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古代イ ンド建築家たちのマ ンダラ

―mandalipakaraは 「円い城壁」か?―

橋 本 哲 夫

は じ め に

「テ ー ラガ ー タ ー 」 第863偶 のmandalipakaraは 諸 氏1)に よ っ て 「円 い 城 壁 」 と

訳 さ れ て い る

参 考 訳― か つ て,わ た しは,高 く円 い 城 壁 を め ぐ ら され,堅 固 な 見 張 り塔 や 門 の あ

る城 の 中 で,剣 を 手 に した人 々 に護 られ な が ら,し か も お の の い て 住 ん で い た.(中 村 元

訳)

ま た,各 辞 書 に お い て も,mandalinは,PTSD.で は,"mandalin(adj.)[fr.manda-

la]1.circularTh1,863(mandali-pakara).2.havingadisk,orbed(ofthesun)Si.51=VvA

ll6".と あ り,Childers'Dic.で は,"mandali(adj)havingadisk,orbed,circular.man-

dali(f.)disk,circle"と あ り,や は り 「円 い 」 と 訳 す べ き の よ う で あ る.し か し,

こ の ガ ー タ ー の 要 旨2)「 城 の 中 で,物 理 的 に 安 全 で あ っ て も 私 は 懐 い て 暮 ら

し て い た 」 に 対 し て,「 円 い 城 壁 」 が 資 す る と こ ろ が あ る の だ ろ う か.ま た,

mandalipal<araは 注 釈3)に よ れ ば,",mandalakarenapakara-parikkh-

itte."と あ り,mandalakarenaは,「 マ ン ダ ラ様 式 に 則 っ て 」 と解 す る こ とが で き る,

4)
.す な わ ちmandalinと は,建 築 様 式 と し て の 「ヴ ァ ー ス ト ゥ ・フ。ル シ ャ ・マ ン

ダ ラ 」 様 式 の こ とで は な い の だ ろ う か.こ の こ と を 考 え る.そ の 際,テ キ ス トの

範 囲 は,Sutta-nipata(Sn.と 略 す.以 下 同 じ),Samyutta-Nikaya(SN)vol.1,Dhamma-

pada(Dhp.),Thera-gatha(Thag.),Theri-gatha(Thig.),Udana,Itivuttaka,Jataka(J.)と

す る5).

1.建 築 用 語 と し て のmandala:「 ヴ ァ ー ス ト ゥ ・ プ ル シ ャ ・ マ ン ダ ラ 」

Thag.863で,mandalinと コ ン パ ウ ン ドを 形 成 して い るpakaraは,古 代 イ ン ド建

築 史 で は,「 ヴ ァ ー ス ト ゥ ・プ ル シ ャ ・マ ン ダ ラ 」 と い う,・ い わ ば 本 殿 寺 院 境
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内,村 落 ・都 市 の設 計 図 にお け る基 本 要 素 で あ る 「周 壁 」 を 意 味 す る.こ の こ と

に つ い て は,す で に 「建 築 家 た ち の マ ンダ ラ ヴ ァ ー ス トゥ ・プ ル シ ャ ・マ ン

ダ ラ」(r種 智院大 学研究紀 要』第6号,2005年3月)で 述 べ た こ とで あ るが,「 平 安

仏 教 学 会 」 研 究 発 表 会(2004年12月11日,種 智 院大学,口 頭発表)に お い て 付 け加

え た こ と(pakaraが 複 数であ ること6))も あ るの で,こ こで 改 め て,概 要 を記 して お

く.

「ヴ ァー ス トゥ ・プル シ ャ ・マ ンダ ラ」 と は,小 倉 泰7)著 『イ ン ド世 界 の 空 間

構造 』(1999年,春 秋社)に よ れ ば,ヒ ン ドゥ ー 寺 院 の地 鎮 祭 で,「 これ か ら寺 院

が 造 営 さ れ る敷 地 の一 角 に,グ リ ッ ドに 区切 られ た正 方形 を描 き,そ の正 方形 の

上 で,『 ヴ ァー ス ゥ ・プ ル シ ャ』 と呼 ば れ る,土 地 を 支 配 す る一 種 の 精 霊 と,ブ

ラ フ マ ー神 を始 め とす る さ ま ざ まな神 々 を勧 請 して供 養 す る.こ こ で描 か れ た グ

リ ッ ドに 区 切 られ た 図 形 を 『ヴ ァー ス トゥ ・プ ル シ ャ ・マ ン ダ ラ 』 と よん で い

る.」8)そ れ は,い わ ゆ る 『ヴ ァー ス トゥ ・シ ャー ス トラ』 に記 され て い る.

『ヴ ァー ス トゥ ・シ ャ ー ス トラ』 と は,『 シ ルベ ・シ ヤー ス トラ』 とも呼 ば れ9),

「『諸 技 芸 の 書 』 とい う意 味 で,都 市 計 画 ・建 築 ・彫 刻 ・絵 画 な どを 扱 っ た サ ンス

ク リ ッ ト語 の文 章 群 を 言 う.最 も完 全 な もの は,『 マ ー ナ サ ー ラManasara』 で あ

り,他 に,『 マ ヤ マ タMayamata」,『 カ ー シ ャパKasyapa』 等 が あ る.… 『マ ー

ナサ ー ラManasara』 は サ ンス ク リ ッ ト語 で書 か れ て い るが,そ の 内容 は,P.K.ア

チ ャ ル ヤAcharyaの 英 訳 と図 化(1934)10)に よ っ て広 く知 られ る … 成 立 年 代

は,諸 説 あ るが,ア チ ャル ヤ に よ る と6世 紀 か ら7世 紀 に か けて 南 イ ン ドで か か

れ た も の とされ るll)」 もの で あ る.

そ して,こ れ らの 「ヴ ァ ー ス トゥ ・プ ル シ ャ ・マ ンダ ラ」 は,同 心 方 形 状 の領

域 に 区 切 られ,神 々 が 配 置 さ れ る.そ れ らの う ち,正 方形 を8×8=64の 区 画

に分 割 す る方 法(マ ン ドゥーカ)と,9×9=81の 区 画 に分 割 す る方 法(パ ラマ

シャー イ ン)の 二 っ が よ く知 られ て お り,そ れ ら を 例 に と る と,中 心 の 方 形 は

Brahmaが 占 め,そ れ を 囲 続 す る2っ め の 同 心 方 形 はRudraな どの神 々 が 配 置 さ

れ,さ ら に そ れ を 囲 続 す る3つ め の 同 心 方 形 は神 々 が い な くて,回 廊 の よ うに

な っ て お り,さ ら に そ れ を 囲 続 す る4つ め の最 外 周 の 区 画 に はIndraな どの神 々

が 配 置 され て い る(図1).

こ の マ ンダ ラ(=ヴ ァー一ス トゥ ・プル シャ ・マ ンダ ラ)は,寺 院 の本 殿 建 築 の指 標

の み な らず,寺 院 境 内 の 配 置,し い て は村 落 ・都 市(図2)の 配 置 の 指標 で も あ

る こ とが,小 倉 泰 氏 に よ っ て 詳 細 に論 述 さ れ て い る12).そ して,そ の際,寺 院境
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図1ヴ ァー ス トゥ ・ブ ル シ ャ ・マ

ンダ ラ(パ ラマ シ ャ ー イ ン.9×9

=81)

『イ ン ド世 界 の空 間構 造 』 よ り

図2シ ュ リご ラ ンガ ム(タ ミル ・

ナ ー ドゥ,イ ン ド)

『都 市 史 図集 』 よ り

内,村 落 ・都 市 が 幾 重 も の 「プ ラ ー カ ー ラ(prakara)」(パ ー リ語 「パ ー カ ー ラ」

(pakara)),す なわ ち 「同 心 方 形 状 の 周 壁 」 に 区切 られ て い る こ と(た だ し,村 落 ・

都 市 の場合 は目に見 え る とは限 らない),さ ら に,村 落 ・都 市 にお い て は,職 能 集 団

の 同心 方 形 状 の 階 層 的 配 置 が,「 ヴ ァ ー ス ト ゥ ・プ ル シ ャ ・マ ン ダ ラ」 を 表 現 し

て い る こ とにな る13)と され る.

2.経 典 内 の 「ヴ ァ ー ス ト ゥ ・プ ル シ ャ ・マ ン ダ ラ 」 的 要 素

小 倉 氏 の紹 介 す る 「ヴ ァ ー ス トゥ ・プ ル シ ャ ・マ ン ダ ラ」 の諸 特徴 の 内,以 下

の4点 が 重要 と考 え る.

① 全 体 が グ リ ッ ドに 区分 け され て い る こ と14).

② 神(本 殿 ・境 内)ま た は 人(村 落:・都 市15))の す み わ け が あ る.

③ 同 心 方 形 の複 数 のプ ラー カ ー ラ(パ ーカー ラ.村 落 ・都 市の場合 は 目に見 え るとは

限 らない)の 存 在.

④ 中心 に特 別 の価 値 を置 く16).

これ らの 各 要 素 が,前 述 の パ ー リ語 経 典(散 文 を含 む)お よ びJatakaの 内 に 認

め られ る か ど うか を,Jatakaを 中 心 に検 証 す る.

① 全 体 が グ リ ッ ドに 区 分 け さ れ て い る こ と― テ キ ス トの 韻 文 中 に,vibhatta

bhagaso mita(整 然 と方形 に区分 されて いる)と い う語 句 が あ る が,そ れ は,「 地 獄
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niraya-17)」「Mithila(者 区市 名)18)」 「後 宮antepural9)」 「殿 堂kutagara20)」 「草 葺 小 屋

pannasala21)」 「天 宮vyamha22)」 「邸 宅nivesanaや 住 居nivesa23)」 に 対 して の み,補

語 と して 使 わ れ て い る.そ れ らの う ち,「 地 獄niray司 「Mithila(都 市 名)」 「天 宮

vyamha」 「邸 宅nivesana」 は 「村 落 ・都 市 」 に 相 当 し,「 後 宮antepura」 「殿 堂

kutagara」 「草 葺 小 屋pappasala」 「住 居nivesa」 は 「本 殿 」 に相 当す る.こ れ らす べ

て は,「 全 体 が グ リ ッ ドに 区分 け され て い る」 と考 え る.

.Tataka,VI,p.276,G.に は,あ る都 市24)の 「方 形 に 区 画 さ れ た 土 地(simghatakesu

bhumi)」 とい う表 現 が あ る.

② 神(本 殿 ・境 内)ま た は人(村 落 ・都 市)の す み わ けが あ る

市 内 は,庶 民 街(vessavithi25)),象 牙 工 の 街(dantalcaravithi26)),機 械 職 人 街(pesa-

karavisikha27)),料 理 人 街(odanikagharavlthi28)),染 物 屋 街(rajakavisikha29))で あ らわ

さ れ る よ うに,職 能 集 団 に よ っ て 住 み 分 け が な され て い る。 そ して,日 雇 人 夫

(bhataka)は,城 門 に住 む30).

ジ ャ ー タ カ 第546話(Jataka,VI,pp.332～333)に は,ブ ッ ダ に よ る建 物 と村 の 設

計 の 話 が あ り,そ こに は,「 住 み分 け」 「マ ン ダ ラ」 に か ん して示 唆 に富 む 記 述 が

あ る― 「マ ホ ー サ ダ」(=菩 薩 実 はブッダ)が 子 供 の とき,村 の 中 央(majjhe)

に あ る 「遊 び場kilamandala」 で 遊 ん で い た が,い ろ い ろ な危 険 が あ るの で,別 の

場 所 に,「 遊 戯 堂kilas盃副 を建 て よ う と考 え,仲 間 の 子 供 た ち に持 っ て こ させ た

お金 で,大 工 の棟 梁 に設 計(糸 を張 る)さ せ た とこ ろ,気 に 入 らな い の で,マ ホー

サ ダ 自 ら糸 を張 り,設 計 図(vicarana)を 書 い た.そ れ に よ る と 「遊 戯 堂kllasala

の 部 屋 割 りは,「 寄 る辺 な き人 」 「夫 を失 っ た婦 人 」 「修 行 者 ・バ ラモ ン」 「外 部 の

人 」 「商 人 」 の部 屋 に分 け られ て お り,す べ て の 部 屋 が 外 側 に 向 くよ うに な っ て

い た31).こ の 「遊 戯 堂kllasala」 の設 計 は,「 職 能 集 団 に よ る住 み分 け」 とは 異 な

る基 準 で 「住 み分 け」 が考 え られ て い る よ うだ.仏 教 的 とい え る.

③ 同 心 方 形 の 複 数 の プ ラ ー カ ー ラ(pali:パ ーカー ラ.村 落 ・都市 の場 合 は目に見 える

とは限 らない)の 存 在― い くつ か の 都 市 に は,「 多 くの城 壁 と門(bahupakaratora-

na)」 が 付 属 し て い る32).ヴ ェー サ ー リー は,3重 の城 壁 が あ る(J.1,P.389,504).

しか し,い ず れ の場 合 も 「同 心 方 形 」 とな っ て い るか は不 明.ま た,バ ー ラー ナ

シー で は,pakaraは 都 市 の 中 の 宮殿(rajanrvesana,antepura)に も設 置 され る33)の で,

都 市 自体 のpakaraと 併 せ る と2重 とな るが,宮 殿 は 町 の 中 心 に は な い34)の で,

「同心 方 形 」 とな っ て は い な い.

あ る村35)で は,村 の 中 心 は,四 辻 で あ り,そ こ に はpakaraで 囲 わ れ,庭 園,池
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の あ る 「会 堂 」 が あ る.こ の 場 合 この 村 にpakaraが あ れ ば,ふ た つ のpakaraは

「同 心 方形 」 とな るが,こ の 村 にpakaraが あ るか ど うか は不 明 で あ る.

④ 中心 に特 別 の価 値 を置 く バ ー ラー ナ シー ミテ ィ ラー の都 な どで は,宮

殿 は 「都 の 中央(nagaramajjhe)」 に はな い36).こ の こ とは,都 の 中 央 に は王 の権 威

を超 え る もの が 置 か れ るべ きだ との 考 えが 示 され て い る.

そ して,ジ ャ ー タ カ第497話(J.lv,pp.375～390)で は,長 者 の娘,デ ィ ッ タ マ

ンガ リカ ー が 自分 の夫 はmahabrahma(大 梵天)で あ る と言 っ た とこ ろ,都 市(バ ー

ラー ナシー)の 人 々 に そ の よ う に遇 され,人 々 は,都 市 の 中央 に(nagaramajjhe)大

き なパ ビ リオ ン(mandapa)を 建 て,そ こに彼 女 を住 まわ せ,出 産 させ た とい う こ

とが 書 か れ て い る.そ れ は,「 ヴ ァー ス トゥ ・プル シ ャ ・マ ン ダ ラ」 の 中央 の ブ

ロ ッ ク に勧 請 され るBrahmaが 意 識 され て い る こ との証 左 と考 え る.

この よ う に 「ヴ ァー ス トゥ ・プ ル シ ャ ・マ ン ダ ラ」 的 コ ンセ プ トは,「 同 心 方

形 」 状 とい う点 を除 い て,テ キス ト内 に も存 在 す る こ とが 明 らか とな った.で は,

それ らの コ ンセ プ ト とテ キス ト内 のmandala/mandalinと の 関係 は ど うで あ ろ うか.

韻 文 中 に は以 下 のmandala/mandalinの 用 例37)が あ る

mandala(J.II, p.99, G.“™) , mandalin(SN.vol.l, p.51, G.), mandalipakara(Thag.863) 

gamandala(Thag.1143) , gomandala(Sn.301; .I.VI, p.27, G.), tulamandala(J.VI, p.235, G.) , 

puthavimandala(Sn.990), puthuvimandala(Thag.674“™), rathamandala(J.VI, p.515, G.), 

sahassamandala(Sn.688), gaganamandala(J.I, p.18. G.)

こ れ ら の うち,コ ン パ ウ ン ドの 対 と な っ て い る単 語 は,pakara(城 壁),　go(ga38))

(牛 〉,tula(秤),　 pathavi(puthavi,　 puthuvi)(領 国),　 ratha(車 両),　 sahassa,　 gagana

で あ る.pakara以 外 は,寺 院,都 市 な ど に つ い て の 建 築 様 式 で あ る 「ヴ ァ ー ス

ト ゥ ・ プ ル シ ャ ・ マ ン ダ ラ 」 と の 接 点 は な い.　 　 　 nmandalaJ),　mandalin(SN.vol.1,

p.5140))は,前 後 の 文 脈 か ら,建 築 用 語 と は な り え な い.以 上 の こ と よ り,韻 文 中

のmandala/mandalinは,「 ヴ ァ ー ス ト ゥ ・プ ル シ ャ ・マ ン ダ ラ 」 の マ ン ダ ラ で は な

い.つ ま り,テ キ ス ト内 に は,「 ヴ ァ.rス ト ゥ ・プ ル シ ャ ・マ ン ダ ラ 」 の コ ン セ

プ ト は 十 分 あ る が,そ れ を 表 す 言 葉 と し てmandala/mandalinを 使 わ な か っ た と い

う こ とで あ る.結 果 と し て,最 初 の 目論 見 か ら は 外 れ て,mandalipakaraは 「ヴ ァ ー

ス ト ゥ ・プ ル シ ャ ・マ ン ダ ラ に 則 っ たpakara」 と は な ら な い.
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ま と め と 政 治 ・軍 事 的mandala

結 論 と し て,mandalipakaraは 「ヴ ァ ー ス ト ゥ ・プ ル シ ャ ・マ ン ダ ラ に 則 っ た

pakara」 で は な い.で は,mandalipakaraは ど う訳 す べ き か.こ こ で,紙 幅 の 都 合

上 概 要 の み を 述 べ る.上 記 の 韻 文 中 のmandala/mandalinは,カ ウ テ ィ リ ヤ の 『実

利 論 』 の 「マ ン ダ ラ の 理 論 」 とMilindapanha,p.350の"tisumandalesu"と い う語

句 と の 総 合 か ら,mandalaと は,「 ひ とつ の 強 国 を 中 心 と し た 周 辺 諸 国 と の ユ ニ ッ

ト」 と い う 「政 治 ・軍 事 的mandala」 と し て 扱 わ れ る べ き で あ る.そ のmandala

は パ ー リ語 経 典 韻 文 中 の 複 合 語 の 後 半41)と な っ た 場 合42)に は,「 そ の 種 の も の の

集 ま り の う ち,中 心 に あ る も の(最 高 の も の)」 を 意 味 す る よ う に な っ た の だ と考

え る.一 方mandalinは,「 マ γ ダ ラ の 理 論 」 で 使 わ れ る,"rulerofa(minor)region"

(the Buddhist Hybrid Sanskrit Dic.)の 意 で あ る.mandalipakaraは,「 領 主(地 方 王)の

(を 護 る)た め の 城 壁 」 と な る.(以 上)

1)中 村 元 『仏 弟 子 の告 白 』(岩 波 文 庫,1989),早 島鏡 正 『原 始 仏 典 第9巻 一 一 仏 弟

子 の 詩 』(講 談 社,昭 和60年),増 永 靈 鳳 「長 老 偶 経 」(『 南 伝 大 蔵 経 第25巻 』 所

収).

2)テ ー ラガ ー ター863の 要 旨 お よ び,こ の 「城(=カ ピ ラ城 と考 え られ る)」 が 円 くな

い こ とにつ い て は,拙 論 「建 築 家 達 の 「マ ン ダ ラ 」 ヴ ァー ス ト ゥ ・プ ル シ ャ ・マ

ンダ ラ― 」(『 種 智 院 大 学 研 究 紀 要 』 第6号,平 成17年,種 智 院 大 学)参 照.ま た

『ア ル タ ・シ ャ ー ス トラ』(上 村 勝 彦 訳 『カ ウ テ ィ リヤ 実 利 論― 古 代 イ ン ドの 帝 王

学(上)』1984岩 波 文 庫,97ペ ー ジ)で い わ れ る 「円 い城 砦 」 の 「円 い」 は,vrtta

(pali,vatta)で あ り,mandalinで は な い.

3)ThagA,Ⅲ,p.54.

4)akaraの 語 義 を,CPD.の"6.way,method,manner,means,"と す る.

5)散 文 も含 む.全 てPTS本.Jatakaの 本 文 と注 釈,韻 文 と散 文 の 区別 は,『 ジ ャー タ カ

全 集 』(中 村 元 監 修 ・補 注,1984～88,春 秋 社)に 従 う.Thag.863のdalhamattalakot-

thakeralckhitokhaggahatthehiの 部 分 は,ジ ャ ー タ カ 第4巻106ペ ー ジ の韻 文 に も見 られ

る

Ukkinnantaraparikham dalhamattalakotthakam / rakkhitam baggahatthehi duppavesam idam

puram.(J.Ⅲ,p.106,G.)城 壁 と城 壁 の 間 に 堀 を め ぐ ら し,堅 固 な 見 張 り塔 や 防護 室 の

あ る,剣 を手 に した人 々 に護 られ て い る,こ の 内裏 は,侵 入 しが た い.

こ こ のpuraは 前 後 か ら 「内 裏antepura」 と考 え ら れ る.Thag.863のpureも 「か つ て 」

で は な く 「内裏 の な か で 」 か も知 れ な い.

6)Thag.863のpakaraは 英 訳 で は複 数 で あ るK.R.NormanElder'sverses1(PTS.1969)
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p.82; Caroline Augusta Foley Rhys Davids Psalms of the Early Buddhists. Part H, Psalms of the
Brothers (Theragatha) (1913, Pall Text Society Translation Series, I) p.3l7. -e<-ais に つ い て

は,K.R.NormanElder'sverses/,P.146,adG.102 .お よ びThomasObeliesPa/iaGrammar

Tipitaka(2001,WalterdeGruyter)p.146-147参 照.た だ

し,Thag.863は,い ず れ の 場合 も例 と して挙 げ られ て い な い .

7)上 村 勝 彦 ・宮 本 啓 一 『イ ン ドの夢 ・イ ン ドの 愛 』(1974年,春 秋 社)所 収 ,小 倉 泰

「聖 化 さ れ た空 間一 建 築 」 参 照.

8)小 倉 泰 著 『イ ン ド世 界 の空 間 構 造 』(1999年,春 秋 社)6ペ ー ジ.

9)『 ヒン ド ゥ教 の建 築 』(ジ ョー ジ ・ミ ッチ ェ ルGeorgeMichell著,神 谷 武 夫 訳1993年,

鹿 島 出版 会)96ペ ー ジ,訳 者 の注 記 参 照.

10)P.K.Acharyaの 図 化 の 一 部 が,『 都 市 史 図 集 』(都 市 史 図 集 編 集 委 員 会 編1999年,

彰 国社)66ペ ー ジ に記 載 され て い る.

ll)『 ア ジ ア都 市建 築 史 』(布 野 修 司編2003年 昭 和 堂)p.150-151.こ れ に 対 し,「 根 幹

は,中 世 初 期 の編 集 で あ っ た と して も,近 世 まで に増 補 され た と こ ろが 多 い の で は な

い か と推 定 せ ざ る を得 な い」 とい う意 見 も あ る.(『 新 訂 建 築 学 大 系4-Ⅱ 東 洋 建 築 史 』

昭和51年,彰 国社,90ペ ー ジ).

12)小 倉 泰 著 『イ ン ド世 界 の空 間構 造 』(1999年,春 秋 社)104-160ペ ー ジ.都 市 とマ ン

ダ ラ につ い て の研 究 は 『マ ドゥ ラ イ(タ ミル ・ナ ー ドゥ,イ ン ド)の 都 市 空 間構 成 に

関 す る研 究 』(生 活 空 間 設 計 学 講 座,布 野 研 究 室,大 辻句 子,2004,修 士 論 文 概 要.

www.archi.kyoto-u.ac.jp/shuron/public/mta _h15/ayako%20otsuji.pdf最 終 ア ク セ ス タ イ ム:

2005/08/15.)に もみ られ る.

13)小 倉 泰 著 『イ ン ド世 界 の 空 間 構 造 』(1999年,春 秋 社)146ペ ー ジ.

14)グ リ ッ ドパ タ ー ン(方 格 状 パ タ ー ン)の 始 原 は,モ エ ン ジ ョ ・ダ ー ロ だ とす る米 倉

二 郎 の説 が あ る.「 す な わ ち この都 市 は,東 に6度 フ レ た南 北 線 と,こ れ と直 交 して 大

浴 場 の 南 を と お る東 西 線 を 基 軸 に,一 辺 約600フ ィ ー ト(180メ ー トル)の 正 方 形 ブ

ロ ッ ク に よ る 方 格 状 地 割 だ っ た も の と推 定 さ れ る と い う.」(矢 守 一 彦 『都 市 図 の 歴 史

世 界 編 』 昭和50年,講 談社,297ペ ー ジ).ま た,同 所 に は,米 倉 二 郎 の,古 代 オ

リエ ン トの 「度 制 」(度 量 衡)と イ ン ダ ス の そ れ は ま っ た く同一 で は な い けれ ど も,同

一 の 原 理 や 同似 の 呼 称 を用 い て い る 点 か ら
,共 通 の起 源 か ら発 して い る も の と想 定 し

て い る とす る説 が 紹 介 さ れ て い る.ま た,方 形 状 町 割 の 派 生 に 関 し て,そ れ は 「方 形

都 市 囲郭 の形 成 と密 接 なか か わ りが あ っ た もの と考 え る」,す な わ ち,シ ュメ ー ル 期 の

「方 形 の 聖 域 の 四 辺 に沿 い,あ る い は これ よ り発 して 方 形 囲郭 の 四 辺 の 門 に通 ず る主 軸

路 が,お の ず か ら方 格 状 町 割 の基 幹 とな っ て き た の で あ ろ う と思 う」 と言 う(同 書,

298ペ ー ジ).さ らに,「 方 格 状 パ タ ー ン」 の持 つ 利 点 と して,「 最 も初 歩 的 な測 量 器 具 ・

技 術 で,レ イ ア ウ トが可 能 」 「土 地 の配 分 ・所 有,お よ び租 税 の賦 課 に便 利 で あ る」 「軍

事 的 ・政 治 的支 配 に とっ て有 利 で あ る」 等 が あ げ られ て い る.

15)小 倉 氏 は,建 築 書 『マ ヤ マ タ 』 の 記 述 に 準 じ て 「村 落 」 と 「都 市 」 とを 同列 に 論 じ

て い る.一 方 『マ ー ナ ・サ ー ラ』 も 「村 落 」 と 「都 市 」 と を 同列 に 扱 うが,そ れ にっ

い て は,山 崎 元 一 『古 代 イ ン ド社 会 の研 究 』142-3ペ ー ジ参 照.本 論 で は,両 者 に 区別
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はつ け な い が,実 際 に は,都 市 に つ い て の 記 述 が 中心 とな って い る .イ ン ド都 市 の 歴

史 につ い て は,『 都 市 図 の歴 史 世 界 編 』358ペ ー ジ 「イ ン ド都 市 の 〈腑 分 け〉 の 試

み 」 に詳 しい.

16)同 心 方 形 に よ っ て何 重 に も区 切 られ る場 合,中 心 の ブ ロ ッ クが 最 も価 値 の 高 い ブ

ロ ッ ク とな る.必 然 的 に,梵 天 な どの最 高 神 の 「寺 院 」 ま た は王 の 「内裏 」 「宮 殿 」 が

位 置 す る こ と に な る.た だ し,小 倉 氏 の コ ン セ プ トで は,都 市 の 中心 に ブ ロ ッ ク が な

い 場 合 は,マ ン ダ ラ様 式 と し な い よ うだ が,こ の 論 で は,都 市 の 中 心 に ブ ロ ッ クが な

い 場 合 も 『マ ー ナ サ ー ラ』 の 分 類 に あ る よ うに(『 マ ー ナ サ ー ラ』 の 「ダ ン ダ カ」,「 プ

ラス タ ラ」 の パ タ ー ン.『 都 市 史 図 集 』212ペ ー ジ参 照)そ の 場 合 は,中 央 の 大 通 りの

交 差 点 に面 す る ブ ロ ッ クが 最 も価 値 の 高 い ブ ロ ッ ク とな る.一 方,中 心 に も っ とも 弱

い も の を置 くの は,戦 術 用 語 の 「蓮 華 陣padumabyuha」 と呼 ぼ れ る(Jataka,Ⅱ,p.404;

IV,p.343.た だ し同 心 方 形 で はな く,同 心 の 円形 また は近 似 円形).

17)JatakaV,p.266,G.こ こで は,「 整 然 と方 形 に 区分 」 す る基 準 は 「四 つ の 隅」 と 「四

つ の 門 」 で あ る

Catulckanna catudvara vibhattab hagasomite/ayopakarapariyanta ayasa patikujjita.(地 獄 は,)

四 つ の 隅 と四 つ の 門 に よっ て(基 準 と して)整 然 と方 形 に 区 分 され,鉄 の城 壁 に囲 わ

れ,鉄 に覆 わ れ て い る.

18)JatakaVI,P.46,G.Mithilaに は,さ ら に,「 多 くの 城 壁 ・ア ー チ 門bahupakaratorana」,

「堅 固 な 見 張 り塔 ・防 御 室dalhamattalakotthaka」 「大 通 りmahapatha」 「市 場antarapana」

が 付属 して い る.

19)JatakaVI,P.47,G.Mithilaの 「後 宮 」.lcutagaraと 同 様 に単 独 の 建 造 物 で あ る(J.VI,

p.146).別 の箇 所 で は,「 王 の子 供 と妃 た ち が住 む と ころ」 とされ る.(J.VI,p.133,G.)

20)JatakaVI,p.47,G.原 文 に はkutagaraと あ るが,kutagaraに 改 め る.ADictionaryofPali

(2001,PTS)に1<utagaraは あ るが,kutagaraは ない.

21)latakaVI,p.276,G.

22)JatakaVI,P.120,G.,P.122,G.こ の宮 殿 は,「大 地 の 区分(bhumibhaga)」 を有 して い る.

宮 殿 の大 き さ を表 す もの か?

23)Sn.300.nivesanaと は 「敷 地 」,nivesaと は,そ の 中 の 「建 物 」(comm.adSn.300).

J.IV,P.276のnivesanaとnivesaも 含 め て よい.

24)都 市 名 不 詳.そ の都 市 に は 「多 くの壁 と門(bahupalcaratorana)」 も付 属 して い る.

25)J.VI,p.485,G.J.VI,p.485,散 文,ジ ェー トゥ ッ タ ラの都.

26)J.1,P.32011,P.197,バ ー ラー ナ シ ー.

27)Udana,p.4,ラ ー ジ ャガ ハ.

28)J.Ⅲ,P.48,サ ー ヴ ァ ッテ ィー.

29)J.IV,P.81,ア シ タ ン ジ ャ ナ.

30)J.Ⅲ,P.446,バ ー ラ ー ナ シー 原 文 は,bhatikaと あ る が,P.447のbhatakaお よ び

PTSD.に よっ て,bhatakaに 改 め る.階 層 に応 じた住 み分 け の1例 で あ る.

31)「 す べ て 外 側 に 向 くよ うに」 作 っ た場 合,建 物 が ほ ぼ 円 形 とな る可 能 性 が あ る.も

し,そ う で あ り,さ ら に も し,mandalaが 「円 い 」 を 意 味 す る な ら,こ の 「遊 戯 堂
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kilasala」 に こ そmandalaを つ け て 呼 ぶ べ き で あ る.あ る い は,「 ヴ ァー ス ト ゥ ・プ ル

シ ャ ・マ ン ダ ラ」 を描 い た の だ と して も,そ れ は,方 形 で あ る の で,円 い とい う意 味

で のmandalaは 付加 し な い の は 当 然 で あ る が,今 度 は ,「 ヴ ァー ス トゥ ・プ ル シ ャ ・マ

ン ダ ラ」 と して のmandalaを つ け て呼 ん で も お か し くな い の に,そ うは な ら な い.村 に

は,こ の 「遊戯 堂kllasalaと は 別 に元 か らあ っ た 「遊 び場kllamaη4ala」 もあ り,両 方

の村 中 で の位 置 を マ ホ ー サ ダ(実 は ブ ッ ダ)は 設 計 して い る.saleとmandalaと の違 い

は建 物 の 形 態 の相 違 以 外 に あ る と推 測 さ れ る.そ れ は,建 物 の位 置 で は な い か と考 え

る.す なわ ち,同 一 の機 能 を持 つ も の の うち,中 央 に あ る も の に はmandalaを つ け,そ

うで な い も の に はつ け な い,と い うこ とで あ る.あ る い は,mandapaの 誤 記 の 可 能 性 も

考 え られ る.

32)ジ ェー トゥ ッタ ラ(J.VI,p.592,G),ミ テ ィ ラー(J.VI,p.46,G.),都 市名 不 詳(J.VI,

p.276,G.).

33)J.Ⅲ,p.505.こ こ で は,rajanivesanaとantepura(antopuraのv.1.)が ほ ぼ 同 じ も の と

扱 わ れ て い る が,rajanivesanaの な か にantepuraが 入 れ 子 状 に あ る こ と も考 え ら れ る.

そ の 場 合 はpakaraが3重 に な る.

34)バ ー ラ ー ナ シー ミテ ィ ラ ー な どの 都 市 に 「布 施 堂 」 を 設 置 す る場 合,「 都 の 四 つ

の 門nagaradvara」,「 都 の 中 心nagaramajjha」,「 宮 殿 の 門 前nivesanadvara」 に お か れ る

(J.1,p.262,IV,p.355等)こ とか ら,「 宮 殿 」 が 「都 の 中 心」 で な い こ とが わ か る.

35)マ ガ ダ 国 の マ チ ャ ラ村.(J.1,P.199)

36)注37参 照.

37)こ れ らの うち,mandalin(SN.vol.1,P.51),mandalipakara(Thag.863),puthavimandala

(Sn.990),puthuvinlandala(Thag.674)に つ い て は,『 頼 富 本 宏 博 士 還 暦 記 念 論 文 集 マ

ン ダ ラ の諸 相 と文化 』(平 成17年10月 出 版 予 定,法 蔵 館)所 収 「パ ー リ語 経 典 韻 文 中

のmandalaに つ い て(1)」 で 論 じた.

38)ノ ー マ ン は,gama-andalaと しつ つ,"aroundtheworld"と 訳 す.K.R.Norman Elder's 

versesI(PTs.1969)P.105,281.筆 者(橋 本)は,仮 にgamandala=gomandalaと し,語 義

を 「牛 王 」 とす るが,さ ら に調 査 が 必 要 で あ ろ う.

39)Sace vat'anujo poso sikharakarakappito/anane tamg ahetvana mandale parivattaye/

khippam eva pahatvana tass'evaanuvidhiyatlti.//(J.II,p.99)も し も美 し く,姿 の よい 人 が,

手 綱 を ひ い て,円 形 牧 場 を一 ま わ りす れ ば,速 や か に,足 を 引 きず るの をや め て,彼

の ま ね を す るで し ょ う(田 辺 和 子 訳 『ジ ャ ー タ カ全 集2』349ペ ー ジ).筆 者(橋 本)

は,mandaleを 注 釈 と同 じ くassamandaleと 読 み,さ ら にpl.lnsと 解 し,「 円形 牧 場 を 」

にか わ って.「最 高 の 馬 と とも に」 とい う訳 も あ るの で はな い か と考 えて い る.

40)前 述 「パ ー リ語 経典 韻 文 中 のmandalaに つ い て(1)」 参 照.

41)複 合語 の 型 に よっ て は,こ の訳 とは な らな い.

42)時 間 的 先後 を 言 っ て い るの で は な い.

〈キー ワー ド〉mandala,vastu-purusa-mandala,prakara,建 築

(種智 院大 学 助 教 授)
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ning of the study of the two works, we have to define Myoe's basic position 

on criticism of Senchakushu. As one of the approaches, we will consider 
Zaijarin and Shogonki comprehensively by focusing attention on the various 

texts from which Myoe quoted for his criticism of Senchakushu and examine 

his purpose in quoting them. 

The aim of this paper is make clear his criticism common to the two 
works through the analysis of their structures, and then to compere and ex-
amine the texts quoted for it. 

56. Mandala of Architects in Ancient India 

Tetsuo HASHIMOTO 

Can we translate manndalipakara in Theragatha 863 with "a circular ram-

part"? 
In the Jataka there are many concepts of vastu-purusa-mandala which is 

a plan for a temple or a city, but this is not expressed with the word manda-

la/mandalin. The meaning of mandala/mandalin in verses of the Pali canon 
can be figured through synthesis with "a theory of mandala" in the Ar-

thasastra of Kautilya and "tisu mandalesu" of the Milindapanha. 
It means "a unit with peripheral countries led by one great power in the 

center" and should be treated as the mandala of politics/military affairs. 

The mandala comes to mean "the whole unit with order relation in the 
center and the outskirts" in primitive Buddhism. And when it is located in 

the latter half of a compound, it means "a thing in the center (or the best 

thing) among the aggregation of the kind". 

 On the other hand, mandalin means "ruler of a (minor) region" used in "a 
theory of mandala" as explained in the Buddhist Hybrid Sanskrit Diction-

ary. 
Mandalipakara should be translated with "the rampart for (or to protect) a 

lord or a king of a (minor) region".
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