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その 意味 に つ い て

一
『ブス ク伝』導入の 影響

一

佐 々 木　
一 憲

は じめに

　後期中観派の 論師 シ ャ
ーン テ ィ デ

ーヴ ァ （Santideva，　Zhi　ba’i　lha：c ．685−763）は，殊 にチ ベ ッ ト

におい て 評価 を受けた論師で ある 。 彼 は文殊か ら直接教導 を受けた論師と言われ，その教 えに

基づ く教 えの系譜 は今 日 〈大波濤行法の系譜〉として，甚深観の系譜 広大行の 系譜 と共に，

ラ ム リム 思想 の源流の
一

つ に数えられ て い る
ω
。

　筆者は以前 同師が チ ベ ッ トにお い て こ の よ うな高い 評価を受けて い る こ とにつ い て，伝記

の 叙述の 中にそ の 契機 を探 るべ く，A ．　Pezzali［1968］の シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ 伝研究が取 り上 げ

た 四つ の 伝 記，すなわ ちプ トン 『仏教史』に収録 された伝記 （Bu），タ
ー

ラナ
ー

タ の 『イ ン ド

仏教 史』 に収録 された伝 記 （T5），ス ン パ ケ ン ポの 『パ クサ ム ジ ョ ン サ ン』に収録 され た伝記

（Su），ヴ ィ ブー
テ ィ チ ャ ン ドラ作 刀o 励 ∫cα顔 y磁 rα一7∂｛ρα1ッ卯 吻 砌 一Vs

’
eFadyotani の 冒頭に置か

れた梵 文の伝記 （vi）
ω

を考察 し，これ らの うち，プ トン 『仏教 史』に お けるシ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ 伝 （＝ Bu）が，現行 の シ ャ
ーン テ ィ デ

ーヴ ァ 伝承の 祖形 となっ て い る こ と，またその Bu

は，先行す る三 つ の 系統の 伝記 から素材 を集めて編集された もの とみ られ る こ とを報告 した
（3）

。

　こ こ に言 う三 つ の 系統 とは，アテ ィ シ ャ の伝記 rNam 　thar 　rgyas ．p α か らその存在が推測 され

る ア ク シ ャ ヤマ テ ィ／ シ ャ
ーン テ ィ デ

ーヴ ァ
ω

の 伝記の系統 （セ ル リ ンパ ・ア テ ィ シ ャ 系統 ：

gser．），および Viか ら推測 され るプラジ ュ ニ ャ
ーカ ラマ テ ィ周辺 に由来する シ ャ

ーン テ ィ デ
ー

ヴ ァ 伝 の 系統 （プラジ ュ ニ ャ
ーカ ラマ テ ィ系統 ：praj．），そ して Pezzali［1968］に は取 り上 げ ら

れて い ない ， 12世紀 に活躍 した密教行者 ブス ク の 行状 を伝 える ブス ク伝 とで ある
ω
。

　Bu は著者 プ トン の 学系 の 面 からも，主 として praj，に依拠する伝記 と考えられ る
〔5）

の で ある

が，そこ に，ブ ス ク伝 と い う，
一

度別人の もの と して 語 り直 された伝記の 文脈を取 り入れ たこ

とで ，
一

部 praj．とは異 なっ た文脈 を持つ もの となっ て い る 。 その 文脈の変化は，今日の シ ャ
ー

ン テ ィ デーヴ ァ の 人物像やその 著作の 成立事情 に関する説明に大 きな影響 を及ぼ して い る。本

稿はその ブ ス ク伝 の 導入 による文脈の 変化の 様子 とその 影響に つ い て報告する もの で ある。

107

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Japanese Association for Tibetan Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoclat 二lon 　for 　工 lbetan 　St二udles

一 シ ャ
ー
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シ ャ
ー ン テ ィデー ヴァ伝の 焦点の 変化

　Bu は gser．と praj．を折衷 した もの となっ て い る 。
　Bu は 〈七 つ の 驚嘆すべ き逸話〉

（6）
（以 後 〈七

つ の 逸話〉と略記す る）とい う構成を持 っ て い る こ とを
一

つ の 特徴 と して い る 。 こ の 〈七 つ の

逸話〉とい う伝記の枠組み は，gser．に伝 わる ア ク シ ャ ヤ マ テ ィ の 具える徳性の 一
つ と して 挙げ

られ る もの
ω

で，プ トン は これ をシ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ伝の大枠 として採用 したとみ られる 。

　〈七 つ の 逸話〉 と，特に逸話の 「数」が挙げらて い る こ とか ら，gser．は逸話を七 つ 揃 える形

そ の もの に重 きを置 く伝記だ っ た と考えられ る
〔s）
。こ れ に対 して praj．は，お お むね gser．と重複

する逸話か ら構成され て い る もの の ．gser．よ りも小規模で あ り，　 gser．の特徴で ある こ の 〈七 つ

の 逸話〉を揃 える もの で はな い
。 この た め，両者は別 々 の 学派的背景の もと，強調点を異 に し

て 成立 し，伝承 され て い た もの と思われ る
（9〕

。

　その praj．は，こ の 系統 に属する Vi の 構成や ボリュ
ーム配分の 面か ら見 て，《ナーランダ にお

ける事跡》の エ ピ ソ
ー ドに重心 を置 くもの であ っ たとみ る こ とがで きる

 
。 こ の エ ピソ

ー ドは

シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ の 三 つ の 著作 の 成立 事情 を伝 える もの で ある こ とか ら，著作 の 成立 事情

とい う点 につ い て 何 らかの 新 しい 立場 を世 に 問 うこ とが，この 系統の 伝承 に
一

貫する中心主題

で あ り，おそ らくは伝記形成その もの の 動機 とな っ た要素 だ っ た の だ ろ うと推測 される。

　著作 の 成立事情 に関す る逸話は，〈七 つ の 逸話〉に言 うと ころ の エ ピ ソ
ー

ド  に相当するの で

あるが，これ と，その 伏線 となっ て い る エ ピ ソ ー ド  と をあわせ た 二 つ の エ ピ ソ
ー

ドの 紹介に

は，Bu で も多 くの 紙幅が割 かれ て い る 。 こ の ように，〈七 つ の 逸話〉の 構成を保ち なが ら著作

の 成立事情の 説明に も重点を置 い て い る Bu は．　 gser．，　 praj、両方の 特徴を併せ 持つ 伝記で ある

とい うこ とがで きる 。

　こ こ で ，Bu 以降の 伝記 に つ い て ，こ の 二 種類の 強調点の 扱わ れ方が どの よ うに変わ っ て い く

か，その 推移 をみて みる と，gser．の 特徴 で ある 〈七 つ の 逸話〉は ，　 Bu で は まだ そ の輪郭を しっ

か りと留め て い る もの の ，時代を下 るご とにその 陰は薄 くなっ て い っ た とみ られ ，TE，　 Su で は

末尾にわずか に言及 されるに と ど まっ て い る 。

一
方で ，praj，の 重視する著作の 成立事情に関す

る エ ピ ソ
ー ドは，Vi 以降の 主要なシ ャ

ーン テ ィ デーヴ ァ 伝 四本すべ て にほ ぼ同内容の もの が 収

録 されて お り
（ω

，他 の エ ピ ソ
ー ドが時代 を下 る につ れ て 簡素化されて い くなかで ，む しろ相対

的 に重要度を増すこ と に なっ て い る 。 こ の こ とか ら，シ ャ
ー ン テ ィ デ

ー
ヴ ァ伝は時代 とともに

praj，的 な色合 い を強 くして い っ た もの と考えられ る 。

　Bu は，こ の エ ピ ソ
ー ド  ，  に関 して ，基本的に Vi の 立 場 を踏襲 して い る とみ る こ とが で

きる の で ある が，人物像 と著作の 成立事情に 関する説明に新し い 要素を加えて ，文脈 に重大 な

変更を施 して い る 。 そ して こ の変更 に関 して ，素材 となる文脈を提供 して い る の が ブス ク伝な

の で ある 。

エ ピソ ー ド    の概要

ブス ク伝導入に よる変化 を見 る前に，こ の 二 つ の エ ピ ソ
ー

ドにつ い て ，
一般に知 られて い る
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流れ を概観 してお こ う。

　エ ピソ ー ド  は 《守護尊の 獲得》（lhag　pa
’i　lha　bmyes ）と題され て い る 。 こ こ にはシ ャ

ーン

テ ィデ
ーヴ ァ と文殊 と の 邂逅の 場面が 紹介 され てお り，さ らに 同師が 王位 を捨 て て 出家 した

後，森で の 特別 な修行に よ り 「文殊の 成就法」
（12）

を会得 して，以後文殊 と自由に交信 で きる状

態に なっ た こ とが語 られて い る。
エ ピソ ー ド名か らも分か る ように，この エ ピ ソ

ー
ドの 眼目は

シ ャ
ーン テ ィ デ

ーヴ ァ が文殊 と直接的に交渉す る能力 を獲得 した こ とを示す点にある 。 こ の 点

が続 くエ ピソ
ー ド  で 著作 の 成立状況を語る上 で の ．い わば伏線 となる の で ある 。

　つ づ くエ ピ ソ ード  ，《ナー
ラ ン ダにおける事跡》（nE 　len　dra’i　bkod　pa）1こは，ナー

ラ ン ダ僧院

で 学ぶ 同師の 様子が描かれる 。 シ ャ
ーン テ ィデ

ーヴ ァ は ナー
ラ ンダ入学後も  で 会得 した成就

法 を通 じて 日夜瞑想の 中で 文殊 と交信 しつ つ ，口訣の 法 を受けて 学 を深め，自房 にこ もっ て 著

作の製作 に専念 した 。

一方で ，単独行動 をとり，僧院の 規律 に従わない その 姿 は，同僚僧 の 反

発 を集め，彼に はい つ しかブス ク とい うあだ名がつ け られ る こ とに なる 。 ある時 シ ャ
ーン テ ィ

デ
ー

ヴ ァ は つ い に，彼をナ
ー

ラ ン ダか ら追放しよ うと画策する 同僚僧に迫 られ，公開諮問
“3）

の

場に引き出され る こ とにな っ た。大方の 見物客が彼の 失態を見よ うと期待 しなが ら会場に集ま

る なかで t 同師はそ の 予想に反 して，自作の 見事な宗教詩 BCA （14）
を朗誦 して みせ る。そ して，

そ の 朗誦中，感嘆する聴衆 を後目に，空 中に現れ た文殊の もとへ と昇 っ て い き、そ の ままナ
ー

ラ ン ダか ら姿を消 して しまう。

　以上 が エ ピ ソ ー ド  の 概要で ある 。 こ の BCA 朗誦の 場面は シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ の 伝記全

体の ハ イライ トとと もな っ てお り，シ ャ
ーン テ ィ デーヴ ァ の 伝記 と して もっ と もよ く知られ て

い る場面で ある 。

　 さて ，諮問を課 され．そ こ で BCA を朗誦 し，空中に消 えて い くとい うこ の 全体の流 れ は，

四 つ シ ャ
ーン テ ィ デーヴ ァ 伝すべ て に共通する の だが，こ こに ブ ス ク伝の 文脈が 混入す るこ と

で ，伝記は主 に以下の 二 点に つ い て 大 きな変化 を被る こ とにな る 。 その 二 点とは，

　　a）ブ ス ク とい うあだ名の 含意の 変化

　　b）著作成立の 順序の 設定 とそ の 意義

で ある。

a）ブス ク とい うあだ名の含意の変化

　ナ
ー

ラ ン ダ にお ける シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ の就学態度に言及する 中で，Vi と Bu は，彼が 同僚

僧た ちか ら Bhu ・Su・Ku （ブ ス ク）とい うあだ名で 呼ばれ て い た とい う挿話 を紹介 して い る
（15｝

。

　こ の ブ ス ク とい うあだ名は，食べ る （V
”
　Bhuj）・寝る （〜厂 Sup）・ぶ らつ く （Ku ）

（’6）
とい う言葉

の 頭文字の 音節三 つ をつ な げて つ くられ た もの で，従来， 日が な
一

日食べ て，寝て ，ぶ らつ い

て い る 「怠 け者」の シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ に対 して同僚僧た ちが投げか けた 「蔑称」と して 知

られ て きた もの である 。 今 日定着 して い る シ ャ
ーン テ ィ デーヴ ァ を怠け者 とする イメ ージは，

こ の あだ名を根拠と して い る 。

　前述 の よ うに ブ ス ク と い うあだ名に つ い て の 言及 は Vi と Bu にある 。 と こ ろ が，シ ャ
ー ン

テ ィ デーヴ ァ が 怠け者 とい うイメ ージ で 語 られ る よ うに な っ た の は Bu か らの こ とだ っ た よ う
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で ある 。 それ とい うの も，Viをみる限 り，ブス ク とい うあだ名は必ずし も怠 け者の 印象を伝え

る もの で はない の で ある 。 Vi はこ の ブス ク に つ い て，以 下 の よ うに紹介 して い る。

寂静で ある とい うこ とで シ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ と い う名を （得て），三 蔵 を聴聞 し r 禅定 し

たの だっ た 。 食事 （bhu） して い て も光 を放っ て お り
〔17〕

．寝て （su） い て も，厠に行 っ て

（  〉い て も （その ようで あ っ た ため），ま さにそ れ故にブ ス ク三昧 を具 えて い る とい うこ

とで，ブス クとい う名で呼ばれ た
（18）

。

　ここで は こ の あだ名が，同師が 食事の 間も寝て い る と きも，そ して排泄 して い る と きも，つ

ま り行住坐 臥常 に瞑想に入 っ て い た こ とを伝 える意味で 用い られて い る とみ る こ とがで きる 。

文中の 〈ブ ス ク三 昧〉とい う言葉は，〈ブ ス ク行〉の 名で 知 られる，ある特殊 な密教的行法を指

す術語
〔19）

に近 く，同 じく文中の 〈常時光 を放 っ て い た〉とい う形容 は，シ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ

が常に こ の 三昧境に あ っ た こ とを示唆 して い る 。 つ ま り Vi は こ こ で ，同師が エ ピ ソ ー ドの   で

語 られた文殊菩薩の 成就法 を実践 し，常 に三昧境 にあ っ たと い うこ とを述 べ て い る とみるこ と

が で きる 。

　上 の 引用か ら確 認される よ うに．Vi は こ こ で ，ナ
ー

ラ ン ダ の 同僚僧た ちが シ ャ
ーン テ ィ デ

ー

ヴ ァ をブ ス ク と呼ん だの は同師が こ の 〈ブス ク三 昧〉を具えて い る ためで あ っ た と説明 して い

る 。 こ の 場合，〈ブス ク行〉の 本来意味す る とこ ろか らすれ ば，同師をブス ク と呼ん だ同僚 は，

こ れ を蔑称や悪名 と して 用 い て い る の で は な く，むしろ彼 を聖者 と認め て い た とい うこ とにな

る 。 す くな くと も Viの 意図はそこ に あっ た もの と見る こ とが出来 る 。

　 とこ ろ が こ の Vi の 文脈 を受 けた はずの Bu は こ の 場面 を以下の ように 語 りなお して い る 。

内面の 行状 にお い て は聖者 （：文殊）に法 を聞 きつ つ r そ こにおい て 三昧 に入 り．甚深な

る論典 を述作 なさ っ て い た の で あるが，外面の 行状は と い えば，食 べ ，寝，ぶ らつ い て い

る こ との 他 は他人 に知 られなか っ た の で ，ブ ・ス ・ク （bhu・
su

・kの とい う三音 （
’du　shes

gsum）で 知 られ る よ うに な り，……（2°｝

　 こ ちらで は，同師は人知れず著作 に励 ん で い た もの の ，人前 で は怠 け者の よ うに振 る 舞い ，

また周囲か らもその よ うに見 られて い た，とだけ説明 されて い る 。 彼 に つ け られた 「ブ ス ク」

と い うあだ 名 も，単 に 「食 べ る」，「寝 る」，「ぶ らつ く」 とい う三 つ の 言葉の 頭文字 を並 べ た だ

けの もの として 挙げ られて い て ，〈ブ ス ク 三眛〉とい っ た密教の 行法 を想起 させ る よ うな説明 と

な っ て い ない 。 こ の 場合，同師は周 囲か らは学の ない怠け者と して しか見られ て い なか っ た，

と い うこ とになる 。

　後 にチベ ッ トで 一般化 し，今 日まで伝 わ っ て い る シ ャ
ーン テ ィ デ

ーヴ ァ の イメ ージは い うま

で もな く，こ の Bu の伝 える評価の 方で ある 。 こ の ようにブス ク とい うあだ名が担 う意味は，

Vi か ら Bu へ と受 け継がれる の に際 して，「聖者」か ら 「怠け者」へ と．同師を正反対の 印象で

伝 える もの に転化 した とみ る こ とが で きる 。

　とこ ろで こ の 文脈で あるが，プ トンは これをブス ク伝 から取 り入れた と見る こ とがで きる 。

その ブス ク伝 は，大食 らい で 寝て ばか りとい う士族階級 出身の 僧侶 に ，王が ブ ス ク とい うあだ

名 をつ ける とい う場面か ら語 り起 こ され る 。
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他 の 者たちは皆，熱心 に五 種の 学問に従事 して い たが，その ク シ ャ トリ ア 出身の 比丘 は い

つ も寝て ばか りで
， 食欲 も旺盛 で 毎朝五 ドロ ーナず つ 米 を食べ て い た 。 デーヴ ァ パ ー

ラ王

が 「こ の 者 はブス クで ある」 とい っ たの で ， 彼は 「ブス ク」 とい う名前で 知 られた 。 ブス

クは食べ て寝て歩 く
ω

の三 つ をする者 とい われ た
ω

。

　この よ うに，ブ ス ク伝は ブ ス ク を 「怠け者」に他 ならぬ もの と して紹介する の で ある
（23）

。 プ

トン は，Vi にあ っ た ブ ス ク とい うあだ名を媒介 と して ，こ こにブ ス ク伝の 文脈を導入 した 。 そ

の 結果，シ ャ
ーンテ ィ デーヴ ァ に は 「怠け者」の イメ ージが 定着す るこ とに な っ た の で ある 。

　 さ て ，こ の 方向修正 は伝記の 文脈に い か なる影響を及ぼ しただ ろ うか 。

　 こ の 「ブス ク」 と い うあだ名 は，Viにお ける聖者の ニ ュ ア ン ス ，　 Bu お よび ブス ク伝 におけ

る怠 け者 の ニ ュ ア ン ス ，い ずれの場合で も，シ ャ
ーン テ ィ デ

ーヴ ァ が一般的な学僧の 生活か ら

外 れて い たこ とを伝 える点 では等 しく機能 して い る 。 つ ま りブス ク とい うあだ名がつ け られた

とする逸話 を挿入する こ とで，伝記は い ずれ も彼が他 の学僧 と日常生活を共に して い なか っ た

こ とを強調 して い るので ある
（24）

。

　 こ の点を強調する こ とは，伝記の 中で ，諮問の 場面を引き出すこと，お よび 同師の 著書が 文

殊の 口訣の教えのみ に よ っ て成立 した こ とを暗示する こと， とい う二点にお い て効果的に機能

して い る 。 た だ し，ここで ブ ス ク を聖者とするか，怠け者とするか は，その 前後の 文脈の作 り

方に影響 を及ぼすこ とになる 。

　諮問の 場面 を引 き出す と い う効果に つ い て い えば，聖 者 とされ た場合 に は，なぜ 聖者 と して

知 られて い た シ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ が諮問に掛け られ な けれ ば な らな い の か， とい う点に つ い

て脈絡が つ けに くくな る 。 実際 Vi は周囲の 大半が 同師を聖 者と見て い た とす る文脈を敷い て

い る ため に，彼に不審を抱 き，諮問にか け ようとした僧の 方を却っ て 「愚者」（bala）と紹介す

る こ とに な っ て い る の で あるが，こ の 僧の 登 場に 関 して は幾分唐突な感は否め ない
。

　
一
方，怠 け者 とされ た場合には，ここ に作 られ る，異端児である彼の 不行状がナー

ラ ン ダの

同僚僧全体に，彼が僧院に留ま り信 施を受け続けて い る こ とにつ い て の 反発 を引 き起 こ す とい

う文脈が十分な説得力を もつ こ とにな る 。 こ の 場合，彼が諮 問にか けられ る と い う流れ は非常

に 自然，か つ 効果的に導入 され る こ とに なる 。 実際，Bu 以 降こ の 場面 は，日常 における放逸ぶ

りと，諮問の場にお ける劇的な真価の 証明の 様子 とが対比 的に語られ る 印象的な場面 と して 広

く世に知られ る こ とに な り，直接 こ の あだ名に言及 しな い Ta，　 Su に も受け継が れ て ，シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ 伝の ハ イラ イ トとして定着したの で ある 。

　
一
方，あだ名の 意味合い の 変化に伴 う文脈の 変化は，著作の 成立 事情 の 説明に影響を及ぼ す

こ とにな っ た。こ の 影響を Bu につ い てみ る な らば，三著が作 られた と しなが ら，その うち BCA

だ けは書物の 形には な っ て い なか っ た とする よ うな，Vi とブス ク伝 とが混在 した瞹昧 な文脈が

形作られ る こ とにな っ た 。 そして こ の 影響は，この 後 に紹介す る，諮問の場 におい て 朗誦 され

る典籍を選択する場面の 叙述 に も影を落とすこ とになる 。
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b）著作成立の順序の 設定 とその意義

　 さて，Bu 以降の シ ャ
ー ン テ ィ デ

ー
ヴ ァ 伝 に見られる もう

一つ の 大 きな変化 は ，
シ ャ

ーン テ ィ

デ
ーヴ ァ の 三 つ の 著作 につ い て 成立の 順序が明確 に つ け られたこ とで あ る 。

　伝統的 に シ ャ
ーン テ ィ デ

ーヴ ァ には SS，
　 SuS，　 BCA とい う三 つ の 著作 がある とされて きたの

で あるが ， それ は こ の ナ
ー

ラ ン ダの場面で の記述 を根拠とする もので あ っ た 。 とこ ろで ， その

三種の 著作に つ い て ，成立 の 順序，お よびそ の 経緯に つ い て の 説明を四 つ の シ ャ
ーン テ ィ デ

ー

ヴ ァ伝の 間で比 べ て み る と，内容が Bu の 前後で 二 分 して い る こ とが わ か る。すなわ ち，伝記

は，同師がナー
ラ ン ダにお い て 三 編の 著作 を著 した とす る点で は

一
致 して い る もの の ，Bu 以

前の 二 本 （Vi，　 Bu）は それ ら三 篇す べ て が諮問以前の 時点ですで に完成 して い た とする の に対

し，後発の 二 本 （TA，　 Su）は，その 時点 まで に完成 して い た の は SS と SuS の みで あ り，　 BCA

は諮 問の 場で 即興的に朗誦 された もの だ，と い う立場 をと っ て い るの で ある。

　 こ の 変化 は，伝 記の 中で BCA を即興 で朗 誦 され たもの とす る評価が定着 して い く過程 と平

行 して進ん だもの と考 えられる 。 伝記の なか で ，シ ャ
ーン テ ィ デ

ーヴ ァ はナ
ーラ ン ダ に お い て

諮問 にか けられ，その 場面で BCA を朗誦す るの で あるが，こ の こ とは．ブス ク伝 も含む，全

て の 伝記 にお い て 共通 し て い る 。 と こ ろ が こ こ で BCA が選ば れ る経緯に 関す る説明は，各本

の 間で微妙 な異 な りを見せ て い る の で ある 。

　諮 問の 場面で ，各伝記は，聴衆 に 日頃の 学問 ・研鑽の 成果 を披露する よ うに迫 られ た シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ーヴ ァ が，逆 に，聴衆に朗誦す る典籍 を選 ばせ よ うと，彼 らに或る 二 者択

一
の 選択肢

を提示する様子 を描 く。 こ の ときシ ャ
ーン テ ィ デ

ーヴ ァ が聴衆に投 げか ける選択肢の 対 はそれ

ぞれ以下の ようなもの で ある 。

　・Vi ： 「rsi （古仙）の 言葉その もの ／意味上 畑 の 言葉 に 等 しい もの （arsa／ artharsa ）」
（25）

　・Bu ：「すで によ く知 られて い る もの ／知 られて い ない もの （sngar 　grags　pa／ ma 、grags、pa）」

　・Ta，　 Su ： 「既成の もの ／新 しい もの （sngar 　byung　ba／ma 　byung　ba）」

　 ここで は まず，選択肢が，Vi では説 き手の 別 とい う観点か ら立 て られ て い る の に対 し，　Bu 以

降で は，未知か既知 かと い っ た観点か ら立て られて い る点が注意 され る だ ろ う。 また Ta，　Su の

もの が全 く同 じ文言で ，か つ Bu に近い もの で あるこ とは，　 Bu の 説がおお むね受 け入 れられ，

以後，若干の 調整を経つ つ も定説 として 定着 したこ と をうかがわせ る 。

　前節で見たよ うに，Viは聴衆で ある同僚僧の ほ とん どが シ ャ
ーン テ ィデーヴァ をそれな りの

境地 に達 した聖者 と見て い た と記 して い る 。 その ため，こ の 諮問の場面 も，当人に某か の 学問が

ある こ とを前提 として，年次行事の 中で その 成果 を発表する もの と して設定され て い る 。 また

著作 に関 して も，Viに は，諮問に望む時点で既 に三著す べ て が予 め完成 して い た と明記され て

い る 。 つ ま り Viで は，シ ャ
ーン テ ィデーヴァが 自作の 中か ら朗 誦す る典籍 を聴衆に選 ばせ る，

とい う流れが作 られて い る とみ る こ とがで きる 。 選択肢 の ar§a／ artliarsa と い う区別は，《arsa

＝古仙の 言葉 ＝経典 ＝SS／ SuS》，《artharSa ＝聖仙 の言葉 に内容上等 しい もの ＝ 論書 ； BCA 》

を意図 した もの とい え，こ れは経典集 として の SS／ SuS と，全 くの 自著で ある BCA と い う，

書物の形式の違 い を反映 した もの と考 えられる。 Viの 文脈で は また T シ ャ
ーン テ ィ デーヴ ァ の
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純粋な 自著で ある BCA も，他 の 二 著 と同様 ， 諮問以前の 時点で 完成 して い た こ とに な る。こ

れは BCA をも文殊 の ロ訣の 教えで ある と位置づ けよ うと して い る の で あろ う。 こ うして ，こ

の場面に託 され た Vi の 意図は，シ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ と文殊，お よび BCA とを結 びつ ける こ

と，そ して ，三 著が すべ て シ ャ
ーン テ ィ デ ー

ヴ ァ の 著作だ と い うこ とを強調する こ とに あ っ た

と推測 される の で ある
 

。

　さて，こ れ に対 し，Bu 以 降で は，そもそ もこ の 諮問の 場面設定自体が変更され る こ とにな

る 。 Bu にお い て諮問は，学僧の 日課 として 定例で行われて い た 「輪番の 経典読み」の 当番と い

うこ とに託 けて 実施される もの となる 。
こ の 場合には，朗誦すべ き対象は予め既存の 経典と定

まる こ とになる の で ，シ ャ
ー ン テ ィ デ ーヴ ァ に 自前の 著作が あ っ た か どうか ，とい うこ とはは

じめ か ら問題 に されな い こ とに なる 。
こ れ はブ ス ク とい うあだ 名の 読み替えに よ り，Bu が彼

を怠け者と紹介する文脈を作 っ た こ とと呼応 する もの で あ り，Vi とは こ の 点立場を大 きく異に

す る。 また Bu で は，聴衆に提示する 選択肢 の 対も，「すで に よ く知られ て い る もの ／知 られ て

い ない もの （sngar 　grags　pa／ma 、grags、pa）」と，　 Vi の もの とは大 きく異なる もの に変更されて い

る 。

　こ の 新 しい 文脈 は ， ブス ク とい うあだ名につ い て の 時 と同 じく，Bu が ブ ス ク伝 の 文脈か ら取

り入れ たもので ある 。 ブス ク伝で は ， 諮問を日課の 経典読 み の 当番 とい う文脈の なかに位置づ

け ， 「既存 の もの ／新 しい もの （sngar 　byung　ba／ma 　byung　ba）」 と い う選択肢
（27）

をシ ャ
ー ン テ ィ

デ
ーヴ ァ に語 らせ て い る 。 選択肢の 文言 に若干違 い がある もの の ，こ れが Bu と近 い もの で あ

る こ とは明 らか で ある 。

　と こ ろ で ブス ク伝 につ い て 注意 され る の は，こ れ がそ もそ も自著の 存在に
一

切触れ な い 伝記

だ
 

，と い うこ と で ある 。 こ の こ とが，伝記 にお ける BCA の 位置づ けを根本的に変える契機

となる 。
つ まり， 上述の 選択肢 を提示 され ， 聴衆 は 「新 しい もの 」 （ma 　byung　ba）の 方 を選ぶ

のだが， 自著の存在が想 定 されて い ない こ とか ら，こ こ で新作 として朗誦 される BCA は，ブ

ス ク伝で は実 に ， 経典に対する 自作 とい う意味で の新作 と い うこ とに留 まらず，その場 で 即興

的に読み出 された もの と い う位置づ けを与 えられる こ と になる の で ある 。

　 こ の 点 Bu で は，ブス ク伝 における 「新 しい もの 」に対応する 「知 られて い ない もの 」 とい

う選択肢の ほ うが選ばれる こ と に なる の だが，同伝 で は Vi を承けて 諮問前に三著が完成し て い

た と述 べ て しま っ て い る ため に，同類の 「まだ知 られ て い ない もの 」 と い う選択肢が お の ず と

三種の 自著 を指す ことになる
（29）

。 す なわ ち Bu は直接に BCA を即興で 詠 まれ た もの と して い る

訳で はな い の だが， こ こ に ブ ス ク伝の 文脈 を忍び込 ませ た こ とで ，Ta，　 Su が後に，　 BCA を即

興で 朗誦 された もの と紹介する契機を与える こ とにな っ た の で ある 。

ブス ク伝の 文脈 を導入 した意図 とその 影響

　さて ，こ の よ うに，Bu は こ こ で ，　 BCA を即興で 朗 誦された もの とす る ブ ス ク伝の 文脈 を導

入 し，Vi が敷 い た文脈 を一部軌道修正す る こ とで ，　 BCA に，自著で はあるが，典籍 にはな っ て

い な い とい う瞹昧な位置づ け を与える こ とにな っ た 。 そ して こ の 瞹昧 さが また，次にみ る場面

を挿入する呼 び水 となる の で ある 。

一113一

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Japanese Association for Tibetan Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoclat 二lon 　for 　工 lbetan 　St二udles

一
シ ャ

ー ン テ ィ デーヴ ァ 伝 の 変質とそ の 意味に つ い て 一

　 こ の 後 Bu は，シ ャ
ー ン テ ィ デ

ーヴ ァ の 著作 三 編の 成立お よび発見 の 事情 を説明する に際 し

て ，伝記 に独 自の 場面 をあ らたに加 えて い る 。 Bu は まず，口頭で 朗誦 され た もの で あるため

に，BCA には著者 自身の手 になる書物 は存在せ ず，今 日伝わ っ て い る書物 として の BCA は，

シ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ が ナ

ー
ラ ン ダか ら姿を消 した あと，諮問の 聴衆だ っ た パ ン デ ィ ッ トた ち

の聞き覚えに よ り編集され，もた らされ た もの だ とする
｛3e）

。 こ こで プ トン は興味深 い こ とに，

（1）そ の 聞 き覚えに よる編纂の 過程で，BCA に 700 頌，1000頌，1000頌超 と い う三 通 りの 版が

で きて しま っ た こ と，また， （II）特に参照 すべ き典籍と し て ，　 BCA が 直接に SS，　 SuS を名指

しする，とい う二 つ の新 しい 事項を伝記に書き加える 。 そ して こ の 文脈は さ らに，三種の BCA

の うちい ずれ の 版が正 しい の か，また言及 され た SS，　 SuS とは何か，との 疑問の 答えをシ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ 本人 に直接尋ね る為の 使者を立 て る と い う場面 を引 き出すこ とに なる。

　
一

見唐突に見 える こ の
一

連の 場面追加で あるが，その 意義は，Vi の 文脈 と の 対照によ り推測

して みるこ とが出来 る 。

　 Vi は，諮 問以前 に三著がすべ て 完成 して い て ，シ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ が姿を消 したあ と，彼

の 房舎か ら BCA ，　 SuS，　 SS の 三著が一緒 に発見 された として い る 。 つ まり Viは，　 BCA も含 め

た三 書す べ て が 諮問以前の 段 階で すで に シ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ 自身の 手 で 書 き残 され，書物 と

して も存在 して い た とする立場 をと っ て い る の で あ る 。 こ の よ うに房舎から著者 自身の 手 にな

る もの が，しか もただ
一

部だ け発見 される の で あれば，著作 に複 数の 版が出て きた り，どれ が

正 統な もの かが問われる とい っ た事態が生 じるこ とは想定 されえない だろ う。 つ まり，Viが ま

とめられた時，編者の 周辺で は，（1）に書かれて い る ような，BCA に複数の 版がある とい っ た

状況はなん ら意識されて い なか っ たとみ る こ とがで きる 。

　 と こ ろ が，Bu はそ うした Vi の 文脈 を変更 し，こ こ で あえて 三 つ の 版の 存在 に言及 する の で

ある 。 こ の こ とか ら逆 に推測する ならば，こ の 文脈は，Bu がまとめ られた当時 現実に 同書 に

三 つ の 版本が流通 して い て ， どの 版 を正統 とす る かが争わ れる と い っ た状況があ っ た こ とを反

映 して い る の で は ない か と考えられる の で ある 。

　プ トン は，聞 き覚えに よ り編集 された もの だか ら，と の 理由を与 えて 状況 をい っ た ん追認 し

ておい て か ら，続 けて，使者 を立てて著者本人か らお墨付 きを もらうとい う場 面を挿入するの

で あるが，こ れは こ うす る こ と で ，版の 正統争 い とい う問題に決着 をつ けよ うと して い る の だ

と考え られる 。

　 と こ ろ で こ の ときもし，論主本人の 書 き残 した BCA が存在 した とす る Viの 文脈 を残 して お い

た ならば こ こ で あえて新 た に使者 を派遣 して 当人に伺い を立て る とい う場面を加 える こ とが

で きな くな っ て しまうだろ う。 そこ で 注 目されたの が，諮問前 には著書 をな して い なか っ た ，

とするブス ク伝 の 文脈 なの である 。 プ トンが こ こ でブス ク伝 の 文脈 を利用 したの は，まさに こ

の ，BCA に複数の 版がある とい う当時の 状況 を伝記の 文脈 に反映 させ ，加 えて 自らが依用す る

1000頌 か らなる 10章立 ての BCA （＝現行本）を正統 と定めるこ とにつ い て，こ の ブス ク伝 の

文脈が有用だ っ たため なの だろ うと考えられ る
（3 ’）

。
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SS
，
　SuS を BCA に先行す る典籍 とする見解 の定着 とその影響

　 と こ ろ で Bu は ，諮問の 場面で は三 つ の 著作 がすで に完成 して い る こ とをほの めかすの だが ，

その 後房舎か ら書物の 形で 見 つ かる の は SS と SuSだけとして い る 。
つ ま り完成 して い たはず

の 三著の うち ， BCA だけが書物 として残 されて い なか っ た ， とす るの で あるが ，
こ れ は 三 書が

あらか じめ完成 して い たとす るに して はい かに も不自然 な説明とい わざる を得ない 。 そ の ため

もあ っ てか後発の Ta，　 Suは，諮問以 前に作られ たもの として挙げる典籍を SS，　 SuS の 二 書に

限定 して
（32）

， BCA を諮問の場で即興 的に読み 出 された もの とする 立場を明確に して い る
（33＞

。

そ して こ の こ とが，前述 した ような，三 著作の成立事情に つ い て の説明が 四伝記の 間で 二 分 し

て い る とい う状況を生 じさせ る こ とに な っ て い る の で ある 。

　 こ うして BCA を諮問の場 で即興で 詠まれ た もの とす るブ ス ク伝の 文脈は，　 Bu にみられる過

渡期的な段階 を経た の ち，それ 以降の シ ャ
ーン テ ィデ

ーヴァ伝の 中に定着 した 。 こ れに より，

シ ャ
ーン テ ィデーヴ ァ の 三 つ の 著作の 成立順 も，こ れ を反映す る形で 決定 される こ とに な っ

た 。 す なわ ち，SS，　 SuS が BCA に 先行 して 成立 して い た典籍 と位 置づ け られ る こ とに な っ たの

である 。

　 SS，　 SuS を BCA に先行す るもの とす る文脈 は，こ うして ，ナ
ー

ラ ン ダにお い て諮問の 以前に

書かれて い た もの，すなわちエ ピソ
ー ド  の場面にお い て獲得 した直接交信の 術を通 じ，文殊

か ら直接の教 導を受けて成立 した とされるべ き典籍 は SS，　 SuS とい う二 つ の 経典集の み で あ っ

た，とい う新 たな含意を伝承 に加 える こ とになるの で あるが，こ れに よ りBCA は，文殊の 直

説 とい うべ き SS，　 SuS とい う経典集 を基礎 としなが ら，そ れ 自体は諮問の場で即興 で朗誦 され

た もの と位置づ け られる こ とにな っ た 。 つ まり，SS，　SuSが教説内容の上で も BCA の ベ ー
ス に

な っ て い る とい う文脈が伝承の 前面に 出され る こ と に な っ た の で ある 。

　こ の 理解が 伝記の 中で 明確な形 をと っ て 表面化する の は Ta以 降とい うこ とに なるが，折衷

され た文脈の ため に見 えに くくな っ て はい る もの の ，同様の 理解は Bu の段階ですで に準備さ

れて い た とみるこ とがで きる 。

　前 に紹介 した ように，Bu は独 自に，ナ
ー

ラ ン ダか ら姿を消 した シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ に使者

を立て るとい う場面 を加 えて い たの で あるが，その特徴 的な場面 にプ トン はあえて ，BCA の 中

に SS と SuS とい う典籍が言及 されて い る こ とをと りあげて （： （II）），読者 に注意 を喚起する

の である 。

　こ の 場面で プ トン は，「SS は何度も繰 り返 し見 よ」，「ある い は また，まず要略 した SuS を見

よ」 と，BCA が 直接に SS，　 SuS を参照す る よ うに勧 め る，現行本 BCA 第五 章 105，106偈の

偈文の
一
部を伝記の 中に引用 して い る

G4）
。

　こ の 偈 は従来，BCA ，　 SS，　 SuS とい う三書の 著者 と目されて きたシ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ が ，

主 著で ある BCA の 中で ，それ以前 に完成 して い た 自著 につ い て 言及した もの として理 解され

て きた もの で，シ ャ
ーン テ ィ デーヴァ の 著作の 成立事情に 関する従来の定説 の根拠 とな っ て き

た もの で あっ た
（35）

。 と ころが 近年，石 田 ［1993］，斎藤 ［2001］等は，BsCA との 比較に よ り，こ

の 文句が実の ところ現行 10章本 にお ける増広，もしくは改変の 加 えられたもので ある こ とを指
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摘 して い る
（36）

。 斎藤 ［200正］は さ らに，こ の 増広が SS を重視する立場 の 者たちに よ っ て なされ

た もの と考 えられる こ とを論 じて い る。

　 とこ ろ で SS，　 SuS が BCA に先立 っ て 成立 し て い た とい うこ の 文脈は，　 SS の 教説を BCA 解

釈の ベ
ー

ス に 置こ うとする praj．の シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ 理 解
｛37）

の 方向性 と合致する もの で あ

る 。 プ トン は他で もな い こ の 増広部分を引用 して い る の で あるが t そ うする と，こ の 部分で プ

トン は まさ に，praj．の 立場に 同調 し，い わ ば意図的に praj．の シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ 理解を伝記

に導入 して い る の だ とみる こ とがで きる 。 す なわ ち，伝記の 中で 語 っ て しま うこ とで ，プ トン

は こ の praj．の 立場の 正統化 ， 定説化を試み て い る の だ と考えられ る の で ある 。

　筆者は本稿の 冒頭近 くで ，praj，が 著作の 成立事情 に つ い て の 新説を唱 える こ とを動機 と して

成 っ た伝記で あろ うとの 見解を述 べ た の で あるが，そ の 新説とは，お そ らくBu に 見 られ る こ

の ，BCA と SS と を同
一

人物の 著作 と し，か つ また ，　 BCA を SS，　 SuS よ り後に作 られ たもの と

する，と い っ た こ とを内容 とする もの で あっ た だろ うと考えられ る 。

　こ の praj．の 根本的な意図を継承する Bu は，　 gseLや ブ ス ク伝の 文脈 も取 り入れなが らも，最

終 的に は こ の praj．の 立 場 を正統 に定め る意図 を持 っ て構成され た と言 い うる だ ろ う。 従来の

シ ャ
ー ン テ ィ デ ーヴ ァ の 著作 の 成立事情 に関す る研究は，BCA 自身が SS，　 SuS に言及す る上 記

の BCA 第五章 105，106偈 を根拠 と して ，基本的に同師の 著作 の 成立順を 〈SS → BCA ＞ とみ

る こ とを核 とす る もの で あ っ た の だが ，こ うして み る と，こ の 従来の 解釈そ の もの が，Bu 以 降

の伝 記に よ っ て 意図的に誘導され た もの だ っ た，と言えそ うで あ る 。

まとめ

　チ ベ ッ トにおける シ ャ
ー ン テ ィデーヴ ァ伝の 祖型 とな っ た Bu を編む に あた っ て，プ ト ン は

ブ ス ク伝 と い う伝記 も用 い た 。 ブ ス ク伝 は元来シ ャ
ー ン テ ィ デ

ー
ヴ ァ の伝記を下敷に成立 した

伝記 とみ られ るが，密教行者 ブ ス ク とい う，表 向き別人物 の 伝記 と して語 り直され る にあた っ

て ，文脈に，ブ ス クを怠け者 と し，BCA の み の 著者 とす る よ うな変更が 加え られ た よ うで ある 。

　こ の ブ ス ク伝 の 文脈を再度導入 した こ と で ，Bu は ブ ス ク伝 の 性格 を色濃 く反映す る もの と

な っ た 。 そ して その 変質は，Bu がチ ベ ッ トにおける シ ャ
ーン テ ィ デ

ーヴ ァ 伝の ス タ ン ダー ドと

な っ た こ とで ，後の シ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ 伝に も受け継 がれ て 定着し

，
シ ャ

ー ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ

は怠け者で あ り，BCA は即興詩で ある とい うイメ ージ を広 め る こ と に な っ た 。

　また，以上 の よ うな表層の 変化 の 下で，Bu は 10章立て BCA （：現行本）を依用 し，　 SS を重

視する とい う特徴を もつ praj．の 立場 を，シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ 理 解の 正統 の 座 に据える流れを

作 っ た とも言え る。
こ の 流れ は，BCA を，　 SS の 作者で あ る シ ャ

ー
ン テ ィ デ ー

ヴ ァ の 著作 と し，

両書を共に読む とい う伝統を定着 させ た 。 近代の研究者 は まさに こ の 伝承 に 基づ き，BCA を SS

の 後に作られた もの と し，そ の 作者をシ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ として紹介 して きた の で ある

（18）
。
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（

（7）

（8）

（9）

（lo）

（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

た とえば ツ ル テ ィ ム ・藤仲 ［2005］の序論の 中で （p．62），ラ ム リ ム の 教え に 関して ア テ ィ シ ャ へ

と次第 した法統 の系図が記 され る中に，こ の 系譜 も記載 され て い る 。 同書 の 系図 の 出典が ど こ に

あ る か は明 らか で は な く，筆者は 目下調査中で ある が ，同書を読む限り，こ の 系図は，著者の ツ

ル テ ィ ム ・
ケサ ン 博士 が ダ ラ イ ・ラ マ 14 世よ り口頭で 伝授 された もの で あ る らしい 。また，文

殊か らシ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ を介し，ア テ ィ シ ャへ と伝えられ た 法統の 存在に つ い て は，同書本

編 の註 （p．307，n．16）に つ い て も参照 の こ と。

Pezzali ［1968］で は 「ネパ ー
ル 出土 の 梵文写本」〔Le　 manuscrit 　 nepalais ）とい う名で呼ばれ て い

る。こ れ が ヴ ィ ブーテ ィ チ ャ ン ドラ の もの で あ る こ とに つ い て は，de　Jong［1975］，もしくは拙論

［2009］を参照 の こ と。

拙論 ［2009亅参照 。

ア クシ ャ ヤ マ テ ィ もブ ス クも シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ の 別名と され る 。 大波濤行の系譜の 元 に成 っ

た と考 え ら れ る 系譜 は，AkSayamati （：blo　gros　mi 　zad 　pa）の 名を挙げて い る （Eimer ［1979］2．teil，

p．21， §033）。同所で AkSayamatiは無数の 徳性 を具 えた （yon　tan　dpag　tU　rned 　pa　dang　ldan　pa）人

物 と紹介さ れ て お り，そ の彼の 徳性の
一

つ に く六 つ の 異名 〉とい うもの が挙げ られ て い る 。 ア ク

シ ャ ヤマ テ ィ は BsCA の 著者 と して も知 られ る名前である が ，　 Bu は，　 SS の 著者名で あ る シ ャ
ー

ン テ ィ デ ーヴ ァ を同師の本名として紹介 して い る。

拙論 ［2009］参照 。

〈七 つ の 驚嘆すべ き逸話〉の 内訳は 以 下 の 通 り。  守護尊 の 獲得，  ナ
ー

ラ ン ダに おけ る事跡，

  大論争の 仲裁   外道 の 改宗，  物 乞 い の 救済，  王国 で の 奇跡譚，  Sankaradevaの論駁。

斎藤明博士 は こ の 〈七 つ の驚嘆すべ き逸話〉とい う枠組 みがす で に ア テ ィ シ ャ の 時代に成立 して

い た と指摘 して い る （斎藤 ［2002P 。

註 4で触れ た よ うに，gsenに属する と見られ る ア テ ィ シ ャ の 伝記 厂／鴨 〃 2 伽 厂 嚠 α 3p σ は，　Aksayamati

の 持 つ 無数の 徳性と い うもの の 中か ら，代表的な徳性 をい くつ か並 べ て 例示 して い る （Eimer

［1979］2．teil，　p．　21，§033）が，こ の く七 つ の 逸話〉も同所 にあげられた徳性 の
一つ で ある 。

今 日得 られ る シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ 伝の 中で，内容ま で み る こ との で き る 最古の もの は，ヴ ィ

ブーテ ィ チ ャ ン ドラ の Bodhicarydvatara （BCA ）の 言主釈書 の 冒頭 に掲 げ られた伝記 （Vi）である 。

gser．は現存 しな い ため確実 な こ と は言 えな い が，　Bu が gser．に由来する 〈七 つ の 逸話〉を揃え る

構成を採用 し て い る こ とか ら考え て，少 な くとも praj．と重複 しない エ ピソ
ー

ドに関 して は，　 Bu

は gser．の もの を踏襲 した もの と思われる 。

前掲，拙論 ［2009］参照 。

前掲，拙 論 ［2009］参照。

ブス ク伝 もまたナーラ ン ダで の 逸話を中心に構成され て い る 。

Vi で は 「文殊の 智」 （mafijuSrij
’
fiaila），　 Bu で は 「文殊の 成就法」 （

‘
jam　dpal　rnon 　po

’i　sgrub 　thabs），

Ta で は 「常時文殊の尊顔 を拝す」（rtag　tu　
‘
jam　dpa玉gyi　zhal 　gzigs），Su で は 「卓越堅固な三味 （の

者 と な っ た）（ting　nge 　
‘dzin　bzang　po　

‘khrangs）などとあり，表現は様 々 だが，い ずれ もシ ャ
ー

ン

テ ィ デーヴ ァ が文殊 と特別の 関係を得た こ とを印象付 ける こ と を意図 した よ うな表現 が な さ れ

て い る 。

「経典の 読み合わせ 」t 「試験 」等，伝記 ご とに 様 々 な表現が与え られ て い る が，本稿で は ひ とま

ず 「諮問」とする 。

こ の 場面で BCA が朗誦され る こ と は 全 て の 伝記 に共通する。

こ の あだ名は Ta と Su に は出て こ な い 。 た だ し，　 Su に は 「三 つ の 名で 呼ばれ て い た」と，こ の

あだ名 を暗示す るような記述がある 。

一118一

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Japanese Association for Tibetan Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoclat 二lon 　for 　工 lbetan 　St二udles

一 シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ 伝 の 変質とそ の 意味につ い て
一

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

（22）

（23）

（24）

（25）

（26）

Vi で こ の 語 に対応する の は kulim−gataとい う語 で ある 。　 Bhu・su ’ku の 三 音節目に あ る ku は，こ

の k叫iの頭文字か ら取られた もの だろう。 kutiは小屋，庵などを意味す る言葉 である 。 註 19で見

る よ うに，CMP に お い て ku1irp−gatvaは チ ベ ッ ト語で bsha　lg 　sar 　
’
gro　ba と訳され て い る 。　bshang

sa は 「排泄の場」を意味する と さ れ て い る か ら，こ の 場合 の kutiが 「厠」を意味す る こ と は 明

確 で ある 。 後で見るように，プ トン は bhu ・
su

・ku の ku に対応する語と して
’

gro　ba 「進む，行

き来す る」 を与 えて お り，そ の た め従来 の 研究 は こ の   に つ い て，
’

gro　ba に対応する 意味をも

つ サ ン ス クリ ッ ト語の 動詞語根を探 して きた の だ っ たが，こ れは，Sktの kUtirp　gataが Tib で は

bshang　sar
’

gro　ba と なるため，こ こ か ら bshang　sa が落ちた こ とによ りこ の ような対応 関係が出

来た と 見るべ きだろう。 プ トン が Vi の サ ン ス ク リ ッ ト本 を参照 して い たかは明らか で な い が，

Vi の チ ベ ッ ト訳で は既に
’
gro　ba の 類義語

’
chags 　pa （歩 く）が用 い られ て い る こ とか ら，それを

受けて プ ト ン は こ こ で
’
gro　ba を当て た の だ ろ う。 と こ ろ で，　kutiに は 「房 舎／独房」 （学僧 に個

別に与え られた居室 ）とい う意味もある 。 Vi の末尾に は，シ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ の 三 つ の 著作

が po¢hu  ti（屋根裏部屋 か ？）か ら見つ か っ た，な ど書かれ て い る箇所が あ り （de　Jong ［1975】

p．172，§XVI ），こ こ で の k叫iは必ず しも 「厠」を意味 して い る の で は な く，僧院内 の 同師の居

室を意味 して い た可能性 もある 。 常に瞑想 し，著作に励ん で い た，とい う記述がある こ とを考え

る と，そ の ような解釈 も可能であるように思わ れる 。

Vi の チ ベ ッ ト語訳 に基づ くならば 「光 を修 して 」 （
’
od　gsal　bsgom　pas）とな る。　de　Jong ［1975】は

梵本 に何 らか の 欠損が あるの で はない か ， と指摘 する（p，173）。 前出 CMP の ブス ク行の説明部分

（p．491）に は，「無垢なる本性の光を直証 して」（prabhasvaraip　eva 　sakSatkaroti　nirmalasvabhEvam ）

とい う表現が見られ る こ とか ら言 っ て も，de　Jong ［1975】の 指摘は 正 しい もの と思 わ れる。

舗ntidevanam 亘pra≦跏 tatvat　pi些akatraya 卑 ≦rutva　dhy且yati　slnal　bh啅jano
’
pi　prabhEsvaram　supto

’
pi　k叫i【p

gato
’

pi　tad　eveti 　bhOsukusam巨dhisamapannatvat　bhusukun且rrialchy且tarpl（de　Jong　1975，p．170）．

筆者は東京大学の斎藤明教授か ら，
“Bhusu  

”

（「ブ ス ク」）の 伝統的な意味 につ い て の 註釈 が，密

教の アーリ ヤ デ ーヴ ァ の 著作 CMP の 中 に あ る と の ご 教示 を 頂 い た 。　CMP 　eg　11章に bhusukUcaryfi

とい う行法に関して の説明がある が ，それで ある 。

nang 　gi　kUn　spyod 　
’

phags　pa　la　chos 　gsan　cing 　de　la　mnyam 　par　
’
jog　pa　dangl　bstan　bcos　zab 　mo 　rtsom　par

mdzad 　kyangl　phyi
’i　spyod 　lam　za 　nyal

’

gro　ba　ma 　gtogs　pa　gzhan　gyis　ma 　rig 　pasl　bhu　su 　ku ’du　shes 　gsum
bzhes　grags　shingI （The 　Collected　WQrks　ofBu −ston ，　vo1 ．24（Sata−pitaka　64 ，

　fol．8581．7−fol．8591．1）．

前註 （16）にも筆者の 理解を示 したように，
“ku”はおそ らく元 来は kutiの 頭文字 と して取 られ

たもの で ある が，ブ ス ク伝で はすで に こ こ に 「歩く」（
’
chags ）の 語をあて て い る。　 Viの チ ベ ッ

ト語訳 本 （ヴ ィ ブーテ ィ チ ャ ン ドラ の 『BCA 註』） も bhusUkusamEdhi の 説 明 で ku の 部分 に 同

じ
’
chags を与えて い る 。　Bu はおそ らくこ の 理解 を取 り入れ た の だ ろ う （た だ し Bu は こ の 語を，

CMP との 関連が伺われる訳語 を類義語 の
’

gro　ba に替えて い る）。

gzhan　kun　brtson　pas　rig　pa
’i　gnas　lnga　la　byang　bar　yod　pa　lal　rgyal　rigs　dge　slong 　de　ni　rtags　tu　gnyid　log

bar　byed　la［　
’
pho　ba’i　me 　drod　kyang　che 　nas 　

’bras　bras　lnga　lnga　nang 　re　bzhin　za 　yin
’dug　pa　lal　rgyal 　po

de　wa 　pha　la　na 　rel　
’di　bhu　su 　ku　zhig 　

’dug　ge　zer 　bas　l　ming 　du　yarig　bhu　su　kU　zhas 　grags　lal＿（CSP，　Lu ，

p．189，38a，11A−6）．

ブス ク伝 は文殊の 法 の 獲得を伝え る  の エ ピ ソードを持たない （拙論 ［2009］）。 従 っ て ，そ の 行

状をブ ス ク三 昧にある状態 とは紹介で きない の で ある 。

CMP に よ れ ば，プ ス ク行は世間的な喧噪を断ち，ひ たす らに食，睡眠，排泄 とい う自己 の 肉体

的欲求 の 中 の密教的意味を見い だ し て い く修行法で あ る 。 こ の 場合，当然他 の 同僚僧た ちとの 交

わ りは断たれ る こ とに な る か ら，事情を知らない 者の 目に は異端児的な行動 を取る者と映る こ と

になるだ ろう。

arSa／ arth 邸 a とい う言葉の 意味に つ い て は （de　Jong［1975］）に お い て 詳し く解析さ れ て い る 。

m の チ ベ ッ ト本に は ，シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ーヴ ァ の 意 中 に は当初か ら BCA があ っ た こ とを伝え よう

とする
一
文 （de　la　spyod 　pa　la　’jug　pa　gdon　par　

’
es　zhes 　bsam　nas ．．．）が挿入 され て い る 。 と こ ろ で Vi
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（27）

（28）

（29）

（30）

（3D

（32）

（33）

（34）

（35）

（36）

（37）

（38）

は，arthar寧a の 語義説 明を行 う部分 で，ス ブ
ー

テ ィが般若波羅蜜を説い た 際に釈尊が彼に加持 を

与えた こ とを引き合い に出しつ つ ，その後，BCA 第 10章の 詩節をひきなが ら，こ の 後シ ャ
ー

ン

テ ィ デ
ー

ヴ ァ が朗誦 しようとす る BCA が，文殊 の 加持の も と に 説 か れ る もの で ある こ とを強調

し て い る 。

こ の 「既存の もの／新しい もの （sngar　byung　ba／ma 　byung　ba）」と い う選択肢 の 文言 は Ta，　 Su

と全 く同 じで あ る 。

さきに見た ように ブス ク伝に お い て ，ブス ク は文字通 りの 「怠け者」として描かれて い るた め，

著作を編ん で い た とい うような説明は一切され ない の で ある 。 こ の 点，ブス ク伝は BCA につ い

て も，「BCA10 章 の 本質を解説 し」とする の み で ，必ず しも自作 と して い な い こ と は 興味深 い 。

実際 Bu で は，聴 衆が選 ん だ 「知 られて い な い もの 」だけ で は朗誦する 典籍は 絞 りきれず，

シ ャ
ーン テ ィ デ

ー
ヴ ァ 自身が さ らに 三書の 中か ら，分景が中くらい の BCA を選ぶ，とい う文脈

が 作 られ て い る （Pezzali［1968］　pp．　6−7）。

こ の 文脈 は Ta，　 Su にも受け継がれ る 。

Bu に加えられ た場面に つ い て，斎藤博士 は，元来先行 して 存在して い た ア クシ ャ ヤ マ テ ィ作 の

9 章立 て 旧本 BsCA に替 えて ，そ の 新 しい バ ージ ョ ン で ある 現行 10 章本を正統 と定め よ うとい

う意図をもっ て 加え ら れ た もの で は ない か，との 可能性 を指摘 して い た （斎藤 【1986］p．103）。

Pezzali［1968］p．13　（： TA ），　p，19　（：Su）　．

Tat　 Su が とる，　 BCA が 諮問以前の段階 で は作 られ て お らず，諮問 の 場 で 即興的 に 朗誦 され た と

する立場 は，実はブス ク伝 の 文脈をよ り素直に 反映 した もの とい うこ とが で きる 。 Ta，　 Su が ブ

ス ク伝を直接的 に踏まえ
』
て い る こ とは，先に見た，シ ャ

ー
ン テ ィ デ

ー
ヴ ァ が聴衆に 問い か けた選

択肢 の 対 に 関 して，こ の 両 者が ブス ク伝 の sngar 　byung　ba／ ma 　byung 　ba とい う対をそ の まま採用

して い る こ と か らも確
’
認す る こ と が で きる 。

lbSlabpa　kun　las　btuspa　yang　l　I　nges 　par　yang　tang　yang　du　b亘ta　I（105cd）

yang　na 　re 　zhig 　rndor 　bsdus　pa
’i　I　I　mDo 　rnams 　kun　tas　btus　pa　blta　1（106ab）

6晦 δ∫α切 麗・α ｛yσ も必ず何 度も繰 り返 し見よ 。

ある い は まず要略 した Sfitrasamuecayaを見よ。

こ の 偈 は従来，シ ャ
ー

ン テ ィ デ
ー

ヴ ァ の 三 つ の 著作の 間 の 関係を示 すもの と し て様 々 に訳出考

察が試み られ て きた （Bendall ［1902］　introduction　p．　IV，　n2 ）が，斎藤 ［2001］は こ の 問題 に
一応 の 決

着をつ けた もの と思われる 。

敦煌 か ら 出土 し た現行 10章立 て BCA の 旧稿 に あた る ア ク シ ャ ヤ マ テ ィ作の BsCA との 比較考察

を通 じて，石 田 ［1993］， 斎藤 ［2001］は，
Bu に引かれ て い る偈文が ，現行本 BCA に後か ら増広 ・

付加 もしくは改変を加えられ たもの で ある こ とを明らか にした 。 斎藤 ［2001］には，こ の 偈文の

挿入が SS を重視す る 者 の 手に よ っ て行わ れ た と考え ら れ る こ とをは じめ，こ の 二 偈 と シ ャ
ー

ン

テ ィ デ ーヴ ァ 伝 との 関係に つ い て も詳細 に論 じられ て い る。

プ ラ ジ ュ ニ ャ
ーカ ラ マ テ ィ が SS を BCA の 基礎に据え よ うとする 意 図を持 っ て い た こ とに つ い

て は，BCAP の 注釈方針か らも汲み 取る こ とが出来る （拙論 ［2002】）。

と こ ろ で，文殊 の 直接的な教示 によっ て成 っ た とされ る SS ，　 SuS が い ずれ も 「経典集」で あ る

とい うこ とは 興味深い
。 とい うの も，こ の 場合，文殊か らシ ャ

ー
ン テ ィ デ

ー
ヴ ァ に授けられ た

とされ る教えは，「経典集」 として 結実する こ とが妥当な，経典との結びつ きの 深 い もの であ っ

た ，とい う含意が 自ずと示唆され る こ とに な る か らで あ る 。 シ ャ
ー

ン テ ィ デーヴ ァ 作 の SuS は

現存 して い な い ため，今日，文殊 の 法と い うもの を伝えて い る と見る こ とが で きるの は SS の み

とい うこ とに なる。もし，文殊の法の エ ッ セ ン ス が経典集である SS に残 されて い る の だ とすれ

ば，逆 に SS に集め られた経文 は なん らか の 意味で 文殊 との 縁が深 い もの とされて きた経典 なの

で あ ろ う，との 推測が 立 つ こ ととな る。その 意味で SS に収録された経典の 組成に は，文殊に仮

託 され て きた教説 の内容を解明する鍵が隠され て い る と考える こ とが で きるだろう。 こ の 点 は 大

変興味深 い もの で ある が ，こ こ で は そ の 可能性 を示唆す るに とどめ，考察は 次の機会を期す こ と

とした い 。
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