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法 隆 寺  大 野 管 長 講 演 会  

（ ２ ０ １ ８ 東 京 ）      

 

 

司 会  

 

本 日 は 、 「 法 隆 寺 地 域 の 仏 教 建 造 物 」 世 界  

文 化 遺 産 登 録 ２ ５ 周 年 記 念 セ ミ ナ ー 「 聖 徳 太

子 の お も か げ に 会 う 斑 鳩 」 に お 越 し い た だ き

ま し て 、 誠 に あ り が と う ご ざ い ま す 。   

法 隆 寺 が あ る 斑 鳩 町 は 奈 良 か ら Ｊ Ｒ で １ ０

分 、 大 阪 ・ 天 王 寺 か ら ２ ０ 分 京 都 か ら も １ 時

間 ２ ０ 分 と い う 大 変 便 利 な 場 所 に あ り ま す 。

法 隆 寺 ・ 法 輪 寺 ・ 法 起 寺 ・ 中 宮 寺 ・ 藤 ノ 木 古

墳 な ど が あ る 歴 史 の 場 所 で す 。  

法 隆 寺 に つ い て は こ れ か ら 大 野 管 長 に 詳 し

く お 話 し い た だ き ま す が 、 ６ ０ ７ 年 に 当 時 の

皇 族 の 一 人 、 聖 徳 太 子 に よ り 建 て ら れ た と さ

れ て い ま す 。 世 界 で 最 も 古 い 木 造 建 造 物 と し
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て 、 日 本 の 世 界 遺 産 登 録 第 一 号 に な り ま し た 。  

が 、 見 所 は 建 物 だ け で は あ り ま せ ん 。 京 都

の お 寺 が 庭 園 で 有 名 な の に 対 し 、 奈 良 の 見 ど

こ ろ は 何 と 言 っ て も 仏 像 で す 。 釈 迦 三 尊 像 、

百 済 観 音 像 、 薬 師 如 来 像 、 救 世 観 音 等 、 わ が

国 を 代 表 す る 仏 像 が 法 隆 寺 に 所 蔵 さ れ て い ま

す 。  

聖 徳 太 子 は １ ９ ８ ６ 年 ま で の 日 本 の １ 万 円

札 に 出 て い た 方 で す の で 、 外 国 人 で も ご 存 知

の 方 が い ら っ し ゃ る か も 知 れ ま せ ん 。 日 本 で

初 め て の 法 律 や 官 位 制 度 を 作 り 、 中 国 と の 外

交 を 進 め 、 仏 教 を 取 り 入 れ た 政 治 を お こ な っ

た 人 物 で す 。  

 な お 本 日 は 朝 日 カ ル チ ャ ー セ ン タ ー ・ 朝 日

Ｊ Ｔ Ｂ 交 流 文 化 塾 の 受 付 奥 の ス ペ ー ス で 、 斑

鳩 町 の 観 光 PR ブ ー ス を 開 設 し て お り ま す 。 観

光 パ ン フ レ ッ ト の ほ か 、 斑 鳩 ブ ラ ン ド に 認 定

さ れ て い る お い し い 食 べ 物 や 、 斑 鳩 ら し い グ

ッ ズ の 販 売 も あ わ せ て 行 っ て お り ま す の で 、

是 非 お 立 ち 寄 り く だ さ い 。   



 

 

 

20 × 20 

 ま た 本 日 は 参 加 記 念 品 と し て 「 わ た し だ け

の 斑 鳩 時 間 」 を お 配 り さ せ て い た だ い て お り

ま す 。   

「 わ た し だ け の 斑 鳩 時 間 」 は 、 斑 鳩 町 の 郷

土 史 家 ・ 蔭 山 精 一 さ ん の 文 章 と デ ザ イ ナ ー の

坪 岡 徹 さ ん の イ ラ ス ト に よ る 、 知 る 人 ぞ 知 る

斑 鳩 の 歴 史 秘 話 を 2 話 ず つ ペ ー パ ー に ま と め

た ミ ニ ガ イ ド で 、 全 30 編 あ り ま す 。 本 日 は 、

そ の な か か ら 、 「 後 嵯 峨 上 皇 の 御 幸 と 松 並 木 」

「 法 隆 寺 参 道 入 り 口 の 並 松 と 地 蔵 堂 」 を プ レ

ゼ ン ト さ せ て い た だ き ま し た 。 本 日 、 ロ ビ ー

で 、 「 わ た し だ け の 斑 鳩 時 間 」 全 ３ ０ 編 を 販

売 し て お り ま す の で 、 ご 希 望 の 方 は お 買 い 求

め く だ さ い 。   

 

そ れ で は み な さ ま 、 お 待 た せ い た し ま し た 。

法 隆 寺 の 大 野 管 長 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま

す 。   
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 大 野 管 長  

 

み な さ ん こ ん に ち は 。   

法 隆 寺 を お 預 か り し て お り ま す 、 大 野 で ご

ざ い ま す 。 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。   

み な さ ん の お 手 元 に 資 料 を お 配 り し て お り ま

す よ う に 、 「 聖 徳 太 子 と 法 隆 寺 」 と い う テ ー

マ で 、 お 話 を さ せ て い た た だ き た い と 思 っ て

お り ま す 。   

み な さ ま 、 お 気 づ き の 方 が い ら っ し ゃ る と

思 い ま す が 、 先 ほ ど 司 会 の 方 か ら 、 ６ ０ ７ 年

に 法 隆 寺 が 創 建 さ れ た と い う こ と に 一 応 な っ

て い る わ け で す が 、 そ の ６ ０ ７ 年 に 創 建 さ れ

た の は 、 聖 徳 太 子 様 の お 父 様 の 用 明 天 皇 が ご

病 気 に な ら れ て 、 そ の と き に 用 明 天 皇 が 、 「

私 は お 寺 を 建 て て 、 薬 師 如 来 を 祀 り た い 。」 と

い う 願 い を 持 っ て お ら れ 、 「 卿 等 （ い ま し た

ち ） あ か れ は か れ 」 と 書 い て あ り ま す が 、 そ

う い う 風 な 状 況 で 建 て ら れ た と い う こ と に な
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っ て い ま す 。   

６ ０ ７ 年 と い う 年 は 、 実 は 法 隆 寺 の 名 前 が

そ の 当 時 は 「 斑 鳩 寺 （ い か る が で ら ）」、 斑 鳩 に

あ る お 寺 と い う こ と で す が 、 そ う い う 風 に 言  

わ れ て い ま し た が 、 そ の 前 年 の ６ ０ ６ 年 に は 、

既 に 「 法 隆 寺 、 い わ ゆ る 斑 鳩 寺 」 と い う こ と

は 認 識 さ れ て い ま し た 。 と い う の は 、 推 古 天

皇 が 、 『 勝 鬘 経 義 疏 （ し ょ う ま ん き ょ う ぎ し

ょ ）』 と 『 法 華 経 義 疏 （ ほ っ け き ょ う ぎ し ょ ）』

の 講 演 を 聖 徳 太 子 に 請 わ れ て 、 そ の お 布 施 料

と し て 、 播 磨 国 （ 現 在 の 兵 庫 県 ） の 水 田 １ ０

０ 町 を 頂 戴 し た と い う こ と に な っ て お り ま す 。

そ れ を 信 じ る な ら ば 、 ６ ０ ７ 年 と い う の は 、

あ く ま で も 完 成 し た と い う 感 覚 か な と 思 い ま

す 。 し か し 、 お 父 様 の 病 気 平 癒 の た め に 建 て

ら れ た わ け で す 。 し か も そ の と き の 本 尊 は 、

「 薬 師 の 像 を 造 っ て 仕 え た い 」 と い う わ け で

す か ら 、 紛 れ も な く 「 薬 師 像 」 で な け れ ば な

ら な い わ け で す 。 と こ ろ が 、 現 在 、 み な さ ま

が 斑 鳩 へ 来 ら れ て 法 隆 寺 を 参 拝 さ れ ま す と 、
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法 隆 寺 の 金 堂 の ご 本 尊 は お 釈 迦 様 で す 。  

そ こ に ひ と つ 食 い 違 い が 起 こ っ て く る わ け で

す 。   

最 近 で は 、 私 も そ う だ と 思 い ま す が 、 ６ ７ ０

年 （ 天 智 ９ 年 ） に 法 隆  

寺 が 雷 に よ る 火 災 で 焼 け て 、 そ の 後 建 て 直 さ

れ た と い う 風 に 考 え ら れ  

て い る わ け で す 。 と こ ろ が そ う す る と 、 も と

も と の 法 隆 寺 を 建 て た と  

き に 、 お 父 さ ん の 用 明 天 皇 の た め に 建 て た わ

け で す か ら 、 な ぜ 薬 師 如  

来 を 祀 っ て あ げ な か っ た の か と い う こ と に な

る わ け で す 。 こ れ は 大 変  

大 き な 問 題 で 、 薬 師 如 来 像 の う し ろ に 銘 文 が

刻 ま れ て お り ま し て 、 お  

父 様 の 病 気 平 癒 の た め に 推 古 天 皇 と 聖 徳 太 子

の ２ 人 で 建 て た と い う こ  

と が 書 か れ て い ま す 。   

[ レ ジ ュ メ ３ ペ ー ジ ] そ こ で 現 在 の 釈 迦 三 尊

像 の 光 背 銘 文 を 見 て み ま  
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す と 、 レ ジ ュ メ の 右 下 の 黒 い 部 分 は 光 背 銘 文

の 写 真 で す が 、 こ れ の 文  

面 は 、 写 真 の 上 に あ る 漢 字 ば か り が 並 ん で 載

っ て い る 部 分 に な り ま す  

が 、 こ れ に よ る と 、   

  

「 法 興 元 （ が ん ） 三 十 一 年  歳 （ ほ し ） は 辛

巳 （ か の と み ／ 推 古 二  

十 九 年 ） に 次 （ や ど ） る 十 二 月 に 鬼 前 太 后 （

聖 徳 太 子 の 母 、 間 人 皇 后 ）  

崩 （ み ま か ） り た も う  明 年 正 月 廿 二 日 。 上

宮 法 皇 、 病 に 枕 し て 食 を  

悆 （ よ ろ こ ） ば ず  王 后 （ 膳 妃 （ か し わ で ひ ）

） 労 疾 （ ろ う し つ ） を  

以 て 並 び て 床 に 着 き た も う  時 に 王 后 王 子 等  

ま た 諸 臣 と 深 く 愁 毒 を  

懐 （ い だ ） き て  共 相 （ と も ） に 願 を 発 （ お

こ ） す  仰 ぎ て  三 宝 に  

依 り 当 （ ま さ ） に 釈 像 の 尺 寸 王 身 な る を 造 る

べ し  此 の 願 力 を 蒙 （ こ  
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う む ） り 病 を 転 じ  寿 （ い の ち ） を 延 ば し 世

間 に 安 住 し た ま わ ん こ と  

を 」   

  

こ こ で 一 度 区 切 り ま す が 、 こ れ を 読 み ま す と 、

西 暦 ６ ２ １ 年 に 鬼 前 太  

后 、 「 鬼 前 太 后 」 と い い ま す と 、 「 鬼 の 前 」

と 書 い て な ん と 恐 ろ し い  

と 思 い ま す が 、 『 上 宮 聖 徳 法 王 帝 説 』 に は こ

れ の 説 明 が 書 か れ て お り  

ま す 。 そ れ に よ り ま す と 、   

  

「 鬼 前 と は 、 此 れ 神 な り 。 ～ 中 略 ～ 故 に 神 前

皇 后 と 稱 （ し ょ う ） す な り 。」   

  

そ の よ う に 『 上 宮 聖 徳 法 王 帝 説 』 に は 説 明

が さ れ て お り ま す 。 つ ま り 、 「 鬼 」 と い う の

は 実 は 「 神 」 な の で す 。 で す か ら 、 こ れ は み

な さ ん 知 っ て お ら れ る 方 も い ら っ し ゃ る と 思

い ま す が 、 昔 か ら い ろ い ろ な 歌 の 中 で 「 鬼 」
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と 表 現 さ れ て い る 場 合 に は 「 神 」 と 理 解 し た

方 が わ か り や す い 場 合 が あ り ま す 。 古 い こ と

を 言 え ば 、 あ ま り 良 い こ と で は な い 話 な の で

す が 、 人 々 の 世 の 中 を 良 く す る た め と か 、 い

ろ ん な 目 的 の た め に 、 生 贄 （ い け に え ） と し

て 人 々 が 殺 さ れ た り す る わ け で す 。 そ の よ う

な 関 係 で 、 人 々 は み ん な を 守 る た め に 亡 く な

っ て い る わ け で す 。 そ の よ う な 感 覚 が あ り 、

今 で は 古 い 話 に な り ま す が 、 軍 歌 に 「 握 れ る

銃 （ つ つ ） に  君 は な お  国 を 護 る の  心 か

よ 」 「 わ れ は 銃 火 に  ま だ 死 な ず 」 「 君 は 護

国 の  鬼 と な り 」 と い う の が あ っ た り し ま す

が 、 つ ま り 国 を 守 る た め に 鬼 と な っ た の だ 、

つ ま り 鬼 は 神 様 と い う 意 味 合 い で あ り ま す 。

余 談 に な り ま し た が 、 そ う い う こ と で 、 「 鬼

前 太 后 」 と は 、 鬼 の 前 、 い わ ば 神 前 皇 后 と い

う こ と で 、 聖 徳 太 子 の お 母 さ ん 、 穴 穂 部 間 人

皇 后 の こ と で あ り ま す 。 そ の 方 が 西 暦 ６ ２ １

年 に こ の 世 を 去 ら れ た と い う わ け で す 。 １ ２

月 ２ １ 日 と い う こ と で あ り ま す 。   
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そ し て 、 「 明 年 正 月 廿 二 日 上 宮 法 皇 、 病 に

枕 し て 食 を 悆 （ よ ろ こ ） ば ず 」 と あ り ま す の

で 、 １ ２ 月 ２ １ 日 と い う 年 末 に お 母 さ ん が 亡

く な っ て 、 そ れ か ら １ か 月 ほ ど 経 っ た 翌 年 の

１ 月 ２ ２ 日 に 聖 徳 太 子 さ ん が ご 病 気 に な ら れ

た と い う こ と で あ り ま す 。   

そ し て さ ら に 、 今 度 は 王 后 （ 膳 妃 ） が 看 病

疲 れ で 病 に 倒 れ ら れ て 、 床 に 就 か れ た 。 つ ま

り 、 聖 徳 太 子 御 夫 婦 で 床 に 就 か れ た と い う こ

と で あ り ま す 。   

そ れ か ら 、 「 時 に 王 后 王 子 等  ま た 諸 臣 と

深 く 愁 毒 を 懐 き て 」 と い う こ と で 、 周 り の 臣

下 や 親 戚 の 人 た ち が 大 変 心 配 を し て 、 「 共 相

（ と も ） に 願 を 発 す  三 宝 に 依 り 当 （ ま さ ）

に 釈 像 の 尺 寸 王 身 な る を 造 る べ し 」 と い う こ

と で 、 み ん な で 心 配 を し て 願 い を 起 こ し て 、

三 宝 （ 仏 ・ 法 ・ 僧 ） に 頼 ろ う と い う こ と で す 。

そ し て 、 お 釈 迦 さ ん の 像 を 造 る 、 し か も 聖 徳

太 子 さ ん の 寸 法 と 同 じ 像 を 造 る と い う こ と で

す 。  
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つ ま り 、 私 ど も （ 法 隆 寺 ） の 本 堂 に あ た り

ま す 金 堂 に 祀 ら れ て い る ご 本 尊 は 、  

聖 徳 太 子 様 と 同 じ 寸 法 で 造 ら れ て い る と い

う こ と に な り ま す 。 つ ま り 、 聖 徳 太 子 と 同 じ

寸 法 の 像 を 造 っ て こ れ を お 祀 り し 、 み ん な の

願 力 に よ っ て 病 を 転 じ て 命 を 延 ば し た い 。 し

か も 、 こ の 世 に 長 く と ど ま っ て ほ し い と い う

願 い を 起 こ し た わ け で す 。   

こ の 中 で 非 常 に 重 要 な こ と が あ り ま す 。 と

い う の は 、 法 隆 寺 の 金 堂 の 場 合 も 、 や は り 聖

徳 太 子 さ ん の 病 気 平 癒 の た め に ス タ ー ト し て

い る わ け で す 。 い ろ い ろ 調 べ ま す と 、 飛 鳥 時

代 の 仏 教 と い う の は 、 実 は 、 ほ と ん ど 飛 鳥 時

代 の 終 わ り の 頃 、 つ ま り 遣 隋 使 や 遣 唐 使 が 中

国 で 学 ん で 帰 っ て き て 、 中 国 の 新 し い 宗 教 ・

新 し い 思 想 を 持 ち 帰 っ て き て 、 広 め て い っ た

の で す 。 中 国 か ら 持 ち 帰 っ て き た こ と を 理 解

で き る の は 、 だ い た い 奈 良 時 代 の 早 い 時 期 く

ら い か ら 後 の こ と な の で す 。 聖 徳 太 子 さ ん が

亡 く な っ た の は ６ ２ ２ 年 で す か ら 、 こ の こ ろ
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に 仏 教 が ど の よ う な 信 仰 を さ れ て い た の か と

い う こ と で す 。   

こ れ に は い ろ い ろ ご ざ い ま す が 、 中 国 か ら

朝 鮮 半 島 を 経 て 仏 教 が 日 本 に 伝 わ っ て ま い り

ま す 。 公 伝 と い う も の が あ り ま し て 、 公 に 仏

教 が 日 本 に 伝 わ っ た と さ れ る の は ５ ３ ８ 年 と

い う の が 有 力 な 説 で あ り ま す 。  

一 説 に は ５ ５ ２ 年 。 ど う し て そ う い っ た こ

と が 起 こ っ た か と い う と 、 継 体 （ け い た い ）

天 皇 か ら 敏 達 （ び た つ ） 天 皇 ま で の 方 々 の 在

年 数 が 全 く 異 な っ て い る 資 料 が あ る わ け で す 。

同 時 に 欽 明 天 皇 が 即 位 さ れ て か ら 国 を 治 め る

間 の 年 数 が 全 く 違 う わ け で す 。 先 ほ ど 引 用 し

ま し た 、  

『 上 宮 聖 徳 法 王 帝 説 』 や 、 元 の 飛 鳥 寺 で あ

る 元 興 寺 の 縁 起 に よ る と 、 『 日 本 書 紀 』 と 記

述 が 全 く 違 っ て い る わ け で す 。 な ぜ 『 日 本 書

紀 』 と 縁 起 な ど と の 記 述 が 違 っ て い る の か と

い う こ と で す が 、 記 述 が 違 っ て い て も 、 書 き

直 さ れ て い て も 仕 方 の な い こ と な の で す 。   
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み な さ ん も よ く ご 存 じ の よ う に 、 正 史 と い

う の は 必 ず あ る 特 定 の 人 や 特 定 の 一 族 を 持 ち

上 げ る た め に 作 っ て い る 部 分 が あ り ま す 。  

で す か ら 、 継 体 天 皇 か ら 後 に 続 く 天 皇 に 至

る ま で の 間 に 、 や や こ し い こ と が あ れ ば 、 少

し 忖 度 し て 都 合 の 良 い よ う に 修 正 し て い る 部

分 が あ る と い う の が 一 つ あ り ま す 。  

も う 一 つ は 、 さ ま ざ ま な 伝 承 ・ 言 い 伝 え と

い っ た も の は 、 み ん な か ら 聴 取 し て 、 そ れ を

当 時 は 年 号 で 書 か ず に 干 支 で 書 か れ て い る わ

け で す 。 そ う す る と 、 年 数 的 な こ と で い う と 、

同 じ 年 号 が ２ 回 く ら い は 出 て く る わ け で す 。

ま た 並 べ 間 違 い も 起 こ り ま す 。  

さ ら に 、 そ う い っ た 伝 承 よ り も 、 歴 史 書 な

ど を 編 む た め に 集 め ら れ た 伝 承 と い う の が あ

る わ け で す が 、 そ れ ら が 随 所 に 何 箇 所 か 出 て

ま い り ま す 。  

例 え ば 『 日 本 書 紀 』 だ け で は な く 、 ほ か の

書 物 に も 同 じ よ う な 記 事 が 出 て き た り い た し

ま す 。 伝 承 か ら 書 物 と な っ て 出 来 上 が る ま で  
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に か な り の 時 間 が 経 っ て い る と い う こ と で

す 。 現 在 、 明 治 １ ５ ０ 年 に あ た り ま す が 、 明

治 の 歴 史 で す ら ぐ ら ぐ ら 動 い て い る わ け で す 。

そ う す る と 、 『 日 本 書 紀 』 が 編 ま れ た と き に 、

飛 鳥 時 代 や 、 そ れ よ り も 古 い 時 代 の 歴 史 と い

う も の は 一 体 ど う な る の か と い う わ け で す 。  

か と い っ て そ れ を な い が し ろ に し て よ い の

か と い う と 、 資 料 が な い の で ど う し よ う も な

い わ け で す 。 そ う い っ た 事 情 が あ る た め 、 「

そ う い う こ と が あ っ た の だ ろ う 」 と い う 程 度

に 考 え て お い た 方 が い い の か な と 思 い ま す 。   

仏 教 が ５ ３ ８ 年 に 日 本 に 伝 わ っ た と し ま す

と 、 そ の 仏 教 は 一 体 ど ん な も の だ っ た の か と

い う こ と に な る わ け で す 。 こ れ は 中 央 ア ジ ア

か ら 中 国 に 入 る と き に 例 が あ り ま す が 、 自 分

た ち が 普 段 信 仰 し て い る ・ 信 じ て い る 神 様 の

考 え 方 と 全 く 同 じ あ る い は よ く 似 た 神 様 が 祀

ら れ て い て 、 し か も そ の 神 様 が 隣 の 国 の 神 様

あ る い は 他 の 国 の 神 様 、 あ る い は 仏 （ ほ と け ）

と い う と こ ろ の 神 様 、 例 え ば 『 日 本 書 紀 』 に
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も 書 か れ て い る 、 「 蕃 神 （ ば ん し ん ） ＝ 隣 の

国 の 神 様 」 「 仏 神 ＝ 仏 （ ほ と け ） と い う 神 様 」

「 他 神 ＝ ほ か の 国 の 神 様 」 と い う の が 入 っ て

き た と い う 感 覚 な の で す 。 中 国 で も 例 が あ る

と 申 し ま し た が 、 中 国 で も 初 期 の 頃 に  

は 、 モ ン ゴ ル 高 原 か ら 中 央 ア ジ ア に か け て

暮 ら し て い る 胡 族 の 神 様 で あ る 「 胡 神 」、 そ れ

か ら 「 え び す ＝ 西 の 方 の 人 々 が 信 仰 し て い る

神 様 」 「 じ ゅ う し ん 」、 あ る い は 『 日 本 書 紀 』

と 同 じ 「 仏 神 」 と い っ た も の が 出 て ま い り ま

す 。  

い ず れ に し て も 、 自 分 た ち が 日 ご ろ 信 仰 し

て い る 神 様 と 大 し て 変 り の な い 、 し か し 急 に

隣 の 国 の 神 様 を 祀 っ て い た ら 天 つ 神 ・ 国 つ 神

は お 怒 り に な る だ ろ う と い う こ と で 、 み ん な

が 反 対 を す る わ け で す 。 し か し そ こ で 賛 成 し

た の が 、 蘇 我 稲 目 と い う 人 で す 。 そ の 賛 成 に

天 皇 陛 下 は 困 ら れ て 、 賛 成 し た 人 に 「 そ れ を

祀 り な さ い 」 と 言 っ て 、 蘇 我 稲 目 は 喜 ん で 仏

様 を 持 ち 帰 っ て 、 「 向 原 （ む く は ら ） の  
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家 を 祓 い 清 め 寺 と す 」 と 書 い て あ り ま す が 、

「 祓 い 清 め る 」 と い う と こ ろ に 、 昔 か ら の 日

本 の し き た り を 踏 襲 し て い る わ け で す 。 さ ら

に 今 度 は 、 そ の 仏 に 仕 え る ３ 人 を 選 び 出 し ま

す 。 こ の ３ 人 は 「 三 綱 」 尼 と 言 っ て 女 性 で す 。

一 番 上 の 人 は １ １ 歳 。 昔 か ら よ く 言 わ れ て い

る こ と で す が 、 い わ ゆ る 神 様 に 仕 え る 巫 女 さ

ん 的 な 認 識 で あ っ た ん だ ろ う と い う こ と で す 。    

と こ ろ が 、 そ れ か ら ど ん ど ん 仏 教 が ひ ろ ま っ

て い き ま す と 、 徐 々 に 変 化 し て ま い り ま す 。

そ し て 、 聖 徳 太 子 さ ん は 特 殊 な 事 情 が あ っ て 、

皇 族 で あ り な が ら 蘇 我 氏 を 中 心 と す る 渡 来 系

の 人 々 と 非 常 に 仲 が 良 か っ た 。 そ し て 渡 来 人

が 信 仰 し て い た の が 仏 教 で 、 し か も 菩 薩 思 想

と い う も の な の で す 。 そ の 菩 薩 思 想 と は 、 だ

れ 一 人 と し て 漏 れ る こ と な く 仏 像 を 乗 ず る こ

と が で き る と い う 考 え 方 で す 。 そ う す れ ば 、

今 ま で の 日 本 の 国 で ご 先 祖 方 が お 詣 り し て い

た 神 様 、 あ ら ゆ る 山 や 川 を お 祀 り し 、 ご 先 祖

方 を 大 切 に し 、 大 地 の 恵 み 、 あ る い は 大 地 の  
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脅 威 を 共 有 し な が ら 、 し か も こ の 限 ら れ た

狭 い 地 域 で 多 く の 人 々 が 生 き て い く た め に 、

譲 り 合 い 、 助 け 合 い 、 労 り 合 う 、 思 い 合 う 、

と い っ た 心 が 育 ま れ て き た わ け で す 。 そ れ を

き れ い な 形 で 行 っ て い き た い と い う こ と を 願

い 続 け て い く こ と が 皇 族 の 仕 事 な の で す 。   

そ う い う 風 に 考 え ま す と 、 そ れ ぞ れ の み ん

な の 願 い 、 考 え 方 が 、 大 乗 仏 教 の 菩 薩 思 想 と 、

今 ま で 私 た ち 日 本 人 が ず っ と 長 い 間 培 っ て き

た 、 ご 先 祖 か ら 引 き 継 い で 来 た も の の 考 え 方

が 、 聖 徳 太 子 様 の 頭 の 中 で き れ い に 結 び つ い

て い る の で す 。 そ し て 、 聖 徳 太 子 と い う ひ と

り の 人 格 を 通 じ て 、 仏 教 が 理 解 さ れ て い く わ

け で す 。 で す か ら 、 よ く 言 わ れ る よ う に 、 例

え ば 「 何 々 教 」 を み た と き に 、 そ の 経 典 が 見

つ か り 、 「 解 釈 が 全 く 違 う で は な い か 」 と い

う こ と が 起 こ り ま す が 、 起 こ っ て 当 た り 前 な

の で す 。 な ぜ か と い う と 、 日 本 人 の 心 で 新 し

く 外 国 か ら 入 っ て き た も の を 見 て い る か ら な

の で す 。   
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そ し て 続 き を 読 ん で み ま す と 、   

  

「 若 し 是 れ 定 業 に し て  以 て 世 に 背 き た ま

わ ば  往 き て 浄 土 に 登 り 早 く 妙 果 に 登 ら せ た

た ま わ ん こ と を 」  

も し か し て 、 世 の 定 め で あ っ て 、 み ん な の

願 い に 相 反 し て 、 こ の 後 が 大 事 な の で す が 、

「 往 き て 浄 土 に 登 り 」 と 書 い て あ り ま す が 、  

大 変 奇 妙 だ と 思 い ま せ ん か 。 み な さ ま 方 の 認

識 で は 浄 土 は 登 る と こ ろ で し ょ う か 。 普 通 で

あ れ ば 「 往 生 」 で す が 、 こ こ で は 「 浄 土 に 登

る 」 と 書 い て あ り ま す 。 ま た 、 「 浄 土 」 と い

う 言 葉 が 金 石 文 と し て 一 番 古 い の は 、 こ の 文

章 な の で す 。 こ の 「 浄 土 に 登 る 」 で す が 、 ど

の 経 典 を 見 て も 、 仏 様 の 国 土 と い う も の は 必

ず 水 平 線 上 で す 。 阿 弥 陀 さ ん の 浄 土 に し て も 、

水 平 線 上 の 西 方 十 万 億 土 と い う 、 と て つ も な

く 遠 い と こ ろ に い ら っ し ゃ る と い う 風 に な っ

て い ま す 。 我 々 は 、 阿 弥 陀 経 に も 書 い て あ る

の で 、 理 屈 上 は そ う 思 っ て い ま す 。 し か し 、
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「 仏 さ ん の 国 っ て ど こ に あ り ま す か 。」 と 聞 か

れ る と 、 み ん な は 心 の 中 は 、 水 平 線 上 に あ る

と は 思 っ て い ま せ ん 。 み ん な 上 を 見 て い る わ

け で す 。 も う 既 に そ の 段 階 で は 、 イ ン ド で 興

っ た 仏 教 と は 違 う わ け で す 。 日 本 人 が 理 解  

し て い る 仏 教 な わ け で す 。 だ か ら 、 そ の 当 時

の 日 本 人 が 考 え て い る よ う な 神 様 で あ っ た り 、

高 天 原 （ た か あ ま は ら ）、 あ る い は イ ン ド の 神

々 も 含 め て 、 日 本 人 は 、 神 の 世 界 と い う の は

上 に あ る と 理 解 し て い ま す 。  

で す か ら 、 仏 に 対 す る 認 識 は か な り 違 い ま

す 。   

 続 き で す が 、   

  

 「 二 月 廿 一 日 癸 酉  王 后 即 世 し た ま い 」   

  

つ ま り 、 ６ ２ ２ 年 の ２ 月 に 聖 徳 太 子 の 奥 さ

ん が 先 に 亡 く な っ た 。   

  

 「 翌 日 法 皇 登 遐 （ と う か ） し た も う 」   
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つ ま り 、 聖 徳 太 子 さ ん が 亡 く な っ た 。   

「 登 遐 」 と は 亡 く な る こ と を 言 い 、 多 く 使

わ れ て い る の で ご 存 知 か と 思 い ま す が 、 こ こ

で ひ と つ 、 「 法 皇 」 と い う 言 葉 が 出 て お り ま

す 。 こ れ を 頭 の 隅 に 置 い て お い て い た だ き た

い と 思 い ま す 。  

そ の あ と に 、   

  

「 信 道 の 知 識 」   

  

と 出 て ま い り ま す が 、 「 信 道 ＝ 道 を 信 じ る

知 識 」、 つ ま り 仏 教 を 信 仰 し て い る 、 あ る い は

聖 徳 太 子 様 の 像 を 造 る と い う こ と を 発 願 す る

仲 間 の こ と を い い ま す 。 例 え ば み な さ ん が 、

ど こ か の お 寺 が 何 か の 修 復 を す る 、 あ る い は

何 か を 建 て た り 事 業 を し た り す る と き に 、 そ

の 趣 旨 に 賛 同 し て ご 寄 附 な さ っ た と し ま す 。

そ う し た ら 、 ご 寄 附 な さ っ た 方 は 「 知 識 」 な

の で す 。   
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 さ て 、 先 ほ ど お 読 み し ま し た 、 「 釈 像 の

尺 寸 の 王 身 」、 つ ま り 聖 徳 太 子 様 の 等 身 の 像 を

造 ろ う と 願 い を 起 こ し た わ け で す が 、 ど こ ま

で で き た か は 別 問 題 と し て 、 「 釈 像 の 尺 寸 の

王 身 」 を 造 ろ う と 発 願 し た 時 点 で は 、 ま だ 聖

徳 太 子 様 は 生 き て い る わ け で す 。 つ ま り 聖 徳

太 子 様 が 病 気 で 倒 れ ら れ た け れ ど も 亡 く な ら

れ て い な い 段 階 か ら 、 「 釈 像 の 尺 寸 の 王 身 」

を 造 ろ う と 計 画 を 立 て て 、 お そ ら く そ の 計 画

が ス タ ー ト を 切 っ て い た と 思 い ま す 。 し か も

お 釈 迦 さ ん を 造 っ て 、 聖 徳 太 子 さ ん と 寸 法 を

同 じ に し て 、 生 き て い る 人 の た め に 造 っ て い

る 。 こ う い う 例 が 外 に あ る の か な い の か と い

う こ と が 、 私 た ち に と っ て 一 つ 大 き な 問 題 な

の で す 。   

こ う し た 例 は 、 実 は あ り ま す 。 中 国 の 北 魏

の 王 朝 の と き 、 文 成 帝 と い う 人 が 、 雲 崗 の 石

窟 、 あ る い は そ の 前 に お 寺 を 建 て て い る の で

す が 、 五 帝 を 供 養 す る た め に お 寺 を 建 て た と

い う こ と で す 。 五 帝 と い う の は 、 北 魏 の 王 朝
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の 最 初 と さ れ て お り ま す 、 道 武 帝 、 明 元 帝 、

太 武 帝 、 そ の 次 は 皇 太 子 で 亡 く な ら れ た 文 成

帝 の お 父 さ ん に あ た り ま す 「 晃 （ こ う ）」  

と い う 名 前 で 、 の ち に 景 穆 帝 と よ ば れ た 人

物 、 そ れ か ら 文 成 帝 で す 。  

文 成 帝 は 生 き な が ら 、 お 釈 迦 さ ん の 像 を 自

分 の 供 養 の た め に 造 っ て い ま す 。 こ う し た 考

え 方 が 、 聖 徳 太 子 さ ん の 頃 に 伝 わ っ て い た と

い う こ と で す 。 そ し て 同 時 に 、 み な さ ん よ く

ご 存 じ の 、 小 野 妹 子 が ６ ０ ７ 年 に 遣 隋 使 と し

て 派 遣 さ れ ま し た が 、 そ の 時 の こ と で 皆 さ ん

思 い 浮 か べ る の が 、 「 日 出 ず る 処 の 天 子  日

没 す る 処 の 天 子 ・ ・ ・ 」 と い う 文 言 で す 。 こ

れ は 、 戦 前 か ら あ る 意 味 政 治 的 に 利 用 さ れ ま

し た 。 本 当 は そ う い う こ と は 書 い て い ま せ ん 。

そ の 文 言 の 前 に 書 い て あ る こ と と し て 、  

中 国 の 北 魏 と 北 周 で 大 き な 廃 仏 運 動 が 起 こ

り ま す 。 そ の あ と 復 興 し た  

の が 隋 の 文 帝 な の で す 。 隋 の 文 帝 の こ と を

知 っ て い て 、 遣 隋 使 を 送 り 込 ん で い る わ け で
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す 。  

で す か ら 『 随 書 』 の 「 大 業 三 年 」 と い う と

こ ろ に は 、 「 海 西 の 菩 薩 天 子 」 と 出 て き ま す

が 、 こ れ が 文 帝 の こ と で す 。  

続 き に 「 重 ね て 佛 法 を 興 す と 」 と 出 て き ま

す 。 ２ 回 廃 仏 さ れ て い る た  

め で す 。 そ の 廃 仏 さ れ て い る こ と を ち ゃ ん

と 知 っ て い た わ け で す 。 し  

か も 文 帝 が 建 て た お 城 「 大 興 城 （ だ い こ う

じ ょ う ）」、 建 て た お 寺 が  

「 大 興 善 寺 （ だ い こ う ぜ ん じ ）」 で す 。 で す

か ら 、 そ の 当 時 の も の の  

考 え 方 が 伝 わ っ て い た わ け で す 。 た だ し 思

想 で は あ り ま せ ん 。   

 そ し て 、 （ 金 堂 釈 迦 三 蔵 像 光 背 銘 を ） 続

け て 読 み ま す と 、 聖 徳 太 子 さ ん が 亡 く な っ て 、   

  

 「 癸 未 年 （ 推 古 三 十 一 年 ／ ６ ２ ３ 年 ） の

三 月 の 中 に 願 の 如 く 敬 （ つ つ し ） み て 釈 迦 の

尊 像 幷 び に 侠 侍 （ き ょ う じ ／ わ き じ ） 及 び 荘
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厳 具 を 造 り 竟 （ お わ ） り ぬ 」   

  

つ ま り 、 像 が 完 成 し た 。 ３ 月 中 に 完 成 し た

の で 、 お そ ら く 聖 徳 太 子 さ ん の 一 周 忌 に 間 に

合 わ そ う と し て 一 生 懸 命 工 事 を 行 っ た の だ と

思 い ま す 。 し か し 一 周 忌 に は 間 に 合 わ ず 、 少

し 遅 れ て ３ 月 中 に で き た と い う わ け で す 。   

  

 そ し て そ の 続 き に 、   

  

 「 生 を 出 て 死 に 入 ら ば 」   

  

こ れ も 意 味 深 な 言 葉 で す が 、 私 た ち は 必 ず

死 に ま す 。 そ の 意 味 合 い で す 。   

  

「 三 主 （ 先 に 亡 く な っ た 穴 穂 部 間 人 皇 后 と 、

聖 徳 太 子 の お 妃 膳 妃 と 、 聖 徳 太 子 の ３ 人 ） に

随 （ し た が ） い 奉 り 三 宝 を 紹 隆 し て 」   

  

つ ま り 、 死 に 入 っ て 、 そ の 先 で で も 三 宝 を
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広 め て 、   

  

 「 遂 に 彼 岸 を 共 に し 」   

  

三 宝 を 広 め て 、 仏 教 の 修 業 を し て 、 つ い に

悟 り に 至 り た い 。   

そ し て 、 そ こ か ら 先 が 大 事 な の で す 。 宗 教

的 な こ と で す が 、 こ れ は ６ ２ ３ 年 に 書 か れ て

い る と い う こ と は 、 こ う い う も の の 考 え 方 を

し て い た と い う こ と で す 。 し か も 、 聖 徳 太 子

さ ん が 生 き て い て 書 い た の で あ れ ば 「 三 経 義

疏 」 や 「 十 七 条 憲 法 」 と 比 較 す る こ と は あ り

う る 話 で す が 、 実 は 聖 徳 太 子 さ ん で は な い 。

こ の と き 聖 徳 太 子 さ ん は 病 気 に な っ て 死 に か

け て お ら れ る わ け で す か ら 。 そ う い う 人 が 書

く わ け が な い 。  

で は 、 い っ た い だ れ が 書 い た の か と い う こ

と で す が 、 よ く 恵 慈 法 師 と 言 わ れ ま す が 、 恵

慈 法 師 は ６ １ ５ 年 に 帰 国 し て い る わ け で す 。

そ う い う こ と を 勘 案 し て 、 こ の 当 時 、 聖 徳 太
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子 さ ん と い う よ う な 特 殊 な 人 以 外 で も 、 聖 徳

太 子 さ ん の 周 辺 の 中 に こ れ だ け の 文 章 を 考 え

る 人 が い た と い う こ と で す 。   

 続 い て 読 み ま す と 、   

  

 「 普 遍 の 六 道   法 界 の 含 識 も 」   

  

普 遍 の 六 道 、 法 界 、 含 識 と は 誰 の こ と で し

ょ う 。 私 た ち み ん な の こ と で す 。 六 道 と は 「

地 獄 」 「 餓 鬼 」 「 畜 生 」 「 修 羅 」 「 人 間 」 「

天 」 で 、 そ う い う と こ ろ の 世 界 に 迷 っ て い る

人 た ち も 含 め て で す 。   

  

 「 苦 縁 を 脱 す る こ と を 得 て 」   

  

迷 い 、 苦 し む 世 界 か ら 解 放 さ れ て 「 同 じ く

菩 提 に 趣 か ん こ と を 」   

  

こ こ に 書 か れ て い る こ と は 、 完 全 な 私 た ち

の 理 想 的 な 菩 薩 思 想 で す 。  
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な か な か 私 た ち は 、 煩 悩 と い う も の に 侵 さ

れ て い て 、 日 ご ろ か ら 、 何 で も 、 い つ で も 自

己 中 心 的 な 考 え 方 を し ま す 。 い く ら 、 一 生 懸

命 に 修 業 し 、 立 派 な 方 で も 、 実 際 は 煩 悩 と い

う も の か ら は 逃 れ ら れ ま せ ん 。  

そ う い う と き に 、 迷 い が あ っ て も 助 か る 道

を 追 求 し て い っ て い る わ け で す 。 し か も 、 「

菩 提 に 趣 か ん こ と を 」 と い う 文 章 か ら 、 み ん

な 一 緒 に 「 菩 提 ＝ 悟 り 」 に 行 く こ と を 願 い と

し て 持 っ て い る わ け で す 。 つ ま り 、 釈 迦 三 尊

像 を 途 中 ま で 仕 事 し て 造 っ て い ま し た が 、 途

中 で 聖 徳 太 子 さ ん が 亡 く な っ て し ま っ た 。 そ

こ か ら 先 、 完 成 す る ま で ほ ぼ １ 年 か か っ て い

ま す 。 そ の 間 に こ の 文 （ 金 堂 釈 迦 三 尊 像 光 背

銘 ） が 考 え ら れ 、 挿 入 さ れ て い る わ け で す 。   

 そ し て 、 そ の 次 に 書 い て い ま す が 、   

  

 「 司 馬 鞍 首 止 利 （ し ば く ら つ く り の お び

と と り ） 仏 師 を し て 造 ら し む 」   
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で す か ら 、 止 利 仏 師 に よ っ て 造 ら れ た と い

う こ と で す 。   

仏 像 の 光 背 銘 に つ い て 、 古 い と き の 仏 像 で 、

作 者 が わ か っ て い る も の は 非 常 に 少 な い の で

す 。 こ の 金 堂 釈 迦 三 尊 像 光 背 銘 に は 、 は っ き

り と 止 利 仏 師 と 書 か れ て い ま す 。 そ し て 同 時

に 、 例 え ば 仏 像 を 造 っ て も 、 お 寺 に 大 き な 仏

像 が 造 ら れ て も 、 そ の 目 的 と 仏 像 を 造 ら れ た

人 と い う の は 歴 史 で も よ く 出 て き ま す 。 光 背

銘 の 作 者 は な か な か 出 て こ な い の で す 。   

も う 一 つ 、 金 堂 釈 迦 三 尊 像 光 背 銘 と ほ ぼ 同

じ こ ろ の も の だ と 言 わ れ て い る 、 「 天 寿 国 繍

帳 （ て ん じ ゅ こ く し ゅ う ち ょ う ）」 と い う も の

が あ り ま す 。 中 宮 寺 が 所 蔵 し て い る も の で す 。

そ の 「 天 寿 国 繍 帳 （ て ん じ ゅ こ く し ゅ う ち ょ

う ）」 で す が 、 み な さ ん の 手 元 に は 資 料 が あ り

ま せ ん が 、 こ れ を 読 ん で み ま す と 、 簡 単 に 言

う と 、 ほ と ん ど 前 の 方 は 、 橘 郎 女 （ た ち ば な

の い ら つ め ） が 推 古 天 皇 と ど う い う 関 係 か と

い っ た こ と を 、 昔 の 呼 び 名 で 書 か れ て い ま す 。
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そ し て 一 番 重 要 な の は 、 聖 徳 太 子 さ ん が 亡 く

な っ た と こ ろ で す が 、   

  

「 二 月 （ き さ ら ぎ ） の 廿 二 日 の 甲 戌 の 夜 半

に 太 子 （ ひ つ ぎ の み こ ）  

崩 （ か む さ ） り た ま い ぬ 。 時 に 多 至 波 奈 大

郎 女 （ た ち ば な お お い ら つ め ）。 悲 哀 （ か な ）

し み 嘆 息 （ な げ ） き て 。 天 皇 （ す め ら み こ と ）

の 前 に 畏 （ つ つ ） し み 白 （ も う ） し て 曰 （ も

う ） さ く 。 之 を 啓 （ も う ） す は 恐 れ あ り と 雖

（ い え ど ） も 心 に 懐 （ い だ ） い て 止 使 （ や み ）

難 し 。」  

  

推 古 天 皇 に 、 聖 徳 太 子 が 亡 く な っ た こ と を

い う の が 心 苦 し い 。 心 の 中 で い ろ ん な こ と を

思 う け れ ど も 、 ど う し よ う も な い 。   

  

「 我 が 大 王 （ お お き み ） 與 （ と ） 母 王 （ は

は ぎ み ） と 。」   
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こ れ は 穴 穂 部 間 人 皇 后 の こ と で す 。   

  

「 期 （ き ま ） り し 如 く 從 （ し た が ） い 遊 び

ま し て 。 痛 酷 （ む ご ） き こ と 比 （ た ぐ ） い 無

し 。」   

  

酷 い 、 そ う い う 気 持 ち に な っ て い る 。 お 母

さ ん と 旦 那 さ ん を 亡 く し て い る わ け で す か ら 。   

  

「 我 が 大 王 の 所 告 （ の た ま ） い け ら く 。 世

間 は 虚 仮 （ こ け ） に し て 。  

唯 （ た だ ） 佛 （ ほ と け ） の み 是 れ 眞 （ ま こ

と ） な り と 。」   

  

聖 徳 太 子 様 は お っ し ゃ っ て い ま し た 。 世 間

は 偽 り で あ る 。 た だ 仏 様 の 世 界 だ け が 真 で あ

る と 。   

  

「 其 の 法 （ の り ） を 味 （ あ じ わ い ） み る に 。

」   
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そ れ を 一 生 懸 命 考 え て み る と 、 「 我 が 大 王

は 應 （ ま さ ） に 天 壽 國 之 中 （ て ん じ ゅ こ く の

う ち ） に 生 ま れ ま つ ら ん と ぞ 謂 （ お も ） う 。」   

  

聖 徳 太 子 様 は 、 天 寿 国 と い う 国 に い ら っ し

ゃ る の だ と 思 う 。   

  

天 寿 国 と は ど う い う 国 か と い う と 、 こ こ で

は 天 寿 国 と な っ て い ま す  

が 、 一 般 的 に は 「 无 寿 国 （ む じ ゅ こ く ）」 と

捉 え る 人 も い ま す 。 「 天 」 と い う 字 を 書 い て

み て も ら う と わ か る と 思 い ま す が 、 「 天 」 に

一 つ 点 が 入 る と 「 无 」 と い う 字 に な り ま す 。

「 无 寿 国 」 が 阿 弥 陀 さ ん の 浄 土 を 指 す の だ と

い う 人 も い ま す 。 し か し 正 し い こ と は わ か り

ま せ ん 。   

も う 一 つ は 「 天 寿 国 」 で は な く 「 寿 国 」。 「

う 」 と い う 字 に 右 払 い を 足 せ ば 「 天 」 と い う

字 に な り ま す 。 「 う 」 は 「 宇 」 で 、 こ の 字 は
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置 き 字 な の で 、 「 宇 」 を 置 き 字 と 考 え て 読 ま

ず に 「 寿 国 」 と い う 人 も い ま す 。   

し か し な が ら 、 一 般 的 に は 「 天 寿 国 」 と 呼

ば れ て い ま す 。 こ れ は お そ ら く 、 「 天 」 に 「

月 」 や 「 太 陽 」 と い っ た も の を 表 し て い ま す 。

「 太 陽 」 は 、 三 本 足 の 烏 を 表 し て い ま す 。 「

月 」 は 「 う さ ぎ 」 と 「 か え る 」 を 表 し て い る

よ う で す 。 こ れ は 中 国 の 神 仙 思 想 （ し ん せ ん

し そ う ） か ら き て い ま す 。   

で す か ら 、 「 浄 土 に 登 る 」 の 「 浄 土 」 に 対

す る 考 え 方 は と い う の は 、 実 は こ の 段 階 で は

無 茶 苦 茶 。 神 様 の 世 界 な の か 、 仏 教 で い う と

こ ろ の 「 天 」 な の か 、 神 仙 思 想 の 「 天 」 な の

か 、 い ろ い ろ な 考 え 方 が あ り ま す 。 い ず れ に

し て も 、 漠 然 と こ の よ う に 考 え ら れ て き た と

い う こ と で す 。   

そ し て 、   

  

「 而 （ し か ） る に 彼 （ か ） の 国 之 形 は 。 眼

（ ま な こ ） に 看 （ み ） 叵 （ が た ） き 所 な り 。」   
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天 寿 国 と い う 国 の 形 は 、 ど ん な な の か 想 像

が つ か な い 。  

「 稀 （ ね が ） は く ば 圖 像 （ ず ぞ う ） に 因 り

て 。 大 王 の 往 生 し た ま え る 状 （ さ ま ） を 觀 ん

と 欲 （ お も ） う と 。」   

  

旦 那 様 が 、 今 ど う し て お ら れ る の か 、 図 像

で 描 い た も の を 見 て 眺 め て 、 思 っ て い た い 。   

  

「 天 皇 之 を 聞 こ し め て 悽 然 （ せ い ぜ ん ） た

ま ひ て 告 曰 （ の り ） た ま わ く 。」   

  

そ れ を 聞 か れ た 推 古 天 皇 は 、 非 常 に 心 打 た

れ た 。   

  

「 一 （ ひ と り ） の 我 が 子 有 り 啓 （ も う ） す

所 。 誠 に 以 て 然 か 爲 （ な ） す と 。」   

  

そ の 通 り で あ る 。   
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 「 諸 （ も ろ も ろ ） の 采 女 等 （ う ね め た ち ）

に 勑 （ ち ょ く ） し て 。 繍 帷 （ し ゅ う い ） 二 張

を 造 ら し め た ま う 。」   

  

天 寿 国 繍 帳 の 製 作 を 推 古 天 皇 が 命 じ た 。   

  

 「 畫 （ え が ） け る 者 は 東 漢 末 賢 （ や ま と

あ や の ま け ん ）。 高 麗 加 西 溢 （ こ ま の か せ い ）。

又 漢 奴 加 己 利 （ あ や の ぬ か こ り ）。 令 せ る 者 は  

椋 部 秦 久 麻 （ く ら べ の は た の く ま ） な り 。」   

  

天 寿 国 繍 帳 を 作 っ た 人 は 、 東 漢 末 賢 ・ 高 麗

加 西 溢 ・ 漢 奴 加 己 利 の ３ 人 で あ る 。 ま た こ れ

を 監 督 し た 人 は 、 椋 部 秦 久 麻 で あ る 。   

  

こ の よ う に 、 天 寿 国 繍 帳 を 作 っ た 人 の 名 前

が 出 て お り ま す が 、 こ れ が 事 実 な ら ば 、 釈 迦

三 尊 像 よ り も 少 し 前 に で き あ が っ て い る こ と

に な る の で す 。 と こ ろ が 、 現 存 す る 天 寿 国 繍
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帳 は 、 ど う や ら 途 中 で 作 り 直 さ れ て い ま す 。

ま た そ こ に 書 い て あ る 文 字 は 、 お そ ら く 古 い

も の を 使 っ た の だ ろ う と 考 え る 人 と 、 新 た に

つ く っ た の だ ろ う と 考 え る 人 と 別 れ ま す 。 大

ま か に 言 え ば 、 天 寿 国 繍 帳 に 書 か れ て い る こ

と を 信 頼 す る 人 と 信 頼 し な い 人 が い る と い う

こ と に な り ま す 。   

い ず れ に し て も 、 ご く 限 ら れ た こ の 時 期 だ

け 、 製 作 者 が わ か る と い う こ と に な り ま す 。

こ れ に つ い て は 事 実 で あ ろ う と 私 も 思 い ま す 。   

そ れ か ら 、 薬 師 如 来 像 は 、 斑 鳩 宮 が 焼 け た

と き に 一 緒 に 焼 け た の だ ろ う と い う ふ う に 思

っ て い る わ け で す が 、 薬 師 如 来 の 銘 文 だ け は

古 い も の を 踏 襲 し て 書 か れ て い る も の だ ろ う

と 考 え ら れ て い ま す 。 こ れ ら が 大 き な 問 題 の

一 つ と し て 考 え て お い て い た だ き た い と 思 い

ま す 。   

そ れ か ら も う 一 つ は 、 先 ほ ど 「 法 皇 」 と い

う 名 前 を 頭 に 置 い て お い て く だ さ い と 申 し ま

し た が 、 「 法 皇 」 が 釈 迦 三 尊 像 の 光 背 の 銘 文
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に 出 て く る と い う こ と で す 。 な か な か 「 法 皇 」

と い う 名 前 を 付 け ら れ る こ と は 少 な い の で す

が 、 聖 徳 太 子 は 古 く か ら 「 法 皇 」 と い う 呼 び

方 を さ れ て い ま す 。   

〔 レ ジ ュ メ ４ ペ ー ジ 〕 さ ら に も う 一 つ 、 薬

師 如 来 の 銘 文 の 中 に あ る 文 言 で す が 、 非 常 に

重 要 な の は 、 一 番 最 後 の 行 で す 。 「 東 宮 聖 王 」

と 書 か れ て い ま す 。 「 東 宮 」 と い う の は 皆 さ

ん ご 存 知 の よ う に 、 「 皇 太 子 」 の こ と で あ り

ま す 。 そ の 「 東 宮 」 と い う 名 前 が 使 わ れ た の

は も っ と 後 の 時 代 の こ と だ と 言 わ れ て お り ま

す が 、 と こ ろ が 「 東 宮 」 と い う 言 葉 が も っ と

早 く 使 わ れ て い た の で は な い か と い う 人 も い

る わ け で す 。  

  

さ ら に 、 時 代 が や や こ し く な っ て い る 時 期

に 考 え て お か な け れ ば な ら な い と 思 う の は 、

天 皇 陛 下 が 退 位 さ れ て 、 皇 太 子 様 が 天 皇 陛 下

に な ら れ る と い う こ と は 皆 さ ん ご 存 知 だ と 思

い ま す 。 で は そ の 「 天 皇 」 と い う 名 前 が い つ
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ご ろ で き た の か と い う こ と で す 。 一 般 的 に は

大 体 天 武 朝 く ら い の こ ろ で は な い か と 言 わ れ

て い ま す が 、 実 は 中 国 の 五 胡 の 国 に は 「 天 皇 」

を 名 乗 っ た 人 が た く さ ん い ま す 。 そ れ ぞ れ の

首 長 が 隣 の 首 長 を や っ つ け て 、 自 分 が 王 に な

っ て 、 皇 帝 に な り 、 さ ら に 息 子 を 皇 帝 に し て 、

自 分 は 「 天 皇 」 を 名 乗 っ て い る 例 も あ り ま す 。

こ こ で い う 「 天 皇 」 は 、 私 た ち が 仏 教 の 中 で

「 四 天 王 」 と い っ た 呼 び 名 を し ま す 。  

 

が 、 そ う い っ た と こ ろ か ら ヒ ン ト を 得 て 、

中 央 ア ジ ア 出 身 の 遊 牧 の 一 族 た ち が 「 天 皇 」

を 名 乗 る よ う に な っ た の で は な い か と 思 い ま

す 。  

 

 

（ 対 談 ・ 質 疑 ）  
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司 会  

 

大 野 管 長 様 、 有 難 う ご ざ い ま し た 。  

法 隆 寺 の 中 で も 特 に お 寺 の 成 り 立 ち や 歴 史 、

ま た 飛 鳥 時 代 の 仏 教 の 思 想 や 背 景 と い っ た こ

と に 関 す る 、 重 要 な 文 献 の 記 述 に 関 す る 解 釈

に つ い て お 話 し い た だ き ま し た 。  

 

最 後 に な り ま す が 本 日 、 配 布 し て お り ま す

資 料 の う ち 、 「 奈 良 ・ 斑 鳩  お と な の 修 学 旅

行 」 に つ い て 、 ご 説 明 さ せ て い た だ き ま す 。   

こ の 冊 子 で は 、 レ ン タ サ イ ク ル を つ か っ て 、

1 日 で 充 実 し た 斑 鳩 を 楽 し む プ ラ ン を 紹 介 す

る と と も に 、 た く さ ん の 体 験 プ ロ グ ラ ム を 紹

介 し て お り ま す 。   

「 朱 印 帳 づ く り 体 験 」 「 ラ ベ ン ダ ー ク ラ フ

ト 体 験 」 な ど 、 斑 鳩 町 の 事 業 所 や 寺 社 で 、 多

彩 な 体 験 プ ロ グ ラ ム を 斑 鳩 町 商 工 会 が ご 用 意

し て 、 み な さ ま を お 待 ち し て お り ま す 。   
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ま た 、 最 後 の ペ ー ジ で は 、 斑 鳩 の お い し い

お 菓 子 や 斑 鳩 な ら で は グ ッ ズ を 選 ん だ 斑 鳩 ブ

ラ ン ド 商 品 の 紹 介 を し て い ま す 。   

本 日 、 朝 日 カ ル チ ャ ー セ ン タ ー ・ 朝 日 Ｊ Ｔ

Ｂ 交 流 文 化 塾 の 受 付 奥 の ス ペ ー ス で 、 斑 鳩 町

の 観 光 PR ブ ー ス を 開 設 し て お り ま す 。 観 光 パ

ン フ レ ッ ト の ほ か 、 斑 鳩 ブ ラ ン ド に 認 定 さ れ

て い る お い し い 食 べ 物 や 、 斑 鳩 ら し い グ ッ ズ

の 販 売 も あ わ せ て 行 っ て お り ま す の で 、 是 非

お 立 ち 寄 り く だ さ い 。   

そ れ で は こ れ を も ち ま し て 、 「 法 隆 寺 地 域

の 仏 教 建 造 物 」 世 界 文 化 遺 産 登 録 ２ ５ 周 年 記

念 セ ミ ナ ー 「 聖 徳 太 子 の お も か げ に 会 う 斑 鳩 」

を 終 了 い た し ま す 。   

本 日 は 、 ご 来 場 い た だ き 、 誠 に あ り が と う

ご ざ い ま し た 。  

出 口 で ア ン ケ ー ト を 回 収 さ せ て い た だ き ま

す の で 、 ご 協 力 い た だ き ま す よ う お 願 い い た

し ま す 。   


