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三 性説 とい う視点か ら

石 橋 　丈　史

1． は じめ に

　『楞伽 経』の 成立 時期 に つ い て は
， 従来世親 との 前後関係 を中心 に考え られ て

きた． 如来蔵思 想 と唯識 説 を統合 した ， 世親以 後の 発達 した段 階 の 経典 と して 位

置づ け られ る
一

方で ， 『釈軌論』 に お け る 引用 か ら，少 な くと もその 原型 が 世親

以 前 に 成 立 して い た 可 能性 が 指摘 さ れ た の で ある． そ の よ うな 中 ，
Takasaki

［1980］， 久保 田 ［1984］ に よ っ て 「偈頌 品」が 経典 に先行 して 成 立 した の で は な

い か とい う仮 説が 提起 され た ． 高崎 は
， 各品末尾 に 重頌 と して 添 え られ る 「偈頌

品」 との 共通偈 に 注 目し
， その 偈 に対 して 註釈 を施す こ とで 同経 が 成 立 した の で

は な い か と推 察 した． そ して
， 「偈 頌 品」 を， 瑜伽 行者 た ちの 間で 古 くか ら保持

され て きた偈 の 集 ま りで あ る とし ， そ れ が初期瑜伽行派文献 とな り得 る可 能性 を

指摘 したの で あ る ． こ れ を受け ， 堀内 匚2009］は
， 「偈頌品」→ 「釈軌論』→ 『唯

識三 十頌』 → 『四 巻楞伽』 の 成立 順序 を想定 した ．

　本稿 で は
， そ うした 「偈 頌品」先行説 につ い て

，
三 性説 と い う視 点か ら検証 し，

そ れ に よ っ て 『楞伽経』 の 成立 時期 を考察 したい ．

2 ． 「偈頌品」 の 三性説

　「偈頌 品」中 に 説 か れ る 三 性 説 を見て い くと
， 唯識 を前提 と して い る の か 不 明

な偈 が多 く含 まれ て い る こ とが 分 か る． 以 下 の 偈 は ， 第二 章 「三 万 六 千
一

切 法集

品」 中に お い て重頌 と して 引用 され る偈 の
一

部で あ る． 高 崎説 に従 え ば， 成 立が

古 い と され る重要 な偈 で ある ．

　 遍計所執性は 有 る が，依他起性 に は存在 しな い ．遍 計所執 は迷 乱 に よ っ て 取 られ ， 依他

　 起 は分別 され な い ． （289）（II−183）

　 様々 な部分 に よ っ て 生起 した幻 は成立 しな い よ うに ， 様 々 に分別 され た相 （ni血 tta） は

　 成立 しない ．（296）（II−184）
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　 相 と麁重か らなる 束縛 は
， 心 よ り生 じる もの で あ る．遍計所執 は ， 無知 な人 々 に よ っ

　 て ， 依他起 にお い て 分別 される ． （297）（II−185）

　 遍 計 された もの は， ま さに 依他起 で あ る．様々 な顕現 を もつ 遍計 され た もの は，依他起

　 にお い て 分別 され る ． （298）〔II−186＞

　 世俗 と勝義とが あ りF 第三 の 因 をもつ もの は存在 しな い ，遍 計 された もの が世俗 とい わ

　 れ
，

それ を断滅 した もの が 聖者の 境界 とい われ る ，（299）（II−187）

　遍計 された もの は存在 しな い が ， 依他起 は存在す る
D
．増益 と損減を もつ 分別 は我々 に

　 とっ て消滅する． （305）（II−191）

　 もし遍計 され た もの が存在せ ず，依他起が存 在す る の で あれ ば
， 存在 な しに 存在が あ

　 り， 存在 は非存在 よ り生 じた もの で あ る． （306）（II−192）

　 遍計 され た もの に 依 っ て依他 起 が捉 え られ る．相 と名の 結合か ら，遍計 された もの は生

　 じる． （307）（II−193）
　 遍計 され た もの は 究極 的 に は 存在 し な い し，他 に依 っ て生 起 する もの も成 立 しな い ．そ

　 の 時 ， 清浄 なる 勝義の 自性 こ そ は存在す る と知 られ る． （308）（II−194）

　 相は依他起 で あ り，名 はそ こ （相）で 分別 され た もの で ある．遍計所執相は
， 依他起 よ

　 り生 じる ． （373）（II−197）

　 こ れ らの 特徴 と して は
， まず ，

三 性説 が
一

般 的 な存在論の 点か ら説か れ てお

り， 唯識 と結びつ い て い ない 点が挙 げ られ る ． なか に は，297偈 の よ うに 唯識 と

の 繋 が りを予 想 させ る もの もあ り， 他 に は 『釈軌 論』 が引用 す る 150−155偈 ab

は ま さ に 唯心 と結 び つ い た 三 性 説 を説 い て い る
2）
． しか し， こ こ に挙げた 偈 で

は ， 三性 を表わす （pari）kalpita，
　 paratantraとい う語が ，外界 の 存在物で あ る bh5va

にか か る形容 詞 とな っ て い る こ と （305−307偈）， また
，

三 性説が 二 諦説の 観点か

ら説か れ て い る よ うに も読 み 取 れ る こ と （299， 305偈）か ら， 唯識 と結 びつ く以

前 の
， 原初 的な三 性説 で ある 可能性が 高い と考え られ る，

　次に ，
三 性説が五 事説 の 要素 ［相 ， 名 ， 分別 ， 真如］に よ っ て 定義づ け られて

い る点を指摘で きる． 373偈 の 他 ，
138偈 に お い て

， 「迷乱 の 相が 分別で あ り， 依

他起相 で あ る， そ の 相 に お ける 名が 遍計所 執相 で あ る」 とされ る よ うに ， 相 ， 分

別が 依 他起性 ， そ こ にお け る名 ， あ る い は，相 と名 との 結合 （307偈 ）が 遍計所

執性 で ある とい え る ． 円成 実性 に つ い て は真如 とされ る （455偈）．

　 こ の よ うな三 性 説 は
， 『解深 密経』 『瑜伽論』 「摂 決 択 分 」所 説の 三 性説 に類似

して い る と考 え られ る ． 先行研 究 に よ っ て 明 らか に され て い る よ うに
3）

， 『解深

密経』『瑜伽論』厂摂 決択分」所 説の 三性説 は唯識 を前提 と した もの で は な く， 「偈

頌品」同様 に ，
三 性 説が 五 事説 に よ っ て 定義づ け られ て い る． と りわ け ， 「相 と

名に基づ い て 遍計所執相 を理解 す る」 とい う定義 は 『解深密経』の 古形 に も見 ら

れ る が
4）

， それ とパ ラ レ ル な偈が 「偈頌品」 に も存在 して い る （307偈）．
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3 ． 散文部分 の 三 性 説

　それ で は
， 散文部分 の 三 性 説 は ど うで あ ろ うか ． まず， 先 の 289−373偈 を引用

す る箇所で あるが ， その 部分で は大慧菩薩が釈尊 に遍計所執性の 区別の あ り方 を

問う形で 話が 展 開す る． それ に よれば
， 有 と無 とい う点か ら， 依他起 に対 して 執

着 した凡夫た ち は ，種 々 な る遍計所執性 を執着す る ．依他起性 を様 々 な顕現 の 如

き幻 で ある と し ， 凡夫 は幻 を別 に 見 る 知覚に よ っ て 分別す る ． しか し ， 幻 は種 々

（な る遍 計所執性 ） と は別 で は な く， 別で ない の で もな い
5）
． こ こ で は ，

三 性説

を唯識 に よ っ て 解釈 して い る よ うに は考え られ ない ． む しろ 296偈 の 内容を三性

説 と して 発展 的 に解釈 して い る よ うに も考え られ る． そ の 意味で ， 「偈頌 品」 と

時代的 ， 思想的に も繋が りが 強い の で は ない か と考えられ る．

　 しか し ， そ の 他 の 箇 所で は， 唯 識 との 結 びつ きが 見 られ る ．

依他起 性に お い て ，遍計所 執性で ある 分別 心の 相が 多種多様に顕 現す る．事物 の 分 別 の

相 に執着す る習気 に よ り，分別 は遍計所執性の 相 と して 生 じる
6）
．

依他起性を所依と して 種々 の 遍計所執性の 執着が生起 する が ご と くで ある．か れ は t そ

こ に おい て
， 有で は な く， 無で はな く，有無 で もな い ．虚妄分別の 相 で あるか らで ある

7｝
．

　「刹那 品」 に お い て は
，

三 性 説 ，
八 識 ，

二 無我は 五 法の 中 に包 摂 され る． そ こ

で
， 名 と相 は遍計所執性 と定義 され ， そ れ を所依 と して 起 こ る分別 は， 心 ・心 所

となづ け られ ， 依他起性 とい われ る ． 正 智 と真如は 円成実性 と して 定義づ け られ

る
8）
． 「偈頌品」で は相が 依他起性 とされ た の に対 し

， 「刹那 品」で は
， 相が遍計

所執性 と され ， 依他起性 は心 心 所 とされ て い る ． こ れ は相 が 識 に 顕現 した
9｝

， 虚

妄 分別 の 対象 と され るか らで あ る． また 依他起性 と遍 計所執性 との 問 に
， 「主一

客観」 とい う認識 関係が認 め られ ，
こ の 点か ら も唯識的 な三 性説 とな っ て い る こ

とが分 か る．

　 こ う した三 性説 は 『大乗荘厳経 論』『中辺分別論』 に説か れ る もの と類 似 して

い る こ とは 明 らか だ ろ う． 『大乗荘厳経論』 で は
， 依他起性 を所取 ・能取 の 三 種

の 顕 現 を もつ 虚妄分 別で あ る と し， そ の 虚妄分 別 の 相 （一対 象）が 遍計所 執性 で

あ る と定義づ け られ て い る 。 三種の 顕現 とは
，

一
切法が 虚 妄分別 に 顕現す る こ と

を意味 し ，
三 性説 と唯識説 とが 結びつ い て い る． 『中辺分別論』で も同様で ある．

4 ． まとめ

以 上の 結果か ら ， 次の 結論が導 き出 され る ．す なわ ち ，
三 性説 とい う点か ら見
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た場合 ， 『楞伽経』「偈頌 品」 は
， 散文部分以前 に成立 して い た とい う仮説は妥当

で あ り，
そ の 対応 関係 に よ り同経 は 『解深 密経』や 『瑜伽論』「摂 決択分 」か ら 「大

乗荘 厳経論』 『中辺 分 別論』 へ と唯識説が 確立 され て い く時期 に か けて 成立 した

可 能性が 考え られ る．

1）龍樹作 と され る Acintyastava（As）45偈 cd との 共 通偈．津田 ［2003］に よれ ば，　 As

は二 諦説 とい う観点か らこ の 偈 を説 い て い る．　　　 2 ）153偈 「縁 よ り生 じた 自性 は ，

分別 に よ っ て分別す る．外界に対象を見る こ とは虚妄で あり， 対象は な く， 心の みで あ

る」． しか し，
15〔｝−155偈 ab は 「偈頌品」の み にあ り， 「偈頌品」 と 『四巻楞伽』双方に

ある もの を最古層 とす る 高崎説に 従 えば，後 に付加 され た可能性の 余地 を残す もの で あ

る．『四巻楞伽』との 重複偈 に お い て は ，唯識 と結び つ く三性説は見 られ な い 。　　　 3）

兵藤 ［2010］ pp．277−336参照．　　　 4 ）高橋 ［2005］p．57 参照 ．　　　 5 ）LAS ．127．

14−−130．6．　　　　6） LAS ．56．14−57．7．　　　　 7 ）LAS ．118．1−6．　　　　 8 ）LAS ．227．10− 16．

9）LAS ．225．18．
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