
Isibhasiyaim の 言 語 学 的 註 記

山 崎 守 一、

初 期 仏 教 を研 究 す る上 で, ジ ャ イナ 教 古 聖 典 中に 関 係 の 文献 資料 が存 在 し, こ

れ ら両 教 聖 典 の 比 較研 究 が 極 め て重 要 で あ る こ とは周 知 の事 実 で あ る。 今 問題 と

す るIsibhasiyairp(=Isibh.)も ジ ャィ ナ古 聖 典 の1つ と考 え られ, 初 期 仏 教 研 究

に 貴 重 な 文献 とい わ ね ば な らな い。

本 邦 に お い てIsibh. は 松 濤 誠 廉 先 生 に よ って 邦 訳 が な され, 最 近, 谷 川 泰 教

氏 の 索 引 が 発表 され て研 究 者 に 一 大便 宜 を供 して い る。 しか しな が ら, これ ま で

の す べ て の研 究 を網 羅 した 中期 印度 ア リア ン語 の語 源 学 辞 典 が存 在 しな い現 在 に

あ って, 本 稿 はIsibh. の よ り正 確 な理 解 に便 を供 した い と思 い, 非 才 を 省 み ず, 

新 しい語 源 を示 唆 し よ う とす る もの で あ る。

(1) ajjhovavappa- (vanna-) は Isibh. 28. (3)に み られ る。Pischel (§77)は

Sktに お い て abhijati, abhijati; pariplava, pariplava; prativesa, prativesaの

よ うに, 接 頭 辞 の初 め の母 音 が時 と して長 音 化 す る現 象 がPktに お い て も可 能

で あ る と考 え, ajjhovavann=adhyupapannaと み る。 この 語 はAMgの み な ら

ず, JMに もあ らわ れ るが, 多 く の ヨ ー ロ ッパ 人 校 訂 者 た ち や 辞 書 編 纂 者 た ち

はPischelの この 見 解 と 同様 で あ る。 例 え ば, Jacobi (Ausgewahlte Erzahlungen

in Maharastri, Leipzig 1886, s. 88; "Das Kalakacarya-Kathanakam", ZDMG34, s. 297),

Leumann (Das Aupapatika Stra, Leipzig 1883, s. g3), AMgDs. v., PSMs. v. で あ

る。

J. J. Meyer (Hindu Tales, London 1909, P. 147n. 2)は Jacobi や 註 釈 家 た ち に

よ って 示 され た ajjhovavanna=adhyupapanna で は な く, Pali ajjhopanna (Skt

adhyavapanna) に 相 当 す る と 考 え た。 ま た, CPD(s. v. ajjhopanna) は adhi-ava-

√padの 過 去 分 詞 で あ る こ と を示 し, AMgの 対 応 語aljhovavannaを あ げ てい る。

この 他 にadhi-ava-pannaと 考 え る 学 者 にW. B. Bollee (Studien zum Suyagada,

Wiesbaden 1977, s. 180)が い る。

Childers, Andersen, GeigerはPali ajjhopanna を と りあげ て お ら ず, PEDも

語 源 を決 定 して い な い。 しか しな が ら, Paliに お い てSktoがavaに 転 託 す る

こと は周 知 の事 実 で あ り(cf. Geiger§26. 2), Palia jjhopanna<Skt adhyavapanna
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は 極 め て 自 然 な 現 象 で あ る。

こ こ でCPDの 見 解-Palial jhopanna のAMgは ajjhovavanna を 採 用 す

れ ば, Skt-ava-が ど の よ うに し て-ova-に 転 設 し た か, す な わ ち, Skt adhyava-

panna>Pkt ajlhovavannaが ど の よ うに 可 能 で あ る か を 解 決 し な け れ ば な ら な い。

MeyerとBollee は こ の 解 決 と し てuvaveya=upeta (Leuman, Aupapatika Stra,

Glossars. v. )の 例 を 提 示 す る。 恐 ら く-va-の 省 略 化 が 可 能 で あ る こ と を 意 味 し

て い る の で あ ろ うが, 依 然 と し て 一va一 の 重 複 は 疑 問 を 残 し て い る の で 新 し い 解

釈 が 提 示 さ れ ね ば な ら な い。

そ こ でadhy-ava-pannaはajjh-ava-vannaとajjh-o-vanna に転 託 が 可 能 で あ

り, こ の-ava-と-o-の 混 成 語 が aljh-ova-vanna と見 倣 す こ と が で き よ う。 し

た が っ て ajjhovavanna のSkt対 応 語 はadhyupapanna よ り も adhyavapanna が

適 し て い る こ と に な る。

(2) Isibh. 34, 10ff.: no dandena va latthina va letthuna va mutthind va bale

kavalepa va abhihanati tajjeti taleti paritaleti paritaveti uddaveti. こ の 一 節 は

poとbaleを 除 い て34, 17ff. で 繰 り返 さ れ る。

こ こ に み ら れ るuddaveiはud-√vapのcausative, す な わ ちudvapayatiで

vyapadayatiと 同 義 で あ る と 考 え ら れ て き た。

し か し;な が ら, Ayarahga (=Ay.)1. 4. 1. 1.: savve papa savve bhtlya savve

jiva savve satta na hantavva na ajjaveyavva na parighettavva na pariyaveyavva

na uddaveyavva が あ り, 動 詞

(Isibh.) abhihanati......paritaveti uddaveti

(Ay.) hantavva.......pariyaveyavva uddaveyavva

が 対 応 関 係 を 示 し て い る。

Pischel (§570) は uddaveyavva=uddravayitavya を 与 え て お り, これ は 語 源 的

に 可 能 な 解 釈 で あ る。Pischelの こ の 見 解 が 正 し い と す れ ば, uddaveiはud-√dru

のcausative uddravayatiか ら 由 来 し て 生 起 し た こ と に な る。 こ こ で 接 頭 辞 ud-

は upa-か ら発 展 し た も の と 見 倣 す こ と が で き, 意 味 は upa-vdru 'to attack'

(MWs. v.) と い う こ と に な り, 文 脈 に も よ く適 合 す る。

と こ ろ で, uddavaittar-'attacker'がAy. 1. 2. 5. 6に uddavaitta (nom. sg) と

し て あ ら わ れ る。Silahka は apadravayita と み て い る。 ま た, PSM (s. v. uddava-

ittu) は こ の 箇 所 を 引 用 し, Skt対 応 語 と し てuddrotr, upadrotr を 示 し て い る。

Sheth は 語 源 と し てud-drava-あ る い はupa-drava-と 考 え て い る こ と が 推 察 で
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き よ う。

そ こで uddavaitta は ＊ud-dravayitrのnom. sg. と解 す こ とが で き るが, む し

ろ, ud-に 発 展 したupa-を 伴 ったupa-drav-か ら生 起 した と解 す 方 が よい で あ

ろ う。

これ に 反 し てSchubring(Acarahga-S廿tra, P. 70)はuddavaittar=*udvapayitr

と考 え て い るが, 上 記 のuddavaittar<*upa-dravayitrを 否 定 し う る 論 拠 を 持 ち

得 な い。

(3)Pktに はSktの 接 尾辞 に加 え て, Sktに 欠 けて い る多 くの 接 尾辞 が 存 在

す る が, これ らは特 にtaddhita接 尾 辞 で あ る。 ま た, Sktに お い て は ほ とん ど

使 用 され な い が, Pktに お い て は しば しば使 用 され る接 尾 辞 も多 い。 概 して接 尾

辞 の 中 に は意 義 や機 能 の は っき り した もの が多 い が, 1個 の接 尾 辞 が 多 種 多 様 の

意 義 を もつ こ と も多 く, 分 類 は簡 単 に で きな い。

今, こ こに と りあ げ る接 尾辞-ira(cf. Whitney, Sanskrit Grammar, 1226b)は, 

Pktに お い て 多 くの 場合, krt接 尾 辞 と して用 い られ, 動 詞 の語 根 に添 え られ て

1つ の形 容 詞 を形 成 す る。 これ は基 本 的 に はPktに お け る現 象 と見倣 され よ う。

Isibh. 6. (1) padad, 6. (9) pada b: tatto vi judhire jape に み られ る judh-

ira-も この例 で あ る。 そ の他, 2, 3の 例 を あ げれ ば, rehira-(The Kalakacaryaka-

tha W. N. Brown's ed., P. 41), kalpkhira-(Sattasal, Weber's ed. v. 55), ayampira-

(Dasaveyaliya, 5. 1. 23; 8. 23)等 で あ る。 註 釈 書 に よ れ ば, karpkhira=kanksapa-

sila, ayampira=ajalpapasila, ajalpita で あ り, -iraが 性 質 と して の語 根 の概 念 を

表 現 す る とす るPischel (§596)の 説 明 は これ らの註 釈 の立 場 に基 づ い て い る と

い え よ う。

Schubring は註 記 の 中 で, judhira がfighting'す なわ ち,「 暴 力 に訴 え る」 を

意 味 す る と考 えた。 これ は 採 用 され るべ きで あ る。 接 尾辞-iraは 動 詞 の 語 根 に

添 え られ た 時, 形 容 詞 を形 成 し, 現 在 分 詞 に相 当 す る意 味 を もつ こ と に な る とい

え よ う。 した が って judhira は 動 詞 √yudh に接 尾 辞-ira が 添 え られ た 形 容 詞 と

み る こ とが で き る。

この見 解 に 基 づ く な ら, kalpkhira (kahks-+ira)='wishing, desiring'; rehira

(rekh-+-ira, Jacobi (Glossars. v.)はreh-<rebh-と 考 えたが, 多 くの文法学者 によって

これまでreh-<raj-と 説 明 されて きた。 この検討は別 の機 会に譲 る)='shining'; ayamp-

ira (alalp-+-ira)='not speaking'で あ り, これ らは それ ぞれ の 文 脈 に よ く適 合 す

る。(東 北大学大学院)
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