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「 タ イ仏 教史 に お け る 連続 と変化 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石　井　米　雄

　われ われ は ，
タ イ 函 に お け る南方上座部仏教 の 申 に ，「出家仏教」 ， 「功徳追 求型在 家仏教」 ，

「撲災招福型在 家仏教」 とい う，相異な る宗教形態 を識別す る 。 し た が っ て ， タ イ 仏教に お け る変

化と連続を 理解 す る た め に は ，まず，こ れ ら三 形態 の 宗教 の 相補的結合 の 様式 と，その 結果成立 し

た 「タ イ仏教．1な る もの の構造を解萌し な け れ ば な らな い 。

　 r出冢仏教」 は ， 入間が t 自己鍛練に よ っ て 「苦」よ りめ解脱 を完成 させ る，とい う教 義上 の要

請 か ら発達 した もの で あ っ て ， 定義上 ， 現世否定的 （1・kuttara ）で あ る 。 「功徳追 求型在冢仏教」

とは ， 民衆 に お け る宗教 の 実践形態 で あ っ て ，輪廻 転生 の 世界 よ りの 解脱を求 め ず ， 功徳 を もた ら

す善業の実践に よ っ て ， 現世的幸福 を追 求する 。 （1。kiye ）　「攘災 ・招福型在家仏教」 もま た ，民

衆 に お け る宗教実践 の 形態 で あ るが s 呪徳的傾 向が鋤著 で あ っ て ，
パ リ ッ ク 経典の 誦唱 に ょ っ て幸

福 を増進し ， 災禍 より身を守 ろうとす る もの で あ る 。

　行い 正 し き出家者 の 構成す る ， 清浄な る サ ン ガ は ， 「無上 の 福田」 と し て ，民衆 の 善業 の こ よ な

き対象 とされ る 。 この 「福 田思想」を媒 介 として ， 「出家仏教」と f在 bl＝ 民衆仏教」 と の闇 に ，

「共生」の関係が成立すろ 。 すな わ ち ， 「福田」で あるサ ン ガは ， 民衆 に 功徳 を積 む機会を与 え

（
一〉 功徳追 求型 ）呪術の執行 に よ っ て か れ らに そ の tt力を 分与す る 。 （

’→ 鑁災・招福型 ）ま た ，非

生 産的 な 出冢者団体 で あ る サ ン ガ は ， 在家者 （国王
〜

民衆 ）の 支持 に よ っ て ， 安定的存在 を持続す

ろ。

　 「国家仏教」は ， こ う し た構造を もつ 仏教 が s 困家的保護を受け て い る状態を い う。 タ イ 国王 は t

伝続 的 に ， 「仏教 の擁護者」と し て 自 らを 規定す る 。 国王 は ， サ ン ガ に物質的保護 を与 え る こ と に

よ っ て ，サ ン ガ の 「灑浄性」を維持 し ， 「福 田 」 と して の 存 在 を保証 す る が ，同時 に ，「清浄性」

を失お うとす る サ ン ガ に は 制裁を加 える。国ヨ三に よるサ ン ガ の 「擁護」 は ， 支援 と統制 とい う両側

面か ら検討す る 必要があ る 。

　 「国家仏教」 と し て の タ イ 仏教 の 存 在形態 は ，す で に ス コ ータ イ 刻文中 に そ の 原型 を求め る こ と

が で き る もの で あ るが ， こ の 形 態 は そ の 基本 的駐格 を変ず る こ と な く，今日 に 及 ん で い る 。 近代tt

の 進展 に と もな う法律制度 の 整備 と と もに ， 国家 の サ ン ガ に 対す る統制 は む し ろ強 化 の 方向 に 向 ＝

て L／る （、〔1902 年 ，
1941 年 ，

1962 隼の 各 サ ン ガ 法参照 〕

　 こ う し た タ イ 仏教 の 基 本 的存在様式 に は ，最近 に い た り，微 妙 な 変化 の 黴候 が 現 れ 始 め て い る。
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　　　こ れ は都 市部 に お け る宗教無 関心層 の 増大 ， 伝統 的社 会に お い て 僧 の 果 し て い た社会的役割 の 減退

　　　 こ れ に 対す る サ ン ガ餬の 危機感な ど に よ っ て もた らされ た もの で あ る 。
サ ン ガ の 中 に現わ れ た変化

　　　 と し て は ，「タ ン マ トゥ ト」の 派遣 な どに 見 られ る 地域社会 との 連帯 を強 め よ うとす る 動 き ， 「タ

　　　 ン マ チ ャ
ーリ ッ ク」な どの 派遣に見 られ る 国家政策 へ の積極的協力，マ ス メ デ ィ ア を 利用 し て の 宣

　　　教活動の強化 ， 「日曜学校運動」の推進 ， 伝統的な 「森 林部」の復活運動 ， な どが あ る 。 また ， 在

　　　家の 則 か らの 新し い 鋤 きと し て ， 「青年仏教会運動」 ，出家者 との 共同に よ る 「仏教 セ ミ ナー ：現

　　　代社会 と仏教」な どの開催 ，
マ ハ ーニ カ イ ・タ マ ユ

ッ ト両派 の協同推進 を目指した研究会 の開催な

　　　 ど が 温…目 され る o
l 「　’
if　

ltt

．　　　 （この 報 告の うち ， 仏教の 構造に か ん する 誠£ は ， 「ア ジ ア 経済」 に 発表 の 予定。）

イ ン ドネ シ ア に 於 け る 〈 民 族 史 〉 確 立

の た め の 試 ろみ 一一 一史観 と歴史叙述 一一

鵜

　（1） 第
一

回全 国塹 史学 セ ミナ
ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土 　屋 　健　治

　植民地時代 の イ ン ドネシ ア 艮族運動 は ，ス カ ル ノ の 主張 に 於 い て もっ とも明確 に示 さ れ て い た よ

うに ， 鱇民地支配に よ っ て 奪わ れて し ま っ た 罠族の歴史を 自 らの手に 取 り戻 そ うとす る もの で あ っ

ブこ。 独立 を達成し た イ ン ド ネ シ ア が ，自民族 の歴史 を自ら再叙述 しようとす る こ とは ， 民族的要請

で あ っ た 。 イ ン ドネ シ ア 共和鬮の 諸大学に 歴 史学科 が設置 さ れ 歴史教育 と歴史G 究が開始され ， 歴

史学者が育ち始 め る の は ，1950 年代 に 入 っ て か らで あ る が ，そ れ と（i　s
“
時期を同 じ く し て ， 全 国

的な規模で e 歴史学 の諸問題 を討議 しよ うとす る気運 が も りk り，それ は ，1957 年 12 月 に ジ ョ

’

ク ジ ャ カ ル タ の 国立 ガ ジ ャ
・マ ダ大学 で 開催 され た 「第一

回全国歴史学 セ ミ ナ ー」 と し て 具体化 し

た 。当蒔ガ ジ ャ
・

マ ダ 大学総長で あ っ た サ ル ジ ト は ，
セ ミ ナー開催 に 当っ て ， 「オ ラ ン ダ植民地時

代 ， 小学校で は 歴 史教育は 行 わ れ な か っ た 。 中学校 の 歴 史教育は ，オ ラ ン ダ史 に 関 す る教育で あ っ

て ， 我々 が学ん だ の は ， オ ラ ン ダ の 英雄 た ちの 物語 に つ い て で あ っ た 。 」 と回想 し て い た が ，こ こ

に 端的に示され て い るよ うに ， こ の セ ミナ ーが 鼠指して い た の は ，共和国 の 国民が学 ぶ に ふ さわ し

い 教科書 を作成 し よ うと す る こ とで あ っ た
。 しか し ，

セ ミ ナ ーで 実際 に 討議 された の は ， 〈 ／ ン ド

ネ シ ア 民族史〉 に関す る よ り
一

般的な 諸問 題 に っ い て で あ り，い ず れ か 一
つ の覓解が セ ミナ ー

全体

の 結 論と して 採択 され る こ と は なか っ た 。 従 っ て具体的に 歴史書が執筆 され る と こ ろ まで は 至 らな

か っ た 。 しか し ，
こ の セ ミ ナーに 出席 し た人 々 の 共通の 認識 は ， 「イ ン ド ネシ ア 共和国の 成立 に 至
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