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酒　井 真　道

1 ． 本稿の 目的

　刹 那滅論証 を巡 る イ ン ド仏教 思 想 史上 ，
PramE4aviniScaya 〈PVin） は重 要 な 著作

で あ る． とい うの も，
以 降の 思想史に 強い 影響 を及 ぼす こ とに なる sattvanumana

（SA ＞ と呼ば れ る ， 刹那 滅論証 の 論証 形式が 完全 な形で 姿を現す の が本作 だ か ら

で あ る
D
． 本作に お ける 刹那滅論証の 叙述部 （PVin　2　76，ll−83，IO）は その 6 割強が

，

先立 つ 著作で ある
2）PramApavllrttikasvampti（PVSV ）か らの 引用 で 構成 さ れ る ．残

りの 3割弱 （pv 重n 　279 ，1−8L9＞ は PVi登 にお い て 新 た に書 き足 さ れ た部分 で あ るが ，

こ の 増補部 に SA は 登場す る． 増補 部の 蟹頭 に は ， 論証 因 「所作性」 と所証属性

「無常性 」の 遍 充関係 の 不確定 を指摘 する前主張が 概か れ ， そ れ に対する 回答の

中 に SA が登場す る．

　蔵訳 資料 に基 づ く先行覇 究 （Steinlcellner　i968〆69，　Steinkellner　1979＞は ，
こ の 増補部

に は
，
SA

， そ して SA の 普遍妥当性 を確保する た め の 諸議論の み が収め られ て い

る と理解 して い る． い わ ば
， 増補 部 は SA 導入 とい うた だ一

つ の 目的 の た め に書

き下 ろ され た と見 な され て い るの で ある． しか し ，
PVin の 梵文原典が 出 版され ，

更 に ダル モ
ー

ッ タ ラ 註の 梵文原典写本が 参照可 能 とな りつ つ ある 現在
3）

，
こ の 増

補部 に つ い て 別の 解釈 が可 能 とな っ て い る． す な わ ち ， ダル マ キ ー ル テ ィ は ，
こ

の 増 補部に お い て ， 遍充関係不確定 を指摘する前主張に対 し， 二 つ の 回答 を提示

して い るの で ある． 第
一

は SA の 導入 の 契機 とな る もの で あ り， 第二 は それ とは

別の 仕方 に よ る もの で あ る． 蔵訳資料に基づ か ざる をえなか っ た先行概 究で は そ

の 位 置 を正 しく理解する こ とが 困難 で あ っ た と思 われ る こ の 第二 回 答に焦点を当

て て ， そ の 内容 を考察す るの が 本稿の 目的で あ る．

2． 「所作性」と 「無常性」の 遍充関係の 不確定を指摘する溝主張

増補部の 冒頭に来る前主張は以下 の よ うで あ る．
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pvin　279
，
1− 3： ［前主張 ：］「

一
々 の ［原 因］総体 か ら生 じた もの は 消滅す る」とい うこ

の こ と もまた，全 く確定 され るべ きで は ない ． なぜ な らば
，

そ れ ら （≡一 々 の 原 因総

体）を余す とこ ろ な く見 る こ とは な い か ら．す な わ ち ， 諸 ［原 因コ総体は多様 な能力 を

もつ こ とが 知 られ て い る．その 中に は不 滅の 本性 をもつ もの を生ぜ しめ る よ うな ， 或 る

何 らか ［の 原 因総体］が存在する こ と もあ るだ ろ う．

こ の 前主張で は ， 不滅な もの を生ぜ しめ る 原 因総体が 存在する可能性が指摘 さ れ

る こ とで
，

一
切の 作 られ た もの が 無常で あ る こ と

， す なわ ち，所作性 と無常性 の

遍充 関係 の 不確定が 主張 され て い る ． 論拠 は以 下 の よ うで あ る ．我 々 は ， 諸原 因

総体が 様々 な能力を もつ こ とを知 っ て い る．例 えば
， 米の 種 と土 や水 な どの 総体

は 米 の 芽 を生 ぜ しめ る が
， 麦 の 種の 場合 は そ うで ない とい うよ うに． そ し て ，

我々 はそ うい っ た原 因総体 の
一

々 を余す と こ ろ な く知覚 し ， そ の 能力 を
一

々 確 か

め る こ とが で きない ． 知覚 に は 限 りが あ る か ら． よ っ て
， 諸 原 因総体 の 中に は，

不滅な本性 をもつ もの を生ぜ しめ る原 因総体 が あ る とい う可 能性 は否定で きない

　　我 々 は単に そ れ を知覚 して い な い だけ だ

能性が ある 以上 ， 遍 充関係 は成 り立 た ない ．

3 ． ダル マ キ ー ル テ ィ の 回答

3 ．1． 第
一

回答

とい うの で ある． そ うい っ た可

　こ れ に対する ダル マ キ ー ル テ ィ の 第一
回答 は

， 実在物の 目的実現能力 に訴 える

もの で ある．

PVin　2　79，34 ： ［第一回答 ：］［知覚 され て い な い 原 因総体が ある と い うこ とは］ない ． と

い うの も，実在物 とい うもの は， 目的実現の 能力を特徴 と して い るか らで あ る．すなわ

ち， 言表で きな い ［もの ］ （nirupakhyam ）と い うの は
， それ ぞれ ［の 目的 実現 ］ に対す

る能力の 記述 （upakhya ）の 欠如 （viraha ）を特徴 として い る の で ある．

こ の 回答で 核心 となる の は ， 目的実現能力 の 記述 （samarthyopakhya ） とい う概念で

ある． ダル マ キー ル テ ィ に よれ ば ， 或 る もの が 言表 され る の は ， す なわ ち， 或 る

もの が こ とばに よ っ て 言 い 表され る の は
， それ が もつ 目的実現能力 が根拠 とな っ

て そ う言表され るの で あ る． こ の 場合 ， 知覚 されて い な い 原 因総体が ある と主張

して も， そ れ は 知覚 され て い ない の で あ る か ら， それが 如何な る 目的実現能力 を

もつ の か は知 られ えず ， その 能力は 記述 され え な い ． に もか か わ らず ， それ は

「原 因総体」 と言 表 さ れ て い る． こ れ は 矛盾 で ある ． 知覚 され て い ない
， す なわ

ち， そ の 目的実現 能力が 記述 され えな い もの が 「原 因総体」 と言表さ れ る こ とは
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で きない ． こ の よ うに して 前主張 は斥け られ る ． 「原 因 総体」 と言表 され る もの

で あ る 以上
， そ の 目的実現能力 は知 られて い なけれ ばな らない し ， 知覚 され て い

な い の な らば ， そ れ は な に もの と も言表 され ない
， とい うわ けで あ る ．

　こ の 第
一

回答 を提示 した 直後 に
， ダル マ キ

ー
ル テ ィ は ， 般 涅槃 時の 阿羅漢の 最

後心 をめ ぐる付論を展 開す る
4）
． そ して ， そ の 付論 を締め くくる 形 で 彼 は

， 非刹

那滅 な もの は ， 阿 羅漢の 最後心 が そ うで あ る よ うに は ， 目的 実現能力 を もつ こ と

が で きない こ とを結論づ け る．非刹那滅 で あ る もの は
， 目的実現の 継時性 と同時

性 とに 矛盾する ． よ っ て ， 非刹那滅 な もの は 目的実現能力 をもた ず， 従 っ て 非存

在 で あ る と結 論付け る
5）

の で ある ． こ の よ うな形 で
， 存 在性 と刹 那 滅性 の 遍 充

関係 が 証明され る刹那 滅論 証の 論証形式 が SA で あ る．

　第
一

回答で は ，
SA で 重要 な役割 を果たす こ とに な る 目的実現 とい う概念 が 言

及 され て は い るが ， 第
一

回答の 内容 その もの と SA の 提示 は直接 に は 関係 して い

ない こ とは注 意すべ きで あ る．

3 ．2 ． 第二 回答

　こ の SA を提示 した 直後 に ダル マ キ ー ル テ ィ は 以 下 の よ うに述 べ る． こ の 部分

が問題 となる第二 回答で あ る．

　 PVin　2　80，10−12： ［第二 回答 ：］或い は （va ）， 蘊 ・界 ・処 とい う特徴 をもつ 作 られ た もの

　 の 無常性 が 論 証 され る の だか ら，批 難 に 当た らな い ． なぜ な らば， そ れ （＝ 蘊 ・界 ・

　 処） を性質 と しない もの に は，正 しい 認識が無い の だ か ら ， 不成 立 なの で ， 肯定 的 随伴

　 を定め る こ とが不可能 だか らで あ る ．そ して
， そ れ こそ が ， 我 々 に と っ て作 られた もの

　 なの で ある 。ア ビ ダル マ にお い て 匚以 下 の よ うに コ言 われ て い る よ うに　　 「どの ダル

　 マ が作 られ た もの なの か．五 蘊で あ る．」 と．

こ れ を ダ ル モ ー
ッ タ ラ は 以下 の よ うに註釈 して い る．

或い はむ しろ （atha ・va ）， そ れの 本質が 諸蓮で あ り ， 諸擾で あ り，諸襲で あ る もの
， そ

の よ うな作 られ た もの の 無常性が 論証 され る．そ れゆ え に，「この こ ともまた，確定 さ

れ る べ きで は ない ．」 と ［先の 前主張で ］述 べ られた こ と，こ れ は 批難に 当た らない
6）
．

す なわ ち ， ダル モ
ー

ッ タ ラ は PVin　2 中の 選言詞 va を atha 　va と註釈 して お り， 彼

は こ の 箇所 を先 の 前主 張 に対す る ダ ル マ キ
ー

ル テ ィ の 第二 回答 と見 な して い る こ

とが分 か る
7）
．

　
一

方 ， 蔵訳で は こ の 選言詞 vb に対応す る語が yafi　na8
）

とな っ て い る， こ れ を

受 けて ， 先行 研 究 は，yah　na を 「更 に ／ そ の 上 」 （ferner） と訳 出 し
9）
， 当該 の 部

分を ， ダ ル マ キ
ー

ル テ ィ が 自らの新機軸で ある SA の 普遍妥当性 を仏教 内部 の 論

争か ら守 る議論 と して 理解 して い る． 具体的 に言 えば ，
SA は蘊 ・界 ・処 とい う
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仏 教の 伝統 的な存在論 の カ テ ゴ リー に よ っ て 分類 された もの の すべ て を包括で き

る論証で ある ， とい うこ とが保証 され る
一

節 として この 部分が 位置付け られ て い

る の で あ る
1G）

．

　 しか し， ダ ル モ
ー

ッ タ ラ の 解 釈に 依拠す れ ば ， ダ ル マ キ
ー

ル テ ィ は PVin にお

い て
， 遍充関係不確定 を指摘す る前主張に対 し， 2 つ の 異な っ た 回答 を用 意 して

い る こ とに な る． そ して ， 彼 は こ の 2 つ の 回答 をそ れ ぞ れ提示 す る た め に
，

こ の

増補部 を PVin で新 た に書 き下 ろ し ，
　 PVSV か らの 引用部分に付加 したこ とになる．

　さて
， 第二 回答は ， 作 られ た もの とは ， 蘊 ・界 ・処 を本性 とす る もの の こ とで

あ り，
そ の 無常性が 論証 され るか ら， 前主 張で 述べ られ た 過 失は ない

，
とい うも

の で ある ． す なわ ち ， 前主 張で 問題 とな っ た 知覚 されて い ない 原因総体 を仮に認

め た と して も， そ れ か ら生 じた もの は ，知 覚され ない もの で ある 。 そ して
， それ

は
，

そ の 知覚不可能性 の ゆ え ， 蘊 ・界 ・処 を本性 とす る もの に な らない 。 そ し

て
，

正 しい 認識 が ない
，

つ ま り直接 知覚され る こ とが な い そ れ に対 して は肯定的

随伴を示すこ とが で きない ． すなわち ， 遍充 を示すにあた っ て ， それ を考慮 する

こ と 自体 ， 無意味なの で あ る．

3 ．2 ．1． ダ ル マ キ ー ル テ ィ に よ る 「諸行無常」の 証明一 所作性 と無常性 の 遍

充関係の 確定
一

　で は ， 「作 られ た もの 」，
つ ま り， 「知覚 され る もの 」， す なわ ち ， 「五 蘊」 の 無

常性 は どの よ うに して 論証 され る の だ ろ うか ， 五 蘊の 無常性 が確立 されれば ， 遍

充 関係 は確定 され る こ とに なる の で
，

こ の 証明 こ そ が ， 遍 充関係 を確定す る もの

となる ．

　先ず ダ ル マ キー ル テ ィ は ， 色蘊 中の 五 つ の 感 官の 無常性を論証す る．

　 PVin　280
，
12− 14： そ の 中で （＝ 五 蘊 の 中で ），

五 つ の 感官 は そ の 本 性が 失 わ れ る もの

　 （svabhivacyutimat ）で あ る ． なぜ な らば，そ れ （＝五 つ の 感官）の 結果 で あ る認識作用

　 に は中断 と変化 とが 経験 され る か らで あ り， そ して ， も し ［そ れ ら五 つ の 感官が ］同 じ

　 状 態 にあ る とす る な らば，それ らに はそ れ ら （≡ 中断 と変化）が不可 能で あ る し ， そ し

　て ［同 じ状態 に ある それ らが共働 因に］ 依 存 ［して
， 中断 し変化］する とい うの も矛盾

　 す るか ら．

こ こ で は
，

五 つ の 感官の 本性 の 無常性が
，

そ れ らの 結果 で ある 認識作用 （v輙 ηα ）

の 無常性か ら推 理 され て い る．す なわち ， 我 々 の 認識作用 は常 に起 こ っ て い る わ

けで は な く， 或 る時に は起 こ るが 或 る 時に は起 こ らない とい うよ うに 断滅 を繰 り

返 し ， また
， 或 る時 に は鮮 明 に な っ た り或 る 時に は 不鮮明に な っ た りと絶えず変

化 して い る． そ して ， その よ うな認識作用 は五 つ の 感官を原因と して い る ． それ
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ゆ え ， 結 果 と して の 認識作用 が無常 で ある の で
，

そ の 原 因で あ る五 つ の 感官 もま

た無常 で あ る とい うこ とに な る． こ こ で は ， 結 果が 無常 で あれ ば
， その 原 因 も無

常 で な くて はな らな い ， とい う論理 が 働 い て い る．

　続 い て
， ダル マ キ ー ル テ ィ は

，
五 根 と無 表と を除 い た色 蘊 そ して

， 受 蘊 ， 想

蘊 ， 行 蘊 ， 識蘊 の 無常性 を同様 の 仕方 で
一

纏 め に論証す る．

　 PVin 　2　80，14−81，2 ： 同様の 仕方で
， 諸対象 （＝ 色蘊）， 苦 と楽 （＝受蘊），相の 表象 （＝ 想

　 蘊）， 欲等 （＝ 行蘊），そ して ，対象の 認識 （己識 蘊 ）が ，生 じて は滅 す る ，
と必ず了解

　 され る。そ れゆ えに ［それ らは］無常で ある ．

ダ ル マ キ ー ル テ ィ は 五 蘊の 無常性 の 論証に つ い て こ れ以上 の 説明 を与 えて い な

い ． しか し
， 直 前に 見 た議論 か ら明 らか な よ うに

，
こ の 論証 の 背 景 に ある の は，

認 識作用 ，
つ ま り， 心 （citta ）の 無常性 で ある ． すな わ ち ，

こ こ で ダ ル マ キ ー ル

テ ィ は
， 心 の 無常性 を根拠 に 五 蘊の 無常性 を論証 して い る． まず ， 先 に見 た よ う

に
，

五 蘊の うち
，

色 蘊 中の 五根 の 無常性 は ， そ れ らの 結果 で あ る認識作 用 の 無常

性 を根 拠 に 推理 され る
11）

． そ して ， 色 蘊 中 の 五 境 は 心 に よ っ て 直接 的 に 把捉 さ

れ る
， 心 の 対象で あ り， そ して ， 受蘊 ・想 蘊 ・行蘊 は ， 心 に伴 う心 の はた ら き，

つ ま り心作用 （caitta ）で あ り， 識蘊は 認識作用 そ の もの で あ る ． よ っ て
，

こ の よ

うに して
，

五 蘊すべ て が心 に 関連 付 け られ， 心 の 無常性 を根拠 に して
， その 無常

性 が 論証 され る の で あ る．

　 ダル マ キ ー ル テ ィ は
，

以 上 の 五 蘊の 無常性 の 論証 を総括 して 以 下 の よ うに 結論

付 けて い る．

pvir・281
，
2−3： こ の よ うな ［無常性 とい う］本性 を有 したそ れ ら （＝五 蘊）は，［それ ら］

自身の 原 因 （＝ そ れ らを生ぜ しめ て い る 原因）の 本性 がその よ うな性質 （＝無常 な もの

を生 ぜ しめ る とい う性質）を もっ て い る こ と を実証 し て い る の で ，そ の よ うな性 質を

も っ た ［諸 原因］か ら発生 した そ の 他 の 諸 々 の もの に も，
こ の本質 （；無常で あ る とい

う本質）を負わせ るの で あ る．

す な わ ち ， ダ ル マ キ
ー ル テ ィ に よれ ば五 蘊の 無常性 は以 下 の こ とを証 明 す る ． 五

蘊 はすべ て 無常で ある ． ゆ えに ， その よ うな五 蘊を生ぜ しめ て い る ， 五 蘊の 諸原

因は例外 な くすべ て
， 無常 な もの を生ぜ しめ る 能力 を もっ て い る ， と． そ れ ゆ え

に ， その よ うな能力 を もつ 諸原 因か ら生 じた もの
，

つ ま り換言すれ ば ， 五 蘊の 範

疇 に含 まれ る もの
，

つ ま り作 られ た もの はすべ て 無常で あ る とい うこ とが証 明さ

れ る
12）

． そ して
，

こ れ に よ り， 遍充 関係が 確定す るの で ある ．

　か くして以 上 の 第二 回答 におい て ダル マ キ
ー

ル テ ィ は ， 先 の 前 主張で 問題 と さ
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れた ， 知覚 され て い ない 原 因総体 か ら生 じる 知覚 され て い ない 不滅 な もの を， 肯

定的随伴 が示 され る 対象領域 か ら除外 した上 で
， 遍充 関係 が 示 され るべ き領域 で

ある五 蘊の 無常性 を ， 心 と心作用 の 無常性か ら導 出す る こ とに よ っ て ， 遍 充関係

を確 定す る の で ある ．

4 ． 結語
一

第
一

回答 と第二 回答
一 一

　以上 見 て きた第二 回答 にお い て 明確な の は
，

こ こ で ダル マ キ ー ル テ ィ は純然 た

る仏教徒 と して の 立 場か ら遍 充関係不確定の 問題 に 対す る 回答 を与 えて い る とい

うこ とで ある． すな わ ち ， 五 蘊説 とは
， 有情が経験 で きる もの の

一切 を以 っ て 現

象世界の
一 切 とす る とい う，初期仏 教以 来の 仏教 の 基本 的 な立場 を如実 に 反映 し

た 世界 観 で あ る． そ の 範疇 を超 えた とこ ろ の もの に 関 して 遍 充 を示す こ とは で き

ない
，

とい うの が第二 回答 にお ける ダル マ キ ー ル テ ィ の 主張で ある ．

　
一 方 ， 第一

回答 の 核心 で あ る
，

目的実 現能力の 記述 とい う考 え は
， 結 果論 的 に

は ， 刹 那 滅論証 の ス コ
ー

プ を仏 教 の 伝統 的 な存在論 の 範疇 か ら飛躍 させ る もの と

なっ た と言える． 理論上 は ， どの よ うな もの で あれ言表 され る もの は
， 目的実現

能力が 記 述 され て い る こ と に な る か ら
，

目的 実現 の 継 時性 と同時性 の 概 念 に よ

り， そ の 刹那 滅 性 が 証 明 で き る か らで あ る
13）

． しか し
， 第一 回答 そ れ 自体 は

，

「知覚 され ない 原因総体が あり， それ が不 滅な本性 を もつ もの を生 み 出す」 とい

う主張 の 矛盾 を指摘す る に と ど まる もの で あ り，
遍 充の 証明 に は直接 か か わ らな

い ． 遍 充 の 証 明 は あ くまで も第二 回答 で な さ れ て い る の で ある ． こ の 事 実 は
，

pvin に お い て SA は い わ ゆ る kgltakatvdnumana（vindSitvanumana ）の 一 部 と して 登場

し ， そ の 遍 充関 係 を確定する役割を担 う，
とい うこ れ ま で の 理 解

14）
に 再 考 を促

すもの で あ る．

　しか し ， ダ ル マ キ ー ル テ ィ は以 降の 作品 と され る Hetubindu と VadanyEya に お

い て ，
こ の 第二 回答に お ける遍充関係の 証明 を再説す る こ とはせ ず ， 第

一
回答 に

付随する議論で 提示 した ， 「存在性」と 「刹 那滅性」の 遍充 関係 を確定す る 議論 を ，

「［所証属性の ］対概念の 領域に ［論証 因が起 こ る こ とを］否定す る正 しい 認 識 」

（viparyaye 　biidhakaPt　prama
’
n，　am ） と名付け ， 前面 に 押 し出す よ うに なる ．　 Hetubinduで

は， 彼 は所作性 とい う論証 因 を用 い ない
15）

． 仏教徒 の 存 在論 ， 世界観 の 内 に留

ま る こ とは
， 普遍 的 な論理学 の 体系 を打 ち立 て る こ との 妨 げに な る と考える よ う

に な っ た の で あ ろ うか． PVin に お ける 刹 那滅論 証 の 記 述 ， 特 に 第 一
回 答 にお け

る SA の 位 置 と
， 第二 回答の 存在そ れ 自体 は， そ うい っ た新 た な境 地 に入 る前 の
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ダル マ キール テ ィ による 「諸行無常」の 証明 （酒　井） （93）

ダル マ キー ル テ ィ の 思想状況 を良 く示 して い る と言え るだ ろ う．

1 ）Yoshimizu　l999が 指 摘 す る よ うに ，
　 PVin　2 で 叙 述 さ れ る SA の 原型 は 既 に PVSV

l49，18− 150，2 に 登場す る．　 PVSV で の 叙述 と PVin　2 の そ れ の 違 い と して は
， 議論が登場

する 文脈 の 違 い （cf．　Yoshimizu　1999： 247）と，　 PVSV で は
， 目的実現の 継 時性 と同時性

と い う概念が 明瞭 に は述べ られ て い ない こ ととが 挙げ られ る．　　　 2 ） ダ ル マ キール

テ ィ の 著作川頁序 は Frauwallner　1954に 従 う．　　　 3 ）筆者 は ，2006年 よ り， ダ ル モ ー
ッ

タ ラ 註 の 梵文原 典写本校訂プ ロ ジ ェ ク ト （中国蔵学研究中心 とオー
ス トリア科 学 ア カ デ

ミーの 共同研究）に 参加す る とい う幸運 に 恵 まれ て い る．本論文 はこ の プロ ジ ェ ク トで

の 研究成果の
一

部で ある．　　　 4）Cf．　PVin　2　79，5−13．付論の 詳細 につ い ては，　 Steinkellner

l979：89−92，
150−151 （Anhang　III），お よび McClint。ck 　2010： 135−138を参照．　　　 5）C £

PVin　2　80，1−8．　　　 6）PVinT　2　Ms 　91a4−5： 励 o 　y母一
゜
oα ∫vαわ腋 vo

yasya ，　tasya 　krtakasya
’
nity αtvamp　sadhyate ．　tendyam 　ado5ak ，　yad 　uktam 　nanv 　idam 　apy

anis
’
ceyam （cf．　PVin　2　79，1）iti．　　 7 ）ジ ュ ニ ャ

ーナ シ ュ リーバ ドラ も同様の 解釈 を取

る．PVinT （J）： P260a3−4 ：yan 　na 　s産ソe 　ba　can 　ni　byas　pa　yin　pas　byas　pa 　thams 　cad 　mi 　rtαg　ces

byα 　bar　phufi　PO　daカ　khams 　dari　skye 〃mched 　tsam 　2ig　bsgrub　par　bya　ba　yin　pa 　
’
i　phyir　1　tshogS　pa

mtha
’dag　mthoh 　ba　la　ltOS　SO 　zhes 　bya　ba　

’i　skyon 　med 　de　1（＝ 或い は， ［原因総体か ら］生 じ

た もの は作 られ た もの で あ る の だか ら，「
一

切 の 作 られ た もの は無常で あ るj とい うよ

うに，蘊 ・
界

・処 の 限 りは論証 され る ．そ れゆ えに ，「［原因］総体 を余す とこ ろ な く見

る こ と に 関 して で あ る 」， と言 わ れ て い る批 難 は 当 た らな い ．）　　 8 ）Cf．　PVin　2t

29  30．　　　 9）C £ Steinkellner　1979： 94
，
7−9．　　　 10） Cf．　Steinkellner　1979： 94 （Anm ．

338，340）．　　 11）五 根 は
， ア ビ ダ ル マ 仏教以 来，不可見な る 物質 とされ て い る．ゆ

えに ， そ の 無常性 は推理 （anumana ） され ねば な らない ．　　　 12）五 蘊の 無常性 の 論

証 は こ の ようにな され るが ， 無常証明の 対象領域が 十二 処 と十入 界 とな る場合 に は
， 法

処 と法界に含 まれ る
， 恒常 な三 無為　　虚 空 と択 滅 と非択 滅　　が 問題 と なる． しか

し， ダル マ キ ール テ ィ は ，法界 と法処は 三蘊 ，す なわ ち，受 ， 想 ， 行 蘊に 他な ら な い と

し ，
五 蘊の 無常性 と t 十二 処 と十 八 界の 無常性 との 間 には矛盾 は ない とす る．Cf．　PVin　2

81，4−5： dharmadhdtvdyatane
’
pi　skandhatrayasvabhava 　eveti 　na 　virodhah ．こ れ を註釈 して ダル

モ ー
ッ タ ラは ，三 無為 は 経量部の 人 たち （3autrantika

−
h）に よ っ て は 否定 され て お り，

ま

た
， 暫定的に も認め られ て い な い

，
と述べ て い る． ダル モ ー

ッ タ ラに よれ ば
， 経量部 に

よ っ て は認 め られ て い な い ， と い うこ とが，三 無為 を法処 ， 法界 か ら除外 す る 理 由 と

な っ て い る ．Cf．　PVinT　2　Ms 　93a3−6．　　 13）例 え ば ダル モ ー
ッ タ ラ は

， ダル マ キ ール

テ ィ の SA は ，五 蘊の 範畴 を超 え た もの が 想定 された 際に 要請 され る 論証形式で ある と

理 解 して い る ．Cf．　Sakai　2010： xxxvi ．また ，　 Hetubindu の 註釈 者 ア ル チ ャ タ は，　 SA は，

作 られた もの の 刹那 滅性 の み な らず ， 空間的時間的本質的に 隔絶 した （deSαhalasvabhava−

viprakTsta ）もの につ い て も， その 刹那滅性 を論証で きる と理解 して い る．　 Cf．酒井 2009：

47−48．　　 14）C £ Stc  kellner　1968169．　　 15）Cf．酒 井 2009： 52．所作性 と い う論証

因の 欠点に つ い て は Yoshimizu ・2ell に お い て 詳細 に論 じられ てい る．
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〈文献 と略号＞

PVSV ； The　Pra〃id4avdrttiham 　ofDharmaldrti ： The　First（］hapter　with 　the　Autocommentaりy ，
　Text

and 　Critical　Notes
，
　Raniero　Gnoli （ed ．）， Rome ：Istituto　italiano　per　il　Medio　ed　Estremo　Oriente

，

1960． PVin 　2 ： 1）harmake
’
rti

’
5　P 厂翩 御 αvゴ祕 α り

7α ノ Chapters　l　and 　2
，
　Emst 　Steinkellner（ed ．），

Beijing； China　Tibetology　Publishing　House ；Vienna ：Austrian　Academy 　of 　Sciences　Press
，

2007．　PVin　2
，
：Dharmakirti ’

s　Prαη短解α v’ηκcの 〜α西，　Zweites　Kapitel： Svarthanum痂nam
，
　Teil　1，

Tibetischer　Text　und 　SanslO・ittexte，　Emst 　Steinkellner（ed ．），Wien ： 6sterreichische　Akademie 　der

Wissenschaften
， 1973．　 PVinT 　2　Ms ： Sanskrit　Manuscript　of 　the　second 　chapter 　of 　the

Pram5qaviniScayatikti　of 　Dharmottara （sv五rth互numaha ）： see　PVin　2 ： Intro
，
　xxx −xxxi ．　 PVinTt ：

Pram五pavinjScayatik盃 （Dharmottara ）： P5727 ，　D　4227．　PVinT　2
、
： PramEqaviniScayatikE

（Dharmottara）： in　Sakai　2010．　PVinT （J）： Pram麺 avini 忌cayatik 互 （Jfifinagmbhadra）： P5728 ，　D

4228． 櫻部 1975 ：櫻部建 『倶舎論の研 究 界
・
根 品』，法蔵館． 酒井 2009：酒井 真道 「ア

ル チ ャ タ に よ る ダ ル マ キ
ー

ル テ ィ の 刹 那 滅 論 証解釈　 　kgtakatvanumana と sattvanuma −

na 　 」，『南都仏教』第 93 号， 38−62．　 Frauwallner　1954； Erich　Frauwallner，
“

Die　Reihen−

folge　und 　Entstehung　der　Werke　Dharmakirti’s
，

”
in　Erich　Frauwa 〃ner 　Kleine　Schriften，

Wiesbaden ： Franz　Steiner　Verlag
， 1982， 677−689．　 McClintock　ZOIO： Sara　L．　McClintock．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ
Omniscienee　and 　the　Rhetoric　of 　1〜eason ： S凌ntarakSita 　and 　Ka 〃 ialaStla 　on 　Rationaiity

，
　Argu−

mentation ，＆　Religioors　Authority，　Boston： Wisdom 　Publications．　 Sakai 　201   ： Masamichi

Sakai，　Dharmottarcas　Erktdirung　von 　Z）harmain
−
rtis　kl；a4ikatV 距num 距na （Pram ∂pavinis

’
caya （ika　zu

PraneaUayiniScaya　2　vv．53− 55 泌 P 孜）sa ），
Dissertation　an 　der　Universitat　Wien （http：〃others．

univie ．ac ．at！9623ノ）．　Steinkellner　1968169：Ernst　Steinkellner
，

“
Die　Entwicklung 　des

K 爭apikatv 巨num 巨nam 　bei　Dharmakirti，
”

Miener　Zeitschrtft／li
”
r　die　Kunde 　Sdid− und 　Ost−Asiens

l2113， 361−377，　Steikellner　1979 ： Ernst　Stoinkellner，　Dharmakirti　
’

s　Prama解aviniScayah
，

Zrveites　Kapitel’ 飾 δr痂 ηπ厩 πα祝 ．　Teil　II，　Ubersetzorng　undAnmerkungen
，
　Wien ：Osterreichische

Akadernie　der　Wissenschaften．　 Yoshimizu 　1999 ： Chizuko 　Ybshimizu
，

辱’
The　Development　of

sattvanumEna 　in　the　Sautr巨ntika 　Tradition，
”

脆 η θ厂 跏 5c 罐 遊 惚 K毎鷹 跏 姻 θη343
，
　231−

254． YoshimiZu　2ell ： ChizUko 　Yoshimizu ，
“
What　Makes　All　the　Produced　lmpermanent？Proof

of 　impermanence　and 　theory　of 　causality ，
”
in　Religion　and 　Logie　in　Buddhist　Philosophical

Analysis，　Proeeeding　of 　the　Fourth　International」Dhar〃lake
−
rti　Conference．　vaenna，　August　23−27 ，

2005
，
Vienna： Osterreichische　Akademie 　der　Wissenschaften　2011

，
507−521．

〈キ
ー

ワ
ー

ド〉　 ダル マ キ
ー

ル テ ィ ，
PramarpaviniScaya

， 諸行無常，五蘊，遍充

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（関西 大学准教授，Dr．phiL）
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