
UdayanaのLaksapavaliに つ い て(II)

立 川 武 蔵

「UdayanaのLaksanvaliに つ い て」(1)1)に お い て述 べ た よ うに, ウ ダ ヤ ナ

に とつ て 実 体 等 の7つ のpadarthaは 世 界 の構 成 要 素 で あつ た カ ナ ー ダ, プ ラ

シ ャ ス タパ ーダ 等 の ヴ ァイ シ ェー シ カ の伝 統 に立 ち なが ら, ウ ダ ヤ ナは そ れ らの

padarthaの 組 合 せ に よつ て世 界 の構 造 を説 明 しよ うとす る。 彼 の み な ら ず ヴ ァ

ィ シ ェ ー シ カ学 派 の者 た ち の考 え る世 界 の構 造 は, 針 金 や 糸 に よつ て空 中 に つ り

さげ られ た木 片 や紙 片 が均 衡 を保 つ て揺 れ 動 く抽 象 芸 術 モ ビ ール に響 え る こ とが

で き る 針金 や 糸 に よ つ て つ り下 げ られ る大 小 さ ま ざ まの木 片 や紙 片 は, 和 合 以

外 のpadarthaに あ た り, 糸 は和 合(samavaya)お よび 「無 とそ の基 体 の 関 係 」

に あ た る, と言 う こと が で き よ う。

LVに お い て9種 の 実 体, 24種 の 属 性 等 々 の諸 構 成 要 素 はhierarchicな 秩 序

を 守 つ て積 み上 げ られ て い る が, そ の 秩 序 を 支 え て い る の は, 「samavetaと

Samavetavatと の間 の区 別 」 お よび 「無 とそ の基 体 と の 区別 」 の二 つ で あ るoこ

の 際 重 要 な こと は, LVに お け る世 界 構 成 要 素 の 定 義 は, samaveta-samavetavat

関 係 と無 ・基 体 関 係 を 中心 に して な され て い る こ とで あ る。

さ て, (II)に お い て は, まず, samavetaと そ の基 体samavetavatと の 間 の 関

係, す な わ ち和 合 のLVに お け る定 義 か ら考 察 す る こと に した い。 和 合 は, sa-

mavetatvarahita-sarvanyonyabhavasamanadhikarana-bhavaす なわ ち 「samaveta

た る性 質 を欠 い た, sarvanyonyabhavasamanadhikarapaのbhava」 と 定 義 さ れ

て い る2)。 と ころ で, この 複 合 語 は, 「〔自分 自 身 の 〕す べ て の 〔基 体 に存 す る〕

交 互 無 と基 体 を 同 じ くす る もの 」 を 意味 し, bahuvrihiで あ るoこ の意 味 を 図1

に よ つ て説 明 しよ うo

図1のxは 瓶 性(ghatatva)を, y1, y2, __ynは それ ぞれ の瓶 を 指 し示 すo瓶

性 は少 くと も二 つ あ るい は そ れ よ り多 くの 瓶 に和 合 して い るoそ して, この 世 界

に お け る瓶 が す べ て 互 い に 異 な つ た もの で あ る こ とは 明 白 で あ る 例 えば, 瓶1

は, 瓶2, 瓶3と は 別 の 個 体 で あ る。 イ ン ドの伝 統 的 術 語 を用 い る な らば, 瓶1

1) 『印 仏 研 』Vol. XXII, No. 1, pp. 431-426.

2) Pandited p. 70.
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は瓶2, 瓶3等 の交 互 無(anyonyabhava, 〔aがb〕 ではない こと)を 有 し て い る, 

と表 現 され る。 この よ うに して, 瓶1は それ 以 外 のす べ て の瓶 の 交 互 無 を 有 して

い る。 同様 に して, 瓶2は 瓶1, 瓶3等 の交 互 無 を有 してい る。 瓶3等 々 に 関 し

て も同様 で あ る。

瓶 性(x)は, 瓶1(y1)に 存 在 し, 瓶1以 外 の す べ て の 瓶 の 交 互 無(ay2, ay3

…ayn)が 有 す る基 体(y1)と 同一 の基 体, す なわ ちy1を 有 して い る。 瓶 性 は

瓶2(y2)に も存在 し, 瓶2以 外 のす べ て の 瓶 の 交 互 無(ay1, ay3.....ayn)が 有

す る基 体(y2)と 同一 の基 体, す なわ ちy2を 有 して い る。 瓶3か ら瓶nに 至 る

まで 同様 に考 え る こと が で き る。 この よ うに して, 瓶 性 は そ の す べ て の基 体(瓶

1, 瓶2......瓶n)の 交 互 無 が 有 す る の と 同 じ基 体 を 有 す る も の, す な わ ち

sarvanyonyabhavasamanadhikarapaで あ る, と言 うこ とが で き る。 こ の 複 合 語

は, 詮ず る と ころ 「常 に少 な くと も二 つ の基 体 を 有 す る もの 」 を意 味 す るが, ウ

ダ ヤ ナ はLVに お い て この語 を, 少 な くと も二 つ の 基 体 を 有 す るpadartha(普

遍, 合, 離等)の 定 義 に用 い るの で あ る3)。

と ころ で, 和 合 の 定 義 の 部 分 で あ るrsarvanyonyabhavasamanadhikarapaの

bhavaで あ る」 の 中のbhavaは 関係 を意 味 す る故 に, LVに お け る和 合 の 定 義, 

はrsamavetaた る性質 を欠 い た, す べ て の 〔基 体 に存 す る〕交 互 無 と 基 体 を 同

じ くす る関 係 」 を意 味 す る。

和 合 の定 義 に用 い られ, 交 互無 を主 要 構 成 要 素 と した この 概 念 は, LVに お い

図1

3) Kirapava11(KV)に お い て ウ ダヤ ナ は普 遍 を規 定 す る際 に 「二 つ以 上 の も の に 存

す る」(anekavrtti)と 述 べ て い る。 「二 つ 以上 の もの に存 す る」 と い う普 遍 の 規 定 は

ウダ ヤ ナ以 前 に もあ り, ま た彼 の以 後 一 般 的 とな つ て い く よ うで あ る が, LVに お い

て はanekavrttiあ るい はanekasamavetaと い う表 現 は な い。cf. KV, Benaresed.,

p. 22, Z. 4; Nyayakosa, p. 929ff. 
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て 和 合 の 場 合 以 外6回 現 われ る。 す な わ ち, 数(salpkhya), 別体(Prthakt. a), 合

(samyoga), 離(vibhaga), 普 遍(samanya), 特 殊(viきe琴a)の 定 義 に用 い られ て お

り, LVの 後 半 に お け る 中心 概 念 の一 つ で あ る。

LVに お け る 普遍 の定 義 は, samavetarahita-sarvanyonyabhavasamanadhikara-

pa-samavetaで あ り, この 意 味 は 「samavetaを 欠 き, す べ て の 〔基 体 に 存す る〕

交 互 無 と基 体 を同 じ くし, samavetaで あ る もの」 と な る4)。 図1は こ の 定 義 の

内 容 を も図 示 して い るo「samavetaを 欠 く」 とは, 何 もの も普 遍 に は和 合 しな い

こ と を意 味 して い る。 した が つ て 図1に お い て, ZとXと の問 は点 線 で 結 ば れ て

い る。

特 殊(visesa)は, samavetavattvarahita-

sarvanyonyabhavasamanadhikaranatvara-

hitabsamavetab, す な わ ちrsamavetaを

有 す る こ と な く, す べ て の 〔基 体 に 存 す

る〕 交 互 無 と基 体 を 同 じ くす る こ とな く, 

samavetaで あ る もの 」 と定 義 さ れ て い る

(図1参 照)5)。 特 殊 が 他 の も の に 和 合 す る

こ と は あつ て も, 何 もの も特 殊 に は和 合 で

き ない。 また 特 殊 は 二 つ の基 体 を有 しな い

の で あ る。

LVに お い て和 合, 普 遍, 特 殊 は, この よ うに, samaveta, sarvanyonyabhava-

samanadhikarapaお よびbhavaと い う三 概 念 と, rahita, tvaお よ びaと い う

operatingwordsに よつ て定 義 され てい る。 こ こに も定 義 に 用 い る単 語 の 種 類 を

少 な くす る とい うウ ダ ヤ ナの 方 法 が うか が われ る6)。

数(samkhya)は, 「(1)別体 に和 合 せ ず, (2)す べ て の 〔基 体 に存 す る〕 交 互 無

と基 体 を 同 じ く し, (3)〔基 体 と して の 〕一 つ の実 体 に和 合 す る も の に 和 合 す る

〔とい う三 条 件 を備 え た〕 もの 〔す な わ ち数 性 とい うjati〕 を有 す る もの 」 と定 義

され てい る7)。(2)に よつ て, 別体, 合, 離 普 遍, 数 以 外 の もの が 除 か れ る。(11

図 皿

4) Pandit ed., p. 68. 

5) Benares ed., p. 12. 

6) 「UdayanaのLaksapavaliに つい て」(1),『 印 仏 研』Vol. XXII, No. 1, P. 426, l. 28.

7) Mithila ed., p. 19: prthaktvasamavetasarvanyonyabhavasamanadhikaranaikadra-
vyasamavetasamavetavati. 
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によつて別体が除かれ, (3)によつて合と離が除かれる。合 と離は常に二つの基体

を必要とするが, 数の普遍は一つの実体にも和合するものに和合す るか らで あ

る。「〔jati〕を有するもの」と定義にあることにより, 定義されるものが普遍で

ある可能性 も除かれる。普遍が他の普遍を有する, つま り基体 となることはな

いからである。 このような残余法によつて数のみが残 り, 数が定義されるのであ

る。

別体(prthaktva)は, 「(1)声の非和合因(asamavayikarapa)に 和合せず, (2)す

べての 〔基体に存する〕交互無と基体を同 じくす るものに和合 し, (3)量(pari

- mapa)の 非和合因に和合 しない 〔とい う三条件を備えた〕 ものの基体である」と

定義されている8)。数の場合と同様にして, (2)により別体, 合, 離 普遍, 数以

外のものが除かれる。(1)の 「声の非和合因」とは合および離を指すから, (1)によ

り合および離が除かれる。(3)の 「量の非和合因」とは数を指すから, (3)により数

が除かれる(図 皿参照)。さらに 「基体である」と定義に述べられている故 に, 普

遍が除かれる。このようにして, 別体のみが残 ることになる。

合(salpyoga)は, 「(1)離iに和合せず, (2}す べての 〔基体に存する〕交互無 と

基体を同じくするものに和合 し, (3)声 の非和合因に和合した 〔とい う三条件を

備えた〕ものを有するもの」と定義され9), 離(vibhaga)は, 「(1)合に和合せず, 

② すべての 〔基体に存する〕交互無と基体を同じくするものに和合し, (3)声の

図III

(i) (3)

8) Pandit ed., p. 61: sabdasamavayikaranasamavetatvarahitasarvanyonyabhavasa-

 manadhikaranasamavetaparimanasamavayisamavetatvarahitadhikaranam. 

9) Pandit ed., p. 63: vibhagasamavetasarvanyonyabhavasamanadhikaranasamavet. 

 a sabdasamavayisamavetavan. 
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非 和 合 因 に和 合 した 〔とい う三 条 件 を備 えた 〕 もの を 有 す る もの」 と定 義 され て

い る10)。

合 と離 との定 義 は, この よ うに, (2)と(3)が 共 通 で あ り, それ ぞれ(1)の 部 分 の み

が 異 なつ て い る。(2)に よつ て別 体, 合, 離, 普 遍, 数 以外 の もの が除 か れ, (3)に

よ つ て 別体 と数 が除 かれ る。 「和 合 した もの を有 す る もの」 と定 義 に あ る 故 に, 

普 遍 が 除 か れ る。 この よ うに して, 合 と離 の み が残 るが, 合 の定 義 の場 合 に はそ

の(1)に よ り離 が除 かれ, 離 の定 義 の場 合 には そ の(1}に よ り合 が除 かれ る。

以 上 考察 して き た7つ の もの(普 遍, 数, 別体, 合, 離 特殊, 和合)の 中, 特 殊, 

和 合 を 除 く5つ は す べ て の 〔基 体 に存 す る〕 交 互 無 と基 体 を 同 じ くす る もの に和

合 す る もの を 有 して い るが, 特 殊 は二 つ 以 上 の 基 体 を 有 す る もの で は ない 和 合

はsamavetaが 二 つ以 上 の基 体 を有 す る関 係 で あ る。 世 界 構 成 要 素 間 の関 係 を語

る 和 合 とい う関係 は, LVに お い て は, 無(abhava)を 主 要構 成 要 素 と した 概 念

に よつ て 定 義 され, さ らに この概 念 に よつ て, 普 遍, 特 殊 お よび 四 つ の属 性 が

定 義 され て い る。

(1)に お い て, 述 語A(=()は()のsamavetaで ある)と 述 語B(=()

は()のsamavetavatで ある)を 設 定 し, LVに お け るほ とん どの定 義 内 容 が述

語Aと 述 語Bに よつ て定 義 され得 る, と述 べた。 また, 無 とそ の基 体 も, 述 語A

お よ び述 語Bに よつ てsamavetaとsamavetavatを 扱 つ た と同 じ方 法 で 扱 う こ

と が で き る こ と は これ ま での 考察 か ら 明 ら か で あ る。 今, 述 語Aお よ びBを, 

samaveta-samavetavat関 係 のみ な らず, 無 ・基 体 関 係 を も, そ して この二 つ の 関

係 のみ を指 し示 す よ うに読 み か え よ う。 つ ま り, 

A=()は()のsamavetaで あ る か, あ るい は()は()の 無

で あ る。

B=()は()のsamavetavatで あ る か, あ るい は()は()と

い う無 の基 体 で あ る, 

と読 む こと に しよ う。

「samavayaとabhavaに はviseaapa・visesya関 係 が あ る」 と ウ ッデ ィ ヨ ー タ

カ ラがNyayavarttikaに お い て述 べ てい るが11), ウ ダヤ ナ がLVに お い て 世 界

構 成 要 素 間 の 関 係 を 指 し示 す た め に 着 目 し た も の も無 と 和 合 で あ つ た。vrtti,

10) Pandit ed., p. 63: samyogasamavetasarvanyonyabhavasamanadhikaranasamave-

 tasab dasamavayisamavetavan. 

11) Calcutta ed., p. 97, 1.7: samavaye cabhave ca visesanavisesyabhavat. 
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mat(vat), adhikarana, rahita等 のoperatingwordsはLVに お い て はsama-

veta-samavetavat関 係 お よ び無 ・基 体 関 係 を 指 す 以外 に は用 い られ てい ない。

(1)に お い て述 語AとBを 用 い てsamaveta-samavetavat関 係 を 記 号 化 した や

り方 に従 うな ら ば, 和 合 の定 義 に 用 い られ た 中心 概 念 た るsarvanyonyabhavasa-

manadhikarapabhava(図1参 照)は 次 の よ うに記 号 化 す る こ とが で き る。

A[x, y1{B(y1, y2)∠B(y1, ay3)∠ … ∠B(y1, ayn)}]∠A[x, y2{B(y2, y1)∠B(y2, ay3)

∠B(y2, ayn)}]Z1...∠A[x, yn{B(yn, ay1)∠B(yn, ay2)∠...∠B(yn, ayn-1)}]

"ay
2"はy2の 交 互 無 を意 味 し, B(y1, ay2)はry1がy2の 交 互 無(ay2)の 基 体

で あ る こと」 を意 味 し, ∠ はconjunctionsignで あ る。 普 遍, 特 殊 等 も こ の 概

念 を 中心 に定 義 され てい る故 に, そ れ ぞ れ の定 義 も この式 を 中心 と した 記 号 式 に

よ つ て表 現 す る こ とが 可 能 で あ るo

この よ うに ウダ ヤ ナ はLVに お い て和 合 お よび無 ・基 体 関 係 を一 種 のdharma-

dharmin関 係 と して理 解 す るが, LVと 同様, 彼 の ヴ ァィ シ ェ ー シ カ思 想 を 伝 え

るKira項vali(KV)に お い て も和 合 をdharma-dharmin関 係 に よつ て 規 定 して

い る。KVに お い て彼 は 「触(sparsa)、 を 有 す る性 質 が触 の和 合 で あ る」12), ま た.

「地 性 等 は 下 位 の 普 遍(jati)で あ る。 それ らを有 す る こ ど(tadvatta)が, そ れ ら

の 〔地 等 にお け る〕 和 合 で あ る」13)と述 べ て い る。

Vaisesikasutraの 作 者 は和 合 を 「因 と果 に関 して 「〔これ は〕 そ こに あ る」 〔と

い う知 識 〕 を生 ず る と こ ろの もの 」 と定 義 して い る14)。 こ こで彼 は和 合 を二 っ の

種 類 の 関係, す な わ ちadheya(支 え られる もの)とadhara(支 え るもの)の 関 係 ⇒

因果 関係 の二 に よつ て規 定 してい る。 前 者 の 関 係 は 「〔これ は〕 そ こ に あ る」 と

い う表 現 に よ り示 され てい る。 しか し, 彼 は 和合 関係 に あ るど の よ うな二 つ の も

の が ど の よ うな 因果 関係 にお い て存 在 す るの か を 明 確 に し な か つ た し, adheya

お よびadharaに 関 す る充 分 な説 明 も与 え なか つ た。 さ らに彼 は属 性, 運 動, 普

遍 等 が和 合 に よつ て 実体 に存 す る と も述 べ てい ない。D. N. シ ャー ス ト リは 「和

合 とい う関 係 が 因 と果 の理 論 と の関 係 にお い て 確 立 され た 後 で, この ス コー プが, 

属 性, 運 動, あ るい は普 遍 が実 体 に存 す る ことへ と拡張 さ れ て い つ た と 思 わ れ

る」 と述 べ て い る15)。

12) Benares ed., p. 176. 

13) Ibid., p. 34. 

14) Vaisesikasutra, 7, 2, 29, G. 0. S. No. 136. 
15) Critique of Indian Realism, Agra, 1964, p. 377. 
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〈88)UdayanaのLaksapavaliに ついて(II)(立 川)

プ ラ シ ャ ス タパ ー ダは, カナ ー ダ の定 義 を受 けつ ぎ なが ら も, 和 合 関係 に あ る

二 つ の もの が 常 に 因 と果 の関 係 に あ る とい うわ け では ない, と述 べ て い る16)。シ

ュ リー ダ ラ も また和 合 とい う関係 と 因果 関 係 とが 同 一 では ない こ とを 知 つ て い る。

彼 は 因 果 関係 に は な い けれ ど も和 合 の関 係 に あ る もの と して, (1)常 な る 実 体 と

そ の 属 性, (2)実 体 と それ に存 す る普 遍, お よび(3)実 体 と それ に存 す る 特 殊 を

挙 げ て い る17)。

プ ラ シ ャス タパ ー ダた ち がadheya-adhara関 係 に よつ て理 解 して い た和 合 を, 

先 述 の よ うに ウ ダヤ ナ は 一種 のdharma-dharmin関 係 に よつ て規 定 し よ うと して

い る。 彼 に よれ ば, 二 つ の もの の 内一 方 が 他 方 に和合 す る とい う関係 に あ る と き

にの み, dharma-dharmin関 係 に あ る二 つ の もの が 因果 関係 に あ る と言 うこ と が

で き るの で あ る。 例 え ば, 瓶 は そ の部 分 に和 合 す る故 に, 瓶 全 体 は そ の 部 分 の

samavetaと い うdharmaで あ る。 瓶 とそ の 部分 と は した がつ て一 種 のdharma-

dharmin関 係 に あ る と と もに, 果(瓶)と 因(部 分)と の 関 係 に も あ る。 一 方, 

瓶 師 と瓶 とは 因果 関係 に あ るが, dharma-dharmin関 係 に は ない。 当 然 この 場 合

のdharma-dharminは 狭 い 意 味 に用 い られ て お り, 合 等 の場 合 は 含 まれ な い。

KVに お い て和 合 を 一 種 のdharma-dharmin関 係 と規 定 した ウダ ヤ ナ は, LV

に お い て 「Samaveta-samavetavat関 係 お・よび無 ・基 体 関 係 とい う二 つ の 関係 を, 

ま た それ のみ を含 むdharma-dharmin関 係 」 に よつ て 諸 ・の々padarthaを 定 義 し

て い る の で あ る。

〔昭和49年 度文部省科学研究費 による研究成果 の一部〕

16) Prasastapadabhasya, Vizianagram Skt. Series 4, p. 325.

17) Nyayakandali, Vizianagram Skt. Series 4, p. 325. 
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