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ai. adbhuta-, adabdha-, jav. abda-, dapta-,

及び ai. addha, aav. ap. azda

後 藤 敏 文

1.古 イ ン ドアー リヤ 語[ai.]adbhuta-.「 不 思 議 な,驚 異 の」 は リグ ヴ ェー ダ[RV]

以来 普 通 の語 で,仏 典 で は 「奇,希 有,奇 特,殊 勝 未 曾 有 」 な ど と漢 訳 され る.

ア ヴ ェ ス タ語[av.]xrataus...yam naecisdabaiieiti「 誰 も それ を欺 く[こ とが]な い

精 神 力 」(Y43,6)'が 「驚 異 の(欺 き得ない)精 神 力 を持 つ 」 の言

い換 え と見 られ る こ とか ら,adbhuta-がai.dabh,av.dab「 欺 く,[策 略 に よっ て]

損 害 を 与 え る」 に 由来 す る こ とは 明 白で あ る.1)「驚 異 の 」 等 の 意 味 は 「欺 か れ な

い,動 か し難 い,紛 れ もな い」 を経 た か と思 わ れ るが 確 認 は で き な い.

RVに は24回 単 独 で 現 れ,Agniを は じ め神 々 に用 い られ る.turipa-「 精 液 」 が

「不 思 議 な,驚 異 の 」 と形 容 され2),X105,7に はaa'bhutam na rajah「 神 秘 の 暗 闇

の よ うに 」 が 見 られ る.形 容 詞 は 中性 形 で,も の,こ と,状 態 を表 す が,adbhu-

ta-に も,1170,lkastadvedayadadbhutam「 誰 が そ の 驚 異 を知 って い るか 」,I77,3

mitro na bhud adbhutasya rathih「Mitraの よ うに,[Agniは]驚 異[を 操 る]御 者 と

な る(cf.HOFFMANNInjunktiv214f.)」 が 見 ら れ,Il25,llに は複 数 形

に ご に,為 され た,そ して為 さ

れ る べ き も の た ち で あ る あ らゆ る驚 異 た ち に 気 づ き な が ら,[Varunaは]監 視 し

て い る」 が あ る.3)

a-dbhuta-はDeterminativkompositum(Karmadharaya)と 判 断 され るが,adbhuta-

(アクセ ン ト位 置か らはBahuvrihi)も 現 れ る:1120,4vi prchami pak;ya na devan vasat-

krtasyaadbhutasyaBasra「 素 朴 に,私 は[他 の]神 々 を問 い た だ さ な い,vasatの 発

声 を な され た驚 異 の[Soma]に つ い て,超 能 力 あ る[両Arvin]よ 」.二 次 的 語形

の背 景 に は,詩 人 の解 釈 が 絡 む可 能 性 が あ る.即 ち,「 欺 瞞 に よ っ て 損 な わ れ な

い」 に 由来 す るa-dbhuta-を 「欺 き を持 た な い,欺 か な い」 と い う能 動 的 意 味 に

用 い れ ぼBahuvrlhiと な る.こ の場 合dabh「 欺 く」 が 依 然 意 識 され て い た こ と に

な る.

複 合 語adbhutainas-は 原 義 の残 存 を確 実 に示 す.「 驚 異 の 罪過 を 持 っ 」 は意 味 を
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(229)ai. adbhuta-, adabdha-, javj abda-, dapta-,R t al. addha, aav. ap. azda (後 藤)

成 さず,「 そ の人 ・もの に とって は,罪 過 がadbbuta-で あ る」,「[そ の者 の前 で は]

罪 過 を ご まか せ な い 」 と解 さ れ る.2例 とも補 遺 ス ー ク タ 中 に あ るが,依 然 原 義

が 意 識 され て い た こ とを証 す る:VⅢ67,7adityaadbhutainasalr「Adityaた ち は[そ

の前 で]罪 過 を欺 き減 らす こ とので き な い(ご まかせない)者 た ちだ 」.4)

2.同 じ く,否 定 辞a-とVAdj.か ら成 る語 に5)a-dabdha一 が あ り(*dabdha一 はな

い),原 義 に近 い 「欺 か れ な い,欺 瞞 に よっ て損 な わ れ な い」 を意 味 す る.6)RVに

48回 見 られ,マ ン トラの 言 語 層 に属 す る語 彙 で あ る.「 欺 きが た い 」監 視 者 な ど

につ いて 言 わ れ,文 中 に用 い られ る動 詞 に も 「守 る,監 視 す る」 が 多 い.例 え ば,

124,10 adabdhani varunasya vratani ' vicakasac candrarna naktam eti •uVaruna の掟たち

は 欺 か れ な い.月 は 夜,見 張 り な が ら 行 く」.

3.dabhのVAdj.に は,本 来*-dh-bh-ta-か らBARTHoLoMAEの 法 則 を 経 た*-dbdha-

が 期 待 さ れ る が,3破 裂 音 連 続 は 保 持 さ れ な い の で,脱 落 に よ る 不 明 瞭 化 を 回 避

す べ くa-dbhuta-は-u-を 挟 み,a-dabdha-はVollstufeの 語 根 を 導 入 し て い る(cf.

VAdj.-labdha-:labh「 っ か ま え る」).し か し,新 ア ヴ ェ ス タ 語[jav.]に はa-bda-が あ

り,ま さ し くイ ン ドイ ラ ン 祖 語*-dbdha-か ら,dがDissimilationに よ り消 滅 し た

形 を 示 す.従 っ て.イ ン ド イ ラ ン 祖 語 に お け る*-dbdha-の 存 在 は 確 か で あ る.

BAILEY apud GERSHEVITCH Fs.Pagliaro II (1969) 181, NARTEN Yasna Hapt. (1986) 20237

は これ を指 摘 し,HINTZEDerZamyad-Yast(1994)103-106が 詳 し く論 じて い るが,

問 題 は尽 くされ て い な い.jav.abda-は 「素 晴 ら しい」 ほ どの意 味 で 用 い られ(cf.

wonderful),ai.adbhuta-「 不 思議 な,驚 異 の 」 に近 い派 生 的語 義 を 示 す.7)jav.dap-

to-「欺 か れ た」 はai.(a-)dabdlra-に 対 応 す る(-to-は イ ラン語 に多 いmorphoph・netisch

な明瞭化).8)

4.従 っ て また,イ ン ドイ ラ ン祖 語 段 階 に は,PaP(P:破 裂音)と い う構 造 の語

根 に,Pの 前 で も規 則 通 りの 弱形PPが あ った こ とに な る.9)明 瞭 化 が 図 られ な け

れ ば,ai.に は*a-ddha-か*a-bdlra-が 予想 され る.ai.a-dbhuta-は 語 根 の 子 音要 素

とVAdj.の 形 態-ta-と を救 うべ く-u-が 導 入 され た 結 果 で あ るが,-u-は 現 在 語 幹

*dbh-10nau一)をInfix-Pras .(*dbh-na-u-)と 再 解釈 す る こ とに よ り抽 出 され た もの で あ

るll).

本 来 の語 義 「欺 かれ ない,,騙 され な い」 はjav.dapta-,ai.a-dabdha-に,派 生 的

語 義 は よ り古 形 槃残 す と思 わ れ るa-bda-「 素晴 ら しい 」,a-dbhuta-「 不 思 議 な,驚

異 の」 に担 われ た こ とに な る.

3破 裂 音 連 続*-dbdh-は イ ラ ン語 派 で は-bd-に 異化 省 略 され るが,イ ン ド語 派 が
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(230) a1.adbhuta-,adabdha-,jav.abda-,dapta-,及 びal.aa'dha,aav.ap .azda (後 藤)

辿 っ た で あ ろ う 道 筋 は 確 定 で き な い.*addha-の 可 能 性 も あ る た め,似 た 形 を 持

っ 副 詞addha「 明 ら か に 」 を 検 証 し て お き た い .

5.ai.addhaとaav.azda,古 ペ ル シ ャ 語[ap]azdaは,一一 般 に 名 詞*adh-ta-(厳 密

に はBARTHOLOMAEの 法則 が働 く)「 確 証,通 知 」 のInstr.に 由 来 す る と解 さ れ,イ

ン ドイ ラ ン 祖 語*adh「 言 う,語 る」 に 帰 せ ら れ る:MAYRHoFEREWAiaII64(1992)

s.v.,SZEMERENYISprache12(1966)202-205=Scr.Min.1867-1870,cf.LIEBERTNomi-

nalsuffix-ti-(1949)182'.KUMMELPerf.imlnd・iran.(2000)117s.v.ah(*adh)'sagen'に

至 っ て は,こ の 語 源 説 か ら逆 に 語 根 の 意 味 を 「知 らせ る,意 見 を 言 う 」 で あ る と

主 張 し て い る;LexikonderindogermanischenVerben[LIV]222s.v.*Hedh-'sagen' .も

こ れ に よ る.SZEMER直NYIは イ ラ ン 語 形 を 別 起 源 の 名 詞 と主 張 す る が 根 拠 が な い.

昔 か ら の 語 源 説(SzEMER曲YI204に よ る と,GRAssMANN,RENOU,MAYRHoFERKEWA)に

戻 る べ き で あ ろ う.

ai.addha「 は っ き り と,明 確 に 」 はRVに は6回 現 れ る.例 え ぼ,X111,7ayan

6nakiraddhanirve!a「 も し,天 の 天 体(太 陽)が

見 え て き て い な い な ら ば,誰 も,今,は っ き り と は 知 ら な い,[そ れ が]再 び 進

み 行 く[か ど う か]を 」.12)Satapatha-Brahmanaに はas,bhuを 伴 う述 語 副 詞 構 文 が

見 ら れ る.13)

ap.azdaもbav「 な る 」,kar「 す る 」 と と も に 述 語 副 詞 構 文 を 作 る.azda kusuva

「君 は[自 ら の 中 に]は っ き り とせ よ 」(lptv.2.Sg.Med.,P・ss.一affektiv)は,azdaが

SZEMERENYIの 言 う よ う な 名 詞 で は あ り得 な い こ と を 示 す.14)

aav.azdaは 他 に 用 例 の な いzutaと 挿 入 文 を 作 っ て お り,必 ず し も 意 味 は 明 瞭 で

は な い が,Ap.,中 期 イ ラ ン語 諸 方 言 の 証 拠 か ら,副 詞 「は っ き り と,明 確 に 」 と

考 え て 問 題 は な い.15)

結 論 と し て,問 題 の 語 は イ ン ド,イ ラ ン 両 語 派 を 通 じ て,「 は っ き り と,明 確

に 」 を 意 味 す る 副 詞 で あ る.Eleph.-Pap.rの,Turfanmp.azdegar

「告 知 者 」 は 「は っ き り と さ せ る 者 」 を 意 味 す る.Arm.LW azd arnel'kund ma-

chen',azd etew'eswurdekund'(Cf.HOFFMANNAufs.342,SZEMERENYI204)も 同 様.も し

Chr.Sogd.zd,'yZt',Buddh.Sogd.2"が 実 際 単 独 で 「報 告 」 を 意 味 す る な ら ぼ,*az-

4δ-kαrα-か ら の 再 解 釈 に 基 づ く も の と判 断 さ れ よ う,cf.Chr.Sogd.'zd'qry'revela-

tion, announcement' (<*azda-kara-id-, GERSHEVITCH Gramm. Manich. Sogd. 171). SZE-

MERENYI ‚Í Vessantara-Jataka kS (ZY) L''zt' "t "*yadi naiy azda ahatiy *if there be

nonews(toyou)'"と 説 明 す るが,述 語 副 詞 の 構 文 を想 定 す れ ば,「 は っ き り して
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(231)ai. adbhuta-, adabdha-, jav. abda-, dapta-
,‹y‚Ñ ai. addha, aav. ap. azdd (後 藤)

い な い か も し れ な い が 」 と い う 直 訳 に 問 題 は な い .

問 題 の 語 を*adh-ta-のInstr.か ら 導 く場 合,語 根 名 訶*adh-「 言 明 」+接 尾 辞

-ta-,さ ら に,ア ク セ ン ト移 動 に よ る 副 詞 へ の 転 換 を 仮 定 す る 必 要 が あ る,cf.ai.

Instr.purusata「 人 々 の 仕 方 で,人 々 の 間 で は 」.-・ 次 接 尾 辞.to.(*adh-ta-)を 仮 定 す

れ ばAdv.(<*lnstr.)daksina「 右 側 に 」::daksina-,ubhaya「 両 様 に 」::ublraya-が 参 照

さ れ る.さ ら に,*bhauH ,.「 な る 」,*kar「 す る 」 と の 構 文 はsula kar「 串 刺 し に す

る 」,rvaas/bhu「 昼 で あ る ・に な る」(HOFFMANNAUfS.350-355)の よ う に 理 解 さ れ

る.

し か し,存 在 が 確 認 で き な い 名 詞 のInstr.*「 証 言 を と も な っ て 」〉*「 周 知 の,

確 認 さ れ た 」〉 「は っ き り と 」 と い う展 開 よ り,代 名 詞*ad「 こ れ 」+副 詞 接 尾 辞

*-dhaか ら 導 く方 が 自 然 で あ る:「 こ の と お り 」
,cf.katidha「 何 重 に,何 カ 所 で 」,

caturdha「4重 に,4通 り に 」.こ の 接 尾 辞 は イ ラ ン 語 派 に は 十 分 に は 確 認 さ れ な い

が,語 根 名 詞*dhehl-「 決 定 」 のInstr.に 遡 る で あ ろ う(cf.SCARLATAWurzelkomp.

imRV,1999,265f.).16)

1)HoFFMANNFs.Sommer(1955)80=Aufs.521(「 手 出 しの で きな い 精神 力 」).MAYRHOFER

Etym.Wb.d.Altindoar.[EWAia]164,806,695参 照.

2)Il42,10tannasturipam adbhutam...tvasta posaya vi syatu rayenabha no smayuh「Tvastar

は 我 々 の この不 思 議 な精 液turipa-を...繁 栄 の た め に放 て,富 の た め に,我 々 の臍(の

中)に,我 々 を 思 っ て 」.

3)HuMBAcHKratylos32(1987)51はadbhutaを*adbhuti-"Nichttauschen,Nichtge-

tauschtwerden"のLok.と 主 張.MAYRHoFEREWAial806,II695こ れ に従 う.

4)GEはadbhutainasahをanagasahと 同 格,adityahをVok.に 取 り,「 罪過 が認 め られ な

い者 に とっ て」 とす る.さ らにV87,7.

5)air-ati-dbhuta-は-dbhuta-が 過 去 分 詞(VAdj.)に 遡 る こ と を 証 す る(c£STRuNK

Nasalpras.66).否 定辞a-+VAdj.が 「… さ れ得 な い」 を意 味 し,事 柄 と してGerundiv

と重 な る こ とに つ い て はHOFFMANNAufS.1915参 照.

6)adbhuta-「 驚 異 の」 とadabdha-「 欺 か れ(得)な い」 の 並 出 例:IV2,12kavim sasasuh

kavayoagnaetanpadbhih

「欺 か れ る こ との な い 見 者 た ち は,見 者 に命 じた,[彼 を]Ayuの 戸

口[ご とに]に 設 置 しな が ら.だ か ら,君 は,Agniよ,(Ayuの 子 孫 た ち の間 に い る見

者 と して)こ と に い る見 るべ き者 た ち(人 間)を[そ の]足 た ち と とも に,驚 異 の部 族

民 た ち を[彼 らの]歩 み(植 民活 動)た ち と とも に見 て ほ しい」.aryas を 「部 族 に属 す
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(232) ai. adbhuta-, adabdha-, jav. abda-, dapta-, 及び al. addha, aav. ap. azda (後 藤)

る者 」 とい う意 味 の 副-のAkk .PI.と 解 した.

7) Vid 2,24 par zamo (GE zimo) aeta‚èha +da‚èhaus (GE da‚èhus) a‚èhat bar to vastram ' tam af 

 pauruua vaza'oiiai I pasca vitaxti vafrahe I abdaca iha yima ajvhe astuua'te sadaiiat yat iba

pasaus　 anumaiiehe　 pa∂m　 vaena'te「 牧 草 地 を 支 え る この 土 地 に,[季 節 が]冬 の 前 に な る

で あ ろ う.こ の[冬 の]後 に は,雪 塊 の 融 解 に よ っ て水 が 多 く導 か れ る こ と に な る.

そ うす る と,Yimaよ,こ こに は 肉体 を 持 っ 存 在 に素 晴 ら しい こ とが 現 れ 出 で る こ とに

な ろ う,こ こに 鳴 き声 を た て つ づ け る家 畜(羊)の 足 跡 を 人 が見 る こ とに な る とい う」,

「美 しい 身体 を もっ て,

[肉 体 を持 っ]生 き物 た ち の た め に 身 を も た げ る(立 ち 上 が る),最 も素 晴 ら しい 両 女

性 」,Yt　 19,10「 素 晴 ら しい多 くの[被 造 物 た ち]」.

3) Y 10,15 auuaUhar zami janiiois. (GE janaiiaos) ungm 1 ma'riiaiia auutto.xara8aiia l ya +ma'ni-
 ie'te (mainiieinti) dauuaiie'nti I a8rauuanamca haomamca I ha ya dapta apanasiie'ti I ya tat ha-

 omahe draono I nigaiihanti +nishiha'ti (xnishahaiti) I no-it tam aOrauuo.puOrlm I naMa +daste (GE

「私 は 放 っ て お く(無 視 す る),[そ の]女 の 欠 陥 を,祭 官 とHaomaと を

欺 い て い る つ も り の,[自 ら]欺 か れ て 滅 び 行 く,Haomaの そ の 分 与 を 食 し な が ら座 る,

絶 え 間 な く叫 ん で い る(?)な ら ず 者 女 の[欠 陥 を].Haomaは そ の 女 を,祭 官 の 息 子 た

ち を も つ 者 へ と,ま た,よ い 息 子 た ち を も つ 者 へ と定 め な い(し な い)」.

9)語 根dagh「(完 全 に は 届 か ず)そ こ ま で 達 す る 」 のPras.Opt.daghnuyat「 外 れ て ほ し

い 」KS-KpSpが 参 照 さ れ る(規 則 通 りNullstufeな ら ぼ*dghnuyatま た は*ksnuyat).イ

ン ドイ ラ ン 祖 語 に お け る 語 根*dhag.h(uridg.の 弱 形 は,こ れ も 古 ア ヴ ェ ス タ 語

[aav]「 そ し て,外 れ る(し く じ る)こ と の な い 支 配 」

に 証 さ れ る:va-yzaonuuamna-(*a-yzenuuamna-)<*-gz"anu-amna-

(KLINGENSCHMITTAIta・m.Verbum,1982,18732).

10)heth.tepnuzzi「 小 さ くす る,け な す,挫 く」,ved.dabhnoti「 欺 く,騙 す 」,aav.lnj.

4∂banaota(<uriran.*dbanau-<*db''nneu-o)「 君 た ち は 欺 く」Y32,5.印 欧 祖 語 に お け る

*d"ebhの 意 味 をNARTENKI .Schr.380-395は"'geringsein,geringmachen'(fientiv-intransitiv

und/oderfazientiv-transitiv)"と し,'vermindern'〉(indoiran.)'betrugen'〉'schadigen'の

展 開 槃 考 え る.

ll)ZEHNDERLIV1331も そ う 解 釈-u-に よ る 形 成 に つ い てGOTOI.Pras.164262,TIcHY

Nom.ag.auf-tar-(1995)41と そ の 注,文 献 参 照.当 該 語 根 の-u-に よ る 拡 大 形 はaav.Y

31,17「 知 ら な い 者 は,そ れ な の に 欺 く こ と を 止 め よ 」(<

「欺 瞞,虚 偽 」(BARTHoLoMAEWb322s.v.は 複 合 語a.d∂baoman-

"B
et6rung"に 解 す る が,KulpERIIJ15,1973,200-204を 見 よ:a...upajasat,upaはaav.の

pausa形 に よ る)に 見 ら れ る.STRUNKNasalpras.66f.は 「聞 か せ

る 」 が,卿6の 「聞 く」,n.sraoman-「 聞 こ え 」 へ の 比 例 的 類 推 を 指 摘.

12)そ の 他152,13「 事 実,明 確 に(こ の 通 り),君 の よ う

な 者 は 他 に 誰 も い な い 」,Ⅲ54,5koaddha vedaka iha pra vocat devayndo

eti.「誰 が は っ き り と知 っ て い る か.誰 が こ こ で(地 上 で)明 言 す る か.ど の 道 行 き が

神 々 へ 向 か っ て 行 き 着 くか 」(Xl29,6に も類 似 例),VⅢlOl,11ban maham asi sur ya
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233ai. adbhuta-, adabdha-, iav. abda-, dapta-, 及び ai. addha, aav. ap. azd (後 藤)

「確 か に君 は

偉 大 だ,太 陽 よ.確 か に君 は偉 大 だ,Adityaよ.偉 大 で あ る君 の 偉 大 さ は称 讃 さ れ る.

明 確 に(こ の 通 り),神 よ,君 は偉 大 だ」.-RV,AVに は この 副 詞 か らの派 生 名 詞ad-

dlrati一が あ る.「 確 実 明 瞭 で あ る こ と」 か ら 「[隠さた も の ・こ とを]は っ き り と見 る こ

と」〉 「は っ き り と見 る者 」 へ と具 体 化 さ れ た も の と考 え られ る:e.9.RV X85,16 d ve te

「君 の

二 つ の 車輪 を,SUryaよ,祭 官 学 者 た ち は正 しい 時[の 巡 り]に 沿 って 知 つ て い る.だ

が,隠 れ て い る一 つ の 車輪,そ れ を知 っ て い るの は は っ き り とも の を見 る'者た ち だ」.

13)HOFFMANNAufS.348Nachtr.(1976),GOTOGs.Renou(1996[1997])83とn.39参 照.

14)DBI31f

:avajata「Kanbujiya(カ ン ビ ュセ ス)がBardiya(ス メル デ ィス)を 殺 害 した 時,Bが 殺

害 され た こ とは,軍 勢 に は は っ き り して い な か っ た(事 実 上:知 らさ れ て い な か っ た)」,

DNa42f.avada:xsnasahay:adataiy:azda:bavatiy「 そ こ で君 は認 識 す る こ とに な ろ う.

そ うす れ ぼ 君 に は っ き りす る こ とに な ろ う」(45行 も同様),

「配 下 の者 よ,君 が どの よ うな種 類 の者 で あ るべ きか,君 の よい 男 振 りた ち が どの

よ う な種 類 の もの で[あ るべ き か],君 の 卓越 性 が どの よ うな種 類 の もの で[あ るべ き

か],決 然 と[自 ら に]は っ き りとせ よ」.

15)Y50,1(b)

「誰 が 私 の家 畜 の,誰 が 私 の 護 り手 と して 見 出 され て い るか,真 理

と君 と,主 な る智慧 よ一 呼 び か け の 中 に は っ き り して い る一,[そ して]善 き思 考 と,

以 外 に 」.、 、

16)SZEMERENYIの 反 証 はイ ラ ン語 派にadが 無 い とい う点 に尽 き るが,aav.の 接 続 詞at

「そ れ か ら,か くて 」,a-ais「 そ して彼 ら に よっ て 」(HOFFMANN-FORSSMAN112,MARTEN

YH94f.,104)の 背 後 に確 認 さ れ る.

(平 成17年 度 日本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 補 助金 基 盤 研 究Cに よ る研 究 成 果 の一 部.論 述

の詳 細 に つ い て はT.GOTOFs.Klingenschmitt[編 集 中]を 参 照 され た い.)

〈キ ー ワ ー ド〉Veda,Avesta,adblruta-,ccdabdha-,addha,abda一,azda,語 源,音 韻

(東 北大 学 大 学 院文 学 研 究 科教 授,Dr.phil.)
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57. On the First Two Chapters of the Brhaddranyaka-Upanisad: SB-Madhy. 

X6,4-5 •`BAU-Kanva I 1-2 

Yoshiteru HAYASHI 

The first two chapters of the Kanva-recession of the Brhadananyaka-Upa-

nisad Volume I are, in the Madhyandina-school, included not in the Upa-

nisad portion (Volume XIV) of the Satapatha-Brahmana but in Volume X of 

the text, i.e. "Agnirahasya (mysterious doctrine of the Agnicayana)". In this arti-

cle I point out that these chapters originally belonged to the Agnirahasya, 

showing that the wording and the logical construction are common to that of 

the Agnirahasya. 

The main theme of these chapters is the overcoming of re-dying (pu-

narmrtyu-) through the Asvamedha, and this is theologically explained with 

the interpretation of the relation between the Agnicayana, which is included 

in the Asvamedha, and the horse sacrifice (asvamedha-). 
These chapters can be understood only in a ritualistic and theological con-

text, and so these points are especially discussed: 1) arka- denotes the fire 
altar of the Agnicayana. 2) "Death (mrtyu-)" symbolizes not Prajdpati as has 
so far been supposed, but the sun and at the same time the golden Purusa (a 

figure) used in the Agnicayana. 3) This theological interpretation is based on 
and developed from the Brdhmana interpretation of an oblation (arkdsvame-

dhayoh samtati-) which is performed in the Agnicayana. 

58. OIA. adbhuta-, adabdha-, YAv. abda-, dapta-, and OIA. addha, OAv. 

OPers. azda 

Toshifumi GOTO 

Old-Indo-Aryan adbhuta- 'mysterious, miraculous, wonderful, marvelous' 
is a common adjective since the Rgveda. The word is, undoubtedly, derived 
from a negated verbal adjective of the root dabh 'to deceive', as already 

shown by K. Hoffmann. Another verbal adjective form is found in a-dab-
dha- 'not (to be) deceived'. The Proto-Indo-Iranian form is supposed to have
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been *(a)dbdha- (< *-dhbhta- through Bartholomae's rule) on the basis of Young 

Avestan abda- 'wonderful'. OIA. a-dabdha- and JAv. dapta- 'deceived' are 
innovated by introducing the full grade root form. In the case of adbhuta-, 

the root consonants as well as the formant -ta- are reserved by -u-, which is 

gained through the re-interpretation of the pres. *dbhnau-/dbhnu- as a -n-in-
fix-present *dbhna-u-/dbhn-u-. The original meaning is held by a-dabdha-

and dapta-, which seem to be younger forms, while somewhat older adbhu-
ta- and abda- are charged with the derived meaning. Also the adverb OIA. 

addha and OAv. OPers. azda `obviously, clearly' are examined, considering 
the problem of simplifying the three plosives group. They go back most 

probably to *ad 'this' + -dha, in spite of the common opinion today. (Detailed 
discussions are to be published in German in Fs. Klingenschmitt.) 

59. The Causal Distinction of Cognition in Prasastapadabhasya 

Hirofumi MIURA 

Prasastapada, who organized the Vaisesika philosophy, constructed his 

epistemology following in the tradition of Vaisesikasutra (A.D.lc.). He also 

adopted the causal theory of non-existence of effects (asat-karya-vada) in his 

epistemological system. In this paper, the author intends to consider the rela-
tionship between Prasastapada's epistemology and causality in his main 

work, Prasastapadabhasya (A.D.6c.). 
We can see the three kinds of causes in asat-karya-vada. The first is the 

intimate cause (samavayi-karana), the second is the non-intimate cause (asa-

mavayi-karana), the third is the efficient cause (nimitta-karana). These causes 
and their expressions correspond to the distinction of cognition in Prasasta-

pada's epistemology. 
In direct cognition (pratyaksa), non-intimate cause is the contact with at-

man and manas, and efficient cause is expressed with the term apeksa. But 

non-intimate cause means to see the sign (linga) in inference (anumana). In 

memory (smrti), non-intimate cause also means the (special) contact with at-
man and manas. In the saint's cognition (arsajnana), both causes are ex-
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