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消失する暗号としての ボ ロ ブ ドゥ
ー

ル

嶋田毅寛

　 「ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 」 とは イ ン ドネ シ ア の ジ ャ ワ 島に ある 8世紀 に 建 造 され た

と言わ れ て い る大乗 仏教 の 建築物で ある 。
r啓示 に 面 して の 哲 学的信仰 』 （以下

r啓示』）
▼ 1

に お い て ヤ ス パ ー ス は 暗号 を超 克す る思惟の 代表例 とし て ドイ ツ の キ

リス ト教神秘主義 思想家 の エ ッ ク ハ ル ト と ともに そ れ を挙げて い る 。 今回 ヤ ス

パ ー ス の ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論を取 り上 げる意義は仏陀や龍樹 とい う 「大哲学 者た

ち」 で は な く、 仏教 （Buddhismus ） に 対す るヤ ス パ ー ス の 見解 とい うこ とで あ る 。

本稿は 三 つ の 観点 に つ い て 取 り上 げて み る 。 第一 は 注 と地 の 文 の 両方 に お い て

名 指 しで 取 り上 げられ て い る 仏教学者の ハ イ ン リ ッ ヒ ・ ツ ィ ン マ
ー （Heinrich

Zimmer， 1890− 1943） の ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論 に どれ だ け ヤ ス パ ー ス が 負 っ て い るか 、

第二 は ヤ ス パ ー ス が 自らの r啓 示』 に お い て どの よ うに それ を捉 え直 して い る

か 、 第三 は
、 仏 教 に お ける 悟 りの 境地 で あ る 涅槃 （Ni・wana ）に 対す る ヤ ス パ ー

ス の 観 点が 自らの ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論に お い て ど う反映され て い る か で ある

。

1．ヤ ス パ ー
ス に よ る ッ ィ ン マ

ー の ボ ロ ブ ドゥ
ー

ル 論 の 受容

　『啓示 』 に お い て 書名 の 挙 げ られ て い る ツ ィ ン マ ー の 著 作が 『芸術 形式 と ヨ

ガ』 （以下 r芸術』）
▼ 2

で あ る。 そ して 実 際 に ツ ィ ン マ
ー

の 『芸術 』 に 『啓示』 を

照 ら し合 わ せ て み る と 、 明 らか に ツ ィ ン マ
ー

の 見解を 受容 した と 思わ れ る箇所

が 少 な くとも五 に 上 る 。
こ の 事実 は 戦後 の ヤ ス パ ー ス の 仏 教論 に ツ ィ ン マ

ー
の

見解が大 ぎな影 響を 与 えた こ とを示 す 。

　ボ ロ ブ ドゥ
ー ル の 構造は基礎 とな る壇の 上 に 五 層か ら な る方形壇が 乗 り、 さ

らに その 上 に 三 層の 円形壇 が 乗 る 、 合計九 層か ら成 り立 っ て い る
。 基礎壇 よ り

上 の 五 層の 内 、 第
一

か ら第 四 まで の 回 廊 の 壁面 に レ リー フ が 彫 りこ ま れ て い る 。

そ して 第二 回廊まで は 仏陀伝が中心 で ある の に 対 して 、 第三 及 び第四 に お い て

は 弥勒経 及 び普賢経 に 関す る 内容 とな る
▼ 3

。 ヤ ス パ ー ス 及 び ツ ィ ン マ ー と もに 、
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こ の 弥勒 、 普賢両菩薩の レ リー
フ が彫 られ て い る 第三

、 四壇を 「形ある感覚の

世 界 （dic蝕 m ・・fi111te　Welt・der　Sinne）で は な く、 形 ある 直観の 水準 （di・ Eb・ n ・ n 　f・ ・m −

erfUllren ・Schauens）」
▼ 4

と して い る 。
こ れ は 四 層 ま で の 回 廊の 後半以降が 経典の 内

容中心 とな るた め 、 もは や それ が 仏陀 の 生涯 の よ うに 感覚的 に捉え られ る もの

で は な くな り、 内的 な視覚 （ime ・e ・ G ・・i・ht）の み 注視で きる 「直観の 水 準」 とい

う段 階 へ と移行す る こ とで あ る とい う。

　 ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル の 第五 層 に お い て は もは や外壁 の レ リー フ 装飾が 消失 し て お

り、 そ し て 五 層 よ り上 の 円形三 壇 に は 網 目状 の 籠 目の 覆い で 仏像 を 蔵 し て い る

七 十 二 個 の 丸屋 根が 三 つ の 同心 円状 に 中心 の ドー ム の 周 囲 に 並 ん で い る こ とに

つ い て も、 ヤ ス パ ー ス
、

ツ ィ ン マ
ー

と もに 類似 した 表現で 記述 して い る
▼ 5

。 籠

目の 丸屋 根 が ま だ 内部 を完全 に 覆い 尽 くすもの で は ない こ とか ら、 それ らは

「形 な き直観 の 領域 （ReiGh 飯 ml ・ser　Schau）」
▼ 6

とい う 「涅槃 の 前段 階 （V・rh・f・des

Ni・w ・ na ）」
▼ 7

で あ り、 そ し て 中心 の ドー ム が 内部を完全 に 閉 ざし て い る もの で あ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くう

る か ら 、 それ は 完全 な空 （L… e） を象徴 す る青 空 へ と上 に 向か っ て 突き出 て い

る の だ とい うこ とに つ い て も、 ヤ ス パ ー ス 、 ツ ィ ン マ
ー

の 見 解 に
一

致 点 が 見 ら

れ る。

ツ ィ ン マ
ー は 上 昇の 意味を こ う理 解す る 、 巡礼者 に お い て 内的な像の 展開

（innere　Bildentwicklung）は 最初 に 発展 の 道 （i“erege　der　Entfaltung）に お い て 、 次 に

その 発展 した もの の 溶解 （Einschm ・1・ ung 　d・・ Entfalteten）に お い て 遂行 され る 。

（『啓示』）
▼ 8

執金剛神 の 立 場 へ と高 ま っ て 行 く途上 で シ ュ リー チ ャ ク ラ シ ャ ン バ ラ タ ン

ト ラ は 説 い て い る 、 内的 な像 の 展 開の 二 つ の 方 向に お け る修養 、 い わ ゆ る

発展 の 道 と発展 し た もの の 溶 解 に お い て 、 見 る もの と見 られ た もの との 間

の 区別 とそ の 区別 に よ る 意識で ある 自己 と他者 へ の 緊張が 消滅す る とい う

三 昧 の 二 つ の 段 階 へ と導か れ る
。

（r芸術』）
▼ 9

こ こ で 初 め て ツ ィ ン マ
ー

の 名が直接 あげ られ 、
ボ ロ ブ ド ゥ

ー ル の 回廊を上 昇
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し て い く意味が 述べ られ て い る 。 r内的 な像 の 展開」 とは 先に 引用 した 「形 あ

る感覚の 世界」 か ら 「形 あ る直観 の 水準」 とい う 「発展の 道」、 そ して 遂 に は

レ リー フ が 消失す る 「形 な き直観の 世界」 とい う 「発展 し た もの の 溶解」 へ と

内面の 変革する こ とを示 して い る 。 ヤ ス パ ー ス 自身 こ の よ うな仏教的上 昇に つ

い て 「独特 な沈潜修 行 の 瞑想 、 意識 状態 の 転換 を 通 し て 現れ る」
▼ 1°

と述べ て い

る。 そ して こ こ で 出て くる 〈溶解 〉 とは 、 ツ ィ ン マ
ー

の ボ ロ ブ ド ゥ
ー

ル 論 の 表

題 に も含 まれ る語で あ り、 それ の 捉 え方 に つ い て は 次節 に お い て 改 め て 触れ る 。

〔純粋な空 を 目標 とす る〕そ の 道 は 意味 と洞察の
、 豊か な 生 の 快 と不快 に 満ち

た 多様性 の 形の 世 界 を通 っ て 、 形 な き直観の 領域を 越え て 端緒 な ぎ涅槃

（anfangsl ・ses・Nirwana）へ と高 ま っ て い く。 巡礼者は 自らに 対 して 固有の 本質

を覆い 隠 し 、 歩 き
「
回 られ た テ ラ ス と して 後に 残 る無知 の 束縛 （die　Fesseln・der

Unwissenheit）が 、 〔巡礼 とい う〕苦 行の 内で 離れ 落 ち るの を見 る 。 （r啓示』）
▼ 11

こ こ 〔足 と精神 で も っ て純粋に 釈迦牟尼の 模倣をす る こ と〕で は 人 間の 意識に お

い て 自己 と形あ る世界に 分 けられ て い る純粋空 が 自らの 真 の 境地 へ と帰 り、

感覚 の 形 の 世界 と形な き直観の 領域 へ の 洞察 を通 じて 自らの 端緒な き涅槃

へ と上 り詰 め
、 自らに と っ て 木 来的な本質を覆い 隠す 無知 の 束縛 を歩き回

られ た テ ラ ス 同様に 自らの 足元 に 平伏 し て い る 円形広場 に お い て 脱 し 、 そ

して 色 あせ て名 と形 な き仏陀と な り、 あ らゆ る 現象の 本質で ある空 とな る。

（r芸術』）
▼ 12

　ヤ ス パ ー ス と ツ ィ ン マ
ー

の 論 とを照 らし合わ せ て み る と 、 巡礼者 が五 層 の 方

形壇 を 自 らの 足で も っ て 巡 り上 昇 して い くとい う苦 行に お い て 釈迦の 辿 っ た 道

を追体験 し、 意識で も っ て 自己 と他 と別れ て い る 多様 な世 界を 下壇の テ ラ ス に

置 き去 り、 そ して 上 段 の 方で 完全 に その よ うな束縛 を脱 した 「形 な き直観の 世

界」 に 達す る
。 そ して 中心 の 丸屋根 ドー ム の 上 方 に 青空が 広が っ て お り、 それ

は もは や 「形な き直観の 世界」 を も超 え 出た 端 も中心 もない 「端緒 な き涅槃」

で あ る とい う。
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　 こ こ まで ヤ ス パ ー ス とツ ィ ン マ
ー

の ボ ロ ブ ドゥ
ー ル 論 を対比 させ て きた が

、

引用 の 箇所 を見 る限 りヤ ス パ ー ス は ツ ィ ン マ
ー の 見解を忠実 に 受容 し て い る 。

しか しそれ だ けで は ツ ィ ン マ
ー

の 模倣 で しか ない
。 ヤ ス 」 〈一一ス は ボ ロ ブ ド ゥ

ー

ル を 「暗 号 を超 克す る 思惟 」 の 例 と し て お り、 彼の 哲学 （的信仰） との 関連 で

そ れ が 語 られ な けれ ば な らない 。 そ の た め 次節 に お い て は 既述 した 通 りツ ィ ン

マ
ー の 言 う く溶 解〉 の 受 け取 り方 と も関連 させ て ヤ ス パ ー ス の ボ ロ ブ ド ゥ

ー ル

論を 考察 して み る 。

2．暗号 の消失 と溶解

　 こ れ ま で の 両者の ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル の 見解 に よ り、

形あ る感覚の 世界 → 形 あ る 直観 の 水準 → 形 なき直観 の 領域 → 涅槃

　　最下 壇 　 　 第三 壇 　 　 第五 壇 　 箜

　　 第一 壇 　　　　　　 第四 壇 　　　　　 円状 テ ラ ス

　　 第二 壇　　　　　　　　　　　　　　　
一 〜 三 壇

とい うツ ィ ン マ
ー

の 図式 を基 本的 に ヤ ス パ ー
ス も受け入 れ て い る こ とが わ か る 。

しか し彼の ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論 の 冒頭 は 「あ らゆ る暗号を超 え る仏教的思惟」 で

あ る 。 それ で ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル の レ リー フ 及 び仏像 、 そ して そ れ を蔵す る丸屋 根

は 、 仏教 的思惟 に と っ て 乗 り越 え られ る べ き暗号 （Chiff・・） で あ る とヤ ス パ ー

ス に 捉 え られ て い る 。 先 に 引用 した 「内的な像の 展開 は 最初 に 発展 の 道 に お い

て 、 次 に そ の 発展 した もの の 溶解に お い て 遂行 され る」 とい うツ ィ ン マ
ー の 着

想 と思わ れ る
一 節 に 続 い て 、 「暗号 の 展開は あらゆ る 暗号 の 超 出を伴 う」

▼ 13
、

「暗号 として 仏陀 〔像〕 自身は 消失 し な けれ ばな らな い 」
▽ 14

とあ る 。
こ の こ とか

ら して
、

ヤ ス パ ー ス は 〈溶解〉を越 え る こ と、 そ し て 越 え られ た もの は消失す

る と捉 え て い る と考 え られ る 。 とい うの もこ こ で は 前節に お い て も触れた 、 ま

ず レ リー フ の あ る 回廊 で は くぼみ の 内に 安置され て い る仏 陀像 が 目に 捉 え られ

て い るが 、 上 壇 で は 籠 目の 丸 屋 根の 内で 仏陀像が 目に 対 し て 遠 ざけ られ て い る

もの の まだ 見 られ 、 そ し て最上 壇 の ドー ム で は それ が完全に 目か らは消失す る
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過程 に つ い て 述べ られ て い る か らで あ る 。 ヤ ス パ ー ス の ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論 に お

い て は 、 そ の 全体が 暗 号で あ り、 巡礼者が最下 壇か ら上 昇 して い くご とに 内的

な変革 を起 こ しつ つ 、 形 あ る世界 、 感覚的 な もの を超 出 して い き、 最終的に そ

れ ら全 て が 乗 り越 え られ て 涅槃へ と到達す る こ とが
、

「あらゆ る暗号を超 え る

仏教的思惟」 で ある と見て 取れ る 。

　ヤ ス パ ー ス に とっ て 「あらゆ る実在性 だ けで な く暗号 も越 え て 、 我 々 を支 え

そ して 包括者の 包括者で あ る もの の 思惟不 可能性 と言表不 可能性 へ と超 越す る

試 み 」
▼ 15

とい う、 暗号 を も乗 り越 え て い く試 み は 、 彼の 『哲学的信仰』 に そ の

片鱗を うか が うこ とが で きる 。

客観 的 な もの は 運動の うち に と どま り、 い わ ば蒸発 し な けれ ばな ら ない 。

そ うして 消 失す る 対象性 の うち に 端的に その 消失 を通 じて あ る充足 した 存

在意識が 明 白に な る 。 した が っ て 哲 学的信仰 は い っ で も溶解 し （・in・・hm ・1−

zen ）廃棄す る弁証法 の うち に 立 っ て い る 。

▼ 16

　 こ こ に お い て 充足 した 存在意識 を 明白に させ るた め に 客観物の 消失す る こ と

が 述べ られ て お り、 こ の 消失す る こ との 文脈 に お い て 〈溶 解〉 の 語 られ て い る

こ とが 注 目 に 値す る。 先の 『啓示 』 と照 らし 合わ せ て み る と 、
「あ らゆ る実在

性 だ けで な く暗号」 も超 え て 、 「そ うして 消 失す る 対象性 の うち に 」、
「包括者

の 包括者 で あ る もの の 思惟 不 可 能性 と言表不 可能性」 とい う 「その 消失を通 じ

て あ る充足 した 存在 意 識が 明 白 に な る 」 とい う、 そ の 過程が 「溶 解 し廃棄す

る」 こ と と見 られ る 。
ヤ ス パ ー ス の ボ ロ ブ ド ゥ

ー ル 論 に 当て はめ て み る なら、

ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル は 暗号 とし て 消失 （溶解 ）す べ ぎもの を 象徴 して い る と言 え る

、

ま さ に 「あ らゆ る暗号 の 彼岸 に つ い て の 思惟」
▼ 17

で ある 。
こ の よ うに く溶解〉

とは 「包括者 の 包括者」 に 対す る充足 し た 存 在意識 を 明 白に させ るた め に 客観

物 を 消失 させ て い くとい う哲学 的信仰 の 方法論 で あ る と見 られ る 。 しか も暗号

を 消失 させ て 「包括者 の 包括者」 を 開 明す る 具体例 として 「ボ ロ ブ ドゥ
ー ル 」

が 挙 げられ て い る の で 、 「包括者 の 包括者 」 の 開 明の た め の 暗号 の 消失 と 、 暗

号 を超 出す る仏教的思惟 とい うこ の 二 つ を 同 じ文脈で 筆者は 捉 えて い る 。 した
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が っ て ツ ィ ン マ
ー

の 言 う 〈溶 解〉 を、 ヤ ス パ ー ス が 『哲学的信仰』 に お い て 述

べ た 〈溶解〉 の 意味で r啓示 』 に お い て 解 釈 し て い る と筆者 は 受 け取 る 。

　しか し こ こ で あ る 問題点が 生 じて くる。 それ は 〈溶解〉 とい う語そ の もの の

解釈に 関す る こ とで あ る 。 もと も とツ ィ ン マ
ー

の 『芸術』 の なか で 論 じ られ て

い る ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論 の 表題 は 「ボ ロ ブ ド ゥ

ー ル 　　溶解の 動 性を 持つ マ ン ダ

ラ （Der　Boro　Budur ： ein 　Mandala　mit 　Dynamik　der　Einschmelzung）」 で あ る 。 先に 引用 し

た 「内的 な像 の 展開 の 二 つ の 方向 に お け る修養 、 い わ ゆ る発展 の 道 と発 展 した

もの の 溶解に おい て 、 見 る もの と見 られ た もの との 間 の 区別 と そ の 区別 に よ る

意識で あ る 自己 と他者 へ の 緊張が 消滅す る とい う三 昧 の 二 つ の 段階 へ と導か れ

る」 に お い て 「発展 した もの の 溶解」 とは 「自己 と他者 へ の 緊張 の 消滅」 と読

み 取 れ る 。 「溶 け る」 とい う動詞 schmelzen と比 べ て einschmelzen は 単 に 「溶け

る」 とい う意味だ けで は な く 「鋳込 ま れ る」 との 意味合い もあ る 。 そ し て ツ ィ

ン マ ー の ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論 の うち 、 以下 の よ うな文 が 見 出され る

。

大慈大悲 の 具現化 で あ る普賢菩薩 （Samantabhadra）は した が っ て 涅槃 で ある

悟 りへ の 最 も高貴な道 先案 内人 で あ る 。 あ らゆ る 未来仏 の 原型 （菩薩） と

して 普賢菩薩 自身 が菩薩 で あ り 、 最高 の 菩薩性 の 理想 的な具現化 として 彼

は 純粋直観 （dhyana禅定）の 世界 に 禅定菩薩 （Dhyani−B・dhisat匸va ） と して 生 き

る
。 世界に お い て 普賢菩薩は 形 に 満 ち た 感覚 の 世界 か ら涅槃 の 玄関で あ る

形な き内的洞 察の 世界 へ の 通路を表 し て い る 。

▼ 18

　ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル の 浮き彫 り装飾は弥勒 、普 賢両菩薩に 対 し て 奉納 され て お り、

そ れ は第三 、 第四 回廊の レ リー フ が それぞれ の 経 典 を示 して い る こ とか ら も う

か が え る。 特 に 最後 の 第四 回廊が 普 賢経 を示 し て い る こ とか ら、 上記の よ うに

普 賢菩 薩 こ そが 涅槃 へ の 最高の 案内人 だ とい うの で ある。 そ し て 普 賢菩薩は

「最高の 菩薩性 の 理 想的 な 具現化 と して 」、 「純 粋直観 の 世界 に 禅定菩薩 と し て

生 きる」 との 表現が 注 目に 値す る 。
「禅定」 とは 仏教 に お い て 心 静 か に 瞑想 し、

一 切の 区別が排 され て い る真理 を観察す る こ とで あ り、 そ こ で は 心 身 ともに動

揺 す る こ とな く安定 した 状態で ある
。 そ し て ツ ィ ン マ

ー は 禅定 と直観を 同義 に
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捉 えて い る 。 さ らに 普 賢菩薩 を 禅 定菩 薩 と も述べ て お り 、
「形あ る 直観の 水

準」 か ら 「形 なき直観 の 領域」 へ と導 く 「大慈大悲の 具現化」 で あ る とい う。

ツ ィ ン マ
ー が普賢 菩薩 を禅定菩薩 とし て い る こ と 、 直観 と禅定を 同義 に 捉 え て

い る こ と、 ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル の 第三 壇 以上を 直観の 水 準 ・ 領域で あ る と し、 そ こ

で は見 る もの と見 られ た もの 、 自己 と他 との 緊張が 消滅 し、 そ れ が 「発展 した

もの の 溶解」 と されて い る こ と、
これ らを踏ま え る と 、

ツ ィ ン マ
ー

の 言 うと こ

ろの Einschmelzungは 単 に 溶 けて な くな る こ とで は な く、 溶か され た もの が 一

つ に 鋳込 まれ て 区別 な き状 態 とな る 「禅 定 」 の よ うに も見 られ る 。

　 この よ うな ツ ィ ン マ ー の 見解に 対 して 、 ヤ ス パ ー ス が 彼 の 解釈 を意 図 的に 避

け よ うと し て い た と も とれ る
一

文が 『啓示 』 に お い て 見 られ る 。

ツ ィ ン マ
ー

の 解 釈 は 彼 に とっ て イ ン ドの 仏教経典 に 基 づ い て の み 可能で あ

る
。

し か し これ ら経典は我 々 に 、 像の 無限 な特殊性 で も、 個 々 の テ ラ ス や

階段や 入 口 の 意味の 点で も、 情報 を与 える こ とが で きない
。

▼ T9

　 こ の 引用 を文字通 り捉 え る の で あれ ぽ 、 ツ イ ソ マ
ー

は イ ン ドの 仏教経 典 に 基

づ い て ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル を 解釈 し て い る とい うが 、 実 際 に 経 典 に お い て ボ ロ ブ

ド ゥ
ー ル 内の 個 々 の もの の 意味 は 得 られ ない とい うの で あ る

。
ヤ ス パ ー

ス 自身

が 『啓示 』 の ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論 に お い て ツ ィ ン マ

ー
の 『芸術』 と は 別 に 仏 教経

典 を実際 に参考 に して い た の か ど うか に つ い て は 触れ られ て い ない
。 しか し こ

の
一

文 を も っ て 、
ボ ロ ブ ド ゥ

ー ル そ の もの に つ い て の 解釈に ヤ ス パ ー ス が 全 面

的に 賛同 して い たわ けで は ない と見 る こ とは 可 能 で あ る。 そ れ で 第三 章に お い

て は 〈哲学的信仰〉 とい う立 場 か らの 仏教 の 最高 の 境地 で ある 〈涅槃〉の 捉え

方が 、 ヤ ス パ ー ス の ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論 に お い て どの よ うに 反映 して い るか に つ

い て 論 じて み る 。

3．哲学的信仰 に お け る涅槃　　そ こか ら見えて くる ボ ロ ブ ドゥ
ール 論

　ヤ ス パ ー ス は 『啓示』に お い て、 涅槃 をキ リス ト教 に お け る啓示 （Offenbarung）

との 対 比 に お い て 論 じて い る 。 そ の 両者 に お い て は 「そ こ に お い て 我 々 が 自 ら
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を見出す包括者 （das　Umgreifende）の 確証」
▼ 2°

が突破され る とい う点で 共 通点が

ある とい う。 その
一 方 で 啓示 と涅槃 の 違い は 有体性 （L・ibh・ftigk・it）の 有無で あ

る との 意見 が あ る
▼ 21

。 そ れ に よ る と前者 は 超越 的 な 存在の 顕現 と し て 有 体性

を も っ て 世界 の 内に あ るの で 受 肉に よ っ て 有体的 とな っ た啓示 は 暗号 で あ る の

に と どま ら ない の に 対 して
、 後者 は 「包括 者の あ らゆ る様態 を 、 本来的で は な

　 　 　 　 　 　 　 マ 　セ　

く、 遊戯 、 魔術 、 幻影の 覆い で ある よ うな何 もの か に し て し ま う」
▼ 22

の で あ り、

世界 か ら見れ ぽ涅槃 は 無の よ うな 単調 の もの で あ る 。 そ こ で こ の よ うな涅槃 の

捉 え方か ら、 先の 「あらゆ る実在性だ けで な く暗 号 も越 えて 、 我 々 を支え そ し

て 包括者の 包括者で ある もの の 思惟不 可能 性 と言表不可 能性 へ と超越する 試

み 」 とい うヤ ス パ ー ス の ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論が 現れ る と論 じ て み る 。

　すで に 見 た 通 りヤ ス パ ー ス は ツ ィ ン マ
ー の 言 う 〈溶解〉 を 消失す る こ と と捉

え て い る 。 上壇 へ と上 昇 し て い くと消失す る レ リ
ー

フ
、 籠 目丸屋根 の 内 に 閉 ざ

され 視覚 か ら遠 ざか り始め る仏陀像 、 完全 に 視覚 に 対 し て 内部を閉 ざ した 中心

の ドー ム
、

こ れ ら全 て は ヤ ス パ ー ス の 言 う暗号 を超 出す る仏教 的思惟の
一

環 で

あ る 。 ヤ ス パ ー ス か ら見れ ば 、 巡礼者た ち は ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル を 上 昇 して い くこ

とで こ れ らの 暗号 を脱 して 最終的に 最上壇で 初め も終 わ りもない 「端緒 な き涅

槃」 へ と向か うとい うの で あ る 。 彼 らは 「自らに 対 して 固有 の 本質を覆 い 隠 し 、

歩 き回 られ た テ ラ ス と して 後に 残 る 無知の 束縛が 、 苦行の 内で 離れ落 ちる の を

見 る」 の で あ る 。
つ ま り巡礼で 壇 を上 昇 して い く こ とが 朿縛 を脱 す る こ とで あ

り、 それ を暗号の 消失が 象徴 して い る とい う こ とに なる 。 先 に 見 た通 り、 ヤ ス

パ ー ス に と っ て 涅 槃 とは 世界 の 内の 対 象的 な もの を脱す る こ とで あ り、 対象的

な もの は 「消失す る 暗号」 と し て く溶 解〉す るい う意義 を持 つ もの で あ る とい

う こ とを 、
こ の ボ ロ ブ ド ゥ

ー ル 論 の 内 に 見 る こ と も可能で あ る 。 しか し く溶

解〉の 解 釈 に つ い て は 、 それ を単 に 「消失す る こ と」 と捉え る こ とに 問題が あ

る こ とは 既 に 見た 通 りで あ る 。
い わ ぽヤ ス パ ー ス は ツ ィ ン マ

ー
の ボ ロ ブ ド ゥ

ー

ル 論 の うち 、 そ の 構造 や巡礼 の 仕方な ど外面的、 形式的な面 は 直接受容 し 、
レ

リー フ や 丸屋根 な どに つ い て は 、 壇を上 昇 して い くご とに それ らの 消失 し て い

く過程 を 、 自 らの 言 う意味で の 〈溶解〉 で あ る と捉 え直 し て い る と言 うこ とが

で きる 。
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　 こ の よ うな涅槃 の 捉 え方 は 、 涅槃を体現化 した仏陀を崇拝す る宗教 的信仰 と

し て の 仏教で は な く、 人 間仏陀に よ り示 さ れた 涅槃 とい う哲学的な捉え方で は

な い か との 疑念が あ る 。

しか し、 宗 教 と し て の イ ソ ド的な もの は 、 涅槃に 到達 した仏 陀を崇拝す る

とい う点 に お い て 、
つ ま り、 い わ ぽ涅槃の 受 肉 とい う有体化 に お い て 、 存

立 し て い るの で は なか ろ うか 。 ヤ ス パ ー ス は 哲学 と し て 涅槃を捉 え て い る

の で あ っ て 、 宗教 的信 仰 と して 捉 え て い ない の で は なか ろ うか 。

▼ 23

　仏 教は仏陀 とい う人格 に 涅槃 が 受 肉 （体 現化）す る こ とで 成 立 して い る と も

考 え られ 、 ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル は 「三 世十 方 の 諸仏 に 帰依 す る」

▼ 24
大乗仏教 の 代表

的建築物 で あ る 。 仏 教 も上 座部 、 大乗 、 さ らに は 大乗 の 中で も浄土 、 禅 、 密教

な どに 分か れ 、 必 ず し も
一

くくりに は で きない もの の 、 「仏教 を構成す る主要

な要素を総括的 に とらえる方法 として は
、 仏 と法 と僧 との 三 宝に ま とめ て 考え

る こ とが で きる」
▼ 25

。 そ し て こ の 特 に 最 初 に 来 る 〈仏〉に つ い て 、 本来歴 史的

な人物 と し て の 釈尊を意味 して い た仏陀は 、
「滅後 に な る と次第 に 超 人 間的 な

仏 陀を考 え 、 大乗仏 教 に な る と三 世 十 方の 諸仏 を考え る よ うに な っ た 」
▼ 26

とあ

る よ うに 、 涅槃 に 到達 した 仏 陀か ら涅槃を 体現化 した 超人間的 な仏陀 へ と仏陀

観が 変 遷 し、 さ らに は 菩薩信仰 や ヒ ン ド ゥ
ー

の 神 々 を も仏教守護神 と して 取 り

入 れ る こ とで 大乗仏教が 成立 す る とい うの で ある
。

ツ イ ソ マ
ー の ボ ロ ブ ド ゥ

ー

ル 論 の 表題 が 「ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 　　溶解の 動性を持つ マ ン ダ ラ」 で あ り、 マ ン

ダ ラ と し て 三 世十方 の 諸仏が 配置さ れ 、 そ の 中で も普賢菩 薩が 涅槃 へ の 最高 の

道 先 案 内人 で あ る との 記 述が 、
こ の 意味で の 大乗仏教建築 と し て の ボ ロ ブ

ド ゥ
ー ル を物語 っ て い る。

一
方そ れ と は 対 照的 に ヤ ス パ ー ス は 自 らの ボ ロ ブ

ド ゥ
ー ル 論 に お い て 、 ツ ィ ン マ

ー
の それ に は 見 られ た マ ン ダ ラ 、 執金 剛神 、 普

賢菩薩 等 の仏 教的用語 に つ い て 一切 言及 し て い な い
。 そ して r啓示 』 に お ける

「世界 か らみ る と涅槃 は 無 の よ うに 完 全 に 単調 に 思お れ る」、 「思惟 で きぬ もの
、

言表 で きぬ もの へ と超 え 出 る試み 」 とい う記述に 近い 表現 と して 、 r大 哲学者

た ち』 の 「仏陀」 の 章 に お い て 既 に 、 「仏 陀が 涅槃 に つ い て 語 る と き、 涅槃は
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あ る
一

つ の 存在 か で な けれ ば無 に な っ て し ま う」
▼ 27

、 「人が 涅 槃 に つ い て 語 ら

れ た こ との 意味を感得 し よ う とす る の で あれ ぽ 、論 理的 な思惟 で は 考 え られ な

い こ の よ うな パ ラ ド ッ ク ス が そ の 人 に 当面 し な けれ ば な らな い 」
▼ 28

とい うこ と

が 見 られ る 。
こ の よ うに 見て い くとヤ ス パ ー

ス の 言 う涅槃 は 「大乗仏 教」 に お

ける それ で は な く、 彼自身が 語 っ てい る 「大哲学者仏陀」 に よ り説 か れた それ

で は ない だ ろ うか との 思い を筆者は 強 くす る の で ある 。 『啓示』 以前 に 『大哲

学者た ち』 が 執筆 され て い る の で 、 あ る意 味当然 で あ る 。 啓示 と涅槃 との 比較

の 最 後で 言わ れ る 「涅槃 は 自己 自身 に と っ て の あ らゆ る有体性 を 廃棄す る 。 そ

の 涅 槃 へ の 道 は 暗 号だ けを 知 っ て い る」
▼ 29

との
一 文が 、 ヤ ス パ ー ス の 涅槃観の

ま さに 要点 で あ る 。 涅槃 へ の 途 上 に は 暗号が あ り、 そ れ は涅槃 に と っ て 廃棄 さ

れ な けれ ば な らず 、
ボ ロ ブ ド ゥ

ー ル は そ の 実例 とい うの で あ る 。

　筆者の 意図 とし て は ヤ ス パ ー ス が 仏教 に お け る涅槃 を ど う捉 え 、 そ して そ の

涅槃観か ら ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論が 結実 し た と示す こ とに あ り、 も とよ りヤ ス パ ー

ス の 仏教理 解の 問題点を指摘す る こ とで は ない 。 仏教専 門で ない 身 と して そ の

よ うな こ とは 自身の 力量 を超 えた 試 み で あ る 。 だ か ら筆者 と し て は仏教学者 の

大 乗仏教 、 涅槃 、 ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 等に 関す る 意見を参考に しつ つ

、
ヤ ス パ ー ス

の ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論は それ ら とは 一 線を画 して 彼独特 の 「哲学的信仰」、

「仏陀

論」、 「涅槃観」 か ら結実 した もの で ある こ とを示す た め に 本稿を執 筆 した の で

あ る 。 そ の 意味 で 仏陀の 説 い た 涅槃 を そ の ま ま （大乗 ）仏教 で 説 か れ る涅槃 と

し て い る と こ ろ に 、
ヤ ス パ ー ス の r啓示』 に お け る ボ ロ ブ ド ゥ

ー ル 論 の 仏教観

が 見 られ る と筆者 は捉 えて い る
。

こ の こ とは ツ ィ ン マ
ー

の ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル 論 を

受容す る際の く溶 解〉 の 解釈 もさる こ となが ら、 先 に も述べ た よ うに 『芸術』

に お い て ツ イ ソ マ ー が 言及 し て い る仏教 の 用語 に ヤ ス パ ー ス が ほ とん ど触 れ て

い ない こ とか らも うか が え る 。 特 に ツ ィ ン マ
ー

の ボ ロ ブ ドゥ
ー ル 論の 表題に あ

る くマ ソ ダ ラ 〉 に ヤ ス パ ー ス は 触れ て い ない
。 例 え ば真言密教 に お い て 「大 日

如来 と諸仏、 諸菩薩 との 関係 を説 明 し て r大 日如来は 普 門総 徳 の 仏身 で あ り、

諸仏 ・ 諸菩 薩 は
一

門別徳 の 仏身 で あ る』 とし て 、 こ れ を 図 式的 に 描 い た もの 」
▼ 3°

が 胎蔵 ・ 金剛両 マ ン ダ ラ で ある とい う。 それ に お い て は た とえ位置的 に 周辺 や

下壇に あ る もの だ か らとい っ て 消失すべ きもの で は ない 。 なぜ な ら全 て は 大 日
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如来 の 現れ とす る汎神論的 な世界観の 図式化が マ ン ダ ラ で あ り、 も と よ り全 て

に 差別 の ない もの だか らで あ る。

その 建築 〔ボ ・ ブ ド ゥ
ー ル 〕の 厳密に 幾何学的な図式 〔そ こ に お い て は上台 とし

て の 外部 の 四角 形が 内部 の 輪を取 り囲みそ して 支え て い る〕は、 内的過 程 とその 過

程に お い て 経験 され る空 間を与 え 、 意味 に 満 ち た秩序づ けの 内で 相並 ん で

広 が っ て い る、 偉 大 な 本 質 の 表現 の 彫 像的象徴 を 創 出 し た よ うに 見 え

る。

▼ 31

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　ロ　　　　■　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　ゆ　　　　サ　　　　■　　　　ゆ　　　　 ．　　　　 ，　　　　 　　　　　ゆ　　　　サ　　　　　　　　　　

　こ の 引用 に お い て も分か る とお り 、 ボ ロ ブ ド ゥ
ー ル を マ ン ダ ラ とみ る ツ ィ ン

マ
ー に と っ て そ れ は 単 に 消失 して い くこ とで 涅槃を示 す 象徴的な もの で は な く、

各部所が そ れ ぞ れ 精神 ・ 内的段階 を表 お し、 全体 と して 精神的発展 の 動因 とな

る もの で あ る 。
ヤ ス パ ー

ス が こ うした 見 解 を取 らず 、 〈溶解〉 を哲学 的信 仰 の

方法論 で あ る 「消失す る こ と」 と し て 捉 え、 仏 陀が説 い た 涅槃を そ の ま ま仏教

に お ける涅槃で ある と解 し
、 その よ うな涅槃観 か ら ボ ロ ブ ド ゥ

ー ル 論 が で きた

とい うの が 、 彼の 『啓示 』 に お け る仏教論 で あ る と筆者 は ま とめ る 。

＊ サ ン ス ク リ ッ ト 語 の 表記及 び 仏教用 語 の 意味 は r仏教辞典』 （中村元 ・福永光 司 ・田 村芳郎 ・今野達

編、岩 波書店 、1989年） に 拠 っ た。
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