
PrasahgaどViparyaya

上 田 昇

Bhavaviveka(BV)に よるBuddhapalita(BP)中 論 注 へ の論 理 学 的 批 判 の う ち

興 味 深 い もの にviparyaya(置 換)な る操 作 が あ る。 これ は 元 来 帰 謬 論 法(pra-

sahgavakya, prasahgapatti)で あ るBPの 論証 をDignaga論 理 学 に お け る 論証 と 解

す る(読 み か え る)こ とに よ って 行 な われ る。 現 代 的 観 点 か ら見 る と き, vipar-

yayaに よ るBP批 判 は イ ン ド論理 学 一 般 が そ こに含 まれ る1)と こ ろ の 名 辞 論 理

学(termlogic)に よ って, 帰 謬 論法 が そ こに含 ま れ る と ころ の命 題 論理(proposi-

tionailogic)が 表 現 可能 か, とい う問題 と して把 え る こ とが で き よ う。一 方BPを

弁 護 しつ つ行 な われ るCandrakirti(CK)の 帰 謬 論 法 も, 我 々 の 眼 に は, 一種 の

擬 似 推 論 とい わ ざ る を得 な い 面 を持 って い る。 これ らの 点 を他 生 否 定 を モデ ル ケ

ー ス と して考 察 する。

(I)BP: 諸法 は他 か ら生じない(not P)。 一切か ら一切が生ず る(H)こ とに な って し

ま う(hotH)か ら(sarvatah sarvasambhava-prasahgat)2)。

BV: これ 〔BPの 論 証〕は帰謬 論法であ るか ら, 所成 ・能成 の置換(sadhya-sadh-

ana-viparyaya)を 行えば,『 諸法は 自, 共, あるいは無 因か ら生ず る(IP')。 特

定 の ものか ら(kutas cit)特 定 の もの が(kasyacit)生 ず る(H')か ら』〔とい

う立論が 生 ず る〕の で, 前 の 主 張 〔中論 第1偶na… …utpanna jatu vidyante

bhavah kvacana kecana〕3)壱こ矛盾 す る4)。

CK: もし他 〔乙〕 に縁 って他 なるもの 〔甲〕が生ず る(P)な らば, その ときには

灯 りか ら深い闇が生ず るであ ろう。 また, 一切 か ら一切 の生起 がある(H)こ と

にな ろ う。他た ることは全ての非 生起 者について等 しい(C)か らである5)。

(II) (I)に お け るBPの 立 論 を(notP: notH)で 表 わ す 。BVは 所 成(not

P)・ 能 成(not H)に っ い てviparyayaを 行 な い(P':H')な る立 論 を発 生 せ しめ

て い るが, Avalokitavrata(AV)に よれ ば6), これ はnotPへ のviparayaとnot

Hへ の 寸iparyayaか ら構 成 さ れ る。 つ ま り, 文(命 題 立論)Xのviparyayaを

V(X)で 表 わ す こ と に す れ ば, V(notP: notH)=(V(notP): V(notH))=(P':

H')と な る 。 こ こでBV-AVの 主 張 す る と こ ろ は次 の 如 くで あ る と解 せ る。

(P':H')はP'が 偽 で あ る(即 ちNagarjunaに よ って 否 定 さ れ て い る)の で, 正 しい
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論証 でない。従 って(not P: not H)も また正 しい論証 でない。

こ こに は次 の よ うな暗 黙 の 前 提(S)が あ るで あ ろ う。

(not P: not H)が 論 理 学 上 正 しい論 証 で あ るな ら ば, V(not P: not H)も ま た正 しい

論証 である。即 ちviparyayaは 論証 の正 しさを保存す る。(前提S)

BV-AVが 想 定 して い た 論 理 学 は, お お む ねDignaga論 理 学 で あ る と 考 え ら れ

る7)。従 って 論 証 は 推 論 形 式 を も って す れ ば一 般 に, 

A(h, a), sRh A(s, a)......(1)

と表 現 す る こ と が で き る 。(a=paksa, s=sadhyadharma, h=hetu, R=遍 充 関係。例:

A(所 作性, 声), 無常性R所 作性A(無 常性, 声))

従 って 立 論(not P: not H)及 び(P':H')は 次 の よ うに表 現 で き よ う。

A(not H, 諸法), p0 R not HA(p0, 諸法)… …(2) 但 しA(p0, 諸法)=not P

A(H', 諸法), p0'RH'A(po', 諸 法)......(3) 但 しA(po', 諸法)=P'

こ こでnot H及 びH, は あ くま で 諸 法 の述 語(dharma)と 見 られ る 必 要 が

あ る 。例 え ばAVはnot Hをsadhana-dharmaと して い る8)。 こ こ でV(not H)

は 次 の よ うに命 題 の複 合 名辞(複 合語)に よる表 現 を介 して理 解 す る こと が で き

る 。

先 ず 命 題Hをsarva-sarva-sarpbhava(α)で 表 わ す 。 そ し て 命 題not Hをa-

sarva-sarva-sarpbhava(β)で 表 わ す 。 次 に βを((a-sarva)-(a-sarva))-sarpbhava

(γ)と 解 釈 し, γ に お け るa-sarva(否 定名辞)を あ ら た め てkascitに お き か え

kascit-kascit-sarpbhava(δ), これ を命 題H'見 な す 。

と こ ろで 他 のBP批 判 の 箇 所9)のviparyayaを み る時, BV-AVが 今 のvipa-

ryayaに おい てnot HをHノ に, 即 ち βを δに解 した こと は文 脈 か らの 要請 を除

け ば何 ら必 然 性 を持 つ もので はな い こ とが 分 か る。 こ こで 前提Sを 問題 にす る。

Sが 成 り立 つ とす れ ばBPの 論 証(not P: not H)のDignaga論 理 学 的表 現, 即 ち

(2) にお い て, 論証 因 た るnotH(も し くは複 合 名 辞 β)が 正 因 な らば, そ のvipa-

ryayaに よ って 生ず るH'(も し くは δ)も また(3)に お い て正 因 の はず で あ る 。 しか

し, notHがviparyayaに よ ってH'に 置 き換 え られ る こと に は何 ら(非 文 脈 依

存 的 な)必 然 性 は な い の で あ るか ら, viparyayaに お け る 否 定(paryudasa)の 配

分配 置 が どの よ うで あ れ(有 意 味 で あ る限 り)あ らた に定 立 され る命 題(も しくは

複合名辞)は 全 て再 び正 因 で な け れ ば な らな い 。 この こと は保 証 され る で あ ろ う

か 。我 々は こ こに 至 ってDignaga論 理 学 の ぞ も そ も命 題(も しくは複合名辞)を 論

証 因 とす る こ との 可能 性 を 問 わ な けれ ば な らな い で あ ろ う。
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(III) (I)に 引用 した よ うにCKはBPの 論証(not P: not H)を 命 題Cを 補 っ

て 次 の よ うな命 題 論 理 と して表 現 可 能 な形 で解 釈 してい る 。

Pか つC」 か らHが 言 え る 。 しか る にHは 偽 で あ る。

従 ってPとCは 両 立 し得 ず, Cを 前 提 とす る 限 りPは

否 定 され る 。

入 中 論 に よれ ば10)Hが 偽 で あ るの は,つ ま る と ころHが 含 意 す るで あ ろ う 「稲

の芽 が稲 の種 子 ばか りで な く火 か ら も生 ず る」 とい うこ と が 経 験 上 あ り得 な い

(na drstam)か らであると言える。筆者は上 に記 した 釜 の実質は次のような

推 論 で あ る と 考 え る 。

稲 の 芽 が 稲 の 種 子 か ら生 ず る(B1)稲 の 種 子 は 他 者 で あ る(C1)

稲 の芽 が他 者 か ら生 ず る(P1) 火 は他 者 で あ る(C2)

稲 の芽 が 火 か ら生 ず る(H1)

CKが 「他(者)」 な る語 を 用 い る と き,そ れ を 二 重 に 用 い る と 考 え ら れ る 。 第

一 は 乙 が 甲 と 異 な る と い う意 味 に お い て 乙 を(甲 の)他 者 と 呼 ぶ 場 合(記 述)で

あ り藻 二 は 端 的 に 「他 な る も の 」 臆 味 す る 場 合(名 前)で あ る 。B1C1/P1に お

い て 「他(者)」 蝶 一 の 意 味 に 用 い, P1C2/H1に お い て 第 二 の 意 味 に お い て 用 い る

と き我 々 は 実 質 的 にCKの 立 論 と等 し い も の を 得 る 。
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