
白髪 一雄 と仏教― 《観 音普 陀落浄 土》 を中心 に
貝塚健

1.は じ め に

20世 紀 の 日 本 美 術 の な か で 、 仏 教 思 想 の 影 響 を

受 け た も の は 少 な く な い 。6世 紀 、 日 本 に 伝 来 し

た 仏 教 は 、 奈 良 時 代 に は 律 令 国 家 を支 え る 思 想 と

して 位 置 づ け ら れ 、 大 陸 か ら 次 々 に もた ら さ れ る

新 しい 宗 派 や 思 潮 を受 容 し な が ら、1400年 間 以 上
に わ た っ て 、 古 来 の 宗 教 感 情 と混 淆 しつ つ 日本 化

と変 容 、 多 様 化 を 遂 げ た 。 明 治 維 新 以 降 、 政 教 分

離 の 原 則 か ら 、 社 会 の 表 舞 台 か ら仏 教 は 姿 を消 し
た か に 見 え る 。 しか し、 日本 民 族 の 心 性 や 論 理 構

造 に 染 み 込 ん だ 仏 教 思 想 は 、 拭 い 去 る こ と は で き

な い 基 層 を な して い る 。20世 紀 後 半 以 降 、 仏 教 の

尊 像 を そ の ま ま 描 く よ う な 絵 画 は ほ と ん ど あ ら わ

れ な くな っ た 。 しか し、 密 教 、 浄 土 教 、 禅 な ど 、

日本 で ゆ た か に 展 開 した 仏 教 思 想 は 、 多 く の 美 術

家 の 作 品 制 作 と生 き方 に そ の 影 響 が あ らわ れ て い

る 。 古 代 以 来 の 仏 教 絵 画 の 伝 統 を 受 け つ な い で い

る 膠 彩 画(日 本 画)だ け で は な く、 油 彩 画 あ る い

は 前 衛 美 術 の な か に も仏 教 の 痕 跡 を見 出 す こ とが

で き る 。 現 代 に お い て も ま だ 、 仏 教 は 生 き続 け て

い る とい え る だ ろ う 。

そ の な か で 白 髪 一 雄(1924－2008)ほ ど、 本 格

的 に 仏 教 と取 り組 ん だ 美 術 家 は 他 に い な い 。47歳
の と き に 比 叡 山 延 暦 寺 で 得 度 し、 数 年 間 に わ た っ

て 天 台 僧 と し て の 修 行 と儀 礼 を修 め た 。 ア トリ エ

の 一 隅 に 不 動 明 王 像 を 祀 り、 作 品 制 作 の 前 に は 必

ず 不 動 真 言 と 般 若 心 経 を 唱 え た 。1970年 代 の 白

髪 は 、 仏 教 を作 品 主 題 の 中 心 と す る 。 白 髪 没 後 の

2009(平 成21)年 か ら 翌 年 に か け て 開 催 さ れ た 回

顧 展 「白 髪 一 雄 展― 格 闘 か ら生 ま れ た 絵 画― 」(安

曇 野 市 豊 科 近 代 美 術 館 、 尼 崎 市 総 合 文 化 セ ン タ ー 、

横 須 賀 美 術 館 、碧 南 市 藤 井 達 吉 現 代 美 術 館 を巡 回)

は 、2004(平 成16)年 に 計 画 さ れ た 白 髪 自 身 に よ

る 展 示 コ ン セ プ トを も と に 平 井 章 一 が 監 修 した も
の で あ る が 、 そ の 実 現 し な か っ た 自選 展 の 構 成 は 、

過 去 の 回 顧 展 が そ うで あ っ た よ う な 時 系 列 に 作 品

を 並 べ る もの で は な く、 以 下 の よ う に 、 自作 を 主

題 別 に7つ の グ ル ー プ に 分 け る もの だ っ た1)。

1.水 滸 伝 豪 傑 シ リ ー ズ

2.合 戦 シ リ ー ズ

3.中 国 古 代 歴 史 シ リ ー ズ

4.密 教 シ リ ー ズ

5.自 然 シ リ ー ズ

6.ウ ー マ ンパ ワ ー シ リー ズ

7.透 明 油 絵 具 に よ る シ リー ズ

こ れ を 見 る と 、 白 髪 の 作 品 制 作 に と っ て の 天 台 密

教 が 、 中 核 の 一 つ を 占 め て い た こ とが 看 取 で き る 。

1977(昭 和52)年 、 白 髪 は 父 の 死 を機 に 、 尼 崎

で 長 ら く呉 服 商 を 営 ん だ 父 と ゆ か りの あ る 尼 崎

商 工 会 議 所 に 《文 殊 菩 薩 供 》(fig.1)を 寄 贈 した 。

1975（ 昭 和50） 年 に 制 作 さ れ た こ の 作 品 は 、 白 い

地 に 大 き く円 相 を描 い た 抽 象 絵 画 で あ る 。 そ の 寄

贈 に あ た っ て 、 白髪 は 『尼 崎 商 工 会 議 所 報 』 に 文

章 を寄 せ た 。

この絵は特殊な道具をつかって円輪 を描いた
もので、偶然 に出来 る厚 い白い絵具の層の混 り
と凹凸が要素 となって清楚 な感覚 とぐるぐる廻
転す る円輪が観 る人に一種 の迫力 となって伝 わ
ることと思い ます。そ してこの円輪 を描 くとき
は精神統一を して、文殊菩薩のお姿を思い浮か
べ、それを円輪に託 して一気に ぐるりと描いた
ものであ ります。だか ら作品は精神統一 を具体
化 した もので文殊菩薩 を象徴 して居 ります。そ
して文殊菩薩を供養す るために描 かれた抽象の
佛画 といえます。私はこの四、五年 この様 な現
代の佛画を抽象でいろいろ描いて参 りました。
火のような激 しい赤色の絵具の流れで不動明王
を、太陽の ぐるぐるめ ぐるような廻転の大画面

fig.1
白 髪 一 雄 《文 殊 菩 薩 供 》1975年 、ア ル キ ド絵 具 ・
カ ンヴ ァス 、 尼 崎 商 工 会 議 所 蔵
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で大 日如来を、深い泥の中に白 く咲 き出さんと
す る蓮華で法華経を現 したもの等 を描いて参 り
ま した。 とくにそれらの中、円輪の廻転の ぐあ
い一つで佛菩薩の悟 りの世界 を表現することは
至難なことで自分の心の状態の安定が絶対必要
で あ り ま す2)。

こ の 作 品 を 「抽 象 の 佛 画 」 と呼 ん で い る こ と は

興 味 深 い 。 白 髪 は も ち ろ ん 古 代 以 来 の 儀 軌 に も と
つ く尊 像 を 熟 知 して い た の だ が 、 そ れ ら と は ま っ

た く異 な る 抽 象 表 現 を 「仏 画 」だ と言 い 切 っ て い る。

こ の 時 期 、 白 髪 の 作 品 制 作 は そ の ま ま宗 教 体 験 の

吐 露 で あ っ た 。 如 来 や 菩 薩 、 経 典 を 思 念 し、 そ れ

を抽 象 画 と して 現 出 さ せ て い っ た 。 と く に1974(昭

和49)年 夏 以 降 、 円 相(円 輪)が 白 髪 に と っ て 大

き な モ チ ー フ と な る 。

得 度 の 翌 年 で あ る1972(昭 和47)年 か ら 、 ふ た

た び フ ッ トペ イ ン テ ィ ン グ に 回 帰 す る1980(昭 和

55)年 前 後 ま で が 、 白 髪 が 仏 教 と も っ と も が っ ぷ

り と格 闘 し取 り組 ん だ 時 期 で あ る 。 こ の 時 期 の ほ

とん どの 作 品 は 仏 教 の さ ま ざ ま な 要 素 を 主 題 と し、

作 品 名 に そ れ と わ か る も の を 選 ん で い る。 だ が そ

の 前 後 も、 仏 教 か ら距 離 を 置 い て い た わ け で は な
い 。 白 髪 の 画 業 全 体 を 通 じて 、 仏 教 は 大 き な 意 味

を 持 ち 続 け て い た の で あ る 。

以 下 、 本 稿 で は 、 白 髪 と 天 台 仏 教 との 関 わ りを

整 理 し、 ブ リヂ ス ト ン美 術 館 が 所 蔵 す る1972(昭

和47)年 の 作 品 《観 音 普 陀 落 浄 土 》 の 位 置 づ け を

考 え て み た い と思 う。

2.白 髪 一 雄 と 天 台 仏 教

白 髪 自 身 に よ る と、 仏 教 に 関 心 を も っ た きっ か

け は30歳 代 の と き に イ ノ シ シ 狩 りで 目 に し た板 碑
に 彫 り込 ま れ た 梵 字(サ ン ス ク リ ッ ト文 字)だ っ

た と い う 。 刀 剣 や 銃 を 愛 好 した 白 髪 は 、 ア メ リ カ

製 の 薬 莢 が 飛 び 出 す 連 発 銃 を東 京 市 ヶ 谷 で 買 い 込

み 、 作 品 制 作 の 素 材 に す る た め 、 尼 崎 市 の 猟 友 会

に 加 わ り兵 庫 県 能 勢 や 京 都 府 雲 ヶ 畑 方 面 へ の イ ノ

シ シ 狩 り に 参 加 す る よ う に な っ た 。 い つ 頃 の こ と

か は 、 は っ き り しな い が 、 結 局 イ ノ シ シ が 獲 れ ず

に 大 阪 の 日 本 橋 一 丁 目に あ る猪 肉 店 で 毛 皮 を 購 入

し、 そ れ ら を 画 面 に 塗 り込 ん で 《猪 狩(壱)》(東

京 都 現 代 美 術 館 蔵)と 《猪 狩(弐)》(兵 庫 県 立 美

術 館 蔵)を 制 作 した の が1963(昭 和38)年 で あ る
こ と か ら、 そ の 少 し前 と い う こ と に な ろ う。 白 髪

が38歳 前 後 の こ と で あ る 。 こ れ は 、 白 髪 が 読 売

新 聞 記 者 に 「密 教 に 関 心 を 持 ち 始 め た の は 昭 和
三 十 七 年 ご ろ か ら」3)と語 っ て い る の と一 致 す る 。

イ ノ シ シ 狩 りの 合 間 に 白 髪 は 、 山 中 に 点 在 す る

石 碑 、 板 碑 に あ る サ ンス ク リ ッ ト文 字 に 吸 い 付 け

ら れ て い っ た 。 サ ン ス ク リ ッ トに つ い て は 以 前 か

ら興 味 を持 っ て い た よ う だ が 、 大 阪 平 野 の 北 側 の

山 野 で 見 た そ れ らが 密 教 へ の 入 り 口 に な っ た とい

う。 白 髪 家 の 菩 提 寺 ・本 興 寺 は 日蓮 宗 で あ る 。 密

教 を 仏 教 書 に よ っ て 学 ぼ う と した が 、 ど う し て も

飽 き た ら な い も の を 感 じた 。 よ り本 格 的 に 学 び た
い と思 い 、 知 人 の 僧 に 紹 介 さ れ た の が 、 滋 賀 県 大

津 市 坂 本 に あ る滋 賀 院 門 跡 の 門 主 ・山 田 恵 諦(や

ま だ ・え た い 、1895－1994)で あ る 。1970(昭 和
45)年11月 の こ と だ っ た4)。滋 賀 院 は い ま も 、 比

叡 山 延 暦 寺 の 一 山(他 宗 に お け る塔 頭 寺 院 の こ と)
の な か で もっ と も重 要 な 門 跡 寺 院 の 一 つ で あ る 。

山 田 恵 諦 は 、1895(明 治28)年12月1日 、 兵 庫

県 揖 保 郡 斑 鳩(は ん き ゅ う)村 鵤(い か る が)

(現 ・兵 庫 県 太 子 町)に 、 農 業 ・山 田 豊 吉 の 四 男
と して 生 ま れ た 。 俗 名 ・信 治 。1904(明 治37)年 、

天 台 宗 の 法 華 山 一 乗 寺 の 東 谷 実 秀 を 戒 師 に 仰 い

で 、 延 命 寺(兵 庫 県 飾 磨 郡 御 国 野 村)で 得 度 を 受

け る 。1920(大 正9)年 、 天 台 宗 西 部 大 学 を 卒 業 。

卒 業 論 文 は 「伝 教 大 師 と 日本 神 道 」 だ っ た 。 そ の

後 、 延 暦 寺 一 山 の 戒 定 院(横 川 飯 室 谷 に所 属)住

職 、 瑞 応 院 住 職 、 天 台 宗 教 学 部 長 、 天 台 宗 勧 学 院

院 長 な ど を 歴 任 。 白 髪 が 訪 ね た 後 の こ と に な る

が 、1974(昭 和49)年 、 第253世 天 台 座 主(ざ す)

と な り、1994(平 成6)年2月22日 に98歳 で 遷 化 す

る ま で20年 間 そ の 地 位 に い た 。 座 主 在 位 中 の1987

(昭 和62)年8月 、 比 叡 山 開 創1,200年 を 記 念 して 比

叡 山 宗 教 サ ミ ッ トを 開 催 。 カ ト リ ッ ク教 会 や イ ス
ラ ム 教 、 儒 教 な ど 世 界 七 大 宗 教 の 指 導 者 を 比 叡 山

に招 い て と も に 世 界 平 和 を祈 願 した 。 著 作 も多 い 。

全 日本 仏 教 会 会 長 も歴 任 し、 そ の 行 動 力 か ら 「空

飛 ぶ お 座 主 」 と呼 ば れ た 。
こ の 山 田 恵 諦 に 、 白 髪 は 即 座 に 得 度 を 勧 め られ

る 。 白髪 は の ち 、 こ ん な ふ う に 述 懐 して い る 。

二 時 間 ほ ど話 を す る う ち 、 山 田 座 主 は 「あ ん

た 、よ う知 っ て る や な い か 。坊 さ ん に な り な さい 」

と勧 め る の で あ る。 家 庭 が あ る の で 即 答 す る こ

と は 出 来 ず 、 家 内 に 相 談 して み れ ば 「な れ ば い

い じゃ な い 」 とあ っ さ りだ っ た5)。

半 年 後 の1971(昭 和46)年5月 、 山 田 恵 諦 を 戒

師 に し て 白 髪 は 延 暦 寺 横 川(よ か わ)の 元 山(が

ん ざ ん)大 師 堂 で 得 度 し、 素 道(そ ど う)の 法 名

を 授 け られ た 。 得 度 は 天 台 僧 と して の 出 発 点 に 過

ぎ な い 。 そ の 後 の 階 梯 に つ い て 、 天 台 宗 公 式 ウ ェ

ブ サ イ トは 、 簡 に して 要 を得 た 分 か りや す い 説 明
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を し て い る 。

「天 台 僧 侶 に な る に は 」
天 台 宗 の 僧 侶 に な る に は 、 師 僧 と な る僧 侶 が

必 要 と な り ます 。 次 に 、 師 僧 の 許 可 を 得 て 、 得

度 し ます 。 得 度 と は 髪 を剃 り、 僧 侶 と して の 生

ま れ 変 わ り、 仏 道 に 帰 依 す る 誓 い を た て る 式 で

す 。 こ の と き法 名 を い た だ き 、 そ れ が 僧 侶 と し

て の 実 名 に な り ま す 。

次 に は 修 行 の 期 間 が あ りま す 。 こ れ も師 僧 の

許 可 を 受 け て 、 比 叡 山 に 登 り、 天 台 僧 と して の

基 礎 的 な 教 義 や 儀 式 作 法 を 習 得 す る 、 前 行(ぜ

ん ぎ ょ う)と 四 度 加 行(し ど け ぎ ょ う)と い う

密 教 修 行 を 中 心 と した 行 を 履 修 しな け れ ば な り
ま せ ん 。 こ の 修 行 を 行 う場 所 が 行 院(ぎ ょ う い

ん)で す 。 現 在 は こ れ が 終 わ れ ば 正 式 な 天 台 僧

と して 認 め ら れ ま す 。 し か し行 は こ れ だ け に 止

ま る も の で は な く、 さ ら に 入 壇 灌 頂(に ゅ う だ
ん か ん じ ょ う)、 開 壇 伝 法(か い だ ん で ん ぽ う)、

円 頓 受 戒(え ん ど ん じ ゅか い)、 広 学 豎 義(こ

うが く りゅ う ぎ)な ど を 受 け る こ と も 必 要 で す 。
い ず れ も 師 僧 や 宗 内 の 手 続 きに従 っ て こ れ ら の

行 を履 修 す る こ と が 決 め られ て お り ます6)。

白 髪 は の ち 、 こ れ ら の 修 行 の う ち 順 に 四 度 加

行 、入 壇 灌 頂 、広 学 豎 義 を 数 年 間 か け て 修 め て い る 。

時 間 を 追 っ て 得 度 以 後 の 、 白 髪 の 作 品 制 作 と仏 道

修 行 の 交 差 す る 様 相 を た ど っ て み よ う 。

得 度 し た 翌1972(昭 和47)年 春 、 白 髪 は 《東 方

浄 瑠 璃 世 界 》(兵 庫 県 立 美 術 館)と 《観 音 普 陀 落 浄

土 》(石 橋 財 団 ブ リ ヂ ス トン美 術 館)を 制 作 し、7

月 に メ キ シ コ 、12月 に イ タ リ ア の 美 術 展 に2点 そ

ろ え て 出 品 した 。 この2作 品 に つ い て は 後 述 す る 。

1973(昭 和48)年1月 、大 阪 の 信 濃 橋 画 廊 で 「白

髪 一 雄 展― 五 大 尊 展 」 を 開 催 し、 五 大 明 王 図3組 、
全15点 を 発 表 した 。 一 気 に 白 髪 の 絵 画 世 界 を仏 教

が 覆 っ て き た の が 分 か る 。

そ の1年 後 の1974(昭 和49)年1月 、 大 阪 の 藤 画

廊 に お い て 「白 髪 一 雄 個 展― 密 教 的 色 彩 の 展 開 」
を 開 催 。 《大 威 徳 尊 》(尼 崎 市)、 《摩 利 支 天 讃 》、《不

動 尊 》(延 暦 寺 会 館)な ど絵 画15点 を発 表 した 。60

年 代 の 情 念 が 渦 巻 く よ う な お ど ろ お ど う しい 表 現
が 影 を 潜 め 、 足 に よ る 描 線 と板 状 の 器 具 を 用 い た

描 線 が 大 く く りに な っ て 画 面 が 整 理 さ れ て くる 。
1974(昭 和)年4月30日 か ら6月3日 ま で 、 白 髪

は比 叡 山 横 川 で35日 間 の 四 度 加 行 を 修 め た 。 四 度

加 行 に つ い て は 、 山 田 恵 諦 が 記 し て い る もの を見

て み よ う。
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加 行 とい うの は 、 密 教 の 作 法 を 伝 え て 修 行 さ
せ る こ とで 、 密 教 に は 十 八 道 、 胎 蔵 界 、 金 剛 界 、

護 摩 と 四 つ の 作 法 が あ り、 昔 は 十 八 道 を 初 年 度
と して 百 日間 加 行(こ の 間 は 行 記 を 写 し な が ら

修 行 す る)、 百 日 間 正 行 と 二 百 日修 行 し、 次 の

年 に 胎 蔵 界 と順 次 に 四 度 に 亘 っ て 修 行 し た 。 そ

の た め 、 正 式 に は 四 度 加 行 と い う が 、 後 に は 全

部 を 二 百 四 十 日 間 で 行 う よ う に な り、 さ ら に

百 二 十 日 間 、 六 十 日 間 と次 第 に 短 縮 さ れ 、 い ま
で は 三 十 五 日間 に 四 度 を 全 部 修 行 させ て 満 行 と

い う こ と に な っ て い る 。

朝 三 時 に 起 き て 、 井 戸 端 で 水 を被 っ て 身 を 清
め 、 道 場 に 入 っ て 修 行 と勤 行 、 そ れ が す む と道

場 を 出 て 横 川 中 の お 堂 を 巡 拝 して 帰 り朝 食(こ

れ を小 食 とい っ て お 粥 に 梅 干 一 個 、漬 物 二 切 れ)。

十 時 に 入 堂 して 、 日 中 座 の 修 法 と勤 行 。 そ れ が

終 わ る と昼 食(正 食 と い っ て ご 飯 に 一 汁 一 菜 、

漬 物)、 午 後 二 時 に 入 堂 し て 夕 座 の 修 法 と勤 行 。

修 法 は 三 時 と も に 同 じで あ る が 、 勤 行 は 三 時 と

も に 異 な っ た も の が 課 せ られ て い る。 正 午 以 後

は 歯 を 必 要 とす る 食 物 を 口 に入 れ る こ と が 禁 じ

られ て い る か ら、 夕 飯 は も ち ろ ん な い 。 た だ し、

初 め の 頃 、 体 調 を慣 ら す た め に 葛 湯 を一 椀 あ て

が わ れ る が 、 一 週 間 た つ と こ れ も禁 じ られ る 。

食 事 が 乏 しい 上 に 、 修 行 が 厳 しい た め 、 体 は 痩
せ る 一 方 、 し か も 行 中 は 剃 刀 を 当 て る こ と も 禁

じ られ て い る か ら、 頭 髪 も髯 もの び 放 題 で 、 加

行 が 終 わ る 頃 は 、 全 く 「出 山 の 釈 迦 」 と い っ た

姿 で あ る 。そ れ で も、修 行 の 効 能 は 大 し た も の で 、
入 行 前 は 様 子 が 分 か らず に お ろ お ろ して い た も

の が 、 眼 は 澄 み 、 動 作 は 落 ち 着 き 、 自 信 に 満 ち

た 立 派 な 坊 さん に な っ て 下 山 して ゆ く7)。

長 い 年 月 を か け て 比 叡 山 延 暦 寺 が 磨 き上 げ た 、
た い へ ん 過 酷 な 修 行 で あ る 。 心 身 と も に 重 い 負 荷

をか け 、 天 台 密 教 の 教 え と作 法 を捩 り込 む よ う に

会 得 さ せ て い く。2007(平 成19)年9月6日 に 行 わ

れ た 加 藤 瑞 穗 と池 上 裕 子 に よ る イ ン タ ビ ュ ー で も 、

白髪 は 次 の よ う に 四 度 加 行 の こ と を 語 っ て い る 。

こ の 加 行 っ て い う の が 一 番 大 事 で し て ね

[… …]そ の 投 地 礼 拝 を 何 百 回 と や ら さ れ る わ

け で す 。 皆 そ れ に へ こ た れ て し も て ね。[… …]

日 に 三 回 、 そ の た び に こ の 投 地 礼 拝 を何 百 回 く

ら い さ せ られ た か な。 三 百 回 く ら い か な 、 一 回

に 。 だ か ら九 百 回 く らい や っ て る わ け で す け ど。

そ れ を 一 週 間 し な い と い か ん ね ん ね 。 そ した ら
一 週 間 経 っ た ら膝 が も う ね え 、 こ っ ち(右)の

ほ う な ん か も う腫 れ 上 が っ て 水 が 出 そ う で 。 こ



っ ち(左)は ち ょ っ と ま しや っ て ん け どね 。 そ

れ で と う と う水 出 て ね 、 治 り ま し た け ど ね 。 痛

くて 痛 くて 、 水 が 出 た と た ん に 。 そ れ で 礼 拝 行

は一 週 間 で 済 ん で 、 そ の 次 の 行 に ま た か か る わ

け で す け ど ね 。 十 八 道 加 行 っ て い うや つ が ま た
一 週 間 、 そ れ か ら胎 蔵 界 と 金 剛 界 を一 週 間 ず つ 、

そ れ か ら最 後 の 一 週 間 、 五 週 目が 護 摩 を 焚 く護

摩 行 な ん で す わ。[… …]比 叡 山 の 行 と い うの
は ね 、わ り と寝 させ な い ん で す わ 。睡 眠 時 間 が ね 。

何 で か っ て い う と頭 に 良 く入 る か ら っ て 、 習 う
こ と が 。 日 に3時 間 く ら い し か 寝 さ せ な い わ け

で す わ 、 ど ん な 行 で も 。 だ か ら戒 法(か い ほ う)

や っ て る 人 な ん か で も 、 も の す ご い 寝 る 時 間 が

少 な い ん で す わ 。 戒 行(か い ぎ ょ う)し て る 間
は と く に 。 そ の 方 が 行 が ス ム ー ズ に 行 く し、 覚

え な い とい け な い こ とが 非 常 に速 く覚 え ら れ る 。

そ れ が 理 由 な ん で す わ 。 そ や け どや っ て る ほ う

は た ま り ま せ ん わ な 。 日 に3時 間 ほ ど し か 寝 ら

れ な い 。 予 習 復 習 して た ら ど う して も夜 の11時

く ら い に な っ て 、 そ れ か ら寝 て 、2時 に 起 き な

あ か ん わ け で す 、 ひ どい 時 は ね 。8)

こ の 四 度 加 行 に 白 髪 は 真 摯 に取 り組 ん だ 。 そ の

様 子 を 目撃 し、 の ち に そ れ を 記 して い る 人 物 が い

る 。1990(平 成2)年11月 に 大 阪 の カ サ ハ ラ 画 廊
で 開 催 さ れ た 「白 髪 一 雄 展 」 カ タ ロ グ に 、 当 時 、

天 台 宗 教 学 部 長 ・比 叡 山 瑞 応 院 住 職 だ っ た 山 田 能

裕 が 以 下 の よ う な 序 文 を 寄 せ た 。

も う 十 五 ・六 年 も前 に な る だ ろ うか 、 千 二 百

年 の 歴 史 を 秘 め る 比 叡 山 に あ っ て 、 僧 と し て

最 初 の 「行(ぎ ょ う)」 に 挑 ん だ 白 髪 素 道 師 が 、

北 塔 横 川 に あ る 四 季 講 堂 の 護 摩 堂 で 、 満 行 を 前
に 護 摩 の 行 法 を修 して い る 懸 命 な 姿 に 接 し た 時 、

紅 蓮 の 炎 に 浮 か び 上 が っ た 行 者 ・素 道 師 の 表 情
は 、 不 動 明 王 そ の もの だ っ た こ とが 今 も鮮 や か

に 私 の 脳 裏 に残 っ て い る 。

そ れ は 、 白 髪 一 雄 が 素 道 と な っ た 証 で あ り、

鮮 や か な 赤 が 、 黄 色 を飲 み 込 ん で キ ャ ンバ ス の
上 を うね り、 ほ と ば し っ て 強 烈 な 印 象 を観 賞 者

に 与 え た 『天 満 星 美 髯 公(て ん ま せ い び ぜ ん こ

う)』 や 『達 陀(だ っ た ん)』 の 世 界 を 空 間 に 実

証 した 瞬 間 で もあ っ た 。

十 代 の 若 い 修 行 僧 で も、 そ の 厳 し さ に 悲 鳴 を

あ げ る と い う 「行 」 に 、 五 十 歳 を越 した 身 で も
っ て 真 っ 正 面 か ら取 り組 み 、絶 対 に 逃 げ な い 「求

道 心 」 の 強 さ は 、 指 導 に あ た っ た 比 叡 の 荒 法 師

を 感 服 さ せ た だ け で な く、 豊 か な 感 性 を も っ て

「行 」 を 昇 華 さ せ て い く一 途 さ は 、 た ち ま ち 山

中 各 所 に 篭 る行 者 の 話 題 と な り、 指 針 と も な っ

た 。9）

白 髪 の 修 行 姿 は 、 行 監(指 導 す る 僧)や 周 囲 の

行 者 に 感 銘 を 与 え た と い う 。 ち な み に 天 台 宗 の 多

くの 流 派 の う ち 白 髪 が 修 め た 行 は 、 山 田 恵 諦 の 縁
で 、 い ま は 受 け 継 ぐ もの が 少 な く な っ た と い う 穴

太(あ の う)流 で あ る 。

加 行 を修 め た 白 髪 に よ る と 「まず 、 物 覚 え が よ

くな り ま し た わ 」 と い う。 そ して 画 家 と して の 大

きな 転 機 を得 る こ と に な っ た 。

一 番 大 き な 違 い は 、 円 が 描 け る よ う に な っ た

こ と だ 。 私 は行 を 修 め る 前 ま で 、 完 全 な 円 を 描

くこ と が で き な か っ た 。 そ れ が 修 行 し、 密 教 を
主 題 に し た 作 品 を 描 く よ う に な っ て 、 す っ と 円

が 描 け る よ う に な っ た の で あ る 。10)

加 行 以 降 の 白 髪 の 作 品 に 、 突 如 、 ス キ ー ジ の よ

う な器 具 を 用 い て 描 い た 円相(円 輪)が 増 え て くる 。

60年 代 か ら 白 髪 は 円 に 強 い 関 心 を 持 っ て い た 。 円

が 描 き た くて も描 けず 、 仕 方 が な く半 円 や 扇 形 に

し て い た とい う。 そ れ が 比 叡 山 で の 加 行 を 経 験 す

る こ と で 可 能 に な っ た 。そ の 成 果 は 、2か月 後 の8月 、

信 濃 橋 画 廊 で の 「法 華 経 の デ ッサ ン― 諸 法 実 相 白

髪 一 雄 作 品 展 」 で 世 に 示 され た 。

円 は 、 禅 僧 に よ る 一 筆 書 き の 円相 図 か ら、 白髪
の 師 で あ る 吉 原 治 良(1905－1972)に よ る 晩 年 の

連 作 群 に い た る ま で 、 美 術 史 の な か で さ ま ざ ま に

取 り組 まれ て き た 図 形 で あ る 。 そ の 円 は 、 仏 教 に

お い て も と も と特 権 的 な 図 像 で あ っ た 。 そ も そ も

法 を 説 く こ と を 「転 法 輪(法 輪 を 転 ず る)」 と も
い う。 こ れ は お そ ら く古 代 イ ン ドの 転 輪 聖 王 の 神

話 と 関 わ っ て い る 。 転 輪 聖 王 と は 、 チ ャ ク ラ ヴ ァ

ル テ ィ ・ラ ー ジ ャ(cakravartiraja)の 漢 訳 で 、 輪

を転 ず る 王 の 意 と伝 統 的 に 見 な され て い る 。 古 代

イ ン ドで 伝 説 的 に 待 望 さ れ た 帝 王 で 、 三 十 二 相 を

具 え 、即 位 の と き天 か ら一 種 の 武 器 で あ る 輪 宝(チ

ャ ク ラ)を 感 得 し、 そ れ を 回 転 させ て 全 イ ン ドを

征 服 す る と信 じ ら れ た 。 転 輪 聖 王 に 対 す る 待 望 の

念 は 、 ヒ ン ド ゥー 教 徒 、 仏 教 徒 、 ジ ャ イ ナ 教 徒 を

通 じて 共 有 さ れ て い た と い う 。 『因 果 経 』 は 、 阿

私 陀 仙 が 生 誕 直 後 の 悉 多 太 子 を 占 っ て 「も し在 家

せ ば 年 二 十 九 に して 転 輪 聖 王 と な らん 。 も し 出 家

せ ば 一 切 種 智 を 成 じ て 広 く天 人 を済 わ ん 」 と い っ

た と伝 え る 。 仏 教 に お い て 、1世 紀 に 仏 陀 像 が 登

場 す る 以 前 、 菩 提 樹 や 仏 塔 、 蓮 華 な ど と な ら ん で

法 輪 図 が 礼 拝 の 具 体 的 な 対 象 と な っ た 。 法 輪 が 仏

陀 の シ ン ボ ル と な っ て い た の で あ る 。 そ の 仏 教 思
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想 に 根 付 く円 へ の 憧 憬 や 選 好 と、 白 髪 の 造 形 表 現

が 結 び つ い た の で あ る 。

白 髪 の 仏 道 遍 歴 に も ど ろ う 。 同 年10月5日 と6日 、

白 髪 は 比 叡 山 横 川 で 入 壇 灌 頂 を受 け た 。 こ の2日

間 の 儀 式 の う ち で も っ と も重 要 な もの が 結 縁 灌 頂

(け ち え ん か ん じ ょ う)で あ る 。 敷 曼 荼 羅 と呼 ば
れ る 胎 蔵 界 曼 荼 羅 に 向 か っ て 目隠 し さ れ た 受 壇 者

が 華(は な)と い う 法 具 を投 げ 、 落 ち た と こ ろ の

仏 と縁 を結 ぶ と い う 儀 式 で あ る 。 白 髪 に よ る と ほ
と ん ど の 場 合 、 中 心 に 描 か れ て い る 大 日如 来 と結

縁 す る こ と に な る と い う。
1975(昭 和50)年6月 か ら7月 に か け て 、 兵 庫 県

立 近 代 美 術 館 で 「特 別 展 ・兵 庫 の 美 術 家 抽 象 の4

人― 須 田 剋 太 ・津 高 和 一 ・元 永 定 正 ・白 髪 一 雄 」

が 開 か れ た 。 白 髪 は 、 《倶 利 伽 羅 》(1966年 、 福 岡

市 美 術 館)、 《青 不 動 》、 《法 華 三 昧 》、 《仞 利 天 》(北

九 州 市 立 美 術 館)、 《あ び ら う ん け ん 》(兵 庫 県 立

美 術 館 、fig.2)、 《文 殊 菩 薩 供 》(尼 崎 商 工 会 議 所 、

fig.1)、 《常 行 三 昧 》、 《鬼 子 母 神 》、 《大 威 徳 尊 》(尼

崎 市)、 《元 三 大 師 供 養 》 ほ か 計26点 を 出 品 す る。

最 近 作 の 多 くは 円 相 図 だ っ た 。

同 年11月 、 大 阪 の 上 本 町 近 鉄 百 貨 店 で 「白 髪 一

雄 展 法 輪 の 儀 式 」 を 開 催 す る。 こ れ も ほ と ん どが

円輪 の 作 品 だ っ た だ ろ う 。

1976(昭 和51)年2月 、 京 都 の 朝 日 画 廊 で 「白

髪 一 雄 展 」 を 開 催 。 《不 動 尊 》(1973年 、 延 暦 寺 会

館)、 《元 三 大 師 供 養 》、 《あ び ら う ん け ん 》(兵 庫 県

立 美 術 館 、fig.2)、 《サ ・ダ ル マ ・プ ン ダ リ ー カ ・
ス ー トラ 》(1975年 、 兵 庫 県 立 美 術 館)、 《文 殊 菩 薩

供 》(尼 崎 商 工 会 議 所 、fig.1)、 《法 華 三 昧 》、《密 呪 》

(1975年 、 尼 崎 市)ほ か を 出 展 す る。

同 年8月 、 信 濃 橋 画 廊 エ プ ロ ン で 「白 髪 一 雄 十

界 展 」 を 開 催 し、《佛 界 》、《菩 薩 界 》、《縁 覚 界 》、《声

fig.2
白 髪 一 雄 《あ び ら う ん け ん 》1975年 、 油 彩 ・カ ン ヴ ァ ス 、
兵 庫 県 立 美 術 館 所 蔵
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聞 界 》、《天 人 界 》、《人 間 界 》、《阿 修 羅 界 》、《畜 生 界 》、

《飢 餓 界 》、 《地 獄 界 》 を発 表 した 。

1979(昭 和54)年1月 、兵 庫 県 立 近 代 美 術 館 で 「吉

原 治 良 と具 体 の そ の 後 」展 が 開 か れ 、白 髪 は 《渡 海 》、

《神 変 》 の2点 を 出 品 す る 。 前 年 に 制 作 さ れ た こ の
2作 品 は 、 数 年 ぶ り に 足 だ け で 描 い た もの だ っ た 。

こ こ に き て フ ッ トペ イ ンテ ィ ン グ に 白 髪 は 回 帰 す

る 。 主 題 も仏 教 を 離 れ た 。 お そ ら くス キ ー ジ な ど

を 用 い た 円 相 を描 き 尽 く した と い う意 識 を 白髪 は

も っ た の だ ろ う。 ま た 、 東 京 画 廊 の 山 本 孝 に フ ッ
トペ イ ン テ ィ ン グ に も ど るべ きだ とい う助 言 を も

ら っ た こ と な ど が 、 再 び の 転 機 の 要 因 と な っ た よ

う だ 。

制 作 上 で は 仏 教 と距 離 を 置 き 始 め た 白 髪 だ っ た

が 、 同 年10月 初 旬 、 延 暦 寺 に お い て 法 華 大 会(ほ

け だ い え)に 参 加 し、 広 学 豎 義 を受 け た 。 天 台 僧

と して の 修 行 が ひ と つ の 区 切 り をつ け る こ と に な

る。 法 華 大 会 は6日 間 に わ た っ て 催 さ れ る が 、 そ

の 中 心 は 法 華 十 講 と広 学 豎 義 で あ る 。 広 学 豎 義

は 、968(安 和 元)年 に 良 源(912－985)が 創 始

し た 比 叡 山 随 一 の 古 儀 で あ る 。 良 源 は 、 南 都 法 相

宗 の 学 僧 ・法 蔵 と法 論 し論 破 した こ と に よ っ て 天

台 宗 の 地 位 と信 頼 を 高 め 、 皇 族 や 貴 族 の 帰 依 者 を

増 や して 、 当 時 荒 廃 し て い た 延 暦 寺 を復 興 さ せ た

第18世 座 主 で あ る 。 ま た 教 学 を 中 心 に し て 教 団 を

立 て 直 す こ と に成 功 した 。 慈 恵 大 師(じ え だ い し)

と諡 号 さ れ る が 、 正 月 三 日 に 遷 化 した こ とか ら元

三 大 師(が ん ざ ん だ い し)と 呼 ば れ る ほ うが 多 く、

ま た お み く じ を考 案 し た 人 物 と し て 庶 民 に も広 く

親 し ま れ た 。 現 在 も 天 台 宗 に お い て 「お 大 師 さ ま」
と い え ば 、 宗 祖 ・最 澄(766－822、 伝 教 大 師)や

諡 号 さ れ た 他 の 名 僧 た ち を お い て 良 源 を指 す こ と
が 多 い と い う 。 そ の 良 源 は 、 法 論 を 重 要 視 し、 宗

内 で 法 華 経 を 論 ず る儀 式 を 定 め た 。 広 学 豎 義 は 天

台 僧 が 修 め な け れ ば な らな い 教 学 を 問 答 形 式 で 判

定 す る 儀 式 で 、 い わ ば 最 終 的 な 卒 業 口頭 試 問 で あ
る。4年 に 一 度 開 催 さ れ 、 全 国 あ る い は 海 外 か ら

も修 行 僧 が 参 ず る 。 直 近 の 広 学 豎 義 は 、2015年10

月1日 か ら6日 ま で 開 か れ 、232人 が 受 け た 。 受 験

僧 で あ る豎 者(り っ し ゃ)に 法 華 経 か ら 出 さ れ る

論 題5つ が そ れ ぞ れ 事 前 に 与 え られ 、 豎 者 は 独 特
の 抑 揚 をつ け て う た う よ う に 回答 す るべ く十 分 な

練 習 を重 ね る 。 もち ろ ん 天 台 声 明(し ょ うみ ょ う)

が 基 礎 に な っ て い る 。 当 日、 試 験 官 で あ る5人 の

探 題(た ん だ い)や 已 講(い こ う)が 判 定 を くだ

す わ け だ が 、 ほ と ん どが 不 合 格 と な る こ と は な い 。

探 題 は座 主 な どが 務 め る 。 豎 者 が 、 探 題 ら が 待 つ

講 堂 の 暗 が りの な か に 綱 に ぶ ら さが っ て と び こ ん

で い く さ ま は 、 「ま っ た くの 偶 然 や け ど、 フ ッ ト



ペ イ ン テ ィ ン グ の と き と似 た よ う な 姿 勢 」11)だっ

た と 白 髪 は 述 懐 して い る 。

た ま た ま、 白 髪 が 受 け た1979(昭 和54)年10月

上 旬 の 広 学 豎 義 を 取 材 して ル ポ ル タ ー ジ ュ に ま と

め た の が 司 馬 遼 太 郎(1923－1996)で あ る12)。初

秋 に 法 華 大 会 を迎 え つ つ あ る 比 叡 山 の 人 と 自然 の

佇 ま い 、 広 学 豎 義 を控 え た 受 験 僧 の 緊 張 感 や 期 待

感 、 そ れ を 見 守 り支 え る 家 族 や 宗 門 の 様 子 、 広

学 豎 義 と い う儀 式 そ の も の の 重 み や 味 わ い な ど

が 、練 達 の 筆 で 活 写 され て い る 。そ の な か で 司 馬 は 、

以 下 の よ う に記 して い る 。

在 家 と い え ば 、 こ ん どの 法 華 大 会 で 、 阪 神 間

に 住 む 前 衛 画 家 の 白 髪 一 雄 氏 に 出 会 っ た 。 む ろ

ん 在 家 の 人 だ が 、 発 心 し て 得 度 を う け 、 法 華 大

会 に も 出 られ た ら しい 。

さ ら に 、 叡 山 延 暦 寺 の 書 院 の 前 で は 、 瀬 戸 内

寂 聴 尼 に 出 逢 っ た 。 寂 聴 尼 や 白 髪 一 雄 氏 と い う

あ ざや か な 発 心 の 姿 を み る と叡 山 は な お 俗 世 の
ひ と を 誘 い こ む 内 容 を う しな っ て は い な い の か

と思 っ た り し て 、 そ れ な りの 驚 き を お ぼ え た13)。

広 学 豎 義 を 修 め た こ とで 、 白 髪 の 天 台 僧 と し て

の 修 行 は 一 応 の 完 成 を み た 。 修 行 に よ っ て 作 品 制

作 上 な に が 変 わ っ た か と訊 か れ た 白 髪 は 、 次 の よ

う に語 っ て い る 。

変 わ り ま し た ね 。 ま ず 円 が 描 け た とい う こ と 。

そ れ か ら 皆 に 「な ん か 絵 が す っ き り し た 」っ て

言 わ れ ま し た 。 「お 前 、 な ん か 前 は 血 み ど ろ み
た い な ん が 多 か っ た の に 、 な ん か え ら い 清 々 し

い 。 清 潔 に な っ た な あ 」っ て 言 わ れ て ね 。 吉 原

先 生 は も う そ の と き亡 くな っ て た ん で す が 、 こ

れ(《 東 方 浄 瑠 璃 世 界 》1972年)な ん か ね え 、

す っ き り し て 。 そ う い う絵 が 増 え ま し た ね 。14)

一 方 で 、 白 髪 は フ ッ トペ イ ン テ ィ ン グ に 回 帰 す

る 。1980年5月 、 東 京 画 廊 で 「白 髪 一 雄 」 展 が 開

催 さ れ た 。 《酪 枝 》、《業対 》、 《太 丞 》、《青 波 》、 《燕

皇 》、《煬 帝 》、《紫 皇 》、《赤 兎 》、《赤 烏 》、《景 初 三 年 》、

《普 門 品 雲 雷 鼓 掣 電 》（茨 城 県 近 代 美 術 館 ）、《咸 陽 》
を 出 品 す る 。 作 品 名 か ら判 断 す る と 、 仏 教 モ チ ー

フ は 《普 門 品 雲 雷 鼓 掣 電 》 の み で あ る 。 む し ろ

中 国 史 あ る い は 東 洋 史 、 東 洋 思 想 に 取 材 した 作 品

が 俄 然 多 くな っ た 。

以 後 、 仏 教 の 主 題 は 、 白髪 の 絵 画 世 界 か ら後 景

化 し て い く。 よ り広 く東 洋 文 化 全 体 と 取 り組 む よ

う に な る の で あ る。 しか し、 仏 教 か ら ま っ た く離
れ き っ て し ま っ た わ け で は な い 。 作 品 制 作 の 前 に

必 ず 般 若 心 経 と不 動 真 言 を 唱 え て い た の は 前 述 し
た と お りで あ る 。 具 体 的 に も、1983(昭 和58)年

の 《懐 素 上 人 》(兵 庫 県 立 美 術 館)、1987(昭 和62)

年 の 《執 金 剛 神 》、1994(平 成6)年 の 《有 頂 天 》

な ど の 仏 教 を テ ー マ に した 作 品 が し ば し ば 描 か れ

て い る 。

以 上 、 仏 道 修 行 を軸 に し て 、 白 髪 の1970年 代 を

た ど っ て き た 。 こ の 時 期 の 作 品 は 、 これ ま で 高 い

評 価 を 受 け て き た とは い え な い 。 具 体 美 術 協 会 の

時 期 が も っ と も 充 実 し て い た とい う研 究 者 も多 い 。

白 髪 の 回 顧 展 が 開 か れ る 際 、1970年 代 の 作 品 が 選
ば れ る こ と も少 な い 。 しか し、30歳 代 後 半 か ら 関

心 を も ち 始 め 、 天 台 僧 と して の 修 行 を十 全 に 積 み

重 ね た 白 髪 の 精 神 世 界 の な か で 、 仏 教 の 占 め る 部

分 は き わ め て 重 要 だ っ た と考 え ら れ る 。

次 節 で は 、1972年 に 制 作 さ れ た 《観 音 普 陀 落 浄 土 》

と 《東 方 浄 瑠 璃 世 界 》 を 例 に と っ て 、 一 つ の 仮 説

を核 に して 白 髪 と仏 教 の 交 錯 す る様 を 具 体 的 に 考

え て み た い 。

3.白 髪一雄と法華経― 《観音普陀落浄土》と 《東
方浄瑠璃世界》

白 髪 が 愛 蔵 し た 書 籍 は 、 現 在 、 白 髪 家 か ら尼 崎

市 総 合 文 化 セ ン タ ー に 寄 託 され て い る。 そ の な か

に 仏 教 関 係 の も の が 約100冊 含 ま れ る。 そ の う ち

仏 教 美 術 関 連 の 書 籍 や 画 集 は きわ め て 少 な く、 ほ

と ん どが 仏 教 思 想 や 経 典 、 仏 教 学 な ど の い わ ゆ る

仏 教 書 で あ る 。 な か に は 天 台 学 の か な り専 門 的 な

研 究 書 も あ り、 白 髪 が 比 叡 山 で の 行 と平 行 し て 、
あ る い は そ れ に 取 り組 む 前 か ら、 真 摯 に 教 学 を 学

ん で い た こ と を教 え て くれ る。

宗 祖 ・最 澄 が 天 台 法 華 宗 と称 して い た こ と が 示

す よ う に 、 天 台 宗 の 根 本 経 典 は 『法 華 経 』 で あ る 。

『法 華 経 』 は 、 紀 元 後1世 紀 、 当 時 は 異 端 で あ っ た

大 乗 仏 教 集 団 に よ っ て 西 北 イ ン ドで 成 立 し た と 考
え ら れ て い る 。 サ ンス ク リ ッ ト語 で 『サ ッ ダ ル マ ・

プ ン ダ リ ー カ』(Saddharmapundarika)と い う。 そ

の 漢 訳 は3つ 伝 わ る が 、 西 晋 の 竺 法 護(239－316、

Dharmaraksa)は 「正 法 華 経 」 と訳 し(268年)、 姚

秦 の 鳩 摩 羅 什(344－413、Kumarajiva)は 「妙 法

蓮 華 経 」 と訳 した(406年)。 日 本 の 岩 本 裕 は 「正

しい 教 え の 白 蓮 」(1967年)と 、 植 木 雅 俊 は 「白 蓮

華 の よ う に 最 も勝 れ た 正 しい 教 え 」(2008年)と

現 代 語 訳 し て い る 。 名 訳 だ っ た た め 、 漢 訳 は 鳩 摩

羅 什 の もの が も っ ぱ ら用 い ら れ 、 日本 で も同 様 で

あ っ た 。 周 知 の よ う に 、 日本 で は 近 代 以 前 、 仏 教

典 は 和 訳 さ れ る こ とが な く、 漢 訳 の ま ま流 布 す る 。

長 ら く漢 訳 の 『法 華 経 』 しか 世 に 伝 わ ら な か っ た が 、
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約200年 前 、 サ ン ス ク リ ッ ト本 が 発 見 さ れ て そ の

研 究 は 一 気 に 進 ん だ 。
ち な み に 白 髪 に 《サ ・ダ ル マ ・プ ン ダ リ ー カ ・

ス ー トラ 》(兵 庫 県 立 美 術 館 、fig.3)と い う1975年

の 作 品 が あ る 。 黒 い 地 に 白 い 円 相 を大 き く描 い た

もの で 、 白蓮 華 を モ チ ー フ に し た も の に ち が い な
い 。 他 の 仏 教 主 題 の 作 品 名 が す べ て 漢 語 で あ る の

に 対 し、 こ れ だ け が サ ン ス ク リ ッ ト語 を カ タ カ ナ

表 記 し て い る の が た い へ ん 興 味 深 い 。 白 髪 に と っ

て 『法 華 経 』 が 特 別 な 意 味 を持 っ て い た こ と を示

唆 す る も の と い え よ う。

『法 華 経 』 の 教 え を 概 説 す る の は 、 筆 者 の 能 力

を は る か に超 え る 。 一 つ だ け 強 調 し て お き た い の

は 、 「法 華 経 が 、 人 間 は 誰 で も差 別 な く、 一 人 残

らず 成 仏 で き る と説 い て い る 」15)こ とで あ る。 『法

華 経 』 の 影 響 を 受 け て 成 立 し た 『涅 槃 経 』 も 「一

切 衆 生 悉 有 仏 性(い っ さ い し ゅ じ ょ う しつ ゆ うぶ
っ し ょ う)」 と説 い て い る 。 『法 華 経 』 は 出 家 と在

家 の 別 、 あ る い は 男 女 の 性 別 に 関 わ りな く、 だ れ
で もが 悟 り を 開 い て 仏 に な れ る 可 能 性 を 持 っ て い

る こ と を主 張 す る 。 菩 薩 と声 聞 、 縁 覚 の 三 乗 の う

ち 菩 薩 の み 、 ま た 男 子 の み が 成 仏 で き る と し て い

た 、 の ち に小 乗 と 呼 ば れ る こ と に な る 初 期 仏 教 教

団 に と っ て は 、 き わ め て 危 険 な 、 異 端 とい っ て も

よ い 思 想 だ っ た 。 最 澄 が 、 法 相 宗 の 徳 一(749－

824)と あ しか け9年 に わ た り繰 り広 げ る 「三 一 権

実 諍 論 」 も こ の 一 乗 論(だ れ で も が 成 仏 で き る)
と三 乗 論(選 ば れ た もの だ け が 成 仏 で きる)と の

あ い だ の 対 決 だ っ た し、 良 源 の 名 声 を高 め る こ と
に な っ た963(応 和3)年 の 「応 和 の 宗 論 」 も同 じ

テ ー マ の 論 争 だ っ た 。

「一 切 衆 生 悉 有 仏 性 」 の 思 想 は 、 日 本 の 天 台 宗

の な か で や が て11世 紀 か ら12世 紀 に か け て 、 天 台

本 覚 思 想 に 発 展 し て い く。 人 間 だ け で は な く他 の

動 植 物 、 あ る い は す べ て の 物 質 に仏 性 が あ る と い

う 「草 木 国 土 悉 皆 成 仏 」 の 思 想 が 立 ち 上 っ て くる 。
こ れ は 中 世 以 降 、 文 学 や 美 術 、 能 楽 、 生 け 花 な ど

広 くさ ま ざ ま な 日本 文 化 に 大 き な 影 響 を与 え て い

く こ と に な っ た 。 『法 華 経 』 は 数 あ る 仏 教 典 の な

か で 、 日 本 文 化 に もっ と も 大 き な作 用 を 及 ぼ し た

もの の 一 つ で あ る 。

白 髪 も、 当 然 の こ と で あ る が 『法 華 経 』 を 熟 読

して い た の は 間 違 い な い 。 日蓮 宗 に 深 く帰 依 し て
い た 祖 母 は 『法 華 経 』 を 朝 夕 読 経 し、 そ れ を 耳 に

し な が ら白 髪 は 育 っ て い る 。 旧 蔵 書 の な か に は 、

岩 波 文 庫 版 の 、1970(昭 和45)年4月 発 行 の 『法

華 経(上)』 第1版 第11刷 、1969(昭 和44)年5月

発 行 の 『法 華 経(中)』 第1版 第7刷 、1970(昭 和
45)年5月 発 行 の 『法 華 経(下)』 第1版 第5刷 が 含

ま れ る 。 お そ ら く得 度 した1971年 前 後 に ま と め て

購 入 した も の だ ろ う。 の ち に 「法 華 経(サ ・ダ ル マ ・

プ ン ダ リ ー カ ・ス ー トラ)」 と い う 題 名 の 油 彩 画

も描 い て い る の で あ る か ら 、 具 体 的 な イ メ ー ジ が

で きあ が る ほ ど に 、 白 髪 自 身 の な か で 法 華 思 想 を

熟 成 させ て い た は ず で あ る 。

さて 、 兵 庫 県 立 美 術 館 が 所 蔵 す る 《東 方 浄 瑠 璃

世 界 》(fig.4)と ブ リ ヂ ス ト ン美 術 館 の 所 蔵 す る

《観 音 普 陀 落 浄 土 》(fig5)は 、2点 そ ろ っ て と も
に1972年7月 、 メ キ シ コ のMuseo de Ciencias y de la

UNMAで の 展 覧 会Arte Japones de Vanguardiaに 出 品

さ れ 、 同 年12月 に ミ ラ ノ のPalazzo Dellasoc Eta per
Le Bella Artie ed Esposizione di Miranoで の 展 覧 会

fig.3

白 髪 一 雄 《サ ・ダ ル マ ・プ ン ダ リ ー カ ・ス ー ト ラ 》1975年 、
油 彩 ・ カ ン ヴ ァ ス 、 兵 庫 県 立 美 術 館 所 蔵

fig.4
白 髪 一 雄 《東 方 浄 瑠 璃 世 界 》1972年 、 ア ル キ ド絵 具 ・カ ン
ヴ ァス 、 兵 庫 県 立 美 術 館 所 蔵
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Arte Contemporanea del Giapponeに 出 品 さ れ た 。

《観 音 普 陀 落 浄 土 》 は 、 鮮 や か な 赤 を 基 調 と す
る地 色 に 、 左 上 か ら右 下 へ 白 と青 の絵 具 を ス キ ー

ジ で 滑 らせ て 途 中 で 屈 曲 させ な が ら押 し流 し、 右

上 か ら左 下 へ は 赤 と 黄 色 の 絵 具 を対 称 と な る よ う

に 滑 らせ て い る 。 滝 の よ う な 、 あ る い は 水 の 動 き

を 想 起 さ せ る 絵 具 の 痕 跡 を 見 せ て い る 。 多 数 の 原

色 が 踊 っ て い る 画 面 だ が 、 不 思 議 と騒 が し さ は 感

じ ら れ な い 。 裏 面 に は 、 下 記 の よ う な 白 髪 に よ る

書 き 込 み が あ る 。

「観 音 普 陀 落 浄 土 」 昭 和 四 十 七 年 五 月 白 髪 一

雄 / Kazuo Shiraga 1972.5

一 方 、 《東 方 浄 瑠 璃 世 界 》 は 地 色 を 明 る く澄 ん

だ 青 と し て 、 左 か ら水 平 に黒 、 緑 、 青 の 絵 具 を ス

キ ー ジ で 押 し流 し、 ま た 中 央 か ら右 下 へ 同 様 の 絵

具 を屈 曲 させ な が ら滑 らせ て い る。 静 謐 さ と鋭 利
さ が 同 居 し た 作 品 とい っ て よ い 。 裏 面 に は 下 記 の

よ う な 書 き込 み が あ る 。

K.Shiraga 1972.4/“ 東 方 浄 瑠 璃 世 界 ” 昭 和

四十七年四月作 白髪一雄16)

こ れ ら の 年 記 は 、2点 が 立 て 続 け に 間 を お か ず

に 描 か れ た こ と を 示 し て い る 。 大 き さ こ そ 異 な る

が 、 そ の 後 の 出 展 状 況 を 考 慮 し て も、2点 が 当 初

か ら密 接 な 関 係 を もっ て 制 作 さ れ た 二 連 作 で あ る

可 能 性 が 高 い 。
こ こ で 指 摘 して お きた い の は 、1972年 前 半 が 白

髪 に と っ て も う 一 つ の 重 要 な転 機 を迎 え て い た こ
と で あ る 。 具 体 を 牽 引 して き た 吉 原 治 良 が2月10

日 に67歳 で 亡 くな る 。 残 さ れ た メ ンバ ー は 協 議 し 、

3月31日 を も っ て 具 体 美 術 協 会 は 解 散 し た 。 白 髪

は あ ら た な 精 神 的 な 拠 り所 を も つ 必 要 に 迫 ら れ た

の で あ る 。 そ こ に 入 り込 ん だ の が 、 天 台 仏 教 だ っ

た 。 白 髪 は 前 年5月 に 得 度 し て い る 。 吉 原 と入 れ

替 わ る よ う に 、 山 田 恵 諦 が 白 髪 の 師 と な っ た 。 前

述 の イ ン タ ビ ュ ー で の 「吉 原 先 生 は も う そ の と き
亡 くな っ て た ん で す が 、 こ れ(《 東 方 浄 瑠 璃 世 界 》

1972年)な ん か ね え 、 す っ き り して 」 と い う 白 髪

の 言 葉 に は 、 そ う した 背 景 が 滲 ん で い る。

《観 音 普 陀 落 浄 土 》 と 《東 方 浄 瑠 璃 世 界 》 は 、

お そ ら く具 体 美 術 協 会 解 散 後 、 最 初 に 制 作 さ れ た

作 品 だ ろ う。 こ の2点 の 背 景 に あ る の が 『法 華 経 』

だ と い う仮 説 を こ こ で 立 て て み た い 。 《観 音 普 陀

落 浄 土 》 は 『法 華 経 』 の 「観 世 音 菩 薩 普 門 品 第
二 十 五 」 を 絵 画 化 した もの とい う仮 説 で あ る 。 こ

の 「観 世 音 菩 薩 普 門 品 第 二 十 五 」 に は 下 記 の よ う

な 記 述 が あ る 。

ロ ー ケ シ ュ ヴ ァ ラ＝ラ ー ジ ャ(世 自 在 王)を

指 導 者 と し た 僧 の ダ ル マ ー カ ラ(法 蔵)は 、 世

界 か ら供 養 さ れ て 、 幾 百 劫 と い う 多 年 の あ い だ

修 行 し て 、 汚 れ な い 最 上 の 「さ と り」 に 到 達 し

て ア ミ タ ー バ(無 量 光)如 来 と な っ た 。 ア ヴ ァ
ロ ー キ テ ー シ ュ ヴ ァ ラ(観 世 音 菩 薩)は ア ミ タ
ー バ 仏 の 右 側 あ る い は 左 側 に 立 ち 、 か の 仏 を扇

ぎ つ つ 、 幻 に ひ と し い 一 切 の 国 土 に お い て 、 仏

に香 を 供 養 した 。 西 方 に 、 幸 福 の 鉱 脈 で あ る 汚

れ な い ス カ ヴ ァ ー テ ィ ー(極 楽)世 界 が あ る 。

そ こ に 、 い ま 、 ア ミ タ ー バ 仏 は 人 間 の 御 者 と し

て 住 む 。17)(下線 は 引 用 者)

fig.5
白髪 一 雄 《観 音 普 陀 落 浄 土 》1972年 、
ア ル キ ド絵 具 ・カ ン ヴ ァ ス 、 石 橋 財 団
ブ リヂ ス ト ン美術 館 所 蔵
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こ れ は 岩 波 文 庫 版 『法 華 経(下)』 に あ る 、 サ

ン ス ク リ ッ ト本 か ら の 岩 本 裕 に よ る 現 代 語 訳 で 、

こ の 部 分 に あ た る 漢 訳 は 存 在 し な い 。 「ア ミ タ ー

バ(無 量 光)如 来 」 と は 阿 弥 陀 如 来 の こ と で 、 そ

の 浄 土 は 西 方 に あ り、 そ の 脇 士 と して 従 う観 世 音

菩 薩 も そ の 西 方 阿 弥 陀 浄 土 に い る 。 白 髪 の 旧 蔵 書
に は 岩 波 文 庫 版 『浄 土 三 部 経(上 ・下)』 や 山 口

光 円 『天 台 浄 土 教 史 』 な どが あ り、 も ち ろ ん 浄 土

教 の 基 本 も熟 知 して い た は ず で あ る 。 こ の 「観 世

音 菩 薩 普 門 品 第 二 十 五 」 を も と に イ メ ー ジ 化 した
の が 《観 音 普 陀 落 浄 土 》 だ と推 測 して み た い 。 こ

の 「観 世 音 菩 薩 普 門 品 第 二 十 五 」 は 独 立 して 「観

音 経 」 と も呼 ば れ 、 中 国 や 日本 で 盛 ん に な る 観 音

信 仰 の 根 本 と な っ た 。
一 方 、 『法 華 経 』 の な か で 、 東 方 に あ る 浄 土 世

界 に 触 れ て い る箇 所 は 二 度 登 場 す る 。 一 つ は 「妙

音 菩 薩 品 第 二 十 四 」 で あ り、 も う 一 つ は 「普 賢 菩

薩 勧 発 品 第 二 十 八 」 で あ る 。 前 者 は 次 の よ う な 記

述 で あ る 。

爾 時 釋 迦 牟 尼 佛 。放 大 人相 。 肉髻 光 明 。及 放 眉 間 。

白 毫 相 光 。 遍 照 東 方 。 百 八 万 億 。 那 由 他 。 恒 河

沙等。諸佛世界。過是數已。有世界。名淨光莊
嚴 。其 國 有 佛 。号 淨 華 宿 王 智 如 来 。應 供 。正 遍 知 。
明 行 足 。 善 逝 。 世 間 解 。 無 上 士 。 調 御 丈 夫 。 天

人 師 。 佛 。 世 尊 。 爲 無 量 無 邊 。 菩 薩 大 衆 。 恭 敬

圍 繞 。 而 爲 説 法 。 釋 迦 牟 尼 佛 。 白 毫 光 明 。 遍 照

其 國 。 爾 時 一 切 。 淨 光 莊 嚴 國 中 。 有 一 菩 薩 。 名

日 妙 音 。

そ の 時 、 普 賢 菩 薩 は 自在 な る 神 通 力 と 威 徳 と 名

聞 を以 い て 、 大 菩 薩 の 無 量 無 辺 の 不 可 称 数 な る
と と も に 東 方 よ り来 た れ り。 経 た る 所 の 諸 国

は 、 普 く皆 震 動 し、 宝 の 蓮 華 を 雨 ら し、 無 量

百千万億の種種の伎楽 を作せ り。19)(下線部は引
用者)

ど ち らの 章 を 典 拠 に し た の か 、 あ る い は 双 方 を

取 り込 ん で い た も の か 、 現 在 の と こ ろ 判 断 が つ か

な い 。 しか し、 日が 没 す る 西 方 の 赤 、 朝 を思 わ せ

る 東 方 の 青 を対 比 させ 、 ス キ ー ジ 状 の 器 具 を 用 い

て ア ル キ ド絵 具 を押 し流 す 共 通 の 表 現 は 、2作 品

が 同 じ 『法 華 経 』 に あ ら わ さ れ た 菩 薩 た ち が 住 む
二 つ の 浄 土 を イ メ ー ジ し た も の で あ る こ と は 、 十

分 に 想 定 す る こ と が 可 能 だ ろ う。 天 台 宗 の 根 本 経

典 で あ る 『法 華 経 』 の 絵 画 化 は 、 当 時 の 白髪 に と
っ て 魅 力 的 な 主 題 だ っ た は ず で あ る 。 具 体 美 術 協

会 解 散 後 た だ ち に 、 白 髪 は 繰 り返 し愛 読 して い た

『法 華 経 』 か ら2作 品 の 組 み 合 わ せ を構 想 し、4月

に 《東 方 浄 瑠 璃 世 界 》 を 、翌 月 、《観 音 普 陀 落 浄 土 》

を 制作 した と考 え ら れ る 。

『法 華 経 』 の 絵 画 化 は お そ ら く、 こ の2作 品 の2

年 後 、 前 述 した1974(昭 和49)年8月 、 信 濃 橋 画

廊 で の 「法 華 経 の デ ッサ ン― 諸 法 実 相 白 髪 一 雄 作

品 展 」 が 一 つ の ピ ー ク に な っ て い る 。 こ れ は 加 行

を満 行 後2か 月 で 開 催 し た 個 展 で 、 「円 が 描 け る よ

う に な っ た 」 直 後 の 作 品 群 が 発 表 さ れ た 。 目録 も

写 真 資 料 も未 見 だ が 、 取 材 した 読 売 新 聞 記 者 は 次
の よ う に 作 品 内 容 を記 し て い る 。

その時、釈迦牟尼仏は大人相の肉髻 より光明
を放ち、及び眉間の白毫相 より光 を放 ちて、遍
く東方百八万億那由他の恒河の沙に等 しき諸仏
の 世 界 を 照 ら した も う 。 こ の 数 を 過 ぎ已 り て 世

界 有 り、 浄 光 荘 厳 と名 つ く。 そ の 国 に 仏 有 して 、

浄 華 宿 王 智 如 来 ・応 供 ・正 遍 知 ・明 行 足 ・善 逝 ・
世 間 解 ・無 上 士 ・調 御 丈 夫 ・天 人 師 ・仏 ・世 尊

と 号 け た て ま つ る 。 無 量 無 辺 の 菩 薩 の 大 衆 は 恭

敬 し囲 繞 せ る を 為 つ て 、 為 に 法 を 説 き た も う。

釈 迦 牟 尼 仏 の 白 毫 の 光 明 は 遍 くそ の 国 を 照 ら し

た も う。 そ の 時 、 一 切 浄 光 荘 厳 国 の 中 に 、 一 の

菩 薩 あ り、 名 を妙 音 と 曰 う 。18)(下線 は 引 用 者)

後者の 「普賢菩薩勧発品第二十八」 には、以下
の ような記述がある。

爾時普賢菩薩。以 自在神通力。威徳名聞。與大
菩薩。無量無邊。不可称數。從東方來。所經諸國。
普皆震動。雨寶蓮華。作無量百千万億。種種伎樂。

「諸仏舌相」「女人成仏」「三界火宅」など周知
の説話 をやや具象味 を帯 びた形態で暗示的に造
形化 した作品、「三諦 円融」「三昧」など、この
聖典から天台宗が抽出 した仏 と人が一体になる
境地の哲理を、色彩の帯状、渦状の線条によっ
て荘厳化 した表現、「普賢菩薩」「四天王」など
超能力者の力 を梵字(ぼ んじ)の 図像の助 けを
借 りなが ら、抽象表現主義の絵画の力強 さに生
か した もの―― 三種類の法華経へのアプローチ
が多彩 なイメージに結晶 し、個 人の想像力に頼
る抽象絵画が陥 りがちな単調 さをまぬがれてい
る。20)

『法 華 経 』 は め く る め く修 飾 や 比 喩 、 想 像 力 豊

か な 説 話 に 彩 ら れ た 文 学 作 品 と も読 む こ とが で き

る。 そ の 多 様 な 魅 力 を 、 白 髪 は 三 つ に括 られ る 方

法 で あ ら わ そ う と した ら し い 。 「す っ と描 け る よ

う に な っ た 」 円 も 登 場 し て い た は ず だ が 、 《諸 仏
舌 相 》(奈 良 県 立 美 術 館)に ド リ ッ ピ ン グ を 用 い
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て い る よ う に 、 そ の 表 現 は さ ま ざ ま だ っ た よ う だ 。

こ う した 『法 華 経 』 の 絵 画 化 は 、 繰 り返 す が 《東

方 浄 瑠 璃 世 界 》 と 《観 音 普 陀 落 浄 土 》 が 出 発 点 だ
っ た よ う に思 わ れ る の で あ る 。

最 後 に 、 白 髪 の作 品 制 作 に と っ て の 天 台 仏 教 の

意 味 を も う一 度 ま と め 直 して み よ う。 第 一 に 、 制

作 す る 前 に 主 題 を 強 く意 識 す る よ う に な っ た こ と

で あ る 。 水 滸 伝 シ リ ー ズ の ほ と ん どが 、 作 品 が 完

成 して か ら そ れ に ふ さ わ しい と思 わ れ る豪 傑 名 を

与 え て い っ た こ と な ど と異 な り、 仏 教 シ リ ー ズ は 、

先 に 主 題 が 存 在 し そ れ か ら表 現 が 生 成 して い くプ
ロ セ ス だ っ た 。 き わ め て 知 的 な 操 作 で あ る。 ア ク

シ ョ ンペ イ ン タ ー で あ る 白 髪 が 精 神 と 身体 の 一 元

化 を 図 る た め に 、 仏 教 は きわ め て 有 効 な ツ ー ル だ
っ た とい え る 。

第 二 に 、 仏 道 修 行 の 体 験 を 通 して そ の 表 現 に 透

明 感 や 簡 潔 さ が 生 ま れ た こ とで あ る 。60年 代 に ア

ク の 強 い 、 濃 厚 な絵 具 の 塊 と素 足 で 格 闘 して い た

白 髪 は 、70年 代 に 、 道 具 を 手 で 用 い た 描 法 を併 用

す る よ う に な る 。 同 時 に 顔 料 の 選 択 が 急 速 に洗 練

さ れ て い く。 白 髪 に よ る と 、 こ の こ と は 周 囲 か ら

た び た び 指 摘 さ れ た こ とで あ り、 自分 で も意 識 し

て い た よ う だ 。 こ う した 変 化 を 生 み 出 した の は 、

山 岳 宗 教 で も あ る 天 台 宗 、 比 叡 山 延 暦 寺 で の 行 だ

っ た と考 え ら れ る。

第 三 に 、1972年 か ら80年 ま で の わ ず か8年 間 の

あ い だ に 、 表 現 が 多 様 に 進 展 し て い っ た 経 験 で あ
る 。 フ ッ トペ イ ン テ ィ ン グ か ら ス キ ー ジ状 の 器 具

を用 い て 大 胆 に 絵 具 を 押 し流 して い く描 法 。 そ し

て 円 輪(円 相)。 梵 字 も取 り入 れ ら れ る こ と が あ

っ た 。 仏 や 経 典 を 思 念 しな が ら生 み 出 さ れ て い く

表 現 は 、 多 様 な 仏 教 主 題 の 変 奏 と な っ て い っ た 。

そ し て 再 び 身 体 性 の 強 い フ ッ トペ イ ン テ ィ ン グ に

回 帰 して い く流 れ は 、 白 髪 の 画 業 の な か で も極 め

て 流 動 性 の 高 い 濃 密 な 変 遷 と な っ た 。 こ の 変 遷 は 、

制 作 と並 行 して 進 め ら れ た 仏 道 修 行 に よ っ て 支 え

ら れ て い た の で あ る 。 フ ッ トペ イ ン テ ィ ン グ に 回

帰 した80年 代 以 降 も、70年 代 の 体 験 は 色 濃 く影 を

落 と し て い る 。 一 度 会 得 した 簡 潔 さ は 失 わ れ る こ
と な く、 広 く東 洋 思 想 に 依 拠 し な が ら 白 髪 の 制 作

は 続 い て い っ た 。
こ う し た 仏 教 と斬 り結 ぶ 白 髪 の 旅 の 出 発 点 に 、

ブ リヂ ス トン 美 術 館 が 所 蔵 す る 《観 音 普 陀 落 浄 土 》

が 位 置 して い る の で あ る 。
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