字を展開し、その身体の形像を有す

る者が、ヴァイローチャナたることに、また、至ってから、ヴラタに自在

なものと［なる］。金剛よ、ハーン、ハーン。

［兜率天宮の胎より］あり、この世に降りつつあるとき、生物の利益のた

めに

帝釈天たちと神々を伴う如来にとって、

その［寂静をなす］吉祥が、［今、汝に］あれかし。

新芽の輝く花が結び付けられ

また、喜びに満ちたルンビニの苑において、たくさんの神に喜ばれた、

誕生の時、生存の極限を有する主宰者の吉慶は生じた。 

 その［寂静をなす］吉祥が、 ［今、汝にあれかし］。

敵対者のない者の誕生の時、

清浄であり縛られていない神々の群れによって供養されつつある時、

象王 ［のように ?］進む、

その寂静をなす吉祥が、今、汝にあれかし。
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種々なる苦を滅するために、喜びを伴って、苦行林［に］、

［汝はあった］、神々によって取り囲まれた如来の、 

その寂静をなす吉祥が、今、汝にあれかし。

竜王に ［敬礼せられ］、

アオカケスの群れに囲まれ、

寂静のために、来った、如来の

その寂静をなす吉祥が、今、汝にあれかし。

樹の王の根元において、

慈悲の力によって、たくさんの悪魔の軍隊が征服された時、

地面と空とにおいて、稀有であり素晴らしいことが生じた。

そ［の寂静をなす吉祥が］、

Verso

今、汝に［あれかし］。

利益をなすものであり、最上であり清らかな、 

聖なる生物に訪れられ， 福徳の行為をなすものである

全てのことを、世尊は語った

その寂静をなす吉祥が、今、汝にあれかし 46。

一でもなく多でもなく、自と他の偉大な利益を有し、完成を支えるものと

なり、

等しい味を有し、知覚し難い自性を有するところの、

汚れなく、変化することなく、寂静であり、等しくなく等しく、言語の多

様性を離れ、

 46　ここまでが Ma∆galagåthå に相当し、次の偈から Kåyatrayastotra となる。
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無比であるところの、ジナたちの法身に、 ［私は帰命する］。

世間を超越し、不可思議であり、良く為された百の結果を有する、自身の

財産を、

様々に、広く、思慮を伴う者のために、拡げる。

諸仏の一切の世界に広がる、絶え間なく勝れた正しい法の声［を］

ここにおいて、法王として留まっている、偉大な［報身］に、私は［帰命

する］。

衆生たちの成熟のために、ある時は火のように燃えつつ、光を放ち、

さとり［において］、また、寂静なものとして見られる、

一ならざる形相として広がり、三つの輪廻の恐れを払い、勝れた色形を有

する、

［そのような］ムニたちの［偉大な目的がある］十［方に付き従う］化身に、

［私は］帰命する。

衆生の利益のために同一の行為を有し、量り得ない偉大な知恵の福徳より

生じた、

善逝たちの身体の、

3. 吉慶梵讃について

3. 1 吉慶梵讃のテキストと『金剛起経』

吉慶梵讃（Ma∆galagåthå）は八相成道を始めとする仏伝の様々な場面を主題

とする偈頌であり、前述のように密教の灌頂儀礼で用いられている。吉慶梵讃

のテキストには、漢訳・漢訳音写・悉曇文字によるテキスト・チベット語訳・

梵文写本（Vajrodayå）における引用などが現存している 47。上述のように、6-7

世紀の筆写と見られる FE. 3265 は、翻訳を含め、吉慶梵讃の現存する最古の

47　詳細は高橋 [1979a], 密教聖典研究会 [1987] を参照されたい。
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テキストと見做し得る。

吉慶梵讃はまた『大日経疏』巻第 8 において『金剛起経』からの引用として

十一首が挙げられている。この『金剛起経』について、高橋［1979b］は「嚩馹

囉阿避庾經」という音写を Vajråbhyudaya と還梵し 48、同様に勧請の場面におい

て吉慶梵讃を引用する儀軌文献である Vajrodayå との関連を指摘している。

3. 2  FE. 3265 に筆写される吉慶梵讃における未回収のサンスクリット偈文

前項に太字で示したように、FE. 3265 に筆写される吉慶梵讃には、他の吉

慶梵讃には見られない偈頌が含まれている。当該の偈頌は、内容を確認すると、

吉慶梵讃の他テキストでは誕生および灌浴の場面の偈頌に相当すると見られ

る。以下に高橋［1979a］より、対応する偈頌（第 12 偈）のテキストと和訳を

引用する 49：

yan ma∆galaµ kapila-vastuni råja-dhyånåµ

garbhåd vini˙s˚ta˙ snapitasya devai˙ /

ßauddhodaner am˚ta-våribhir åßu-v˚ddhyai

tan ma∆galaµ bhavatu ßånti-karaµ tavådya //

カピラバストの王宮にて　胎より出で給い

諸天にて速やかなる生長のため　甘露水もて

注がれいたる浄飯の子の　この吉慶あり

その寂静なす吉慶が　今汝にあれかし

FE. 3265 の対応偈頌と比較すると、誕生の際、FE. 3265 では釈尊が「神の

群れに供養される（ßukråditi{s}suraga∫air abhip∑jyamåne）」とされるのに対し、

対応偈頌では「諸天にて（中略）甘露水もて注がれいたる（snapitasya devai˙ / 

… am˚ta-våribhir）」とする点で相違がある。即ち、吉慶梵讃の他本では灌浴の

場面が説かれるのに対し、FE. 3265 の対応偈頌にはない。

上記の対応偈頌は、吉慶梵讃のテキストのうち、『大日経疏』所引と

48　Vajrodayå についての言及はないが、Ashikaga[1955] も同様の還梵を行っている。
49　高橋 [1979a], p. 170.
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Vajrodayå を除く 4 本に含まれている 50。この点からは、灌頂儀礼において、灌

浴の場面を描く系統の吉慶梵讃が用いられ、広まったという可能性が考えられ

る。しかし現時点ではそれ以上確認し得ない。

4. 三身讃について

4.1  三身讃のテキストと作者

三身讃（Kåyatrayastotra）は仏の法身・報身・化身の三身を讃嘆する４偈の

偈頌である。三身讃のテキストには、漢訳・漢訳音写・チベット語訳・タント

ラ文献等の梵文写本や Deb ther s∆on po における引用等が現存している 51。ま

た註釈（Kåyatrayastotra-vivara∫a）のチベット語訳も現存している。三身讃の

漢訳・漢訳音写はいずれも宋代のものであり、6-7 世紀の筆写と見られる FE. 

3265 は、翻訳も含め、現存する三身讃の最古の資料と見做し得る。

三身讃の作者は、上述のように Någårjuna に帰せられている。しかし、三身

思想の成立年代から、津田［2005］は、三身讃の作者は『中論』の Någårjuna

ではないと指摘している。また、ターラナータ仏教史および Sekoddeßa†¥kå

は 三 身 讃 の 作 者 を Någahvaya と し て お り、 特 に タ ー ラ ナ ー タ 仏 教 史 は

Någahvaya を Åryadeva の同時代人とする 52。しかし、三身思想の年代から、

津田［2005］の指摘するように、ターラナータ仏教史および Sekoddeßa†¥kå の

伝承も問題がないとは言い難い。

4.2  三身讃の系統

FE. 3265 を始めとする三身讃のテキストにおいて、最初の 3 偈は三身

を 讃 嘆 す る も の で あ り、 第 4 偈 は 回 向 偈 で あ る。 し か し Nåropå に よ る

Sekoddeßa†¥kå， Bhik≈u Ravißr¥jñåna による Am˚taka∫ikå（偈頌の一部分）、Deb 

ther s∆on po では、第 4 偈に別の偈が説かれている。以下には Sekoddeßa†¥kå

50　高橋 [1979a], 密教聖典研究会 [1987] を参照。
51　詳細は津田 [2009] を参照されたい。
52　津田 [2005], p. 468-469.
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に引用される三身讃第 4 偈を提示する 53：

trailokyåcåram uktaµ gaganasamagataµ sarvabhåvasvabhåvaµ 

ßuddhaµ ßåntaµ viviktaµ paramaßivam ayaµ yoginåm eva gamyam*

durbodhaµ durvicåraµ svaparahitatamaµ vyåpinaµ nirnimittaµ

vande kåyaµ jinånåµ sukham asamamaµ nirvikalpaikam∑rtim* //

Sekoddeßa†¥kå はこの第 4 偈について大楽（mahåsukha-）と関連付けて説い

ている。また Am˚taka∫ikå の第 10 章では、最初の３偈を三身に配当した後、

上記の第 4 偈を大楽身（mahåsukhakåya-）とする 54。これは密教の仏身思想の展

開として興味深い。FE. 3265 に筆写される三身讃の第 4 偈は回向偈であり、

それらの密教文献等に引用される三身讃とは別の系統であることが解る。

5. FE. 3265 冒頭の真言とサンスクリット文

FE. 3265 では、冒頭に真言および散文（?）が説かれ、その後、吉慶梵讃と

三身讃が続けて筆写されている。以下に写本冒頭部の transliteration および試

訳を再掲する：

［Siddham］å˙ buddhabala huµ || ◎ : akåranirvartt¥（nirvånti?） 

ta<d>dehar∑po gatvå ca vairocanatåµ vra［t］（’）¥ßa （̇vrav¥≈a˙?） || vajra 

håµ håµ : || 

アーハ、仏の力を持つ者よ、フン。阿字より展開したものであり、その身

体の形像を有する者が、ヴァイローチャナたることに、また、至ってから、

ヴラタに自在なものと［なる］。金剛よ、ハーン、ハーン。

上 記 の「 ヴ ァ イ ロ ー チ ャ ナ た る こ と に、ま た、至 っ て か ら（gatvå ca 

vairocanatåµ）」という箇所の vairocana が大日如来を指すのか、「普く照らすこ

と」という普通名詞に当たるのかは判然としない。普通名詞 vairocana は上述

53　Carelli[1941], p. 58.
54　Lal[1914], p. 94. この点は倉西憲一博士よりご指摘頂いた。また津田 [2009] の指摘するように、
Am˚taka∫ikå の当該箇所では偈の作者は Någårjuna とされている。
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の意味で大乗経典においてしばしば用いられる。しかし続けて筆写される吉慶

梵讃と三身讃が仏に対する讃嘆であること、吉慶梵讃が『大日経』系を含む儀

礼文献で用いられていることから、当該箇所の vairocana を大日如来と解釈す

ることも可能である。

一方で、上記の「阿字より展開したものであり（akåranirvartt¥）」「その身体

の形像を有する者が（ta<d>dehar∑po）」という箇所は、それぞれ、阿字の転展思

想・観想に当たると考えられる。この点は『大日経』の思想と対応する 55。特に

akåra-nirvartt¥ を奪格の格限定複合語と解釈し「阿字より展開したもの」と読

むことにより、当該箇所の vairocana を、阿字の転展思想を前提とした胎蔵系

の大日如来と解釈することも可能である 56。以上の点からは、FE. 3265 は『大

日経』そのものではないが、『大日経』と共通する内容を含む資料であること

が解る。このことは、当該写本が『大日経』系の儀軌文献である可能性も示唆

する 57。

本稿で提示したように、ギルギット写本に含まれる密教文献のうち、少なく

とも仏教のものは全て初期である。FE. 3265 は断簡ではあるが、年代と出土場

所の確定し、且つ中期密教の内容を有する資料として重要であると考えられる。

6. FE. 3265 の伝える吉慶梵讃と三身讃の伝承状況

以上のように、FE. 3265 では、冒頭に真言および『大日経』と内容の共通

する文が説かれ、その後、吉慶梵讃と三身讃が続けて筆写されている。吉慶梵

讃は密教の灌頂儀礼で用いられたテキストであり、三身讃もまた密教文献に引

用が多く、偈頌の改変から密教の仏身思想の展開を伺い得る文献でもある。

以上の点から次の結論が導かれる。即ち、吉慶梵讃と三身讃は、後世にそう

であるように、6-7 世紀のギルギット周辺において、密教と関連付けて筆写さ

れた。FE. 3265 では少なくとも吉慶梵讃の文献名は記されず、複数のテキスト

が続けて筆写されている。そのことから、前述のように当該断簡を儀軌文献の

55　頼富 [1990], p. 162 などを参照。
56　この点は野口圭也名誉教授よりご教示頂いた。
57　この点は大塚恵俊博士よりご指摘頂いた。
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一部とも見做し得るが、詳細は不明である。

7. 中国の資料に記される 7-8 世紀ギルギット周辺の仏教と

　 『大日経』成立地

当該写本の出土地であるギルギットは、中国の資料に記される、西北インド

鉢露羅国（勃嚕羅国、Bolora）に比定されている。鉢露羅国については、当該写

本の筆写年代と近接する『大唐西域記』では記述が少ない。しかしその隣に位

置する烏仗那国（Udyåna）については、興味深い記述が見られる：

禁呪爲藝業。多衣白少有餘服。語言雖異大同印度。文字禮儀頗相參預。崇

重佛法敬信大乘。夾蘇婆伐窣堵河。舊有一千四百伽藍。多已荒蕪。昔僧徒

一萬八千。今漸減少。並學大乘寂定爲業。善誦其文未究深義。戒行清潔特

閑禁呪。（『大唐西域記』大正 51， 882b）

ここでは、烏仗那国において特に禁呪が学ばれているとされている。係る記

述について、堀［1912］は、玄奘の遊歴した国のうち、禁呪即ち陀羅尼が誦さ

れているのはただ烏仗那国のみであると指摘する 58。

728 年に崔牧が撰述したとされる『大日経序』（『大毘盧遮那経序』）は、『大日経』

が勃嚕羅国の石窟に蔵されていたと伝えている。当該の記述は、猿が経典を持

ち出したとされることや、『大日経序』の伝承や記述に不審な点があることから、

伝統的にあまり顧みられていない 59。しかし、6-7 世紀の筆写年と見做されるギ

ルギット（Bolora）出土写本 FE. 3265 には、『大日経』と内容上の関連が見られる。

そのことは、8 世紀に Bolora に『大日経』が存在していたという『大日経序』

の記述と対応する。

また、741 年に新羅霊妙寺の不可思議が撰述した『大毘盧遮那経供養次第法

疏』（『不可思議疏』）は、善無畏三蔵が、烏仗那国に隣接する乾陀羅国（Gandhåra）

の金栗王の塔において『大日経』の供養法を感得したとする 60。さらに、温古・

58　堀 [1912], p. 207.
59　頼富 [1990], p.135.
60　『大毘盧遮那経供養次第法疏』大正 39, 790b.
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智儼による再治の『大日経義釈』巻 8 は、善無畏が烏仗那国で『大日経』供養

法を撰述したとする 61。

『大日経』の成立地については、頼富本宏教授がオリッサにおける胎蔵系の

大日如来石像について報告して以来、東インド成立説が有力視されてきた。し

かし、本稿で明らかになったように、6-7 世紀筆写と見做されるギルギット出

土写本において、『大日経』と関連する、中期密教的な内容を有する断簡が確

認された。そのことは、『大唐西域記』烏仗那国の記述と合わせ、上記の『大

日経』北インド成立を伝える資料の記述における西北インドの状況と矛盾しな

い。少なくとも、FE. 3265 は 7-8 世紀の西北インドに密教或いは中期密教が伝

わっていたとする中国の資料を裏付けるものとなろう。

8. 結語

本論では FE. 3265 のテキストを提示し、6-7 世紀の吉慶梵讃と三身讃のサン

スクリット文の姿を示した。さらにギルギット写本の伝承状況、冒頭の文章な

どから、当時の両テキストが密教と関連して伝承されたことを確認した。また

FE. 3265 が『大日経』と関連する内容を有することから、7-8 世紀の西北イン

ドに密教或いは中期密教が伝わっていたとする中国の資料を裏付けるものであ

ることを指摘した。

ギルギット写本はネパール写本に比べ筆写年代が古く、出土地も確定してい

ることから、古い時代の西北インドの仏教の姿を直接伝える文献として重要で

ある。係る重要性にも拘らず、ギルギット写本には未比定の文献が多く残され

ている。今後はそれらを精査することにより、仏教研究乃至は密教研究を推進

することが期待される。

なお、本研究は JSPS 科研費 JP20H01185 の助成を受けた。

61　『大日本卍続蔵経』第 1 輯　第 36 套　第 4 冊　380 丁右。
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SYMBOLS USED IN THE TRANSLITERATION

+ lost ak≈ara

（ ） restored ak≈ara

［ ］ damaged ak≈ara

〈 〉 omitted ak≈ara 

〈〈 〉〉 interlinear correction 

{ } superfluous ak≈ara or part of it 

. . illegible ak≈ara 

. single element thereof 

/// leaf broken off here 

| da∫∂a 

|| double da∫∂a 

• punctuation mark 

: punctuation mark for visarga 

* viråma 

’ avagraha， not written in the MS 

〇 string hole
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