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Srngaraprakasa にお け る pratibha につ い て

本 田 義 央

0.ボ ー ジ ャは 、SP6章 に お い て,文 の意 味(vakyartha)と して の プ ラテ ィバ ー

(pratibha)に つ い て論 じて い る.そ の箇 所 が バ ル トリハ リのVP.II.117,118,143-152

に も とつ い て い る こ とは,す で にRaghavanが 指 摘 す る とこ ろで あ る.1)そ れ らの

偶 頒 で,バ ル ト リハ リは プ ラテ ィバ ー を主 題 と して と りあ げて い る.し か し,そ

れ らの偶 頒 に対 す るVrttiは152偶 に対 す る もの が現 存 す るの み で,そ れ 以外 の偶

頒 につ いて 我 々 が これ まで 利 用 で きた の は簡 潔 な プ ンヤ ラー ジ ャ注 の みで あ っ た.

SPの 記 述 は,プ ン ヤ ラ ー ジ ャ注 以 上 の情 報 を含 ん で お り,VPの 偶 頒 の よ り深 い

理 解 を可 能 に して くれ る.さ ら に,iSPに は,他 の 箇 所 でVrttiか らの 引用 が み ら

れ る こ とか ら,プ ラ テ ィバ.._に っ い て の記 述 に もVrttiを 反 映 して い る可 能 性 が あ

る.本 論 文 で は,VPの これ ら偶頒 の うち,第143偶 をiSPを 通 じて解 釈 し,そ れ

をバ ル トリハ リの 思想 に跡 付 け る.

1.さ て,VP.143は 次 の 通 りで あ る.

vicchedagrahane 'rthanam pratibhanyaiva jayate / 

vakyartha iti tam ahuh padarthair upapaditam //143//

もろ もろの[語 の]意 味 が孤立 して理解 された ときに,[そ れ ら語 の意昧 とは]ま った くべ

つのプ ラティバ ーが生 じる.[そ の プラティバー を]文 の意 味 とよぶ.[そ のプ ラテ ィバ ー

は]も ろ もろの語 の意味に よって現出せ しめられ る.

この偶 頒 を プ ンヤ ラー ジ ャ は,次 の よ う に注釈 す る.

孤 立 した(vicchinna)「 デ ー ヴ ァ フ ダ ッタ 」等 の語 か ら,そ れ ら の[語 の]意 味 が ま さ に孤

立 して理 解 さ れ る とき(vicchedenaivagrahne),す な わ ち 認 識[さ れ る]と き,語 の意 味 と

は ま っ た くこ とな る単 一 の プ ラ テ ィバ ー が 生 じ る.そ して,そ れ を 文 法 家 た ち は文 の意 味

と呼 ぶ 。それ(プ ラテ ィバ ー)の 手 段 は な にか.[バ ル トリハ リは 次 の よ う にい う.]も ろ も

ろ の語 の 意 味 に よっ て 現 出 せ しめ られ る(upapadita)と.ま った く非 実 在 の ウパ ーデ ィ で

あ る語 の意 味 に よっ て現 出 せ しめ られ る,つ ま り,顕 現 せ しめ られ る(abhivyakta).2)

こ の い い か え だ け の 注 釈 か ら,バ ル ト リ ハ リ の 真 意 を わ れ わ れ が くみ と る こ と は
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難 し い.

2.さ て,同 偶 に 関 して,ボ ー ジ ャ は,次 の よ う に 説 明 す る.

プ ラテ ィバ ー は,有 益 な も の を と り無 益 な も の を す て る根 拠(hitahitapraptipariharahetu)で

あ り,活 動 に資 す る(pravrttyanukula)知 識(buddhi)で あ る.[そ れ は]語 が,そ れ ぞ れ の

意 味 を 表 示 して か ら,[そ の表 示 機 能 を]止 め た とき に,[そ れ ら]語 の意 味 の理 解 の 直後 に

お こ り,「そ れ」 とか 「これ 」とか い う よ う に は指 し示 す こ とが で きず(idamtaditiavyapade.

Sya),[他 者 の]教 示 に よ っ て[そ の存 在 が]知 られ る こ とは な い(anupadesasiddha).す な

わ ち,語 を根 拠 とす る もの で あれ,[基 体 や 接 辞 とい っ た]語 の 部 分 を根 拠 とす る も の で

あ れ,意 味 の あ らわ れ(pratyavabhasa)と い う 〈部 分 〉(matra)が.孤 立 して(vicchedena)

「そ れ ぞ れ の 知 識 に]お こ る.こ の と き これ ら諸 々 の 知 は,順 々 に と え ら れ る語 の 意 味 に

よっ て[そ の]潜 在 印象が うえつ け られ て い る.こ の よ う な場 合 に プ ラ テ ィバ ー が お こ る.

[こ の ブ ラテ ィバ ー は]す べ て の 語 の 意 昧 の あ らわ れ の っ なが りに 扶 助 され て お り(sarva

rthapratyavabhasasamsarganugrhita),そ の あ らわ れ は差 異 を う しな って い る(pratyastamitabhed-

apratyavabhasa).[そ の プ ラ テ ィバ ー は,そ れ に も とつ い て 人 が お こ な う]活 動 とい う結 果

の生起 か ら推理 され るもの として,ま さに種 を同 じ くす るもので あるが,[そ れぞれの]人

ごとに多様 性を もって現れ る.3)

こ こで ボ ー ジ ャ は,(1)行 為 論(2)因 果 論(3)認 識 論 とい う三 っ の 観 点 か らプ

ラテ ィバ ー を 説 明 して い る.

(1)行 為 論 の 観 点 か ら とら え る と,プ ラ テ ィバ ー は,言 葉 に も とつ く人 間 の活 動

の根 拠 とな る知識 で あ る.4)

(2)プ ラテ ィバ ー が お こる過 程 を 因果 論 的 に み れ ぼ,つ ぎの よ うにな る.「〈語1>

〈語2>〈 語3>::〈 語x>」 とい う複 数 の 語 か らな る文 を き く場 合 を想 定 しよ う.

ま ず,〈語―1>を き く と,〈意 味1>の 〈知 識1>が お こ るが,そ の 〈知 識 〉 は,〈 意

味1>の あ らわ れ とい う 〈部 分1>(matra)を もっ て い る.こ こで 〈部 分 〉(matra)

とは知識 にあ らわれ る形 相(akara)の こ とで あ る.5)次 に 〈語2>を 開 く とき,〈語1>

の場 合 と同 じ よ うに、 〈知 識2>は 〈部 分2>を も つ と同 時 に,〈 知 識1>が もっ て

い た 〈部 分1>を 潜 在 印象 と して も って い る.こ の よ うに して,〈 語x>を 聞 い た

とき に お こ る 〈知 識x>に は,〈 部 分1>〈 部 分2>… 〈部 分x>が す べ て そ ろ う

こ とに な る.こ の 段 階 で,プ ラ テ イバ ー は生 じる.し か し,こ の段 階 で は,そ れ ら

の 〈部 分 〉 は,無 順 序 に 〈知 識x>に あ らわ れ て い る に す き ず,そ れ らの 〈部 分 〉

が ひ とつ な が りに 統 合 され な けれ ぼ,文 の意 味 は理 解 され な い はず で あ る.こ の 点

に 関 して は,さ らに次 の(3a)の 観 点 か らの考 察 が 必 要 で あ る.

(3)は さ らに(3a)プ ラ テ ィバ ー の認 識 論 的 な構―造,(3b)フ ◎ラ テ ィバ ー そ の も

1103



Srngaraprakasaに お け るpratibhaに つ い て(本 田) (5:

の を わ れ わ れ は ど う認 識 す るか ,と い う二 つ の 観 点 か ら説 明 され て い る.6)(3a)の

観 点 は,さ き に(2)で み た 最 終 の 知 に あ る無 順 序 な複 数 の 〈部 分 〉 が どの よ うに

関 係 す るか,と い う問 題 で あ る..ボ ー ジ ャが,プ ラテ ィバ ー が 「そ れ が もつ す べ

て の意 味 の あ らわ れ の つ な が り(samsarga)に よ って 扶 助 され て い る」 とい うの は,

この点 で あ る.こ こで い うつ なが り とは,限 定 関 係 とい う関 係(visesanavisesyabhava)

の こ とで あ り,そ の 関 係 の下 に複 数 の 語 の 意 味 が それ ぞ れ 限 定者 と被 限 定 者 と し

て 統 合 され る とい う こ とで あ る.そ の統 合 の際 に は,主 従 関 係(gunapradhanabhava)

に よ っ て,文 の な か の動 詞 か ら理 解 され た 主 要 素 で あ る行 為(kriya)が 被 限 定 者 と

な る.そ して そ の よ うに して,限 定 関 係 とい う関 係 の も とに統 合 さ れ た な らば,そ

れ ぞれ の語 の意 味 は差 異 を う しな う(pratyastamitabheda)7)こ の よ うに,プ ラ テ ィバ ー

は,複 数 の 語 の 意 味 の あ らわれ を 同時 に か っ統 合 的 に とら え る知識 な の で あ る.

3b)の 観 点 か らみれ ぼ,プ ラ テ ィバ ー は,人 が 言 葉 を開 い て お こす活 動 か ら,自

分 の プ ラ テ ィバ ー と同 種 の も の を他 者 も も って い る,と い う よ う に一 般 化 す る こ

とに よ り,各 人 に個 別 的 に あ らわ れ る もの で は あ るが,推 理 の対 象 とな る.

3.2で 検 討 し たiSPは 明 らか に 次 のVrttiを ふ ま え て い る.8)

sarvavisesanavisistam hi vastu samsargininam matranam kalapam yaugapadyenaikasya buddher vi-

sayatam apannam uttarakalam icchan buddhyantaraih pravibhajate / pravibhaktasyapi canusamdha-

nam antarenarthakriyavisaya pratibha notpadyate iti punah samsargarupam eva pratyavamrsati /

あ らゆ る 限定 要 素 に よっ て 限 定 され た もの(vastu)で あ る,諸 関 係 項 の総 体(kalapa)は,

同時 に単 一一の 知 議 の 対 象 とな る.そ の の ち,[そ の 総 体 を,人 は]恣 意 的 に他 の複 数 の 知 識

に よ っ て,分 析 す る(pravibhajate).し か し,分 析 され た もの も統 合(anusandhana)さ れ な

けれ ば,有 効 な 作 用(arthakriya)を 対 象 とす る プ ラ テ ィ バ ー は 生 じ な い.し た が っ て,再

度,ま さに 繋 が りを本 質 とす る も の(samsargarupa)を 反 省 的 に と ら え る(pratyavamsati)

ので あ る.

文 の意 味 とい う,す べ て の限 定 要 素 に よ って 限 定 さ れ た総 体 は,一 っ の 知 の対 象

とな る.し か し,ひ とは,そ の総 体 に,そ れ を構 成 す る部 分 を概 念 的 に設 定 しな

け れ ぼ,そ れ を理 解 す る こ とは で き な い.な ぜ な ら,時 間 的 に順 々 に(kramena)

発 声 され る語 を 同 時 に認 識 す る こ とはで きな い か らで あ る.Paddhatiに よれ ぼ,反

省 的 把 握(pratyavamarsa)と は,語 か ら経 験 され た 意 味 の形 相 を確 定 す る こ と(a

karanirupana)で あ り,統 合(anusandhana)と は,語 か ら理 解 され た複 数 の意 味 を相

互 に 限定 す る も の と して 決 定 す る こ と(avadharana)で あ る.9)し た が っ て,知 識 に

あ らわ れ た複 数 の 形 相 は,確 定 を へ て,相 互 の限 定 関 係 の も とに統 合 され る とい
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うこ とに な る.そ して,こ れ らは,プ ラテ ィバ ー とい う知 識 が は た す機 能 で あ る.

それ が な けれ ぼ,言 葉 に も とつ く意 味伝 達 は説 明 が つ か な い の で あ る.

以 上 の よ うに,ボ ー ジ ャ は,Vrttiを 理 解―した うえ で,帥 を著 して い る.し た

が っ て,我 々 は,帥 を通 して よ り深 くバ ル トリハ リの 思想 を し る こ とが で き る の

で あ る.

[略号] SP : V. Raghavan, ed. 1998. Bhoja's Sr•rigar•ap•akasa. HOS 53. VP : Vakvapadiva (偶頒番

号 はRau刊 本,注 釈 はIyer刊 本 による.)
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