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Yogadrstisamuccayaの ヨ ー ガ 階 梯

-sthira kanta-

浅 野 玄 誠

本 稿 は, 既 発 表 のHaribhadra-suri著"Yogadrstisamuccaya"に 関す る研 究

の続 編 に相 当 す る1)。YDSに お い てHar. は ジ ャ ィナ 論 師 め立 場 か ら八 つ の ヨ

ー ガ視 点(yogadrsti)の を順 次解 説 す る が, 学 術 大 会 で は未 発表 の後4視 点 を概 観

した。 本 稿 で は 紙 面 の 都 合 上, 後4視 点sthira, kanta, prabha, paraの うち, 

第5視 点sthiraお よび第6視 点kantaに 限 って そ の 内 容 を論 考 して み た い。

また, Har. の8ヨ ー ガ視 点 を 考 え る場 合, しば しぼPatahjaliの 八 支 ヨー ガを

そ の 対 象 概 念 と して 参 照 す るが, これ はHar. 自身 の論 の 展 開 に依 る もの で あ る。

Har. は8ヨ ー ガ視 点 の解 説 の うち, 7ヨ ー ガ視 点 に至 る まで の それ ぞ れ に お い

て, つ ね にPatanjaliの 八 支 ヨー ガ を引 用 して い る。 た だ し, 実際 上Har. の ヨ

ー ガ観 は, Patanjaliの 八支 ヨ ー ガに と らわ れ る と ころ 少 な く, さ らにVyasaの

見 解 を そ の 考 察過 程 に援 用 す る こ とに い た って は, Har. お よびVyasaの 生存 年

代 の 確 定 に 不 確 実 な 要 素 が 残 る こ と も勘 案 して, 危 険 で あ る といわ ざ る を得 ない。

た だ し, Patanjaliの 見 解 のHar. 自身 の 手 に な る 引 用 は, Har. の ヨー ガ観 を

顕在 化 させ る 上 で の 重 要 な 資料 で あ る こ とも否 め な い。 こ こで は両 者 を比 較 対 照

す る こ とを 目的 とす る こ とな く, Har. の ヨ ー ガ 観 を 明 らか にす る た め の資 料 と

して それ を利 用 して い きた い。 ま た, Vyasaの 見 解 を も ってPatanjaliの 論 を補

う場 合 は, Vyasaが あ くま でPatanjaliの 意 図 を 正 確 に継 承 して い る と考 え られ

る場 合 に限 定 され る こ とは い うまで もな い。

1. 第5視 点sthira

こ の位 に おい て修 行 者 は, 一 切 の 享 受 を捨 て, 内面 的 な る唯 一 の 光(abhayam

kevalalp jyti恥 と称 せ られ る智 慧 を, 聖 典 の 分別(sruta-viveka, agama)の 学 習

(abhinivesa)に よる法 の精 髄 た る精 神 の 生起 か ら獲 得 して ゆ くと され る2)。 こ こで

注 目され る べ きは158と160で あ る。

このよ うに して不動 なる分別を もて るものは, 〔感官の〕抑制を勝義 とす る も の で あ

り, 同様 に教法 を障 げるものを と り除 く意欲を もて るものである。(YDS158)
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〔神 や世 間におけ る如 き〕 法 よ り生ず る享受であった として も, 有情 に とっては意味

のない ものである。それは あたか も白檀か ら生ず る火が確か に燃 え る如 くである。

(YDS160)

158の 前 半 部 分, 「不 動 な る分 別 を もて る もの は, 〔感 官 の〕 抑 制 を 勝 義 とす る

もの で あ り」 は, YSII-54でYSの 述 べ る第5ヨ ー ガ支 分pratyaharaを 解 説

して 「諸 感 官 が 自己 の対 象 と結 び つ か ず, あた か も心 自体 に似 た る もの で あ るか

の 如 くな る のが 制 感(pratyahara)で あ る」 とす る の に ま さ し く相 応 し, 一, 方後

半 の 「教 法 を障 げ る ものを 取 り除 く意欲 を もて る もの で あ る」 と い うsthiraの

定 義 は, Har. 独 自の見:解で あ る とい え よ う。 前 者 は お そ ら く, 一 般 的 な第5支

分 の定 義 を 形 式 上 援 用 した に過 ぎず, 後 者 こそ がHar. がsthiraに 託 す 重 要 な 意

味 を含 ん で い る。 後 半 の見 解 は多 分 に ジ ャイ ナ の伝 統 を 意 識 し て述 べ られ て お り, 

この姿 勢 は それ に続 くい くつか の カ ー リカ ー で, よ り明 らか に され る。 特 に160

とそ の 自註 は, 彼 の第5視 点sthiraの 性 格 を 明 らか にす るた め の 重 要 な 役 割 を果

た して い る。

160の 冒頭 「法 よ り生 ず る享 受 で あ った と して も」 は, 自註 に よ って, 神 や 世

間 に おけ る法 よ り生 ず る 〔と考 え られ る〕 享 受 は放 逸(pramada-vidha)の 故 に人

間 に は 意味 の無 い もの で あ る, とい う意味 で あ り, この放 逸 魂(pramada-jiva)と

は結 び つ か な い救 済 者(tirtha-kara)等 の果 を清 浄 化 させ た もの に よっ て, 福 音 の

成就 等 に 関す る聖 典 の学 習(abhinivesa)か ら, 法 の精 髄 た る精 神 の 生起 が あ る, 

とされ る。

こ こに もち い られ る放 逸pramadaと は, TAASVIII-1に 「束 縛 の 原 因 は邪

見(mithyadarsana)と 無 禁 誓(avirati)と 放 逸(pramada)と 汚樵(kasaya)と 行 為(yoga)

で あ る5)」 と述 べ られ る束 縛 の原 因 の一 つ であ り, ジ ャ ィナ の 禁 戒 を妨 げ る も の

と して きわ め て オー ソ ドッ クス な概 念 で あ る。

同様 に, 聖 典 の 学 習(abhinivesa)は, 聖 典 智(sruta)に つ なが る もの で あ り, こ

れ もまた ジ ャ イ ナの 伝 統 に 沿 って 述 べ られ て い る とみ る こ とが で きる6)。 か か る

概 念 は既 に, 第1視 点mitraに もちい られ る 「聴 聞 」(srava尊a)に'始 ま り, 第4

視 点dipraで は 「聖 典 智 」(sruta)を 介 して真 実 の教 法 を 獲 得 す る, と述 べ ら れ

てい る如 く7), これ らは, Har. の ジ ャィ ナ伝 統 説 に 随 順 す る一 貫 した思 想 の継 承

と受 け取 る こ とが で きる。Har.の 思 想 の 根底 に は,「 「正 見 」(samyag-darsana)

「正 智 」(samyag-jiana)「 正 行 」(samyak-caritra)と が解 説 へ の道 で あ る8)」 とす

る ジ ャイ ナ の基 本 的 な 姿勢 が常 に 意識 され て い る の であ る。
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2. 第6視 点Kanta

kanta以 降 の 視 点 に お い てHar. の 見 解 は, ます ますYSの そ れ とは 隔 た っ た も

の とな る。YSで は相 当 ヨー ガ支 分 「総持 」dhara項 を, 「心 を(一)所 に結 びつ

け る こ とが 総 持 で あ る9)」 と解 説 す るが, YDSで は 「この(kanta)の 位 に お い て, 

〔人 は 〕 法 の 権 威 に よ って 行 為 を 清 浄 化 す る こ とを 原 因 と して, 一 切 有 情 に愛 さ

. れ るべ き もの とな り, また 法 に 専 注す る もの と な る」(YDS163)10), 「伝 承 され

る法(=聖 典智agama)に 意(manas)は 常 に 〔相 応 し〕, 一 方 肉体(kaya)は, これ

くkanta)と は 別 の 次 元(=一 般 性, 世 俗性)に 〔相 応 す る〕。しか し なが ら, 〔この位

を 修 得 す る もの に と って は 〕 こ こに 示 され る智 慧 に よ って, 〔感 官 を 対 象 に 結 び

つ け る〕 享 受 が 世 俗 的 存 在(=輪 廻)の 原 因 とは な らな い 」(YDS164)11)と 考 え

るの で あ る。

YSで は第6支dhara頭 か ら後 の3支 分 は 総 合 的 に 総 制(sa甲yama)に 集 約 され, 

これ を 介 して 独 存(kevala)が 実 現 され て ゆ く。 そ の過 程 に, YSは 総持dhara項

の 具 体 的 な 到 達 目的 を 大 離 心(mahavideha)と 定 め, 「外 的 な想 像 され ざ る働 きが

大 離 心(mahavideha)で あ る。 それ に よ り, 照 見(prakasa)を 覆 うも の(avara亭a)が

滅 す る2b」 と説 く。 つ ま り, 身体 の外 に 実際 に 出 て働 く意 の作 用 を 実 現 し, そ の

鋤 きを も って 「総 持 に よ って, 照 見 を 本質 とす る ブ ッデ ィ の純 質 に 関 し て, 動

質 ・暗 質 を 根 本 とす る, そ れ を 覆 うもの の滅 が あ る13)」 とす る の で あ る。

これ は ヨー ガの 修 習 に よ る解 説 に む か う意 の到 達 階梯 と してた いへ ん よ く整 理

され た もの とい え よ うが, 一 方Har. の場 合 は, この よ うな具 体 的 な意(manas)の

状 況 を 説 く こ とは な い。 それ はHar. の ヨ ー ガ観 の 独 自性 を よ く表 わ して い る。

す なわ ち, YSが 解 説 に至 る具 体 的 な心 作 用 の 変 化 を 個 の 中 に表 現 して い る の に対

し, Har. は 世 俗 的存 在 か ら解 説 まで の道 の りに おけ る現 在 の状 況 を, 社 会 的 に

位 置 づ け て い る とい え よ う。 か よ うな理 解 に よ り, 前 出のYDS163, 164と, これ

に よ って説 示 され る第6視 点kantaの 役 割 は さ らに 明瞭 と な ろ う。 つ ま り, この

視 点 の位 置 づ け は, こ の階 梯 に い た る まで の法(ジ ャイナの教え)へ の学 習 と帰 依

と に よ って, 意(manas)が 聖 典 智(agama)に 相 応 す る よ うに な る が, 一 方 肉体 は

依 然 と し て残 り, 享 受 を 続 け て い る, しか しな が ら, もは や そ の 享受 が輪 廻 の原

因 とは な らな い質 の も の に変 化 して い る状 況, と理 解 され るの で あ る。

そ の こ とは, 続 く165, 166に 用 い られ る特 徴 的 な 喩 説 に よ って さ らに顕 在 化 さ

れ てい る。
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「幻の水の真実を知 るものは, 驚 くことな くそれ を遠 ざける。 〔か ように精神 的 な〕

障害を取 り除 くものは, 彼の 〔幻の水〕の真 っ直中を進んでゆ く」(YDS165)

「享 受の自性 を知 る ものたちは, 幻の水 を 〔見 分ける ものたち〕に類 似 しているbな

ん となれ ば, 例 え享受 を伴 ってい た として も, 執着 を離れ たる ものは, 解脱 に赴 くか ら

であ る」 (YDS166)

本 稿 で は紙 面 の都 合 に よ り, Har. の後4ヨ ー ガ視 点 す べ て にわ た って 論 ず る こ

とが で きなか った が, そ れ を 含 め て こ こ に簡 単 な ま とめ と問 題 の提 起 を して お き

た い。

Har. の ヨ ー ガ観 は, YSな どに 述 べ られ る非 常 に 発 展 した形 態 の ヨ ー ガ観 に 比

して, もっ と古 い 形 で の ヨ ー ガを 継 承 して い るの で は な い か と考 え られ る。 第4

視 点 ま で と比 較 して も, YSの 見 解 を 参 照 しつ つ も, YSに 述 べ られ る ヨー ガ 八

支 へ の傾 倒 は, 後4yogadtstiに あ って は 一 層 希 薄 とな る。

そ の原 因 とし て考 え られ る のは, YSがdharapa以 降 の3支 をsalpyamaに

集約 し, 法 雲 三 昧 を 通 し て無 種 子 三 昧 に い た る過 程 を非 常 に 具 体 的 に, しか も明 確

に説 こ う とす る の に対 して, YDSは こ の部 分 で ジ ャ ィナ の伝 統説, 特 にgunas-

thanaへ の依 存 を強 め, 自身 は そ の状 況 を 観 念 的 に表 現 す るに 留 ま り, 具 体 的 な

議 論 を欠 如 してい る こ とで あ る。 す な わ ちHar. の ヨー ガで は, ヨー ガ そ の もの

が 目的 とな る の で は な く, ヨー ガ の修 習 に よっ て感 官 の制 御 を お こな い, 汚 辱 を

滅 っ して真 理 に近 づ い て い く状 況 を作 り出す こ とが 求 め られ て い るの で あ る。

こ う した ヨー ガ の位 置 づ け は, あ るい は ヨ ー ガ学 派 以 外 の 学 派 に あ って ヨー ガ

が 論 じ られ る時, ご く自然 な ことで あ るか も しれ な い。 しか し, ジ ャイ ナ の場 合, 

そ れ は彼 らの持 つ 苦 行 主 義 的 な 方 向 性 との 関 係 の 上 で 詳 察 され ね ば な らぬ 問 題 で

あ り, いず れ 稿 を 改 め てそ のあ た りを 考 え て み た い。

【凡例】Har.: Haribhadra-suri YDS: Yogadrstisamuccaya

YS: Yoga-sutra

1)拙 稿 「Haribhadra-suriの ヨー ガ考 察一Har. の八支 ヨーガ研究 ノー トー」印度学

仏教学 研究35-1,「Haribhadra-siriの 解脱 への道一YDSに み るヨーガの階梯一」仏

教 学セ ミナ ー45

2) cf. Autocommentary ad YDS 160 
3) evam vivekino dhirah pratyaharaparas tatha 

 dharma-badhaparityaga-yatnavantas ca tattvatah // 

4) dharmad api bhavan bhogah prayo' narthaya dehinam / 
 candanad api sarnbhuto dahaty eva hutasanah / 
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5) mityadarsana-avirati-pramada-kasaya-yoga bandha-hetavah. 

6) cf. TAAS 1-9.
7)前 掲拙稿 「……解 脱への道」参照

 8) cf. TAAS I-1. 

 9) YS III-1. 

 10) asyam to dharma-mahatmyat samacara-visuddhitah / 

 priyo bhavati bhutanam dharmaikagramanas tatha // 
 11) srutadharme mano nityam kayas tv asyanya-cestite / 

 atas vaksepaka-jn.anan na bhoga bhava-hetavah // 
 12) cf. YS 111-42. 

 13) cf. Vyasa's commentaryad YS 111-42. 

 14) mayAmdhas-tattvatah pasyann andvignas tato drutam / 

 tanmadhyena prayaty eva yatha vyaghata-varjitah // 

 15) bhogan svarupatah pasyams tatha mayodakopaman / 

 bhunjano'pi by asangah san prayaty eva pa ram padam // 

<キ ワ ー ド> Jaina, Yoga, Yogadrstisamuccaya, Haribhadra-sturi

 (大 谷 大 学 講 師)
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