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ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ャ カ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ド(」8rhadaranyaka-Upani-
　

銀 の は 全 部 で6章 か ら構 成 され,シ ャ タパ タ ・ブ ラ ー フ マ ナ(Satapatha-

Brahmana)の 終 わ り に あ る 。 こ の ウパ ニ シ ャ ッ ドは,チ ャ ー ン ドー ギ

ャ ・ウパ ニ シ ャ ッ ド(C擁 π408ッ α一の σ郷 αの と と も に 最 初 期 の 層 に 属 し,

全 ウパ ニ シ ャ ッ ドの な か で も っ と も重 要 な も の で あ る。 ブ リハ ッ ド ・ア ー

ラ ニ ヤ カ ・ウパ ニ シ ャ ッ ドに 対 す る注 釈 の な か で も っ と も有 名 な の は,言 う
ノ

ま で も な く,シ ャ ソカ ラ(Sankara)の そ れ で あ る。 シ ャ タ パ タ ・ブ ラ ー一

フ マ ナ の 最 後 の 部 分 で あ る ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウパ ニ シ ャ ッ ドに

は,カ ー ヌ ヴ ァ版(Kanva)と マ ー デ ィ ヤ ン デ ィ ナ版(Vladhyandina)の

二 種 類 が あ る。 シ ャ ン カ ラが 使 用 した の は,カ ー ヌ ヴ ァ版 で あ る 。 わ た く

し 自身 も,シ ャ ソカ ラの 注 釈 を 検 討 す る関 係 上,カ ー ヌ ヴ ァ版 を 底 本 と し

た 。 ア ル プ レ ヒ ト ・ヴ ェ ーパ ー は,マ ー デ ィヤ ンデ ィ ナ版 に 基 づ い て シ ャ

タ パ タ ・ブ ラ.....フマ ナ を 編 集 した 。 わ た く しは,マ ー デ ィ ヤ ソデ ィ ナ版 も ・

絶 え ず 参 照 しな が ら11,ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウパ ニ シ ャ ッ ドの テ キ

ス トを 検 討 した 。 わ た く しが 底 本 と した の は,通 俗 的 な イ ン ド版 で あ る が,

学 術 的 に 高 く評 価 され る もの と して は,V.P.LimayeとR.D.Vadekar

の 編 集 し たEzghteenPrincipalUpartisads(VaidikaSalh60dhana

Mapdala,Poona,1958)が あ る。 わ た く しは,・EighteenFrineipal

の α7廊 αdsに は 最 大 の 注 意 を払 っ た 。

わ た く しが こ こで 試 み よ う と して い る の は,ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ャ カ ・

ウパ ニ シ ャ ッ ドの な か の 若 干 の 箇 所 を 文 献 学 的 な 一手 続 き を 経 て,よ り正 確

に 翻 訳 し よ うとい うこ と で あ る。 ウパ ニ シ ャ ッ ドの 翻 訳 は 多 数 存 在 す る

が,こ こで は わ た く しは マ ク ス ・ ミュ ラ ー(MaxM"Iler)の 英 訳2f,オ ッ

トー ・ベ ー一ト リ ン ク(OttoBohtlingk),パ ウ ル ・ ド イ ッセ ン(Paul

Deussen)の 独 訳sr,お よび エ ミー ル ・ス ナ ー ル(EmileSenart>の 仏 訳41
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を 検 討 した 。 ロバ ー ト ・ア ー ネス ト ・ヒ ュ ー ム(RobertErnestHurne)

お よび ラ ダ ク リシ ュ ナ ン(Radhakrishnan)の 英 訳51も 参 照 した 。

わ た く しは サ ンス ク リ ッ トか ら の 翻 訳 に 際 して は,マ ル テ ィ ン ・ブ ー

バ ー(MartinBuber)が ヘ ブ ライ 語 の 旧 約 聖 書 を 独 訳 す る際 に 踏 襲 した

三 原 則 に 忠 実 で あ ろ うと努 力 した 。 ブ ーバ ー の 三 原 則 は,次 の 通 りで あ

る。 まずaに,各 語 は 常 に,出 来 得 る 限 り,同 一 語 に よっ て 翻 訳 され ね

ば な らな い 。 真 にequivalentwordを 見 い だ す こ とは,翻 訳 者 の 最 大 の

使 命 で あ る。 第 二 に,翻 訳 者 は 語 の ル ー ト(root)に 迫 らね ば な ら な い 。

語 の ル ー トの 基 本 的 な 意 味 の 確 認 は 切 実 な 課 題 で あ る。 最 後 に,珍 語 は 珍

語 に よ っ て 翻 訳 され ね ぽ な ら な い 。 しか し,ブ ーパ ー の三 原 則 に 忠 実 で あ

る こ とはx実 際 問 題 と して 容 易 で は な い 。 わ た く しは,こ の 三 原 則 に 出来

得 る 限 り従 お うと した 。

ブ リハ ヅ ド ・ア ー ラニ ヤ カ ・ウパ ニ シ ャ ッ ドを 翻 訳 す る際 避 け て 通 れ な

い の は,シ ャ ンカ ラの 注 釈 で あ る 。 マ クス ・ ミ ュ ラ ー は シ ャ ン カ ラの 注 釈

に 隷 属 して ウパ ニ シ ャ ッ ドを 訳 した 。 これ と正 反 対 に,オ ッ トー ・ベ ー ト

リ ン クは シ ャ ンカ ラの 影 響 を 排 除 して 文 献 学 的 に よ り正 確 な 訳 を 試 み た 。

わ た く し 自身 は,特 に 問 題 が な い 限 りシ ャ ン カ ラの 注 釈 を 採 用 し,言 語 的

に 問 題 の あ る場 合 に シ ャ ソ カ ラを 離 れ た 。 しか し,シ ャ ン カ ラの 解 釈 は ウ

パ ニ シ ャ ヅ ドの 精 神 に 忠 実 で あ る か ど うか は 別 と して,独 自 の 解 釈 を 代 表

して い る た め,注 目に 値 す る で あ ろ う。

以 下 に お い て,わ た く しは ブ リハ ヅ ド ・ア ー ラ ニ ャ カ ・ウパ ニ シ ャ ッ ド

の 原 文 に 基 づ い て,言 語 的 な 問 題 を 徹 底 的 に 検 討 して み た い

1,1,lomu§avaasvasyamedhyasya合irab}suryascaksur

vatahpranovyattamagnirvaisvanarahsamvatsaraatma'svasya

medhyasyaidyauhprsthamantariksamudararpprthivipajasyarp

disahpar≦veavantaradi6ahPar6avaτtavo'めganimasascardhamasas

caparvanyahoratraロiprati§thanaksatranyasthininabhomamsanii

uvadhyar.ロsikatahsindhavogudayakrccaklomana6caparvata

osadhayascavanaspatayascalomanyudyanp亘rvardhonimiocali

jaghanardhoyadvijrmbhatetadvidyotateyadvidhunutetat

stanayatiyanmehatitadvarsativagevasyavaklllII
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1,1,1の 原 文 を 綿 密 に 検 討 す る 前 に,わ た く し は こ こ の 箇 所 と 対 応 す

る タ イ ッテ ィ リ ー ヤ ・サ ン ヒ タ ー(Taittiriya・Sa叩hita),VII,5,25に

言 及 し な け れ ば な ら な い 。 ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ャ カ ・ ウ パ ニ シ ャ ッ ド,

1,1,1に お い て はusavaa5vasyamedhyasyasirahと い う文 句 が 冒

頭 に 来 る が,タ イ ッ テ ィ リー ヤ ・サ ソ ヒ タ ー の 当 該 箇 所 で は,そ の 前 に

yovaasvasyamedhyasya6iroveda6ir$anvanmedhyobhavatiと い

う文 句 が 置 か れ て い る 。 そ して,タ イ ッ テ ィ リ ー ヤ ・サ ン ヒ タ ー の テ キ ス

トは 以 下 の 通 りで あ るu頭vaasvasyamedhyasyaSirab,suryas

cak§ur,vatahpranas,candramahsrotram,di忌ahpada,avantaradisah

parsavo'horatrenime60'rdhamasahparvani,masahsamdhanany,

rtavo'ngant,samvatsaraatma,rasmayahkeξa,nak6atrapirupam,

tarakaasthini,nabhomamsany,osadhayoIomani,vanaspatayovala,

agnirmukham,vaisvanarovyattamlllllsamudraudaram,antariksam.,

payur,dyavaprthiviandau,£rava6epab,somoreto,yajja益jabhyate

tadvidyotate,yadvidhunutetadstanayati,yanmehatitadvarsati,

evasyavak.間 も な く,わ た く し は タ イ ッ テ ィ リ ー ヤ ・サ ン ヒ タ ー の 文 句

を ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ ウ パ ニ シ ャ ッ ドの 当 該 箇 所 と 突 き 合 わ せ る

で あ ろ う。

さ て,omf.wusavaasvasyamedhyasyasirahと い う文 句 を 検 討 し よ

う。 こ の 文 句 の 意 味 は 簡 単 で あ る 。 「オ ー ム1祭 祀 に 適 し た 馬 の 頭 は,あ.

け ぽ の で あ る 」 こ の よ うに 訳 す こ と が 出 来 る 。 タ イ ッ テ ィ リー ヤ ・サ

ン ヒ タ ー は,こ の 文 句 の 前 にyovaa≦vasyamedhyasyasiroveda

合i埠anvanmedhyobhavati(ま こ と に,祭 祀 に 適 し た 馬 の 頭 を 知 っ て い

る 人 は,頭 を 持 つ も の と な り,祭 祀 に 適 した も の に な る)と い う文 句 を 先

行 さ せ て い る 。Medhyaは 祭 祀 に 適 し た と い う意 味 で あ る 。Medhaは 祭

祀 を 意 味 す る 。Medhaに 適 し た,ふ さ わ し い(arha)と い うの が,medhya

で あ る 。 シ ャ ン カ ラ は,こ の よ うに 解 釈 して い る 。 マ ク ス ・ミ ュ ラ ー は シ ャ

ン カ ラに 従 っ てasvasyarnedhyaをthehorsewhichisfitforsacrifice

と 訳 し て い る 。 しか し べ,....ト リ ソ クは,こ れ をdesopferreinenRosses,

ドイ ヅ セ ン は、des4pferrosses,ス ナ ー ル はduchevaldusacrificeと

訳 し て い る 。 ち な み に,ベ ー ト リ ソ ク以 外 の 翻 訳 者 は,u$as(あ け ぼ の)

を 主 語 に し,6iras(頭 〉 を 述 語 に し て い る 。 サ γ ス ク リ ッ トに は 特 定 の 語
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順 は な い か ら,usasを 主 語 と解 す る こ とは 差 支 え な い 。 しか し,わ た く

しは 一 貫 して 文 の 最 初 の 部 分 を 述 語 と解 釈 して 訳 した 。

しか し,usavaasvasyamedhyasyasirahと い う文 旬 に 関 して わ た

く しが 問題 に した い こ とは,語 順 の 問 題 で は な く内 容 そ の もの で あ る 。

1,1,1に お い て は,「 祭 祀 に適 した 馬 の 頭 は,あ け ぼ の で あ る 」 い う よ う

な,A=Bと い う形 式 の 文 句 が あ ま りに も多 い 。 しか し,馬 の 頭 が あ け ぼ

の で あ る とい う こ とを,わ れ わ れ は 字 義 通 りに 解 釈 す る こ とは 出 来 な い 。

「馬 の頭 」 は 決 して 「あ け ぼ の」 と同一 で は な い か ら で あ る 。 こ の 問 題 を

論 じる 前 に,わ た く しは 一 般 的 な 考 え を 紹 介 して 置 く必 要 が あ る。 例 え ば,

タ イ ッテ ィ リー ヤ ・ ブ ラ ー フ マ ナ(Taittiriya-Brahmana),II,1,5,2

に よれ ば,「 祭 柱 は 太 陽 で あ る 」(adityoyupah)と い う文 句 が あ る。 しか

し,祭 柱 と太 陽 を 同 一 視 す る こ とは 許 さ れ な い 。 祭 柱 と太 陽 が 異 な って い

る こ とは,誰 の 目に も 明 らか で あ るか ら。 ミー マ ー ンサ ー の概 論 と して 有

名 な 『ア ル タ ・サ ン グ ラバ 』(Artha-samgraha)は,「 祭 柱 は 太 陽 で あ る 」

とい う文 句 を,次 の よ うに 説 明 して い る一 「祭 柱 が 太 陽 と異 な ら な い こ と

は 知 覚 に よっ て 論 駁 され る か ら,こ の 間接 的 な 表 現 法 に よ っ て 太 陽 の よ

うに 輝 い て い る とい うこ とか ら成 る,(祭 柱 の)性 質 が 説 明 され る 」61と 。

要 す る に,「 祭 柱 は 太 陽 で あ る」 とい う 際,こ こ で 意 図 され て い る の ぱ,

こ の 両 者 が あ る特 定 の 共 通 性 を も っ て い る とい う こ とで あ る。

Usavaasvasyamedhyasyasirahと い う際,実 際 に 意 味 され て い る

の は 何 で あ ろ うかaVSa.Sは 「あ け ぼ の 」,Morgenroteで あ る。 ウ シ ャス

は,太 陽(surya)が 昇 る 約45分 前 の 空 の 状 態 を 指 して い る 。 そ れ ゆ

え,ウ シ ャ ス は 日(ahan)の 「始 ま り」 で あ る。 一 日の 「始 ま り」 は,い

わ ば 「一 日の 頭 」で あ る 。 頭 は 最 初 を 意 味 す る か ら で あ る。 「祭 祀 に 適 した

馬 の 頭 」 と 「あ け ぼ の 」 の 間 に は 一 つ の 共 通 性 が 見 られ る。 最 初 の もの ・

始 ま りは 重 要 な もの で あ る。 シ ャ ン カ ラは,ウ シ ャス と祭 祀 に 適 した 馬 の

頭 が 重 要 な も の で あ る(pradhanya)点),Y,両 者 の 共 通 点 を 見 い だ した 。

U§asの 次 に 来 る の は,朝 日で あ る 。太 陽 が 昇 れ ぽ,ウ シ ャ ス は 消 滅 す る 。

わ れ わ れ は,s亘rya6caksurvatah..pranovyattamagnirvaisvanarah

samvatsaraatma'svasyarnedhyasyaと い う 文 句 に 接 す る。Suryas

cak§urと い う文 句 は,「 眼 は 太 陽 で あ る」 と訳 され る。 眼 と太 陽 の 対 応

関 係 は}リ グ ・ヴ ェ._..ダ以 来 知 られ て い る 。 「あ け ぼ の 」 の 直 後 に 来 る の
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は 太 陽(..surya)で あ る。 馬 の 頭 の 直 後 に 来 る の は,そ れ の 眼 で あ る 。 シ ャ

ンカ ラは,こ の 点 に 関 して 「太 陽 は 頭 の 直 後 に 来 る も の で あ る か ら
,ま た,

眼 は 太 陽 を そ の 神 格 と して い る か ら」 と述 べ て い る。 わ た く しは}太 陽 が

眼 の神 格 で あ る とい う,神 話 的 な 発 想 法 は こ こ の 箇 所 と無 関 係 で あ る と考

え る。 こ こ で は,ウ シ ャ ス の 次 に 来 る 「太 陽 」 と,馬 の 頭 の直 後 の 「眼 」

とが 共 通 で あ る 点 に 注 目 した い 。 ま た,vatahpranoと い う文 句 も,リ

グ ・ヴ ェ ー ダ以 来 知 られ て い る。 祭 祀 に 適 した 馬 の 息(prana)は ,(vata)

に ほ か な ら な い 。 シ ャ ソ カ ラは,「 息 は 風 で あ る」 とい う文 句 を,「 風 を 固

有 の 性 質 と して い る か ら」 と解 釈 す る 。Vyattamagnirvai帥anara取 と

い う文 句 を,わ れ わ れ は タ イ ッテ ィ リー ヤ ・サ ン ヒタ ー の 当 該 箇 所 と比 較

して 見 る 必 要 が あ る 。 そ こで は,agnirrnukham,vai6vanarovyattam

とな っ て い る 。 しか し,ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウパ ニ シ ャ ッ ドの 文

句 の 方 が 自 然 で あ る 。Vyattamと い う語 は 口(mukha)を 暗 黙 の うち に

含 ん で い る 。 シ ャ ン カ ラはvyattamをvivrtammukham(開 か れ た 口)

と注 釈 して い る。Agnir・fvaisvanaraを3わ た く しは 「普 遍 的 な 火 」 と訳

した 。Vai6vanaraはagniを 修 飾 す る形 容 詞 で あ る 。 シ ャ ン カ ラは,こ の

文 句 に 関 して,次 の よ うに 述 べ て い る 「vai帥anaraと い う語 は,agni

と い う語 の 形 容 詞 で あ る」,と 。 そ れ ゆ え,vyattamagnirvai6vanarah

は,「 開 か れ た 口は,普 遍 的 な 火 で あ る」,と 訳 され る。

Samvatsaraatma'ξvasyamedhyasyaと い う文 句 は f難 解 で あ る。

なぜ な ら,atmanが 何 を 意 味 す る か は 明 らか で な い か ら で あ る。 マ クス ・

ミュ ラ ー は こ この 箇 所 の ア,...,.トマ ンをthebody,ベ ー ト リン ク と ドイ ヅ

セ ンはderLeibと 訳 して い る 。 彼 ら の 訳 は み な,シ ャ ンカ ラの 注 釈 に 基

ぐ ノ の

っ い て い る。 シ ャ ン カ ラは,atmasariram(ア ー トマ ンは身 体で あ る)と 明

快 に 注 釈 して い る 。 わ た く しは,samvatsaraatmaをrtavo'nganiと 比

較 させ た い と思 う。Samvatsaraは 一 年 な い し歳 の こ と で あ る。 一 年 に は

12箇 月 な い し13箇 月 あ る,と シ ャ ン カ ラは 言 う。 確 か に ,一 年 は12箇

月 とい う名 の 部 分 を もつ もの で あ る 。 一 年 ・歳 は 部 分 で は な い 。 歳 の 部 分

と して,わ れ わ れ は 六 つ の 季 節(rtu)を 知 って い る。 春,夏,雨 季,秋,

冬,お よび 寒 冷 期 が,す な わ ち,そ れ で あ る。 さ ら に ま た,す で に 述 べ た

よ うに,一 年 に は12箇 月 が あ る 。 も し も季 節 や 歴 月 が 部 分 で あ る とす れ

ぽ,歳 は 部 分 を もつ も の で あ る。 「祭 祀 に 適 した 馬 の 身 体(ア ー トマ ン)は
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歳 で あ る」 と い う文 句 は,馬 の ア ー トマ ソ(身 体)と 歳 が 部 分 を もつ もの ・

全 体 的 な も の とい う点 で 共 通 して い る こ とを 表 現 して い る。

Dyauhprstham(祭 祀 に 適 した 馬 の)背 は,天 で あ る。 シ ャ ソカ ラ

に よれ ば,両 者 に は 「上 に あ る こ とが 共 通 して い る 」 の で あ る。Antarik-

samudaram「 そ の 腹 は,空 で あ る 」。 腹 も空 も,そ の な か に 場 所 が あ

る点 で 共 通 して い る。 つ ま り,両 者 と も 「うつ ろ」 で あ る。 シ ャ ン カ ラは

両 者 と も 「うつ ろ とい う点 で は 共 通 で あ る か ら」 と述 べ て い る 。 問 題 に な

る の は,そ の 次 の 文 句 で あ る。 そ こで は,Prthivipajasyamと い う文 句

が 見 い だ され る 。 このpajasyaと い う こ とば は,意 味 が 明 ら か で は な い 。

シ ャ ソヵ ラはpalasyaをpadasyaと 読 み,足 の 場 所,す な わ ちf蹄 と

解 釈 して い る。 しか し,マ ク ス ・ ミ ュ ラ ー は こ こで は シ ャ ン カ ラの 解 釈 に

追 従 せ ず,pajasyaをchest(胸)と 訳 した 。 ブ リハ ッ ド ・ア.一一ラニ ヤ カ ・

ウパ ニ シ ャ ッ ド,1,2,3に は 次 の よ うな こ とば が あ る一一一dyaubPr$tham

antariksamudaramiyamurah,と 。 マ クス ・ ミュ ラ ーは この 文 章 に 拠 っ

て}pajasyaを 胸 と訳 した 。 確 か に,iyamはprthiviを 意 味 す る。 べ..一.

ト リン クはpajasyaをseineWeichen,ド イ ヅセ ンはseinesBauches

W61burg,ス ナ ー ル はlebas-ventreと 訳 して い る 。 わ た く しは,ス ナ ー

ル の 訳 が 正 しい と思 う。 ヴ ァ ー ジ ャサ ネ._ヤ ・サ ン ヒ タ ー(Vajasaneya-

Samhita),25,8に,今}問 題 に な っ て い る語 が 見 い だ さ れ る。 こ の 語 に

対 して,ウ ヴ ァタ と マ ヒ ー ダ ラが 注 釈 を 施 して い る 。 そ の 注 釈 に よれ ば,

pajasyaと はpajasebalayahitamで あ る。 つ ま り,_.paaasyaと は

balakamangam(力 を生み 出す身体 の部 分)で あ り,わ れ わ れ 日本 人 が 「膀

下 丹 田」 と名 づ け る も の を 指 す の で あ る。 つ ま り,pajasyaは 「下 腹 部 」

の こ とで あ る71。 この よ うな 理 由 か ら,わ た く しはPrthiv玉pajasyamを

「そ の 下 腹 部 は 大 地 で あ る」 と翻 訳 す る 。 大 地 と下 腹 部 の 共 通 性 に つ い て

は,シ ャ ンカ ラは 触 れ て い な い 。 しか し,わ た く しは この 二 つ は 下 に あ る

とい う点 で 共 通 して い る と思 う。

DisahPar6veavantaradiきa毎par甑vaに は,特 に 問 題 は な い 「そ の

両 脇 腹 は 方 角 で あ る。 そ の 肋 骨 は 中 間 の 方 角 で あ る 」。 シ ャ ン カ ラに よれ

ば,次 の 通 りで あ る 「方 角 は 四 つ で は あ るけ れ ど も,両 脇 腹 で あ る 。

両 脇 腹),rよ っ て 方 角 と結 び つ け ら れ て い る か ら。 脇 腹 と方 角 の 数 は 等 し く

な い か ら1そ れ は 正 し くな い の で は な い か と い うな らば,そ う で は な い
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(と わ れ わ れ は 答 え る)。 馬 は す べ て の 方 角 を 向 く こ と が 可 能 で あ る か ら,

両 脇 腹 に よ っ て す べ て の 方 角 と 結 び つ け られ る か ら,(わ れ わ れ の 考 え に

は)過 失 は な い 」,と 。 シ ャ ン カ ラに よれ ば,中 間 の 方 角(avantaradisah>

とは,南 東(agneyi)な ど で あ る 。

Rtavo'nganimasascardhamasascaparvanyahoratranipratistha

naksatranyasthininabhomamsani「 そ の 四 肢 は 季 節 で あ る。 そ の 関

節 は,月 と半 月 で あ る 。 そ の 足 は,昼 と夜 で あ る 。 そ の 骨 は 星 で あ る 。 そ

の 肉 は 雲 で あ る 」。

「そ の 四 肢 は 季 節 で あ る」 とい う箇 所 を,シ ャ ン カ ラは 「歳 の 部 分 で あ

る た め,そ れ は 四 肢 と性 質 を 等 し く して い る か ら」 と説 明 して い る。 季 節

と馬 の 四 肢 は,そ れ ぞ れ 部 分 で あ る とい う点 で 共 通 で あ る。 「そ の 関 節 は,

月 と半 月 で あ る」 関 節 は 連 結 す る もの で あ る 。(暦 の上 の)月 と 半 月 と

は 歳 の 諸 部 分 を 連 結 す る が,馬 の 関 節 もそ の 四 肢 を連 結 す る 。 馬 の 関 節 と

月 と半 月 とは 「連 結 す る と い う点 で 共 通 で あ る か ら」(sandhisamanyat)

と シ ャ ンカ ラは 述 べ て い る。 タ イ ッテ ィ リ.__.ヤ ・サ ン ヒ タ ーに お い て は,

ardhamasahparvani,masabsamdhananiと な っ て い る。 こ こ で は ,関

節 は 半 月 で あ り,連 結(sa.mdhanani)は 月 で あ る。

Ahoratranypratistha「 そ の 足 は,昼 と夜 で あ る」。 こ こでpratistha

と い う語 の 意 味 はa「 足 」 で あ る。 シ ャ ン カ ラはprati$thapadahと 注 釈

して い る 。 馬 が み ず か ら の 足 で 立 っ て い る よ うに,時 を 本 質 とす る もの も

昼 と夜 に よ って 立 っ て い る シ ャ ン カ ラは,お お よそ この よ うに 考 え て

い る。 要 す る に,馬 の 足 と昼 夜 の 間 に は 共 通 性 が 見 い だ され る とい うわ け

だ 。 「そ の 骨 は 星 で あ る」(naksatranyasthini)と い う文 句 も同 様 で あ る 。

骨 も星 も と もに 白 い 。 白 い とい う点 か ら見 れ ば,両 者 の 間 に は 共 通 性 が 見

られ る 。 シ ャ ン カ ラは,「 白 い とい う点 で 共 通 して い る か ら」 と述 べ て い

る。 「そ の 肉 は 雲 で あ る 」(nabhomamsani)と い う場 合 に も,わ れ わ れ

は 馬 の 肉 と雲 の 間 に 共 通 性 を 見 い だ す こ とが 出 来 る。 雲 は 水 を 注 ぎ,腹

の な か の 肉 は 血 を 注 ぐ。 この 点 に お い て,馬 の 肉 と空 の 雲 とは 共 通 し て い

る 。 馬 の 肉 と空 の 雲 とは,水 な い し血 を 注 く・行 為 を 行 な う と い う点 で は 共

通 して い る。

Uvadhyamsikatahsindhavogudayakrccaklomanascaparvata

osadhayascavanaspatayascalomany一 そ の 胃の 内 味 は ,砂 で あ る 。
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そ の 内臓 は河 であ る。 そ の肝 臓 と肺臓 は,山 岳 であ る。 そ の毛 髪 は,草 木

と樹 木 であ る。

Uvadhyaを,シ ャ ンカ ラは 「腹(=胃)の なか に あ る未 消化 の食 物 」 と

注 釈 してい る。 しか し,uvadhyaは,リ グ ・ヴェ ー一ダ以来,胃 と内臓 の

中 味 として確 定 され て い る。 シ ャ ンカ ラに よれ ぽ,「 胃の なか の未 消 化 の

食 物 と砂 とは,ざ らっ と した 部分 か ら成 る点 で共 通 で あ る」。 「そ の 内臓 は

河 で あ る」 とい う文 句は,容 易に類 比 され る。Gudaは 複 数形 と して用 い

られ て い る。 単数 形 のgudaは,腸 を意 味す る。 腸 と河 は,そ れ ぞれ 胃

の なか の食物 お よび 水 を運 ぶ点 で共 通 で あ る。 もっ と も,シ ャ ソカ ラぱ

gudaを 血 管 と解 釈 して い る。 彼 に よれ ば,河 と血 管 の二 つは 「流れ る と

い う点 で共 通 してい るか ら」 とい う結論 が 得 られ る。「そ の肝 臓 と肺 臓 ぱ,

山 岳で あ る」 とい う文 句 をrシ ャ ンカ ラは 「山岳 は堅 い もの であ るか ら,

また,高 め られ た もので あ るか ら」 と注 釈 して い る。 つ ま り,彼 の考 え に

よれ ば,肝 臓 と肺臓 の二 つ は,堅 くて高 め られ て い る とい う点 で共 通 して

い る とい うこ とに な る。 「そ の毛髪 は,草 木 と樹 木 であ る」 とい うこ とに

つ い て も,同 じことが 言 え る。 草 木 は小 さい植 物,樹 木 は大 きい植 物 であ

る。 タイ ッテ ィ リーヤ ・サ ン ヒタ ーの 当該 箇 所 に は,次 の よ うに述 べ られ

て い るosadhayolomani,vanaspatayovala。 ローマ(10ma)と い う

の は短 か い毛 髪 であ り,ヴ ァー ラー(vala)と い うの は長 い毛 髪 で あ る。

そ れ は尾 の長 い毛髪 を意 味す る。 しか し,馬 の毛髪 と草 木 ・樹 木 とは 共通

して い る と言 え るで あ ろ う。

Udyanp通rvardhonimlocanjaghanardhoyadvijrmbhatetadvid-

yotateyadvidh加utetadstanayatiyanmehatitadvar§ativagevasya

vakill11-一(馬 の)前 の 部分 は 昇 りつ つ あ る太 陽 であ り,後 の部 分 は沈 み

つ つ あ る太 陽 で あ る。 シ ャ ソカ ラの注 釈 に よれ ば,馬 の前 の部分(=直 訳

すれば,前 の半分)と は,ヘ ソ よ り上 の 部分,昇 りつ つ あ る太 陽 は正 午 まで

を指す 。 沈 みつ つ あ る太 陽 とは,正 午 よ りも後 を指 して言 う。 馬 の 前 後の

部分 お よび 日の 出 と 日没 とはr前 と後 とい う点 で共 通 で あ る」 とい うこ と

に な る。 そ して,「 馬 が 口を 開 くこ とは,稲 光 りす る こ とで あ る。 それ が

身 体 を震 わ す こ とは,雷 鳴 が とどろ くこ とで あ る。 それ が 尿 をす る こ とは,

雨 が 降 る こ とであ る。 それ の ことば は,こ とばに ほか な らない」 の であ る。

「馬 が 口を開 くこ と は,稲 光 りす る こ とで あ る」 とい う文 句 に対 応 す る こ
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とば は,タ イ ッテ ィ リー ヤ ・サ ン ヒ タ ー の 当 該 箇 所 に 見 い だ さ れ る。 し

か し,こ この 文 句 は,ブ リハ ッ ド ・ ア ー ラ 轟 ヤ カ ・ ウパ ニ シ ャ ッ ドの テ

キ ス ト と 若 干 相 違 して い る。 わ れ わ れ が 今 扱 っ て い る テ キ ス トで はyad

vijrmbhatetadvidyotateと な っ て い る の に,タ イ ッテ ィ リー ヤ ・サ ン

ヒ タ ー で はyajjanjabhyateと な っ て い る 。Vijrbhateを シ ャ ン カ ラは

gatranivinamayativiksipati(手 足 を折 り曲げ て振 る う)と 注 釈 して い る

が,ア ー ナ ン ダ ギ リは シ ャ ソ カ ラの 注 釈 に 対 す る 副 注 の な か でvijrm-

bhanammukhamvidarayatiと 注 釈 して い る 。 わ た く しは,ア ー ナ ソ ダ

ギ リに 従 っ て,vijrbhateを 「口を 開 く」 と訳 した 。 「馬 が 口を 開 く こ と

は,稲 光 りす る こ とで あ る 」 とい う文 句 を,シ ャ ン カ ラは 「稲 光 りと(馬

が)口 を 大 き く開 く こ と とは 共 通 して い るか ら」 と注 釈 して い る 。 「そ れ

が 身 体 を震 わ す こ とは,雷 鳴 が と どろ く こ と で あ る 」 とい う文 句 に つ い て

は,シ ャ ン カ ラは 次 の よ うな 注 釈 を 施 して い る 「そ れ が 手 足 を 震 わ す

こ とは,雷 鳴 が と ど ろ く こ とで あ る 。(馬 の)い な な きは 音 で あ る と い う

点 で は(雷 鳴 と)等 しい か ら」sと 。 「そ れ が 尿 を す る こ とは,雨 が 降 る こ

とで あ る」一 一 この 文 句 の 原 語 はyanmehatitadvarsatiで あ る。 これ

を マ クス ・ ミュ ラ ー はwhenitmakeswater,itrainsと 訳 した 。 同 様

に,ス ナ ・一ル もquandilpisse,ilpleutと 訳 した 。 しか し,馬 が 尿 を す

れ ば 雨 が 降 る と い うの は,原 文 の 誤 読 で あ る 。 ベ ー ト リ ン ク と ドイ ッセ ン

は,ミ ュ ラ ーな ど と は 違 っ た 訳 を して い る 。 ベ ー ト リ ン クは,問 題 の 箇 所

をseinHarnendasRegnen,ド イ ッセ ンはwaseswassert,Regen

と訳 して い る 。 こ こ で 意 味 され て い る の は,馬 が 尿 を す る 行 為 と雨 が 降 る

現 象 は,と もに 水 を 注 ぐ とい う一・点 で 共 通 して い る とい う こ と だ け で あ

る。 馬 が 尿 をす る こ とは 水 を 注 ぐ こ と と共 通 して い るか らa雨 が 降 る こ と

と並 置 され た の で あ っ て,馬 が 尿 を す る か ら雨 が 降 る とい うこ とが 意 味 さ

れ て い る の で は な い 。 「そ れ の こ とば は,こ とば に ほ か な ら な い 上一一 この

文 句 に つ い て は,説 明 の 必 要 は な い で あ ろ う。

ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ 。ウパ ニ シ ャ ッ ド,1,1,1に つ い て は,以

上 の よ うに わ た く しは 若 干 の 説 明 を 加 え た 。 こ こ で,あ らた め て そ の 訳 を

提 示 して 置 こ う

ly1,1(訳) オ ー ム!祭 祀 に 適 した馬 の頭 は,ま こ とに あ、け ぼ 碗 で
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あ る。 そ の眼 は太 陽 で あ る。 そ の息 は風 であ る。 その 開か れ た 口は,普

遍 的 な 火 であ る。 祭 祀 に 適 した馬 の身 体 は歳 であ る。(祭 祀 に適 した馬

の)背 は天 で あ る。 そ の腹 は 空 で あ る。 そ の下 腹 部は大 地 であ る。 そ の

両 脇 腹 は方 角 であ る。 そ の肋 骨 は,中 間 の方 角 で あ る。 その 四肢 は 季節

で あ る。 そ の関節 は 月 と半 月 であ る。 そ の足 は,昼 と夜 であ る。 そ の骨

は星 で あ る。 その 肉 は雲 で あ る。 そ の 胃の 中味 は,砂 で あ る。 そ の 内臓

は河 で あ る。 そ の肝 臓 と肺 臓 は,山 岳 であ る。 そ の毛髪 は,草 木 と樹 木

で あ る。前 の部分 は昇 りつ つ あ る太 陽 であ りa後 の部 分 は沈 みつ つ あ る

太 陽 で あ る。 そ れ が 口を 開 くこ とは,稲 光 りがす る こ とで あ る。 それ が

身体 を震 わ す こ とは,雷 鳴 が と どろ くこ とで あ る。 それ が尿 をす る こ と

は,雨 が 降 る こ とで あ る。 それ の ことばは,こ とば にほ か な らな い。

1,1,2aharvaasvampurastanmahima'nvajayatatasyapurve

sa,mudreyoniratrirenampascanmahima'nvajayatatasyapare

samudreyoniretauvaasvammahimanavabhitahsambabhuvatuhl

hayobhutvadevanavahadvajigandharvanarva'suranasvo

manusyansamudraevasyabandhuhsamudroyonih11211

まず 最 初 に,aharvaasvampurastanmahima'nvajayataと い う文 章

を 検 討 し よ う。Mahimanは 偉 大 さ,力,能 力 な どを 意 味 す る こ とば で あ

る が,優 れ て 祭 祀 の 際 に 使 用 され る 特 殊 の 容 器 で あ る。 黄 金 製 の 器 と銀 製

の 器 とい う二 つ の 種 類 が 祭 祀 で は 使 用 され る 。 黄 金 の 容 器 は 昼,銀 の 容 器

は 夜 と共 通 して い る と考 え る こ と が 出 来 る。 シ ャ ン カ ラは,「 黄 金 の 容 器

は 昼 で あ る。 輝 く と い う点 で は(両 者 は)共 通 して い るか ら」 と注 釈 して

い る 。 こ この テ キ ス トに 相 当 す る タ イ ッテ ィ リー ヤ ・ブ ラ ー フ マ ナ の 箇 所

はaharvafasvasyajayamanasyamahimapurastajjayateで あ る 。
r

シ ャ タ パ タ 。ブ ラ ー フ マ ナ(Satapatha-Brahmana)XIII,2,11,1に よ

れ ば,prajapatirakamayata‐mahanbhuyansyamiti.saetavasva-

medhemahimanaugrahauapasyatと 述 べ ら れ,Inahimanがgraha

を 意 味 す る こ と は 明 瞭 で あ る 。 タ イ ッ テ ィ リ ー ヤ ・ ブ ラ ー フ マ ナ に よ れ

ば,mahimanが 主 語 で あ る 。 ブ リハ ヅ ド'ア ー ラ ニ ヤ カ 。ウ パ ニ シ ヤ ヅ

ドに お い て も,わ た く し はmahimanを 主 語 と し て 理 解 す る 。 も し も,
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そ う解 釈 す れ ば,ahar,.vaasvampurastanmahirria'nvajayateを 次 の

よ うに 訳 す こ とが 出 来 る で あ ろ う一 ま こ とに,馬 の 前 に 置 か れ た(金 の)

杯 は,昼 と して 馬 の 後 に 生 まれ た,と 。 ベ ー ト リ γ クはmahimanを 主

語 と して 解 釈 した が,マ クス ・ ミュ ラ,ド イ ッセ ンの 両 学 者 はahar(昼)

を 主 語 とみ な して い る。 ス ナ ール は こ こ の 箇 所 をLejour,enverite,

mahimandedevant,estnealasuitduchevalと 訂ミして い る。

次 い で,わ れ わ れ はtasyapurvesamudreyaniと い う文 句 を 検 討 し

よ う。 問 題 は,yoniと い う語 で あ ろ う8}。 シ ャ ソカ ラはyonirityasa-

dana-sthanamと 注 釈 して い る。Yoniと は,要 す る に,金 と銀 の 容 器 が

獲 得 さ れ る 場 所 を 指 して 言 う。 わ た く しは,yoniを 発 祥 の 地 と 訳 した 。

Tasyapurvesamudreyoniは,「 そ れ(金 杯)の 発 祥 の 地 は,東 海 に あ

る」 と訳 さ れ る 。RatrirenamPa6canmahirna'nvaj護yatasyapare

samudreyonirと い う文 句 は,「 馬 の 後 ろ に 置 か れ た(銀 の)杯 は,夜 と

して 馬 の 後 ろ に 馬 の 後)!Y生 まれ た 。 そ れ(銀 杯)の 発 祥 の 地 は,西 海 に あ

る」 と,こ の よ うに 訳 さ れ る。 シ ャ ソ カ ラは,銀 杯 が 夜 で あ る とい う思 想

を 二 通 りに 解 釈 す る 。 一一方 に お い て は,彼 はralata(銀)とratri(夜)が

raと い う音 素(varna)で 始 ま る こ とに 注 目 し,そ の 限 りでrajataと

ratriは 共 通 して い る と言 う。 他 方,彼 は 銀 杯 が 金 杯 の 後 ろ に 置 か れ,昼

の 後 に 夜 が 来 る こ と を 指 摘 し,銀 杯 と夜 が 「後 に 来 る とい う点 で は 共 通 し

て い るか ら」 と注 釈 して い る。 しか る に,ア ー ナ ン ダ ギ リは シ ャ ン カ ラの

注 釈 に 対 す る副 注 の な か でvarnaを 色 の 意 味 に 解 釈 し,夜 は 銀 色 で あ る

と雷 う。 つ ま り,こ こ で は 色 の 類 似 性 が 認 め られ る。Etauvaasvam

mahirnanavabhitahsambabhuvatuh「 ま こ と に,こ れ ら 二 つ の 杯 は,

馬 の 両 面 か ら生 じた の で あ っ た 」,と 。Hayobhutvadevanavahadvaji

gandharvanarva'suranasvomanusyansamudraevasyabandhuh

samudrayonib-一 一一「そ れ は ハ ヤ とな って 神 々 を 運 ん だ 。 そ れ は ヴ ァ ー ジ

ン とな っ て ガ ン ダル ヴ ァを,ア ル ヴ ァ ソ と な っ て ア ス ラ(悪 神)を,ア シ ュ

ヴ ァ とな っ て 人 間 を 運 ん だ 。 そ れ(馬)の 血 族 は 海 で あ る。 そ れ の 発 祥 の

地 は 海 で あ る」,と 。Haya,vajin,arvanお よ びasvaは す べ て み な 馬 に

対 す る異 名 で あ る。 そ れ ゆ え,わ た く しは 邦 訳 は 試 み な か っ た 。

海 が 馬 の 発 祥 の 地 で あ る とい う表 現 は,わ れ わ れ の 注 目に 値 す る。 タ イ

ッテ ィ リー ヤ ・サ ン ヒ タ ー,II,3,12お よび タ イ ヅテ ィ リ ー ヤ 。ブ ラー一
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フ マ ナ,III,8,4,3に は,apsuyonirvaasvahと い う表 現 が 見 られ る 。

しか し海(samudra)は,な ぜ,馬 の 発 祥 の 地 で あ ろ うか?こ の 点 に 関 し

て,わ た く しは 「そ れ が 尿 を す る こ とは3雨 が 降 る こ とで あ る」 とい う表

現 に 読 者 の 注 意 を 喚 起 した い 。 馬 が 尿 を す れ ば,多 量 の 水 が 流 れ る 。 そ れ

は,い わ ば,海 に な る。 こ の こ とを 例 証 す る か の よ うに,タ イ ッテ ィ ー ヤ ・

ブ ラ ー フ マ ナ,II,2,9,2以 下 に,馬 の 膀 胱(vasti>が 破 れ て 海 に な った

とい う記 述 が 見 い だ され る 。 そ こ で は,次 の よ うに 述 べ ら れ て い る一 一一tad

vastiYnabhinat.sasamudro'bhavat.tasmatsa.mudrasyanapibanti.

prajananamivahimanyante.こ の テ キ ス トの文 句 に よれ ぽ,海 は 馬 の

生 殖 器 官 とみ な され て い る 。 い ず れ に せ よ,海 が 馬 の 膀胱 が 破 れ た も の と

い う考 え は興 味 深 い 。 しか しapsuyonirvaasvahと い う時 に は,単 純

に 馬 は 海 か ら発 祥 す る と解 釈 す る こ とが 出 来 る で あ ろ う。 馬 が 海 中 か ら生

じる とい う考 え は,ブ ラ ー フ マ ナ 文 献 に お い て は そ れ ほ ど奇 妙 で は な い か

ら で あ る9}。 こ こ で,わ れ わ れ は 当 該 の テ キ ス トの 訳 を 与 え よ う

1,1,2(訳)一 一 一ま こ とに,馬 の前 に 置かれ た(金 の)杯 は,昼 と して

馬 の後 に生 まれた 。 それ(金 杯)の 発祥 の地 は,東 海 にあ る。 馬 の後 ろ

に置 か れた(銀 の)杯 は,夜 と して馬 の後 に 生 まれ た。 それ(銀 杯)の

発 祥 の地 は,西 海 にあ る。 ま こ と?,r,こ れ ら二 つ の 杯 は馬 の両 面 か ら生

じた の で あ った。 そ れ は ハ ヤ とな って神 々を 運 んだ 。そ れ は ヴ ァー ジ ソ

とな って ガ ン ダル ヴ ァを,ア ル ヴ ァ ソとな って アス ラ(悪 神)を,ア シ ュ

ヴ ァ とな って 人 間 を運 んだ 。 それ(馬)の 血 族 は海 で あ る。 それ の発 祥

の地 は 海 であ る。

1,2,1naivehakincanagraasinmrtyunaivedamavrtamasitl

asanayaya'sanayahimrtyustanmano'kurutatmanvisyamiti[so
'rcannacarattasyarcataapo'jayantarcatevaimekamabhuditi

tadevarkasyarkatvamkamhavaasmaibhavatiyaevametad

arkasyarkatvamveda11111

Naivehakincanagraasitと い う文 句 は,「 初 め に,こ こ に は ま った く

何 もな か った 」 と訳 す こ とが 出 来 る。 こ の 短 い 文 章 は,わ た く しに 幾 つ か
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の事 柄 を示 唆す る。 ま ず 第一 に,こ の 文 句は わ た く しに タイ ッテ ィ リー

ヤ ・ブ ラー フマ ナ,II,2,9,1の 文 旬 を思 い 出 させ る。 そ こでは ,次 の

よ うに述 べ られ てい る一一一一一一一一idamvaagrenaivakirpcanasit,と 。 そ し

て,そ の 直 後に,こ の ブ ラー フマ ナは 天 ・空 ・地 の三 界が まだ 存在 しなか

った と述 べ てい る。 ブ リハ ヅ ド ・アー ラニ ヤ カ ・ウハ ニシ ャ ッ ドに お いて

も,三 界 は 最初 に存在 しな い こ とが示 唆 され て い る。 この ウハ ニシ ャ ッ ド

の 当 該 の箇 所はa初 め には 何… つ と して個 別的 な もの が 存在 しな か った こ

とを強 調 して い る。 「初 め に,こ こに は ま った く何 もなか っ た」 とい う文

句 は,わ た く しに創 世 記 の 冒頭 の文 句 を思 い 出 させ る一一 「は じめ に神 は

天 と地 とを創 造 され た 」!宇 宙 の創 造 に は 発 端 が あ った1ウ パ ニ シ ャ ッ ド

に お いて も,「 初 め に 」(α9アθ)と い う語 が使 用 され て い る。「初 め に」 は,

何一 つ存 在 しなか った。 しか し,三 界 が 存 在す る以前 に絶 対無 が存 在 した

わ け では な い。 なぜ な ら}飢 え(a6anaya)と して の死(mrtyu)に ょっ

て,世 界 は 覆 わ れ て い たか ら であ るmrtyunaivedamavrtamasit
....as

anayaya(こ れ は死 に よって,飢 え に よって覆 わ れ て いた か ら)。 ここで

は,飢 え と死 は 同格 で あ るa≦anayahimrtyus(な ぜ な ら,死 は飢 え

であ るか ら)。

ウパ ニシ ャ ッ ド的 な 発想 に よれ ば,こ こに存在 す る もの は何 であ ろ うと

す べ て 死 に よって捉}ら れ,死 に よって克 服 され る。 この死 は,飢 え と同

一 視 され る。 シ ャ ンカ ラの注 釈 に よれ ば,飢 え は 「食 お うとい う欲求 」 で

あ る。 もち ろん,こ こに存 在す る もの は,一 つ の例 外 もな く,す べ て死 の

餌食 で あ る。 現 代 的 に解 釈す れ ば,こ の世 に お け る___.切の事 物 は死 に よっ

て捉 え られ,死 に よって到達 され る存在 で あ る。 古 代 的 な発 想 で言 え ば,

すべ て の事 物 は 「食 うこ との 出来 る もの」 であ る。 三 界が 存 在 す る以 前 に

は何 一 つ 存在 しなか ったけれ ど も,や が て創造 され るはず の三 界 は死 に よ

って支 配 され る もの として特 徴 づ け られ てい る。 す べ て の存 在 は死 に よっ

て制 約 され てい る。 つ ま り,す べ て の存 在 は時 間 に よって 制 約 され て い る

とい うのが,ウ パ ニシ ャ ッ ドの底 流 に流 れ て い る思 想 であ る。馬 祀祭 に お

い ては,祭 祀 に適 した 馬 の頭 は,ま こ とに あ かつ きで あ り,祭 祀 に適 した

馬 の アー トマ ンは歳 で あ る。 あ るい は また,馬 の四肢 は季 節 で あ り,馬 の

関節 は塑 と半 旦 で あ り,そ の足 は,昼 と夜 であ る。 この よ うに,時 間 の観

念 は,当 該 の箇 所 に おい て 非常 に重 要 な役 割 を果 して い る。 そ れ と同 じくr
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この 世 界 が 死 に よっ て,あ る い は 同 じ こ と だ が,飢 え に よ っ て 覆 わ れ て い

た とい う記 述 は,最 高 に 示 唆 的 で あ る 。 ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウパ

ニ シ ャ ッ ドの 他 の 箇 所(III,1・3)に お い て も,死 が す べ て を支 配 し.こ の

世 の 存 一在 は,い わ ば,死 へ の 存 在 に す ぎな い こ とが 雄 弁 に 語 ら れ て い る 一一 一一

yadidamsarvammrtyuna'ptarnsarvammrtyunabhipannan、(二 の

すべて は死 に よって到達 され,す べ ては死 に よって捉 え られ てい る)。

か つ て,宗 教 学 者 の エ リア ーデ(Eliade)は 次 の よ うに述 べs_1`一 一一「西

洋 思 想 の こ の 最 後 の 発 見,す な わ ち,人 間 は 本 質 的 に 時 間 的 ・歴 史 的 な 存

在(unetretemporelethistorique)で あ る とい う こ と,人 間 は 歴 史 が 作 っ

た と ころ の 存 在 で しか な く,し か も,そ うで しか あ り得 な い とい う こ と一

こ の 思 想 が 今 で も ヨ・一ロ ッパ の 哲 学 を 支 配 し て い る 」川,と 。 そ し て エ

リア ー デ は,イ ン ドは す べ て の 「条 件 づ け 」 の 母型 と して の 「時 間 性 の 意

識 」(ccnsciencedelatempvralite)を 知 って い る と考 え た 。 わ た く しは,

ブ リハ ヅ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ド,1,2,1の 箇 所 に 関 して,

古 代 イ ン ドの 哲 学 に お い て は す べ て の 存 在盗 時 間嬉一よ2工 趾 麹 され た 存1奎

とみ な され て い る と考 え ざ る を 得 な い 。 古 代 イ ン ドの 思 想 は,本 質 的 に 実

存 主 義 的 で あ る 。

さ て,す べ て は 死 の 食 物 で あ る とす れ ば,死 は 食 物 を 創 造 しな け れ ば な

ら な い 。 死 が 創 造 者 に な る た め に は,ど の よ うな 過 程 が 必 要 で あ ろ うかP

わ れ わ れ ば まず 最 初 にtanmano'kurutatmanvisyamitiと い う文 句

を 検 討 しな け れ ば な らな い 。Tad(中 性 粉 がmanas(男 性 粉 を 意 味 す

る こ とは 間違 い な い 。 しか し,mano'kurutaに つ い て は 二 つ の 解 釈 が 可

能 で あ ろ う。 一 つ の 解 釈 は マ ナ ス(心)が 「考 え た 」,「 思 い を 抱 い た 」 と

い う こ とで あ る 。 マ クス ・ ミュ ラ ー,ス ナ ー ル は こ の よ うに 解 釈 し,そ れ

ぞ れDeath(thefirstbeing)thought,Ilcongutcettepenseeと 訳 し

て い る。Mano'kuruteを 「決 心 す る」 と訳 す こ と も,こ の 解 釈 に 含 め て

よい で あ ろ う。 ゲ ル トナ ー(Geldner)は この文 句 をEsbeschloBと 訳

して い る11)。 も う一 つ の 解 釈 は,ド イ ッセ ンが 試 み た よ うにDaschufer

dasManasと 解 釈 す る こ と で あ る。 ベ ー1・ リ ソ クは,こ の 箇 所 をDieses

eignetesicheinDenkorganと 訳 して い る 。 も ち ろ ん,「'マ ナ スは み ず か

ら決 心 して マ ナ ス を 作 っ た 」}と 解 釈 す る こ と も不 可能 で は な い 。 しか し,

わ た く し 自身 は タ イ ッテ ィ リー ヤ ・ブ ラ ー フマ ナ,II,2,9i1の 文 句 に
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拠 っ て,mano'kurutaを 「そ れ(死)は 心 を 作 っ た 」 と 訳 した い と 思

う。 タfッ テ ィ リ ー ヤ ・ ブ ラ.一_フ マ ナ に お い て は,次 の よ うに 述 べ ら れ て

い る 一一・一一idamvaagrenaivakimcanasit.nadyaurasit.naprthivi.

nantariksam.tadasadevasanmano'kurutasyamlt1 ,と 。 も ち ろ ん,

「死 が 自 分 は 存 在 し よ う と 決 心 し た 」,と 訳 す こ と も 可 能 で あ る 。 しか し,

タ イ ッ テ ィ リ ー ヤ ・ブ ラ ー フ マ ナ は,そ の 要 約 の 部 分 でasato'dhimano

'srjyata
,manabPrajapatimasrjata.prajapatihprajaasrjata.tadva

idammanasyevapararnampratisthitarn.yadldarpkirpca・ … と述

べ て い るcこ の テ キ ス トに 関 す る 限 り ,マ ナ ス(心 ・内 官)は 無 か ら 流 出 し

た の で あ り,お よ そ 存 在 す る も の は 究 極 的 に は マ ナ ス に の み 基 礎 づ け ら れ

て い る 。

Atmanvisyarnitiと い う文 句 は 難 解 で あ る 。 ア ー トマ ン が 何 を 意 味 す

る か は か な ら ず し も 明 ら か で は な い か ら で あ る 。 死 は,「 わ た しは ア ー ト

マ ン を も つ も の に は ろ う」 と考}て マ ナ ス を 作 っ た 。 シ ャ タ パ タ ・ブ ラ ー

フ マ ナ,X,5,3,2に よ れ ば,マ ナ ス(manas)は ア ー トマ ン を 望 ん だ と

言 わ れ る 。 しか し,ア ー ト_」 ンが 何 を 意 味 す る か は 明 ら か で は な い 。 わ た

く し は,samvatsara翫ma'svasyamedhyasyaと い う 文 句 をrtavo

'hganiと い う文 句 と対 照 さ せ る 必 要 が あ る と 思 う
。 ア ー トマ ンは,・.r

(四 肢,部 分 的 な も の)に 対 し て 身 体,全 体 的 な も の を 意 味 す る 。 ア ー トマ

ンは 部 分 を も つ も の と 解 釈 す る こ と が 許 さ れ る の で は な か ろ うかPタ イ ッ

テ ィ リ ー ヤ ・ブ ラ ー フ マ ナ,1,2,6,に はsarvenahyatmanatmanvi

と い う表 現 が 見 い だ さ れ る 。 こ こ の 箇 所 で は,atmanはavayavinと 解

釈 す る こ と が 出 来 る 。 シ ャ ン カ ラ は こ こ の 箇 所 の ア ー}・ マ ンをaham

anenatmanamanasamanasvisyamityabhiprayahと 注 釈 し て い る 。

タ イ ッ テ ィ リ ー ヤ 。ブ ラ ー フ ・マ ナ,II,2,9,1に は,tadasadevasan

mano'kurutasyamitiと 述 べ ら れ て い る が,こ こ で は 心 は み ず か ら 存

在 し よ う と 決 意、した と解 釈 し て よ い 。 マ ク ス ・ ミ ュ ラ ー は,こ こ の 箇 所

を,Letmehaveabodyと 訳 し,ド イ ッ セ ンはdennerbegehrte,

selbsthaft(k6rperhaft)zuseinと 訳 し て い る 。 ス ナ.一 ル の 訳 は,

Fuisse-jemerealiser!と な っ て い る 。 ベ ー ト リ ン ク は ,ア ー トマ ン を

einSelbstと 訳 し て い る 。 わ た く し は,ア ー一 トマ ン を 「身 体 」(6arira)と

解 釈 す る 代 わ りに,「 身 体 を も っ て い る も の 」(saririn>と 理 解 す る 。 も し
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も ア ー トマ ソを 「身 体 」 とみ な す と して も,そ れ は 身 体 が 四 肢 ・部 分 を そ

な え て い る点 に 着 目 して の こ とで あ る 。 わ た く しは,ア ー トマ ンを 四 肢 に

対 す る胴 体T部 分 的 な も の に 対 す る全 体 的 な もの と して 理 解 す る 。 ア ー ト

マ ンは,部 分 を もつ もの ・全 体 的 な も の とい う考}が,こ この 箇 所 で す で

に き ざ して い る。 そ れ ゆ え,死 が 「わ た しは ア ー トマ ンを も つ も の に な ろ

う」 と考 え た とす れ ば,そ の 際,死 は 「部分 を もつ 存 在 」,あ る い は 「全

体 的 な も の」 と して 現 象界 に 登 場 し よ うと した に 相 違 な い 。

So'rcannacarattasyarcataapo'jayantarcatevaimekamabhud

iti-「 そ れ(死)は 讃 歌 を 歌 い な が ら,さ ま よい 歩 い た 。 そ れ が 讃 歌 を

歌 っ て い た 時 に,水 が 生 じた 。 ま こ とに,讃 歌 を歌 って い た わ た しに 喜 び

(ka)が あ った,と,そ れ は 言 っ た 」。 しか し,こ こで わ れ わ れ が 注 意 しな

け れ ば な ら な い の は,語 呂 合 わ せ(Wortspiel)で あ る。 こ こで はarka

とい う語 が 問 題 に な っ て い る。Arkaはarcとkaと い う二 つ の こ と ば

か ら組 み 合 わ され て い る。 死 は ア ー トマ ソを ほ め た た え る歌 を 歌 い な が

ら,さ ま よい 歩 い て い た 。 そ れ が 讃 歌 を歌 った 時 に(arcata),水 が 生 じ

た 。Kaは 「喜 び 」 を 意 味 す る こ とぽ と して こ こで は 解 釈 され て い る が,

シ ャ ン カ ラは そ れ を 水 と して 理 解 して い る一kamudakam。 シ ャ ン ヵ ラ

は,こ の 文 章 に 関 して 次 の よ うに 注 釈 して い る 「わ た しが 崇 拝(puja)

を して い た 時 に 水 が 生 じた,とaこ の よ うに 死 は 考 え た 。 そ れ ゆ え,こ の

理 由 か ら馬 祀 祭 の 儀 式 に 使 用 さ れ る 火 と して の ア ル カ(arka)は ア ル カ と

呼 ば れ る 。 これ が ア ル カ と呼 ば れ る所 以 で あ る」,と 。 タイ ッテ ィ リ ー ヤ ・

サ ン ヒ タ ー,III,3,7,3に はyaevamvedasaviryairevachandobhir

arcatiyatkirnca'rcatiと い う文 句 が 見 い だ され る 。 こ こ で はarcati

は 「歌 う」 とい う意 味 で あ る。 そ れ は,崇 拝 とい う意 味 に は 解 され な い 。

わ た く しは,当 該 箇 所 で は 歌 う とい う意 味 でarcが 用 い られ て い る と思

う。Kamは 「喜 び」 と訳 して 差 支 え な い 。 タ イ ッテ ィ リー ヤ ・サ ソ ヒ

タ ー,V,3,7,1に はyasyaitaupadhiyantenasmaakambhavatiと

い う文 句 が 見 い だ さ れ る。A-kamは こ こで は 不 幸,不 運 な ど と訳 さ れ る

がrkamは そ れ と反 対 の 意 味 を も っ て い る。.111irukta(1,14)は,kam

itisukhanamaと 述 べ て い る 。

Tadevarkasyarkatvamkamhavaasmaibhavatiyaevametad

arkasyarkatvamveda-一 これ が,ア ル カの ア ル カ と呼 ば れ る 所 以 で あ
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る。 アル カの アル カ と呼 ば れ る所 以 を この よ うに知 る人 には,ま こ とに喜

び が あ る。 ウパ ニシ ャ ッ ドにお いて は,yaevamvedaと い う定 式 は よ く

用 い られ る。「この よ うに知 って い る人 」に は願 望 成就 が 約 束 され る とい う

思 想 は ウパ 論 シ ャ ッ ドの根本 特 徴 の一 つ で あ る121。 しか し,こ この 箇所 で

もまた,わ れ わ れ は 「こ とば の遊 び」に注 意 しなけ れ ば な らな い 。ア ル カが

アル カ と名 づけ られ て い る こ とを 認識 す る人 に は喜 びが あ る とい うのは ,

ど うい うことであ ろ うかaこ の点 に関 して,シ ャ ソカ ラは 「カ(ka)あ る

い は 水(udaka)と い う二 語 は 名前 が 共 通 で あ るか ら」,と 注 釈 して い る。

1,2,1(訳)一 初 め に,こ こに は ま った く何 もなか った 。 これ は,死

に よって覆 われ て い た,飢 え に よって。 な ぜ な ら,死 は飢 え で あ るか ら。

それ(死)は,「 わ た しは身 体 を もつ もの にな ろ う」 と考 え て,心 を作 っ

た。 そ れ は讃 歌 を歌 いな が ら,さ ま よい歩 い て いた 。 それ が 讃歌 を歌 っ

て いた 時 に,水 が 生 じた 。 「ま こ とに,讃 歌 を歌 って いた わ た しに は喜

びが あ った」 と,そ れ は 言 った。 これ が,ア ル カの アル カ と呼 ばれ る所

以 であ る。 この アル カの アル カ と呼 ばれ る所 以 を この よ うに 知 って い る

人 に は,ま こ との喜 び があ る。

1,2,2apovaarkastadyadr/rSaraasittatsamahanyatai

saprthivyabhavattasyama6ramyattasya6rantasyataptasya

tejorasoniravartatagnihii21i

Apovaarkas-「 ア ル カ は,ま こ とに 水 で あ る」。 シ ャ ン カ ラの 注 釈

に よれ ば,崇 拝 を 行 な うた め の 補助 手 段 で あ る 水 が ア ル カ に ほ か な らな い 。

ア ル カ は 火 の 原 因 で あ る か ら。 そ して,火 は 水 中 に そ の 拠 り所 を も っ て い

る 。 水 は,直 接,ア ル カ で あ る の で は な い 。 水 は こ こで 話 題 に な っ て い な

い か ら で あ る。Tadyadaparpsaraasittatsamahanyatasaprthivy

abhavat-「 水 の 精 粋 で あ った も の が 凝 結 して,大 地 に な った 」。 言 語 的

に は,た っ た 今 挙 げ た 文 章 に は 問 題 は な い 。 こ こ でわ れ わ れ の 興 味 を そ そ

る の はr水 の精 粋 が 固 ま って 大 地 に な っ た と い う思 想 で あ る18!。 シ ャ ン カ

ラは,「 水 か ら宇 宙 卵(anda)が 現 わ れ た 」 と解 釈 して い る。 さて,わ れ

わ れ は タイ ッテ ィ リー ヤ 。ブ ラ ー フ マ ナ,II,2,9,2に お い て,馬 の 膀
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胱 が 破 れ て 海 に な った とい う文 句 に 触 れ た 。 この ブ ラ ー フ マ ナ に お い て は

引 き続 き}「 これ(全 世 界)は,ま こ とに 水 で あ った,満 潮 で あ っ た 」 と,

述 べ られ て い る 。 水 中 に 落 ち た プ ラ ジ ャ ー パ テ ィの 涙 が 大 地 に な り(yad

aPsvavadyata・saprthivyabhavat),彼 の ふ き取 っ た 涙 が 空 に な り,彼 が 上

の 方 へ ふ き取 った 涙 が 天 に な っ た と 言 わ れ る(タ イ ッテ イ リーヤ ・7ラ0フ

マナ,II,2,9,4)。 わ れ わ れ の ウ パ ニ シ ャ ッ ドに お い て は,水 の 精 粋 が 凝

結 して 大 地 に な った と述 べ られ て い る だ け で あ り,空 と天 に つ い て は ま っ

た く触 れ られ て い な い14}。 わ れ わ れ ぱ,水 の 精 粋 が 大 地 に な っ た こ とを 知

る だ け で あ る 。

Tasyamasramyattasyasrantasyataptasyatejorasoniravartat-

agnih「 大 地 の 上 で そ れ(死)は 疲 労 した 。 そ れ が 疲 労 して 熱 した 時 に,
　

熱 の 精 は 火 に な っ た 」。Sramと い う語 は,「 努 力 して,そ の結 果 疲 労 す る 」

とい う意 味 で あ る。 問 題 はtejorasaと い う語 の 意 味 で あ る 。Tejoraso

niravartatagnihと い う文 句 を,ベ ー トリ ン クはwarddieGlutundder

SaftzuFeuer,ド イ ッセ ンはwardseineKraft,seinSaftzuFeuerと

訳 して い る。 マ クス ・ ミ ュ ラ ーは,こ この 箇 所 をAgni(Virag)proceed-

ed,fulloflightと 訳 した 。 これ ら諸 大 家 の訳 は,シ ャ ンカ ラの 注 釈 に 基

づ い て い る。 シ ャ ソカ ラはtejorasaをtejaevarasas(熱 は精 に ほかな ら

ない)と 解 釈 して い る か ら で あ る 。 しか し,telorasaは 熱 の 精(tejahsara)

と解 釈 す べ き で あ る。 熱 の 精 で あ る 火 が 現 わ れ る,と い う風 に わ た く しは

考 え る 。 シ ャ ー ン ・一 カ ー一ヤ ナ ・ブ ラ ー フ マ ナ,VI,10に は次 の よ うな 文 句

が 見 い だ され る一athaitasyaevatrayyaividyayaitejorasamprabrhat.

こ の 火 は 何 で あ ろ うかPこ の 点 に つ い て,シ ャ ンカ ラは 次 の よ う に 答 え

る 「そ れ は 宇 宙 卵 の 内 部 に あ るViral,プ ラ ジ ャ ー パ テ ィ(生 類の一D

で あ る 。 そ れ は 最 初 に 生 まれ る も の と して,身 体 と 器 官 の 集 合 体 を もつ も

の と して 生 まれ た 。 『ま こ とに,そ れ は 最 初 に 身 体 を もつ 存 在 で あ る 』(シ

ヴァ ・プ ラーナ,V,1,8,22)と 伝 承 に 述 べ られ て い る か ら で あ る 」,と 。

以 上 の こ とを 考 慮 しな が ら,わ た く しは この 箇 所 を ま とめ て 訳 して 置 こ

う一 一

1,2,2(訳)一 一一ア ル カ は,ま こ とに 水 で あ る。 そ こで,水 の 精 粋 で あ っ

た もの が 凝 結 して,大 地 に な った 。 大 地 の 上 で,そ れ(死)は 疲 労 した 。
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それ が 疲労 して熱 した 時,熱 の 精 は火 に な った 。

1,2,3--satredha,tmanamvyakurutadityamtrtiyaxnvayum

trtiyamsae$apranastredhavihitab[tasyaprac1dik忌iro'sau

casaucermaulathasyapraticidikpucchamasaucasaucasakthyau

daksinacodicicaparsvedyauhprsthamantarik§amudaramiyam

urahsaeso'psupratisthitoyatrakvacaititadevapratitisthaty

evamvidvan11311

まず 最 初 に,satredha'tmanamvyakurutadityarptrtiyamvayuxn

trtiyamsae$apranasと い う文 句 を 検 討 し よ う。 熱 の 精 と して の 火 が

atman,す な わ ち,自 己 自身(=火)を 三 重 に 分 割 した と解 釈 して よ い で

あ ろ う。 シ ャ タ パ タ ・ ブ ラ ー フマ ナ,VI,7,4,4の 記 述 に よれ ば,火

(agni)に は 三 重 の 形 態 に お け る三 つ,す な わ ち,ア グ ニ(agni),ヴ ァー

ユ(vayu),お よび ア ー デ ィ テ ィヤ(aditya)が 存 在 す る こ とが 知 られ て

い る 。 そ して,火 の 淵 源 は 水 で あ る と言 わ れ る。 「ま こ と にr水 中 か ら これ

(火)は 最 初 に 生 まれ た 」(adbhyova'esaprathamamajagama>の で あ る 。

太 陽 は 火 と風 と の 関 連 に お い て 「三 分 の 一 」 で あ る。 風 は 火 と太 陽 との 関

連 に お い て 「三 分 の 一 」 で あ る。Satredha'tmanamvyakurutadityarp

trt1yamvayumtrtiyam「 そ れ(輝 くもの ・火)は 自己 自身 を 三 重 に,

す な わ ち,(三 分 の一 は火 に)三 分 の 一 は 太 陽 に,三 分 の 一 は 風 に 分 割 した 」。

火,太 陽 お よび 風 は 三 界 と して 火 の 三 つ の 形 態 で あ る。 シ ャ ン カ ラはsa

e§apranastredhavihitahと い うテ キ ス トに つ い て,「 この 息1b1は す べ て

の 存 在 の ア ー トマ ソで は あ る け れ ど も,火,風 お よび 太 陽 の形 態 と して,

み ず か ら 自 身,特 に 死 の ア ー一トマ ソ と して 三 重 に 分 割 され た 。 しか し,輝

く と い う自 己 の 性 質 を 失 うこ とな くそ れ は 分 割 され た 」 と 述 べa「 馬 の 場

合 の よ う に 馬 祀 祭 に 使 用 さ れ る,最 初 に 生 まれ た も の と して の ア グ ニ

(火)・ ア ル カ,輝 く火壇 の 構 築 を そ の 本 質 とす る もの に つ い て の 観 察 で あ

る と言 わ れ る」 と注 釈 して い る 。 い ず れ に せ よsこ こで 息(prana)と 呼

ば れ る もの が ア ル カ と して の 火 を 意 味 す る こ とは 否 定 す る こ と が 出 来 ま

い 。 こ こ で も ま た,わ れ わ れ は 火 とほ か の も の が 関 係 づ け られ て い る こ と

を 知 る で あ ろ う。
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まず,tasyapracidik,・sirocasaucermauと い う文 句 を検 討 し よ う。

この 文 章 の 意 味 は 明 白 で あ る 「そ れ(火)の 頭 は,東 の 方 角 で あ る。 そ

れ の 両 腕 は,こ れ とあ れ で あ る。 シ ャ ン カ ラに よれ ぽ,火 壇 の 頭 と東 の 方

角 とは 「他 か ら 区 別 され る,す な わ ち,優 れ て い る とい う点 で 共 通 で あ る

か ら」 で あ る。 同 様 に,シ ャ ソ カ ラは 「そ れ の 両 腕 は,こ れ とあ れ で あ る 」

とい う文 句 に つ い て,両 腕 は 「北 東 と南 東 で あ る」 と 解 釈 し て い る。

Athasyapraticidikpucchamasaucasaucasakthyaudaksinacodici

parsve「 次 い で,そ れ の 尾 は 西 の方 角 で あ る 。 そ れ の 両 腿 は,こ れ と

あ れ で あ る 。 そ れ の 両 脇 腹 は,南 と北 で あ る 」。 注 釈 者 に よれ ば,「 そ れ の

尾 は 西 の 方 角 で あ る」 と い うの は,「 そ れ が 東 を 向 い て い る 時 に は,尾 は

西 の 方 角 と関 係 を もつ か ら」 で あ る 。 そ れ の 両 腿 は 北 西 と南 西 で あ る 。 両

腿 は 「背 と角(kana)を 形 成 して い る 点 で 共 通 して い る か ら」 で あ る。

「そ れ の 両 脇 腹 は,南 と北 で あ る」 とい うの は,両 脇 腹 が 南 北 の 「両 方 角

と関 係 して い る点 で 共 通 で あ る か ら」 で あ る。

Dyauhprsthamantariksamudaramiyamurahと い う文 章 の 意 味 は

明 白 で あ る 「そ れ の 背 は 天 で あ る 。 そ れ れ の 腹 は 空 で あ る。 そ れ の 胸

は,こ れ(大 地)で あ る 」。 「そ れ の 背 は 天 で あ る 。 そ れ の 腹 は 空 で あ る 」

とい う文 句 は,わ れ わ れ の ウパ ニ シ ャ ッ ド,1,1,1に 現 わ れ た の と ま っ

た く同 じで あ る 。1,1,1に お い て はPrthivipalasyarpと な って い る の

に 対 し}こ こ の 箇 所 で はiyamurahと な っ て い る。Iyamが 大 地 を 意 味

す る こ とは 言 う まで も な い 。 「彼 の 胸 は これ(大 地)で あ る」 とい う文 旬

に は 特 に 問 題 は な い 。 注 釈 者 は 胸 と大 地 が 「下 の 部分 で あ る点 に お い て 共

通 して い る か ら」 と述 べ,両 者 の 間 の 共 通 性 を 指 摘 す る 。 しか し,胸 は 大

地 の よ うに 下 部 とは 言 え な い 。Prthivipajasyamを 「足 の裏 は 大 地 で あ

る と訳 せ ば,「 下 の 部 分 で あ る点 に お い て 共 通 して い る」 と言 う こ とが 出 来

る で あ ろ う16)。Saeso'psupratisthitoyatrakvaititadevapratitisthaty

evamvidvan「 この もの(火)は,水 中 に 拠 り所 を も っ て い る 。 こ の

よ うに 知 っ て い る人 は,た とい 何 処 へ 行 こ う と,至 る と こ ろ に 拠 り所 を も っ

て い る 」。 シ ャ ソカ ラはtadevaをtatraivaと 注 釈 して い る。 そ して,

彼 はevamimelokaapsvantahと い う聖 典 の 文 句 を 引 用 して い る 。

シ ャ ソカ ラが 引 用 した 文 句 は,シ ャ タ パ タ ・ブ ラ ー フ"7ナ,X,5,4,3に

見 い だ され る 。 火 が 水 中 に 拠 り所 を も ち,水 に よ って 基 礎 づ け られ て い る
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とい う思想がその根底に横たわ っている

1,2,3(訳)そ れ は 自己 自身 を三 重 に,す なわ ち,(三 分の一・は 火に〉

三 分 の一 は太 陽 に,三 分 の一 は風 に分 割 した。 これ が,三 重 に分 け られ

た 息 で あ る。 それ(火)の 頭 は,東 の方角 で あ る。 それ の 両腕 は,こ れ

(北東)と あれ(南 東)で あ る。 次 い で,そ れ の尾 は西 の 方角 であ る。

そ れ の両腿 は,こ れ(北 西)と あれ(南 西)で あ る。 それ の両 脇 腹 は,

南 と北 であ る。 そ れ の背 は天 で あ る。 それ の腹 は空 で あ る。 そ れ の 胸

は,こ れ(大 地)で あ る。 この もの は,水 中 に拠 り所 を もってい る。 こ

の よ うに 知 ってい る人 は,た とい何 処 へ行 こ うと,至 る ところに拠 り所

を もって い る。

1,2,4So'kamayatadvitiyomaatmajayetetisamanasavacam

mithunarpsamabhavada6anayamrtyustadyadretaasitsasarp・

vatsaro'bhavatInahapuratatahsa叩vatsarai隻satametavantarp

kalamabibhablyavansamvatsarastametavatahkalasyaparastad

asrjataItarpjatamabhivyadadatsabha箪akarotsaivavagabhavat

{14i1

こ こ の 箇 所 の 冒 頭 の 文 句so'kamayatadvitiyomaatmajayeteti

は,「 プ ラ ジ ャ ー パ テ ィは 欲 した,わ た し は 多 と な ろ う,わ た しは 繁 殖

し よ う」 と い う,ブ ラ ー フ マ ナ 文 献 に しぼ し ば 見 ら れ る 定 式 を わ れ わ れ に

思 い 出 さ せ る 。 マ イ ト ラ ー ヤ ニ ー ・サ ン ヒ タ ー(Maitrayani-Samhita)r

IV,2,1に はpraj.apatirvaekaasitso'kamayatabahubsyam

prajayeyeti.samanasatmanamadhyayatと い う表 現 が 見 ら れ る 。 こ こ

で は,心(manas)と ア ー トマ ン(atman)は 一 対 と し て 考 察 さ れ る 。 マ

ナ ス と 一 対 に な っ て い る ア ー一 トマ ソ と は,何 で あ ろ うか?ジ ャ イ ミニ ー ヤ ・

ブ ラ......フマ ナ(Jaiminiya-Brahmana),TI,244に よ れ ば ,次 の よ う に 述

べ ら れ て い るprajapatirvaidamagraasinnanyamdvitiyampa・

忌yarnanastasyavagevasvamasIdvagdvitiyasaaiksatahantemam

vacarpvisrje.「 こ と ば 」(vac)は 第 二 の も の,自 己(sva)に ほ か な ら な

い 。 「こ と ば 」 は 「第 二 の ア ー トマ ソ」 と し て 「第 一・の ア ー トマ ン」 と し
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て の 心(マ ナ ス)と 一 対 に な り,両 者 は 性 的 に 交 わ る 。 カ ー タ カ ・サ ン

ヒ タ ー(Kathaka-Samhita),XII,5に は 次 の よ う に 述 べ ら れ て い

るprajapatirvaidamasittasyavagdvitiyasit・tammithunam

samabhavatsagarbhamadhatta,と 。 シ ャ ン カ ラは 「第 二 の ア ー トマ

ン」 を 身 体(sarira)と 理 解 して い る け れ ど も,わ た く しは ブ ラ.一一.フrナ

文 献 の 文 脈 か ら判 断 して,「 第 二 の ア ー トー ン」 は 「こ とば 」(vac)を 意

味 す る もの と解 釈 す る 。 そ れ ゆ え,こ この 箇 所 を わ た く しは 「わ た しに 第

二 の ア ー トー ソ(自 己 自身)が 生 ま れ る よ うに,と 彼 は 欲 した 」 と訳 した

い と思 う。 こ の 文 句 は,次 の 文 章 に よ って 例 証 され る・ 「飢 え と して の

死 は,心 に よ っ て こ とば と性 的 な 交 わ りを 結 ん だ17)。 精 液 で あ った も の は,

歳 に な っ た 」(samanasavacammithunamsamabhavadasanayamrtyus

tadyadretaasitsasamvatsaro'bhavat)

わ た く しが こ こ で 注 意 した い と思 う こ とは,こ の 最 初 期 の ウパ ニ シ ャ ッ

ドに お い て 時(kala)の 観 念 が す で に 見 ら れ る とい う こ とで あ る。 飢 え と

して の 死 が 世 界 の 創 造 者 で あ る とい う こ とは,世 塁 そ の も の の 構 造 が タ聾

よっ て 決 定 的 に 制 約 され て い る とい う こ とで あ る。 そ して,死1yよ って 制

約 あ れ て い る存 在 は,例 外 な くす べ て 時 の 激 流 の な か に 流 され,絶 え ず 変

化 して い る とい うこ と で あ る 。 プ ラ ジ ャ ー パ テ ィは 死 で あ り・ 歳 で あ り・

時 間 で あ る 。 ジ ャィ ミニ ー ヤ ・ブ ラ.一一.フマ ナ(1,246)は,す べ て の 存 在

を 呑 み 込 む もの と して の 死 の 存 在 を 強 調 す るyaddhavaikimcedam

asminlokaatmanvattaddhasarvammrtyurevabhivyadayatisthati.

sayohasamrtyussamvatsaraevasah.tasyahartavaevamukhani

(ま 二とに,こ の 世に おいて アー トマ ンを もってい る ものは何 であ ろ うと,そ グ)す

べて を呑み込 もうと して,死 はそ こに立 ってい る。 死 であ るものは,歳 に ほかな ら

ない。 季節 は,そ れ の 口にほかな らない)。 現 代 的 に 言 え ば,「 死 で あ る もの

は,歳 に ほ か な ら な い 」 と い う文 句 はr「 す べ て の も の は 死 に よ って 捉 え ら

れ る時 間 内 存 在 に す ぎ な い 」 と い う よ うに 置 き換 え る こ とが 出 来 る で あ ろ

う。 心 と こ とば の 性 的 な 交 わ りの 際 に 生 じた 精 液(retas)が 歳 に な った,

とわ れ わ れ の テ キ ス トは 言 う。 そ して,精 液 で あ っ た もの が 歳 に な る 以 前

に は 歳 は な か った,と も言 わ れ るnahapuratatahsamvatsaraasa

(そ れ 以 前 に は,歳 は 存 在 しな か っ た)。

Tametavantamkalamabibhah.yavansamvatsarastametavatah
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kalasyaparastadasrjata-一 ・「それ(死)は それ を これ だけ の時 間
,す な

わ ち,一 年 間 だ け保 持 した。 これ だ け の時 間が 過 ぎた後 に ,そ れ を流 出 し

た」。 精 液 であ った もの が死 の 胎 内 に一一年 間 だ け保持 され た後 で ,そ れ は

歳 をsrjし た とい うわけ だ 。Srjと い う語 は,創 造す る とい う意 味 に 使用

され る。 しか し}srjは ユ ダヤ教 や キ リス ト教 に お い て説 かれ る 「創造 」

とは根 本 的 に異 な る。 それ はr決 して 無 か らの 創造 では な い。 それ は あ る

もの の真 の性質 ・自性 の なかか ら生 み 出 され る行 為 を 意味 す る。 しか も,

そ のな か か ら生 み 出 され るの は カスで は な く精 粋(rasa)で あ る。 す くな

くと も,こ この箇 所 ではsrjは この よ うに解 釈す る ことが 出 来 る。 流 出す

る もの と流 出 され る もの は本 質 が 同一 であ るか ら,死 と歳 とは 同一 の存 在

と言 うこ とに な る。 つ ま り,死 の精 液 が歳 に な った と言 って よい。

Tamjatarnabhivyadadatsabhanakarotsaivavagabhavat「 そ

れ が 生 まれ るや 否 や,死 は それ を呑 み込 も うと して,口 を 開け 放 った。 そ

れ はバ ー ソ(bhan)と い う音 を立 てた 。 それ が,こ とば に な った」。 わ れ

わ れ は,こ の箇所 で言語 の起 源 に 関す る一 学 説,す なわ ち ,Interjectional

theoryの 芽 崩 を認 め る こ とが 出来 る。 バ ー ソと呼 ぶ とい うの は ,擬 声 音

の._._.と み なす ことが 出来 る。死 は飢 え て い るの で,み ずか らのな かか ら

流 出 した 子 供 を食 お うと した とい う思 想が こ こで 展開 され てい る。 わ れ わ

れ は,こ この 箇所 を ま とめ て 訳 そ う

1・2・4(訳)わ た しに第 二 の ア ー トマ ン(自 己 自身)が 生 まれ る よ

うに,と それ(死)は 欲 した。 飢 え と して の死 は,心 に よって こ とば と

性 的 な交 わ りを結 ん だ。 精 液 で あ った ものは,歳 に な った。 そ れ 以前 に

はs歳 は 存在 しなか った 。 それ(死)は これ だ け の時 間 ,す なわ ち,一

年 間 だけ,そ れ を保 持 した。 これ だ け の時 間が 過 ぎた後 に,そ れ(死)

は それ を(み ずか らのなかか ら)流 出 した 。 それ が 生 まれ るや 否 や,死 は

それ を呑 み込 も うと して,口 を開 け放 った。 それ は,パ ー ソと叫 んだ。

そ れ が,こ とば に な った。

1,2,5--saaiksatayadivaiyamabhimamsyekaniyo'n .nam

karisyaitisatayavacatenatmanedamsarvamasrjatayadidam

kincarcoyaj貢rp§isamanichandarnsiyaj五anprajahPa鮪nlsayad
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yadevasrjatatattadattumadhriyatasarvamvaattititadaditer
adititvamsarvasyaitasyattabhavatisarvamasyannambhavatiya

evamefiadaditeradititvamvedaEI511

さ て,saaiksataと い う文 句 は,「 そ れ(死)は 考 え た 」 と訳 す こ とが 出

来 る 。 死 が 考 え た こ とは,次 の こ とで あ るyadivaiyamabhimamsye

kaniyo,nnamkarisyaiti(ま ことに,も しもわ た しが これを 傷つげ れば,食

物 は よ り少 な くな るであ ろ う〉。 シ ャ タ パ タ ・ブ ラ ー フtナ,X,4,3--9に

お い て は,死 と 神 々 の 興 味 深 い 対 話 が 記 録 され て い る 。 死 は 神 々に 対 し

て,人 間 が も しも不 死 に な れ ぽ 自分 は 食 物 が な くな る と不 平 を も ら す 。 そ

こ で,神 々ば 人 間 が 彼 ら の 身 体 を 死 に 引 き渡 した 後 で 不 死 に な る よ うに 定

め た 。 しか し,こ の 条 件 を 拒 絶 す る 人 間 は 死 後 再 生 し,再 三 再 四,死 の 食

物(anna)に な らね ぽ な らな い この エ ピ ソ ー ドを 踏 ま え た 上 で,わ れ

わ れ は 上 の 文 章 を 理 解 し よ う。 い ず れ に せ よ,死 は み ず か ら の な か か ら流

出 した も の の 殺 害 を 思 い 止 ま った 。 死 は,す で に 述 べ た よ うに,自 己 の 心

と こ とば の 性 的 な 営 み を 通 じて 世 界 を み ず か ら の な か か ら流 出 す る 。 シ ャ

ン カ ラは,retas(種 子)を 食 べ れ ば わ ず か の 食 物 しか 得 られ な い と考 え て

い る。 種 子 を 食 べ て し ま え ば,穀 物 が 存 在 しな い よ うな も の で あ る 。 そ こ

で,死 は 心 と こ とば の性 交 に よ っ てYお よそ 存 在 す る もの を す べ て 流 出 し

た とい う こ とに な る 。 シ ャ ンカ ラは,tenatmanaをmanasaと 注 釈 して

い る 。 こ こ の 箇 所 の ア ー トマ ンが マ ナ ス(心)を 意 味 す る こ とば 明 らか で

あ る 。Satayavacatenatmanedamsarvamasrjatayadidarpkinearco

yaj置rp§isamanicchandamsiya節anprajahr-.pasun「 そ れ(死)は,

そ の こ とば とそ の ア ー トマ ンに よ っ て,お よ そ こ こ に 存 在 す る こ のす べ

て,す な わ ち,リ チ ュ(リ グ'ウ_T_"一 ダの讃 歌),ヤ ジ ュ ス(ヤ ジ ユル'ヴ エ目

ダの祭詞),サ ー マ ン(サ__._一一r・ヴ_Y_ダの旋 律),韻 律,祭 祀,人 間 お よび 動

物 を 流 出 した 」。

死 が す べ て の も の を 「食 う」 とい う表 現 は,Aditi(ヴ ェーダの神格。 無限

な る存在 を意味 す る)と の 関 連 に お い て 理 解 され る 。 こ こ で は,adとAditi

のWortspielが 存 在 す る こ とが 知 られ る 。Sayadyadevasrjatatad

tadattumadhriyatasarvamvaattltltadaditeradititvamsarva-

syaitasyattabhavatisarvamasyannambhavatiyaevametadaditer
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adititvamveda「 そ れ は,(み ずか らのなか か ら)流 技1し た もの は 何 で あ

ろ う と}す べ て を 食 い 始 め た 。 ま こ と に ,そ れ は す べ て を 食 うゆ え,そ れ

が ア デ ィテ ィ(Aditi)の ア デ ィ テ ィ(Aditi)と 呼 ば れ る所 以 で あ る
。 こ

の よ うに ・ こ の ア デ ィテ ィの ア デ ィテ ィ と呼 ば れ る所 以 を 知 っ て い る人 は

この す べ て を 食 う人 と な り,す べ て は そ の 人 の 食 物 に な る 」
。 死 は 全 世界

を 食 うも の で あ り,全 世 界 は 死 の 食 物 で あ る。 わ た く しが こ こ で特 に 注 目

に 値 す る と考 え る の は,sayadyadevasrjatatadtadattumadhriyate

とい う表 現 で あ る 。 わ た く しは この 表 現 と関 連 して シ ャ タ パ タ ・ブ ラ ー フ

マ ナ・X・4,3・1の 次 の 文 句 を 引 用 す るesavaimrtyuryatsarpva・

tsarah.esahimartyanamahoratrabhyamayuhksinotyathamriyante

tasmadesaevamrtyuh(歳 で あ るものは,ま こ とに,こ の死で あ る。 なぜ な

ら,そ れは昼 夜 の二 つ に よって死 すべ もの の生命 を滅 ぼすか ら。 そ こで,彼 らは死

ぬ。 それゆ え,こ れ は死 にほか な らない) 。 昼 の次 に 夜 が 訪 れ,こ の よ うに し

て 時 は 流 れ る 。 昼 夜 に よ っ て,人 の 生 命 は や が て 尽 き る。 わ れ わ れ の ウパ

ニ シ ャ ッ ドは ,人 間 の 生 命 が 時 の 流 れ に よ っ て 容赦 な く傷 つ け られ,や が

て 死 の た め に 尽 き る こ とを,す べ て は 「死 の 食 物 」 で あ る とい うふ うに表

現 して い る

1,2,5(訳)そ れ(死)は 考 え た ,「 ま こ とに,も し もわ た しが これ

を 傷 つ け れ ば,わ た しは 食 物 を よ り少 な くす る で あ ろ う」,と 。 そ れ は ,

そ の こ とば とそ の ア ー トtン に よ っ て,お よそ こ こ に 存 在 す る す べ て の

もの,す な わ ち,リ チ ュ(リ グ ・ヴエーダの讃歌),ヤ ジ ュ ス(ヤ ジュル ・

ヴェ開 ダの祭詞) ,サ ー マ ン(サ ー マ ・ヴ ェー ダの旋律),韻 律,祭 祀,人 間,

お よ び 動 物 を 流 出 した 。 そ れ(死)は,(み ずか らのなか か ら)流 出 した も

の は 何 で あ ろ うと,す べ て を 食 い 始 め た 。 ま こ と に ,そ れ は す べ て を 食

う(ad)ゆ え,そ れ が ア デ ィテ ィ(Aditi)の ア デ ィテ ィ(Aditi)と 呼

ば れ る所 以 で あ る。 この よ うに,ア デ ィ テ ィの ア デ ィ テ ィ と呼 ば れ る 所

以 を 知 る人 は こ の す べ て を 食 う人 とな り,す べ て は そ の 人 の 食 物 に な る 。

1,2,Gso'kamayatabhuyasayajnenabhuyoyajeyetifso

'6ramyatsatapo,t
apyatatasyasrantasyataptasyayaSoviryam

udakramatIprapavaiya60viryarptatprane§ 茸tkrante串u忌arirarp
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6vayitumadhriyatatasya6ariraevamanaasitIl611

So'kamayatabhuyasayaj血enabhuyoyajeyetiと い う文 句 の検 討 か

ら始 め よ う。Bhuyasayajnenaは,「 大 き な祭 祀 に よ っ て 」,「 大 規 模 な 祭

祀 に よ,って 」 と訳 す こ とが 出来 る。 問 題 は,そ の 次 に 来 るbhuyas(bhuyo)

で あ る 。 シ ャ ン カ ラはbhuyahpunarapiと 注 釈 して い る。 マ クス'ミ ュ

ラ_は,こ の 注 釈 に 基 づ い てbhuyasをagainと 訳 し,ド イ ッセ ソはnoch

weiterと 訳 して い る。 しか る に,ベ ー1・ リ ン クはbhuyasayajfienaと

の 関 連 を 重 視 してbhuyasをingrossemMaasstabeと 訳 して い る 。 ス

ナ ー ル の 訳grandementも,ベ ー トリ ソ ク の そ れ に 近 い と言 え る で あ ろ

う.わ た く し 自身 は ベ ー ト リ ン クの 訳 を 踏 襲 した.そ れ ゆ え,わ た く しは

so,kamayatabhuyasayaj飴nabhuyoyajeyetiを,「 そ れ は 欲 した ・

わ た しは 大 規 模 な祭 祀 に よ っ て よ り大 規 模 に 祭 りを 行 な い た い 」,と 訳 し

た の で あ る18?。

So'sramyatsatapo'tapyata「 そ れ は 疲 労 して,熱 くな っ た 」。 す

で に 見 た よ うに,sramと い う語 に は 「努 力 す る」 とい う意 味 が あ る 。 努

力 した 後 で 疲 労 す る とい うの が,sramの 原 義 で あ る 。 例 え ば,タ イ ッテ ィ

リ_ヤ.サ ン ヒ タ ー,VII,1,5,1に はtasyamasramyatprajapatib,

sadevanasrjatavasunrudranadityanと い う文 を が 見 られ る19)。 こ

の 場 合,a6ramyatは 「努 力 を した 」,「 骨 を 折 った 」 とい う意 味 で使 用 さ

れ て い る。 同様 に,tapも ま たsrjす る の で あ る。 タ イ ッテ ィ リー ヤ'サ

ン ヒ タ ー,III,1,1,1に はprajapatirakamayata,prajasrjeyetisa

tapo'tapyatasasarpanasrlataと 述 べ られ て い る 。 しか し,シ ャ タ パ

タ.ブ ラ_フ ーマナ,II,5,1,1に は 次 の よ うな 記 述 が あ るprajapatir

vaidamagraekaevasa.saaiksata‐kathamnuprajayeyeti,so

'sramyatsa'α ρo"ψ ッo'αsapraJaasrjata
。 骨 を 折 っ て疲 労 した の で,

死 は 生 類 を 生 じさ せ る 原 因 で あ るtapasを 行 な った の で あ る。

Tasyasrantasyataptasyafyasoviryamudakramat「 そ れ(死)

が 疲 労 して 熱 くな っ た 時,栄 光 と力 が(そ のな かか ら〉出 て 行 っ た 」。Prana

vaiya≦oviryam「 ま こ と に,栄 光 と力 とは 生 気 で あ る」。 こ こ で 問 題

に な る の は,pranahで あ る。 シ ャ ソ カ ラは これ をcaksuradayoと 注 釈

して い る。 つ ま り,彼 に よれ ぽ,pranahは 眼 な どの 感 覚 器 官 を 指 す とい
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うわ け で あ る。Pra頒b・ はpraoaの 複 数 形 であ り,生 気 と訳す こ と も可

能 であ る。 ベ ー トリン クは これ をdieHauche,ス ナ ール は1essoufnes

(lavie)と 訳 して い る。Tatprapes丘tkranteSu6arirarpsvayitumadh-

riyatatasyasariraevamanaasit--r生 気 が 出て行 った 時rそ の 身

体 は ふ くれ 始 め た。 しか し,彼 の 身体 に は心 が 存在 して い た」。「栄 光 と力

とは生気 であ る」 とい うの は,ど うい う意 味 で あろ うか2シ ャ ンカ ラに よ

れ ば,感 覚 器 官 は栄 光 であ る。 感 覚器 官 は栄 光 の 原 因 であ るか らであ る。

なぜ な ら,そ れ らの感覚 器 官 が 存在 して い る時 に 名声 が 存在 す るか ら。 こ

の 身体 のなか の力 も同様 であ る。 なぜ な ら,そ の人 の感 覚 器 官 が 出 て行 け

ば,彼 は 栄 光 もな く,カ もな い か らで あ る。 それ ゆ え,感 覚 器 官 は この 身

体 に おけ る栄 光 であ り}力 で あ る。 それ ゆえ,こ の よ うに器 官 に よって特

徴づ け られ た 栄 光 と力 は 出 て行 った。 それ ゆ え,こ の よ うに栄 光 と力で あ

る器 官 が 身体 か ら出 て行 った 時 に,プ ラジ ャーパ テ ィの身 体 は ふ くれ 始 め

て祭 祀 に適 しな くな った 。 しか し,プ ラジ ャーパ テ ィは身体 か ら出て い っ

たけ れ ど も,そ れ の身 体 の なか に は心 が 存在 して い た。 そ れ は ち ょ うど誰

が あ る人 の好 きな物 が遠 くへ 行 って も,そ の人 の心 が そ の上 に あ る よ うな

もので あ る シ ャ ンカ ラは,以 上 の よ うに注 釈 して い る。 彼 の注 釈 を踏

まえ,わ れ われ は 当該 の箇 所 を次 の よ うに訳 そ う

1,2,6(訳)一 そ れ(死)は 欲 した,「 わ た しは よ り大規 模 な 祭 祀 に

よって よ り大 規 模 に祭 祀 を行 な お う」,と 。 そ れ は疲 労 して熱 くな った 。

それ が 疲 労 して熱 くな った 時,栄 光 と力が 出 て行 った 。栄 光 と力 とは,

ま こ とに 生気 であ る。 生 気 が 出て 行 った 時,そ の身体 はふ くれ始 め た。

しか し,そ れ の身 体 には心 が 存在 して い た。

1,2,7--so'kamayatamedhyammaida叩syadatmanvyanena

syamitiltato'svahsamabhavadyadasvattanmedhyamabh丘d

ititadevaSvamedhasya6vamedhatvamIe$ahavaa忌vamedha卑

vedayaenamevarpvedaltamanavarudhyaivamamanyat【tarp

sarpvatsarasyaparastadatmanaalabhatalpa6意ndevatabhyahpra-

tyauhat匡asmatsarvadevatya1nProk$itarpprajapatyamalabhanta

e$ahavaa6vamedhoyae6atapatitasyasamvatsaraatma'yam
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agnirarkasyemelokaatmanasatmanastavetavarka6vamedhau[

sopunarekaikaivadevatabhavatirnrtyorevapapunarmrtyum

jayatinainammrtyurapnotimrtyurasyatmabhavatyetasam

devatanamekobhavati171E

わ れ わ れ は ま ず 最 初 にso'kamayatamedhyammaidamsyadat-

manvyanenasyamitiと い う文 句 を 考 察 し よ う。 こ の 文 句 の 意 味 はa

次 の 通 りで あ る一 一 「それ は 欲 した,わ た しの これ(身 体)は 祭 祀 に 適 した

もの に な ろ う。 わ た しは,こ れ に よ って ア ー トマ ンを もつ もの に な ろ う」。

わ れ わ れ が 考 察 しな け れ ば な ら な い の は,馬 祀 祭(Asvamedha)で あ る 。

タ イ ッテ ィ リー ヤ ・ブ ラー フ マ ナ,III,9,7,1に は、apavaetasmac

chrirastramkramati.yo'svamedhenayajateと い う文 句 が 見 い だ され

る 。 さ ら に また,同 じブ ラ ー フマ ナ のIII,9,6,1に はapavaetasmat

pranahkramanti.yo'ξvarnedhenayajateと い う文 句 が 存 在 す る。 しか

し,わ れ わ れ の ウパ ニ シ ャ ッ ドは 栄 光 と力 と し て の 生 気 が プ ラ ジ ャー パ

テ ィ(馬)の 身 体 か ら出 て 行 か な い こ とを 望 む の で あ る 。 死 で あ る プ ラ

ジ ャ ーパ テ ィは,自 己 の 身 体 が 祭 祀 に 適 した も の に な る こ とを 欲 した 。 祭

祀 に 適 した 身 体 に よ っ て,死 は ア ー トマ ン を もつ こ と を 希 望 し た の で あ

る。 注 釈 者 に よれ ぽ,こ の 身 体 に よ っ て アr-..トマ ンを もつ もの に な る と い

うの は,そ うす る こ とに よ っ て 身 体 を もつ もの に な る と い う意 味 で あ る 。

シ ャ ン カ ラ は 次 の よ う な 注 釈 を 施 し て い るatmanvyatmavams

canenasarirenaξariravan.syamitipravivesa。

わ れ わ れ の ウパ ニ シ ャ ッ ドは,馬 祭 祀 の 由 来 を 次 の よ う に 説 明 して い

る一一tato'svahsamabhavadyadasvattanmedhyamabhudititad

evasvamedhasyasvamedhatvam。 この 文 句 は,次 の よ うに 訳 され る ・

「そ れ か ら,そ れ(身 体)は 馬(asva)に な った 。 そ れ は ふ くれ た(asvat}

の で,馬 祀 祭 に 適 した も の(medhya)に な った 。 そ れ が,馬 祀 祭(Asva-

medha)の 馬 祭 祀 と呼 ば れ る所 以 で あ る 」。 注 釈 に よれ ぽ,プ ラ ジ ャ ー パ

テ ィが 身 体 を 去 っ た 時 に は,そ の 身 体 は ふ くれ 上 って 馬 祀 祭 に 適 しな い も

の に な る 。栄 光 と力 が そ こか ら出 て 行 くか ら で あ る 。 しか し,馬 と い う名 の

プ ラ ジ ャ ー パ テ ィが ふ た た び そ の 身 体 に 入 れ ばf栄 光 と力 は 去 っ て し ま っ

た け れ ど も,そ の 身 体 は祭 祀 に 適 した も の に な った と言 わ れ る。 これ が,
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馬 祀 祭 の 馬 祀 祭 と呼 ば れ る 所 以 で あ る。

E$aha..vaasvamedhamvedayaenamevamveda-一 「これ を こ の

よ うに 知 って い る 人,こ の 人 は ま こ とに 馬 祀 祭 を 知 っ て い る」。 こ こ の 文

章 に は 特r問 題 は な い2m。 わ れ わ れ はr次 の 文 章 の 検 討 へ 移 ろ う。Tam

anavarudhyaivamanyata.tamsaamvatsarasyaparastadatmanaala-

bhata「 馬 を 囲 い 込 まず に,そ れ(死)は そ れ の こ とを 考 え た
。 一 年 後

に ・ そ れ は 自 己 自身 の た め に そ れ を 屠 殺 した 」。Anavarudhyaは 「囲 い

込 まず に 」 とい う意 味 で あ る。 シ ャ ン カ ラは,こ の 語 に つ い てavarodham

akrtvaivamuktapragrahamと 注 釈 して い る 。 馬 を 囲 い に 入 れ ず 手 綱 を

は ず す(馬 を拘束 しない)と い う意 味 で あ る 。 馬 祀 祭 に お い て は 馬 は 一 年 間

自 由 に さ ま よ うこ と を 許 され,馬 を 保 護 す る た め に 武 装 した 人 々 が 雇 わ れ

る 。fiamsamvatsarasyaparastadatmanaalabhata「 一 年 後 に,そ

れ は 自 己 自身 の た め に そ れ を 屠 殺 した 」。 も ち ろ ん,alabhは 犠 牲 と し

て 捧 げ る こ と を 意 味 す る 。 ベ ー一ト リ ソ クは こ の 箇 所 をNachVerlauf

einesJahresopferteesdasselbefUrsichと 訳 して い る
。 しか し,す で

に ス ナ ー ル も指 摘 して い る よ うに,こ こ で も また わ れ わ れ はWortspielを

認 め る こ とが 出 来 る。 馬 祀 祭 に お い て は,馬 は 一 年 間 自 由 に 放 牧 さ れ る。

馬 は 繋 が れ る こ とは な い 。 つ ま り,馬 は 捕 え られ な い(an・avarudh)。

しか し,一 年 後 に は 人 は そ れ を 捕 え る(labh)。A-labhの 基 本 的 な 意 味

は,「 捕 え る 」 とい う こ とで あ る 。 次 い で,動 物 を 犠 牲 と して 捧 げ る とい

う意 味 がsそ れ か ら派 生 した 。 しか し,犠 牲 と して 捧 げ る とい う こ とは,そ

れ を 屠 殺 す る と い うこ と と同 じで あ る。 そ れ ゆ え,わ た く しはalabhを

「屠 殺 す る 」 と訳 した 。Atmanaと い う語 を,シ ャ ンカ ラはatmartharn

(自 己 のた めに)と 注 釈 して い る 。 わ た く しは,こ の 注 釈 に 従 った 。Pa甜n

devatabhyahpratyauhat.tasmatsarvadevatyamproksitamprajapa-

tyamalabhata「 そ れ は,(馬 祀祭 で屠殺 され る,そ れ 以外 の)犠 牲 獣 を

神 々に 引 き渡 した 。 そ れ ゆ え,人 は プ ラ ジ ャ ー パ テ ィ(生 類 の主)に 属 す

る もの と してy一 切 神 に 捧 げ られ た も の を 屠 殺 す る 」。 わ た く しが こ こ で

「犠 牲 獣 」 と訳 した 原 語 はpa§uで あ る。 シ ャ ン カ ラに 従 ってaわ た く し

は こ れ をgramyaranyapasuと 解 釈 した 。

さて}わ れ わ れ は こ こ でesahavaa6vamedhoyaesatapatiと い う

文 句 を 検 討 しな け れ ば な ら な い 。 わ た く しは,こ の 文 句 と 関 連 して ジ ャイ
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ミニ ー ヤ ・ブ ラ ー フ マ ナ,1,314の 文 句saesavagni$‡omoyae§a

tapatiを 思 い 出 す 。 シ ャ タパ タ ・ブ ラ ー フ・マナ,II,3,3,7に はtad

vaesaevamrtyuh‐yaesatapati,tadyadesaevamrtyuh‐tasmad

yaetasmadavacyahPraiastomriyateと 述 べ られ て い る 。Yae§a

tapatiとtadvae§aevamrtyubと は,同 一 の 思 想 の 流 れ に属 す る文

章 で あ る 。 も ち ろ ん,yaesatapatiと い う文 章 の 主 語 は,「 太 陽 」 で あ

る。 シ ャ ンカ ラは こ の文 句 に つ い て,次 の よ う う に 注 釈 して い るya

esasavitatapatijaga,davabhasatitejasa,esahavaasvamedhoya

esatapatiは,「 こ こ で 燃 え る もの(太 陽)は,ま こ とに 馬 祀 祭 で あ る 」

と訳 す こ とが 出来 よ う。

Tasyasarpvatsaraatma'yamagnirarkastasyemelokaatmanas

tavetavarka6vamedhau「 そ れ の 身 体 は 歳 で あ る 。 こ こ の 火 は,ア ル

カ(arka)で あ る。 そ の も ろ も ろ の 身 体 は,こ れ らの 世 界 で あ る。 これ ら

の 二 つ は,祭 火(arka)と 馬 祀 祭 で あ る 」。Tasyasamvatsaraatmaを

ス ナ ー ル はilserealisedansl'anneeと 訳 した 。 こ の 箇 所 に 関 して は,

わ た く しは ラ ンガ ラ・一マ ー ヌ ジ ャ(Rangaramanuja)の 注 釈 が 正 し い と

思 う。 彼 に よれ ぽ,歳 な どの 時 間 の 車 輪 を 回 転 さ せ る 太 陽 が 歳 の 本 質(ア ー

トマ ン)と して 認 め られ る。 馬 祀 祭 は 歳 を そ の 身 体(す なわ ち,全 体的 な も

の ・もっ とも重 要 な もの)と して い る こ の よ うに 解 釈 され る べ き で あ ろ

う。Ayamagnirarkabと い う文 句 は,わ れ わ れ に ア イ タ レー ヤ ・ア ー

ラ ニ ヤ カ(Aitareya-Aranyaka),1,4,1の 文 句 を 思 い 出 させ る。 そ こ で

は,agnirvaarkahと い う文 句 が 見 い だ され る 。 シ ャ ンカ ラは,ayam

parthivo'gnirarkahsadhanabhutahと 注 釈 して い る。TasyemeIoka

atmanasと い う文 句 の な か で 特 に 注 目に 値 す る の は,ア ー トr～ン の 複 数

形atmanahと い う形 が こ こ で 使 用 され て い る こ と で あ る。 ウパ ニ シ ャ ッ

ドに お い て は,ア ー ト`?ン は 単 数 形 で 用 い られ る場 合 が 圧 倒 的 で あ り,複

数 形 の 使 用 は ま こ とに 珍 ら しい 。 シ ャ ソ カ ラに よれ ば,atmanahは こ の

ア ル カ に 対 す るsariravayavahと して,天 ・空 ・地 の 三 界 を 意 味 す る と

解 釈 され る 。 つ ま り,天 ・空 ・地 の三 界 は 馬 祀 祭 に お い て 点 火 され る ア ル

カ の三 つ の 身 体 的 な 部 分 で あ る。Tavetavarkasvamedhau「 これ ら

の 二 つ は,祭 火 と馬 祀 祭 で あ る 」。 火(agni)は 祭 火(arka)で あ り,太

陽(aditya)は 馬 祀 祭 で あ る この よ うに 言 うこ とが 出 来 る。
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さて,わ れ わ れ の 言 語 的 検 討 も,今 や,終 わ りに 近 づ い た 。 わ れ わ の ウ

パ ニ シ ャ ッ ドの 最 後 の 箇 所 に つ い て
,わ た く しは 考 察 を め ぐ らそ う。So

punarekaivadevatabhavatimrtyurevapapunarmrtyumjayati

nainarpmrtyurapnotimrtyustasyatmabhavatyetasamdevatanarn

ekobhavati「 さ ら に,そ れ は た だ 一 つ の 神 格 ,死 に ほ か な ら な い 。

(こ の よ うに知 ってい る人 は)再 死 を避 け る21}。 こ の 人 に はy死 は 到 達 しな い 。

死 は そ の 人 の 自 己 に な る。 彼 は,こ れ らの 神 格 の 一 つ に な る 」。 こ こで は,

死 の 哲 学 が 説 か れ て い る。 そ の 思 想 は か な らず し も 明 確 で は な い け れ ど

も,最 高 に 示 唆 的 で あ る よ うに 思 わ れ る 。 「再 死 」(punarmτtyu)を 避 け

る の が 人 生 最 高 の 理 想 で あ る とい う思 想 は,ブ ラー フマ ナ 的 思 想 の 名 残 り

で あ る。 ジ ャイ ミニ ー一ヤ ・ブ ラ ー フ マ ナ,1,6に はetaupunarmrtyu

atimucyateyadahoratreと い う形 が 見 られ る。 再 死 を避 け る とい うこ

とはiブ ラ0フ マ ナ で は も っ と も重 視 され る 。 死 が 到 達 しな い 状 態 は,ブ

ラ ー フ マ ナ の 理 想 で あ る だ け で な く,ウ パ ニ シ ャ ヅ ドの 理 想 で も あ る
。

シ ャ ンカ ラは 再 死 に つ い て 次 の よ うに 注 釈 して い る・ し か し
,「 わ た し

は 死 に ほ か な らな い,わ た しは 馬 祀 祭 で あ る,わ た しは わ た しの 形 態 と し

て の 馬 ・火 と い う手 段 に よ っ て 達 成 され る べ き唯 一 の 神 格 で あ る,と この

よ うに 馬 祀 祭,死,唯 一 の 神 格 を 知 っ て い る人 は,再 死 を 避 け る 。 彼 は,

一 度 死 ん だ 後 で ふ た た び 死 ぬ た め に 生 まれ な い
,と い う意 味 で あ る 。 た と

い 死 が 避 け られ て も,そ れ は 彼 に ふ た た び 到 達 す る の で は な い か と疑 わ れ

る な ら ば,彼 に は 死 は 到 達 しな い と言 わ れ る 」。 しか し,nainammrtyur

apnoti(彼 に死 は到達 しない)と い う こ とは,彼 が 不 死(amrta)に な る こ

とで は 決 して な い。 シ ャ タ パ タ 。ブ ラ ー フ マ ナ,II,2,2,14に よれ ば,

人 間 の 場 合 に は 不 死 の 希 望(α 喫 施伽8瞬 鋤 は 存 在 しな い か ら で あ る 。

人 間 は 寿 命 を 全 うす る だ け で あ る 。 タ ー・ン デ ィ ヤ ・マ ハ ー ・ブ ラ ー フ マ ナ

(7'adnya-Maha・Brahana),XXII,12,2に よれ ば,「 彼 が 寿 命 を 全 う

して,よ り富 む こ と これ が 確 か に 人 間 に と っ て 不 死 性 で あ る(etad

vavamanusyamrtatvamyatsarvamayuretivasiyanbhavati)」 。

「死 は そ の 人 の 自己 に な る 」(mrtyurasyatmabhavati)と い う文 句 を,

シ ャ ン カ ラはmrtyurasyaivamvidaatmabhavatiと 解 釈 して い る。

シ ャ タ パ タ 。ブ ラ ー フマ ナJX,6,5,8は,mrtyurasyatmabhavaty

etasamdevatanamekobhavatiの 直 後 にayaevamvedaと い う文 句
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を 付 け 加 え て い る。 「死 は そ の 人 の 自 己 に な る」 と い う文 句 は,シ ャ タパ

タ ・ ブ ラー フ マ ナ,X,5,2,23に も見 い だ す こ と が 出 来 る。 シ ャ タ パ

タ ・ブ ラ ー フ マ ナ に お い て は 次 の よ うに 述 べ ら れ て い るsaesaeva

mrtyuh‐yaesaetasminmandalepuru$oyascayamdaksine'ksan

purusahsaesaevamvidaatmabhavati.sayadaivamvidasmallokat

praiti.athaitamevatmanamabhisambhavati.so'mrtobhavatimrtyur

hyasyatmabhavati(こ の円板0)な か の人間,お よび右眼裡 の この人間は 死に

ほか な らない 。それ は,こ のよ うに知 ってい る人の 自己 にな る。 この よ うに知 って

い る人が この世 を 去 る時 には,彼 は この 自己 に変 え られ て不 死に な る。 なぜ な らr

死 は 彼の 自己で あ るか ら)。 わ れ わ れ の ウパ ニ シ ャ ッ ドに お い て は,死 は 人 間

の ア ー トマ ン とみ な され る 。 死 は 人 間 に と っ て 本 質 的 で あ り,死 こそ 人 間

存 在 の 中 心 に あ る も の で あ る。 別 の こ とば で 言 え ぽ,人 間 は 死 ぬ 存 在 で あ

る。 た とい 不 死 が 可 能 だ と して も,そ れ は 寿 命 を 全 うす る こ と で あ っ て,

人 間 に は 不 死 の 希 望 は 存 在 しな い 。 人 間 は 百 の 生 命(百 歳)を も っ て い る

だ け で あ る(タ イ ヅテ イ リーヤ ・ブ ラーフマナ,II・3,2・1)。 人 間 は 死 な ね ば

な ら な い 。 しか し,死 は 人 間 存 在 の 外 部 か ら到 達 す る も の で は な く,人 間

存 在 を 決 定 す る 究 極 的 な もの で あ る。 そ れ は,人 間 の 内 部 に あ る 。 人 間 は

死 に よっ て 制 約 され て い る 存 在 で あ る 。わ れ わ れ の ウパ ニ シ ャ ッ ドは,「 死

は そ の 人 の ア ー トマ ンに な る」 と い う表 現 を 用 い て,死 が 存 在 の 本 質 で あ

る こ とを 宣 言 して い る221。 そ して,最 後 に,そ れ はetasamdevatanarn

ekobhavati(彼 は,こ れ らの神 格 の一 つ にな る)と い う こ とば で 結 ん で い る 。

シ ャ ソ カ ラは,こ の 文 句 に つ い て,次 の よ うに 注 釈 して い る 「さ ら に,

死 は 果 報 の 形 態 を 帯 び て い る か ら,こ れ ら の 神 格 の 一 つ に な る。 これ が,

この よ うに 知 っ て い る 人 の 獲 得 す る果 報 で あ る 」,と 。 ス ナ ー ル は,神 格

(devata)をsupremerealiteobjectiveの 意 味 に 解 釈 して い る 。 ス ナ ー ル

の 解 釈 が 正 しい か ど うか は 別 と して,わ た く しはrealit6に つ い て 一 言 述

べ な け れ ば な ら な い 。Realiteに は 二 つ の ニ ュ ア ンス が あ る 。一 つ は,ラ テ

ン語 のres(=事 物 ・事 柄)か ら派 生 した もの で あ り,ド イ ツ語 のRealitat,

英 語 のrealityは,こ れ に相 当 す る。 も う一 つ の 「現 実 」 は,ド イ ツ語 の

Wirklichkeitで あ る。 この 語 は 「作 用 す る こ と」(Wirken)に 由 来 し,

英 語 のactualityが これ に 相 当 す る 。 ス ナ ー一ル はdevataをsupreme

realiteobjectiveと 訳 した が,も し もdevataが 「最 高 の客 観 的 現 実 」 で
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あ る とす れ ぽ,そ れ はresで あ る とい うよ りもむ しろWirkenで あ る。

な ぜ な ら,死 はresで あ る よ りもむ しろWirklichkeitで あ るか ら。す で

に見 た よ うに,わ れ わ れ の ウパ ニ シ ャ ッ ドは死 を 「飢 え」 と して実 存主 義

的 に理 解 した。 実 に,飢aは 最 高 の現 実 であ るか らで あ る!

1,2,7(訳)そ れ は欲 した,わ た しの この 身体 は 祭 祀 に適 した もの

にな ろ う。わ た しは,こ れ に よって 自己 を もつ もの にな ろ う,と 。 それ

か ら,そ れ(身 体)は 馬 にな った。 そ れ はふ くれ た(α 働αの の で,馬 祀

祭 に適 した もの(medhya)に な った 。 それ が,馬 祀祭(A6vamedha)

の 馬祀 祭 と呼 ば れ る所 以 で あ る。 これ を この よ うに知 ってい る人,こ の

人 は ま こ とに馬 祀祭 を知 って い る。 馬 を 囲 い込 まず に,そ れ(死)は そ

れ の ことを考 えた 。一 年 後 に,そ れ は 自己 自身 のた め に それ を 屠殺 した 。

そ れ は,(馬 祀祭で屠殺 され る,そ れ以外の)犠 牲 獣 を 神 々に引 き渡 した 。

それ ゆ え,人 は プ ラジ ャーパ テ ィ(生 類の主)に 属 す る もの と して ・ 一

切 神 に捧 げ られ た ものを 屠殺 す る。 ここで燃 え る ものは,ま こ とに馬 祀

祭 で あ る。 それ の 身体 は歳 で あ る。 こ この 火 は アル カ(arka)で あ る。

そ の もろ もろの身 体 は,こ れ ら の世 界 で あ る。 これ らの二 つ は,祭 火

(arka)と 馬祀 祭 であ る。 さらに,そ れ は ただ 一 つ の神 格 死 にほ か な

らない。 彼 は 再死 を避 け る。 この人 に は,死 は到 達 しな い。 死 は その 人

の 自己 に な る。 彼 は,こ れ らの神格 の一 つ に な る。

要 約

1,1,1-2。 こ こで は,馬 祭祀 が問題 に な って い る。 馬 祀 祭 に適 した 馬

の頭 は あけ ぼ の であ る とい う文 句 を始 め と して,こ こでは 馬 の身体 の諸 部

分 と 自然現 象 ・自然 界 との事 物 との 同一視 が説 か れ て い る。 そ の際,注 意

しな け れ ばな らな い こ とは,馬 と諸 事 物 ・諸事 象 が 決 して 同 … では な く・

両 者 が あ る二点立迦 』上て拠 巫 重 こ とが示 唆 され て い る こ とで あ る。

ここで は,AとBが 同一 で あ る とい うことが 述 べ られ て い るの では な い 。

AはBで は ない。AとBと は決定 的 に異 な って い る。 ウパ ニシ ャ ッ ド

は,AとBに 共 通 した特 定 の項 目を探 求 し,そ れ を見 い だ そ うと努 めた 。

わ た く しは,若 干 の テ キ ス トお よび シ ャ ソカ ラの 注釈 に拠 って,初 期 ウパ
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ニ シ ャ ッ ドに おけ る思 考 方法 を 明 らか に しよ うと した
。

1・2・1-7。 ここでは,馬 祀祭 との関連 に おい て ,世 界 の 創造 が 説 かれ

て い る。 こ この箇 所 で真 に ユ ユー クな のは ,「 初め に」(agre)と い う表 現

であ る。 世 界 の起 源 は,こ こで は飢7 ..として の死 であ る。死 に よって創造

され た世 界 は,当 然,死 自身 か ら 「流 出」(srj)し た のだか ら,死 に よっ

て制 約 され て い る。 死 に とって最 高 に 特 徴的 な の はr時 間(kala)で あ

る23).わ れ わ れ の ウパ ニ シ ャ ッ ドにお い ては,歳(samvatsara)カa時 間 の

象徴 であ る。 すべ ての 事物 は 死 のな かか ら産 み 出 され,時 の激 流 に樟 さ し

て い る。世界 存在越 死」を一そQ本 質塗 一レて い ゑ。 世 界 の起 源 は,飢 え と して

の死 の なか に求 め られ る。死 が人 間存 在 の 淵源 であ る こ とを知 る こ とが ,

ウパ ニシ ャ ッ ド的 な認 識 で あ る。 そ れ ゆ え,「 死 は そ の人 の 自己 に な る」

(mrtyurasyatmabhavati)と い う表 現 は,死 が世 界 存在 の淵 源 であ る こ

との 端的 な 認識 に ほ か な らな い。 ウパ ニシ ャ ッ ドは ,人 間 存在 が 時間 に よ

って制 約 され て い る事 実 を実存 主 義的 に解 釈 しよ うと してい る の であ る
。

)1

)2

)3

)4

)5

〔注〕

ベ ー トリ ンク の テ キ ス トは
,ヴ ェー バ ー版 に基 づ い て,み ず か ら校 訂 した も

の で あ る。 そ れ は,マ ー デ ィヤ ンデ ィナ版 で あ る。 わ た く しは,ベ ー!1ソ
ク版 も参 照 した。

彼 自 身 の編 集 したTheSacredBooksOftheEastの な か のvol .XV.

(1884)に ブ リハ ッ ド ・ア ー ラ ニ ヤ カ ・ウ パ ニ シ ャ ッ ドの英 訳 が あ る。 今 日,
fff=界中 で も っ と も広 く読 まれ て い る の は,恐 ら くマ クス ・ ミュ ラー の 英訳 で

あ ろ う。 そ の訳 文は 流 麗 に して 流 暢,文 学 的 に も香 り高 い 。
べ 一1'リ ンク の ブ リハ ッ ド 。ア ー ラニ ヤ カ の独 訳 は1889年

,ド イ ッセ ンの

訳 は1905年 にF桁 され た 。 ベ ー トリン クは 同 じ年 に こ の ウパ ニ シ ャ 、.ドの

マ ー デ ィヤ ンデ ィナ 版 を編 集 し ,同 時 に 独 訳 も刊 行 した。 ベ ー ト リン ケの 独

訳 は, 文 献 学 的 に 正 確 で あ る。 ドイ ッセ ソのSθ 碗2匂Upanishad's伽8

Vedaは,ド イ ツ語 圏 で は 標 準 的 な 翻 訳 で あ る 。
ス ナ ー ・レは1934年 にBrhad-Aranyaka-Upanisado)テ キ ス ト

,お よび 訳を 刊行
した 。 ス ナ ー ル の 仏 訳 は 独 創 的 で,し か もbrilliantで あ る

。 彼 の訳は 最 高
に 優れ て い る と思 う。

ヒ ュー ム のThirteenPrincipalUpanishad$(1921)
,お よび ラ ダ ク リシ ュ

ナ ンのThirteenPrincipalUpanisads(1953)は 便 利 で は あ るが
,学 術

難 ものではない・そ吐 め・わた くしはここでは蒔 には全然言及 ほ カ・
つ1〕o
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)6

)7

)8

>9

10>

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

湯 田豊 訳,『 ア ル タ ・サ ソ グ ラバ』(神 奈 川 大 学 人文 学 会 〈人 交 学 研 究 所 報 〉,

1976年6月,119ペ ー ジ。

アル プ レ ヒ ト ・ヴ ェ ー バ ーは、1)26Tα 伽 甜i刎α・Sαηzん痂,ZweiterTheil

(1872)の な か で,V,7,16のadityaipajasya甲 に対 してpajasyam

padatalamと 注 釈 して い る 。も し も ヴ ェー バ ー の 考 え が 正 しけ れ ばipajasya

は 「足 の裏 」 を 意 味 す る こ とに な る。 そ の 場 合 に は,わ れ わ れ は 「そ の 足 の

裏 は,大 地 で あ る」 と訳 す こ とが 出 来 る 。

ヨー 二 は,元 来,女 性 の 性 器 ・生 殖 器 官 を 指 して 言 う こ とば で あ る。Vagina

とい う語 が,ヨ ー 二に 相 当 す る。 こ こで は,派 生 的 な 意 味 で 使 用 され て い る。

例 え ば,シ ャタ パ タ 。ブ ラ ー フ マ ナ,V,1,4,5に はadbhyohava'gre
ノ'svahsambabhuva(ま こ と に

,初 め に 馬 は 水 中 か ら 生 じ た)rと 述 べ ら れ て

い る 。 同 じ ブ ラ ー フ マ ナ のXIII,2,2,1gに お い て は,apsuyonirrvaasvah

(ま こ と に,馬 は 水 中 に 発 祥 の 地 を も っ て い る),と 述 べ ら れ て い る 。

LeYogaimmortaliteetliberte,1954,p.8.

Reli琶onsgeschichtlichesLesebuch9,Vedismusand.$rahmanismuse

1928,p.91EsbeschloB:ichwilleinerwerden,dereinePerson-

lichkeitbesitzt.

こ の 点 に つ い て は,わ た く し の 「ウ パ ユ シ ャ ッ ドに お け る 知 識 論 」(『 イ ソ ド

宗 教 論 』,第 六 章 。 八 千 代 出 版,昭 和50年)参 照 。

チ ャ ー γ ド ー ギ ヤ ・ ウ パ ニ シ ャ ッ ド,VII,IU,1apaevemamurta

yeyamprthiviyadantariksamyaddyauryadparvatayaddevamanusya　 ノ 　 り
yatpasavascavayamsicatr孕avanaspatayaりsvagadanyakitapatanga-

pipilakamapaevemamurtaapaupassveti.こ こで も,水 は形 態 を 帯 び

た もの に な る(murta)の で あ る。Tatsamahanyata・saprthivyabhavat

とい う表 現 と,apaevemamurtayeyamprthiviと い う発 想 とは,実 質 的

に は ま った く同 じで あ る。

〔注 〕,(13)参 照 。 チ ャ ー ン ドー ギ ヤ ・ウf¥シ ャ ッ ド,VII,10,1に お い

て は,水 が 凝 結 して 地 ・空 ・天 に な っ た と述 べ られ て い る。 そ の際,神h,

人 間 お よび 動 植 物 も凝 結 した と記 され て い る。 これ らは す べ て み な,水 が 凝

結 した もの で あ る。

チ ャ ー ン ドギ ヤ ・ ウパ ニ シ ャ ッ ド,III,16,1-16で は,生 気 はVasus,

Rudrasお よびAdityasと 等 置 され て い る。

「注 」,7)参 照 。

Mithunamsamabhavadはi「 性 交 を した 」 とい う意 味 で あ る。 シ ャ タパ

タ ・ブ ラ ー フマ ナ,XIII,5,2,2に 引用 され て い る ヴ ァー ジ ャサ ネ ー ヤ ・

サ ン ヒタ ー,XXIII,20の 文 句(vrsa..vajiretodharetodadhatu)参 照 。

シ ャ タパ タ ・ ブ ラー・フ マ ナ の この 箇 所 で は,mithunaは 馬 祀 祭 に お け る馬

と王 の第 一 王 妃(Mahisi)の 性 交 を 意 味 す る。

こ こで は,祭 祀(ya鱒a)の 効 力 に 対 す る絶 対 な 信 頼 が 認 め られ る。 しか し,

や が て 祭 祀 は 否 定 的 に解 釈 され る よ うに な る。

〔注 〕,15)参 照 。 わ れ わ れ の ウパ ニ シ ャ ッ ドの1,2,3で 述 べ られ て い る

saesapr帥astredhavihitahは,わ れ わ れ にpr帥aがPrajapatiに ほ

か な らな い こ と を示 唆 す る。
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20)

21)

22)

23)

ブ ラ ー フ マ ナ は 知 識 の 重 要 性 を 強 調 す る 。 祭 祀 を 行 な うだ け で は 決 してf分

で は な い 。 祭 式 の意 義 を 認 識 す る こ とが 不 可 欠 で あ る 「ま こ と に,も し

もお 前 が こ の こ と(嵩 供 物 を捧 げ て か ら,な ぜ,お 前 が さ じを 振 る か とい う

こ と)を 知 っ て 火 の祭 り(Agnihotra)の 供 物 を 捧 げ た な らば,そ れ は お 前

に よ って捧 げ られ た の だ{,し か し,ま こ と に(こ の こ とを)知 らな い で(火

の祭 りの供 物 を 捧 げ たな らば),そ れ は お 前 に よ っ て捧 げ られ な か った の で

あ る」(シ ャ タ パ タ ・ブ ラ ー フ マ ナ,XI,5,3,4)。

IIpunarmrtyumゴayatiと い う交 句 を,ベ ー トリン クはapah.Punar-

mrtyumjayatiと 改 訂 して い る。Apajayatiは 「避 け る」,「克 服 す る」 と

い う意 味 で あ る が,ベ ー トリ ンクはapaをapah(水)に 改 め て しま った 。

彼 はsopunarekaivadevatabhavati・mrtyurevapah.punarmrtyum

3ayatiと 読 み,DasWasseristderTod.Wersolcheskennt,deruber-

windeteinenabermaligenTodと 訳 した。 わ た く しは,べ 一 ト リン クの

改 訂 は 正 し くな い と思 う。

シ ャタ パ タ ・ブ ラ ー フ マ ナ,X,5,2,3に よれ ば,日 輪 の なか の 人 間 が 死

に ほ か な らな い 。 そ して,燃 え て い る炎 が 不 死 で あ る。 「そ れ ゆ え,死 は 死

な な い 」(tasmanmrtyurnamriyate)。 「な ぜ な ら,死 は 不 死 な る もの の 内

部 に あ るか ら」(amrtehyantah}。

ウパ ニ シ ャ ッ ドは,す べ て の存 在 が 死 を 本 質 と して い る と い う前 提 か ら 出発

した 。 そ こ に お い て は,時 の流 れ は恐 るべ き現 実 の 力 で あ る とみ な され た。

しか し,死 か ら不 死 へ,時 の激 流 を 超 え て無 時 間 性 のな か へ 進 む の が ウパ ニ

シ ャ ッ ドの 目標 に な っ た 。 ウ ォル タ ー ・カ ウ フ マ ンは,こ の点 に つ い て 次 の

よ うに 言 って い るTheenormousimportanceoftheUpanishadslies

inthefactthattheintellectualeliteofIndiadeniedthattimewas

real,andthattheBrahmins,whowerepriestsandteachers,hadno

competitionfromprophetsorsecularteachers.Man'sLot,1978,

TimeisanArtist,p.29.


