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『喩 伽 師 地 論 』 に お け るVaStUとnimittaの 関 係

三性説 との関係において

本 村 耐 樹

1.は じめ に 唯 識 学 派 は,凡 夫 の雑 染 か ら清 浄 へ の 転 換 を説 明 す る た め に 三 性

説 と呼 ばれ る理 論 を用 い た.三 性 とは遍 計 所 執 性(parikalpita-svabhava),依 他 起 性

(paratantra-svabhava),円 成 実 性(parinispanna-svabhava)で あ る.そ して そ の 中 で 依 他

起 性 は ア ー ラヤ 識 と対 応 され,そ の ア ー ラ ヤ識 と して の 依 他 起 性 を 中 心 に他 の 二

つ の 自性 が 関連 付 け られ て い る と一 般 に考 え られ て い る1).こ れ に対 し,筆 者 は

これ まで に,『 中辺 分 別 論 』 に お け る三 性 説 に つ い て考 察 し,そ こで は三 性 説 が

依 他 起 性 で はな く,円 成 実 性 を 中 心 とす る構 造 と して説 か れ て い る とい う解 釈 を

示 した2).

本 稿 は,『 中 辺 分 別 論 』 の よ うな 三 性 説 の 構 造 が ど こ に 由 来 す る もの な の で あ

ろ うか とい う問 題 意 識 の も と,『 喩 伽 師 地 論 』(Yogacarabhumi,以 下 『喩伽 論』 と省

略)「 本 地 分 ・菩 薩 地 」(BBh)お よ び 「摂 決 択 分 ・菩 薩 地 」(VinSg)そ れ ぞ れ の

「真 実 義 章 」 に お け る 〈事 〉(vastu)と 〈因相 〉(nimitta)の 概 念3)を 通 して,『 喩 伽

論 』 の 三 性 説 を 考 察 し,『 中辺 分 別 論 』 と同様 の 三 性 説 の構 造 が 『喩 伽 論 』 の 当

該 箇 所 に も説 か れ て い る こ とを明 らか にす る4).

2.〈 事 〉 と仮 説 「本 地 分 」 中 「菩 薩 地 ・真 実 義 章 」 に お い て,諸 法 が 本 来 的 に

言 葉 の仮 設 を 離 れ た も の で あ る こ と と,菩 薩 の法 無 我 の 智 に よ っ て 「〈事 〉 の み」

「真 如 の み 」 を把 握 す る こ と とが 説 か れ る5).そ の 際 「菩 薩 地 」 は よ く知 られ た

『小 空 経 』 の 引用 に よっ て6),正 しい空 観 に お い て 何 らか の 「余 れ る もの 」 の 認 識

が あ る こ とを示 す.そ して,そ の 「余 れ る もの」 につ い て は次 の よ うに言 わ れ る.

また,そ の 「色」 等 と名付 け られ た 〈事 〉 において余れ る もの とは何 か.実 にそれは

「色」等 の仮説 の拠 り所で ある7).

即 ち,「 色 」 等 と仮 説 され た 存 在 に お い て,「 色 」 等 の仮 説 は存 在 しな い が,そ

こ に 余 れ る もの と して,仮 説 の拠 り所 が 存 在 す る と言 わ れ るの で あ る.つ ま り,

「色 」 等 と仮 説 さ れ る も の に お い て,仮 説(「 色」等 の言語表現)は 存 在 しな いが,

そ の仮 説 の拠 り所 は存 在 す る とい うも の で あ る.本 来 『小 空 経 』 で は,例 え ば,
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「あ る講 堂 に象 等 は存 在 しな い(空)が,そ こに余 れ る もの と して比 丘 サ ンガ は存

在 して い る(不 空)」 とい う形 で提 示 され る よ う に,基 体 で は な く,そ れ を拠 り所

とす る も の の存 在/非 存 在 が 問 題 とな っ て い た.し か し,『 喩 伽 論 』 で は そ れ を,

あ る基 体 を拠 り所 とす る もの は存 在 しな い が,そ こ に余 れ る もの と して,そ の 基

体 とな って い る も の 自体 は存 在 す る と読 み 替 え た の で あ る8).こ の読 み替 え か ら,

『喩 伽 論 』 が,元 来 『小 空 経 』 で は前 提 とされ て い た基 体(講 堂 等)の 存 在 を 「余

れ る もの 」 と して積 極 的 に提 示 した.そ して,そ の 「余 れ る もの 」 が 〈事 〉 とさ

れ るの で あ る9).以 上 「本 地 分 」 に お け る 〈事 〉 に つ い て 考 察 した が,「 本 地 分 」

で は 〈事 〉 に重 心 が 置 か れ,そ の 〈事 〉 とそ れ を基 体 とす る仮 説 とい う二 つ の も

の の 関係 が主 題 とさ れ て い る.

3.〈 事 〉 と 〈因相 〉 「摂 決 択 分 」 中 「菩 薩 地 ・真 実 義 章 」 に お い て 真 如 と 〈事 〉

に つ い て,次 の よ うに説 か れ る.

真 如 とは何 か[と い う]な らば.法 無 我 として顕現 した もの,聖 者 の智 の対象 として

の,一 切 の言説 の基体 た るものに関 して,基 体 とな っていない状態 の 〈事〉 の ことで

ある10).

こ こで は,真 如 と 〈事 〉 が 同 じ もの で あ り,言 説 の 拠 り所 とな っ て い な い基 体

で あ る こ とが分 か る.そ して 〈因相 〉 に つ い て,

〈因相〉 とは何 か.略 すな ら,言 説 の拠 り所 となっている 〈事〉 である11).

と定 義 さ れ,ま た,

〈因相 〉 は世俗 有で ある と言われ るべ きか,勝 義 有で ある と言われ るべ きか[と 言 う]

な らば,答 え る.世 俗有 であ る と言 われ るべ きで ある.二 つの理 由か らで ある.雑 染

なもの として起 るゆえに.ま た,仮 有 なる拠 り所 であるゆえに12).

と説 か れ る.こ の記 述 か ら 〈因相 〉 は,言 説 の拠 り所 の状 態 に あ る 〈事 〉 で あ り,

雑 染 で,仮 有 な る基 体 で あ る こ とが 理 解 さ れ る で あ ろ う.し た が っ て 〈事 〉 と

〈因 相 〉 は共 に基 体 として の位 置 づ け が な され て い る が,〈 事 〉 は言 説 の拠 り所 と

な っ て い な い,聖 者 の み の よっ て知 られ る 「余 れ る もの」 と して の基 体 で あ るが,

そ れ が言 説 の拠 り所 とな っ て い る場 合,そ れ が 〈因相 〉 と呼 ば れ るの で あ る.「 本

地 分 」 で は仮 説 と 〈事 〉 の二 つ の 関 係 が 説 か れ た が,「 摂 決 択 分 」 で は,そ こ に

〈因 相 〉 とい う三 つ 目の概 念 が 導 入 され て い るの で あ る.

さ らに 「摂 決 択 分 」 で は,真 如,即 ち 〈事 〉 と,〈 因 相 〉 が 三 性 に あて は め ら

れ,前 者 を 円 成 実 性 に,ま た後 者 を依 他 起 性 に含 め る とい う議 論 が 後 続 す る13).

そ の 記 述 を も とに,先 の 〈事 〉 と 〈因 相 〉 の 関係 を三 性 に あて は め る と,〈 因 相 〉
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とは言 説 の拠 り所 とな っ て い る 〈事 〉 の こ とで あ っ た の で,同 様 に,言 説 の拠 り

所 とな って い る 円成 実 性 が 依 他 起 性 で あ る と考 え られ よ う.「 本 地 分 」 「摂 決 択 分 」

と も に 〈事 〉 に重 心 が 置 か れ て説 か れ て い た よ うに,三 性 説 に お い て も 円成 実 性

に重 心 が 置 か れ て 説 か れ て い る と考 え られ るの で あ る.

また,こ の よ うな 円 成 実 性 を基 体 とす る構 造 は次 の 箇 所 か ら も窺 い 知 れ る.

〈因相〉 と真如 とは異な る と言 われ るべ きか,異 な らない と言 われ るべ きか[と 言 う]

な らば,答 え る.二 つ とも言 われ るべ きでは ない.そ れ は どうしてか.二 つ とも矛盾

があ るか らであ る.異 なってい るな らば何の過失があ るのか[と 言 う]な らば,〈因相〉

の勝 義は真如ではない ことになって しまう14).

こ こで は 〈因相 〉 と真 如 が 不 一 不 異 で あ る こ とが 言 わ れ るが,そ の 理 由 として,

そ れ らが 異 な る と き,〈 因相 〉 の勝 義 が 真 如 で な い こ と に な っ て し ま う と説 か れ

て い る.即 ち 〈因 相 〉 と真 如(〈 事〉)は 同 じ言 説 の基 体 で あ るが,〈 事 〉 は勝 義 と

して の基 体 で あ り,〈 因相 〉 は世 俗 的 な も の と して の 基 体 な の で あ る.以 上 の よ

う な記 述 か ら も,〈 事 〉 は基 体 に位 置 づ け られ る も の で あ り,そ の 基 体 が 言 説 の

拠 り所 とな っ た 時,同 じ基 体 で あ っ て も 〈因相 〉 とい う世 俗 的 な もの とな る とい

う こ とが 分 か る.三 性 説 の 構 造 を考 えた 場 合,も し基 体 が 依 他 起 性 で あ るな ら ば,

円 成 実 性 は 「依 他 起 性 に お い て 言 説 の 存 在 し な い こ と」 とい う概 念 的 な も の と

な っ て しま う15).こ の よ うな もの が 円成 実 性 で あ る な らば,円 成 実 性 は決 して言

説 の拠 り所 とは 言 わ れ な い で あ ろ う.し か し,以 上 見 て き た よ う に,『 喩 伽 論 』

で は 円成 実 性 と して の 〈事 〉 は 「余 れ る も の」,即 ち 言 説 の勝 義 的 な意 味 で の基

体 とさ れ て い るの で あ る.そ して 〈因 相 〉 は 「仮 有 な る拠 り所16)」 と言 わ れ た よ

う に,言 説 の拠 り所 とな っ て い る 〈事 〉 で あ り,勝 義 と して 実 有 な る もの は真 如,

即 ち 円 成 実 性 として の 〈事 〉 の み な の で あ る.

以 上 の 考 察 か ら,〈 事 〉 は基 体 に位 置 づ け られ る こ と.ま た,〈 事 〉 と 〈因相 〉

は同 じ言 説 の基 体 として 説 か れ て はい るが,異 な った レ ヴ ェル の もの で あ る こ と.

そ して,三 性 説 の構 造 は 〈事 〉,す な わ ち 円 成 実 性 を 基 体 と した も の で あ り,そ

れ が 言 説 の拠 り所 とな った とき,依 他 起 性 と して の 〈因相 〉 と呼 ば れ る とい う こ

とが 明 らか とな っ た.そ して,こ の よ うな 円 成 実 性 を基 体 とす る三 性 説 の構 造 が

『中辺 分 別 論 』 に も見 られ る こ とか ら,『 喩 伽 論 』 の三 性 説 は 『中 辺 分 別 論 』 へ も

影 響 を与 えて い る と考 え られ るの で あ る.

略 号 お よ び テ キ ス トBBh:Bodhisattvabhumi,ed.U.Wogihara,Tokyo,1930.VinSg:
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try to establish the relationship between the MMT and the Devimahatmya 

(abbr. DM), a basic Hindu text of worship of the Goddess, through the analy-
sis of the word "brahmanda" in the MMT (chap. 1, verse 4) and in the DM 
and of some adjectives used to describe the deity, Mahamaya (MMT chap. 1, 
verse 4-6). According to my hypothesis, the MMT was composed between 

the eighth and eleventh centuries. 

80. On the Aditajataka from Palm Leaf Manuscripts kept in Otani Universi-

ty: A comparative study with the Burmese (Zimme) and Northern Thai (Lan-

na) recensions 

Hiroyuki MURANISHI 

There exist at least three recensions (Burmese, Laotian & Cambodian) of the 

Pannasajataka, which is a collection of 50 non-canonical jatakas unique to 
South East Asia. The Burmese recension was published first in 1981 by P. S. 

Jaini in the PTS series (No.172) as "Pannasa-Jataka or Zimme Pannasa". In 
1998, Chiang Mai University edited and published "A Critical Study of 

Northern Thai Version of Panyasa Jataka". Otani University has long held 
many palm-leaf manuscripts in Khmer script, in which we found 27 stories 

originated from Pannasajataka. Here, I make a comparative study of the 

Otani version of the Aditajataka with the equivalent story in the Burmese re-
cension: Adittarajajataka (No.1) and the Northern Thai version: Adittarajaja-

taka (No.43). The Aditajataka is a story of gift-giving (dana). The king Adita 

gives his beloved queen to a Brahman hoping that he will be a buddha in fu-
ture. The author seems to have composed this story based on the famous 
Vessantarajataka (No.547). Comparing these four texts, I conclude that the 

Northern Thai version seems to show the oldest style and image of the Pan-
nasajataka. 

81. The Relationship between vastu and nimitta in the Yogacarabhumi 

Taiki MOTOMURA
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Vastu appears as the base of verbal denominations and as a verbally inex-

pressive thing in the Yogacarabhumi, especially in the Tattvartha Chapter of 
the Bodhisattvabhumi. In the Viniscayasamgrahani, nimitta appears in the 

same position as vastu. Furthermore, these are connected with the Three-

nature Theory. In this paper, I have tried to investigate vastu and nimitta in 
the connection with the Three-nature Theory. 

I have investigated the Three-nature Theory in the Madhyantavibhaga-

bhasya before. From that investigation, I found that the structure of the Three-

nature Theory in the Madhyantavibhagabadsya is different from that in the 
other texts of the Yogacara School. Generally, the structure of the Three-

nature Theory is thought to be that paratantra-svabhava is a locus of parikal-

pita-svabhava and parinispanna-svabhava. But in that text, that locus is pa-
rinispanna-svabhava. In my opinion, Vasubandhu, who is the author of that 

text, may possibly be influenced by another text which was written before 

the Madhyantavibhagabhasya. Through an investigation of vastu and nimitta 
in the Yogacarabhumi, it appears that there is a possibility that Vasubandhu 
was influenced by the Three-nature Theory of the Yogacarabhumi. 

82. The Position of Vajrasattva According to the Mahdvairocandbhisambo-

dhi-vikurvitddhisthanavaipulyasutrendrarajana madharmaparyaya 

Tatsuto HIRAOKA 

83. On the Kayatrayastotra 

Akimasa TSUDA 

The Kayatrayastotra (P no.2015) may be supposed not to have been written 
by Nagarjuna, considering the meter, Sragdhara, and the terms for Trikaya, 

the set of which is not yet seen even in the earliest Yogacara works, i.e. the 
Bodhisattvabhumi of the Yogacarabhumi, the Samdhinirmocanasutra and 

the Viniscayasamgrahani of the Yogacarabhumi. It is possible, although we 

cannot prove it conclusively, that this stotra was composed before the estab-
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