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幻喩 と三 性説 との 関係に つ い て

間　中 充

は じめ に

　『大乗荘厳経論』（Mahdyanastitralamkara：MsA ）第 XI 章の kk．15〜16で は偈 の注釈 で

ある世親釈 （Mahdydnasi」traiamkara −bhasya： MSABh ）と安慧釈 （Sfitralamka
−
ra −vrttibhdisya ：

SAVBh ）との 間 で ，三性 説 を譬喩で 説明 して い る幻 （maya ）ある い は幻事 （艫 y飆 a）
1）

が 指 し示す意味 内容に 関 して ，
い さ さか見解の 相違が 見 られ る ． こ こ はす で に 兵

藤 ［1991］ を は じめ
， 近年の 先行研 究で よ く指摘 され て い る 箇所 で は あ るが

2）
，

両 釈 に 違 い が 見 られ る の は 偏 に
，

maya と い う言 葉 が 表す 意 味 内容 の 捉 え方 に よ

る と思 われ る． よっ て本稿で は三 性説を幻で 喩え られ て い る方か ら検討して い く．

1． MSA 第 X1 章 kk．15〜 16 の 考察

《MSA 　k，15》虚 妄分別の あ り方は
， 幻 （rnayE ）の あ り方 と同様で ある と説明 され る．

　　　　　二 の 迷 乱の あ り方 は，幻事 （m 巨y巨  a ） と同様で あ る と説 明され る
3）
．

《MSABh 　k15》「幻 （maya ） の よ うに 」 〔とは〕，呪文 をか け られ た 木片 や土塊等が 迷乱

の 因と なる よ うに ，依他起 性 〔と い う行相 を持 つ 〕虚 妄分別が 〔迷乱 の 因 とな る と〕理

解され る べ きで ある ．「幻事 （m 互y峩  a）の よ うに 」〔とは〕，その 幻 （maya ）に お い て 象 ・

馬 ・金等の 姿 （5  i）が それ ら 〔象 ・馬 ・金等〕の 本 質 （bh互va ）と して顕 現す る よ うに，

か の 虚妄分別 におい て 遍計所執性 とい う行相 を持 つ 二 の 迷乱 が所 取 ・能取 と して 顕現 す

る と理 解され る べ きで あ る
4）
．

《SAVBh 　k．15》た とえば幻術師に よ っ て 呪や薬で か け られ た 〔幻術の 〕力に よ り，幻の

馬や 象な どが顕 現す る原因 （素材）で ある石や 木な どの よ うな 〔もの 〕が 虚妄分別で あ っ

て
， 心 ・心 所 ， 縁起 に よ っ て 生 じた もの ，依 他 〔起 〕相 で あ る と考 え られ る ．何故か と

言 えば ， 呪や 薬 に よ っ て 〔幻術 を〕か け られ た石 や木 もまた ， 馬 や象 と して 顕 現 す る こ

との 原 因 とな る よ うに ， 依他 〔起相〕 もまた
， 所取 ・能取 と して の 顕 現 の 原 因 とな る か

ら
， 石 〔や 〕木の 様相 （tshul）の ように見 られ る の で ある．… 5）

こ こ で は三性 を ， 幻術師が石 や 木片等に 呪文 をか けて 幻の 馬や象等の 姿 を見せ る

様子で 喩えて お り，
三 性そ れ ぞ れ が こ の 喩えの どれ に 当て は まる か が 問題 とな る．
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両注釈 を比 べ て み る と
，

ab 句で は依 他起性で あ る虚妄分別が幻 （m 互yi）に 喩 え ら

れ る とい う点は合致 して い る が
， 下線部 の よ うに SAVBh は石 や 木 な どが 虚妄分

別で あ る と明言 して い る， また cd 句で は MSABh が 幻事 （may5k ；ta）を 「幻 （maya ）

に お ける 象等の 姿 （akpti）」 と して
， 「それ ら 〔象等〕の 本質 と して （tadbhavena）顕

現 す る」 と限定 して い るが ，
SAVBh に その よ うな注 は な い ．

《MSAk ．16》そ こ に おい て その 本質が無い ように，その よ うに勝義はある と考えられる ．

　　　　　 一
方，それが認識 され るよ うに，その よ うに世俗諦 はある 〔と考え られる 〕．

《MSA8h 　k．16》「そこ に お い て その 本質が 無い よ うに」 〔とは〕， 幻事 （mayakPta ）にお い

て 象た る こ と等が非存在で あ る ように ， か の 依他起 〔性〕に おい て 勝義 は遍計所執 〔性〕

の 二 の 相 が非存在で あ る こ と と考えられ る． そ の幻事 （rnEy5k ；ta）が 象等 の 本質 と して

認 識 され る よ うに
， その よ うに 虚妄分別が 世俗諦 と して 認識 され る ．

《SAVBh 　k。16》諸経典の 中に 「勝 義諦 と世俗諦」 と説か れ る 二 諦の 相 を考察す る．た と

えば幻 の 馬や象な どの 形 （dbyibs）は
， 石や 木 な どの 〔幻術 の 〕原 因 か ら，馬や象 と し

て顕現す るけれ ど も，その 石や 木に お い て 馬や象 の 自性が ない よ うに，依他起相 にお い

て 遍計所 執性で ある所取 ・能取の 二 が な く，所取 ・能取 を離れ て 円成 実相 と な っ た もの

が勝義諦 で ある と考 えられる とい う意味で ある．こ れ は勝義諦の 相 を説 く．…

まず両釈の ab 句 を検討 す る と
，
　 MSABh が k．16本偈 の 「そ こ に お い て （tasmin）」

を 「幻事 （二象等の 姿） に お い て （mayak ；te）」 で あ る と解釈 して い る の に 対 して ，

SAVBh は下 線部 の よ うに 「その 石や 木 （＝ 幻の 素材） に お い て 」 と解釈 して い る．

また cd 句 で MSABh は k
．15 と同 じ く再 び 「象等の 本質 と して （hastyadibhavena）」

と限定 して い る が
，
SAVBh は そ の よ うな注 を附 して い な い ． こ の よ うに 世 親 は

こ の 2偈 の 注釈 で 「〔象等の 〕本質 と して （bh5vena）」 とい う限定を加 えて い るが ，

こ れ は 世親の 著作 と される 『三 性論』 （　TrisvabhavanirdeSa　i　TSN ）で も同様で ある
6）
．

　兵藤 ［1991］で は こ の 理 由 を，

“
世親が 「そ こ に お い て 」 を 「幻 術 に よ っ て 作

られ た もの に お い て 」 と解釈 し ， そ の 作 られ た もの を象 な どの 形相 と規定 して 遍

計所執性 で は な く依他起性 で ある と見 なす な らば ， 新 た に遍計所執性の 定義が 必

要 となる ． そ こ で 彼 は
，

そ の 形相 と して の 象 な どを実体 と して 執す る こ とを遍計

所 執性 とす る の で ある
”

と して い る
7）
． つ ま り 「象等 の 本 質 （bhEva）」 と い う語 を

使 っ て 「象等 の 姿 （akUi）」 と明確 に 区別 して い るの で ある ． た だ k．16 を MSABh

の よ うに 「幻事 （may 氤  a）」 を 「依他 起性」 と して 捉 える と
，
　 k．15の MSABh で

の mayE は 「木片等」を示すの で
，
　 miya も may …ikltaも同 じ 「依他起性 」を示す こ

と に な り，

一
続 きの MSABh として 成 り立 た ない の で あ る ． 以上 の 考 察 を表 に ま

とめ る ．
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依 他起性 ＝虚妄 分 別　　　　　遍 計 所 執 性 ＝二 の 迷 乱 　　　　　　　　 円成実性 （勝 義諦）

MSA 本 偈 〔ヒk．15− 16） nl巨y互 〔幻） m 頭   a （幻事 ） 依他起 に お い て 遍 計所 執が 存在 しな い こ と

MSABhkl5 m 医頻
＝木片等 m 函y百  訌

≡象等 の姿 k，15に は 円成実性 の 記述 は ない

MSABh 　k．16 衄 y巨k 宜 a＝象等の 姿 hasht噸 d且
≡象等 の 本質

SAVBh （kk．15 − 16） m 氤y訌＝木片等 m5 頭   舮 象等の 姿

MS κ r （無性釈） MSABh と同 じ か 9 呂，

依他起 に おい て

　遍 計所 執が

存在 しな い こ と
ISN （kk．27〜28） m 肖痼  ta≡象の 姿　　　　　 hasty試tman ＝

象の 本 質

2 ． mEy5 と m2yEkrta

　これ まで の 考察か ら，
MSAkk ．15〜 16本偈 を素直 に 読 め ば三性 と幻喩 の 関係 は

，

　
・虚 妄分別で ある依他起性 ＝幻 （maya ）すなわ ち呪 文をか け られ た木片 等

　 ・二 の 迷舌Lで ある遍 計所執性 ＝幻事 （mfiyEklta ）す な わち象等の 姿

　
・虚 妄分別に お い て 二 の 迷乱が ない こ とで ある円成実性 ＝ そこ にお い て その 本質が 無い こ と

と な っ て い て ， そ れ は SAVBh の 通 りに な るで あろ うが ， 問題 は 混乱 が生 じて い

る MSABh で あ る．今 の とこ ろ そ れ に は ， 「〔象等の 〕本質 （bhava）」 とい う限定

が遍計所執性 を複雑 に して い る とい う理 由と
， 「mfiya ］ とい う語 とそれ に対比 さ

れ る 「mayak ；ta」 とい う語 の 示 す意 味 内容 に 問題 が あ る とい う理 由の 2 つ が 考 え

られ る． 後者の 理 由 として 参考に した Matsuda ［2006］
9）

で は
，
　 MSA の 幻 （maya ）

の 譬喩 に は （a）幻 想の 原 因 とい う側 面 と
， （b）幻想 そ の もの とい う側面 の 2 つ

が あ る と して ， MSABh は （a）の 解釈 に 当て は まる が
， 同時 に 初期瑜伽行派 で は

一 般 的 な （b）の 解釈 も含ん で い る とい うの で ある ． つ ま り maya とい っ て もそ

れ は mayakPta の 意味 を含 む こ とが あ り得 る の で
，
　 m5yE と は 幻 術 師が 起 こ す幻

術 ・幻 の 素材 ・幻術 で 作 られ た もの で ，
一

般的 な幻 想 （現 れ）を も示 し得 る と考

え られ る の で ある． また改め て 原文を見直す と
， 次の 3 点が 読み 取れ る 。

　  k．15 本偈に は maya と mayakna が 共に 出て きて い る の に対して
，

　　 k．16 で は MSABh に mayakyta だけが 出て くるの み であ る．

　  k．15が m 五y五 と may5k ；ta の 譬喩 で 依 他起性 と遍 計所執性 を表 して い る の に 対 して ，

　　 k．16 はあくまで 勝義 と世俗の 二 諦を主 題 として その 譬喩 を述べ て い るだ けで は ない か．

　  勝 義 は三 性 説 で は 円成実性 となる が ，MSABh に も円成実 （pariniSpanna）の 語 は な く，

　　た だ本偈 の 勝義 （paramArtha） と い う語 を使用 して い るに 過 ぎな い ．

つ ま り k．16 は 「勝義」 を説 明す る 際 ， 「依他起 に お い て 遍計所 執が無 い こ と」 を

「mayAkr
’ta に お い て 象等の 本質が 無い こ と」で 単 に 喩 えて い る だ けで あ っ て ， 必

ず し もk．15 と k．16 を続 けて 同 じ三性 と幻喩の 対応関係で 読む必 要 は ない の で あ

る． す なわ ち k15 は依他 起性 と遍計所執性 とが ，
　 k．16 は SAVBh の 冒頭 に もある
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よ うに勝 義 〔諦 〕と世俗諦が そ の 偈 の 主題 で
， そ こ に幻の 譬喩が な され て い る と

い う認識 が大切 なの で あ る． よ っ て k．15 は rnaya と m5yakrta を明 らか に 区別 し

て 喩 えて い る が ，
k．16の m 五頭krtaは 単独 で 用 い られ て い る以 上 単な る喩 えなの

で ，
k．15を引 きず らない で m5yEkPa を maya の 意味 に 置 き換 えて 読む こ とが で き

るの で は ない か． そ うす る と少な くと も依他起性の 喩え は会通 で きる の で あ る．

お わ りに

　MSA 第 XI 章の kk．15〜 16の MSABh に お い て
， 幻の 譬喩で 表さ れ て い る こ と

とそ れ に対 応 す る 三 性 に混 乱 が生 じて お り， そ れ に は 世親の 「〔象等 の 〕本 質

（bhava）」 とい う限 定が 遍 計所 執性 を複 雑 に して い る とい う理 由 と， 「may 司 とい

う語 とそ れ に対比 され る 「mayak ；ta」 とい う語の 示 す意味 内容 に 問題 が ある とい

う理 由の 2 つ があ る こ と を提示 した． そ して ， 後者 の 理 由を踏 まえた 問題 の 解決

方法 と して筆者 は ，
mfiyE と mayEk ；taの 関係性 に注 目しなが ら三性説 に固執せ ず，

そ れ ぞ れ の 偈の 独 立性 を優先 して 解釈する とい う新 しい 読み 方 を提案 した．

1）幻事 （mEyaklta ＞とは 「幻術で 作 られた もの 」で ある と筆者 は解釈 して い る ．　　 2 ）

兵藤
一

夫 「三性説にお ける唯識無境 の 意味 （2）」『大谷学報』70−4， 1991．松 岡 寛子 「『大

乗荘厳経論』「求法 品」第十五 偈 の ヴ ァ ス バ ン ドゥ 釈に つ い て」 『哲学』59，
2007

， pp．137−

150，etc．　　 3）舟橋尚哉 「大乗荘厳経論の 諸問題並 びに 第 11章求法品 の テキ ス ト校訂」

『大谷大 学研 究年報』52，
2000

， pp．41−42．　　 4 ）Tib 訳 は sgyu 　ma
’
i　sngags 　kyis　btab　pa で

may5 −mantraparigrhitam として複合語 の Gen．　Tp で 解釈 して い る よ うで ある が ， そ もそ も

MSABh の yatha　mayE は 偈の それ を引用 して い るはずなの で，注釈 と して は maya を離 し

て 読 むべ きで あ る．　 　 5 ）Osamu　Hayashima，
“
Dha   aμ 町 鄭 ，

　the　Xlth　Chapter　ofthe 　Srt−

tr51畑 rav 帥 h碑 ，　Subcommentary　ofthe 　Mah5y五nasatr51ainkara ，
　Part　II

，

”
『長崎大学教育学

部人 文科学研 究報告』27，1978，pp．75−76．　　 6）山 口益 「世親造説三性論偈の 梵蔵本

及びそ の 注釈的研究」『山口益 仏教学文集』上 ， 春秋社 ，
1972

， p．128．　　 7 ）兵藤 ［1991］

p．11．　　 8 ）無性釈 （Mahayanastitra
”
laptkitra−（iha：MSAT ）自体説 明に乏 しい が ，　 MSABh

を注釈 して い る こ とか ら世親に従 っ て い る よ うに思われ る．　　　 9 ）Matsuda 　Kuninori
，

“
Two　Aspects　ofthe 　Simile　ef 　M5y5 　in　the　MahayanastitralarnlcAra，

”

『印度学仏教学研究』54−3
，

2006
， pp．（80）一（84）．

〈キ
ー

ワ
ー ド〉　 『大乗荘厳経論』，「述求品」， 幻術 ，

rnfiya ，譬喩，三性説

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （龍谷大学大学院）
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