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　佐藤 （1990）は，Skl  er を 「自覚せ ざる仏教徒」 と

記 した。こ れは ， Skinnerの 考え方が仏教的で あるこ と

を意味 し，同時に，行動分析学と仏教に相似するとこ ろ

があるこ とも示唆する （瀬島，1987）。 事実， 海外の 行

動分析学家は，行動分析学と仏教の 共通点を指摘する論

文を発表 して い る （Baum ，
1995；Diller＆ Lattaユ

，
2008；

wmiams
，
1986）。さらに，彳働 分析学に 基づ く心理療法

の ACT に は，禅の考え方と共通する とこ ろがあ る。こ

れ らの こ とか ら，行動分析学 と仏教にはなんらか の相似

性 が ある と考え られ る。そ こで本研究は，仏教の 基本的

な概念で ある諸行無常 ・諸法無我 ・
涅槃寂静，すなわ ち

三 法印 1）の概念を， 行動分析学の哲学的基盤で ある徹底

的行動主義に基づ い て行動的に翻訳 し，行動分析学 と仏

教の 相似性 と， それが行動分析学にもたらす意味に つ い

て考察する。

三法印の概念とそれの行動的翻訳

　三法印の 諸行無常は，すべ て の事物が常に変化する こ

とが常態で ある とい うこ と を意味する。諸法無我は，す

べ て の 事物 の 性質や性格特 性，あるい は存在そ の もの は，

すべ て他 との相互作用で決定され ， それ 自体の 固有の性

質で はない とい うこ とを意味する。そ して，涅槃寂静と

は，諸行無 常と諸法無我によっ て，無常で あ り無我であ

る現実世界にお い て ， あ らゆる執着がない 状態を意味す

る （中村，2000a ； 2000b ； 三枝，2000 ）。以上が三法

印の 説明で ある。

　次に ，
こ れ ら三 法印を ， 徹底 的行動主義の視点に 基づ

い て ， 入 とヒ ト以外 の 動物を含めた行動の 視点で翻訳す

れば，諸行無常は ， 刺激と行動 の 機能的な関係が常に変

化するとい うこ とになる。
こ の こ とは ， 随伴性の 変化に

おける行動の変化その もの が諸行無常で あるとい うこ と

を意味する。諸法無我は，三項随伴陸をまさに説明する。

行動は弁別刺激に よっ て制御され，また行動に随伴する

結果 に よ っ て制御され る 。 この 機能的な制御に よっ て 行

動も環 竟も規定される こ とか ら，それぞれが相互に関係

する とい うことになる。つ ま り行動は ， 行動を取 り巻く

環境との かかわ りによっ て説明され，また環境も行動と

の かかわ りによっ て説明される。 その ような相互関係が

諸法無我 とい える。

　最後に，涅槃寂静は，人間の行動につ い て言えば，ル

一
ル によっ て制御された行動が最終的に随伴性による制

御 へ と移行 した状態，あるい は随伴性に委ねられた状態

と捉 えられ るかもしれ ない
。

行動分析学と仏教の相似性がそれぞれにもたらす意味

　以上 の 考察か ら，三法印の概念だけで はある が ， 仏教

の 概念 と，徹底的行動主義に基づ く行動分析学の 用語 の

間に は高い相似性があ る とい え る だろ う。相似性がある

とい うこ とは，行動分析学か ら仏教に，あるい は，仏教

か ら行動分析学に何らか の 知見を提供で きるとい うこ と

を意味する。

　例 え ば
， 行動分析学は

， 仏教の説明概念の 神秘性を科

学的に説明できるか も しれ ない 。釈迦の時代か らお よそ

2500 年 を経て ， 仏教の教義は，釈迦を含めた仏陀を神格

化す るよ うな神秘的要素を含ん で お り，その ため，仏教

本来 の 科学的とも言える視 点が正 しく理解され て い ない

可能性がある。行動分析学の科学的知見 （あるい は生命

科学の 知見）は，今 日の仏教の在り方を批判し，本来 の

仏教的視点 へ の 回帰を促すかも しれない 。

　
一

方 ， 行動分析学よ りはるか に長い 歴史を持つ 仏教は，

行動分析学の 行 く末にな ん らか の 示唆を提供し，これか

らの行動分析学が直面す る問題 の 解決につ なが る重要な

視 点を提供で きるか もしれ ない 。例えば，行動分析学へ

の他の学問領域か らの 誤解や ， 実験的行動分析学 と応用

行動分析学の 乖離の 問題 　さらに行動に対する巨視的あ

るい は微視的な見方に か か わる問題の解明に，仏教の 視

点は有益な知見 となる か もしれない 。

　また仏教は，行動分析学に次の よ うな課題を投 げかけ

るだ ろう。行動分析学が志 向する 「行動の 予測と制御」

によっ て もた らされる人間世界 は，仏教の 視点か ら見 て ，

生きとし生けるもの の 涅槃寂静とい えるような世界なの

か どうか とい っ た課題である。さらに，輪廻の ような仏

教の 生命観を行動分析学か らどの よ うに説明で きる の か

とい っ た問題も投げかけるだろ う。

注

1＞ 諸説にお い て は，三 法印に
一

切皆苦を含めて 四法 印

　　とする場合や ， 諸行無常 ・諸法無我 ・一
切皆苦を三

　 法印とする場合がある。 詳し くは平川 （1968），中村

　 元 （1998）， 三枝 （2000）を参照された い 。
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