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ヤ ス パ ー ス の 龍樹解釈の 再論

嶋　田　毅　寛

　ヤ ス パ ー
ス は著作 『大 哲学者 た ち』 にお い て 東洋 の 「哲 学者」 と して 、 大乗

仏 教 の 根本 的な 教義で あ る く空〉確 立 した と言 わ れ て い るナ
ー

ガ
ー

ル ジ ュ ナ

（お よそ 150−250 、以 下 ［龍樹 ］） を そ の 内に 含 め て い る 。 そ し て そ れ が 仏 陀 と と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （1）

もに 『仏陀 と龍樹』 （峰島旭雄 訳） とい う題 で 理 想 社 の ヤ ス パ ー
ス 選集 の

一
っ

として 刊行 され て い る 。 龍樹の 思想 に お い て 中心 とな る の は縁起 と空 とい う存

在 （法 、 dharma）に対す る二 つ の 見解 で あ る。 我が 国で の ヤ ス パ ー ス の 龍樹論

に 関す る研 究 に お い て 、 著者 の 見 る 限 りほ ぼ全て に 共 通 して 、 〈空 〉に つ い て

後 期 ヤ ス パ ー ス の 中核 とな る 〈包括者〉（das　Umgreifende）と比較 した解釈 が な

され て い る 。
しか し実 際 にヤ ス パ ー

ス は 「龍樹 論 」 の 空 に つ い て 触れ て い る節

にお い て 包括者 を直接言 及 して い な い の で ある 。 本研 究 は こ の よ うなヤ ス パ ー

ス の 龍樹 論 に つ い て の 解釈 を 、 何 人 か の 識 者の 見解 を た ど りなが ら再検討 を行

うとい うある意 味 メ タ解釈の 試 み とも言 え る 。

　 1　 仏教に近 い 側か らの 見方

　筆者の 見 る限 り、 ヤ ス パ ー ス の 龍樹論 を取 り扱 っ て い る もの の 年代順か ら言

え ば 、 イ ン ド哲学 ・仏教 学者で あ る玉 城康 四郎、 そ して 訳者で あ る峰島旭雄 の

両者 が 最 も早 く 、 『大 哲学者 た ち』 の 公 刊 は 1957年 で あ る が 、
60年代まで に既

に 両者 はそ の 中の 「仏 陀」 及び 「龍樹」 に つ い て 触れ て い る 。 しか も両者 と も

哲学 だ けで は な く仏教 に も近 い 立 場 に あ る だけに 、 彼 らの 「ヤ ス パ ー ス の 仏教

観 」 理解が 後の 研 究者 に 大 き な影 響を与 え た こ とは ま ち が い ない 。

　ヤ ス パ ー
ス が 『大 哲学 者 た ち 』にお け る 「龍樹 」 の 章 に お い て 包括 者 に っ い

て 触れ て い るの は 以 下の た だ
一

か 所 だけで あ る。
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「こ の よ うな特色 ある思惟 （dieses　merkwUrdige 　Denken ）は 、 さま ざまな理 由

や事実に よ っ て 悟性 に とっ て 認識 を強制 され る よ うな対象は有 しない
。 そ の 思

惟の 前提 となる もの は
一

つ の テ
ー ゼ で は な くて 、 思惟形 象や比 喩 に よ っ て あ ら

わ され る包括 者 なの で あ る 。 あ らゆ る思想 は あ る雰 囲気 の 中に溶 け込 ん で お り 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （2）

こ の 雰 囲気 が なけれ ばそ れ らはや が て 滅び て しま う。 」

こ こ で 言 わ れ て い る 「特 色 あ る思 惟 」 に つ い て 直接 の 言 及 は 見 出 され な い
。

「対象 は 有 しな い 」 とあ る以 上
、

こ れ は
一

切 の 言語 や思惟の 扱 うこ との で き な

い とい う、 存在 の 空性 （真諦）を示 して い る と思われ るが 、 その よ うな真理 を

言語 で 説 くた め に は 世俗 を成 り立 た せ て い る言語 の 相互 性 とい う真理 （俗諦 ）

も必 要 に な っ て くる。 ヤ ス パ ー
ス は こ の こ とにつ い て 「蔽 われ た真理 （verhttllte

Wahrheit）の 材料が もはや 現存 しない な らば 、 涅 槃 （Nirvana）の は か り しれぬ 内

容 へ 導 くよ うなか の 滅 に い た る過程 （VerbrennungsprozeB）もま た 生 起 しえ な
　 ｛3）
い 」 と述 べ

、 蔽わ れ た真理 （俗諦） が あるか らこ そ 、 そ れ を乗 り越 える こ とに

よ り真諦 へ と至 る こ とを 強調す る 。 そ して こ こで は 空性 と思 われ る 「特 色 ある

思惟」 の 前提 と して あ るの が 、
「思惟形 象や比 喩 に よ っ て あ らわ され る包括者」

と言 わ れ て い る 。
つ ま り文 字や 比喩 に よる思惟 と して しか 表わ され え な い 、

主 ・客を超 える真 の 存在で あ る包括者 に つ い て の 意識が 根底 に あ るの だ とい う。

　と こ ろで 玉 城 は 邦訳 『仏 陀 と龍樹』 （1960 ）の 刊行以 前 に 、 『印度 學佛 教學研
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （4）

究』の 第八 号 （1959）に お い て 「ヤ ス パ ー
ス の 仏教理 解 」 とい う論 文 を寄稿 して

い る。 玉城 自身が 『仏陀 と龍樹』の あ とが き 「ヤ ス パ ー ス と仏教」に つ い て記 し
　 　 　 　 （5）

て ある通 り、彼 は 『仏 陀 と龍樹 』の 刊 行 以前に 「仏 陀」 と 「龍樹」に つ い て 論 じ

て い る 。 それ に よ る と確 か に 玉 城は縁起及 び 空 に 対す る包括 者の 類似性 に っ い

て 考察 して い るが
、 彼 は ヤ ス パ ー

ス を論 じる際の 仏教 の 縁起 を華厳 経 にお け る

法界縁起 （Pratiyasamutpada　des　Dharma・Universums）か ら手 が か りを得て い る 。

「我 々 が 多様 な こ とを 経験 し 、 見 、 思惟 す る 全 世 界 は そ れ 自体 偉 大 な三 昧

（SamAdhi）の 内 に取 り入 れ られ て い る 。 全 世界 は 大 きな海 に 例 え られ 、 そ れ は

海印三 昧 （See−Samadhi）と呼 ばれ 、 した が っ て 我 々 が経験す るあ らゆる事物 で
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あ り 、 あ らゆる個 々 の もの は海 にお い て 生 み 出 され た鏡像 （Spiegelbild）で あ る。

縁 起 の 認識 は三 昧 の 実修 （Ubung）と不 可分 で あ る 、 とい うの も真の 智識 （Weis−

heit）は本 来 的に三 昧か ら存立 して お り 、 世界にお け る あ らゆ る事物 の 実体 の

無 さの
、

つ ま り空 （無、Nichts）へ の 浸透の 認識 を通 じて の み こ の こ とは 初め

て 可能 だ か らで あ る 。 だか ら多が
一

へ と浸透 し 、 そ して
一

にお い て全 て の もの

　 　 　 　 　 　 　 （6）

が 顕現 して い る 。 」

「今 こ こ で 最 も重 要 な こ とは 、 大我 （das　grosse　Subjekt）と こ の 縁起 との 不 可

分性の 認 識で あ る。
そ れ は全 く 自己 の 意識 を欠 い た我 で ある 。 した が っ て 偉大

な我 、 偉大 な三 昧 、 全 世 界 、 無 、
こ れ らの 間 とそ の 我 は

一
つ で あ り 、 か つ 同

一
で あ る。 そ こ にお い て ヤ ス パ ー ス の 哲学 に お け る 包括者 と華厳 宗 （Hua −Yen−

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （7）

Schule）にお け る大我 との 間の 同
一性 が見出 され るで あろ う。 」

こ こ で 問題 とな る の は 「大 我 」 とい う もの が 何 を示 し て い る の か で あ る が 、

玉 城 は別 な箇所 にお い て 、大乗荘厳経論 （mahayanasUtralamkara ）に お け る大我
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （8｝

（サ ン ス ク リ ッ トで は mahatman ）を記 して い る 。 そ れ は如 来蔵思想 及び 真言宗

にお い て も説 か れ て お り 、 古代 イ ン ド哲学 にお い て 見 出 され る我 （atman ）と 区

別 す る意 味で 、 あ らゆ る全 て を 包 み 込 む 大 い な る我 で あ る ヴィル シ ャ ナ 仏 で あ

る とい う。 如 来蔵 とは我 々 一 人
一

人 が 如来 （仏 、 悟 っ た もの の 意） を蔵 して い

る こ とで あ り 、 か つ 如 来 の 内に 我 々 が蔵 され て い る こ ととも理 解 され て い る 。

玉 城 自身 の 華厳 経に 関す る別論 に こ れ に つ い て次 の よ うな記述が 見出 され る。

華 厳宗 で 説 かれ て い る四 種法界 の 内の
一

つ に 〈理 事無礙法 界〉 とい うもの が あ

る 。
これ は理性 （り しょ う、法則 ） の 世界 と事象 （じ し ょ う、 色）の 世界 との

相互 浸透 を意味 して い る 。 そ して こ の よ うな縁起 を得 る境 地 （観法）が 海印三

昧で あ る。
玉 城 に よ る と海印三 昧 とは華厳 宗で 説 かれ る光 の 仏 、 ヴィ ル シ ャ ナ

仏 の 三 昧で あ る とい う。
「あ り とあ らゆ る もの が 大海 に影 を宿 して い る よ うに 、

ヴィル シ ャ ナ仏 の 三 昧の 中に衆生の
一

人
一

人 の 形 相や 行業 な どが こ と ご と く印

づ け られ て い る
（2とあ る よ うに 、

「言語及 び 思念を 超 え た もの で 、 直接経験 は

不 可紬
0＞

で あ る ヴィ ル シ ャ ナ 仏 の 三 昧 の 内 に全 て の もの が 関係 づ け られ て お り、
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そ して そ れ が包括 者 に比 せ られ て い る 。 こ の ヴィ ル シ ャ ナ 仏 こ と大我 が ヤ ス

パ ー
ス の 言 う 「包 括者 の 包括者 」 に比 せ られ る こ とは 言 うまで もない

。 空 へ の

境 地 （三 昧 ）に ある我々
一

人
一

人 が大我 の 内 に 映 し出 され て い る の と同時に 、

我 々 の 境地 に も ヴィル シ ャ ナ 仏が 反映 して お り、 そ こ に全 て が 関係づ け られ て

い る とい うの は 、 ま さに 主 客の 様 態 を包括 し
、 そ して あ ら ゆる対象が その 内で

関係 づ け られ て い る とい う、 ヤ ス パ ー ス の 言 う包括者論に 比 せ られ るで あろ う。

しか し玉 城 が 『ヤ ス パ ー ス の 仏教 理 解』 にお い て 直接龍樹 の 『中論』 か らで は

な く 、 なぜ華厳経 を取 り上 げたの か に つ い て は 全 く触れ られ て い ない 。

　訳者 で ある峰島 自身 も 『印度學佛 教學研 究』の 第十 八 号 に 「ヤ ス パ ー ス と仏

教 ・再論」 （1969） とい うテ ー
マ で 寄稿 して い る 。 そ こ に お い て 彼 は 、 「玉 城 博

士 は ヤ ス パ ー
ス の 包括者論が 仏教 の 縁 起の 思惟に著 しく類似 して い る こ とを指

　 （11｝

摘 し」 と 、 玉城 を引い て い る。

「主観 一客観の 分裂 ・対 立 を越 え主観 で もな く客観 で もない よ うな 、 諸関係の

流動的 な編み 込 み 合わ せ （eine 　bewegte　Verflechtung　von 　Bezngen）で ある とこ

ろの 包括者 をも っ て 実相 とみ なす立場は 、 確か に 縁起空 の 考 え に類似す る もの

　 　 　 　 　 （12）

と言 え よ う。 」

峰島が 玉城 と同 じ く 『真理 につ い て』 にお け る 、 存在が 諸関係 との 編 み 込 み 合
　゚
　
　
　
　
・
　
・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （13）

わせ で あ る との 記述 を 引い て い る とこ ろか ら も 、
玉 城の 『ヤ ス パ ー ス の 仏教理

解』を少 なか らず意識 して い た こ とは 間違 い ない と思わ れ る
。 作者の 見た とこ

ろ70年代 以前の 主 だ っ たヤ ス パ ー
ス 研 究に お い て 、包括者 と空 との 比較考察は

見 出され ず 、
玉 城 と峰島の 両者が仏教 にも近い 立 場 で あ るだ けに 、 以後の ヤ ス

パ ー ス の 仏 教観 に つ い て の 研 究 が彼 ら を意識せ ざるを得 なか っ たの で は ない か 。

そ れ で次節に お い て は 、 ヤス パ ー ス 研 究 の 側 か らの 識者にお け る 「包括者 と縁

起 ＝ 空」 の 見解 に つ い て 触れ る こ とに す る 。

2　 ヤ ス パ ー
ス の 側の 識者の 見解

ヤ ス パ ー
ス の 側 の 識 者か らの 見解 と して 草薙正 夫 の 『ヤ ス パ ー ス 哲 学入 門』
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（1973） にお ける 「ヤ ス パ ー ス と仏教思想 」、 古 木純 司の 「包括者 と空　　ヤ ス

パ ー
ス の 龍 樹論 」 （1986）を こ こ で 取 り上 げて み る 。 両者 は い ずれ も70年 代以 降

で あ り、 峰島 に よ る 『仏 陀 と龍樹』訳お よび 、 先の 玉城 に よ る龍樹論 に触れ ら

れ る年代 で ある こ とは疑 い な く、少 な くと も峰 島訳 に つ い て は 上 記 の い ずれ に

お い て も言及 ま た は 引用 が見 られ る 。 だか ら彼 らの い ず れ もが 玉 城 の 見解 に も

触れ て い た こ と は十 分考 え られ る 。 そ して こ れ らの 見 解に お い て
、

「前提 と し

て の 包 括者の 根源 的意識」 とい うヤ ス パ ー ス の 記 述 に言及 して い る とこ ろが共

通 点で ある 。

　  空 を
一

つ の 世界観 と見 る
一 草薙 の 見解

　彼 に よ る とヤ ス パ ー ス の 言 う超越 者や 包 括者 とい っ た表 現 で 示 され る本来 的

存在は 、 む し ろ空や無 とい っ た 表現 で示 す方が 我 々 東洋人 に とっ て 理解 しや す

い もの だ とい う。 そ して そ の 包 括者 の 根源 的意識 が 龍樹の 空観 の 前提 とな っ て

い る との 見解に つ い て 草薙は 、
「仏 教 に お け る空観 を

一
つ の 世 界観 と して 受 け

止 め るな らば 、
こ の よ うな考 え方 は、形式的に は包括者論 と仏教の 空観 とが き

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くユ4）

わ め て 近似 して い る こ とを示 す 」 と述べ て い る 。 包括者 、
つ ま り存在 と非存在 、

主観 と客観 とい っ た あ らゆ る 関係性 を包括 して い るヤ ス パ ー ス に と っ て の 本 来

的存在 が 思惟 の 前提 で あ る こ と に よ り、龍樹 の 空 観は 包括者 が 根底 に ある
一

っ

の 世界観 とい うの で あ る 。 草薙 に よる とこ の よ うに 包括者 を前提 とす る こ とで 、

「空性に お い て み る とい うこ とは 、

一
切 が相 互 に依存 的 に発 生 す る もの で あ る

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛15）

とい うこ とを意 味す る」 とい うこ とが で き るの だ とい う。
こ こ で の 依存的 発 生

が く縁起 〉で あ る こ とは 言 うま で も ない 。

　  存在の 実相を 捉える 空観 と包括者 論　　古木 の 見解

　古木 も草薙 同様 「包括者の 根源的 意識」 か ら 自らの 論を展 開 し て お り 、 彼 に

よ る と包括 者 （の 様 態）は 「主 ・客 の 根源 を把握 しよ うと努め る途 上 に覚知 さ
　 　 　 　 　 　 （16）

れ る存在 の 実相 」 で ある とい う。
こ こ で 言 う主 ・客 の 根源 、 す な わ ち包括 者 は

決 して 対象的 とな る こ とが な い の で 、 そ れ を把 握す る 途上 に お い て 対象 で あ る

客観 とそれ に対す る主 観 とい うよ うに包括者 は 各様 態 に 分裂 して しま う。 包括
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者 の 様 態 で ある 主観 と客観が互 い に関係 しあ っ て い る こ とは 、 ヤ ス パ ー
ス の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c17）
「主観 な き客観 は な く 、 客観 な き主観 もあ りえ ない 」 とい う記述 か らも明 らか

で ある 。 龍樹の 言 う縁起 とは 初期仏 教にお け る十二 縁起の よ うな時間的経過 の

関係性 で は な く 、 主観 ・客観や有 ・ 無 とい っ た相互 連関 （相依性）に よ り存在

が 成 り立 っ こ とで あ るた め 、 こ の 点で ヤ ス パ ー ス の 包括者論 で 言 わ れ る主客の

様態 の 分裂が 龍樹 の 縁起に 比 せ られ る こ とは 妥 当 と見 られ る 。 古 木 に よ る と

「存在 の 実相 を 主 ・ 客 を越 えた 包括者 の 諸 様態 の 相 互 連 関 と し て 開明 して い る
く18）　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　 ．　 ．　 ，　 ．　 ．　 ．　 　　 ．　 ．

点」 で 空 との 類縁性が認 め られ る とい う。 空及 び 包括者は と もに 相 互連 関を包

括す る本来的 な存在の 在 り方 で あ っ て 、 西 洋 の 思想に お い て 伝統 的な第一
原 因

や 実体 とい うよ うな根源 的 な存在 で は な く 、 しか し我 々 が 存在 を捉 え よ うとす

る と個 々 の 様 態 に 分裂 し て しま うとい うの が 存在 の 実相 で あ り 、 そ れ が 〈縁

起 〉、 そ して ヤ ス パ ー ス で 言われ る 〈依存的発 生〉で あ る とい うこ とは 、 彼 日

く 「包 括者論 の 枠組 み の 中で 龍樹 を理 解 し よ うとす る彼 （ヤ ス パ ー ス ）の 根本
　 （19）

態度」 に根差 して い る が故 とい う。

　こ の よ うに 両者の 論 が 引用す る 「前提 とし て の 包括者 の 根源 的意識 」 は ヤ ス

パ ー
ス の 後期哲学 に お け る ま さに 前提 で あ る 。 とい うの も彼 の 哲 学す る こ と

（Philosophieren）は
一

貫 して 存 在意 識 の 変 革 で あ り、 前 期 に お い て は 現 存 在

（Dasein）か ら絶対他者 と して の 超越 的な存在 （超越 者 、
　 Transzendenz） とそれ

に 対 し て 客観 とな る こ との ない 自らの 真の 自覚存在 （実存 、
Existenz）へ と意識

変 革す る こ とで あ る の に 対 し
、 後期の 包括者論 （Periechontologie）にお い て は

実存
一超越者か らさ らに掘 り下げて 、 それ らを主客の 様 態 とし 、 主客をも包括

す る く包括者〉が真の 存在 とされ るか らで あ る 。 伝統的な西 洋哲学 と同様 にヤ

ス パ ー ス に と っ て も 「存在 とは 何か （was 　das　Sein　sei）とは 、 哲学す る こ との

　 　 　 　 　 　 　 　 （2o）

止 む こ との ない 問い 」 で あ り、 そ れ を 『哲学』 に お い て は 決 して言 語 や諸範躊

に よ っ て は規 定で き ない く超越者 〉で ある と した の だ が 、 現象及 び 本来 的 存在

の い ずれ の 意 味 に して も、存在 が ある とい うこ と自体 に対す る疑 い は な く、む

し ろ我 々 が安 心 （Ruhe）を得 るた め に は 、「存在が あ る とい うこ と （daB　das　Sein
　 　 　 　 　 　 　 （21〉

ist）で十分で ある」 と言 い 切 っ て い る。
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〔研 究 ノ
ー ト〕

「全 体 と して の 存在 が 主観で も客観 で もあ りえ ず 、 包括者 で なけれ ば な らな い

と い うこ と は何 と して も明 白で あ っ て 、 その よ うな存 在 が 主客 分裂 に お い て

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （22）

我 々 に と っ て の 現象 とな っ て 現れ るの で あ る 。 」

こ の 引用 に も見 られ る よ うに 、 後期の ヤ ス パ ー ス に とっ て 本来 的存在 とは 主客

を超 え る包括 者で あ り 、 だか らそ の 意味で 草薙 の 言 う通 り、龍樹 の 空観は 「包

括者 の 根源 的意識 」 を前提 とす る
一

つ の 世 界 観 となる 。 そ し て 古木 に 従 え ば 、

空性 とい う存 在 の 真理 に 比 せ られ る包括者 を得 よ うとす る と 、 あ らゆ る存在 し

て い る もの の 相互 連関が 現れ る の で あ り、 それ が 世俗 的な 意味 で 言わ れ る縁起

（依存的発生 ） とい う存在 の 実相で あ る 。 しか し世界 が 二 つ あ るわ けで は な く、

俗諦 と真諦は 表裏
一

体で あ る 。 世俗 は言語 や 範疇的 な もの の 相依性 （縁起 ） で

成 り立 っ て お り 、 そ して そ の よ うに成 り立 っ て い るか ら あ らゆ る存在 の 究極 的

根源 な ど とい うもの は な く、 そ れ が 空性 とい う存在 の 真 の 在 り方で あ る 。 ヤ ス

パ ー ス も 「包 括者 は 私 た ちが そ れ を開明 し よ うとする と 、 包括者 の 諸様態 とい

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （23）

う形 で 多重性 を持 つ も の と して 姿 を現す」 と述 べ て い る通 り、 主観 も客観 もな

い 包 括者 と して の 存在 は 、我 々 の 意識 に応 じて 主 客の 様 態 に分 裂 して しま うの

で ある 。

　次節 に お い て 筆 者は こ の よ うな龍樹 の 空観 を ヤ ス パ ー ス の 包括者 論 で 解釈 し

よ うとす る こ とに お い て 見 られ る 両者 の 間 の 差 異 と 、 そ の よ うな解 釈 に 影響 を

与 えた と見 られ る先の 玉 城の 見 方 を 再び 取 り上 げて 見 て み る 。

　3　空観 と包括者論との ずれ とそ こ か ら導かれる ヤ ス パ ー
ス の 仏教観

　ヤ ス パ ー
ス の 『哲学 』 （哲 学的 世 界 定位 ） に お け る 「哲学へ の 序説 」 の 最 初

に 来 る の が 「存在 の 探求 」 で あ る こ とか らも分 か る よ うに 、 ヤ ス パ ー ス に と っ

て 存在 の 探 求 こ そが 哲学 の 出発点 で あ り、 そ して 哲学 の 中心 問題 で あ る 。 彼 に

と っ て 存在 が 何 で あ る か とい うこ とは 、世界 定位 と して の 諸学 に お け る問題 で

あ る。 そ こ で 存在は 強 制 的性 格 を もつ もの と して 非本 来的 に 意識 の 対象 とな る 。

む しろ こ の よ うな意識 を超越 す る こ とが存在 の 探求 で あ る哲学 す る こ とで あ る 。

ヤ ス パ ー
ス は存在 しな くな る こ ととい う非存在 に対 す る人 間の 内 面 的な在 り方

一 49

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Jaspers Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Jaspers 　SOOIety 　of 　Japan

を 不安 （Angst）と し、 それ を存在確信で あ る絶対 的意識 の 動 因 の
一

っ とす る こ

とか らも、 「存在が あ る とい うこ とで 十分 で あ る」 との こ とか ら も 、 存在 を肯

定的 に捉 え て い る こ とが伺 え る 。
「哲学 へ の 序説」にお い て 哲学 とは存在 の 「発

見」（Seinsentdeckung）で は な く 、 存在 の 「確認」 （Seinsvergewisserung）で あ る
　 　 　 　 （24）

と述べ られ 、 「形 而上 学」 に お い て は超越的な存在 （神性 、 Gottheit）の 「何か 」
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （25）

（was ）で は な く 「あ る こ と」 （daB）を把握 す る こ と とされ て い る 。 『哲学』にお

い て 本来的存在 は 決 して 対象的 とは な らない 超越者で あ り 、 後期 に お い て は主

客を包 括す る包括者で あ る 。 『哲学 的信仰』 にお い て 包括者は
一

っ の 図式 を も

っ て 、 そ して こ の 図 式を も乗 り越 え る とい う不 可能 な試 み で しか 示 せ な い と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （26）

しっ つ も 、 本 来的存在 自体 は あ る意味前提 と され て い る 。 こ うして 見 る とヤ ス

パ ー
ス の 哲学に お い て 、 存在 が何 で ある か とい うこ とに は 到達 で き ない もの の

、

存在 が ある と確認 で きる こ とは 首尾 一
貫 して い る と言 え る

。

　「〜 で あ る」 で は な く、 「〜 が あ る」 とい うこ と しか 示せ ない 本来的存在 を 自

明 の もの と して い る こ とが
、 ヤ ス パ ー

ス に と っ て 空性 を包括者論 と して 解 釈す

る こ との 前提 で あ る と筆 者 は 想 定 して い る 。 とい うの もヤ ス パ ー ス に よ る と 、

「人 が あ らゆるダル マ を空 にお い て 諸条件に よ っ て 発 生す るの を 見 る と きに の

み 、 四 つ の 聖 な る真 理 （die　vier　edlen 　Wahrheiten）を見 、 苦 （Leiden）の 根絶に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （27）
達す る とい う、 仏 陀の 教 え を見 る こ とが で きる 」 の で あ るが 、 こ こ に記 され て

い る空 に お い て （in　der　Leerheit）あ らゆ る ダル マ が 諸条件 に よ っ て 発 生す る と

い うこ と は 、 〈空〉 とい う在 り方 を して い る存在 を前提 と して 、 そ こ か ら諸 条

件 を通 じて 諸存在 が現 れ る とい うこ とを示 し て い る と解 し うる か らで あ る。 包

括者 論 で 言 わ れ る よ うな存在 が 主 客 の 様 態 に 分 裂 して 現れ る とい うこ とは 、

「分裂 す る本 来 的存 在」 の あ る こ とを 前提 と しな けれ ば成 り立た ない
。 そ して

こ の よ うな包括者論に基 づ い て 、 主客の 様態は常に関係性 の 内で ある と導かれ

る の で あ る 。

　今 回筆者 が こ の 論考 を執筆する に あ た り龍樹 に お け る空観 に関 して 気 づ い た

こ とが あ る 。 そ れ は 『中論 』にお け る 「縁起 して い る もの
、 そ れ を我々 は空 と

　 （28）

説 く」 とい う龍樹 に よ る論理的帰結 は、 縁起 → 空 とい う推論 の 方 向性 を意味 し

て い る とい うこ とで あ る 。 『中論 』 の 他 の 箇所 に お い て 空 だ か ら縁起 が あ る と
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔研 究ノー ト〕

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （29｝

い うよ うな意味に 取れ る 文 は 見 出され ない
。 そ し て 他 の 仏教 の 側 の 識者 の 意見

　 　 　 　 　　 　　 ・　 　　 ・　 ’　 ・　　　　　 t 　 ・　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｛3o）

を 見 て も縁起 をみ る もの は 空を見 る とい う命題 が確立 され て い る 。 や は りこ れ

は 世俗 で の 縁 起 とい う存在の 在 り方 を正 しく捉 えて こ そ 、 空 とい う真の 救い の

境地 に達 す る 大乗 仏教 の 根本 的 な在 り方 を意味 して い る 。 既 に 見 た 通 りヤ ス

パ ー
ス の 龍樹解釈 で は 、 縁起 ＝ 主 客 の 様 態 （俗 諦）、 空 一 包括 者 （真 諦 ） とい

うこ とが見て とれ 、 草薙 、 古木 両者の 見解 も ほ ぼ こ の 路線 に の っ と っ て い る と

見て よい 。 先に 引用 した 「人が あ らゆるダル マ （法 、 存在）を空 にお い て 諸 条

件 に よ っ て発 生す るの を見 る ときに の み 、 四 つ の 聖 な る真理 を見 、 苦の 根絶に

達す る とい う 、 仏 陀 の 教 え を 見 る こ とが で きる」 とい う、
「空 に お い て 諸条件

に よ り発 生す るダル マ を 見 る」 こ とが 、空 （包括 者） → 縁起 （主客の 様態） と

い う方 向性 を示 して い る 。 しか し既 に 見 た 通 り 、 龍樹 の 『中論 』に従 え ば我 々

が 世俗に おい て 意識 で き るの は 関係性 に お い て 現れ て い る諸 法で あ り 、 そ の 諸

法の 縁起 とい う世俗 の 論理 的帰結 と し て 真の 真理 で あ る存在 の 空性 が 導か れ る

の で あ る。 だか ら先 の 引用の よ うに 、 存在 の 本 来的な在 り方 を前提 的に 意識 し

て 、 そ の うえ で 諸法の 関係性 を見出す とい うこ とは 、 縁起 → 空 とい う龍樹 に よ

る推論 の 方 向性 とは 逆 の 見方 と言 わ ね ば な らない 。 先に 引用 した 草薙 日 く 「一

切 を空性 に お い て 見 る」 とい うもの な どは 、 ま さに こ の ヤ ス パ ー
ス の 龍樹論 に

忠 実な見方 と言 っ て よ い 。

　相依性 とい う関係 性 （縁起） にお い て 世俗 （諦 ）が 成 り立 っ て い るか ら 、 何

一
っ 自性 を も っ て 成 り立 つ 法 （存在） が な い とい う論 理 的帰結が 導か れ 、 故 に

あ らゆる存在の 空性 とい う真理 （真諦） へ と到 達す る こ とが 龍樹 の 空観で あ る 。

これ は苦か ら解脱す るた め苦の 原因 で あ る生 老病死 とい う仏陀 の 悟 り以 来の 存

在 に 対す る深 い 洞 察 に 由来 して い る 。
つ ま り仏 教で は苦 の 原 因 と して の 存在 に

舟ナる悟らこ そ が根本的教義 で 、 こ の 時点 で （本来的 ） 存在 が あ る こ とそ れ 自

体 に よ り安 心 を得 る とい うヤ ス パ ー ス の 存在観 とは対極的 な もの で あ る と言 わ

ざる をえ ない
。

　こ の よ うな差異 に も関わ らず縁起 ・空 と包 括者論 が比 較 され るの は 、
玉 城の

華厳経を 参考 に した 解釈 に 由来す る と著者は 見 て い る 。 とい うの も仏教 学者鎌

田茂雄 曰 く 、
「華厳経 は本 来性 に重 点 をお くの で

… …
哲学 用語 で い え ばア ・ プ
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 （31）

リオ リの 立 場 に 立 っ 」 とあ り 、 龍樹 の よ うに 世 俗 → 真諦 とい う論理 で は な く 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （32）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．　 ．　 。　 ．　 ．
「仏性 ・本 来性 に ウエ イ トを お く」 か らで あ る。 つ ま り華厳経で は

一
切 の 差別

を超 えた 仏の 光 明の 内 に あ る とい う本来性が ま ずあ り、 その うえで世俗 の 苦に

満 ちた 諸法が あ るの は 我 々 の 存在 に対す る誤 っ た 見方 （無明）で あ る とい うの

で 、 そ の こ とか ら主客を超 え た 存在の 本来性 が 前提 とな り 、 我 々 の 意識 の 在 り

方に よ っ て 主 客の 様 態 に分裂 した 存在者が現れ る とい うよ うな包括者論 に我 が

国で は 縁 起 ・ 空 が 比せ られ る よ うに な っ た の で は な か ろ うか 。
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