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九十八 随眠説1
一

見苦 ，

　　　こお ける戒禁取

見道所断分別 の 検討
一

水　野　和　彦

はじめ に　戒禁取 （6ilavratapar五mar 動 は， ア ビ ダル マ 仏教で は五 見随眠の 一 つ で

あり， 外道の 戒や 禁忌 な どに執着する煩悩法で ある ． そ して 有部 の 九十八 随眠 説

の 中で は， 見道 に お い て ， 苦諦 と道諦 を見 る こ とに よ っ て 断た れ る とい う見苦所

断と見道所 断 に分類 され る． さ らに こ の 二 部 （見苦所 断，見道所断）にお い て
，

三

界 ご とに配され ，
九十八 の うち六 つ を構成する．

　こ の 九十 八 随眠 説の 戒禁取 に つ い て は， 『阿毘 達磨倶 舎論』 似 下 『倶舎』）で も

言及 される が， 周知の ご と く 『倶舎』は有部の 教義をベ ー ス に しなが らも， 随所

に有部を難 じる論書で ある． 戒禁取につ い て も 「随眠品」の 中で ， 五見 の
一

つ と

して 説明 す るが ， こ の 後 に戒禁取 の 所断分別 につ い て 別項 を立て て 議論 を展 開

す る 1）．

　こ れ は の ちに 『倶舎論光記』 で ， 四 つ に整理 2＞（太過失難，無別相難 執見疑難

集滅邪見難） され るが ， 有部の 見所断分別の 妥当性 をめ ぐっ て 論難す る． しか し ，

こ の よ うに註釈が 試み られて い る に も関わ らず， この 議論 は 難解で あ り， それ に

つ い て の 先行論文は， 遠藤 ［1996］3）以外 に今の とこ ろ 見当た らない ． こ の 論文

にお い て ，遠藤氏 は ， 先の 『光記』の 四つ の 分類 に 基づ き検討するが ， そ の 引用

文献 は 『阿毘達磨発 智論』 （以下 『発智』）， 『阿毘達磨大 毘婆沙論』 （以下 『婆沙』），

『順正 理 論』， YaSomitra註 な ど多岐 に わた る．そ して そ の 多 くの 引用か らか ， 議論

の 焦点が散漫 に な り， 有部の 思想か それ と も世親の 批判なの か ， その 区別が容易

で ない ．

　そ こ で本稿 は 『発智』， そ して その 註釈で あ る 『婆沙』における 戒禁取 の 所断分

別 の 議論の 引用 に留め ， 有部の 思想 を整理，再考す る． こ れ らの 論書 は， 純有部

的な枠組み が確定で きる もの で あ るか ら， その 上 で ， 世親の 有部批判 も明確に な

る と考える．

1． 「倶舎』の 議論　有部論書の 検討の 前 に ， 先 に 『倶舎』 で 戒禁取の 論点を確
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認 してお く
4＞． 『倶舎』で は

， まず 「因で ない もの を因 とする」， 「道で ない もの を

道 とす る 」見解 を， 戒禁取 と述 べ る． そ の 事例 と して
，   大 自在 （maheSvara ）や

生天 （praj5pati）な どを ， 世 間の 因 と見 なす， またそ れ らに執着す るこ と，   水や

火 に入 る こ とに よ っ て 天 に生 まれ る こ とを願 う， そ して それ らに執着す る こ と
，

  戒禁を受持 し，サ ー ン キ ヤ （samkhya ）や ヨ ー ガ （y・ga）の 智に よ っ て ， 解脱の 道

で ない もの に， 道で ある と執着する こ と
， と列挙する． こ こ で は仏教 的に外道 と

見 な され る 慣習 ， 思 想の 事例 が 列挙 され る が， そ れ らが見 苦所 断で ある か ， そ れ

と も見道所断で あるか の 分別は説かれて い ない 、

　 た だ 「因 に あ ら ざ る もの を因 とする 」（以下 ，非因計因）， 「道 に あ ら ざる もの を

道 とす る 」 （以下 ，非道計道） と い う二 つ の 分類 は ，見 苦所 断 見道所断の 分類 と

は異 なる もの で あるの か． 結論か らすれ ば， この 分類 が本稿の 論 点で ある が， 言

葉の 使い 方か ら考えれ ば非因計 因が見苦所断で あ り， 非道計道が 見道所 断 と見 な

せ るで あろ う． しか し一様 に然 りとい えない 議論 も存在 する こ とか ら，
こ の 問題

の複雑 さが あ る． そ こ で ， 『発智』 『婆沙』 の 記述 をみ て ゆ くこ とに す る，

2． 「発智』 『婆沙』， 「結蘊 ・不善納息」 よ り　 「結蘊」 は 『倶舎』で は 「随

眠品」 にあた り，煩悩法 を九結 ， 七随眠等に分類 し， その 分別註釈 を行う章で あ

る． こ こ で は， 戒禁取 を見苦所断 ， 見道所 断の 二 類型 に 大別する
5）， そ して 『婆

沙』の 註釈部分で ， こ れ らの 類 型 の特徴 を述べ る． そ れ は，見苦所 断 （  苦処， 

穢 処 に転ずる ，  内道者が起 こ す，  非因計因），見道所 断 （  道処 ，   浄処 に転ずる ，

  外道 の み が 起 こす，  非道計道 ）とあ る 6），

　 こ れ らは二 項対 立 の 如 く， 簡潔に対比 されて 理解 しや すい ． この 中で
， 見苦所

断は内道者 （仏教者，三 宝 に帰依 した もの ）， 見道所 断は 外道が起 こす とあるが， 苦

を誤認する の は内道者だけで な く，外道 も含むこ とは明 らか で あ り，その 一方で ，

内道者が見道 所断の 戒禁取 を起 こす こ と もな い ， と含意 して い る と考 え られ る．

3． 『発智』 『婆沙』， 「雑蘊 ・世代
一

法納息」よ り　次に 「雑蘊」 は 「発智』

『婆沙』の 初章で あ り，その 中の 「世代
一

法」は，四 善根位 の
一

つ で あ り聖 道 論で

あ る． 賢聖 の 階梯 に お い て ， 見随眠 を どう断ず る か と い う文脈で 理 解すべ き箇所

で ある ．

　こ こで まず 『発智』 で は ， 非因計因 を見集所断で な く見苦所 断で あ る と説明す

る 7）． これ は
， 『倶舎』で 世親が因で ない もの を見集所断とせず， 見苦所断 とする

難 を述べ る根拠 とした箇所で あろ う
8）． そ して 『婆沙』の 対応す る註釈で は， そ

の 非 因計因の 事例が 描か れ て い る．
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　綱要書 とい う性格 の 『倶舎』で は ，
こ うした事例 を限定 してい る の に対 して ，

『婆沙』で は多くの 具体例 を示す 9）．例 えば仏教 の 基 本的な因果則 で あ る業 因 を認

め ない こ と， またバ ラモ ン の 神 々 を根本原 因 と して執着す る こ と， あるい は プル

シ ャ （purusa）や プ ラク リテ ィ （pra  i）とい うサ ー ンキ ヤ思想へ の 言及など，
こ れ

らの事例 を非因計因の 戒禁取 と して い る． こ れ らは外道を意識 した記述で あ る と

推測で きる．

　しか し， もう
一

方の 非道計道 につ い て は ， た だ 「戒 禁取 は非因計因 ， 非道計道

の 二 種類ある」 と言及す るの み で あり， 道あ るい は道諦 に対す る具体例はお ろか

概念 の 説明 さえない ．それ は ，
こ の 箇所は聖道論で あ り内道的な説明で あるか ら，

外道あるい は非道計道 に つ い て の 検討 は省か れた と も考 えられ る，

4． 『発智』 『婆沙』， 「見蘊 ・ 見納息」よ り　 「見蘊」 は末章に置か れ ， 外 道

の 教説 を中心 と した 「見」随眠を説明する． 『発智』で は，   劣学 t   戒   禁 ，

  浴，  梵行，  苦行 ，   承事につ い て ， 「こ れ らの 行為 を戒 と して （あるい は禁）

と して
， 浄脱 し， 出離 し ， 苦楽の 辺 に 至 る 」 とい う見解が t 非 因計 因の 戒禁取で

ある と述べ る 1°）． そ して 別 の 箇所で も，外道の 教説や 業の 因果則 を全面 的にあ る

い は部分的に容認 しない もの などが，「非因計因の 見苦所 断で ある戒禁取の 見」と

して挙 げ られ て い る
11）．

　こ の ように 『発 智』で は，非因計因の 分類の 列挙 が幾つ か続 くが ， 『婆沙』の 対

応す る註釈で は ， 「結蘊」 「雑蘊」で は見られ なか っ た， 非道計道につ い て の 別の

分類 が見 られ る。そこ で はまず先に，非因計因に つ い て 二 類 型ある と言及する
12）．

その 内容 は，   執する所の 我 と常 との 法 に迷 うこ とは ， 我 と常 に つ い て の 顛倒 で

ある こ とか ら見苦所断で あ り，   宿作，苦行等に 迷 うこ とは ，
た だ 果処 にお い て

の み 転ず る もの だか ら， 見苦所断で ある
，

と述べ る．

　そ れ に対 して
， 非道計道 につ い て も二 類型 ある と提示す る

］3）．   有漏戒等 に執

して 道 となすこ とは，麁顕 なる果の 相に迷 うこ とか ら見苦所断で あり，   道諦 を

謗る邪見等 に執 して 道 となす こ とは ， 因果の 相 に於い て 迷執する に非 ざる こ とか

ら ， 見道所断で ある と分類す る．

　 こ こで 注 目すべ きこ とは
， 非道計道の 戒禁取に見苦所 断 と見道所 断の 二 種類 あ

る とい うこ とで あ る． こ の 点 にお い て 見道所断は非道計道で ある と分類 した 「結

蘊」 とは異なる． 非道計道 と規定 され る道に も， 苦諦を見て 断つ 場合 が あ る とい

うの で あ る ． さらに 道諦 を見て断ぜ られ る戒禁取 とは， 直接無漏で あ る道諦 を縁

ずるの で は な く， 有漏 俔 道所 断の 邪見や疑 な ど）を所縁 とし， そ れ らと随増 す る
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煩悩だ と定義す る． こ の 重迷 の 惑 とい わ れ る 戒禁取 は， 有部独特 の 理論で ある ．

　有部 は法 を分類す る 上 で ， 厳密 な定義 をして それ に基づ く分類 を重視す る． そ

して ， その 意味を優先する あま り， 具体的な事象で の 説明が され に くい ．

　 した が っ て
， 見道所断の 戒禁取 につ い て 言及 しよ うとする と，「道諦が ない 」と

い う見道所断の 邪見， あるい は 「道諦 の有無 に つ い て 迷 う」 とい う見道所断の 疑

など， こ れ らの 煩悩法 を縁 ず る こ とに よ っ て 起 こ す もの が ， 見道所 断の 戒禁取 と

い うこ とに なる が ， ど うして も具 体性 が乏 し い 表現 と なる ．

小結　　『発智』や 『婆沙』に お け る戒禁取の 議論は膨大で あるが ， 本稿で は 「非

道計道」 と記述 され る 箇所 を点検 した と こ ろ ， 見苦見道所 断の 分類 に 関 して ， こ

うした思想的変化が み られ た． そ して世親が 『倶舎』で批判 したの は， こ うした

「結蘊」 と 「見蘊」の 見解が
一 致 しない

， 『婆沙』の 矛盾を指摘 した と考え られ る ．

　 こ の 背景に は外道思想 を どう扱うか につ い て 考察が必 要で あろ う． そ もそ も戒

禁取 だ けで な く見随眠は ，外 道 を強 く意識 した もの で あ り， その 思想や 戒， 実践

も含め て
， 仏道 と異 なる もの をどの よ うな煩悩法 と して 分類するの か ，

とい うこ

とが ア ビ ダル マ 仏教の 眼 目で ある ． さ らに ，
こ れ らの 論書の 成立時は ， 外道とは

言い 切 れ ない 新 た な仏教思想が 登場 した もの と想像で きる．従 来の 仏教 とは似 て

非なる思想が あ っ て も， そ れ らを外道の 思想か そ れ とも仏教思想の 拡大解釈 とし

て 捉 えるの か， 常 に有 部論師 た ちは， その 再定義 を迫 られた の で は ない か． こ の

新 旧情報の 集積が ， 『婆沙』で あ り，そ こ に齟齬が生 じる の は ，あ っ て 然 る べ きで

は な い か と考える．

　そ して そ の 戒禁取の 議論中で ， 仏道や 道諦 とはなに か とい う問題 で ， 有部は仏

教思想 に合 わ ない 教義を信奉す る 人々 の 戒や 禁 を具体 的に は説 かず ， 敢 えて
， 抽

象表現 にす る こ とで
， 九十八 随 眠説の 整合性 を図 っ た の で はな い か と考 える．
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