
The Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assoclatlon 　of 　工ndlan 　and 　Buddhlst 二　St二udles

印度學佛教學研究第 64 巻第 1 号　平成 27 年 12 月 （1）

奥書が無 い ネワ
ー ル 仏教写本の 書写者た ち

吉　崎　
一

　美

問題の 所在　 これ まで に 筆者は， 世界各地 に 散在す る ネ ワ ー ル 仏教写本の 奥書

を解読 し ， そ こ に記 され た ［1］書写年代 と ［2］書 写者 （また は書写依頼者， もし

くはその 両者）の フ ル ネ ー ム お よび ［3］住所を根拠 に して ， 写本書写 に 関わ っ た

人物 の 個人史や 家族史をた どろ うと試み て きた． そ うした 試み の
一

方で
， 彼 らを

特定する た め に 必要な上 記の 基本 的三 要件が 満 た され ず， 異 な る写 本間 の 書写者

らが 同
一

人物で あ る可 能性 を指摘する に留め なければな らない 写本が 多数あ っ た．

た とえば東京大学所蔵写本 の 奥書に 関する拙稿 （［吉崎 2010］）で は，同一人物 に よ

る書写例 をグル ー プ a に挙 げ， 同 b に は ，
三 要件の 一

部が 欠 ける た め にその 特定

が保留 され る諸例 を示 した． また こ れ ら とは別 に ，近 代の 写本 に さえ ， 奥書 の 無

い 写本が 数多 く存在する． 実際の とこ ろ， こ うした写本の 数は，上記三 要件の 奥

書情報を有する写本よ りもは るか に多い ．そこ で ，   なぜ それ らはそれだ けの （個

人の 特定が 不 可能 な）情報 で 奥書 を完結 させ た の だ ろ う．   そ うした 写本 の 数は，

ど うして 書写者 らの 特定が 可 能な写本 よ りも多い の だ ろ う，   そ もそ も奥 書は何

の ため に書かれ る （または書かれ ない ）の か とい う疑問が生 じる ．

仏 と 「私」 の 距離感一 仮説 　   に つ い て 考 え られ る最 初 の 答えは， 狭 い 地

域社会 に生 きる者た ちに とっ て ， 姓や住所 とい っ た個人情 報は ， 私 た ちが 考 え る

ほ どに は重要で ない とい うこ とで ある． その よ うな地域社会 で は ，奥書に 書写年

代 （時にはそ れ さえも必要で ない ）と名を記 すだ けで ，姓や住所 を書か ず とも， その

写本がその 地域社会， または本来の 所有者の 家系 に留 まっ て い る 限 り，個 人を特

定す る こ とは可能で あ っ た． けれ ど もこ の 答 えは t 奥書が 無い 写 本 の存在理 由を

説明 しない ． そ こ で 次の 答えは ，仏 と直接に対話する者に とっ て く私〉 は 〈私〉

の ま まで 良く， 世俗の 個人情報 に は さほ どの 意味が 無い とする考え方で あ る．〈私〉

と仏の 問の 心理 的距離が 近 けれ ば近い ほ ど， その 当人 に は 自らに関する世俗的 な

情報 に無 関心 な傾 向が ある． 仏 の 前に立つ く私〉は ， あ りの ままの 〈私〉で 良い
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か らで ある．そ こ に は他者が 介在 する余地 は皆無で あるか ， またはわずか で ある．

それ に対 して ， 仏 との 距離が 遠 ざか る ほ ど， それ につ れて人 間社 会に よ り深 く関

与す るほ ど， 〈私〉には他者 に対 して く自己 〉の存在 を明示 しよ うとする 意欲 が 増

す， そ こ に個人が特定で きる情報 を書 き加 える とい う発想が生 まれ ， 最終的には

上 記三 要件 を備えた 奥書が成立する， こ の 過程 で ， 〈自己〉に対す る 〈他者〉の 範

囲 は ， 個 人 の 内面世界 か ら地域 社会 を経て ， 不特定多 数の 者 た ちを含 む広域社会

に拡大する． 世界の 各地 に 散在 した ままで 相互 の 関係 が不 明 であ っ た写 本群 の 中

か ら， 同
一

人物によ る書写 （または書写依頼）の 例 を指摘 で きるの は ， 実は こ の よ

うな，広域社会 に住 む不特定多数の 者た ちを念頭 に置い た， す なわ ち上 記三 要件

（い つ ， どこ の 誰）の 奥書情報 を有する 写本で ある ，

　仏 との 距離が 徐 々 に 離 れ， 〈私〉の 意識 が不 特定多数 の 者 た ち に 向か う流 れ を

く宗教 的 自己〉か ら 〈社会 的 自己〉へ の 移行 と表現で きる． また こ れを 〈近代 的 自

我〉が確立 す る プ ロ セ ス と して 捉 える こ ともで きるだ ろ う。 〈私〉の 特 定化が 進む

に つ れて仏 と 〈私〉の 心 理 的距離が 離れ て い くとす る 図式 は， 近代 的な 自我 意識

の 形成過程 をモ デル 化 して 説明する ため に， 筆者が設定 した作業仮説で ある． 当

然 なが ら
， 個 々 の 具体例 は歴史上で 前後する こ とが ある． こ れ をネ ワ ー ル 仏教写

本奥書 にあて は めれ ば以 下 の よ うに な る． 経典 は 「如是我 聞」 （「こ の よ うに 私は 聞

い た」）の 定型句で 始 まる． こ の 場合の 〈我〉は仏 の 説法 を聴 聞 した直弟子 （もし

くはその 経典の 編纂に携わ っ た孫弟子）たちの
一 人で あ る．経典の 読誦者は， こ の 冒

頭
一
句 を読み 上 げる こ とで その く我 〉と一体化 し，直 ちに仏 説法の 場 に 回帰す る．

その 聴 聞者 も同様で ある． 次の 段階で t 経典は書写 され， 写本 と して 受け継 が れ

る， 写本の 奥書 に は しば しば次 の よ うな定型句が 記 され る ． す な わ ち ， 「（手本 と

する写本 を）見 た通 りに 〈私〉は書写 した． もし誤 りがあれ ば
， 大 い なる智慧 を

も っ て （ある い は，大い なる 知恵者たちは ）訂正 され よ」． こ の 〈私〉に は， まだ個

人名が 明か され て い ない ．そ れが さ らに大乗仏教 の 定型句で は，「こ れ （こ の 写本）

は
， 最 上 の 大乗に進 む 〈誰某 （個人名）〉か らの ダル マ の 贈 り物で ある． こ の 福徳

に よ っ て 師 と父 母 を始 め とす る，すべ て の 生 ける 者た ちが 無上 の 菩提 を獲得する

よ うに （願 い ます）」 と記 され る よ うに な っ た ． こ うして 書写者 や書写依頼者 の 個

人意識が生 まれ，さ らに書写年代の 他 に姓名や住所な どが 記され る ようにな る と，

複数の 写本 間で 同一 人物の 特定が可 能に な る． そ して それ らを年代順 に整理す る

と， そ の 人 物の 個人史や 家族 史が見 えて くる ．

美術品の 銘文　 上 記 の 作業仮説 をネ ワ
ー

ル 仏教絵 画 の 作例 に即 して 述べ よ う．
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奥書が無 い ネ ワ
ール 仏教写本の 書写 者た ち （吉 　崎） （3）

ネワ ール 仏教 は イ ン ド密教の 伝統 を受け継い で ，絵画や彫刻 な どの 主題 とな る神

仏の 姿 を， サ ー ダナ と呼ばれ る 瞑想修行法に規定 して い る． 当初，神仏 の 姿 は宗

教的な天 才た ちに よ っ て 感得 され た ． そ の 瞑想法はサ ー ダナ文献群 として 成文化

され， そ の 姿は職 人た ちに よ っ て絵 画や彫 刻 に表現 され た． そ れ らは 弟子た ちの

瞑想 を補助す るた め に制 作 され たの で ， 天 才が感得 した 姿 を寸分違 わずに再現す

る こ とが 求 め られ た． こ うした瞑想 の 対象に は世俗の 要素が 完全 に排除 され る ．

そ れ ゆ えに絵 画の 背景 は 無地で あ り， 銘文が 記 され る 余地 もない ． 次の 段 階 で ，

そ れ らに は礼拝対象 と して の 要素が加わ り， それ とと もに 徐 々 に世俗 的な要素が

付加 され る よ うに な っ た ．無地 で あ っ た背景が 職人た ちの 裁量 に委ね られ， また

施主 の 姿が 画面の 片隅 に小 さ く， また しだい に大 き く描か れ る
一

方で ，銘文 も記

され る ようにな っ た ．さ らに 次の 段階で は ，そ れ らに記 念品 と して の 性格が加 わ っ

た． 施主が何 らか の 儀礼 を行い ， それ を記録す る銘文 とと もに ， 画面の
一 部に そ

の 儀礼の 光景が描 かれ る よ うに もな っ た． ラ サ ・ネ ワ
ー ル （チ ベ ッ ト国内に長期滞

在した ネ ワ
ー

ル 商人や職人た ち）が依頼主 となっ た絵 画に は
， 礼拝の 対象として ばか

りで な く，チ ベ ッ ト滞在 の 記念 品 と して の 性格が い っ そ う明瞭 に指摘で きる （［吉

崎 2008］）． こ れ らの 銘文は 常 に施主の 立場 か ら記 され た ． そ れ に対 して ， 外国人

観光客の お土 産 と して 盛行を得た現代ネワ ー ル 仏教絵 画の 多 くに は ， 実際の 描 き

手 た ちの 署名が 見 られ る． 西 欧絵画 の 理 念や技法の 洗礼 を受けた彼 らは， もはや

職人 で は な く， 画家 と呼ぶ べ き者 た ちで あ る （［吉崎 2011：51−52］）． 〈近代 的 自我〉

確立 の プ ロ セ ス は こ こ で も確認 で きる， こ れ に つ い て は さ らに 別稿 （［吉崎近刊］）

で 詳述する．

表白文 と奥書の 関係　 写本奥書 に書写者 らが 自らの 名 を記 さない （また はそ の

一
部 しか記 さな い ）理 由は ， 上記 の 作業仮説の 検討 か らの み な らず ， ネ ワ ール 仏 教

儀礼の 分析か らも解釈で きる．ネワ
ー ル 仏教儀礼の 開始にあた っ て，司祭僧 の ヴ ァ

ジ ュ ラ
ー

チ ャ
ー ル ヤ は まず表白文 を宣言する． 表 白文 は儀礼 の 日時 ・場所 ・施主

（儀礼依頼者）
・儀礼 の 目的 とい う四項 目を明 らか にす る ．表 白文 を宣言 した僧 は次

い で 儀礼的所作 を駆使 して ， 表白文で 特定され た現 実の 時間 と場所 か ら
一

気 に仏

教神話世界 の 須弥 山頂に飛 び移 る． そ して そ の 山頂か ら仏 の 世界 に 向か っ て仏 を

呼び招 き， さ らに色 究竟天 まで 出迎 えに行 く． こ の 呼び招 きの 儀礼 に は， イ ン ド

密教 の 瞑想修行法 （サ ーダナ）が応用 され て い る．呼び招か れ た仏 は さまざまな接

待 （供養 と護摩）を受け， そ の 返礼に施主 の 望み を聞 き入れる．表白文の 文句 と写

本奥書 の 間 に は密接な関係 が ある． 写本 は仏像や仏画 と同様に ， また さ まざまな
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ー
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仏教施設 と同様 に， その 完成時に魂入 れ （開眼）の 完成儀礼を受けなけれ ばな ら

ない ． 写本 の場合， 完成儀礼の 施主 はその 書写依頼者で ある． こ の 時に宣言 され

る 表白文で も， 儀礼の 日時 ・場所 ・施主 ・目的が 明らか に され る ， そ して そ れ ら

の情報 はその まま写本奥書 （また美術品の 銘文や仏教施設の 碑文）に引 き継がれ る ．

両者の 違い と して 以下の よ うな特徴が 挙げられ る ．   表 白文 は司祭僧 に よ っ て 口

頭 で 宣言 され るの み で ， わずか な例外 （た とえ ば東京大学写本 N ・ ．116
，
　176b−5− 177a−4）

を除けば， 書き留め られ た記録 と して 残 らない ， それ に対 して写本奥書や銘文等

は
， 文字 に 書 き残 され た記録 として 歴史資料的 な価値 を持 つ ．   表白文 は司 祭僧

を主語 に して，
一 人称の 現在形 （「私は〜

の儀礼を司祭 します」）を未来形話法に転用

して 宣言 され る． そ れ に対 して奥書や 銘文等は ， 書写者や その 依頼者を主語 とす

る 三人称 の 過去形で 記 され る ． た だ し 三 人称 の 「彼 （ら）は〜 した 」 と語 る 人物

（奥書や 銘文等の 作者）は，表白文を宣言 した 司祭僧本人か， もし くはそ の 代理 者 と

考えて 良 い ． 動詞 の 時制は完成儀礼 の 開始前 と終了 後 に対応 して い る ．   表白文

は神仏に対する誓い の 言葉 として 梵語で語 られるが ， 奥書や 銘文等 は梵語 とネ ワ ー

ル 語の 混交文で 記 され る 。 ヴァ ジ ュ ラ ーチ ャ
ー ル ヤ以 外の 施主 の た め に記 され る

奥書や銘文等で は ， 梵語 を理解 しない 者た ち の ため に ネ ワ
ー ル語 も必要 とされ る

の で ある．

仏 と 「私」の 距離感一 再考 　仏教の 世界観で は
， 地上 か ら須弥 山 の 山頂 ま

で ， また須弥 山 の 山頂 か ら仏の 世界 まで の 間には， ぼ う大 な空 間が広 が っ て い る

とする ． 地上 か ら上昇す る に したが っ て ， 物 質は徐々 に 洗練の 度合 い を高 める ．

物質世界 （色界）の 最高点 とされ る色究竟天 よ り先の 世界 （無色界）で は ， 物質や

空間 ， また時 間とい う概念 は存在 しない ． 清浄 な意識 だ けが ひたす ら純化を続け

る． 仏 の 世 界 はそ の 無色界 よ りさ らに く彼方〉にあ る （空間が存在 しない の で ，〈彼

方〉とい う表現 も正確で ない ）． 司祭僧 に 呼び招か れ た仏 は ， 最初 に色究竟天 に 出現

す る． 色究竟天 よ り く彼方〉には 物質が存在 しな い の で ， 仏 は こ こ で 初め て その

物質 的な （肉眼 で 眺 め るこ とがで きる）姿 を現す こ とに なる．
一

方，司祭僧が 地上か

ら須弥 山頂 を経 て ， さ らに色究竟天 まで仏 を出迎 えに向か う時， 彼の 身体は しだ

い に純化 され ， 姓名や 肩書 きな どは当然 の こ と ， 諸々 の 物質的要素 を少 しずつ 捨

て て い く． 須弥山頂にお い て彼は金剛薩堙 に 変身 し，色究竟天 で は持金剛 とな る

（［吉崎 1994］）． すべ て の 属性が 捨象 され よ うとす る色 究竟 天 よ りさ らに そ の 先 で

は ， 極 限 まで 純化 された く私〉 とい う意識だ けが活動 す る． こ うして 仏 と 〈私〉

の 距離は縮 まっ て い き，最終的に は仏 と一
体化 して 〈私〉とい う意識 も消滅する，
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奥書が 無 い ネワ
ール 仏教写 本 の 書 写者た ち （吉　崎〉 （5）

　 そこ で ネ ワ
ー

ル 仏教儀礼の 世界観を念頭 に置 きつ つ ， 表 白文 と写本奥書の 関係

か ら仏 と 〈私〉の 間の 距離 を測 り直 して み よ う． 表白文で 特定 された時 間 と場所

は，司祭僧が 施主 を伴 っ て 地上 か ら須 弥 山頂 に 上昇 する 際の 出発点 で あ っ た ． そ

こ で ，複数の 写本 間 で 書写者 らの個 人が 特定で きる ほ どに詳細 な情報 （冒頭 に述べ

た基 本的三要件）を持 つ 奥書 で の 〈私〉は ， 完成儀礼 の 最 中に須弥 山頂 に まで 上 っ

た に もか か わ らず， 儀礼終了後に奥書が記 され た時点に は， 再 び こ の 地上世界に

戻 っ て 来て い る． それ に対 して ， 個人 を特定す る 奥書情報が 少な くな れば なる ほ

ど， その 写本 の 〈私〉は儀礼終了後 も須弥 山世界 を上昇 して ，仏 との 距離 を縮め

よ うと して い る． そ こ で は現実社会 に 「回帰する」意識 は しだ い に希薄に な っ て

い く． そ して 奥書が 皆無 な場合 ， そ の 写本 に想 定され る 〈私〉 の 意識 は， もはや

書写者 （または 書写依頼者） と して の く私 〉を越 えて ， 仏説法の 座 に 連 なる 直弟子

た ちの 位置 に到達 しよ うとして い る， 冒頭 の 問 い   の 答 え と して ，個人 が特定で

きる情報を持つ 写本 よ りも， 特定不 能 な写本が 多い とい う事実は， 仏 と 〈私〉の

問 の 距離を縮 め た い と願 う人 々 の 数の 多さ を反映して い る と言える だ ろ う．

写経によっ て神に なる者たち　 不十分 な奥書情報 を有す る写 本 の 書写者 た ち

も， 完成儀礼の 終了後に 地上 の 現実世界に戻 っ て司 祭僧 の 祝福 を受 けた に もか か

わ らず， 奥書が 無い 写本の 書写者 た ち と同様に ， 現実世界 に留ま る こ とな く，再

び天 界 に上 ろ うと して い る． た だ しそ の 天界 は須 弥山世 界の 最下方 に位置 する ．

なぜ な ら彼 らは個人 と して の 属性の ご く
一

部 （姓や 住所 な どの情報） しか捨 て て い

ない か らで ある．彼 らが 須弥山世界を移動す る軌跡 （須弥山頂か ら地上 世界 を経 て最

下方の天 界に至 らん とする）は ， 『初会金剛頂経』が 語 る マ ン ダ ラの 成立神話と部分

的に重 なる． そ の 神話で は， マ ン ダ ラは 如来 た ちの 集合体 と して まず色 究竟天 に

出現 し， 釈尊の 成道 を契機 に
一

瞬だけ地上 に姿を現 した後に， 反転 して 須弥 山頂

に留 まっ た と され る （［吉崎 1997a： 199］）．不十分 な奥書情報を有する写本の 書写者

た ちは こ の 神話 を拠 り所 に して ，最下方の 天界 とはい え ， 須弥 山世界 に 住す る神 々

の
一

員 に な ろ うと して い る の で ある， ネ ワ
ー

ル 仏 教で は， 仏 に な る た め の 修行法

の 他に， 主 と して在家信者た ちを対象に して ，神 に なる た め の 方法 も示 され て い

る．た とえ ば灌頂 は修行者が仏 にな るため の 必須儀礼で あ り，ヴ ァ ジ ュ ラ ーチ ャ
ー

ル ヤ に と っ て は司祭僧と して の 権 能 を得 る た め に 不可欠な通過儀礼 であ るが， そ

の バ リエ ー シ ョ ン は儀礼 的に灌水 され た一般信者た ちが神 とな るこ とを認め る （［吉

崎 2014 ：145］）． 写経 もまた ， 不十分 な奥書情報を記す こ とに よ っ て ， ネワ
ー ル 仏

教徒 が神 に なる た めの 手段 の
一

つ に な るの で ある （冒頭の 問い   の 答え），彼 らの 試

一
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（6） 奥書が無 い ネワ
ール 仏教写本の 書写者た ち （吉 　崎）

み は ， 奥書 に 三つ の 基 本情報を記す こ とで 盆地 の 外の 広域社会 に飛 び出そ うとす

る者 た ち， また奥書を記 さない こ とで 仏の 世界に向か う者たちとは対 照的である．

換 言す れば，彼 らは 〈壷〉と して の カ トマ ン ズ 盆 地 （［Yoshizaki・2012］）の 内に 留 ま

り続け ， ヴ ァ ジ ュ ラ
ーチ ャ

ー ル ヤ が構築した儀礼 の 世界観 を支持 して い るの で あ

る （冒頭 の 問い   の 答え）．

おわ りに　 奥書の 無い ネワ ー ル 仏教写本， また書写者 （な らびに 書写依頼者）の

情報が 不十分 な写本 は，彼 らを特定 してその 個 人史や 家族 史をた どるた め の 第一

級 資料に は な らない が ， それ らは ネ ワ ー ル 仏教徒の 心性 を理解す る た め の 貴重 な

手がか りで あ る． それ と同時に t それ らは ネワ
ー ル 仏教の 理解に薪 たな視点 をも

た らす ． す な わ ち，魂入 れ （開眼）の 完成儀礼 を司祭す るヴ ァ ジ ュ ラ
ー

チ ャ
ー ル

ヤ た ちの 論理 で は ，施主 （写本 の 書写依 頼者 ）は 儀礼中 に 須弥山頂 まで 上 っ て イ ン

ドラ に なる （［吉崎 1997a ：7］）が， 色究竟天 に達 する こ とは で きず， その 能力 は司

祭僧 の み に許 され て い る とする ． と こ ろ が奥書の 無い ネ ワ ー ル 仏教写本 の 書写依

頼者 （また書写者）た ちは ， あえて奥書 を記 さない こ とに よ っ て ，誰 もが色究竟天

を超えて仏 の 世界に 達する こ とが で き る． こ れ は ヴ ァ ジ ュ ラ
ー チ ャ

ー
ル ヤが 主導

する儀礼 仏教 で は 容認 しが た い 論理 で あ る． ネワ
ー ル 仏教 の 新た な展 開 を模索す

る 時 （cf ［吉崎 2011：4g−50コ）， その 可能性 の
一

つ が こ こ に示され て い る ，
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