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Vijnaptiに つ い て の 再 考 察

北 野 新 太 郎

1問 題 の 所 在 よ く知 られ て い る よ うに,唯 識(vijnapti-matra)と い う場 合 の 「識 」

の原 語 はvijnaptiで あ る.そ れ ゆ え,vijnaptiと い う言 葉 が 唯識[無 境]の 立 場 に

た つ 唯 識 学 派 の思 想 を理 解 す るた め に重 要 な 意 味 を もつ も の で あ る,と い うこ と

は 説 明 を 倹 た な い で あ ろ う.最 近 で は,vijnaptiに 対 す る現 代 語 訳 と し て 「表 象

(Vorstel1ung,representation)｣と い う言葉 が使 わ れ る こ とが 多 い よ うで あ る.例 えば,

喩 伽 行 派 の 文 献 に お け る,「 唯 識｣と い う言 葉 の 最 初 の使 用 例 と して 知 られ て い

る,『 解 深 密 経 』(=samdhinirmocanasutra=SNS)の 「識 の 所 縁 は唯 識 の所 現｣で あ

る,と い う一 節 に 即 して考 え る と,「vijnana(rnam par shes pa)のalambana(dmigs pa

=対 象)はvijnapti-matra(rnam par rig pa tsam)と して顕 現 した も の」 で あ る,と い う

こ と にな るか ら,こ の,『 解 深 密 経 』 の 段 階 で は,「 表 象｣と い う訳 語 は,極 め て

妥 当 な も ので あ る とい って よ い と思 わ れ る.し か し,反 面,『 摂 大 乗 論 』 「所 知 相

分 」 に は,見 識,相 識 とい う言 葉 が で て く るの で あ るが,そ こで の 「識｣の 原 語

はvijnapti(=rnam par rig pa)で あ る.そ して この 場 合,「 表 象｣と い うよ く使 わ れ

る訳 語 をvijnaptiに あ て は め る と,見 識 は 「見 る は た らき を 有 す る表 象｣と 訳 さ

ざ るを得 な くな り,意 味 が 不 明 瞭 に な っ て しま う.vijnaptiを 「表 象 」 と訳 す こ と

を疑 問 視 す る見 解 は,芳 村 博 実 教 授 や,上 田 義 文 博 士 ら に よ っ て提 示 され て き た

の で あ るが,そ の 中 で,最 も注 目す べ き も の は,芳 村 教 授 に よ る指 摘 で あ る と

い っ て よ い で あ ろ う.芳 村 教 授 に よ れ ば,『 唯 識 二 十 論 』 第9偈d句 の'tasya

(h)'と い う,女 性 ・単 数 ・genitiveの 代 名 詞 の 意 味 す る も の は,ヴ ァ スバ ン ドゥ

自身 の注 釈 か ら も わ か る よ うに,vijnaptiで あ り,そ れ(vijnapti)が 眼根 と色 境,

す な わ ち種 子 と顕 現 とを 有 して い る,と い う構 造 が そ こ(第9偈)に お い て 示 さ

れ て い る の で あ るか ら,色 境 に相 当 す る顕 現(abhasa)はvijnaptiと は別 な もの で

あ り,vijnaptiは 主 観 と客 観 との両 方 に跨 が る形 で そ れ ら を包 摂 す る は た らき を有

して い る,と い う こ とに な る.以 上 の 芳 村 説 は,極 め て 妥 当 な考 え方 で あ る と

い っ て よい で あ ろ う.芳 村 教 授 は,Madhyantavibhaga(=MV=『 中辺分別論 』題 第
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Ｉ章 第3偈 にお いて 説 か れ る,よ く知 られ た 「四識 の 顕 現｣の 中 の一 つ と して 示

され るvijnaptiに つ い て も,vijnapti研 究 の 一 環 と して 検 討 され て い る の で あ るが,

そ こに お い て 芳 村 教 授 は,「 四 識 の顕 現 」 の 中 の 四番 目のvijnaptiに 着 目 し,そ れ

が 「能 所 の対 立｣に お け る 「媒 体 的 」 な存 在 と して は 位 置 づ け られ て は い な い,

とい う意 味 に お い て,MV第 Ｉ章 第3偈 のvijnaptiは,『 摂 大 乗 論 』 『三 十 頒 』 『二

十 論 』 に お け るvijnaptiと は 異 な った 意 味 で 使 わ れ て い る,と い わ れ て い る1).し

か し,『 喩 伽 論 』 「摂 決 択 分 」 に お け る 「アー ラ ヤ識 の存 在 論 証 」 につ い て説 明 す

る箇 所 で は,ア ー ラ ヤ識 が,内 ・外 両 方 向 の認 識(vijnapti)を 有 して い る,と い

わ れ て お り,筆 者 は,そ れ が,「 主 観 ・客観 の 二 つ に 跨 が るvijnapti｣と い う もの

の,よ り古 い使 用 例 で は な い か と考 えて い る.そ こで新 た に問 題 とな るの は,何

故,MV第 Ｉ章 第3偈 よ りも,そ の成 立 が 古 い とみ られ る 『喩 伽 論 』 「摂 決 択 分｣

に お いて,す で に確 認 さ れ る 「主 観 ・客 観 の 二 つ に跨 が るvijnapti」 が,そ れ よ り

も新 しい とみ られ るMV第 Ｉ章 第3偈 に お い て は,見 出 され な い の か,と い う こ

とで あ る.本 稿 の 目的 は,唯 識 三 性 説 研 究 の 一 環 と して も重 要 で あ る とみ られ る

vijnaptiに 関 す る諸 問題 の 中 の,特 に,以 上 の よ うな問 題 点 につ い て再 検 討 す る こ

とに あ る.

2『 喩 伽 論 』 に お け る 四 つ のvijnapti MV第 Ｉ章 第3偈 につ い て は,『 弁 中辺 論

述 記 』 に お い て,基 に よ る真 諦 批 判 が な され て い る こ とか ら もわ か る よ うに,古

来,問 題 とさ れ る こ との 多 い偈 で あ る とい え る の で あ るが,そ の こ とは,か つ て

長 尾雅 人 博 士 が 指 摘 され た よ うに,そ のMV第 Ｉ章 第3偈 が,か な り複 雑 な,〈 二

重 構 造 〉,或 い は 〈三 重 構 造 〉 とで も い うべ き構 造 を 示 して い る こ とに よ る とみ

て よ いで あ ろ う.そ して,MV第 Ｉ章 第3偈 にお いて は,「 顕 現 」 の 意 味 が,SNS

にお け るそ れ とは異 質 な もの に な っ て お り,そ の(MV第 Ｉ章第3偈 の)段 階 で は

既 に,「 顕 現 の 結 果 と して の形 象｣と して の 四 識 の 中 に,認 識 にお け る主 観 面 と

客 観 面 とが 包 摂 さ れ る構 造 が 示 さ れ て い る.こ の よ うに,複 雑 な構 造 を 示 すMV

第 Ｉ章 第3偈 は,何 らか の思 想 的背 後 関 係 を も っ て い るの で はな いか,と 考 え ら

れ る の で あ る が,例 え ば,『 喩 伽 論 』 「摂 決 択 分1に お い て は,「 ア ー ラヤ 識 の存

在 論 証 」 に関 す る箇 所 で,以 下 の よ うな 「四 種 の業 」 とい うも のが 示 され て い る.

tatha hi samasatas caturvidham karma - bhajana-vijnaptir asraya-vijnaptir aham iti vijnaptir visaya-

vijnaptis ceti2 /

訳:な ぜ な らば,略 説 す る と,業 は,四 種 類 で あ って,① 器[世 間]のvijnaptiと,② 依

り ど こ ろ(=個 体 存 在)のvijnaptiと,③ 「私 で あ る｣と い うvijnaptiと,④ 対 境(=
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visaya)のvijnaptiと で あ る.

そ れ に 対 し て,MV第 Ｉ章 第3偈 は,以 下 の ご と くで あ る.

artha-satvatma-vijnapti-pratibhasam prajayate /

vijnanam nasti casyarthas tad-abhavat tad apy asat//‚h•E33)//

訳:対 象 ・有情 ・自我 ・識 別作用 として顕現 す る識(vijnana)が 生 じる.し か し,そ れ

(識)の[四 通 りに顕現 す る]対 象 は,[依 他起 性 としての識 のはた らきに他 な らな

いか ら,外 界 の対象 として は]存 在 しない.そ れ[ら の四通 りの対象]が 存在 しな

いか ら,そ れ(識)も また存在 しない.

『喩 伽 論 』 「摂 決 択 分 藏 の 「四種 業 」 と,MV第 Ｉ章 第3偈 の 「四 識｣と を比 べ

て み る と,① 器[世 間]のvijnapti,② 依 り ど ころ(＝ 個体存在)のvijnapti,③ 「私

で あ る｣と い うvijnapti,④ 対 境(＝visaya)のvijnaptiは,そ れ ぞ れ 順 次 に,①

artha,②sattva,③atman.,④ ・vijnaptiに対 応 して い る こ とが わ か る.そ して,① ・

② は,ア ー ラヤ 識 の 内 ・外 両 方 向 の 認 識(vijnapti)で あ り,③ は マ ナ識,④ は六

識 で あ る とみ るべ きで あ ろ う.『 喩 伽 論 』 「摂 決 択 分 藏 の方 が,MV第 Ｉ章 第3偈

よ りも,そ の 成 立 が 先 で あ る とみ られ る か ら,MV第 Ｉ章 第3偈 の"作 者"は,

『喩 伽 論 』 に お け る 「四 つ のvijnapti｣を 前 提 と した上 で,そ れ らを省 略 した形 で,

artha・sattva・atman・vijnaptiと して 示 し左 の で は な い だ ろ うか4題.MV第 Ｉ章 第3

偈 に対 す るヴ ァスバ ン ドゥのbhasyaを み る と,そ こで のvijnaptiは,pravrtti-vijna-

naの は た ら きで あ る とい う こ とが わ か るの で あ るが,例 え ば,「 三 種 の転 変 」 に

つ い て 説 明 す るTrimsikakarika(=TK=『 唯識 三十 頌』)第2偈ab句 に お い て も,

同 様 の省 略 の 例 が 確 認 で き る.そ こで は,'vipako mananakhyas ca vijnaptir visa-

yasya ca([三 種の転変 とは]異 熟 と,思 量 と呼 ばれる もの と,対 象 を識別 す ることとで あ

る)'と い わ れ て お り,そ こで のvijnaptiは,そ れ 自体 が転 識(pravrtti-vijnana)に お

け る対 象 識 別 作 用 を意 味 して い る.そ れ ゆ え,こ の箇 所 の み を見 る と,ア ー ラヤ

識 や マ ナ 識 はvijnaptiで はな いか の よ.うに も考 え られ る.し か し,そ の 直後 のTK

第3偈ab句 で'asamviditakopadisthanavijnaptikam ca tat'と い わ れ る こ とか ら もわ

か る よ うに,ア ー ラヤ 識 も,(主 観 ・客観 に跨 が る)vijnaptiを 有 して い る.つ ま り,

TK第2偈ab句 に 限 定 して い え ば,ヴ ァス バ ン ドゥ は,ア ー ラ ヤ 識 のvijnaptiに

つ い て は,単 にvipakaと い う言 葉 で省 略 して 示 し,pravrtti-vijnanaの 識 別 作 用 の

み にvijnaptiと い う言 葉 を対 応 させ て い るの で あ る.こ の こ と と全 く同様 に,MV

第 Ｉ章 第3偈 の"作 者"も,ア ー ラヤ 識 の対 象 識 別 作 用 と して のbhajana-vijnapti

とasraya-vijnaptiこ を,単 に,artha,sattvaと 省 略 して示 し,pravrtti-vijnanaの 識 別
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作 用 の み をvijnaptiと い う言 葉 に よ っ て示 した,と 考 え られ る.

3結 論 以 上 の 検 討 の 結 果 として,以 下 の よ うな 結 論 を得 る に至 った .

MV第 Ｉ章 第3偈 のarthaとsattvaは,『 喩 伽 論 』 「摂 決 択 分 」 か らの思 想 的連 続

性 とい う点 を考 慮 に入 れ る と,ア ー ラヤ 識 の 直接 的 な識 別 作 用(vijnapti)と して

のbhajana-vijnapti,asraya-vijnaptiの 省 略 され た表 現 で あ る と考 え られ る.そ して,

そ の よ うなarthaとsattvaは,そ れ ぞ れ 順 次 に,環 境 世 界(artha=bhajana-vijnapti)

と個 体 存 在(sattva=asraya-vijnapti)と に対 応 す る とみ られ るか ら,そ れ ら二 つ の

問 に は,認 識 に お け る主 観 ・客 観 の 関 係 が 確 認 で き る,と い っ て よ い で あ ろ う.

そ の意 味 で,「 四 識 」 の四 番 目 のvijnaptiの み に着 目 して,そ こ(MV第 Ｉ章第3偈)

で は,「 主 観 ・客 観 の 二 つ に跨 が るvijnapti｣は,示 さ れ て は い な い,と 考 え る芳

村 説 に は,再 検 討 の 余 地 が あ る よ うで あ る.結 果 的 に,芳 村 説 を,部 分 的 に批 判

す る こ とに な っ て し ま っ た が,筆 者 は,芳 村 説 か ら教 え られ る点 が 多 く,そ の意

味 で 芳 村 教 授 を深 く尊 敬 す る者 で あ る.

1題 芳 村 教 授 は,次 の よ うに いわ れ て い る.

「『中辺 分 別 論 』 一 章 三 偈 が 内 含 す る様 々 な 能 所 の 対 立 は この相 違 を知 る手 が か りで

あ る.(1)に お い て 私 は 『摂 大 乗 論 』 『三 十頌 』 『二 十 論 』 のVijnaptiの 使 用 例 か らみ て,

『中 辺 分 別 論 』 ― 章 三 偈 で 示 さ れ る種 々 の能 所 の 対 立 に お い て,当 然Vijnaptiが 媒 体 的

に これ ら一 つ 一 つ の対 立 を 内 に も っ て 存 在 す べ きで あ る と述 べ た.し か し今 見 た よ う

に,(1)に お け る もろ もろ の 使 用 例 か らみ れ ば 当然 あ るべ き形 に お い てVijnatiは 単 に

四種 の 顕 現 の 一 に数 え られ る に過 ぎ な い.(1)に お け る 『中辺 分 別 論 』 の頌 以 外 の使

用 例 か ら見 れ ば当 然 あ る べ き もの が,一 章 三 偈 自身 か らは 汲 み 取 れ な い.」(下 線 北 野)

(芳 村 博 実 「Vijnaptiに つ い て の 一 考 察(2)」 『仏 教 学 研 究 』 第43号,1987年,p.260,

1.15―p.261,1.2.)

2)よ く知 られ て い る よ うに,『 喩 伽 論 』 「摂 決 択 分｣に お け る 「ア ー ラヤ 識 の 存 在 論 証｣

につ い て の説 明箇 所 は,Abhidharmasamucaya-bhasyaに 引用 され て お り,そ こか ら,サ

ン ス ク リ ッ ト原 典 が 回 収 さ れ る の で,こ こ で は,そ れ を 示 した.(Abhidarmasamuc-

caya-bhasya,Tatia ed.,p.13,11.5―6.)

3)Madhyantavibhaga-bhasya,Nagaoed.,p.18,11.21―22.

4)例 え ば,竹 村 牧 男 博 士 は,『 唯 識 三 性 説 の 研 究 』(p.125,11.16―21.)に お い て,『 喩

伽 論 』 「摂 決 択 分｣の 「四 種 業 」 と,MV第 Ｉ章 第3偈 の 「四 つ の 顕 現｣と の 間 に は,

思想 的 な連 続 性 が認 め られ る,と の見 解 を示 さ れ て い る.

〈キ ー ワー ド〉vijnapti,唯 識,ア ー ラ ヤ識,三 性 説,顕 現

(大 正 大 学 綜 合 佛 教 研 究 所 研 究 員,博 士(文 学))
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respectively for progressive tantric practitioners. 

78. A Reconsideration of Vijnapti 

Shintaro KITANO 

Prof. Hiromi Yoshimura says that vijnapti in the Madhyantavibhaga (=

MV) I.3 known through the preaching of the "four manifestations" is used 
with a meaning different from that found in the Mahayanasamgraha, Vimsa-

tika, and Trimsika. This is due to the fact that vijnapti in MV I.3 does not 

convey a mediating subject or object of cognition. However, it is said that 
alayavijnana possesses cognition (= vijnapti) in both directions, inside and 

outside, according to a passage which describes the "proof of the existence 

of alayavijnana" in the Viniscayasamgrahani of the Yogacarabhumi. Taking 
the ideological influence of the Viniscayasamgrahani into account, one may 

suppose that the author of the MV I.3 expressed "bhajana-vijnapti and asra-

ya-vijnapti" which originally meant direct cognition of alayavijnana through 
the contracted expressions of "artha and sattva". In that case, asraya-vijnapti 

would correspond to individual existence, while bhajana-vijnapti would cor-
respond to the surrounding world, meaning that between the two, the rela-

tion of the subject and object of cognition is confirmed. As a result of the 

above-mentioned examination, in MV I.3, "vijnapti extending over a subject 
and object of cognition" is expressed through words different from vijnapti. 

79. On the Mahamayatantra 

Jisho OMI 

The Mahamayatantra (abbr. MMT) is classified by Bu-ston as a yoginitan-
tra. This tantra consists of three chapters and has two other titles, Parama-

guhya and Mahaguhya. Ratnakarasanti (ca. 10c.-llc.) wrote a commentary on 
this tantra, entitled Gunavati. According to his commentary, the fact that 

the opening word is "atha" indicates that this tantra is a kind of akhyatatan-

tra or uttaratantra (explanatory or supplementary tantra). In the present paper, I
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