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大乗菩薩道にお ける無相 と滅尽定の 背景に つ い て

太　田　蕗　子

は じめに　　『入 中論』の 菩薩階梯 を確認 す る と
， 第六地 か ら第八 地 の 展 開の 中

で 「滅尽定」が重視 され て い る．
一
方 ， 「修習次第』の 中で 示 され る菩 薩の 十地に

お い て は， 第六 地 か ら第八 地の 流れ の 中で 「無相」 （animitta ）の 獲得が示 され る．

本稿 で は まず， 『入 中論』 にお ける 滅尽 定， 『修習次第』の 菩薩階梯に お ける 無相

の 用例 を示 し， 関連する文献 と共に確認 して い きたい ． そ の 上 で ， ニ カ ー
ヤ 文献

にお ける無相の 用例 を検討 し ， 大乗菩薩の 菩薩階梯 にお い て 示 され る無相 と滅尽

定 との 関係性を知 る 手が か りと した い ．

1． 「入中論』 の 菩薩の 十地 に あ らわ れ る滅尽定　まずは ， r入中論』に お け

る滅尽定 の 用例 を確認 した い ．

第六地

現前 〔地〕におい て 等至 して い る心 に住 し ， 等覚者の 法 を現前に し ，
こ れ を縁 と して 生

ずる とい う真実を見 る彼 （第六地の 菩薩） は，般若 〔波 羅蜜〕に住す る こ とか ら．滅に

至る． （MA 　VI．1）

以上の ように ，彼 （第六 地 の 菩薩）は ，智慧の 光に よ り光明が明 る くな り， 自らの 手の

中に あるア
ー

マ ラ カの よ うに．これ ら三有は残 りな くは じめ か ら生 じる こ とが ない と覚っ

て ，言説諦 に よ っ て 滅に 至 る． （MA 　VL224 ）1）

第七地

〔菩薩は〕こ の 遠行 〔地〕にお い ては，刹那 ， 刹那 にお い て ，滅 に入 定 し，は げし く燃 え

る 方便波羅蜜 を得 る． （MA 　VII．labc）

第入地

彼 （第八 地 の 菩薩）の 願 〔波羅蜜〕は極め て 清浄に な り，勝者 （仏 陀）た ちが 〔菩薩を〕

滅か ら起き上が らせ る ．（MA 　VIII．2ab）

　『入 中論』の 菩薩地 におい て は，第六 地の 菩薩が滅尽定を獲得する とい うプ ロ セ

ス が 示 さ れる ． チ ャ ン ドラ キ
ー ル テ ィ は註釈 にお い て 「滅尽定」を真如 ・実際

（bhatak・ti）へ の 入 定 と解釈 し，

一
切の 戯論が滅 した状態で ある とい う2）． 『入中論』

の 第六地 は中観思想に基 づ い て 縁起 の真実 を証得す る次第が 示され ， その 最終段
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階で 滅尽定の 獲得が あ る． そ して ， 第七地で は菩薩は， 滅尽定に刹那 ご とに巧み

に入定する徳性 を獲得す る ． そ の 上で ， 第八 地 で は菩 薩が 滅尽定に 入定 した まま

で い る と諸仏 が菩 薩 を定 よ り起 こす と説か れ る ． こ の 第八 地の 議論は， 大乗 の 菩

薩 に課せ られ た有情利益 の 側面が色濃 く出て い る もの で あ る． つ ま り， 高度 な禅

定 に入定 した まま般涅槃する の で はな く， そ れ を獲得 した上 で の 有情利益 の 実践

が菩薩 に は課題 と され て い る．

　 こ の 菩薩の 階梯 にお い て 滅尽定が重視 され る思 想 は ， チ ャ ン ドラ キ ー ル テ ィ が

『入 中論』を書 き著す際 に依拠 した 『十地経』の 所説に基づ い て い る とまずは言え

る
3＞． しか しなが ら 『十地経』本体で は滅尽定 は特 に重要視され て い る 訳 で は な

い ． チ ャ ン ドラキー ル テ ィ が この ような菩 薩道 を示 した の は， ナ ー ガー ル ジ ュ ナ

が 『ラ トナ
ー

ヴ ァ リ
ー

』 に お い て 示 した菩薩の 十地 の 中で ，滅尽定が 重視 され て

い る点 の 方が大 きな要因で あろ う4）．

2． 『修習次第』初篇の 菩薩の 十地 に あ らわ れ る無相　次に 『修習次第』初

篇の 菩薩十地に示 され る無相 の 用例 につ い て 確認 した い ． 『修習次第』は 「止」と

「観」に基づ く修行法 を中心 として ，大乗菩薩 の 実践 階梯 を説 き示す論書で あ る．

そ の 実践階梯の ク ラ イマ ッ ク ス が菩薩の 十地であるが， その 十地 に着 目する と ， 第

六地か ら第八 地の 流 れ の 中で ， 無相 （dm 皿 itta）が重視 され て い る こ とが見て 取れ る．

第六地

〔そ れが 〕出来た と き，こ の 支分 の 完 成 と して 第六地 が定立 されて い る． こ 〔の 地〕で
，

菩薩は ， 縁起の 修習に住 してい るか ら，般若波羅蜜が
一

だん とす ぐれた もの となる ． ま

さに，般若波羅蜜が一だん とすぐれ た状態に あ る とい うこ の こ とか ら ， 仏の あらゆ る特

性 に直面す る者が こ の 地で 出現 す る とい うこ とで
， 〔こ の 地 は〕現前 〔地〕と云われ る．

か れ は無相 に 住する こ とを得た者 となる．〔しか し，〕間断な く無相住に入定する こ とは

出 来な い ，そ の 限 りが第六地である． （BhK 　I　226．19−227．1 ；
一

郷 ［2011 ：52］）
第七地

〔それが 〕出来た とき，こ の 支分の 完成 と して 第七 地が定立 され る， この 地 で も，菩薩

は ，あ らゆ る相 を無相 をもっ て 洞察 し， しか も，定義付 けされて 成 り立つ 言語的表示 を

排斥 しない ．この ことか ら， こ 〔の 地〕で方便波羅蜜が 一
段 とす ぐれた もの とな る．そ

して
，

こ の 地 は，無功用道 （第八 地）と直結する か ら， 〔すなわ ち〕非常 に遠 くに 来て い

るが ゆ えに，遠行 〔地 と云わ れ る〕．かれ は無相 に，間断な く住する者 となっ て い る 〔が，

そ の 〕無相住 に ，無功用 に流れ る よ うに は入定する こ とが出来ない ．その 限 りが 第七 地

で ある． （BhK 　1　227．　1　−9 ；一郷 ［2011：52］）

第八 地

〔それ が 〕出来た と き ，
こ の 支分の 完成 と して 第八 地 が定立 され て い る．そ して，こ の 地

にお い て は，無功用 に善品に 勤め る か ら，願波羅蜜が
一

だん とす ぐれ た もの となる ．無
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相へ の 功 用 か ら動 じる とい うこ とが な い か ら， こ 〔の 地〕は不動 〔地 〕と云われ る．か

れは，無功用 に無相 に住す る者 とな っ て い る． 〔しか し，〕同義語や 語源解釈等の 分類 を

もっ て ，あ らゆる様相で 〔説か れて い る〕すべ て の 教 えを説示す る こ とに 自在 とな りえ

ない ，その 限 りが 第八 地で ある ， （BhK 　I　227．9− 15 ；
一

郷 ［2011 ：53］）

　『修習次第』は ，菩薩が 第六 地 におい て無相 に住する こ とを獲得する と言 う．そ

の 上 で ， 第七 地 で は 間断な く無相 に住 しつ つ も無功用 に は入定す る こ とが で きな

い が ， 第八 地 に お い て そ れ が可 能 となる有 り様が説 か れ て い る 、 そ して ， 第八地

以 降で は， 無功用 に 無相 に住 する こ とが 出来る よ うにな っ て こ そ可能な有情を成

熟 させ る菩薩行を行う有り様が示 される． こ の 様に ， 第六 地か ら第八 地 の 流 れ の

中で 無相 に住す る姿が示 され る． こ の 『修習次第』 にお け る無相 の 趣意 は，先に

確認 した 『入 中論』 にお ける滅尽定 と大差ない ， つ ま り， 菩薩階梯 に おける高度

な定 の状態 を示 して お り， それ を獲得 した上 で 自在 なる有情利益 が可 能 となる．

　こ の 『修習次第』 にお い て示され る 菩薩の 十地 の 記述 は， カマ ラ シ ー ラ も述べ

て い る ように 『解深密経』第 9 章に基 づ くもの で ある 5）．

3． パ ー リ文献にお け る 無相 の 心定

3．1． 「想受滅定」の 位置 に 「無相 の 心定」が位置する用例　そ こ で 第 3 章 に お い

て はパ ー
リニ カ ーヤ 文献 に遡 り， 禅定段階 にお け る 無相 の 用例 を確認 しつ つ ，滅

尽定 との 関係性 を探 りた い ． 阿含 ・ニ カ ー ヤ 文献 に よる と， 四禅 定 ・
四無色定の

上 の 最高位 の 禅定 として 想 受滅定 （滅尽 定）が あ る と され る．
一 方 ， 無相 の 心 定

（animitta −cet ・samadhi ）や無相の 心解脱 （animitta ．cet。vimutti ） とい う用 語が見 られ，禅

定階梯 の 中で 重要 な位置を占め て い る と思わ れ る． そ して， 用例 と して は少ない

もの の
， 四禅定 ・四 無色定の よ り高位 の 禅定と して ， 無相 の 心定が示 され る用例

が ある ， それ を以下 で 確認 した い ． まずは ， MN 第 121 経 「小空性経」 の 教説で

あ る，「小 空性経」にお い て
， 比 丘 は村 ・人 の 想 ， 地の 想，空無辺処の 想 ， 識無辺

処の 想 ， 無所有処 の 想 ，非想非非想処 の 想 に よ っ て 順 に観察 し， 存在 しな い もの

に 関 して は 空で あ る と見， そ こ に残 る もの は存在 して い る と理解する ． そ して ，

その 四 無色定よ り上位の 定 と して 以 下 に示す無相 の 心定が登 場するL

つ ぎに また，ア
ーナ ン ダよ ，比 丘 は無所有処 の 想 を作意 せず，非 想非非想処 の 想 を作 意

せず，無相の 心定に よ っ て
一

つ の 状態 を作意 します．無相 の 心定 に 彼 の心 は．跳ね入

り，清ま り，確立 し，信解 します．彼は以 下の よ うに知 ります．厂まさに こ の 無相 の 心定

も作 り出 された もの で あ り，思惟 された もの で ある ．さ らに，い か なる作 り出され，思

惟 され た もの も，無常で あ り，滅す る性 質を持 つ もの で ある 」と知 ります． こ の ように

知 り， この よ うに見る彼 に は，欲の 煩悩か らも心が解脱 し，有 （生存）の煩悩か らも心
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が解脱 し，無明の 煩悩か らも心が解脱します． （MN ，　PTS ，　vol ．　III　lO8．10−20）

　こ の よ うに 当該 文献 は比 丘が 四無色 定を経 て無相 の 心定に住 し， 欲 ・有 ・無明

の 煩悩 か ら心 が解 脱す る と言 う． 次 に
，
SN の 用例を確認 した い ． 当文献 は四禅

定 ・
四無色定 を説 き ， 最後 に 無相 の 心定 につ い て 以 下の よ うに 述べ る，

　「無相の 心定，無相の 心定」 と言わ れる ．で は無相の 心定とは どの よ うな もの か．友た ち

　よ． こ の 私 （モ ッ ガ ラ
ー

ナ）に 次の よ うな思 い が 生 じた． こ の 世で，比丘 が，すべ て の

　相を作意 しない こ とか ら，無相の 心定 を達成 して ，住する ． これが 無相の 心定 と言われ

　る．友た ちよ， まさに こ の 私は，すべ て の 相 を作意 しない こ とか ら，無相 の心定 を達成

　して住 して い る，（SN ，
　PTS

，
　vol ．　VI 　268．32−269．5）

　この よ うに九次第定で あれ ば ， 想受滅定 が説 か れ る位置 に無相 の 心定が位置 し

て い る ．上 記 の SN の 教説 に対 して ， シ ュ ミ ッ トハ ウ ゼ ン は用語の 違い には注意

する必要が あ る と しつ つ も，想受滅定 と無相 の 心定 とは綿密 に 関係 して い る と言

えるの で は ない か と して い る 6）． 一 方 ， ブ ッ ダ ゴ ー サ は上 で 引用 した SN に対 し

て 以下 の よ うに述 べ て い る．

「すべ て の 相 を作意 しない こ とか ら，無相の 心定を達成 して住 した」とは，あらゆる常 ・

楽 ・我の 相を作意 しな い こ とによ っ て ， 出定 に到 る観 に相応する無相の 心定，す なわ ち

涅 槃 を所縁 とす る よ り上 の 道の 果 と なる 定 を 達 成 して 住 した の で あ る， （Sdirattha−

ppaka
−
sini

，
　PTS

，
　voL 　III　90，16−21）

　こ の よ うに ， 無 相 の 心 定 は 出定 に 至 る 観 で あ り， 浬槃 を所縁 とす る 果 定

（phalasamadhi）で あ る と され る．次節で は， ブ ッ ダ ゴ ー
サ の 註釈 に着 目 し，果定 と

され る 無相 の 心定が どの よ うに定義されて い るの か を確認 した い ．

3．2． 想受滅定 の 果定 （phalasam2patti） として 位置づ け られる無相 の 心定　MN

第 43経 「大有明経」で は死去 して い る者と，想受滅定 に入定 して い る者 との 差 違

は何か とい うこ とが問い として 示 され る ． 入定者 も死 去 した者 と同 じよ うに 身 ・

口 ・意の 行 は滅 して い るが ，寿命が尽 きる こ とは な く， 熱が あ り，感官が 清浄で

あ る とい う． そ の 議論 の流 れの 中で 次の よ うな こ とが論 じられて い る．

　友よ ， 無相 の心解脱 に入 るため に は，二 つ の 縁があ ります．つ まり，すべ て の 相 を作意

　しない こ と と，無相の 界を作意する こ とで す．尊者 よ ， 無相の 心解脱 に入定する た め に

　は，こ れ ら二 つ の 縁が あ ります． （MN ，
　PTS

，
　vol ．1296 ．27−30）

　同経典内で 「こ こ に比 丘 は一 切の 相 を作意 しな い こ とか ら無相 の 心定に達 して

住 して い ます． 友よ
，

こ れが 無相の 心解脱 と言 われ ます」（MN ，

　PTS
，

　voL 　I　298．2−4）

とい う
一

節が あ る こ とか ら
， 「無相の 心 解脱」とは 「無相の 心 定」 と同義 で ある と
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い える． こ れ に対 して ブ ッ ダ ゴ ー
サ は以 下 の よ うな註釈を して い る．

「無相 の 」 とは ，
こ こ で 何 を問 うて い る の か。滅尽 〔定〕か ら出定 した者の 果定 に つ い

て 私 は 問お う，
と，問 うて い る ． とい うの は ，残 りの 定か ら出定する こ とは有分 に よっ

て で あ る が ， 滅 か ら出定 す る こ とは ， 観 の 等 流 と し て の 果 定 に よ る か らで あ る ．

（PapaficastidanT，　PTS ，　vol．　II　352．9− 12）

　ブ ッ ダ ゴ ー
サ の 註釈に よれ ば 「無相の 心解脱」 嘸 相 の心定）とは滅尽定か ら出

定 した者の 果 定 （phalasamapatti） と され る ． 同経典で は ， 先程 も述 べ た よ うに 想受

滅定 に入定 した者 と，死去 して い る者 との 違 い が 議論 とな っ て い る． その 文脈で

「無相 の 心解脱」が取 り上 げ られた こ とに関 して ， ブッ ダゴ ーサ は こ の よ うに解釈

して い る の で あ る． つ ま り， 「無相 の 心 定」 は 「観 」 と註釈 され て い た が ， 身 ・

口
・意が滅 した想受滅定 （滅尽定）か ら出定す るた め に は，観の は た らきが あ り，

そ の 観 を無相 の 心定 嘸 相の心解脱） と して 捉えて い る の で あ る． なぜ 無相の 心定

が想受滅定の 果 として の 定 と解釈 されて い るの か ．次の MN 第 44 経 「小 有明経」

の
一 節が手がか りに なる．

友 ヴ ィサ
ー

カ よ，想受滅定か ら既 に出定 した 比 丘 に ，三 つ の 接触が触れ ます．空性 の 接

触 無相の 接触，無願の 接触 であ ります， （MN ，
　PTS ，　vo1 ．1302 ．20−22）

　当該文献で は想受滅定か ら出定 した比丘 に は， 空 ・無相 ・無願の 三 三 昧が接触

す る と示す． こ の ニ カー ヤ に対す るブ ッ ダ ゴ ーサの 註釈は以 下 の よ うで あ る．

と い うの は ， 空性 ・無相 ・無願 とい うの は，観で ある とも言われ るか らで ある．その 中

で ，比丘が 諸行を無常 と して 把握 して，無常 として見 て ， 無常か ら出定する ，その 者の

出定に 至 る観は無相と呼ばれるの で ある．苦 として 把握 し，苦 として 見て ，苦か ら出定

する． その 者の 〔出定に至る観 は 〕無願 と呼ばれ る，無我 として把握 し，無我として 見

て ，無我か ら出定す る，その 者の 〔出定 に 至 る観 は〕空性 と呼ばれ る ．そ の 中で 無相の

観 に よる道が無相 と呼ばれ る ，無相 の 果定 と と もに 生ずる 接触が触する と き，無 相 の 接

触が触する と言われ る． （Papaficastidani，　PTS，　vQL 　II　367．12−22）

　こ の 注釈に よる と
， ブ ッ ダゴ ー サは， 空 ・無相 ・無願 の 三 三 昧 を想受滅定の 果

定 として考 えて い る．「大有明経」で は無相 定の みが言 われ て い た が ，
こ の 註釈 に

よれば ， 諸行 を無常 ・苦 ・無我 の い ずれ の 観点 か ら観 察す るか の 違い に よ っ て ，

空 ・無相 ・無願 とな るが ，
い ずれ にせ よ想受滅定の 果定 と され る ．以 上 ， ブ ッ ダ

ゴ ー
サ は無相 の 心定 を， 想受滅 定か らの 出定 を促す観で あ り， 想 受滅定を経験 し

た 者が ， 涅槃 を所縁 と し住する果定で ある と解釈 して い る こ とが 分か っ た．
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おわ りに　ブ ッ ダ ゴ ー サ に よれ ば
， 想受滅定 と無相 の 心定 との 関係は 以上 の よ

うに定義 され て い た． つ ま り， 無相の 心定は想受滅定 か らの 出定を助力す る観 で

あ り，そ れ は果定と言 われ る ．この こ とか ら， ブ ッ ダゴ ーサの 註釈に基づ けば 『入

中論』にお ける滅尽定 と 『修習次第』にお ける無相 との 表現の 差違は， 最高位の

禅定に 関 して どち らの 側面 に着 目 した か の 違い で ある こ とにな る．

1）『入中論』第六章 （偈頌の み ）の サ ン ス ク リ ッ トに関 して は李 ［2012］，Li ［2015］参

照．　　　 2）MABh 　342．17−19 参照．　　　 3）『十地経』の 当該箇所 は DBhS 　122．6−123．8

を参照．　　　 4）ナーガール ジ ュ ナは 『ラ トナ
ー

ヴ ァ リー』の 第 5 章の 中で 菩薩の 十地

に つ い て 簡潔に説い て い る ．その 中滅尽定 に関する 記述が 見 られ るの は第 51 偈 （第六

地 ） と第 53 偈 （第七 地） にお い て で あ る．　　　 5） SNS 　122− 148参照．　　　 6）
Schmithausen［1981：235−−236］．
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