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1 ． は じめ に

　「全 体 （avayavin ）」の 概 念 が Nyaya −VaiSe§ika学 派 の 範 疇 論 ・ 存 在論 ・認 識 論 を

特 徴づ け る非常 に 重要 な概 念 で あ る こ とは 周 知の 通 りで あ る ． た だ し
，

avayavin

とい う語句自体 は 4世紀後半頃 に 成立 した Nyaya −stttra （NS ）が初 出で あ り
1）

， そ

れ に先立 つ VaiSesika−sUtra （VS ）に は 現れ ない ． それ 故に で あ ろ うか
，
　 VS に は既

に全体の 概 念が 確立 して い る と考 え られ る に もか か わ らず ，
VS の どの 部分 に ど

の よ うな形 で 全体 の 概 念が 反 映 して い るの か に つ い て は
，

ほ とん ど先行研 究が な

い とい える ． そ こ で 本稿 に お い て
，

以 上 の 点 を明 らか に して ゆ く．

2 ． 「全体 （avayavin ）」の 概念 の 特色

　「全体 （avayavin ）」の 概念 とは
， 質料因 （ex ．糸）が 集積 して 結果 （ex ．布） を形 成

す る場合， 原 因 （部分 avayava ） とそ の 集積 で あ る 結 果 （全体 avayavin ） とは別 の 存

在で あ る と見 な す 考え方 で あ る． こ の 全体 の 概念 に 基づ くと， 結果 と原因は 別物

で ありなが ら， 同
一 空間を占め て い る こ とに なる． こ の ような 関係 を内属 （samavaya ）

と呼ぶ ． そ して そ の 内属 関係 に あ る 「部分 」は 「全 体」の 内属 因 （samav5yi −k五rapa ）

に な る とされ る。 こ れ と同様 ， 「部分 」 の 属性 （gu4a）（ex ．糸の 色） と 「全体」の

属性 （ex ．布の 色 ） もや は り別の 存在 と見 な され る ． 両者 に は 当然 ， 因果 関係 は存

在 す る が， 属 性 同士 は 直接 に は 内属 して い な い の で
， 「部 分」 の 属性 は 「全体 」

の 属性 の 非内属 因 （asamavayi −k巨rapa ） と称 され る．

　さて
，

以 上 の よ うな全 体の 概 念 の 定 義か らす る と
，

た とえ avayavin の 語 が見

られ な くと も， 実体 （（iravya）同 士 の 問 に 内属 関係が あ る こ と を前提 とす る satra

は
，

全 体 の 概念 に 基 づ い て い る こ と と なる ． その よ うな sUtra を探 し出す に は ，

samavaya の 語 ， 及 び実体が 実体 を有する こ とを表現す る dravyavatとい う語 の 使

用 が手掛 か りとな る． た だ し， 両 語 と も実体 と属性 ・運 動 との 問の 関 係に用 い ら
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れ る場合 もあ り， 逆 に両語 を使 用 して い な くと も， 実質的 に 全体 の 概念 に 基 づ い

て い る ケ ー ス もある の で ， 注意が 必要 とな る．

3 ． VS 第 1章 に おけ る 「全体」 の 概念

　 さ て ， こ の 全 体 の 概 念 は， まず VS の 哲 学体 系 （特 に範 疇論）の 根 幹 を 説 く

VSl −1−7〜 16
， 即 ち draVya　・　gurla・ka  an の 主要 三 範疇 の 共 通性 （sEdharrnya ）・別

異性 （vaidham ・ya）， 及 び三 範疇の 定義 （lakSarpa） とい う重 要な
一
段 にお い て ， 繰 り

返 し現れ る。

　 まず ， 共通 性 を説 くVS1 −1−7 で は

　VS1 −1−7　 sad 　anitya 卑 dravyavat（中略）iti　draVyaguOakarmapam　aviSesah ．

　　　　　 存在する こ と
， 無常で ある こ と

， 実体 を有する こ と
， （中略） こ れ らは実体 ・

　　　　　 属性 ・運動 〔の 三 範疇の 間〕で 区別が ない （＝共通の 特色 である）．

と説 か れ る． こ こ で は属 性 ・運 動の み な らず実体 も dravyavatと理 解で きるか ら
，

先 に述 べ た よ うに ， 全体 の 概 念 を前提 と して い る と言 える．

　そ れ に続 く別異性の
一

節 （VS1 −1−8〜10） で も全体の 概念が 見 られ る ．

VS1 −1・8

VS1 −1−9

dravy互pi　dravy互ntaram 巨rabhante ．

複数の 実体 が他 の 実体 を形成する．

gUpaS　Ca 　gUpantaram．

また 〔実体 の場合 と同様に 〕複数の 属性 が他の 属性 を 〔形成す る〕．

こ の うち ， 1−1−8 の 「実 体が 他 の 実 体 を形 成 す る」 とい うの は ，
こ の 表現 だ けか

らで は必ず しも全体 の 概念 を前提 として い る と確定はで きない もの の ， 直前の sUtra

に 全 体 の 概 念 が 見 ら れ る こ と， 更 に 注 釈者 の Candr5nanda （CA ） が figg｝ayg＞il：

k5ra砿 ni　dravy細 sv 百tma 幽 k五ryadravyam 　5rabhante （内属 因 とな る複 数の 実体

が 〔集積 して 〕自身 とは 別の
， 結果 と して の 実体 を形成す る） とい うよ うに

， 全体の 概

念 を現 す 際 に特徴 的 な samavayi −karapa や vyatirikta の 語 を使用 しつ つ 注釈 して い

る こ とか ら して ，
こ の satra も全体の 概念 に基づ い て い る と見なす の が 自然 で あ

る
2）
． そ うす る と， そ れ に続 く1−1−9 も当然 ， 「asamavayi −kErarpaな る属性 （ex．糸

の 色）が
， 結 果 と して の 実体 （ex ．布）に 内属 す る 結 果 と して の 属性 （ex ．布 の 色 ）

を形成する」 と解釈 で き， や は りそ こ に全体の 概念 の 反 映が 見 て 取 れ る．

　 また三 範疇を定義する VS1 −1−14〜 16 も全体 の 概念を前提 として い る ． まずは

実体の 定義の sUtra か ら．

　 VS1 −1−14　khy 互vad 　g叫 avat 　samavayikarapam 　iti　dravyalakSapam．
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動作 （＝運 動）を有 し
， 属性 を有 し

， 内属 因 となる と い うの が 実体の 定義 で

ある．

“
kriyavad　gugtavat

”
に よ っ て 実体 が 運動 ・属性 の 基体 に な る こ とが 言 明 され て い

るの で
，

こ こ で い うとこ ろ の 内属 因の 「内属」 とは ， 実体 と運動 ・属性 との 内属

よ り， む しろ 実体同士 の 内属 を意図 して い る （少 な くと も含 んで い る ）可能性が 十

分 に考え られ る． そ うす る とや は り全体の 概 念 を反映 して い る こ とに な る．

　続 く 15 は属性 （g叫 a）， 16は運動 （ka  an ） の 定義で あ る．

VS1 −1−15 （D　draVyalirayi  　agu4av …血   一 iti　g叫 alakSapam ．

VSl −1−16   ekadravyam   agurPa 叩   samyogavibh 巨ge＄v 　anapekSamP 　karanam　iti　karma−

　 　 　 　 lak§aqa 耳1．

こ の 定義 に 見 られ る 3 項 目の 内 ，   と  は お お よ そ 同様 の こ と を述べ て い る の

で
， 結 局 ， 両者 の 違 い は   の 部分 に あ る とい える． 即 ち結合 （sarpyoga ）

・分 離

（Vibhaga）に おい て原 因 とな らない の が 属 性 ， 原 因 となる の が 運 動 とい う定義 で

あ る ． た だ し，
VS7 −2−10〜11 に説か れ る 如 く， 結合 ・分離は 運動 に基 づ い て生

ず る場 合 の 他 に ， 結合 か ら結 合 が 生 じ （samyogaja −sarpy ・ga）， 分離 か ら分離 が 生 ず

る （vibhagaja −vibhaga ）場合 もあ る ． 普通 ， 属性 は 結合 ・分離 の 原 因 とな らない が ，

こ の ケ
ー ス の み結合 ・分離の 原 因 とな りえる の で

，
こ れ を除か な い と不完全 な定

義 とな っ て しまう． そ こ で そ の 不 都 合 を解消す る た め に付加 され た の が anapek ＄a

の 語 で あ る． そ の 詳細 は既刊 の 拙稿
3）

に 譲 るが ，
こ の こ とか ら VS1 −1−15〜 16は

samyogaja −samyoga
，
　 vibh 巨gaja−vibhaga の 概念 を前提 と して い る とい える ．

　で は
，

sarpyogaja −saqlyoga とは どの よ うな概 念か と い うな らば
，
　 VS7 −2−10 に対

す る CA の 註 に基づ くと， 例 えば ，
二 本の 指 とい う因が合体 して 「二 指体 （d・y−

a血gula）」 と い う果が 生ず る場合 ，
二 本の 指そ れ ぞ れ と虚空 （alcaSa） との 結合が 因

とな っ て
，

二 指体 と虚 空 との 結合 が 生ず る こ と ，
こ れ が samyogaja −samyoga で あ

る と説 明 され る． そ うす る と こ こ に は ，
二 本 の 指 と それ が合 して で きた 「二 指

体 」 は別物 で あ り， そ こ に存す る 虚 空 との 「結合」 も， 相 互 に別存在 で ある とい

う概念 が 存する こ とに なる． こ れ は まさ し く非 内属 因 （asamavfiyi −kararpa） の 関係 を

示す もの とい え る． よ っ て samyogaja −samyoga に は 明 らか に 全体 の 概 念 が 反映 さ

れ て い る と言 える． また ，
VS7 −2−11で 説か れ る vibhagaja −vibhaga も，

　 salpyogaja −

samyoga の 対概 念 と して 同様 の こ とが 当て は まる．

　そ うする と，
こ の samyogaja −sarpyoga

，
　 vibhagaja −vibhaga の 概 念 を前提 とする VS1 −

1−15〜 16も， まさに全体の 概念 に基づ く sUtra とい うこ とに な る．
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4 ． VS 第 1章以外に お ける 「全体」の 概念

　以上
，
VS1 −1−7〜 16 とい う，

　 VS の 哲学体 系 の 根 幹 を 成す srttra群 に お い て ， 全

体の 概念が広 く， かつ 深 く根付 い て い る こ と を明か した． よ っ て
， 根 幹部分 で使

わ れ て い る な ら
， 当然 ，

VS 第 1 章以 外 で も諸所 に 全 体 の 概念 が見 られ る は ず で

ある ． 実際 ， かな りの srttra に お い て 全体 の 概念 が指摘 で きる．

　まずは今 あげた VS7 −2−10〜 11 の samyogaja −samyoga
，
　 vibhagaja −Vibh5ga の 概念は

全体の 概念 な しに は 成立 し得ない もの とい え よう
4）
．

　更 に推論 に お け る正 しい 証相 （lihga）を提 示す る VS3 −1−8， 9−18や ， 語 と対象

の 結合関係 を論 じる VS7 −2−20 中の samavEyin の 語 も， 実体同士 の 内属関係 を意

図 して い る （も し くは それ を含ん で い る）可 能性が 高 い ． 少 な くと も注釈 者の CA

は角 と牛 ， 手 ・足 と身体 とい う， 実体 同士 の 内属 をそ の 例 と して挙 げて い る．

　こ の 他 ， 「結果 であ る」「原 因で ある」とい う観念 の 発生原 因に関す る
一節 （VSIO −5

〜 16）中 ，
9 ・10 ・12 ・15 ・16の 5 つ の sfitra も ， 断定 はで きな い が

，
全 体 の 概念

を前提 と して い る 可能性 が考 え られ る
5）
．

5 ． VS 第 4章の 知覚条件に おけ る 「全体」の 概念

　 さて ， 以 上 の 他 に ， 実体 と色 に対 す る知 覚 （upalabdhi ） の 条件 を説 く， 有 名 な

VS4 −1−6お よび 4−1−9 も， 全体の 概念 を前提 とす る可能性 が高 い ．

VS4 −1−6

VS4 −1−9

mahaty 　anekadraVyavattv 諷d　rilp互c　copalabdhib ．

大 な る 〔実体〕に対 して は，〔そ れが 〕多な る実体 を有す る こ とか ら ， また 〔そ

こ に〕色 〔が存する こ と〕か ら， 〔直接〕知覚が 〔可 能とな る〕．

anekadravye 箪a　dravyeロa　samav 巨y且d　r面pavi§e頭c　copalabdhib ．

多な る 実体を有する 実体 との 内属か ら ， また 色 〔性〕 とい う 〔普遍 か つ 〕特

殊か ら
6）

， 〔色 に対 す る〕知覚が ある．

4−1−6 で は 「大 な る （単一
の ）実体」 が 「多な る 実体 を有 す る」 こ とが 述 べ られ

，

4−1−9 で も 「多な る実体 を有 す る （一な る）実体」 とい う表現 が あ る の で
，

こ れ ら

も全体 の 概念 に基づ く可能性が高 い とい える ．確 か に
，
CA の 註 を離れ て srttraの

文言 の み を頼 りに解釈す る な らば
， 「多なる 実体 を有 す る 」で は な く， 単 に 「多

な る 実 体 か ら 成 る 」 と い う意 味 の 可 能 性 も否 定 で き な い が ， そ れ な らば

anekadravya とい う語 を使用 する必 要はな い はずで あ る． とい うの も， 知覚条件

と して は 「大 な る 実体」 も し くは 「大 な る 実体に 内属」とい うだ けで 十分だ か ら．
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や は りこ こ で anekadraVya とい う語が 用い られ た の は，　 dravyaは anekadravyavat か

adravyavat か の い ずれ か で
， 前者が 知覚対象の 必 須 条件で あ る こ とを意識 した 表

現 で あ ろ うか ら，
こ こ で の anekadravyavat や anekadravya な る dravyaとい う文言

は
， 実体 同士の 内属 を前提 と し た表現 と見 なす方が 自然 と言 え よ う，

　 と こ ろ で
，
VS4 −1−6 の 実体 の 知覚 条件 は

， 認識対 象が avayava の 単 な る集積で

は な く， そ れ とは別の avayavin で な くて はな らない こ と を述べ る NS2 −1−35を連

想 させ る ． 明 ら か に 両 sfitraの 趣 旨は 近 似 し て い る とい え る ． た だ し違 い もあ る．

VS の 方 は あ くまで 知覚 の 成 立 条件 を述 べ る 中で 全 体の 概念 が 用 い られ て い るの

に対 し ，
NS に お い て は まさに 認識対象 と して の 「全体」が 強 く意識 され

， それ

が 前 面 に押 し出 され て い る か らで ある ． よ っ て ， VS4 −1−6 の 延 長線 上 に NS2 −1−35

が ある とい え る が ， 両者 の 問に は 未 だ少 し距離が 存す る よ うに思 わ れ る．

6 ． まとめ

以上 の 検 討 を通 して指摘 で きうる結 論 を以 下 に ま とめ る．

1 ． 実体 ・属性 ・運 動 とい う基本 的三 範躊 の sadharmya ・vaidharmya や 1akSarpa

　　 を説 く stttra群 で 全 体 の 概 念 が 繰 り返 し見 られ る 故 に
， 全体 の 概 念 は VS

　　時点で 既 に そ の 哲学体系の 基盤 を成 して い た とい える ．

2 ． それ 故 ， 当然 の こ とで あるが ，
VS 第 1

， （2），
3

，
4

，
7

， （9），
10章 とい う

　　VS の 全 般 に渡 っ て 全体の 概 念が 見 られ ， 体系全般 に影響 を与 えて い る こ

　　 とが わ か る ．

3． asamavayi −karapaの 語 こ そ用 い られ て い ない が ，
　 samyogaja −samyoga 等 の 概

　　念 は asamavayi −karapaの 概念 を前提 と して お り， よ っ て VS 段 階で 既 に か

　　 な り進 ん だ全体 の 概念が 成立 して い た とい える．

4． ただ し，
VS に お ける 全体の 概念は 範疇論 ・存在論 ・因果 論の 領域 で 使用

　　され る もの で あ っ て
，
NS に 見 られ る如 き ， 認識 論 に お け る 認 識の 対象 と

　　して の 全体 の 概念は
， 未だ 明確で は な い

7＞
．

1）NS2 −1−31〜36，　 NS4 −2−4〜15と い っ た
， 認 識対象の 問題，お よ びそ の 前提 として の 存

在論を扱 う一
節 で 説か れる． なお ，

NS の 成立年代 は Karin・Preisendanz，

“
The　Production　of

Philosophical　Literature　in　South　Asia　during　the　Pre−colonial　Period（15th　to　18th　centUries ）： The

Case　of 　the　Nyayastttra　Commentarial　Tradition，
”
Journal　oflndian 　Philosophy　33 （2005） な ど

に基 づ く．　　　 2） なお ，
この VSI −1−8 は既 に先学 に よ っ て

，
　 VS に 全体 の 概念が存在

する例証 として 挙げ られて い る ．山上 證道 「印度正統論理 学派 に お ける 「全 体」 の 概念」
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（250） Vai≦eSika −sntra にお ける 「全体 （avayavin ）」の 概 念 （安　達）

（『東方学』35，1968）な どを参照．　　 3）安達俊英 「VaiSeSikasatra　1．　i．15〜16につ い

て 」 （『印度学仏教学研 究』33−2， 1985）．　　 4） samyogaja −samyoga
，
　 vibhsgaja −vibh5ga

が ， 全体の 概念 を前提 とす るこ とは
， 既 に Erich　Frauwallner

，
　Geschihite　der　lndischen　Philo−

so ρhie，　B （廴2 （Salzburg； MUIIer
，
　1956）： 223

， 225や Dhamlendra 　Nath　Shastri
，
　The　Philosophy

qプハヶ凌yα一阨 漉 5訛α and 　lts　Conj7ict　with 　the　Buddhist」Digndga　SchooJ（Delhi： Bharatiya　Vidya

Prakashan
，
1964）： 299〜303で 指摘 され て い る ．　　 5） こ の 他 ， 風 （vayu ）が 実体 で

あ る こ とを証明す る VS2 −1−11 も間接 的なが ら全体 の 概念 を前提 と して い る 可 能性が あ

る ．　　 6 ）rUpaviSeSa の 解釈 に つ い て は
，
　 CA の 註 に基づ い た ． なお ，

　 VS4 −1−6， 4−1−9
の 解釈 に つ い て は

， 丸井浩 厂VaiSeSikasatra　4．L6 の研 究」 （『仏教文化』 17
，
1984）を参照

の こ と．　　 7 ）NS に な っ て 初め て avayavin の 語が 用 い られ る よ うに な る の は ，
　 VS

で は samavaya や dravyavat とい う語で 事足 りた 概念が ， 認識対象 と して 論 じ られ る よ う

に なっ た際 ， その 対象 を一
語で 明確 に 表す言葉が必要 にな っ たか らで はなかろ うか．

〈略号〉

※ VS と NS の 使用 テ キス トは以 下 の 通 り，

VS ： Vais
’
eFikasfitra 　ofKa411da 　with 　the　Commentaり〜（）fCandra

−
nanda ．　GOS 　136．　Ed．　Jambuvijayaji．

　 Baroda： Oriental　Institute
， 1961．

NS ：（｝aut αmlyanybyadarSana 　with 　Bhdyya　of 　VZitsydyana．　Ed．　Anantalal　ThakUr．　New 　Delhi：Indian

　 Council　ofPhilosophica ユResearch
， 1997，

〈キ
ー

ワ
ー

ド＞ VaiSeSika−stttra
，
　 Nyaya−stitra

， 全体，内属 ，　 sarnyogaja −satpyoga

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益財 団法人 中村元東方研究所連携研究員）
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