
The Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assoclatlon 　of 　工ndlan 　and 　Buddhlst 二　St二udles

（110） 印度學佛教學研究第 64 巻 第 1 号　平 成 27 年 12月

『大乗荘厳経論』第 XI 章にお ける三性説

間　中 充

は じめ に

　瑜伽行唯識学派 の 「三性説」 とい う真実観は非常 に重要 な概 念で あ り， そ の 成

立 過程 に 関 して は ， 『解深密経』 （Samdhinirm ・canastitra ：SNS ） に 見 られ ， 『瑜伽 師地

論』（｝bg c々δrα肋 伽 ’）「摂決択分」 （吻 醜 卿 3硼 g励 曜 ：ViSg）で 展 開 し， 弥勒論書 と

され る 「大乗荘厳経論』 （Mahdy 」nastitr 」lamhara ：　MSA ）や 『中辺分別論』 （Madhyanta −

vibh 」ga：MAV ）にお い て唯 識 思想 と結 びつ く， とい う見解 にお お よそ疑い は ない で

あろ う．その うち，「菩薩地 」（Bodhisattvabhtimi：BBh ）の 章立 て をほ ぼ継承 して い る

MSA におい て
， 本偈 に 直接 「三性説」が 言及 され る の は，第 XI 章 「述 求品」kk、

36−43 求諸相 （laksarpa−paryesti）とい う項 目内の
一
箇所の み で あ る．

　 こ れ まで 筆 者 は拙 稿 2014 で kk．15− 16 を取 り上 げ， 「三 性説 」を譬喩 で 説 明

し て い る 内容 に 関 して 世 親釈 （Maha
’
y」nasfitr 」iamka

’
ra ．bhdSya： MSABh ） と安慧釈

（3跏 δ’岬 緬 rσ一vrttibhasya ：SAVBh ） との 見解 の 相違 を提示 し， 「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 ． そ の

際に本偈 と注釈 を分けて考える こ との 重要性 を指摘 したが ， 用 い られ方 は異な る

もの の
， や は り本偈に 「三 性説」が 説か れ て い る kk．38− 41 に もそ の よ うな考察が

必要 と思 われ る．本稿 で は以下 に 諸偈 を挙 げなが ら構造 を把握 し，kk．13−29 の 箇

所 と比 較する． 結論 として ， MSA 第 XI 章 にお ける 三 性説 は ， 少 し混乱が 見 られ

る 「遍計所執」（parikalpita）と 「依他起」（paratantra）に比べ
， 「円成実」（pariniSpanna）

に 三 性 の 中心 と して の
一

貫性 を保 たせ て い る こ とを指摘 したい ．

1． MSA 第 XI 章 kk 　38−41 の 構造

《k．38》

《k．39》

言葉で 言 う通 りに対象 を想起する こ との 因相 と，それの 習気 と，そ 〔の 習気〕

か らもまた対象が顕現する こ とが ，遍計所執相 である．

名称に従 っ て対象が，また は対象に従 っ て名称が顕現 する こ とは
， 実に，非有
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《k．　40》

《k．41》

〔なる もの 〕の 分別 （虚 妄分別）の 因相 なる 遍計所執相で あ る．

三 種 （場所 ・対象 ・身体）と三 種 （意 ・取 ・分 別） とに顕 現す る ， 所取
・能取

を特徴 とする虚 妄分別は，実に依他起 の 相で ある．

無 であ る こ と 〔かつ 〕有で ある こ とで あ り，有 と無 とが等 しい こ とで あ り，非

寂静 〔か つ 〕寂 静 で あ り，無分別で ある もの は，円成実相で ある 1）。

　以上が MSA 本偈に 「三性説」が直接言及 され る箇所で あ る． こ こ は kk．　36−43

求諸相の 項 目内で ある た め ，「三性 」で は な く 「三 相」 と な っ て い る．そ もそ も初

期瑜伽行派の 文献におい て 「性」（bhava）と 「相」（laksarpa）はほぼ 同義で互換 的に

用い られて お り， SNS で も三 性説 は 「相」で 表 され て い る
2）． た だ し， 木村 2005

で は 断定 は して い ない もの の ，性 （−svabhava ）の 時は Karmadhdraya で ，相 （−lakSana）

の 時は Tatpurusaで ある こ とを明 らか に して い る ため ，注意は 必要 で ある． また兵

藤 2010 で は こ の 箇所 を MsA 以 前の 三性説 と比 較 し
，
　 sNs や visg な どで 依他起

性 を示す特徴的な語 nimitta が 遍計所 執相 を示す もの と して 用 い られ て い る こ とに

注 目 して い る
3）． とは い え，MSA 本偈が 「三相」 と して こ の

一
箇所 に しか説か ず

に， BBh の 「真実義品」 に比 較的構造が近い 4）と される kk．13− 29 で 直接言及 し

なか っ た こ とは
， や は り留意すべ きで ある．

《kk．38−41》　 〈遍計所執相〉 ＝虚妄分別の 因相

　　　　　　　　 因相，習気，対象の 顕現

　 　　　　 　　　 名称か ら対象，ある い は対象か ら名称が 顕現す る こ と

　　　　　 〈依他起 相〉 ＝虚妄分別

　 　　　　 　　　 所取 の三 種 （器世間 ・六境 ・六根）

　 　　　　 　　　 能取の 三種 （末那識 ・前五 識 ・第六意識）

　　　　　 〈円成実相〉 （＝真如）

　　　　　　　　   無で ある こ と 〔か つ 〕有で ある こ と，有 と無 とが等 しい

　　　　　　　　   非寂静 （偶来的雑染），寂静 （本性清浄）

　　　　　　　　   無分別 （無戯論）

2． MSA 第 X1 章 kk．13−29 との 比較

《k．13》　 真実 とは ， 絶 えず二 を離れた もの で あ り，迷 乱 の依 り所 で あ り，あ らゆ る 点で

　　　　 全 く言語表現が で きない もの
， また無戯論の 性質をもつ もの で ある ．〔各々 〕

　　　　 知 られ る べ き， 断 じられ るべ き， また清浄 に され るべ きで ，本性 として無垢

　　　　 なる もの と考え られ，虚空 ・金 ・水の よ うに煩悩か ら清浄 となる もの で ある

　　　　 と考えられ る ．
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《k，15》

《k．16》

《k．20》

幻 の ように，虚妄分別 〔の あ り方〕が説明 される．

幻事の よ うに ，
二 の 迷乱 〔の あ り方〕が 説明される ．

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〕．

そ こ にお い て有 は無で は な く，無 はま さに有で はな い ．

そ して，有 と無 との 無差別が，幻等 〔の 譬喩〕に つ い て 規定 され て い る S）．

　k．13で は偈 に直接 「三 性」とい う語は登場 しない が ， そ こ に 関連性が ある こ と

は明らか で ある．ただ菅原 1984で はこの 箇所につ い て ，MSA 本偈の 意図と MSABh

の 解釈 とが異 な る として ， tattvaは三 性で 言 えば円成実性 の み を述べ た もの と して

い る 6）．確 か に ， 所取 ・能取 の 二 を離れ る こ とが遍計所執性の 説明 に用 い られる

こ とに関 して は ， kk．15− 16 を見て もわ か る よ うに ，
二 が遍計所 執に対応 し ，

二 を

離れ る こ とを円成実とする こ とが 自然 で ある た め
， 少 し違和感 を覚 える． しか し

迷 乱の 依 り所 を も円成実と捉 える こ とは難 し く， また三 性 とは それ ぞれ別 々 の も

の で は な く， 同一 の 真 実 を別 々 の 観点か ら表 した もの で あ る と思 われ る の で
，

こ

の tattvaは必ず しも円成実性 の み を示 して い るの で は ない と考えられ る ．

《k，13》

〈遍計所執性〉〔所取 ・能取の 〕二 を離れ た もの で 〔非有で ある と〕遍 く知 られ るべ き

〈依他起性〉　 迷乱の 依 り所で 断 じ られる べ き

〈円成実性〉　   無戯論

　　　　　　  本性清浄で ある が 〔客塵 煩悩で 雑染だ か ら〕清浄 に される べ き

　こ こか らわか る よ うに，k．・41 で 説示 され て い る 円成実の 相 （特徴）の うち，  

と  が k．　13 に見受けられ ，   に つ い て もk．20 に 有 と無 の 規定が 表され て い る （た

だ し，こ こ はあ くまで 譬喩の 項 目で あ る）。 しか し，遍 計所執 と依他起 に関 して は，
一

致する記述が kk．13− 29 に は 見出せ ない ， まず，　 k 　40 で は依他起 の相 （特徴）と し

て 所取 ・能取が 挙げられ る もの の
， k．13や k．　15 で は 遍計所執性 の 方に ，所取 ・

能取 の 二 （dvaya）が 迷乱 の 意味で 用 い られ て い る ， また k，38 で は 遍計所 執の 相

（特徴）と し て 因相 （nimitta ）が示 され て い るが ，
　 k．13 で は依他起性 の 方 に ， 迷乱

の 依 り所 とい う原因の 意味で 用い られて い る ． こ の よ うに 同 じ第 XI 章内で あ り

なが ら ， 遍計所執と依他起の 説明に 関 して は少 し混乱が見 られる，

　た だ k．16 の 譬喩に， 「そ こ にお い て そ の 本質 （bhava）が ない よ うに勝義は ある」

す なわ ち 「依他起 にお い て遍計所執が な くな る こ とが 円成実 で ある 」 とい う 『摂

大乗論』 （Mahdya
’
nasamgraha ）の 「二 分依他」の よ うな構造が見 られ る こ とか ら も，
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MSA は MAV 同様に 「虚妄分別 ＝ 依他起」の 関係 を徹底 し ， 依他起 を重視 して い

る と言 える ． と はい え MSA 本偈 の み で kk．13− 29 と kk．38−41 とを比 較す る と，

そ の 説 明に 一 貫性 が窺 える の は 「円成実」 の み で あ る こ とが わか る ．

おわ りに

　以上 の 考察か ら
，

MSA 第 XI 章本偈 で は 「三性 」 とい う語 を直接用 い ず と も，

円成実 を 中心 に 三 性が 意図 されて い る と言 える ． すな わ ち， k．　13 で まず tattvaと

い う
一般的 な 「真実」の 語 を使用 し，譬喩を用 い た k．16で 「三 性」に 「二 諦」（satya）

の 概念 を絡 め て
， 後の kk．38−41 で 「三相」（lakS・rp・）の 定義を示す とい う偈の 順序

か ら も，
三 性 の 中心 と して 「円成実」 を強調 し， その 内容 に

一
貫性 を保 たせ て い

る こ とが確認 で きた の で あ る，

1）舟橋 2000：46−47．　　 2）SNS の 「三 相」 を継承 して い る ViSgで は 「三 性」 と な っ

て い る．　　　 3）兵藤 2010：343−344．　　 4）本村 2009参照．　　　 5）舟橋 2000：40−

42．　　 6）菅原 1984 で は，その 理 由として 主に 以 下の 点を指摘 して い る． （i）MSABh

に よる と
，

a 句の yatは遍計所執性 と依他起性，　 b 句の yatは円成 実性，　 c 句の yatは三性

全て ，d句の yasyaは 円成実性を受ける こ とに なる が，本偈 は全 て 冒頭の tattva を受ける

は ずで ある． （ii）「二 を離れる」 とい う説明は円成実性 に 用い られる もの で ，　 MSABh の

よ うに遍計所執性 に は 読む こ とは で きな い ．

〈
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