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Sankara に おけ る bhakti の upasana 的解釈

吉 田 健 翁

O

bhaktiがupasanaで あ る とい う こ とを,RamanujaはGitabhasyaな どで

明 言 して い る1)。Sankara派 で も,後 代 で はbhaktiを 自己 の 本 質 の探 求 と定i義

した り2),upasanaと は 少 し性格 が違 う も の の,nididhyasanaとbhaktiと を

同一 視 す る説 が 見 られ る3)。 本 稿 の 目的 は,SankaraのBhagavadgita註(Gbh)

の 中 に 上記 の説 の萌 芽 を 見 出そ う とす る も ので あ る。 第 一 にupasanaとbhakti

の 定 義 を 見 て,次 に 両 者 の解 脱 の手 段 と して の位 置 付 け を比 べ る。

1

Sankaraは,Gbhの 中 で 「upasanaと は,聖 典 に したが っ てupasさ れ るべ

き対 象(upasyartha)を 対 象 とす る こ とに よ っ て近 付 き,油 が 流 れ る よ う な 同一

の観 念 の継 続 に よ って長 時 間 座 す こ と,そ れ がupasanaで あ る と言 わ れ る」 と

定 義 す る4)。 ま た,他 の 箇所 で はupasateを 「信 を も って 思 念 す る(cintayanti)」

と語 釈 して い る5)。Brahmasutra註(BSbh)に も前 者 と同様 の もの が 見 られ6),

upasanaは 一一つ の 対 象 に精 神 を集 中す る こ とで,念 想 と訳 さ れ る。 また,BSbh

の他 の箇 所 で は 「さ らに ま た,upasanaやnididhyasanaと し て,反 復 キ属 性

とす る行 為 が 述 べ られ て い る」7)と,行 為 で あ る と定 義 して い る。

一 方
,bhaktiや 動 詞 》bhajに は 特 に 定i義が 与 え られ ず,そ れ ぞ れ,bhajana,

4sevと 同i義語 で説 明 され て い るの み で あ る8)。語 釈 に挙 げ られ た これ らの 語 は,

「崇 拝 」,「奉 仕 す る ・崇 拝 す る」 とい う程 の意 味 で あ る が,し か し,bhaktiは

Gitaの 中 で 「他 心 の な い(ananya)」,「 不 動 の(avyabhicarini)」 と形 容 され て い

る通 り9),本 来 対 象 へ の専 心 とい う傾 向 が強 い もの で あ る。 二 つ の 術 語 は 同 義 語

とみ な され 得 る素 地 を も って い る と言 え る。 し か し,Sankaraは,こ れ を以 て

bhaktiをupasanaの 同義 語 で あ る とい う解 釈 は して い な い ・ た だ,GitaIX-14

「bhaktiに よ っ て私 を礼 拝 し,常 に専 心 し て念 想 す る」,)肝1「 貴 方 を念 想 す る
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bhaktaた ち」 と言 って い るの に した が っ て,upasanaす る人 をbhaktaと 言

っ て い る こ とが あ る10)。

以 上,語 義 の上 で は,Sankaraにbhaktiとupasanaを 結 び 付 け よ うとい う

明瞭 な意 図 は 見 られ な い 。

2

Gbhに お い て,bhaktiに は 二 種 類 の解 釈 が 見 られ る。 解 脱 の 手段 と して の位

置 で は行 為 の 内 に含 ま れ るbhaktiと,Isvara=atmanと い う知 識 を 特 徴 とす

るbhaktiと 説 明 され る も の とで あ る。 こ こ で は,bhaktiを 伴 う行 為 か ら心 の

浄 化,知 識 の獲 得,あ らゆ る行 為 の 放 棄,知 識 の立 場11)と い う解 脱 へ の 階 梯 が 形

成 され て い る。 しか も,atmanを 対 象 と し て い るbhaktiは,行 為 の よ うに知

識 と対 立 して放 棄 され る も ので は な く,こ の階 梯 の中 で知 識 と並 立 して い る よ う

に解 釈 され て い る12)Q

一 方
,BSbhで は,upasanaの 実 修 か ら漸 進 解 脱 が 得 られ る と説 い て い る。 こ

れ は,有 属性 のbrahmanを 対 象 と し,死 後devayanaを 通 っ て結 果 と し て の

brahman(低 いbrahman)に 達 す る13)。そ して,そ のbrahman界 が 消 滅 す る時

に,完 全 に清 浄 なVisnuの 最 高 の 境 地(parisuddhamvisnohparamampadam)に

入 る14)。 このVisnuの 最 高 の境 地 とい う の は,Gbhの 中 で,bhaktiか ら得 ら

れ るIsvaraに よる恩 寵 で も説 か れ て い る15)。

Kata-UpanisadIl[一9に も こ の 言 葉 が あ り,Sankaraが 何 を も とに漸 進 解 脱

の最 終 点 をVisnuの 最 高 の境 地 と言 っ た か は 不 明 で あ る が,以 上 の と こ ろ,

bhaktiもupasanaも 終 着 点 が 同 じに 見 られ る。

しか し,途 中経 過 が 大 き く異 な って い る。bhaktiは,行 為 か ら知 識 へ と い う

解 脱 へ の 実 践 的 階 梯 の中 で 述 べ られ,devayanaと は 関 係 が な:い。故 に,段 階 を

経 て解 脱 に 至 る と い う点 で,upasanaの 漸 進 解 脱 とbhaktiの 解 脱 へ の 階 梯 と

を 比 べ る のは,不 適 切 で あ ろ う。

3

先 に,漸 進 解 脱 を 生 じ るupasanaの 対 象 を有 属性 のbrahmanと 述 べ たが,

Gbhで は 第12章 を 中 心 に,顕 現 した 可 滅 のIsvaraを 対 象 とす るupasanaと,

非 顕 現 不滅 のbrahmanと を対 象 とす る二 つ のupasanaと が 説 かれ て い る16)。

こ こで,Isvaraへ のbhaktiは,顕 現 した可 滅 の もの を対 象 とす るupasana
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と位 置 付 け られ て い る。 た だ し,こ れ は 先 に 述 べ た 行 為 の内 に含 め ら れ るbha.

ktiの こ とを 言 っ てい る と考 え られ る。)皿一13へ の註 で は,atmanとIsvaraの

別 異 に基 づ ぐIsvaraへ の心 の集 中 に対 比 して,不 滅 の も の を対 象 とす るupas-

anaは,karma-yogaで は な い と言 わ れ て い る17)。Isvara=atmanの 知 識 を 特

徴 とす るbhaktiは,こ れ に 当 た る とな ろ う。

さて,BSbhでupasanaが 行 為 と定 義 さ れ,知 識 を 得 た 後 に は必 要 の な い も

の と され て い るに もか か わ らず,Gbhで は,非 顕 現 不 滅 の も の を対 象 とす る もの

は,karma-yogaで は な く,ま た,「 正 し く直 観 し て い る'(sa・nyagdar"sin)」,「第

一 義 を 直 観 してい る(paramarthadarsin)⊥ あ るい は
,atmanとIsvaraの 不 異 と

い う 「正 しい 直 観 を 立 場 とす る(samyagdarsananistha)」 な ど と解 釈 され て い る18)。

つ ま り,知 識 と同等 と説 かれ て い る。

こ こで,既 述 のbhaktiの 二種 類 との類 似 が 見 られ るが,た だ,こ の二 種 類 の

upasanaは,対 象 と方法 とを異 に す る個 別 の も の と し て 捉 ら え ら れ てお り,

bhaktiの 様 な階 梯 を あ て は め よ うとは され て い な い よ うで あ る。

しか し,行 為 と知 識 との両 方 に跨 が るbhaktiと,行 為 と定 義 され な が らGbh

で は知 識 と同 じ く説 かれ るupasanaと の,解 脱 の手 段 と し て の 位置 付 け の類 似

は,後 代 のbhaktiのupasanaやnididhyasanaと の 同一一視 に発 展 す る もの と

考 え られ る。
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