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西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
法
王
権
が
 

で
は
、
漢
人
王
朝
を
た
お
し
た
塞
外
尾
 

大
道
と
な
づ
け
る
三
つ
の
道
教
々
団
が
 

族
 王
朝
治
下
の
地
域
に
お
い
て
で
あ
つ
 

直
前
ま
で
、
お
と
ろ
え
な
が
ら
も
そ
の
 

せ
る
基
礎
を
ぎ
づ
い
た
立
役
者
と
し
て
 

名
が
 、
大
 ぎ
く
 ク
 p
 ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
 

伸
長
 

族
が
 

あ
ら
 

ト
ヒ
 

。
。
 
。
 

命
脈
 

ま
、
 

 
 

て
い
 

 
 

初
頭
に
あ
た
っ
て
 
、
 

 
 

た
 。
そ
う
し
て
、
 全
 

 
 

劃
 し
た
の
は
、
ま
さ
 

 
 

ほ
こ
り
、
中
華
人
民
 

 
 

」
の
教
団
を
か
く
の
 

 
 

方
法
を
と
い
た
長
春
 

 
 

祖
 王
重
陽
の
あ
と
 

東
 の
か
た
中
国
 

真
 ・
太
一
・
真
 

に
そ
の
塞
外
局
 

共
和
国
成
立
の
 

こ
と
く
発
展
さ
 

真
人
 丘
処
機
の
 

な
う
 げ
て
教
団
 

二
 
は
し
が
 
ぎ
 

二
 、
教
団
成
立
の
背
景
と
教
団
の
概
要
 

三
 、
開
祖
の
略
伝
 と
 立
教
 

四
 、
第
二
 祖
 の
活
躍
 

五
 、
開
祖
と
第
二
 祖
 の
 教
説
 

六
 、
教
団
成
立
の
 一
 要
素
 

セ
、
か
 

す
・
 
び
 

一
 

は
し
が
 
ぎ
 

全
真
教
団
成
立
に
関
す
る
   

考
察
 

窪
 

徳 

忠
、
 

  く 117 Ⅰ 



 
 

 
 

王
族
の
 

 
 

 
 

、
 金
に
 

続
行
し
た
。
 

 
 

 
 

め
 ぎ
 

 
 

 
 

こ
と
と
 

 
 

 
 

統
治
に
 

 
 

 
 

正
 さ
せ
 

 
 

 
 

力
 範
囲
 

れ
た
。
王
重
陽
二
十
寸
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
 

一
人
ほ
江
南
に
 

対
す
る
戦
い
を
 

し
て
、
は
じ
め
 

し
た
 0
 こ
れ
ら
 

服
す
の
を
が
え
 

ら
れ
た
斎
国
 

と
し
て
与
え
 ろ
 

 
 

 
 

か
つ
て
さ
ら
に
南
下
 

 
 

 
 

体
 化
し
て
い
た
北
宋
 軍
 

 
 

 
 

し
て
、
北
宋
は
あ
え
な
 

二
教
団
成
立
の
背
景
と
教
団
の
概
要
 

 
 

 
 

ら
な
 里
皇
要
 性
を
も
 

 
 

 
 

れ
が
果
し
た
役
割
と
に
 

 
 

 
 

内
容
に
つ
い
て
、
一
応
 

 
 

 
 

ご
く
簡
単
に
ふ
れ
る
 程
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斉
 国
は
、
北
宋
の
組
織
や
制
度
に
な
ら
う
た
た
め
に
、
 

 
 

。
 げ
 れ
ど
も
、
そ
の
 

 
 

 
 

廃
止
さ
れ
て
か
ら
の
 ち
 

 
 

 
 

方
を
舞
台
と
し
て
兵
を
 

 
 

 
 

し
た
の
ほ
、
こ
の
皇
統
 

の
 和
議
の
前
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

の
 苦
悩
を
ま
ざ
ま
ざ
と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
（
賈
人
的
 撰
 ）
に
 は
 

 
 

 
 

も
と
も
に
お
と
ろ
 

 
 

 
 

か
っ
た
た
め
に
、
 

 
 

申
ハ
 

Ⅰ
Ⅰ
。
 

 
 

（
 趙
堆
撰
 ）
に
も
 

察
 

考
 

 
 

た
た
め
に
、
盗
賊
が
お
こ
う
た
。
 

 
 

 
 

堆
 墓
誌
」
（
李
果
 卿
撰
 ）
に
も
 

関
 

 
 

 
 

び
く
び
く
し
な
が
 

 
 

 
 

立
 

 
 

 
 

の
で
、
こ
れ
を
 義
 

成
 

団
 

士
 と
称
し
て
群
盗
を
防
い
だ
。
 

教
 

 
 

 
 

（
賈
人
的
 撰
 ）
の
な
か
に
も
、
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記
 の
な
か
に
は
 

 
 

 
 

て
い
る
王
重
陽
の
伝
 

 
 

 
 

し
ば
お
こ
う
た
た
 

め
に
、
人
々
は
つ
い
に
 相
 食
む
に
い
た
っ
た
 、
 

 
 

 
 

ま
り
誇
張
し
た
文
章
で
 

 
 

 
 

あ
っ
た
。
さ
き
の
「
 孟
 

 
 

 
 

て
 ぎ
た
の
で
、
人
々
が
 

 
 

 
 

つ
い
に
盗
賊
に
捕
え
 ろ
 

 
 

 
 

た
 、
な
ど
と
い
う
話
も
 

 
 

 
 

題
す
る
王
重
陽
の
伝
記
に
 
ょ
 

 
 

 
 

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
（
 

2
 ）
 

 
 

 
 

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
 

 
 

 
 

十
の
 「
 
葉
令
 劉
君
徳
政
 

 
 

 
 

拮
東
類
藁
巻
の
 「
法
事
 

 
 

 
 

し
な
い
、
清
康
年
間
に
 

 
 

 
 

お
そ
ら
く
し
ば
 
/
h
 あ
 

っ
 た
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
 

   
 

で
 ぎ
な
か
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

安
心
す
る
こ
と
が
  

 



  

 
 

 
 

安
 
に
か
ら
れ
て
動
揺
し
 

 
 

 
 

ぎ
に
、
こ
の
よ
う
な
 

地
 

 
 

 
 

 
 

察
 

考
 

 
 

第
二
期
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

て
 

 
 
立
 第
一
期
草
創
時
期
 

戊
 第

二
期
道
俗
混
合
時
期
 

教
団
 

真
 第
三
期
全
盛
時
期
 

全
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期
 」
と
い
う
 ょ
び
 方
に
 

 
 

 
 

信
仰
を
と
り
入
れ
た
 点
 

を
 重
視
し
て
、
こ
の
よ
う
に
名
づ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

混
合
と
よ
ぶ
こ
と
は
で
 

 
 

 
 

に
 
「
 
俗
 」
化
し
た
と
み
 

る
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
が
、
 こ
ム
 で
一
言
 

 
 

 
 

揚
 し
て
人
を
救
 う
 精
神
 

 
 

 
 

ひ
ら
い
て
人
心
の
安
定
 

 
 

 
 

い
 た
が
、
実
現
が
む
 づ
 

 
 

 
 

が
 中
心
で
あ
る
、
と
の
 

 
 

 
 

に
お
い
て
 陳
垣
氏
 が
と
 

 
 

 
 

な
い
 0
 棟
 垣
氏
 の
 見
界
 

@
5
 
）
 

 
 

 
 

陳
氏
 は
 、
全
真
教
団
は
 

 
 

 
 

も
 全
真
教
団
の
み
に
 限
 

 
 

 
 

治
下
に
は
じ
め
て
お
こ
 

 
 

 
 

化
を
保
存
し
、
中
原
 民
 

 
 

 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
（
 

6
 ）
 

 
 

 
 

道
教
は
糖
 太
 で
儒
仏
 

 
 

 
 

、
こ
ュ
 で
ご
く
か
ん
 た
 

(1%)   



ん
に
ふ
れ
て
お
ぎ
た
い
と
思
 
う
 。
 

 
 

 
 

綜
合
し
な
け
れ
ば
 明
 

（
 
7
 ノ
 

 
 

 
 

て
お
く
。
全
十
五
章
 
か
 

 
 

 
 

よ
 う
 に
、
た
し
か
に
 儒
 

 
 

 
 

を
た
づ
 ね
て
道
を
求
め
 

 
 

 
 

必
要
な
こ
と
だ
が
、
 
そ
 

 
 

 
 

と
と
、
体
外
の
朱
楼
の
 

 
 

 
 

行
 で
あ
る
 れ
 坐
す
な
わ
 

 
 

 
 

も
 が
動
揺
し
な
い
真
生
 

 
 

 
 

仙
位
 に
つ
ら
な
っ
て
 い
 

 
 

 
 

ら
な
い
。
 

 
 

 
 

に
心
が
湛
然
と
し
て
 

 
 

 
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
、
 と
 

 
 

 
 

合
 と
同
じ
く
、
中
を
え
な
 
げ
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

を
こ
え
 ょ
 、
と
あ
る
。
 

 
 

 
 

上
 、
第
十
四
条
で
ほ
、
無
形
 

 
 

 
 

に
あ
ら
ず
」
と
説
明
し
て
い
る
   (123) 



 
 

 
 

、
従
来
の
道
教
が
お
 

 
 

 
 

長
生
薬
を
つ
く
る
方
法
 

 
 

 
 

で
 性
命
の
奥
義
を
さ
ぐ
 

 
 

 
 

命
 と
は
人
間
の
生
命
の
 

 
 

て
も
、
一
向
さ
し
つ
か
え
は
あ
る
ま
い
 

 
 

様
 の
こ
と
が
と
か
れ
て
い
る
。
王
重
陽
 

 
 

に
は
、
そ
れ
に
類
す
る
考
え
方
が
随
処
 

 
 

て
も
差
支
え
な
い
よ
う
な
も
の
も
あ
れ
 

 
 

場
合
の
「
 仙
機
 」
を
「
禅
機
」
と
お
き
 

 
 

と
 、
 外
助
 で
あ
る
夏
行
と
に
わ
げ
た
の
 

か
な
る
ま
い
。
 

 
 

か
に
ょ
 わ
い
。
正
教
十
五
論
で
、
 
中
 

 
 

ば
 、
仏
教
の
中
道
精
神
と
い
う
こ
と
も
 

 
 

も
一
般
的
に
孝
を
人
々
に
 す
ュ
 め
て
 

 
 

行
 を
す
る
た
め
に
入
道
せ
 
よ
 と
と
い
 

 
 

し
 
と
が
大
切
だ
と
し
て
い
る
。
た
と
え
 

 
 

側
 で
あ
ろ
う
。
 

 
 

と
 評
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
教
理
に
 

で
あ
る
。
王
重
陽
が
孝
経
を
 
よ
 も
の
を
 道

を
力
説
し
て
い
る
の
 
ほ
 、
一
方
か
ら
い
 

で
き
る
。
正
数
十
五
論
に
は
、
右
に
の
べ
 

、
孝
子
の
家
に
こ
そ
 
よ
い
 道
士
が
で
る
と
 

て
い
る
。
ま
た
忠
の
心
や
 
、
 仁
の
心
が
必
 

ば
 、
病
気
を
な
お
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
 

す
ュ
 め
た
こ
と
、
金
元
時
代
の
人
々
が
 
、
 

儒
教
的
な
面
の
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
 
一
 

。
禅
の
根
本
は
自
己
自
身
の
徹
 
見
 に
あ
る
 

を
は
じ
め
、
俗
に
全
真
教
の
七
真
人
と
い
 

に
み
 い
だ
さ
れ
る
。
ま
た
玉
壺
 
陽
が
 弟
子
 

ぱ
 、
か
れ
の
言
動
を
「
飲
食
起
居
こ
と
ご
 

か
え
て
も
、
そ
の
い
み
す
る
と
こ
ろ
は
 
少
 

も
 、
自
利
と
利
他
に
な
ら
う
た
も
の
に
 
は
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全真教団成立に 

め が え 
ら 糖 に 
れ 次 対 
て な し 
い の て 
る で 新 
全 あ し 

真 つ い 

  
教 孫 や 
理 克 説 
閲 覧 明 
係 氏 を 
の の 施 
資 説 し 
料 と た 
を は と 
ク ま ま し、 

と さ ぅ 

ん に こ 

ど 逆 と 
み な が 

  
も で る 

っ あ   

ば ら る 。 す な 
史 孫 わ   
詩 あ あ 
文 や く 

集 、 まま つで 
金 た 道 
石 結 教 
立 論 に 
な に 中 
ど お ら 

に ち が 
よ い お 
つ っ か ね たこ たの 、 
と は 儒   

佑 一   
  
9  (125) 

 
 

 
 

摩
 
の
 
法
 
、
服
 

気
 
ま
た
 

ほ
 

 
 

 
 

た
も
の
で
あ
る
。
そ
 

う
 

 
 

 
 

ち
 
長
生
の
根
本
方
法
な
 

 
 

 
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

げ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
い
た
。
全
真
教
に
お
 

 
 

 
 

で
あ
れ
ば
、
真
の
神
仙
 

（
 
8
 
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
が
、
 

か
 
上
る
例
 

は
 

 
 

 
 

、
そ
の
目
的
は
「
百
年
 

察
 

 
 

 
 

 
 



か
れ
が
入
っ
た
府
学
や
応
じ
よ
う
と
し
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

あ
る
。
と
こ
ろ
が
 孫
克
寛
氏
は
 、
金
史
の
 

の
説
を
ひ
い
て
、
 斉
 国
が
 府
 試
を
行
っ
た
 

書
物
に
 ょ
 れ
ば
、
 斉
 国
が
そ
の
こ
ろ
科
挙
 

あ
る
。
 

府
試
 に
応
ぜ
ら
れ
な
い
破
目
に
お
ち
い
 

武
 学
 に
応
じ
た
。
武
学
と
は
、
軍
人
の
登
 

 
 

め
て
、
金
の
煕
 宗
 の
元
春
年
間
に
 、
 

 
 

た
か
な
偉
丈
夫
で
、
武
略
に
も
た
げ
て
 

 
 

と
は
 、
す
で
に
発
表
し
た
と
お
り
で
 

 
 

が
な
か
っ
た
と
の
べ
て
い
る
 姥
 健
吾
 氏
 

（
 
蛇
 ）
 

 
 

予
伝
 や
背
 国
 割
干
 録
 、
偽
 予
 伝
な
ど
の
 

 
 

孫
 ・
 姑
 両
氏
の
態
度
は
あ
や
ま
り
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

和
 
二
年
（
二
 

%
 
）
 
十
 

 
 

九
脚
と
い
っ
た
か
れ
は
 

 
 

試
験
を
さ
げ
よ
う
と
し
 

 
 

と
き
礼
法
や
祭
礼
を
つ
 

詩
の
内
容
が
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
 

そ
の
詩
が
現
存
し
て
い
 

 
 

煮
 
に
ふ
れ
て
、
か
れ
は
 

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

て
ほ
 、
三
教
調
和
思
想
の
ほ
か
に
、
な
お
合
理
 

二
月
、
陳
四
省
の
 
威
 陽
の
近
く
の
大
数
 村
 で
、
 

、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
書
物
に
し
た
し
み
、
孝
経
 

て
成
 陽
の
府
学
に
籍
を
お
 
き
 、
さ
ら
に
勉
学
を
 

か
む
 暁
西
 地
方
が
斎
国
の
勢
力
範
囲
 
下
 に
入
れ
 

か
さ
ど
る
春
官
に
、
あ
る
詩
を
 
づ
 く
っ
て
贈
っ
 

な
い
か
ら
不
明
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
春
官
の
 

つ
い
に
京
兆
席
の
 
府
試
 に
応
ず
る
資
格
を
失
 っ
 的

 、
実
践
 

一
荘
園
地
 

な
ど
の
 傭
 

っ
づ
け
る
 

ら
れ
た
と
 

た
。
そ
の
 

感
情
を
害
 

て
し
ま
う
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全真教団成立に 関する一考察  
 

 
 

両
国
の
戦
い
た
げ
な
 わ
 

 
 

 
 

ぅ
 し
て
、
か
れ
が
応
じ
 

 
 

 
 

え
 否
定
し
て
い
る
が
、
 

 
 

ゆ
 づ
っ
て
 、
 こ
ム
で
 
。
 は
 は
ぶ
Ⅰ
て
お
 

、
、
，
 
苅
 
待
 。
 
）
 

 
 

 
 

ん
だ
王
重
陽
は
 、
将
 

 
 

 
 

、
 お
づ
 か
に
 感
陽
 附
近
 

 
 

な
か
っ
た
。
 

 
 

 
 

し
て
、
当
時
の
社
会
 

 
 

 
 

な
 っ
く
り
、
臆
の
古
手
よ
 

ダ
ィ
す
 

 
 

 
 

よ
う
な
日
々
を
送
る
よ
 

 
 

 
 

る
 。
 
市
）
 

1
 
 

陳
西
 地
方
で
ま
 
十
 狂
 

 
 

 
 

あ
る
か
ら
、
こ
の
一
事
 

 
 

 
 

自
負
が
つ
よ
く
、
自
己
 

 
 

 
 

か
ら
他
人
を
威
圧
す
る
 

 
 

 
 

ろ
 う
 。
 

 
 

 
 

た
く
な
っ
た
の
で
あ
 

 
 

 
 

か
ら
が
 
い
 。
け
れ
ど
 

 
 

 
 

ぇ
 ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
 

 
 

 
 

年
官
 し
 8
 、
終
南
山
の
 
ll  Wl 打 ) 
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｜
 に
あ
い
、
金
丹
 
道
 

 
 

 
 

陽
子
と
号
し
た
の
ほ
こ
 

 
 

 
 

ぎ
ほ
 川
中
の
ほ
な
れ
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
二
年
に
及
ん
 

 
 

 
 

せ
き
 づ
い
て
、
一
面
 修
 

 
 

 
 

い
る
。
前
に
わ
げ
た
 
全
 

 
 

ら
ほ
 じ
ま
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

め
て
少
な
か
つ
た
。
 

 
 

 
 

た
る
有
様
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

陽
 真
人
 碑
 」
の
な
か
に
 

（
 
騰
 ）
 

 
 

 
 

ど
く
敵
視
し
た
禅
僧
の
 

 
 

 
 

の
 一
句
に
関
す
る
か
ぎ
 

 
 

 
 

伯
 と
季
 霊
 陽
の
二
人
に
 

 
 

 
 

入
っ
て
い
る
和
正
 
塘
と
 

 
 

 
 

伝
 に
よ
れ
ば
、
い
ま
 一
 

 
 

 
 

り
 「
大
衆
 
は
 三
人
よ
り
 

 
 

 
 

、
そ
の
言
葉
に
は
耳
も
 

 
 

 
 

お
 ま
し
者
だ
っ
た
 ね
げ
 

  



  

 
 

 
 

 
 

察
 
 
 

 
 

し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

だ
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
で
 

甘
 



 
 

 
 

た
 。
お
し
え
を
理
解
し
 

 
 

 
 

ん
だ
こ
と
が
わ
か
っ
た
 

 
 

 
 

あ
る
。
後
世
、
そ
の
 ぎ
 

 
 

 
 

逃
げ
だ
し
た
と
い
う
 一
 

 
 

 
 

し
 と
ご
と
く
 仙
 機
を
示
し
 

た
 」
の
は
、
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

弟
子
た
ち
を
き
び
し
 

 
 

 
 

動
は
 き
わ
め
て
短
い
期
 

 
 

 
 

双
肩
に
に
な
わ
れ
る
こ
 

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

四
 

第
二
祖
の
活
躍
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か各 篤 と く あ 
れ 地 球 倒 考 な ろ   

布 ぐ 方 た れ と そ 
散 り と こ る ほ う 

を 歩 は と 。 い し 

て、 行 38 う まついて など 至重 

一桁 た は 陽 の さ   

あ 行 な の っ な か 
る つ 宗 こ た お な 
い た 教 と の そ が 
ほ 。 活 を ち の ら 

凹 か 動 物 、 基 も 

中 れ の 話 ぃ 礎 教 
で の 成 る く ほ 団 

、 セ 功 も ば 徴 的     
は弟 い ろ く 多 が 
痛ほ ほ う し く そ 
に 、 気 。 て の な 
ぉ そ を 五 人 わ 
い の ょ 会 々 り 

が の 始   

も 活 た 微 を た 
し 勤 王 し し こ 
く の 重 た つ と 

ク ま う 陽 
旅 ち は こかも とり " 

" と さ 
叶っ 一 ぎ     

そ れ 智 で に 成 
れ に 明 泊 は 立 
ら 従 と っ 至 か 
のつ 政 たつ   ら 
弟 た め 宿 て み 
千 人 る 合 い て 
た 々 と の な 想、 
ち で と 主 か 像 
を あ も 入 っ に 
お る に か た か し ら 甘井 Ⅰ 
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前
の
経
歴
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

真
人
馬
宗
師
道
行
 碑
 」
 

 
 

 
 

示
兆
 の
披
風
に
家
が
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
 、
返
却
す
る
こ
と
が
で
 

 
 

 
 

、
あ
る
人
が
突
然
や
っ
 

 
 

 
 

と
し
た
ら
金
だ
っ
た
。
 

 
 

 
 

を
 盗
ん
で
殺
し
た
事
件
 

 
 

 
 

か
れ
の
家
は
商
人
と
高
 

 
 

 
 

家
 と
な
れ
た
の
に
ち
が
 

い
な
い
。
 

 
 

 
 

っ
 た
か
れ
 ば
 、
三
重
 

 
 

 
 

籍
 を
お
い
て
い
た
ら
し
 

 
 

 
 

考
え
て
、
か
れ
も
至
重
 

 
 

 
 

方
は
 や
は
り
 宋
金
 交
戦
 

 
 

 
 

き
 ら
め
て
官
仕
を
求
め
 

 
 

 
 

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
か
 

 
 

 
 

測
 を
助
け
る
一
証
で
あ
 

 
 

 
 

に
 対
し
て
の
心
中
の
不
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満
を
、
 酒
に
ま
ぎ
ら
せ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
 

 
 

 
 

そ
の
 教
説
 と
に
 う
 た
 

 
 

 
 

段
 な
っ
く
し
て
、
か
れ
 

 
 

 
 

で
ひ
 ぎ
と
め
た
の
は
、
 

 
 

 
 

ち
ぎ
ら
れ
、
 寧
 海
州
 随
 

 
 

、
、
 丹
 陽
子
と
号
す
る
 一
 貧
道
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

暮
 し
た
。
さ
き
に
の
 

 
 

 
 

の
 入
信
と
前
後
し
て
 弟
 

 
 

 
 

さ
ら
に
お
く
れ
て
 劉
長
 

 
 

八
が
、
全
真
教
の
 セ
 真
人
と
 よ
 ば
れ
る
人
々
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

そ
の
附
近
で
師
の
仮
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
ま
だ
付
場
 だ
 げ
し
か
 

て
 師
の
遺
骸
を
こ
 ュ
 に
 

 
 

 
 

と
の
 秋
 、
お
の
お
の
 今
 

 
 

 
 

っ
た
 。
王
重
陽
は
死
に
 

 
 

 
 

念
頭
 卜
卜
 
お
か
な
か
っ
た
Ⅰ
 

 
 

 
 

が
、
セ
 真
人
の
中
で
は
 

 
 

 
 

配
 は
な
い
。
 処
機
 の
 学
 

（
 
勿
 ）
 

 
 

 
 

っ
 た
の
は
、
け
だ
し
 当
 



 
 

 
 

ま
た
大
宅
十
四
年
以
 

 
 

 
 

に
な
っ
て
、
 内
修
 に
つ
 

 
 

 
 

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

短
期
間
で
あ
っ
た
に
か
 

 
 

 
 

さ
に
「
重
陽
の
酷
 
教
 」
 

の
た
ま
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

常
 に
わ
た
っ
て
宗
教
 

 
 

 
 

あ
る
。
 度
人
 と
は
人
を
 

 
 

 
 

信
徒
の
獲
得
と
自
派
の
 

 
 

 
 

ん
だ
と
の
し
ら
せ
が
 
郷
 

 
 

 
 

た
か
を
物
語
る
一
証
で
 

 
 

 
 

で
は
、
一
時
に
百
人
あ
 

 
 

 
 

に
も
な
っ
た
。
こ
 う
し
 

察
 

 
 

 
 

突
然
京
兆
府
か
ら
道
士
を
そ
 

 
 

 
 

陽
 に
と
っ
て
も
、
球
面
地
方
 

 
 

 
 

。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
日
に
 

 
 

 
 

こ
の
こ
ろ
に
は
す
で
に
為
政
 

 
 

て
い
た
こ
と
の
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

あ
た
た
ま
る
ひ
ま
も
な
く
 
半
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ら
の
詩
集
な
ど
は
、
 

 
 

 
 

な
い
。
け
れ
ど
も
、
 そ
 

 
 

 
 

と
 思
わ
れ
る
も
の
を
 選
 

 
 

 
 

て
お
く
。
 

 
 

 
 

、
儒
仏
二
教
に
対
す
 

 
 

 
 

8
 
 十
二
月
、
 莱
陽
 の
 遊
 

 
 

 
 

の
 伝
記
が
収
め
ら
れ
て
 

 
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
 う
 

 
 

 
 

中
心
に
な
っ
た
第
三
期
 

 
 

 
 

つ
 ま
で
に
発
展
す
る
の
 

 
 

 
 

、
正
長
春
に
よ
っ
て
 見
 

 
 

 
 

展
 は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
 

@
o
 

 
 

 
 

た
 よ
 う
 に
、
教
団
の
 

 
 

 
 

し
と
や
社
会
状
勢
と
い
う
 

 
 

 
 

。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
 
こ
 

 
 

み
る
こ
と
に
す
る
。
 

五
 

開
祖
と
第
二
 祖
 の
 教
説
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識 と 京 の れ る と 譚 し の あ ょ 人 渉 く は か る    
 

 
 

あ
っ
た
ら
し
い
。
 

 
 

 
 

真
 集
の
な
か
に
 

 
 

 
 

し
て
太
守
に
お
 

 
 

 
 

は
ほ
と
ん
ど
 交
 

 
 

 
 

ま
で
も
な
く
、
 

 
 

 
 

衆
 に
対
し
て
は
 

 
 

 
 

か
な
い
た
め
で
 

 
 

 
 

な
ど
を
も
布
教
 

 
 

 
 

Ⅰ
こ
に
 

卜
 「
峯
君
 
木
 
」
 

 
 

 
 

古
は
売
卜
者
、
 

 
 

 
 

陽
が
 主
な
対
象
 

 
 

 
 

人
材
を
、
か
か
 

求
め
た
の
ほ
無
理
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

蓮
 正
宗
 記
に
ょ
 

 
 

 
 

み
、
気
を
松
 峯
 

 
 

 
 

九
転
 な
っ
て
 南
 

 
 

 
 

い
 理
解
す
る
こ
 

 
 

 
 

他
の
道
教
の
知
 

 
 

 
 

詞
 詩
を
通
じ
て
 
19@ (135) 



そ
の
 教
説
 を
み
る
と
、
な
か
な
か
難
解
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ろ
 も
ろ
の
俗
縁
を
た
 

 
 

 
 

白
材
 気
 、
 茸
 粧
や
賭
銭
 

 
 

 
 

、
卑
近
な
こ
と
を
の
 べ
 

 
 

 
 

る
 詩
の
な
か
で
「
金
丹
 

 
 

 
 

ど
と
い
う
金
丹
 道
 の
 用
 

（
何
 

れ
 
）
 

 
 

 
 

に
 恋
々
と
し
な
い
の
が
 

 
 

 
 

が
で
ム
 
く
る
。
ま
た
 

「
 金
 公
は
神
で
、
 黄
 婆
は
気
で
あ
る
。
嬰
児
は
陽
気
で
、
 

 
 

気
で
あ
る
Ⅰ
と
か
、
「
 

 
 

 
 

と
い
つ
て
い
る
 D
 こ
の
 

（
 
%
 ）
 

 
 

 
 

儀
を
 学
ぶ
の
に
は
師
は
 

 
 

ど
と
、
禅
に
に
た
と
ぎ
方
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

足
 に
よ
め
な
い
よ
う
 

 
 

 
 

苦
し
ん
で
い
た
当
時
の
 

 
 

 
 

る
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
 

 
 

 
 

れ
る
。
ま
た
か
れ
の
 と
 

 
 

 
 

か
 0
 こ
の
点
は
、
お
そ
 

 
 

 
 

原
因
の
一
つ
ほ
、
こ
の
 

よ
う
な
点
に
も
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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た
で
あ
ろ
う
。
現
に
 
、
 

 
 

 
 

、
そ
の
名
を
し
た
っ
て
 

 
 

の
 推
測
を
助
け
る
一
証
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

（
 
㏄
 
4
 
う
 

）
 

 
 

 
 

ま
た
は
真
理
を
い
み
 
す
 

（
 
あ
 ）
 

 
 

 
 

る
、
 財
を
む
さ
ぼ
る
 
心
 

 
 

 
 

0
 人
は
神
々
が
家
門
の
 

（
 
お
 Ⅰ
 

 
 

 
 

な
ど
と
い
つ
て
い
る
こ
 ュ
 

（
明
 

@
 

 
 

 
 

福
 に
か
ぞ
え
て
と
く
に
の
そ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぞ
 げ
て
、
 内
修
 を
す
し
め
て
 

如
い
る
が
、
そ
の
場
合
に
 
、
 山
の
中
に
お
い
て
も
、
 

 
 

さ
ら
に
、
粗
食
の
な
か
に
こ
 

 
 

 
 

つ
っ
て
や
れ
ば
地
獄
か
ら
ほ
 

真
 

 
 

 
 

お
そ
ら
く
か
れ
を
知
る
 

 
 

 
 

っ
 た
に
ち
が
い
な
い
。
 

 
 

 
 

告
白
し
 

 
 

 
 

の
 教
養
を
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
 、

か
れ
の
 友
 

身
に
っ
 げ
 

と
い
う
こ
と
 

2l  WI 繍 ) 



  

 
 

 
 

で
き
る
、
）
（
 

%
 ）
子
が
入
信
 

 
 

 
 

、
大
衆
に
と
っ
て
身
近
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
 

 
 

 
 

つ
ど
い
て
い
る
祖
先
 崇
 

 
 

 
 

て
 、
そ
の
難
解
な
言
葉
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
く
ほ
し
た
し
ま
れ
 

 
 

王
重
陽
が
ま
っ
た
く
ふ
れ
な
か
っ
た
 ね
 げ
で
は
な
い
。
 け
れ
ど
も
、
そ
の
量
 か
 

 
 

 
 

中
で
ふ
れ
て
い
る
の
は
 

 
 

 
 

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

た
か
が
に
じ
み
だ
し
て
 

 
 

 
 

源
境
 を
さ
す
 ｜
 ・
、
春
、
 

 
 

 
 

大
衆
に
と
っ
て
身
近
か
 

な
 感
じ
を
も
つ
て
迎
え
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
 

 
 

 
 

に
手
を
携
え
て
い
こ
 

 
 

 
 

の
 楽
し
み
を
 え
よ
う
と
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
と
い
つ
て
い
 

 
 

 
 

と
が
わ
れ
わ
れ
の
目
を
 

(1 ㏄ ) ル 
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23  ( Ⅰ 199) 

 
 

 
 

は
 、
こ
の
よ
う
な
傾
向
 

 
 

 
 

、
農
民
出
身
な
ど
の
 人
 

 
 

 
 

て
も
、
山
地
主
や
網
元
 

 
 

 
 

僚
 属
 に
対
し
て
も
、
 
積
 

 
 

 
 

す
る
一
策
で
あ
る
と
と
 

 
 

 
 

し
の
方
策
は
、
の
ち
に
 丘
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
だ
多
く
の
べ
ら
れ
 

 
 

 
 

つ
ん
で
い
た
の
に
対
し
 

 
 

 
 

が
い
な
い
。
王
重
陽
は
っ
 

 
 

 
 

じ
め
に
こ
つ
こ
つ
と
 努
 

 
 

 
 

あ
る
と
の
説
を
つ
く
り
 

 
 

 
 

な
い
 0
 こ
の
よ
う
に
、
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

六
 

教
団
成
立
の
 
一
 要
素
 

 
 

 
 

げ
 の
こ
の
ご
と
く
 ぞ
 

 
 

 
 

た
宗
教
団
体
 は
三
セ
セ
 

 
 

 
 

セ
 0
0
 に
上
る
と
い
う
 



 
 

 
 

と
ろ
え
、
い
ま
で
は
 

 
 

 
 

あ
る
。
多
摩
墓
地
に
現
 

 
 

 
 

の
 典
型
的
な
例
と
し
て
 

  

数
多
い
 

に
教
祖
が
 

要
な
こ
と
 

び
、
す
ぐ
 

火
の
 ょ
う
 

い
ま
の
と
 

あ
げ
て
み
 宗

教
集
団
の
 

偉
大
で
魅
力
 

は
。
布
教
の
 

れ
た
組
織
 者
 

に
消
え
さ
 つ
 

こ
ろ
で
は
、
 

よ
 う
 。
  

 

 
 

か
 

 
 

 
 

重
 

 
 

 
 

い
 

 
 

 
 

花
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
わ
ず
か
二
、
三
十
人
 

 
 

 
 

ば
 、
幾
分
停
滞
気
味
の
 

 
 

 
 

級
だ
 げ
に
 3
 げ
い
れ
 ら
 

れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
の
逆
な
場
合
も
あ
る
。
 

 
 

っ
 0
 集
団
に
は
必
ず
教
 

 
 

 
 

な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

く
は
教
理
な
ど
が
、
 
必
 

 
 

 
 

0
 人
格
や
言
動
が
と
る
 

 
 

 
 

ず
 、
あ
ま
り
我
勢
が
の
 

び
な
い
例
も
あ
る
。
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正
文
 成
 会
の
長
沼
妙
佼
に
対
す
る
庭
野
目
敏
で
あ
る
。
 
メ
 シ
ヤ
教
の
岡
田
茂
吉
 

 
 

 
 

一
人
で
両
者
を
か
ね
て
 

 
 

日
域
聖
な
ど
が
そ
の
好
適
例
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

テ
リ
 L
 
 癩
 摘
な
ど
 

 
 

 
 

き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
 

 
 

 
 

熱
 の
あ
る
こ
と
、
人
々
 

 
 

 
 

」
と
、
他
人
に
は
な
い
 
時
 

 
 

 
 

ほ
 教
祖
的
性
格
の
持
主
 

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

場
合
が
少
く
な
い
。
 

 
 

 
 

解
 で
き
な
い
も
の
だ
つ
 

（
 
絃
 ）
 

 
 

 
 

あ
る
。
か
れ
は
短
気
 

 
 

 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

が
 、
組
織
者
で
あ
る
。
出
口
 

 
 

 
 

、
呪
術
宗
教
家
で
あ
る
英
数
 

 
 

 
 

つ
た
。
こ
の
よ
う
な
 
組
絃
者
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教
祖
と
し
て
の
 一
 資
格
を
そ
 25  (141) 



 
 

 
 

を
 転
々
と
し
た
あ
げ
く
 

 
 

 
 

っ
 豪
気
雄
弁
で
、
他
人
 

 
 

 
 

与
え
や
す
か
っ
た
で
あ
 

 
 

 
 

0
 日
本
の
信
徒
た
ち
か
 

 
 

 
 

い
 混
乱
の
さ
な
か
で
あ
 

 
 

 
 

た
に
ち
が
い
な
い
。
 従
 

 
 

た
 、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

つ
た
。
そ
う
し
て
、
 

 
 

 
 

ほ
 、
第
二
期
に
な
っ
て
 

 
 

 
 

極
 的
に
働
き
か
け
て
い
 

 
 

 
 

ね
ば
 、
か
れ
に
 は
 企
業
 

 
 

 
 

ゆ
 期
の
全
真
教
団
に
お
 

 
 

あ
た
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

と
え
ば
、
創
価
学
会
 

 
 

 
 

を
も
っ
た
戸
田
城
 聖
が
 

 
 

 
 

の
 苦
し
い
人
な
ど
が
 ふ
 

 
 

 
 

、
官
僚
 属
 に
も
入
信
者
 

 
 

 
 

は
あ
る
ま
い
。
こ
の
 ょ
 

 
 

 
 

、
政
府
も
し
く
は
他
の
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セ
む
 

び
 

す
 

 
 

 
 

示
教
々
 団
 成
立
の
際
の
 

 
 

 
 

陽
は
 教
祖
的
性
格
の
持
 

 
 

 
 

綴
音
的
性
格
の
持
主
で
 

 
 

 
 

立
場
に
た
 ュ
 さ
れ
た
の
 

 
 

 
 

て
の
役
割
を
十
分
に
果
 

 
 

 
 

に
 、
見
事
に
活
用
さ
れ
 

 
 

 
 

こ
 や
よ
う
な
性
格
を
も
 

 
 

 
 

た
れ
ば
こ
そ
、
正
長
春
 

 
 

 
 

き
な
意
義
を
も
っ
て
 い
 

る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

み
る
と
、
意
外
に
も
 

 
 

 
 

い
 0
 後
漢
の
こ
ろ
成
立
 

 
 

 
 

返
 す
る
と
い
わ
れ
て
い
 

 
 

」
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

と
ん
ど
注
意
を
ほ
ら
 

 
 

 
 

い
つ
て
、
馬
打
 陽
は
教
 

 
 

織
 者
の
好
適
例
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

ぼ (1 ㏄ ) 



 
 

 
 

も
 、
キ
リ
ス
ト
に
対
し
 

 
 

 
 

題
は
 、
日
本
や
中
国
だ
 

 
 

の
 問
題
と
い
え
る
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
 

（
昭
和
一
一
一
一
一
一
・
一
一
・
一
一
一
穂
）
 

 
 

 
 

感
謝
の
意
を
表
わ
す
。
 

 
 

 
 

的
な
役
割
の
研
 

究
 」
の
報
告
の
一
部
で
あ
る
。
 

 
 

還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
）
参
照
。
 

2
 、
 甘
 水
仙
 源
 録
は
上
海
坂
道
蔵
第
六
一
一
冊
所
収
。
 

 
 

真
教
団
の
 一
 性
格
」
（
東
方
 

学
 第
一
 輯
 ）
参
照
。
 

5
 、
 註
 3
 回
 稿
 参
照
。
 

4
 、
 孫
克
寛
 氏
の
論
文
は
大
陸
雑
誌
 八
ノ
 十
所
収
。
 

 
 

冊
 所
収
。
 

7
 、
立
教
十
五
論
は
道
蔵
第
九
八
九
冊
所
収
。
 

8
 、
 丹
陽
 真
人
直
言
は
道
蔵
第
九
八
九
冊
所
収
。
 

9
 、
 註
 d
.
 

、
 
同
稿
 参
照
。
 

 
 

 
 

 
 

u
 、
 註
 3
 回
 稿
 参
照
。
 

u
 、
 註
 4
 回
 稿
 参
照
。
 

は
 、
 註
 3
 回
 稿
 参
照
。
 

M
 、
重
陽
 全
 募
集
 巻
九
 
（
道
蔵
第
七
九
四
冊
）
参
照
。
 

 
 

 
 

参
照
。
 

M
 、
 弁
偽
 録
は
大
正
新
修
大
蔵
経
巻
五
二
所
収
。
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道
蔵
 第
セ
 六
冊
所
収
。
 

 
 

前
掲
 書
 参
照
。
こ
の
場
合
に
も
多
少
の
異
論
が
あ
る
。
 

m
 、
 今
蓮
 正
宗
 記
は
 道
蔵
 第
セ
 五
冊
所
収
。
 

 
 

）
参
照
。
 

%
 、
重
陽
真
人
今
関
 玉
鎖
訣
は
 道
蔵
 第
セ
 九
六
冊
所
収
。
 

%
 、
重
陽
真
人
 授
丹
 陽
二
十
四
 訣
は
 道
蔵
 第
セ
 九
六
冊
所
収
。
 

 
 

は
 道
蔵
 第
セ
 九
五
 ｜
 七
九
六
冊
所
収
。
 

 
 

第
セ
 二
八
冊
所
収
。
 

お
 、
 丹
陽
 漸
悟
 集
 奉
上
参
照
。
 

%
 、
以
上
四
項
は
洞
 文
 金
玉
葉
参
照
。
 

w
 、
骨
湯
漸
悟
葉
巻
不
参
照
、
 

%
 、
以
上
四
項
は
丹
 陽
 漸
悟
 集
 参
照
。
 

%
 、
胴
立
金
玉
葉
巻
 四
 参
照
。
 

 
 

直
言
に
は
元
祖
 が
セ
祖
 と
な
っ
て
い
る
。
 

ね
 、
 註
 Ⅱ
 同
稿
 参
照
。
 

 
 

祖
 名
を
秘
し
た
。
 

㌍
、
 註
 6
 回
 稿
 に
よ
る
。
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る
 。
 づ
 す
 8 つ
オ
 
B
%
o
 
の
 

 
 

 
 

り
 、
そ
の
系
統
を
引
い
 

 
 

 
 

質
か
ら
離
れ
て
あ
っ
て
 

 
 

 
 

と
 考
へ
て
超
越
 説
 を
と
 

 
 

 
 

，
オ
 
0
 
目
㏄
 
口
 ・
 い
 目
印
 の
 

 
 

 
 

臼
ぜ
 。
弓
の
 
ヰ
 0
 
ト
せ
 
Ⅱ
（
 
お
 0
 
の
・
 

 
 

現
代
ま
で
続
い
て
ゐ
る
。
 

 
 

 
 

に
士
以
る
 
（
 
せ
 （
Ⅰ
の
 

q
 も
か
こ
 

 
 

 
 

め
る
」
 

十
 

官
 ㏄
 
0
 。
 
-
 
亡
 こ
と
 

 
 

 
 

%
 げ
、
又
、
古
来
、
様
 

 
 

 
 

シ
ア
ス
の
 レ
鮭
 Ⅹ
の
 
戸
由
 
n
o
 
の
 

東 

光 

寛 

英 

 
 

解
釈
 
工
 ）
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ッ
ト
 の
 解
 程
に
従
ひ
 、
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の
の
 解
 程
に
営
っ
て
 

 
 

 
 

て
 ア
ヴ
ェ
 p
 エ
ス
 学
 

 
 

 
 

ス
と
 は
 げ
 し
く
対
立
 

 
 

 
 

拐
 も
の
の
Ⅰ
す
 

い
ト
い
 

の
）
と
を
 
区
 

 
 

 
 

%
 分
に
属
し
能
動
理
性
 

 
 

 
 

、
か
ュ
 6
 人
間
的
理
性
 

 
 

 
 

一
一
 
%
 拠
参
 
m
w
 

）
。
 

 
 

 
 

粋
 観
想
定
 8
%
 も
 

 
 

 
 

乱
せ
 
q
 捺
ン
 H
o
 
Ⅱ
 
ち
 ㌣
）
で
 

 
 

 
 

Ⅰ
 ひ
 
あ
せ
 而
せ
ト
セ
柁
 

市
ト
 

自
 ・
日
日
日
㍉
。
 

 
 

 
 

の
 純
粋
観
想
を
解
 理
 す
 

トマス の 解釈 



 
 

 
 

プ
 H
o
 
Ⅱ
 め
ヲ
 （
の
・
 

田
 。
 オ
り
づ
 

 
 

 
 

捜
を
受
取
り
得
る
も
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
が
、
「
思
惟
せ
ら
れ
る
 

 
 

 
 

6
 所
が
現
 實
 的
に
働
く
 

（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

が
 一
つ
の
規
寛
態
と
な
 

 
 

 
 

&
 サ
ま
 接
を
受
取
り
、
 
そ
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
こ
の
場
合
 受
 

 
 

 
 

%
 相
公
の
め
 

0
q
 
 

め
 ～
 
の
 も
 と
 

 
 

 
 

心
ま
 
と
は
、
思
惟
 せ
 

 
 

 
 

る
 思
惟
せ
ら
れ
る
も
 

 
 

 
 

實
 と
な
っ
て
能
動
 理
 

性
 と
一
 %
 と
な
り
、
両
者
は
一
つ
の
 現
實
 態
と
な
り
、
 

 
 

、
同
一
の
も
の
と
な
る
 

 
 

 
 

の
と
な
り
、
か
く
し
て
 

 
 

 
 

れ
を
思
惟
す
る
（
Ⅰ
も
も
 

 
 

 
 

と
は
同
一
の
も
の
と
な
 

 
 

 
 

、
 而
も
理
性
は
そ
れ
を
 

 
 

 
 

的
な
る
も
の
も
 鶴
 。
 
も
 

 
 

 
 

帥
萌
 
。
 
あ
 心
の
ふ
㌔
。
め
の
も
の
Ⅱ
。
 

モ
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實
態
的
 活
動
（
 
ま
 甘
言
、
 
し
囲
 

 
 

スの 純粋観想につ し 

G 連理高 

    
） 畳 り は 
で 醒 で 最 
あ し あ 高 
る て る 善 
な ゐ 。 に 
ら る 理 関 

  
惟 き 丁 」 
を 現 度 と 
続 實 睦 め 
げ 態 れ ァ 
る で る リ 

こ ち 者 ス 
と っ の ト 

が て 如 テ 
理 可 く レ 
性 能 阿 ス の も思態でに 言 と ， 
っ な 椎 葉 
て い し が 
は 場 て あ 

労合 昔 、 ゐる なが 
と 最 い 如 く なる なら 善 な 、 
（ の ぱ 最     

P な   
衰 態 ㌔ の 

  

 
 

 
 

は
 次
の
如
き
で
あ
る
。
「
 
最
 

聖ト 

 
 

 
 

本
質
的
 實
罷
 で
あ
る
 

 
 

マス  
 

 
 

見
ら
れ
る
が
如
く
 、
 

 
 

 
 

が
 思
惟
の
最
高
段
階
で
行
は
 

 
 

 
 

う
な
い
。
前
述
の
受
動
理
性
 

 
 

 
 

そ
の
認
識
対
象
で
あ
 

 
 

 
 

る
が
、
そ
の
家
は
建
築
 

 
 

 
 

料
 を
も
た
な
い
も
の
の
 

 
 

 
 

而
し
て
思
惟
 ?
 田
斉
（
 
し
 

 
 

 
 

か
く
の
如
く
理
性
が
 m
 ゅ
 

 
 

 
 

な
 認
識
に
於
て
は
質
料
 

 
 

 
 

テ
レ
ス
が
物
語
っ
て
 ゐ
 



 
 

 
 

で
あ
る
。
理
性
は
 、
時
 

 
 

 
 

ら
れ
る
も
の
を
も
っ
て
 

 
 

 
 

實
は
 、
能
動
理
性
が
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
っ
て
 現
實
 的
に
活
動
 

 
 

 
 

の
場
合
、
思
惟
せ
ら
れ
 

 
 

 
 

）
は
 、
か
ュ
る
 最
高
 

 
 

 
 

な
り
得
る
の
で
あ
る
。
 

@
5
 
イ
 

 
 

 
 

の
方
で
あ
る
、
 
と
ァ
リ
 

 
 

 
 

に
 於
て
、
神
的
性
格
を
 

 
 

 
 

性
 に
も
興
り
得
る
の
で
 

 
 

 
 

の
 一
 %
 化
と
は
両
者
の
 

 
 

 
 

人
間
理
性
は
神
た
る
 

 
 

 
 

現
實
 態
と
な
り
、
今
ま
 

を 性が 
景一 

  

一貫 現 

0 %     
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て
 且
 つ
 最
高
の
も
 

円
 
8
 ）
 

 
 

 
 

は
 我
々
仁
は
少
時
 

 
 

 
 

と
し
て
（
 弍
 0
 
「
 5
 

 
 

 
 

と
は
出
来
な
い
の
で
 

る
 。
 

あ 又 間 の 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 

神
と
 
云
ふ
 
最
善
な
る
 

 
 

 
 

性
 で
あ
る
と
 云
ふ
 風
に
 

 
 

 
 

れ
は
思
惟
す
る
 働
 ぎ
を
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
思
惟
の
思
惟
 

 
 

 
 

る
も
の
そ
の
も
の
が
 思
 

 
 

 
 

あ
る
。
即
ち
自
己
が
 自
 

 
 

 
 

し
た
人
間
理
性
は
 、
自
 

 
 

 
 

0
 本
性
（
 神
 ）
を
分
取
 す
 

 
 

 
 

思
惟
の
思
惟
に
 於
 

 
 

 
 

は
 思
惟
そ
の
も
の
で
あ
 

で
は
人
間
理
性
と
そ
の
思
惟
対
象
た
 

る
。
「
理
性
は
思
惟
せ
ら
れ
る
も
の
 

る
 」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
 云
ふ
が
 

れ
る
も
の
で
あ
り
乍
ら
そ
れ
自
身
の
 

 
 

現
實
態
に
 於
て
は
一
つ
の
も
の
と
な
っ
て
く
 

 
 

よ
っ
て
思
惟
せ
ら
れ
る
も
の
（
 神
 ）
 と
な
 

 
 

れ
る
も
の
で
 o
d
 
よ
 こ
で
あ
り
、
思
惟
せ
ら
 

 
 

。
か
く
の
如
く
、
理
性
の
最
高
段
階
に
於
て
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に
よ
っ
て
神
の
認
 

 
 

 
 

み
よ
う
。
 

 
 

 
 

世
の
人
間
で
は
神
の
 

 
 

 
 

三
巻
、
第
四
十
六
章
 

 
 

三
章
）
の
「
精
神
官
，
の
 年
 ）
は
、
身
縄
の
感
覚
に
よ
 っ
て
切
籠
 的
 事
物
の
知
 

 
 

 
 

に
 精
神
は
自
ら
自
身
に
 

 
 

 
 

ぬ
 る
が
、
そ
れ
に
 つ
 い
 

 
 

 
 

丼
 物
 罷
 師
事
物
の
認
識
 

 
 

 
 

々
の
精
神
は
自
己
認
識
 

 
 

 
 

し
 乍
ら
「
そ
れ
は
、
 
精
 

 
 

 
 

「
（
の
 

0
 （
⑧
認
識
す
る
と
 

 
 

 
 

）
 
臣
旺
 
0
 に
。
 
0
 
（
甘
の
ち
 

0
 の
の
 
ロ
 
安
元
こ
 

 
 

 
 

）
 
汀
 c
 （
 
ロ
の
つ
 
0
 の
の
手
い
 

ま
 ）
に
 

 
 

 
 

い
 
っ
曲
の
）
知
解
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

ス
テ
ィ
 ヌ
ス
 の
引
用
文
 

 
 

 
 

ら
を
愛
す
る
 
宙
 ョ
目
こ
 

 
 

 
 

へ
 到
達
す
る
と
の
理
由
 

 
 

 
 

ら
 自
身
に
よ
っ
て
 、
自
 

 
 

 
 

（
縛
の
・
の
・
～
（
Ⅰ
・
 

か
 e
 
 
。
 か
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アリストテレスの 純粋観想に 

    
  

精 ・ 決 ゲ あ 類に 
押 し め る に の   

  

現 る ） 的 あ 度 
實 に そ な る 第 

  

で 自 自 色 は も 
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    ついての 聖ト 

っ 知 る 
て る 様 
宮 様 な 
己 な 場 
自 情 合 
見 神 で 
を の あ 
も 眞 る 

  
れ 識 戸 

の で 甲 ㏄ み はみな み は 。 ぺ   
父 神 Ⅰ 

  
にし 時に にし 

  
  
る 現 を 
が實 そ 

人雙塞 
間 あ 質 
め れ に 
知 は ょ 

性 " つ 
は そ て 
可 の 自 

  
存 に 身 
花 ょ を 

 
 

 
 

の
 自
己
認
識
に
開
し
 

釈
 

 
 

 
 

p
q
 
（
 
p
n
 

三
の
き
の
Ⅰ
）
自
己
認
識
で
 

 
 

 
 

魂
 を
も
っ
て
み
る
と
 
知
貫
す
 

  

 
 

 
 

る
 。
が
然
し
、
こ
れ
に
 

 
 

 
 

。
 ロ
 ・
㏄
 
べ
 。
 a
 「
（
 
，
い
 
。
 オ
 ）
。
 

 
 

 
 

9
%
 
 ご
 。
従
っ
て
 精
 

 
 

 
 

日
性
荘
 
Ⅱ
 
ざ
 ）
 に
よ
っ
て
 知
 

 
 

 
 

。
即
ち
人
間
の
知
性
 

 
 

 
 

、
精
神
は
本
貫
に
よ
っ
 

 
 

 
 

神
 が
他
の
も
の
と
は
 如
 



 
 

 
 

 
 

p
 の
・
 
H
 二
色
。
我
々
人
間
の
認
識
と
 
云
 ふ
も
の
は
、
 る

 
「
理
性
が
自
己
 自
 

一
組
、
或
る
場
合
に
 
繍
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
の
で
は
な
い
。
 

そ
鰻
 

 
 

 
 

如
き
人
間
精
神
の
自
己
 

 
 

 
 

惟
 」
の
純
粋
観
想
の
引
 

 
 

か
を
見
て
み
よ
う
。
 

 
 

 
 

ま
ュ
に
 解
碍
 し
て
 ゐ
 

 
 

 
 

る
 第
一
思
惟
対
象
な
る
 

（
 
蛉
 ）
 

 
 

 
 

惟
対
 象
と
は
ト
マ
ス
で
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

分
有
す
る
こ
と
に
 
ょ
 

 
 

 
 

一
 思
惟
対
象
に
は
、
 

 
 

 
 

。
而
し
て
理
性
が
何
 

 
 

 
 

ヨ
の
コ
 
の
 c
 （
 
g
 の
 
）
 と
云
 ふ
も
 

-
 
は
 ）
 

 
 

 
 

自
己
認
識
と
を
 匝
則
 し
 

 
 

 
 

み
な
い
。
こ
れ
は
 凡
 

 
 

 
 

碍
 し
て
ゐ
る
こ
と
に
 

 
 

 
 

第
九
章
の
「
。
思
惟
の
 

 
 

 
 

理
性
は
：
 ぎ
 （
の
 

け
 e
c
 

三
の
 

 
 

 
 

ら
で
あ
る
。
ト
マ
ス
で
 



アリストテレス の 純粋観想についての 聖 トマ スの 解釈 

見 の に 純 で で 

 
 

 
 

0
 課
題
で
は
な
い
の
 

 
 

 
 

畢
び
 取
れ
ば
 よ
 い
の
 

 
 

 
 

惟
の
思
惟
」
と
 云
ふ
 

粋
 観
想
に
至
っ
て
神
を
認
識
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
 

 
 

思
惟
」
に
到
る
こ
と
 

 
 

 
 

る
と
共
に
、
ト
マ
ス
 

 
 

 
 

粋
 襯
を
論
及
し
て
 

よ
 う
 。
 

 
 

 
 

性
 と
「
 凡
 ゆ
る
も
の
 

 
 

 
 

可
能
理
性
 ?
 。
 
ぢ
 

 
 

 
 

o
r
 
（
の
は
「
 
凡
 ゆ
る
 

 
 

 
 

そ
の
受
動
理
性
と
は
 

 
 

 
 

（
 
セ
 
6
 
つ
 
Ⅰ
 可
描
 
申
せ
 
ヰ
 
（
沫
も
 

w
.
.
 

 
 

 
 

n
O
 。
 ュ
 0
 は
こ
れ
を
 

善
に
し
て
正
文
最
も
快
い
も
の
だ
が
、
そ
の
観
想
を
 、
 

 
 

自
認
識
的
観
想
と
は
 解
 

（
 
@
u
 

）
 

揮
 し
て
み
な
い
。
 

 
 

り
も
後
者
の
方
で
あ
る
」
の
 解
 澤
は
次
の
如
く
な
す
。
 即
ち
 神
 的
に
し
て
高
生
貝
 

 
 

 
 

而
し
て
そ
の
観
想
は
最
 

  

（
 
B
 ）
 

 
 

 
 

ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
 

 
 

 
 

0
 更
に
ト
マ
ス
は
 、
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
ト
マ
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0
 
ゴ
 e
z
 
 

ら
 九
 %
 舌
即
 

 
 

 
 

ク
イ
ナ
ス
 9
 知
性
論
⑥
 

（
 
2
 ）
 ロ
ッ
ス
 の
解
釈
に
従
 ふ
 。
詳
細
は
註
 5
 を
見
よ
。
 

 
 

 
 

ア
レ
ク
サ
 ソ
ド
 ロ
ス
に
 

 
 

 
 

し
 、
ジ
ャ
ク
 
ソ
ソ
 

 
 

 
 

の
も
の
が
自
ら
に
 於
 

 
 

惟
 せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
 云
ふ
 理
由
か
ら
し
て
：
 帖
 
Ⅹ
 e
 Ⅰ
 
の
 言
葉
を
用
ふ
る
 と
 

 
 

 
 

づ
 Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

し
 （
 
オ
 0
 の
の
、
円
安
田
）
 

、
 

 
 

 
 

の
 実
体
で
あ
る
と
 

 
 

 
 

、
自
存
的
 可
 知
的
実
 

 
 

 
 

ど
と
云
っ
て
ゐ
る
 

 
 

・
Ⅰ
の
 

n
n
 

ぃ
 
e
 。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ス
 様
々
の
解
釈
が
生
 

 
 

 
 

の
読
方
 に
よ
っ
て
 こ
 

 
 

 
 

の
を
も
つ
と
考
へ
 

 
 

 
 

と
し
て
の
み
こ
の
 

 
 

 
 

で
は
な
く
て
神
の
観
 

 
 

 
 

者
（
 現
 佳
熊
）
よ
り
 

 
 

 
 

㏄
の
 

0
.
 

㏄
の
 

ト
 ）
 
0
 
 
ロ
 ツ
 

 
 

 
 

入
し
て
不
明
瞭
な
 代
 

 
 

 
 

接
モ
 
か
り
 

文
描
 
こ
 よ
 め
ノ
 
ン
っ
せ
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下
荷
 
日
 五
か
（
 

w
o
 

口
口
）
 

41 

 
 

対
象
は
神
（
早
口
の
）
と
呼
ば
れ
る
。
ト
マ
ス
で
は
 

は
 第
一
思
惟
対
象
 た
 

 
 
 
 

 
 

 
 

に
 
：
の
Ⅰ
 

e
c
 
三
三
 ざ
，
 

㏄
 

 
 

 
 

㏄
 邑
曲
 
円
仁
Ⅱ
 

け
 口
目
の
の
Ⅰ
 

宙
 @
 

 
 

 
 

 
 

 
 

つ
い
て
も
つ
と
 考
 

 
 

 
 

ド
 
㏄
）
 
0
 こ
の
解
釈
 

 
 

 
 

T
o
 
串
 o
c
,
 

に
す
る
か
 

 
 

 
 

に
 

 
 

 
 

、
か
の
究
極
的
 原
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

れ
ば
、
 

 
 

 
 

化
す
る
様
に
な
る
の
 

 
 

 
 

 
 

的
な
る
も
の
を
所
有
 

 
 

最
善
の
も
の
で
あ
る
」
 
父
 0
 の
の
，
 
ま
 Ⅰ
…
㌧
・
 
蓮
 S
 。
 

 
 

 
 

ぬ
め
ラ
テ
ソ
 訳
の
 

 
 

 
 

る
 。
こ
れ
は
ア
 ン
 

 
 

 
 

片
戸
 

ヰ
 
Ⅱ
 ぎ
田
 
凹
田
 
@
W
 

ハ
 
Ⅱ
片
戸
 

レ
の
 
"
 

 
 

 
 

釈
は
古
 訳
の
方
に
 

 
 

 
 

そ
う
で
あ
る
。
即
ち
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宜
 0
 目
の
乙
の
 

r
a
 

（
 
ざ
 ）
 は
 

に
 於
て
見
出
さ
れ
る
 

 
 

 
 

よ
 れ
 ば
、
、
 
～
 
x
 。
（
 

v
o
 
。
 
，
ば
 

 
 

 
 

様
で
、
 ，
 ン
田
 し
 の
 、
 



 
 

ヒ
ノ
 
。
 づ
 。
 コ
の
 

 
 

0
 円
捨
ゴ
 

ハ
ツ
 

，
 

  
10    

 

 
 

日
ツ
 

宙
の
の
円
 

c
 Ⅰ
Ⅱ
 

ツ
 0
 の
Ⅰ
  

 
 
 

 
 

 
 

に
 完
全
な
る
至
福
な
 

 
 

 
 

る
も
の
を
取
扱
 

ふ
 場
合
⑧
 

 
 

 
 

 
 

動
や
思
惟
作
用
で
あ
 

っ
て
は
な
ら
な
い
 

り
ミ
 
0
 
日
Ⅰ
 
ゴ
 
・
 
キ
 
・
 
田
ト
 
の
ま
 

F
.
 

ぉ
 
・
の
。
）
 

 
 

 
 

能
 的
理
性
（
 
ぁ
 ：
 q
.
 

 
 

 
 

は
神
的
理
性
そ
の
も
 

 
 

 
 

授
 ㏄
Ⅱ
 

ゅ
 
）
。
 
ポ
一
 

 
 

 
 

白
つ
と
 

。
ト
マ
ス
 

 
 

 
 

日
 ・
）
（
～
）
 

e
 
緯
 Ⅰ
 
ア
 
・
 
キ
、
 

 
 

る
に
、
そ
れ
は
神
の
も
の
か
人
の
も
の
か
に
問
題
が
あ
る
が
、
 

両
者
を
包
含
す
る
 

意
 

 
 

 
 

神
は
現
実
態
で
あ
り
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の
快
楽
の
為
に
こ
れ
 

 
 

 
 

ぬ
 る
の
で
あ
る
が
、
 

 
 

 
 

快
楽
で
あ
る
と
云
は
 

 
 

 
 

り
そ
う
で
あ
る
が
 

如
 

 
 

 
 

究
極
的
完
全
に
至
 

 
 

 
 

。
観
想
の
活
動
は
快
 

 
 

」
に
最
高
の
快
楽
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

象
に
肋
 
き
か
け
る
の
 

で
、
 
や
ほ
り
 
質
料
に
関
係
す
る
。
 



アリストテレスの 純粋観想についての 聖 トマスの解釈 

  

（
Ⅱ
）
 

註
 5
 を
参
照
せ
よ
。
 

 
 

 
 

日
 
）
 
局
 Ⅰ
 
e
 
～
～
 

ト
 
内
の
目
 

円
 
e
 
e
 

（
 

 
 

 
 

（
Ⅰ
 

笘
臣
 
の
絹
目
さ
く
 

e
 ヰ
 

こ
 
0
 
コ
 0
p
 
㌧
 ヌ
 ）
 
臣
 ㏄
の
 
曲
 
二
戸
 
由
 ）
 
隼
 ）
 
臣
圧
 
0
 
二
）
㏄
 

ざ
臣
 
0
"
 

 
 

コ
 の
の
 
し
す
卑
 
曲
目
 
ヱ
 p
 
ヨ
 日
神
色
二
の
 

0
 
口
 零
ヨ
 9
 
 
日
さ
年
何
 
%
 ）
 
汗
ヨ
 

（
 
M
 ）
 註
 5
 を
参
照
せ
よ
。
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三
才
の
 
t
 
田
の
の
 

プ
 の
 C
r
 

（
の
Ⅰ
）
の
 

 
 

 
 

純
粋
理
性
の
一
般
的
課
 

 
 

 
 

理
性
か
ら
の
認
識
門
下
 

 
 

 
 

で
 云
い
か
へ
ら
れ
て
ゐ
 

 
 

 
 

従
っ
て
「
理
性
の
あ
ら
 

 
 

 
 

は
も
と
も
と
「
形
而
上
 

 
 

 
 

る
 。
 一
 
・
形
而
上
学
の
立
つ
 

 
 

 
 

工
学
の
主
張
を
ど
れ
ほ
 

 
 

 
 

し
そ
の
人
が
予
め
こ
の
 

問
題
を
十
分
に
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
ば
、
 

 
 

空
疎
な
根
拠
な
ぎ
哲
学
 

 
 

 
 

禾
 w
W
 

面
上
学
の
成
否
 

卜
レ
 

 
 

0
%
 

申
せ
 

ゴ
 せ
ゑ
 
片
 

｜
 
一
つ
の
序
説
と
し
て
 ｜
｜
 

阿
部
正
雄
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矛
盾
と
の
動
揺
せ
る
 

状
 

 
 

 
 

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
 

口
 
・
ち
と
も
彼
は
云
っ
て
ゐ
る
。
 

 
 

 
 

さ
に
我
々
の
熟
知
す
 

 
 

 
 

の
屈
 

（
 
ぃ
ガ
、
ロ
 

・
い
り
に
外
な
ら
 

 
 

 
 

円
 
の
の
の
 

コ
 
の
 
0
 
ゴ
簿
 

よ
の
出
現
を
 

 
 

 
 

学
の
出
現
を
促
進
す
る
 

 
 

 
 

直
し
た
の
で
あ
る
 

0
 
形
 

 
 

 
 

性
の
能
力
自
体
を
批
判
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の
 関
係
に
あ
る
も
の
と
 

 
 

 
 

定
し
 去
り
、
認
識
の
対
 

 
 

 
 

け
 れ
 ば
 な
ら
な
い
と
 
邸
 

 
 

 
 

の
で
あ
ら
う
か
」
と
い
℡
 

 
 

 
 

へ
た
。
さ
き
に
の
べ
た
 

 
 

 
 

紙
 に
現
は
れ
た
 間
ひ
 

 
 

 
 

て
 云
い
 現
は
 さ
れ
た
」
 

 
 

の
 
Ⅰ
で
 
す
出
 
0
 
の
 
0
 で
 ダ
援
ゃ
ア
 

の
 パ
 Ⅰ
 
ぎ
 ふ
の
 
日
臣
ダ
 ㏄
・
肚
の
印
Ⅱ
 

e
 

も
し
人
間
理
性
に
と
っ
て
知
的
直
観
が
可
能
で
あ
り
、
 

 
 

、
思
惟
す
る
が
ま
 ム
 

 
 

 
 

表
象
で
あ
り
、
何
ら
の
 

 
 

 
 

正
し
い
で
あ
ら
 う
 0
 し
 

 
 

 
 

 
 

て
ゐ
る
対
象
の
み
が
 初
 

 
 

 
 

 
 

か
ら
の
抽
象
で
は
な
 

 
 

 
 

ぅ
 如
き
純
粋
に
能
動
的
 

 
 

 
 

の
で
あ
り
つ
 L
 、
対
象
 

 
 

 
 

象
は
予
め
感
性
に
与
へ
 

 
 

 
 

必
然
的
に
合
致
し
 ぅ
る
 

 
 

 
 

た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
 

 
 

 
 

象
 と
認
識
の
原
理
と
を
 



 
 

 
 

識
の
原
理
（
源
泉
）
を
 

 
 

 
 

関
係
に
入
り
さ
る
か
を
 

 
 

 
 

 
 

ぎ
な
 
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
 

 
 

 
 

口
口
ロ
Ⅰ
（
な
る
書
名
・
 

｜
 

 
 

 
 

１
が
初
め
て
現
は
れ
る
 

 
 

 
 

性
 
の
み
な
ら
ず
悟
性
と
 

 
 

 
 

を
 
確
実
に
 

、
 
且
つ
明
瞭
 

 
 

 
 

て
 
、
如
何
に
甚
大
な
影
 

 
 

 
 

的
に
切
り
ほ
な
し
、
 

原
 

 
 

 
 

 
 

i
k
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な
 
学
問
と
し
て
そ
の
 

現
 

 
 

  

可
能
か
否
か
を
 

間
ふ
 
0
 
サ
 

  

早
 
必
要
で
ほ
な
い
 

i
@
 
、
そ
れ
の
可
能
根
拠
を
問
 

ふ
 臣
 %
 
 

安
…
・
 

ヨ
び
笹
 

ず
て
 

  

 
 

 
 

 
 

  

意
味
で
は
な
く
・
 

｜
そ
 

 
 

  

味
 
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

  

  

許
さ
れ
な
い
の
で
あ
ら
 

  

  

守
口
 

p
n
E
3
 

戸
）
現
実
的
 

 
 

  

止
み
難
い
要
求
と
し
て
 

 
 

  

な
く
，
 

ヨ
 
「
オ
田
 

  

  

も
 
数
学
、
自
然
科
学
 

 
 

  

）
（
 

ず
 
"
 
下
の
 

0
5
 

ヨ
の
目
 

審
屯
 

 
 

  

ね
 
、
そ
の
可
能
性
さ
え
 

  

 
 

 
 

「
如
何
に
し
て
 

 
 

 
 

と
し
て
の
形
而
上
学
の
 

 
 

 
 

 
 

づ
 注
意
し
な
け
れ
ば
な
 

48 



 
 

 
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
な
れ
 

 
 

 
 

を
な
さ
ん
が
た
め
、
 

 
 

 
 

 
 

い
ふ
、
間
 
ひ
の
 
共
 

 
 

 
 

@
O
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

識
の
事
実
と
し
て
な
の
で
あ
 

ぬ
学
 
、
純
粋
自
然
科
学
に
 

お
 

が
 原
理
と
し
て
ふ
く
ん
で
 

ゐ
 

を
間
 ふ
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
 

（
 
ず
 
の
の
 

ず
 E
 
臣
 
ト
 
く
の
お
 

舘
 ず
の
 

講
学
」
の
可
能
制
約
の
 

誌
 さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
 

リ
ラ
 る
と
同
時
に
 

、
他
 

て
の
形
而
上
学
の
可
能
 

性
 の
一
般
的
課
題
が
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か
 。
「
私
の
位
置
は
経
験
と
 

旺
 

  

 
 

 
 

粋
 理
性
批
判
の
深
 き
 理
解
の
 

 
 

  

 
 

 
 

を
 確
実
な
学
の
事
実
と
し
て
 

 
 

 
 

 
 

ぬ
 ]
 
 ダ
 

 
 

 
 

こ
の
問
題
は
、
こ
れ
で
十
分
 

一   一 

  

  

 
 

棄
 し
て
独
断
の
愚
を
繰
返
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
 

 
 

  

ト
 
に
よ
り
 

袖
条
 

 
 

  

の
 
㏄
 
0
 
コ
 
の
 
。
ゴ
曲
 

由
 
二
の
 

ゴ
 
の
 

  

  

れ
る
。
彼
は
「
 

数
 

  

 
 

口
コ
 

の
の
・
 

ト
 
㏄
Ⅱ
）
 

と
 

  

  

派
 
曲
解
釈
を
否
定
 

 
 

こ
と
は
厳
に
戒
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  

 
 

な
い
、
問
題
を
は
ら
 

め
る
学
の
事
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 



  

純
粋
理
性
批
判
の
究
極
意
図
は
「
形
而
上
学
の
源
泉
、
 

 
 

し
て
の
形
而
上
学
の
 

 
 

 
 

田
 
の
の
の
下
の
 

c
 
ア
簿
よ
は
 
如
何
に
 

 
 

 
 

の
も
の
の
出
発
点
を
も
 

 
 

 
 

そ
れ
の
可
能
根
拠
を
間
 

 
 

 
 

と
し
く
そ
の
可
能
根
拠
 

 
 

 
 

い
こ
と
は
そ
の
こ
と
で
 

 
 

 
 

ふ
 点で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

基
礎
を
な
す
も
の
 

 
 

 
 

0
 日
 
0
 
天
目
。
 

プ
 
。
 
田
 
㍉
 
ヰ
卸
ア
 

Ⅰ
口
ロ
 

ぬ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
な
い
で
あ
ら
う
。
 

さ
 

 
 

 
 

い
て
は
経
験
の
事
実
を
 

 
 

 
 

の
か
。
そ
し
て
両
者
は
 

 
 

 
 

楽
章
へ
と
そ
の
 

モ
テ
，
 

１
 7
 を
 展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
ら
う
か
。
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カソ  
 

 
 

か
し
我
々
の
直
観
が
単
品
 

ト にお け  
 

 
 

丈
 に
自
体
的
に
存
在
す
 

 
 

 
 

然
 を
そ
の
存
在
性
に
関
 
瑚
 

 
 
  Kritik 

日か O す ム 

㏄ る 
出 自 
し 然 

の 

産存 

  
こ Ⅴ こ 

と 与 
は へ 

  
ず て 
  い 

た な 
ビ け 

れば 我々 

なら 対 に 

し な 

  
ま な 
ぎ る 

S 我 

  
  
象 し 

4 て 

Ⅱの 円ネ 0 いト一ハドのⅠ 目 

し認し S  曲のの 日 

  

と Me ね phy 舖 k 

  



 
 

 
 

立
 不
可
能
で
あ
ら
う
。
 又
 

 
 

 
 

主
体
的
地
盤
た
る
我
々
㎝
 

 
 

 
 

に
 止
ま
ら
ず
、
同
時
に
 

 
 

 
 

存
 的
で
あ
る
と
同
時
に
 

 
 

 
 

論
 的
解
決
を
示
唆
し
先
 

 
 

 
 

の
で
目
オ
 

宙
 0
 
口
口
・
 
パ
コ
 の
 

 
 

 
 

。
（
高
坂
 
正
 顕
著
「
 カ
ソ
 

 
 

 
 

の
 問
題
の
認
識
論
的
解
 

 
 

 
 

悟
性
概
念
と
し
て
の
 
範
 

 
 

 
 

も
の
の
可
能
を
問
ふ
こ
 

 
 

 
 

 
 

撫
 づ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
 必
ず
し
も
そ
れ
自
体
 

 
 

 
 

び
 形
而
上
学
を
学
一
般
 

 
 

 
 

を
 解
明
せ
ん
と
す
る
。
 

 
 

 
 

、
主
体
的
な
経
験
の
事
 

 
 

 
 

す
る
学
の
認
識
論
的
基
 

 
 

 
 

備
 工
作
と
し
て
、
そ
れ
 



カソト における Kritik  と Metaphy ㎡ k 

 
 

 
 

る
た
め
に
、
 ま
づ
学
 

 
 

 
 

制
約
が
求
め
ら
れ
て
ゐ
 

 
 

 
 

の
事
実
を
前
提
と
し
っ
 

 
 

 
 

 
 

認
識
、
即
ち
形
而
上
学
 

 
 

 
 

な
 学
の
道
を
歩
め
る
数
 

 
 

 
 

り
 、
こ
れ
と
の
並
行
的
 

 
 

 
 

経
験
の
事
実
を
前
提
 し
 

 
 

 
 

を
 踏
ん
で
「
 学
 と
し
て
 

 
 

 
 

理
性
批
判
な
る
一
大
 シ
 

 
 

 
 

ど
の
べ
た
如
く
形
而
上
 

 
 

 
 

学
 た
ら
し
め
え
た
、
 そ
 

 
 

 
 

的
 方
法
と
も
 云
ふ
 べ
 き
 

 
 

 
 

」
 そ
、
 彼
の
い
は
ゆ
る
 批
 

判
 的
方
法
を
形
作
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
面
、
 

 
 

、
学
的
万
法
の
導
入
に
 

 
 

 
 

た
め
の
前
提
を
な
す
 

 
 

 
 

Ⅰ
 目
黛
ダ
 
0
 
隼
の
 ロ
 ・
Ⅹ
 
パ
コ
 

 
 

の
 故
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
。
 

四
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そ
れ
ほ
形
而
上
学
に
対
 

 
 

る
 相
貌
を
呈
す
る
の
で
ほ
 あ
ふ
 ま
 い
か
 。
 

 
 

 
 

暫
 ら
く
差
し
控
へ
、
 

 
 

 
 

面
上
半
と
い
ふ
よ
う
な
 

 
 

 
 

ふ
 問
を
提
出
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

メ
ナ
 L
 冒
頭
の
言
葉
は
こ
 

 
 

 
 

、
 巧
ま
ず
し
て
物
語
っ
 

 
 

 
 

面
上
羊
一
般
の
可
能
 
不
 

 
 

 
 

ォ
の
 意
味
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

も
の
と
み
な
し
」
 
、
ま
づ
 

 
 

 
 

も
去
 ふ
 べ
 き
 特
殊
の
運
 

 
 

 
 

誠
 に
お
い
て
理
性
は
自
 

 
 

 
 

は
 理
性
の
二
律
背
反
に
 

 
 

 
 

却
 せ
ん
と
し
て
す
べ
て
 

 
 

 
 

て
ゐ
る
。
「
：
：
私
の
 

 
 

 
 

初
め
て
独
断
の
微
睡
 か
 

 
 

 
 

の
 如
き
観
を
呈
す
る
 障
 

 
 

 
 

）
形
而
上
学
の
歴
史
は
 

 
 

れ
は
果
し
な
ぎ
闘
争
の
戦
場
で
あ
り
、
長
き
迷
ひ
の
道
 で
あ
っ
た
。
か
っ
て
の
 方
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し
た
理
性
の
二
律
背
反
 

 
 

 
 

妄
 
く
の
Ⅱ
 

ヴ
 。
Ⅰ
的
の
臣
の
 

H
 
「
「
Ⅰ
 

宙
 ・
 

 
 

 
 

出
発
点
に
立
つ
む
 カ
ン
 

 
 

 
 

 
 

を
 歩
め
る
学
を
か
へ
り
 

 
 

 
 

 
 

み
、
人
間
の
理
性
能
力
 

 
 

 
 

 
 

学
の
可
能
を
問
 ふ
蒔
、
 

 
 

 
 

移
し
て
、
人
間
自
然
の
 

 
 

 
 

 
 

問
題
と
し
て
深
く
主
体
 

 
 

 
 

く
 0
 
目
リ
 
二
の
「
 
し
 「
（
リ
ア
㍉
目
口
ぬ
 

 
 

性
 批
判
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
前
提
と
し
て
ま
 
づ
 経
験
 
口
 ㍉
（
の
 

ァ
 「
 
目
品
そ
 ハ
 
ツ
 
も
 か
 
り
 

 
 

 
 

る
 」
 し
 ・
 
デ
 か
ら
で
あ
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
経
験
的
認
識
こ
そ
 

p
h
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

五
 

げ
 

お
 

 
 

 
 

疑
 ひ
も
な
く
我
々
の
悟
性
が
 

 
 

 
 

識
を
与
ふ
る
も
の
は
経
験
で
 57  (173) 



 
 

 
 

の
 我
々
に
示
す
と
こ
ろ
 

 
 

 
 

い
 ふ
こ
と
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

、
し
か
も
無
尽
蔵
の
源
 

 
 

 
 

で
あ
っ
て
 、
 必
ず
し
も
 

 
 

 
 

釆
か
ュ
る
 普
遍
性
を
欠
 

 
 

 
 

理
性
の
求
め
て
や
ま
ぬ
 

 
 

 
 

提
供
し
な
い
な
ら
ば
、
 

 
 

 
 

ら
れ
ん
が
た
め
に
は
、
 

 
 

 
 

な
い
。
超
越
的
な
も
の
 

 
 

 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
果
し
 

 
 

 
 

ぎ
 な
 い
 の
で
ほ
た
か
ら
 

 
 

あ
ら
う
か
。
 

 
 

 
 

経
験
を
多
様
な
る
 個
 

 
 

別
 的
経
験
の
如
何
な
る
も
の
を
も
可
能
な
ら
し
め
る
 
全
地
平
を
開
く
如
き
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
 
と
し
て
こ
れ
を
把
握
 

 
 

 
 

験
的
 認
識
と
目
さ
れ
る
 

 
 

 
 

語
る
な
ら
ば
 ヵ
ソ
ト
 の
 

 
 

 
 

の
は
種
々
な
る
白
飲
、
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カソト における Kritik  と M8taphysik  
 

  

 
 

に
 批
判
は
経
験
の
事
実
 

 
 

 
 

認
識
さ
れ
る
限
り
の
 自
 

 
 

 
 

様
 性
、
個
別
性
の
次
元
 

 
 

 
 

っ
た
 抽
象
的
次
元
で
は
 

 
 

 
 

あ
り
、
し
か
も
こ
の
こ
 

 
 

 
 

う
 に
多
様
な
経
験
や
種
 

 
 

 
 

」
で
経
験
一
般
の
可
能
 

 
 

 
 

れ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

ュ
る
 一
つ
の
経
験
色
目
 の
 

 
 

 
 

も
の
は
あ
く
ま
で
日
常
 

 
 

 
 

し
か
ら
ば
か
上
る
一
 
つ
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
 

 
 

で
あ
る
か
。
 

 
 

 
 

主
張
す
る
如
く
因
果
 

 
 

 
 

す
れ
ば
 1
 
１
自
然
科
学
 

 
 

 
 

る
 経
験
論
的
主
張
に
は
 

 
 

 
 

も
う
 。
数
学
は
 ギ
リ
 

 
 

 
 

て
ぬ
 る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

能
 な
ら
し
め
る
地
盤
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で
あ
る
は
ず
の
経
験
も
ま
 

て
も
 l
 １
ふ
く
ま
ね
ば
な
 

る
 経
験
、
理
性
に
対
し
 権
 

@
@
 を
 究
明
し
検
証
せ
ん
 

る
と
 云
 へ
よ
う
。
 

経
験
は
単
に
偶
然
的
な
 

と
は
 云
ふ
 ま
で
も
な
く
 直
 

感
性
論
及
び
分
析
論
は
 、
 

念
に
 媒
介
す
る
純
粋
直
観
 

い
 ふ
こ
と
 0
 二
つ
に
は
、
 

れ
ば
な
ら
ぬ
。
対
象
の
所
 

え
な
い
と
い
ふ
こ
と
。
「
 

は
れ
る
の
が
、
こ
の
こ
と
 

原
理
と
す
る
普
遍
的
必
然
 

つ
ュ
 、
感
覚
の
多
様
を
統
 

時
に
、
直
観
の
協
同
な
く
 

い
ふ
 、
人
間
認
識
の
限
界
 

さ
て
こ
の
よ
う
に
感
性
 

は
 、
経
験
が
広
く
認
識
 一
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

割
を
果
し
、
従
っ
て
経
験
一
般
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

偶
然
性
を
免
れ
し
め
、
む
し
ろ
先
天
的
綜
合
判
断
を
 

 
 

 
 

 
 

の
 可
能
根
拠
を
見
出
し
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
 同
 

 
 

如
何
な
る
認
識
も
客
観
的
実
在
性
を
持
ち
え
な
い
と
 

を
も
示
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
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即
ち
形
而
上
的
認
識
の
 

 
 

 
 

を
 明
ら
か
に
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

げ
て
も
そ
の
横
網
 

論
に
 

 
 

 
 

の
 多
様
の
綜
合
統
一
の
 

 
 

 
 

ん
と
な
れ
ば
こ
し
に
 

 
 

 
 

一
の
必
然
的
制
約
」
の
 

 
 

 
 

経
験
的
使
用
な
ら
ぬ
 

超
 

 
 

 
 

る
 所
以
が
明
か
に
せ
 

 
 

 
 

認
識
を
越
へ
七
道
徳
的
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
事
実
を
前
提
と
す
る
と
 

を
 前
提
と
し
学
の
事
実
 

 
 

 
 

事
実
を
前
提
と
す
る
と
い
 

 
 

 
 

 
 

学
の
事
実
を
ば
単
に
客
観
的
 

 
 

 
 

し
っ
 L
 主
体
的
立
場
 

1
@
 
 

た
 

 
 

 
 

工
学
の
中
に
導
入
せ
ん
と
す
 

6 Ⅰ (177) 



 
 

 
 

し
て
そ
れ
の
可
能
根
拠
 

 
 

 
 

に
す
る
。
「
幾
何
学
者
 

 
 

 
 

」
れ
ま
で
の
万
法
を
変
改
 

 
 

 
 

た
の
は
主
と
し
て
第
一
 

 
 

 
 

識
の
源
泉
と
限
界
と
を
 

 
 

 
 

「
純
粋
理
性
批
判
 
L
 
が
 、
 

 
 

 
 

は
 、
 相
 表
裏
す
る
こ
れ
 

 
 

 
 

 
 

的
 認
識
成
否
の
鍵
を
な
 

 
 

 
 

さ
れ
た
先
天
的
綜
合
判
 

 
 

 
 

い
 0
 カ
ソ
ト
 も
 云
ふ
 。
 

 
 

 
 

㏄
と
。
禅
杖
つ
て
 
云
 ふ
こ
 

 
 

 
 

そ
の
形
式
的
原
理
を
間
 

 
 

 
 

ん
と
す
る
も
の
が
形
而
 

工
学
三
の
（
 
笘
 チ
セ
の
目
に
外
な
ら
な
い
と
。
 

１
１
九
五
五
・
六
・
十
五
 ｜
｜
 

妄
 不
良
学
芸
大
学
助
教
授
）
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福音書における 伝達の問題 

 
 

 
 

 
 

ほ
 参
与
宮
田
（
・
（
の
 

戸
 
す
し
 

 
 

 
 

実
存
へ
の
参
与
の
招
き
 

 
 

 
 

る
よ
う
な
教
理
の
授
受
 

 
 

 
 

る
 事
が
出
来
る
よ
う
な
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
新
約
聖
書
も
 

 
 

伝
達
史
書
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

く
 。
福
音
書
に
限
 っ
 

 
 

 
 

式
 が
一
見
何
の
統
一
 も
 

 
 

 
 

も
な
く
、
 た
ビ
 時
と
処
 

 
 

 
 

何
か
首
尾
一
貫
し
た
り
 

 
 

 
 

い
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
 

 
 

川
端
 
純
 
四
郎
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な
 伝
達
の
様
式
が
キ
リ
 

 
 

 
 

達
は
 必
然
的
に
こ
の
 ょ
 

う
 な
伝
達
の
諸
様
式
を
生
み
出
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
 

 
 

 
 

出
来
な
い
 人
 ぎ
な
ひ
ら
 

 
 

 
 

に
 耐
え
な
い
の
で
あ
 

 
 

 
 

験
の
内
証
と
い
う
も
の
 

 
 

 
 

宗
教
的
境
地
や
宗
教
的
 

 
 

 
 

」
で
経
験
せ
ら
れ
る
対
象
 

 
 

 
 

域
が
 、
日
常
普
通
の
経
 

 
 

 
 

言
説
や
論
理
を
も
っ
て
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
・
」
（
石
津
教
授
 

 
 

 
 

中
に
ほ
、
あ
き
ら
か
に
 

 
 

 
 

そ
こ
か
ら
あ
の
多
様
な
 

 
 

 
 

ト
教
 的
実
存
の
究
極
の
 

 
 

 
 

伝
達
論
を
福
音
書
記
者
 

 
 

 
 

 
 

の
 立
場
か
ら
の
解
釈
な
 

 
 

 
 

盾
 関
係
が
実
際
に
存
し
 

 
 

 
 

し
ろ
福
音
書
記
者
が
あ
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は
神
が
終
末
時
に
あ
 

 
 

 
 

も
 は
、
こ
の
イ
ェ
ス
が
 

メ
シ
 

 
 

 
 

ど
こ
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
 

 
 

 
 

る
 
オ
 
如
く
「
十
字
架
の
こ
の
救
い
 

：
 し
 
曲
の
 
C
r
e
 

ず
 
「
 
ず
 
3
 三
口
 
ョ
 ・
 

 
 

 
 

在
 に
あ
て
が
っ
て
見
れ
ば
、
 

 
 

 
 

あ
る
に
体
な
ら
な
い
。
十
字
 

一 
一 

 
 

 
 

っ
て
、
伝
達
さ
れ
ん
 と
 

 
 

 
 

れ
て
か
 ム
 る
伝
達
様
式
 

 
 

 
 

自
覚
し
て
い
た
と
思
わ
 

 
 

 
 

は
 、
そ
れ
 程
 明
瞭
な
 自
 

 
 

 
 

の
真
の
意
味
を
伝
達
さ
 

 
 

 
 

 
 

者
の
本
来
の
意
図
の
方
 

 
 

 
 

 
 

我
々
の
立
場
か
ら
道
観
 

 
 

 
 

解
 が
日
 標
 な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

も
あ
る
の
で
、
特
に
 

 
 

事
 に
し
た
い
。
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架
は
 古
 き
 人
に
と
っ
て
は
 死
 以
外
の
何
も
の
 

固
執
せ
ず
、
 
己
 れ
を
放
ち
や
る
者
に
は
そ
れ
 

去
な
る
も
の
、
そ
し
て
何
よ
り
も
自
己
自
身
 

が
そ
こ
に
お
い
て
死
ぬ
と
こ
ろ
の
こ
の
真
の
 

り
 、
こ
の
生
命
を
受
け
る
 事
は
 地
上
の
死
を
 

彼
岸
の
生
命
で
あ
り
、
過
去
的
な
る
も
の
 ュ
 

人
間
に
と
っ
て
は
決
し
て
手
も
と
に
所
持
さ
 

な
い
」
 宙
 o
n
 
甲
ツ
 
Ⅰ
Ⅰ
 

p
n
 

吊
ツ
 

Ⅰ
）
も
の
で
あ
 イ
ハ
ワ
 

。
Ⅰ
 
1
 レ
か
 

を
 断
念
し
た
も
の
と
し
て
そ
の
古
き
自
己
は
 

「
時
の
間
」
定
考
 ド
の
 

0
 二
の
目
 
隼
 0 戸
 い
 0
 品
。
 
臣
 ）に
 

の
 生
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
古
い
物
は
過
ぎ
去
 

生
で
あ
り
、
こ
の
「
時
の
間
」
の
間
一
髪
に
 

エ
 ス
の
た
め
に
絶
え
ず
死
に
渡
さ
れ
て
い
る
 

な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
世
に
あ
り
つ
 ュ
 

い
 。
彼
は
世
に
あ
り
つ
 ふ
 も
世
に
属
さ
な
い
 

な
も
の
へ
の
関
与
は
「
あ
た
か
も
な
い
も
の
 

彼
は
自
己
自
身
か
ら
本
末
の
自
己
自
身
へ
と
 

エ
 ス
の
キ
リ
ス
ト
た
人
 
リ
 
事
の
生
口
 
丸
 で
士
の
 
ス
リ
メ
ル
 

未
読
的
に
実
存
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
と
三
二
口
 

 
 

欲
 と
を
十
字
架
に
つ
げ
 、
 此
の
世
に
 

 
 

げ
る
も
の
、
世
に
つ
け
る
も
の
、
 

過
 

 
 

す
る
道
で
あ
る
。
人
間
の
自
己
願
望
 

 
 

る
 。
そ
れ
ほ
死
に
お
け
る
生
で
あ
 

 
 

棄
 に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
 

 
 

の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
こ
の
生
命
は
 

 
 

の
と
し
て
、
そ
れ
は
常
に
「
い
ま
だ
 

 
 

き
 自
己
を
放
ち
や
り
、
此
岸
の
生
 

 
 

は
や
な
く
」
「
い
ま
だ
な
い
」
無
の
 

 
 

期
待
す
る
生
が
、
十
字
架
を
負
 う
者
 

 
 

か
の
終
末
を
常
に
己
が
身
に
負
 う
 

 
 

イ
エ
ス
の
死
を
そ
の
身
に
負
い
、
 

イ
 

 
 

宙
し
 %
p
 
の
（
 

臼
 こ
と
呼
ば
れ
る
も
の
 

 
 

心
せ
よ
せ
ず
、
世
に
支
配
さ
れ
な
 

 
 

彼
に
と
っ
て
は
一
切
の
こ
の
世
的
 

 
 

る
 
（
 
コ
リ
ソ
ト
前
 セ
リ
 十
 九
 ｜
 三
一
）
。
 

 
 

0
 便
信
の
中
心
は
対
象
的
に
は
、
 

ィ
 

 
 

間
 を
し
て
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
 終
 

え
 よ
 う
 。
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よ
 る
伝
達
が
我
々
の
当
面
の
 

 
 

 
 

の
せ
る
に
足
り
る
で
あ
ろ
う
 

6 ア (1 ㏄ ) 

お げる伝達の問題 

る 

終 
末 

伝 
達 
を 
も 

つ 
て 
そ 
の 

  

に や 、 ぃ の っ は し 在 は 

と 

  
ろ 
の 
キ 
@ 
ス 

  

よ の か か い 手 
サま り い う 本 の 
  

の 

ケア 目 @ 

て 
り，そ さ 外 ら 

ま 未 し 在従 ， 

  な れへ 的終 あ 要 の の し 。 常直 の に 



 
 

常
に
あ
る
時
代
、
あ
る
国
に
お
い
て
、
特
定
の
世
界
、
 

自
然
、
人
間
理
解
の
規
定
の
下
 

 
 

 
 

る
 事
柄
に
つ
い
て
、
 

そ
 

 
 

 
 

本
質
に
お
い
て
過
去
的
 

 
 

 
 

論
 的
実
存
は
 

、
か
ュ
る
 

 
 

 
 

真
に
終
末
論
的
な
も
の
 

 
 

 
 

に
お
い
て
在
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

る
の
で
ほ
な
い
。
歴
史
 

 
 

 
 

に
 
述
べ
う
く
す
事
の
出
 

来
な
い
の
ほ
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
真
に
将
来
的
、
 

 
 

（
 
0
 
一
 
0
 
ぬ
い
 

の
 
臼
じ
 
、
過
去
的
、
 

 
 

 
 

え
な
い
の
で
あ
る
 

0
 し
 

 
 

 
 

 
 

に
は
成
立
 

屯
ず
 
、
逆
説
 

 
 

 
 

し
て
、
常
に
新
た
に
 

歴
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福音 吉 における伝達の 問題 

  
    
  
  
  
に 左伝 を 含 ま 指 で背 な ど 近 と 来す 、 伝 

  
    
」 
  

の は 一 3 倍 セ キ つ キ か 伝本 約 言 
を そ セ な ほ ッ リ て り に 達 質 さ 葉 

    
  

」 」 

に を   、 史 紀   
ら て 
ね い 
後 る   
者 も 
は の 

と   
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あ
っ
て
、
文
体
様
式
と
 

 
 

 
 

口
 っ
た
よ
う
に
、
 七
 
Ⅰ
Ⅱ
 
ノ
ス
 

 
 

 
 

そ
れ
 
ム
 
Ⅰ
何
か
に
 
ょ
 せ
 

 
 

 
 

こ
に
お
い
て
実
現
さ
れ
 

 
 

 
 

、
一
切
の
歴
史
が
そ
の
 

 
 

 
 

ア
ッ
ピ
ー
ル
と
し
て
の
 

 
 

 
 

口
 
、
接
話
：
論
争
、
十
字
 

 
 

 
 

エ
 ス
が
 、
或
 い
ほ
福
音
 

 
 

 
 

論
 的
実
存
へ
と
呼
び
出
 

 
 

ら
 遊
観
し
て
の
伝
達
の
段
階
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

察
を
加
え
る
事
に
し
た
い
。
 

1
 、
告
知
・
宝
寺
一
口
 

 
 

 
 

る
 。
そ
れ
は
福
音
書
 

 
 

 
 

れ
を
捨
て
 
ュ
 我
に
従
え
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
 信
ぜ
よ
」
二
・
一
四
）
 

 
 

 
 

釆
 な
さ
い
。
自
分
の
 

 
 

 
 

（
八
・
三
四
以
下
）
 

 
 

 
 

い
る
事
は
決
し
て
 
出
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来
な
い
」
（
 一
 0
.
 
一
五
）
 

 
 

 
 

、
一
四
・
一
八
二
等
が
 

あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

よ
さ
に
、
聞
く
者
の
 

 
 

た
す
ら
な
招
ぎ
で
あ
り
、
 又
 約
束
で
あ
る
。
こ
の
「
 め
 
旦
茜
 、
告
知
」
を
も
っ
て
 

 
 

 
 

接
 的
伝
達
で
は
な
く
、
 

 
 

 
 

よ
う
な
驚
き
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

煩
い
が
彼
を
支
配
し
て
 

 
 

 
 

彼
に
と
っ
て
一
つ
の
 驚
 

 
 

 
 

、
 負
 い
 切
れ
な
い
過
去
 

 
 

 
 

彼
は
日
常
の
生
活
と
 労
 

 
 

 
 

り
 動
か
し
た
。
そ
れ
は
 

 
 

 
 

心
 れ
よ
 う
 と
し
て
も
忘
れ
 

 
 

 
 

 
 

も
は
や
こ
の
シ
ョ
ッ
ク
を
 受
 

 
 

 
 

 
 

え
た
の
で
あ
る
。
告
知
 は
聞
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

教
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
 よ
 

 
 

 
 

も
な
い
格
言
 風
 の
 智
 恵
が
 、
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な
が
ら
、
し
か
も
 聞
 

 
 

 
 

出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
二
言
 

口
 

 
 

 
 

れ
は
 ヒ
ス
ト
リ
，
シ
ュ
 

 
 

 
 

聞
く
者
を
し
て
思
わ
ず
 

反
 擬
せ
し
め
る
よ
う
な
不
可
解
な
矛
盾
は
存
し
な
い
。
 

 
 

し
 、
こ
の
 近
 づ
き
や
す
 

 
 

 
 

こ
れ
を
間
接
的
伝
達
と
 

 
 

 
 

は
こ
ュ
 に
手
が
か
り
を
 

 
 

 
 

は
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
 真
 

 
 

 
 

」
ろ
の
隠
さ
れ
た
も
の
、
 

 
 

 
 

ぅ
 。
史
的
な
言
葉
に
よ
 

 
 

 
 

れ
る
で
あ
ろ
 ク
し
 
（
 
四
 

・
 廿
 五
）
 

廿   

な 「 

ん 
で 

も 
隠 
れ 
て 
Ⅰ ヤ 

る 

も 
の 

で 

現 
わ 
れ な 
し五 

も 
の 
クま 

な 

く、 

秘 
密 
Ⅴ ウ し p 

さ 
れ 
て 
い 

る 
も 
の 

  で 
明 
る 
み 
ひァ ヒ 

出 
な 
い 

も 
の 
十ま 

な 
い 
」 
  
四 
  

 
 

 
 

い
て
い
る
。
マ
ル
コ
 
福
 

 
 

も
の
を
あ
げ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

る
 」
（
二
・
一
七
）
 

 
 

い
 」
（
 
二
 ・
 廿
 二
）
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明
ら
か
と
な
る
，
 

3
 、
甘
諾
 

を
 数
え
得
る
の
み
で
あ
る
り
 

 
 

 
 

 
 

「
種
ま
き
の
 接
 」
（
四
・
三
 ｜
 九
）
 

「
葡
萄
園
の
農
夫
の
警
」
 
二
 
二
・
一
 ｜
 一
一
）
 

 
 

「
 か
 ㌦
 し
 種
の
昏
」
（
四
・
三
 0
1
 三
 二
）
 

 
 

 
 

 
 

廿
 九
）
 

 
 

見
れ
ど
も
見
え
ず
、
 
悔
 

瞭
 な
形
で
は
次
の
五
 つ
 

を
 告
げ
て
い
る
。
 
し
 

「
い
ち
じ
く
の
木
の
讐
」
二
三
・
 廿
八
｜
三
 0
 ）
 

 
 

 
 

た
 "
 あ
な
た
が
た
に
 

 
 

 
 

ら
が
見
る
に
は
見
る
が
 

 
 

 
 

に
は
か
く
記
さ
れ
て
い
 

 
 

 
 

で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

解
す
る
二
体
こ
れ
ら
の
⑱
 

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
 

て
接
 話
は
、
こ
の
観
点
 

 
 

 
 

彼
ら
の
誤
り
が
あ
る
の
 
穏
 

福音 言 における伝達の 問題 



 
 

 
 

言
葉
の
か
げ
に
、
そ
れ
 

 
 

 
 

こ
に
気
が
つ
か
な
 @
 
下
 
Ⅴ
 。
 

 
 

 
 

誤
解
す
る
。
否
、
厳
密
 

 
 

 
 

は
 ヒ
ス
ト
リ
ッ
シ
 
チ
 な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
 誘
発
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

く
性
 ・
 巾
 日
日
 坤
ヰ
 
タ
方
：
 
0
 目
 
め
せ
の
口
内
 

匹
ぎ
日
隼
 の
の
 
レ
 

 
 

0
 ず
 い
 ロ
ロ
 
移
ト
 の
か
日
、
㏄
・
 

ゆ
領
、
 

者
に
は
誤
解
さ
れ
、
 
唯
 

巴
 
で
は
な
い
 0
 
（
こ
の
 

、
か
く
し
て
彼
の
問
い
 

解
 け
 、
そ
の
真
意
が
明
 

る
 。
 皆
 話
は
こ
の
 ょ
ぅ
 

を
く
れ
な
か
っ
た
の
で
 

か
 聞
か
れ
な
い
（
マ
ル
 

ス
 カ
ト
ロ
ギ
ッ
シ
 
ュ
 な
 

4
 、
論
争
 

 
 

 
 

対
 者
か
ら
イ
ェ
ス
に
 

 
 

 
 

る
 。
そ
れ
は
間
 5
 者
の
 

 
 

 
 

記
さ
れ
て
い
る
。
 

「
罪
の
赦
し
と
中
風
の
治
療
」
三
・
一
 ｜
 一
二
）
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福音書における 伝達の問題 

て   
    

  
    

/ Ⅹ   

て て 
理 そ   

喚 問 

  で，   

  
  
  

存 よ 
  

在 っ こ るわ 脅 O 
め て   

深 衝 

  
  

    
セ 
        

論 よ   
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出
さ
れ
て
 宙
 ぶ
ら
り
の
 状
 

 
 

 
 

0
 段
階
に
入
る
の
で
あ
 

る
 。
 

5
 、
十
字
架
・
復
活
物
語
 

 
 

 
 

ま
め
が
れ
な
い
が
、
 

 
 

 
 

に
か
け
て
、
あ
の
十
字
 

 
 

 
 

架
 に
お
い
て
開
か
れ
て
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宗 (Pra 田仮， pakSa)  に対する 陳 那の見解  
 

宗け ra 田而 ， p 蕪粟 ) に対する 陳 那の見解 

一集 量 論の所説の紹介 --- 

ゴヒ J Ⅰ I  ラ 各 別 

集 量論 恭也比量 品は 宗を説く部分と 因を説く部分とに 分れるが，以下この 中 

宗を説く部分を 和訳しつつその 内容の解説を 試みたい。 和訳にあ たって使用し 

たテキストは ， 

l)  VasudhararakSita 試案 量論注 ( デ ルゲ 版 ) ( 以下 V であ らわす ) 

2)  同上 ( 北京阪 ) ( 以下 v であ らわす ) 

3) Kanakavarman 訳業 量論注鰍ヒ京肪 ( 以下 K で あ らわす ) 

であ るが，訳文は 原則として V を辿り， v, k に ょった 部分はその都度これを 

明示した。 なお ( 褐 ) は Vasudharak 輌 ta 訳業 量論褐 をあ らわす。 

美童論の記述ほ 極めて簡潔であ るので，和訳にあ たって ほ 必要に応じて 間に 

説明を挿み ， 或は訳文中に 括弧を用いて 言葉を補 う など，出来る 限り意味を明 

瞭 ならしめることに 努めた。 その際基準としたのは J 面 endrabuddhi の Visala- 

ma 憶 vati-nama,p 「 am 血 a-samuccaya ㎡ k 巨の解釈であ るが，これにもとついて 

挿んだ説明や 補足した語句等についてほ ，その右肩に cf. J と記して デ ルゲ版 

の葉 数 と行数を示し ， 更に ( ) を附して北京坂のそれを 示した。 なおこのほ 

かにも次の略号を 用いた。 

N  V  N Ⅴ 巨 Vav 乙 rttlka  (Benares  版 ) 

N  B  Nyayabindu  ( 経 番号は Tibe ぬ n  Sansk 血 Series  版による 0  但し BibIiothe ㏄ 

Buddhica 版の経番号と 異 6 時はそれを ( ) 内に附記しだ 

これらの記号は ，すべて当該箇処の 末尾右上に附したが ，必要に応じてその 

箇処のほ じ めの左上に K ヰ ， cf.J づ等の記号を 附し，末尾右上の 任 K, ト J 等 

と対応させ，その 注の及ぶ範囲をあ きらかにした。 
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附記 最近 集量論 の一部， ( 主として 観楡品 までの 各品 のはじめの部分少々。 但し暁旦 

品は ついては可成の 部分を含む。 ) の還梵が イソ ド の Jambuvijaya 師によって試み 

られ，近く出版される Nayacakra の付録として 公にされることになって 居る。 筆者 

は幸い同師よりその 校正刷を贈られたが ，その中には 以下に訳出する 部分の一部 

( 本稿 2 頁 13 行 目 より 8 頁 25 行 目 までにあ たる部分 ) の 還 梵も含まれて 居り，筆者を 

稗益するところが 多かった。 ここに記して 同師の厚意を 謝したい。 なお同師の還 梵 

には 還 梵の根拠となった 梵文断片が多くの 典籍より蒐集されて 居るが，同師の 著書 

が 出版になる双であ るので，これについて 触れることは 遠慮したひ。 ・ 

宗 (Pra 由仮 ， pakSa) に関する美童論の 記述ほ双後二段に 分れる。 前段に於て 

は 宗に対する 陳那 自身の見解が 述べられ，後段に 於ては他派の 見解が批判せら 

れる。 さて前段は為 他 比量品の冒頭に 位置するため ，そのはじめの 部分ほ 為他 

比量 品 全体に対する 序論となって 居る。 そこでまずそこから 和訳解説しょう。 
リンガ c   .J 

133b,3 末は ・ (152b.7ft.)   lJ / カ ・ V シ ギ / 

三相口を具する コ 因によって有田に 関する知が自己 仁 生じた場合，他人 
リンギン 

v40b.2 にもこれと同様な 方法で有田に 関する知を生ぜしめよ うと 思い，姉柏 
cf ． NBH-1 

Kl%b.4 v43a.l  L を具する コ 。 ；因を述べるのが ン 為他 比量であ る。 
サンガ 

因 とは目印の意であ り，例えば山に 煙の立昇るのを 見てそこに火の 存する と 

を 推知する場合の 煙，声に所作性という 性質の存するを 見て無常 桂も亦 これに 
リンギン 

在 すべしと推知する 場合の所作性であ る。 有田とほこの 目印によって 推知され 

るもの，今の 例で言えば 火 と無常性とがこれにあ たる。 三相 セは 勿論「因の姉 
リンガ 

栢 」のことであ り， 目印としての 因に備なわるべき 三つの条件を 意味する。 
。 ，ヵ ， 

  さてこの様に ， 恭也比量を以て 三相を具する 因を説示することと 規定するこ 

とに対しては ，量は本来 丸 であ るべきなのに ，それでは言葉を 以て 量 としたこ 
J 丘 133b.4 床 は ・ C152b.8 末代・ ) 

とになりはしないかという 疑問が提出されるかも 知れない。 そこで 陳那は， 

こ為他 比量の定義がこの 様なものとなったのは ， この定義に於ては ， 知 

を生ずる コ 原因 C であ る言葉を規定すること コ によって，間接的にⅡそれ 

から生ずる コ 結果 ロ としての量知を 規定するという 方法をとって 居る コか 
cf.NB  Ⅲ一名 

らであ る 
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宗 (Pra 田仮， pak 串 ) に対する 陳 那の見解 ま 

と 答える。 

以上を以て 為他 比量 品 全体に対する 序論を終り ，念 々宗に対する 陳 那の見解 

が 開陳せられる。 まず第一に ， 宗を述べなくても 大城の 過 (ny 五 %) とはならな 

いと主張せられる。 これは正理 経 V-%12 によっても明らかな 様に，当時正理 

学派等に於て 五分作法を構成する 五 支の中」支を 欠いてもその 論証は不完全な 

ものとなるとされて 居たのに対する 陳 那の新しい主張の 一部をなすものであ 

る 。 即ち， 陳 那は五分作法中の 合， 結 三支を不要となしたのみでなく ， 宗 すら 

も亦 必ずしも絶対に 必要な支分とは 考えて 居 なかったことがこれで 明らかとな 

る (2) 。 さて 陳那は ，その理由を 上記 為他 比量の定義に 関聯せしめて 次の様に説 

萌 する。 
リンカ・ 

この [ 様に，姉相を 具する因の説示が 鴻池比量と規定された コ 以上は ， 

( 論証に際して 三相中の コ どれか一 % でも述べられて 居ない場合に㈹ 口そ 

  
V40b.3 論理学 書 では，所比を パ，ィ ャ 示す宗が 為他 比量の中にこ 支分の一として コ 取入れ 

られて居るが ，それは何故であ ろうか」と尋ねるかもしれないが ， [ その 様 
J@ 135a ， 5(154b ． 5ff ． ) <-K 

なことほ コ その様なことを 主張する人々に 直接聞いてみたら 良かろう。 

吾 々 としてャま ， 
0 5 r) ぅし 

K " は 。 3".3 4b  … ｜ その中にあ る ァ，，ィャ 所 比を示す 口 支分は，能立文 ( Ⅰ証明を実際に 行 う 支分 ) 
ではなく第二支 コ因 ( 。 ) の ( 活動するコ対象を 示す 亡 ためのものにす 

cf ． J@ 135b ． 5ff ， (155a ． 8ff ， ) 

ぎないコと考える。 ( 第一 褐 C ～ d) 
アヌ メイヤ 

ロ論証式を構成する コ 諸々の支分の 中， 所 比を説示する 口 支分 コを吾 々  
サ ーダナ サークナ 

V40b.4 は能立とは考えないよ 能立であ れば確定的な 知識を生ずべぎであ るが， コ 

K124b.7 これは疑を生ぜしめる 亡 こと，即ち問題を 提起することを 以てその機能 

として居る コ からであ る。 ( この様に宗は 確定した知を 生ずることなく J 

    
以上が宗に関する 陳 那の主張の第一であ るが・その第二は 宗の定義に関す 
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宗 (Pr ㎡ JQa,Wk 笘 )  に対する 陳 那の見解  
 

事柄，比量 口 得の事柄 コ 。 信頼すべ き 人の言葉，世間で 一般に承認さ 

れて居る事柄によって 拒斥 される様であ ってはならない。 ( 第 _ 偶   
  

    b 後半～ d) 

                ダルマ リソガ リン ギソ 

ここに 有法 とは法の墓体の 意味であ タ ，さきに困と 有因の関係を 説明した 

  時に挙げた例で 言えば，山が 有 法   であ り， 煙 と火とはその ダルマ 法であ る。 又 ，声が 
ダルマ ダル ミソ 

ダル 有法 : ソ であ り，所作性と 無常性とはその ダルマ 法であ る。 従って法の有 法 に対する関係 
Ⅰンガ リ， ギ， 

は， 因の有田に対する 関係とは 呉 る。 さて 陳那 はこの何の意味を 次の様に解説 

する。 

v43a.7  ダル 有法 f. ノ C 甲 コが ダル 法 ヰ CZL 力 によって限定されて 居ることを確立しょうとする 

C にあ たっては，換言すれば ，「甲に 乙 あ り」 ( 或は「甲は Z なり」 ) という 命   
題を確立しょうとするにあ たっては，その 命題は コそ C の 有 法宇 コに関 

K12%.3 し ，浩二 ダルマ と 相容れない C 他の法，即ち ダルマ コ 現量や比量や 聖教や世間で 一般 

" V 畑 叩 b  ・ 87 に承認されて 居る他の法によダルマ って指斥される 様であ ってはならない。 か 
アニメイヤ 

くしてはじめて 所立 が正しく示されるのであ る。 若し然らされば C それ 
K12%,4 
v 邸 b.l  t まコ似宗 であ る。 例えば「声は 所聞にあ らず」「瓶は 常住なり」「量は 所 

  量を認識せしめず」というが 如きは， C これを コ 宗として述べるだけで 
  K-@ 

V4% Ⅱヒ既に コ似宗 であ ケ る。 K  又 ，共通 [ な法コ ダルマ がないために ， C それと両立し 得 

ない命題の正しいことを 示す コ 比量が成立し 得亡ず ， 従って比量によっ 

K は ぬ ・ 5 て 指斥せられるというのでは コ なくても，言葉を 世間一般で認められて 

Ⅳ㏄ b.2  居る用法と相容れない 意味に用いること ，例えば「 懐 兎は月にあ らず。 

存在するが故に」 l, という比量に 於ける「 壊 兎は月にあ らず山の如きては 
キ NB  Ⅲ -38 ～ 典 (T  -40 ～ 46) 

仏家であ る コ 。 

最後の例は説明を 要する。 「声は所聞にあ らず」「瓶は 常住なり」「量は 所 量 

を 認識せしめず」が 似 宗とされたのは ，これらがそれぞれ 現量，比量，信頼す 

べき人の言葉によって 指 斥されるからであ った。 然るに「 懐 兎は月にあ らず」 

は 比量によって 確立されて居る 事柄によって 指斥されて居るわけではない。 比 

量の中核をなすのは 三相を具する 因であ るが，「 懐兎は 月なり」という 対立命題 

㏄
 

蛇
 
)
 

 
 



を 証明しょうとしても ，月性 (= 月 たるの性質 ) とい                     ものは 懐兎の 

ほかにないから ， 同品 がなく，従って 三柏中の第二相が 成立しないからこれを 

証明することは 出来ない。 併しそれにもかかわらず ，「 懐 兎は月にあ らず」とい 

う命題は言葉を 世間一般で承認されて 居る用法に反して 用いて居るから 似宗で 

あ るというのであ る (7)0   
併し 陳那にょ れば 似 宗の種類はこれだげに 限らない。 宗は一般に法と 有 法と 

の 二 要素からなるが ， これがそれぞれ 宮相㏄ " 、 ， Up 、 ) と 差別 (vi@eS") を有する。 

宮相はものの 本質規定を意味するから ，これを指斥することはそのものの 存在 

を 否定することになる 0 従っ て浸 ダルマ ま ねリブ肯 ダルミン @ 法ミ プ屋 りの宮相が拒 片 されれば，それを 

含む宗は成立たなくなる。 例えば上記「声は 所聞にあ らず」が 似 宗とされたの 

は ， 有法 たる声に関し 法たる 非所間 性の田租 が， 声は所聞であ るという現量 
              ダルマ 

によって確立されて 居る事実によって 指斥されたからであ る。 これに対し差別   
は 附加的限定を 意味する。 従って一般的に 言えば， 法 や有法の差別を 拒 尽 して 

ダ / レミン ダル 寸 

も 必ずしもそれを 含む宗の成立を 脅かすことにはならない。 併し「 有 法宇 に法 

乙が 存する」という 宗に於て ， 乙がただの こ としてではなく ，丙によって 限定 

された こ として甲に存するということがその 主張者によって 意図されて居る 場 

合には， Z の 自相 はそのままでも ，その差別たる 丙の拒 斥 によって主張者の 意 

図は粉砕される。 この様に差別の 拒 斥も亦 時としては宗の 成立を否定すること 

があ ることを考慮に 入れると，宗の 成立が否定される 場合として次の 六 つが考 

えられる。 

( Ⅰ ) ダルマ 法の自 相 の指斥される 場合 

(2) ダルマ 法の差別の拒 尽 される場合 
ダルミ， 

(3) 有 法の差別の拒 斥 される場合   
(4) 有法 の宮相の指斥される 場合 

(5) 両方の自 相 の指斥される 場合 

(6) 両方の差別の 拒 片 される場合 

そこで 陳那は 
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今までにあ げた例は ， [ 仏宇たることを 指摘する多数の 方法の中 J ダルマ 汐ミの 

K125a.6 V4la.2  目 相簗と 珪 斥に よ る方法を示して 居るにすぎない。 以下， ダルマダル・ 法 や有法の差別 ソ K づ 

v43b.3  や白 相 の 拒 片口 によ る方法 コ をも明らかにしょう 

と 前置して，上記 (2) 乃至 (6) の場合に対し ，順次に一 つ ず つ 例をあ げる。 ま 

ず (2) に対する何としては ， 

例えば「有介 ( 、 vayaVin) は部分 ( 、 vayava)  より別であ る」 C という 宗コは   

cf.J づ ご くみ 

が 挙げられる。 Jinendrabuddhi によれば，元来この 宗は勝論学派に 於 て極微 

( 二分子 ) が非感覚的であ ることと，その 集合 よ りなる通常の 物体が感覚的で 

あ ることとを調和するために 立てられたものであ る。 即ち非感覚的な 極微がい 

くら集合しても 感覚的となることはないから ，通常の物体が 知覚され得るため 

には，その知覚を 可能ならしめるものとして ，極微の集合に 際して感覚的な 有 

分 ( 二部分の統括 翰が 別に生ずべきであ るというのが ， この宗の立てられた 趣 

胃 であ る。 然らばこの宗は ， 詳しくは，「 有 分は感覚的なものとして 部分より 

別 であ る」というべきで ，「部分より 列 なること」という ダルマ 法には「感覚的なるこ 

と 」という限定が 加わって居る。 併しこれを承認すれば ，例えば二面の 土塊を 

あ わせた時に生ずる 右方にも独自の 重さがあ るべきことになるから ，土塊は別 

隈に 量るよりは一纏めにして 量った方が有分の 目方だ け 重くなるべぎであ る。 

然るに実際上この 様な目方の差が 認められないということは ，「感覚的なるこ 

と 」という限定を「部分より 列 なること」といラ ダルマ @ から取 @ くべ き ことを意味 

しこれは 又 ，「 有 分は部分より 別であ る」という宗を 勝論学派に於て 立てるこ 
  

とを無意義とする。 午 J144a.7 は ・ (165b,3ff.) かくしてここでは 法の差別の拒 席 によって宗が 否定された 
わけであ る。 さて次には，前記分類の (3) にあ たる何として ， 

cf.K  づ @-K 
「部分は有介 よ り別であ る」 ロ という 宗コは 正しくない。 C 若し然らば， 部 

v ㏄ b.4 
V4la,3  分は一切 コ 非感覚的とならざるを 得ないから， 

cf.J づ ご くみ 

が 示される。 勝論学派に於ては 極微 と二微果 ( 亡 = 箇の極微の集合体 ) が非感覚 
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的であ り，二 % 果 ( 吉二 箇 の二 % 果 の 集儀 以上は感覚的であ る。 然るに感覚的な 

ものが相互に 別物であ る場合には，これらは 吾 々 の知覚表象に 別々なものとし 

て賄 われるべきであ るから，若し 部分が方分 よ り別であ れば，複合物を 構成する 

部分の中二 % 果 以上のものは ，有介とは別なものとして 顕 わるべぎであ る。 併し 

事実は別なものとしては 顕 われない。 従って 三微果 以上のものをも 含めて，部分 

はすべて非感覚的であ るとしなければはじめの 宗を認めることほ 出来ない。 即   
ち ここでは「部分」という 有法に 附加されて居る「二 % 果 以上の感覚性」とい 

ぅ 限定が拒 尽 されて居るから ， ダル， 有 法の差別の拒 ソ 斥 によって 似宗 たることが指摘 
<@J  l 邸 b.5 ぼ ・ (167a.4 ぼ ・ ) 

されて居るわけであ る。 次に (4) に対する何としては ， 
ドヲヴャ 

「 実 ( ヰ 実体 ) は存在する」 [ という 宗コは 正しくない。 C 若しこれを許せ 
K-+  グナ ドラ サヤ ア ド ラサ ヤ 

K は臆 ・ 8 ばコ徳 ( 三性質 D と ，ラヴ 実とが ャ <@K ロ それぞれ コ実 と非実とな [ り ，句義 ( 生存在 

0 節略 ) が混乱す コ るから， 

が 示されて居るが ，これについては 為他 比量 品 中の他の箇処で 陳那 自身が 許 し 

ぃ 解説を行って。 菩幾 Ⅰ ざ， ; フ傍邸は母笘 b 呉織 器与 留落 え 論ずるこ とにする ( 名 

古屋大学文学部十周年記俳論集に 発表の予定 ) 。 最後に，   
v 穏 b,5  C 法 と有渋コ両方の 自 相 或は差別 (8) の指斥とは，例えば「談話はすべて cf.J づ 

虚偽の意味を 有する」というが 如 ぎであ る。 この宗は，談話が 存すると 

  
との両方が C 互に相手を拒 序 することによって ，はじめにあ げた宗の コ     

  

( " ル， 有法 ， たる談話に存する「無常性」等の cf.J づ 限定と，ダルマ 沃 たる虚偽性に 存する 

「虚偽の言葉によって 表現さるべきこと」等の 限定が拒 片 されるコ場合 
任 J  147b.3ff,(169a.6ff.) 

K125b.2 は両方の差別の 拒 斥 [ の例コであ る。 

(l)  Ran 刮 e の Frag 血 ent I にあ たる。 

(2)  この部分の集 童 論の記述は，正理 門論の 「 宗等 多言説能立。                         宗等 多言説 

能立者， 由 宗因 楡 多言弁説 他 未了義故， 此 多言 於 講式 等説名 能立。 又以 一言説能立 
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宗 (P 典 胡適， pak 婁 ) に対する 陳 那の見解   

者蒜頭絡成一能立性。 由比麻知 暁有所閃名 能立 過 」 ( 大正 vol. 駿 ， p.la) とは一致 

しない。 陳 那の説に変化があ ったのかもしれない o Nyayab 吊 du でも宗は必ずしも 

これを言葉に 出す 要 なしとして居る 点を指摘しておく (cf.NBm-45(ID-47)->o 

なお美童 論 には直接関係ないが ，上に引用した 正理 門 論の文中の「多言」は 梵語 

の 複数形を，「一言」はその 単数形を強いて 漢文にあ らわしたものであ ろう。 大正理 

論に pak 露 di.-vacananisadha ㎎ m  とあ るが，これと 同じ様なものが「京華多言説 

能立」の原文であ ったために，主語と 述語の数の一致して 居ない理由を「 又 政一言 

説能立者捻頭絡成一能立性」と 説明したのであ ろう。 

(3)  K の bIjQd.na.ni は 血 a.brjod.na.ni の誤り。 

(4)  因の原語に linga と hetu があ るが，前者が 目印の意であ るのに対し後者は 認 

識を生ぜしめる 原因の義。 併し論証 式 の 第 _ 支の名としては hetu が用いられる。 

(5)  以上の記述は・ 正理 門論の 「足中 唯随自 意楽。 為所成立 説 名家。 ・‥‥所書 唯 

老足箇別義。 頒白煮 蹟 小額論宗 随自 志士。 楽 為所 立謂 下柴 為能 成立性。 若 異化 者 税 

所成立， 似因似楡 広布 名宗 」 ( 大正 vo1,32,p.la) と趣旨に於て 一致する。 

(6)  この部分の集 量 論の記述は用例に 多少の相違があ るが正理 門 論の次の文Ⅴ こ 大体 一 

致する。 「非役相違 義能遣 。                         為 顕雄諫止 宗 過失政，青井 彼 相違 義能遣 。 若井 

違表書戸前 遣 ，如上一切言皆是 妄 。 威光折立宗義相違，九 % 孤子女声 為常 。 父君 於 

中山下柴 故 無有比量烏桓成育相違義道，如説 懐兎 井戸 有故 。 又於有 法則彼所 立為 地 

極 成 現量比量相違義道，知育成立戸井双聞， 瓶 星帯 等 。 」 ( 大正 vo1.32,p.la) 
(7)  この部分に対する J の説明は よ く分らない 0 今は Tattvasa 中 graha 1372. 1395. 

1 ㏄ 6  並にその部分に 対する Pa 打 jika  によって解す。 

(8)  「 an. 國 丘ひ bohi bye.brag  は ran.gi ho.b ひ dan  bye.brag  と読む。 

(g)  sm 市 s.pa.dan  を smras.pa,gyi  と読む。 

(10)  K に否定律なぎは 誤り。 

以上を以て陳 那 自身の見解を 述べる双段を 終り，以下位派の 見解を批判する 

後段に入る。 後段は更に宗の 定義に関する 他 派の見解を破する 部分と， 似宗に 

関する 他 派の見解を破する 部分とに分れる。 この中宗の定義に 関する 他 派の見 

解を破する部分に 於ては， さきに触れた 正理経の宗の 定義， sadhya,nirdeSah 

pra 田面 ( 「宗とは双立の 説示であ る」 ) がまず批判せられる。 

v4la,5 正理学派の者は 言 う 。 
サ - ドヤ サ - ドヤ 

v ㏄ b.7 C 一 「宗とはコ所立の "- 一一 説示であ る」と。 口 併し コ この場合 C 折立という 語 

は 一般に コ ・未確立のものを 意味し得る。 """""" ( 第三 偏 れ～ b) 
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サ - ドヤ 

折立と言えば ，一般に お ddha, C 即ち「確立 済 のもの上の否定を 意味す 
サ - ドヤ 

K め 5b.3 るからに折立の 説示を以て宗となす 正理学派の定義は 未確立のもの 一般 
サード ヤ 

に 関し コ 或る特別な所 正 にのみ関するとは 限らない。 
cf ・ NV-@ 

v43b.8 
C 従って コこ 日の定義 コを 認めれば， C その正しいことが コ 未確立で   サード ヤ 

あ る因や楡も亦折立となり・ C それの説示も 亦宗となる コ 0( 第三 偶 c ～ d) 
  

  午 NVp.l10 ． 14 Ⅱ     
・に於ては 愉 たる覚の常住なることが 未確立であ り，後者に於ては ， 因た 

る 根所 把牲ヒ 眼によって把捉される 性質 ) が声に存するかどうかが 未確立 

であ る。 従って正理学派の 宗の定義に従えば ，未確立の愉や 因を説示す 
サ - ドヤ 

るコ これら C の言葉 コも亦 ，折立を説示して 居るという理由で 宗となる 

v4 ㎏ ． 1  という誤ちに 陥る。 

さて 陳 邦に ょ れば，これは 正理学派の定義に 存する難点の 一つにすぎない。 正 

理学派の定義には 更に第二，第三の 欠陥が存する。 この中 陳 那は第二の欠陥を 

次の様に指摘する。 
サード ヤ サード ヤ 

又 ， C 「宗とは 所 立の説示であ る」という コこロ の定義 コ の中の所 立は，   
  K125b.5 V4la.7  ダルマ 法をさすのか ， 有法 をさすのか，或は (")n その コ 両方をさすのかを 二朗 コ 

  冒 して貰いたい。 [ これに対し コそ [ の様な区別 コ なして何になるのか 
  

ダルマ   
  ダルマ V サード ヤ 

若しも無常 牲 という法が所立であ るとするならば ， sadhya-sadharmyat 
サ - ドヤ ダルマ 

tad.dharma-bh 乙 vi drgt 凄 nta  ud 乙 hara 珪 am  ( 「双立と ( 或る「法を共通にして 

居るために， そ ( の所 サ @  ド エ 坤占 コ Ⅰ の [ もう一つの コ ダルマ 法の状態をも 有する ( 様になるコ実 
ダル           

K125b.6 例が楡であ る」 ) という C 正理 経 I-i-36 の文句 コは 不当であ る。 [ 有法 たる 

声 と法を共通にして ダルマ 居る 楡 ならば存するが   ダルマ 法 たる コ 無常性と法を ダルマ 共通 

にして居る嚥は 存しないからであ る。 

即ち 陳那は ，正理 経 1 ふ 36 は，折立が有 法   をさす場合にのみ 意味があ り， ダルマ はミ @ な 
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宗 (Pra 田鮭 ， pak 輿 )  に対する 陳 那の見解 1 Ⅰ 

さすとなす時は 無意味となるという 点を指摘したのであ る。 次に ， 

74 ㎏ ． 3 V4lb.l  ダル，ンサード 有法 が所立であ ヤ る場合は因は ヘ - ッ 無用となる。 ( 第四 %b) 
  ダルミ、 ノ サ - ド ヤ 

  
  めてその存在を 確立するための 既へ 因を立てることは -. ン 許されない。 若しも 

へ - ツ     
る 」 ) は 適当でないことになる (") 。 [ これに対しり 若しも ( 法 ， 有法 0 コ 両 

サード ヤ 

方を所立とすれば サード ャ ， 口 その / 誤ちも 亦 ロ法を以て所立となす ダルマ 時の誤ちと， 
                サード ヤ 

有 法を以て所立とする 時の誤ちとの コ 両方となる。 

第三に 陳那は ，梵語に於て 主語と述語の 位置が一定して 居ないことを 利して 正 

理学派の宗の 定義を攻撃する。 

cf. NV づ 

v4 ぬ ・ 4  又 ， [sadhya-nirde8ab  Pratijha  という正理経の 文句は ，コ sadhya-nirdesa 

K は 5b.8 evapra 田面と限定席 ヨ eva コを 前半に結びつげ ( て解す コ るか， sadhya- 
  

V4lb.2 nirdeSah Pratijnaiva と限定 C 詞 eva コを 後半に結びつげ 口 て解す / る 

か 二の二つ コ の可能性があ る。 C これに対し コそ 二の様な区別 コ なして 
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何になるのか [ と尋ねる人があ るかもしれないが コ 

v, ( 渇 ) 
前半を制限する ( とすればこの 定義は コ 無用となり，後半旺 """"" を制限 

cf.( 幅 ) 
する コと 解すれば こ この定義 サまコ 承認し得ない ( 不合理な ] ものとな 

る 。 ( 第四幅 c ～ d)   
若しも sadhya-nirde6aevapra 田面と限定 C 詞コを 前半に結びつげ 口て 

サ - ド ヤ 

解す コ れば， [ この定義の意味するところは「 宗 たる以上はすべて 折立 の 

説示であ る」となるが ，これは コ サ 能立の説示は ーダナ ヘ 因等がごこれを -., コ 行って 

居る 口 以上当然のことであ る コ 。 従って前半を 制限しても利するところは 

ないよこれに 反し コ 若しも sadhya-nirdesah  Pratij 丘 aiva  と限定 C 詞コ 

を 後半に結びつけ 口 て解す コ るならば， [ この定義の前半は 全く限定を受 

げないことになるから ，その意味は「未確立のものの 説示であ ればすべ 

(2 陶 ㏄ 
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K--<-K 
て 宗であ る」となり，未確立の コ 因や楡を説示することも 亦 宗となる。 

賃下 v 五 % 澤軒 三才 后ぎ宵声 されたものが コ 宗であ ることは理に 合わな 
Ⅰ。 

次に 陳那は論 軌の定義を批判する。 
cf ． NVp ， 117.20 サ - ドヤ 

K126a.3 
C 論軌はコ sadhyabhidhana 中 Cpra 田面，即ち「宗とは 前立の言詮で     

  あ る」と主張するが ， こコ の場合も亦 """"""""""  C 誤ちは コ 同様であ る。 " ( 第五 %a) 

Y 簗甘 「同様であ る」とは，正理学派に 対する非難が 論 軌 にも C 同様にあ ては 

る ま という意味であ る。 即ち論軌は宗を sadhyabhidhana と定義して 居 
K-> ・ @-K 

るが，この場合も コ 未確立の似 因 や低楡を言詮することが 宗となるとの 
  

K126a.4. 誤ちに陥る ロ というのであ る。 これに対し 口 そ う はならない ( という 人 

v44a.8  があ る コ かもしれない。 即ち論 軌に 於ては， 
サ - ド ヤ 

二所立は単に 未確立のものを 意味するのではない。 これには コ pakSa   
cCo 墓コ : ヱ 初口わって居るから [ 正理学派に対する 非難は論 軌 ニ % エ   

cf.v サード ヤ 

V4lb.5  C というのであ る。 即ち コ論軌に 於ては 所 立の言詮がすべて 宗とされる 
サード ヤ 

わ げではない。 ( 論 軌に 於てその言詮が 宗とされるところのコ 所 立は， 

pakga でなければならないからであ る。 亡 然るに コこ [ こにい 5 コ pak$a 

v 億 b. Ⅰ   

とは，「考察に 際して真なるものとして コ 願われて居るもの」のことであ 
サード ヤ る (13) o これが pakSa であ ( り ，輪軸 で言 5 所立であ コ るから，未確立 

0% 等 口をも含む コ あ の sadhya 一般の言詮までが 宗となるという 様な 

誤ちは口論 軌 には コ 存しないこというのであ る 九   

pak$a は元来「鳥の 一方の翼」を 意味し Nyayakosa でも vipratipatty.eka- 

kot Ⅲ C 二対立する主張の 一方 ) という解を最初にあ げて居る。 然らば，上記「 考 

察 に際し C 真なるものとして コ 願われて居るもの」という paksa の規定は ， 

「考察に際し 口 一方の論者によって 真なるものとして コ 願われて居るもの」の 
サード ヤ 

意味となろ う 。 折立がかかるものとして 規定される以上は ，それは当然論争の 

主題をさすべきであ り， 似 田や 似楡は 仮令未確立であ ってもこれから 除外さる 
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宗 (Pra 田通 ， Wk 田 ) に対する 陳 那の見解 13 

べ ぎであ るというのであ る。 なお，一般に「 宗 」の原語 は pra 朝櫨と pakga 
サ - ド ャ 

の両方とされて 居るが，ここで p 「 a 田 通が所立を述べる 言葉，即ち verbalized 
サ - ド ヤ 

propos Ⅲ on  をさすのに対し pakSa  が 所立 ，即ち p,opos Ⅲ on  をさすとして 区 

別されて居る 点は注意さるべきであ ろう。 陳那 がその三支作法の 第一文 を   

pra 田面と呼ばずは pakSa と呼んだことと ，これを述べなくても 欠 減の過とほ 

な 目ないとしたことの 間には有機的聯関があ るかもしれない。 さて， 

口 若しもこの様にコ 言って C 救 釈を試みようとする 人 コ があ れば， C 昔 々  

K  V4lb.6  126a.6  ほ cf.J  次の様に答える。 l ㏄ b.l(172b.3) 仮令 コ 故駅のため ( に引用された 汝の コ pakSa  の 定 

義 を口認め コ ても， 

「考察に際し C 真なるものとして コ 願われて居るもの」 C という定義 

中の """-" ，コこ 「の願われて 一 """-"--""@  居るもの」 C という 語 ，即ち㎏ ta という """" 語コ 

v44b.2   

am ㎏ a は an+ ㎏ a と分解されるから ，㎏ a と an ㎏ a とほ矛盾関係にあ る。 

然るに論 軌に 於てほ， am ㎏ a の 話は 「全く承認出来ないもの」の 意に用いられ 

て 居る。 例えば「言葉はものをあ らわし得ない」という 命題 は 目語撞着であ 

り ，その正しくないことが 明白であ るから an ㎏ a であ るといわれる。 cf.NVp.113.9 併し 束 は 全 ・ 

く 承認され得ないものが 考察に際して 問題になることはない。 そこで， 

K  126a.7 

v 埋 b.3 
V4lb.7   

  ㎏ a は単に anlSta の排除にすぎないから ， ( といわれるのであ る。 

即ち pakSa の定義に㎏ a の毒が加わっても ，それは全く 承認出来な 

いものを宗から 排除するにすぎず 実質的にほ 斬 らしい意味が 加わっ 
丑 - 「 ャ 

たことにならない コ から， 口 その様な定義は ， pakSa が コ 折立の特別 

な場合であ ることを口舌等に コ 了解せしめるわげがない。 「考察に際し 

口 真なるものとして コ 願われて居るもの こ といったところで ，それは 依 

然 としてただ未確立のものを 意味するにすぎず J  これほ因であ ること 

もあ り， 因 以外のもの， [ 例えば 楡コ であ ることもあ る。 即ち 口 この定義 
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こ 「の様な因を 説示すること コ も 亦 宗と言 う べきであ る。 ロ以上 コ 折立 に 

(2 の ㏄ 



 
  

 

K126a.8@ 似てほ居る [ がその実折立ではない サード ャ コ もの ロ の何たるか コ を説 き 終った。 
ひ l) de.ste を ci.ste と読む。 cf.K 

(12) dg ㎡ - 応Ⅰを dgoS, 田 r と読む o cf.K 

て 13)  Pak 牟 o  vIc 旬て a 耳え y れ m  Isto' れ hahNVp.l ㏄・ 21. ;vlc 五 Ⅰ ap あ y 五 m  Igto' エ Ⅰ hah  pak ミれ ItI 

NVp ． 115.19     

以上を以て宗の 定義に関する 他 派の見解を破し 終り ， 次に似 宗 に関するそれ 

が 破せられる。 ここで言及せられるのほ 再び正理学派と 論 軌の説であ るが，この 

中 前者の説としてほ ，正理 経 V 田 -4 の p,a 切面・ hetvor virodhah pra 切面， 

virdha Ⅱ C 「宗と 囚 との 相 容れざるが宗達であ る力がとりあ げられる。 既に論じた 

様に， 陳那に 於てほ現量や 比量等によって 確立されて居る 事柄と 容栢 れないも 

のが 似宗 であ った。 即ち或る命題が 似宗 かどうかは田や 喰 とは独立に考察さる 

べ き 事であ った。 然るに上記正理経の 示すところによれ ば ，正理学派に 於ては 

宗と因との 相 容れざるを宗達となし ，これを 宗 過 た 数える。 さてここに注意す 

べきは，正理学派に 於てはかかる 宗 違の例として「 宗 ) 声は常住なり。 因 ) 一 

切は無常なるが 故に」の如きもの ，即ち命題が 因 となって居るものをあ げて 居 
cf 補注「 2) 

ることであ る。 甲 と こ とが相容れないとなす 以上は両者は 同じ次元のものでな 

げればならないから ，宗と同様因もまた 命題の形をとらざるを 得なかったので 
， ， 。 シャ ダルマ 

あ ろうが， これは因を以て 宗の法たるべしとする 陳 那の容認し得な し ) とこ 

ろであ る。 そこでこの点が 以下次の様に 批判せられる。 

v44b.4: lK 正理学派の者 づ は 言 う 。 叶 宗と因との 相 容れざるが宗達であ る山というこ 

二の正理経の 文句 コは， 宗の誤ち C を示す コ 。 例えば 匠 声は 常住なり。 一   
  

  
の 誤ちであ るという事実も ， 共に存しない。 何となれば， 

87 (203) 
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v42a.2 ロ 未だ論理学を コ 充分に理解して 居 [ るとほ言え コ ない ( 正理学派 

の -"" コ人々の立場から """""""""" C しても，「一切 は 無常なるが故に」という コこ 

[ の 句コは """  ， C 本来 コ異楡 --- として述ぶべ き ものであ る亡からであ る コ 

( 第六 % c ～ b) 

C 「 声は 常住なり。 一切 は 無常なるが故に」という 例に於て， J 因をあ らわ 

v44b.6 K126b.3 す 式が宗と相容れないというのは 理に合わない (1 。 ) 。 何となれば， 亡 ここ 

に田としてあ げられて居る「一切は 無常なるが故に」と 言 5 旬 は 因では 

なく，元来 コ異楡 をあ らわす式であ るからであ る w' 。 )OC 従って / 彼等二王 

v め a.3 理学派の者達 コは 次の様に論証式を 組立てれば良いのであ る。 C 即ち コ 

" 佃 b.7  「 声は 常住なり」 ( に 対する コ 「一切は無常なるが 故に」というロ 目 コは， 

K126b.4 一切でない以上は C 無常性 コは 存しないから ，という意味口をあ らわすも 

のとして 異楡 となすべ きコ であ る。 

即ち 陳那は ，「 宗 ) 声は常住なり。 因 ) 一切にあ らざるが故に。 同楡 ) 一切にあ 

ちぎるものは 常住なり。 異楡 ) 一切は無常なり」という 論証式を想定し ，はじ 

めに 因 としてあ げられた「一切は 無常なるが故に」という 句は， この論証武甲 

の異 楡の位置を占めるとなすのが 正理経の説からいっても 適当であ るから， 

「声は常住なり」と「一切 は 無常なるが故に」とが 相容れなくてもそれほ 宗と 

因 とが相容れなか フ たことにほならないと 言 う のであ る。 併し「一切は 無常な 

るが故に」を 以て異 楡 となすのは，実は ， 未だ論理学を 充分に理解して 居ない 

正理学徒の場合に 於ては 異楡 となるとの意であ り， 陳那 自身の体系に 於ては， 

「一切は無常なり」をそのまま 異愉 となすことは 出来ない。 そこで， 

併しこの様に 考えても， ( それほ正理経の 説に よ る 異楡 となるにすぎな 

い 。 正ししづ 異嚥は ， 印 常住ならざるもの ( 即ち無常なるもの )   は一切な 
サ - ド ヤ 

り 」でなければならない。 即ち コ所 立の存しない 時には因が存しないと 
  

l いうことを述べるものでなければならない。 

という説明が 挿入せられる。 異 楡は同時に対し 換質換位の関係にあ るべきであ 

るから，「一切にあ らざみものは 常住なり」という 同時に対する 異楡は ，「常住 

ならざるものほ 一切なり」でなければならない。 cf. 補注 (3) そのためには ， 同楡が 因の存 

(202)@ 86 
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い 時にほ因も存しないということを 述べるものでなければならないというので 

あ る。 次に ， 然らば「一切にあ らざるが故に」が 因 とされたのはどうしてであ 
。 f.J.l5lb. 荻 ， (17 曲・ 1) 

るかというに ， 

K@ 
v 材 b.8 ( その コ 因は ， こ C の 異楡コを ( 宗に コ 適合 (u 脾 ，、 甲 na, 、 ) せしめ 

V42a. 4 る とによって導かれる。 ( 第七 % a ～ b 前半 ) 
ウ / くサソ -- ％ 

Kl あ b,5 声に対し「一切にあ らず」という ロ 句が 因 となること コ は，適合によ 
@-K 

ってに導かれる コ 。 
ウ / くサソ / く - ヲ   
適合 とは五分作法第四支の 機能を言 う 。 即ち適合とは ，一般的な命題で   

あ る楡を ， 宗に於て主題となって 居る古法に関係づげて 特殊化するために ， 楡と 

の 関聯に於て因を 繰返すことであ るが，因は同愉の 場合にはそのままのかたち 

で 異 楡の場合にはその 否定されたかたちで 楡の中に含まれて 居るから， 楡と宗 
ゥ， 。 サソ ハ - ぅ 

とがわかれば ， 因は 適合によってこれを 導 き 出すことが出来るわけであ る。 

然るに 陳那は ， この様にして 導き出された「一切にあ らざるが故に」という 国 
ふじ よう 

も，「声は常住なり」という 宗に対してほ 小 成 (,,iddh 、 ) であ るという。 さきに 

陳那が 「一切は無常なるが 故に」が因ではなく 愉であ ることを示したのほ ， こ 

れによって「 声は 常住なり」という 宗と「一切は 無常なるが故に」とが 衝突し 

てもそれほ宗と 因とが相容れなかったことにはならないということを 示さんが 
ゥ， 。 サソ ，、 - ラ 

ためであ った。 そこで今度ほ ，適合によって 導き出された「一切にあ らざる 
アシソダ 

が 故に」という 因も亦 小 成であ るが故に ， 即ち 因 として成立し 得ざる，いわば 

非存在の困であ るが故に，これと 宗とほ衝突しょうにも 衝突のしょうがないと 
ァりダ 

主張せられるのであ る。 然らば何故「一切にあ らざるが故に」という 因が不 戊   

となるかというに ， 陳那 ほこれを次の 様に説明する。 

亡 併し コ この場合， 非 一切仕口とい 5 ダルマ 世 守コ                                   
アシツダ 

v4%.1  C 実は コ それほ 小 成であ る。 何となれば， 1) 声も亦一切の 中に含まれる 

K126b.6 からであ る。 2) 戒ほ 又 ， C 因がその コ 宗に於て主題とされて 居るものと 

同じ範囲 C のものを意味するというト 一トロジー 」となるからであ る。 

85  (201) 
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さてこの中まず 第一の理由については 次の様な説明が 与えられる。   

v4 ぬ ・ 5 . 若しも「一切は 無常なり」という C 異愉コ の中の「一切」という 語が声 

" K126b.7 俺 ， 2      を含むものとして 述べられて居るとすれば ，声も亦一切の 中に入るから ，   
    ないから不成となる。 これに対し ，ぽ声は 一切にあ らず コと 言え コ ない 

  
。 その様に考えるなら ぱ ，二戸 コ 以外のものも 赤口一切の中の コ 一部分であ 

v42a.6   
Kl 笏 b.8, るから一切でほなくなり ，従って「一切」 ロ という語によってあ らわされ 

"4 曲・ 3      るもの コ は何もなくなること ¥= なるが，これも 亦 承認し難い。 午 K C 従って 矢 

張り声は一切の 中に含まれるとすべきであ り，「一切にあ らざるが故に」 
ァシ ・ ，ダ 

。 という困はこれを 不成となさざるを 得ない コ 。 
アシツダ 

以上が第一の 理由の説明であ るが，「一切にあ らざるが故に」が 不成となること 

の 説明にはこれだけで 一応充分であ るから， 陳 那は第二の理由の 説明はこれか 

あ とにまわし再び 問題をもとにもどす。 即ち，「一切は 無常なるが故に」が 時 
ァク 

であ り，これにかわるものとして 導き出された「一切にあ らざるが故に」が 不 
ソダ 

成の困であ る以上は，成程宗と 因とが相容れないということにはならないかも 

しれない。 併し   

それにしても ， 丁 一切は無常なるが 故に」という 句に示された コ 無常性 

によって， C 「声は常住なり」という 宗の中の コ 常住性が 斥 げられて居る 

以上 は ， 丁 声は常住なり。 一切は無常なるが 故に」というほじめにあ げ 

た 例は，依然として コ 宗の側の誤ちとなり 得る二のではないかとの 疑問 

が 残る コ かもしれない。 

この疑問に対し 陳 那は次の様に 答える。 

ダル           ダルマ 

K127 、 ・ 1 「同一の 有法 に相容れない 二つの法が存する 時にはその一方によって 他 

  
(m) ㏄ 



18 

ほ 出来ない。 即ち C この指斥を可能ならしめるためにほ ，一切に存する 

v4% v 佗 a.7 ム 常住性が コ 声に 亡 6 コ存することを ( 因 として 更 めて コ 示すべきであ る 

から， ( 「一切 は 無常なるが故に」という 句が「声は常住なり」という 宗 

を 斥けるとするのは 正しくない。 従ってこれによって 後者に誤ちあ りと 

するわげにはいかない。 「一切は無常なるが 故に」は， 矢 張り コ異愉 C を 

示す コ 式としてのみ 用いらる べ ぎであ る。 

さて以上を以て「声は 常住なり。 一切 は 無常なるが故に」という 例には，宗と 

困 とが相容れないという 事実も ， 宗が誤って居るという 事実も存しないこと 屋 

明らかとなり ，正理 経 V 市 -4 の説はこごに 一応破せられたわげであ る。 併し   
さきに「一切にあ らざるが故に」が 不成となる理由の 中第二の理由を 説明しな 

かったので， これが以下に 詳説せられる。 

  
一切ではないと 主張する様なことがあ れば， ( これに対しては ，仮令「 一 

切 」の語をその 様に解して コ も ，そロ の田コ は 宗に於て主題となって 居 
アシッ ダ 

v 巧 a.5  るものと同じ 範囲二のものを 意味し ， ト一トロジーコとなるから 不成 

口 であ ると答える cl 。 ) 。 即ちこの場合には ，「 声 」という語と ，「一切にあ 
cf.J  152b.3 末丘   

う ざるもの」という 句 との外延が等しくなり ， これら面語は 同義語とな 
(17 ぬ ・ 2) 
るから，「声は 常住なり。 一切にあ らざるが故に」は ，「声は常住なり。 声 

K127a.3 なるが故に」となる 0 併しこの様なものが 困 たり得ないことは ，「声は コ 

V 践 b.l 無常なり。 無常なるが故に」 C が 因 たり得ない コと 同様であ る。 ( この 様 
アシッ ダ 

に ，「声は常住なり」という 宗に対し コ 「 戸 口なるが故に」が 不成の因で 

あ る 口 以上は，これと 同義の コ 「一切にあ らざるが故に」という 因も亦 同   
様口 に不成たるべ 杓であ る。 ( ここで更に次の 様な疑問が提出される コ 

v45 、 ． 6  かもしれない。 「然らば 田 複合物は口自己 コ 以外のものに 奉仕する。 複 

合物なるが故に 肝 有為法は無常なり。 有為法なるが 故に』という 様な ， 

v 佗 b.2  r 一般にはその 正しいことが 疑われて居ない 論証 式コに 於ても，㏄複合 
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K127a.4l 物なるが故に 皿 有為法なるが 故に コ という句は コ 宗に於て主題となって 

v45a.7  居るものと ロ その コ 範囲を等しくする 因 たることが明らかであ る亡から， 
アシツダ 

これらも赤本成の 因 となるのか エと 。 C これに対し 吾 等は次の様に 答え 
  

K Ⅰ 27a   

るぷ 「この場合， ( 一見宗の主題となって 居るかに思われる コ 複合物とか 
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 命題は存しないから ，・一切が宗の 主題となれば コ 愉を立てることが 出来 

なくなるからであ る。 口 従って汝のあ げた例は，下限等は 自己以外のもの 

に 奉仕する。 複合物なるが 故にⅡ 眼 等は無常なり。 有為法なるが 故に コ 

V42b.3 とするのが正しい。 こ う すれば コ眼等 ( ③は有為法 C 等 コの 一部となる 
アシツダ 

v4%.8  「から不成とはならない 工と。 [ 更にコ又， C 次の様な疑問が 提出される コ 

かもしれない。 [ 即ち 印 声は常住なり。 声 なるが故に コ という時のコ 戸 
アシ ・ ソダ ふ ぐ う 

口 という因は， 小 成ではなくコ 下夫 (asadharan") となるべきであ る」 

K  127a.6   
と 。 ( 併しこれに対しても 吾 等は次の様に 答える。 「声はコ 木 共 とは 

なれない。 アサ - イ てサ与 ダーラナ たり得るのは 宗の主題となって 居るものに存する ダルマ 法 
アサーダ - ラ ナ 

であ るから， 可 間性が不 共 となるのであ れば理に合 う けれども， 声 
ダルマ 

v45b.l に別な声が C 法 として コ 存するということはないから ，その様にはなら 
アシッ ダ 

Ⅹ 杉 9.4a,7 ない。 従って 口 これは下夫という 困迫ではなく 月下成という 困迫 

であ る。 又 ， 印 一切は無常なり ロと 言って正無常なるものは 一切なり 凹 

としなかった 点では コ 楡の誤ちでもあ るが，併し [ いずれにしても コ宗 

の 誤ちではない cl 。 )0 

以上を以て 宗過に 対する正理学派の 見解を破し終ったので ，次に 陳那は論軌 

の 見解に言及する。 即ち論 軌 では viroddha の 因 ( 吉相違齢は宗と 相容れない 場 

合 と定説と相容れない 場合との二種に 分類されて居るので ，「声は常住なり」に 

対する「一切は 無常なるが故に」は ，丁度この中の 前者に属することになるの 

ではないかとも 考えられる。 そこで 陳那は ， 論 軌も因の三相説を 認めて居る 以 

上は ，「一切は無常なるが 故に」という 様な通屈宗法性を 満足させない 様なもの 

を Vi 「 odha の 因 とすることは 許されないと 説く。 即ち， 
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却 

  

v 邸 b.2 
K127a.8 

V 骸 b.5 

    ( 「一切は無常なるが 故に」という cf.J  l 穏 コこ b.6(176a    7  末 H.) [ の 句コは ， 論軌 では virodha の 

供田中に含めらる 亡べぎであ ると考えられるかもしれない コ が，その C 主 

張 する コ 様な口目 めコ 定義二即ち三相 説コ による以上は ， 

C 「一切は無常なるが 故に」というこの 句が コ v 辻 odhaC の 因コ となる 

わ げはない。 ( 第七 %b 後半 )<20) 

中
 る
 

因
す
 

は
味
 

 
 

 
 

の
 ヵ
 
・
も
 

沢
田
 

論
に
 

数
 ）
 様
 

ば
 免
の
 

 
 

カ
 

ぬ
る
 

 
 

は
か
 

て
困
 

於
 

に
す
 

軌
存
 

論
に
 ところと相容れない 場合とⅡ勝論派の 者が「声は無常なり。 感官によって 

cf.J  l お b.6 末 B.(176b.8 ぼ ・ ) 

把捉せられるが 故に」と主張する 時の様に因が コ 定説と相容れない 場合 

d. とであ 補注 る (4) 0 口前の場合は「存在する」ということと「生ずる」ということ 
J 丘 15 ㎏ ．Ⅲ・ f176b.2 ぽ ． ) 

が 両立しないために 因が宗と相容れないのであ り，後の場合は ，勝論派 

に 於ては感官によって 把捉せられる 実性や徳性等の 常住なことを 定説と 

して認めて居るために 定説と相容れないのであ る           然るに「 ジ 切は 

cf.J  15 ㎏   

無常なるが故にという コ 今の場合はよ 遠足宗法性を 満足させないから コ 

v. K127b.l 蝸 b.3  2C176b.3 この二種 ぽ ・ ) こ の virodha 」ともにおこり 得ない。   ( のみならず， 論軌 の 説 

くコ この二種 C の virodha コも 赤ロ実は コ virodha でない。 ( これ コ は ロ後 
cf.J  巧屯 ． 2 ぽ ． (176b.4) に似 因を説く時にコ 説明しょ @ 

(14)  「一切は無常なるが 故に」という 句は，正理 経 1-i 一 ;34, 1 一テ ヰ 5 の規定にあ わな 

いから正理学派の 立場でも 因 とはなり得ない。 cf.J l ㏄ b.6 打・ (17 品・ ロ ・ ) 

(15)  「一切は無常なるが 故に」という 句は，正理 経 1-i-36.1- テ --37  を満足させるから 

正理学派としては 当然異 嚥 とすべぎであ る。 cf.J  l5la.5 ぼ ・ (173b.l は ・ ) 

(16)  K  の ma.grub.pa  ma  yin.te  は ma-grub.pa  yin-te  の誤り。 

( Ⅰ 7 Ⅰ K  の don.nj  yin-te  は don  ma  yjn-te  の誤り。 

( Ⅰ 8)  mig.la.sogs,pa-dan  を mig.la.sogs.pa  ni  と読む o  cf.J  153b.2(176a.3) 

( 工 9)  正理学派の似宗を 破する 案量 論の上記の説は ，正理 門論の 「諸有 説 吉宗因相違 名 

宗違者 北井 宗過 。 以於 北中立 声為 博一切皆是無常政老 足 楡 方便悪女兵法。 虫合捻 

頭芳一切 故 。 比国非有，政戸 摂在 一切 中故 。 或是 前立一分義故。 此義 不威名田過失。 

楡 本有 週 ，白兵法腕先顕宗無 役説 田無。 応 如是 言 無常一切。 是謂 井井一切義故。 然 

此 判読一切無常，是政 北 中 楡亦有過 」 ( 大正 vo1.32,p. 旺 ～ b) と趣旨に於て 一致す 

る。 なお，「 以声摂 佳一切十枚」が 因が不成となる 上記第一の理由にあ たり， 「 或 
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前立一分義故」が 第二の理由にあ たる。 

(20) 第セ 偶は a ～ b = 行のみ より なる。 今 これを一括して 侶文 のみについて 考えてみ 

ると，「因は 異 楡を [ 宗に コ 適合せしめることによって 導かれるが， こ ( の 様にして 

導かれた団が 掠とコ 相容れないということはない」 (K に よ る ) となる。 然ら ぼ b 

の後半は「一切は 無常なるが故に」という 囚が退息宗法桂を 満足せしめない 以上は 
アシ / ダ 

本式となるという 意味のことを 主張して居るのであ り，必ずしも 論軌の説にのみ 言 

反 して居るわけではない。 正理学派の宗 過に 対する批判の 中，本稿 16 頁凶行以下の 

部分も亦この 偶の後半に対する 浬の一部をなすものと 考えるべきであ ろう。 

<2l) cf. J153b. 7(176b. l). 但し J のこの部分には 上の訳文中に「実性徳性等」と 

して訳した「性」の 字に相当する 語句がない。 併し J の 205b. 33 ぱ ・ ( 為 3b.3 ぱ ・ ) に 

よってここにⅡ 生 』の字を補 う べ き ことは明らかであ る。 

補 注 

校正に際し余白を 認めたので本文中に 記し得なかったことを 二三補 う ことにする。 

(l)  sadhya.nirdesa eva pratijna, は p 「 atip 面を主語， sadhya.nirde6a を述語と解し 

た場合であ り， sadhya,nirdesa ト pratijf6aiva はその反対の 場合であ る。 

(2)  正理 経 V-ii-4 に対する Vatsyayana の注では， 宗 違の例として「 宗 ) 実は徳とは別 

に 存する。 因 ) 色等 ( の 衞 以外には回も コ 知覚されないから」があ げられて居る 

が，この場合も 因は命題の形をなして 居る。 なお Uddyo 擦 kara はこれを「 宗 ) 実は徳 

とは別に存する 0 因 ) ( 徳とコ異 るものとしては 把捉されないから」と 改めて居るが ， 

これは 陳 那の批判を経たためと 思われる。 

%
 
超
 
い
例
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 をあ げて居るが，ここでは 同嚥と異楡 とが換質換位の 関係になって 居ない。 cf.Nyay- 

abh 酸 ya I.i.33 ～ 39, 

<4)  論 軌 ・ こ 於て 宗 違の例としてあ げられて居るこの 二つの論証 式に 於て ， 因が命題でな 
， 。 ク，ャ ダルマ 

く 手の法となって 居る点に注意すべきであ る。 本稿 14 頁 13 行以下並びに 補注 

(2) を参照り 

( 本稿は昭和 33 年度科学研究費に よ る総合研究「仏教に 於ける真理認識の 問題」の研 

究を分担した 時の成果の一部であ る ) 
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与 定 か十十め = 進現 在 な義次 究兼 

  
に 関西 
決 西施   定 学区 

教学基にの兜木 し 院を 
吹皮 開 育問ぎお 緒余年 た人手 
か は ぎ に的本 げ 果報 正 。 学定 
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村
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昭
三
一
一
・
五
一
四
発
行
）
 

一
 、
第
九
回
国
際
宗
教
学
宗
教
史
会
議
報
告
 

 
 

同
 

 
 

意
 

 
 

期
 

 
 

れ
 

 
 

 
 

会
議
紀
要
作
製
の
た
め
の
予
算
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

委
 

員
 会
が
必
要
で
あ
る
が
、
委
員
は
慎
重
審
議
の
上
決
定
す
る
。
 
又
 

 
 

 
 

ば
 頃
ま
で
に
は
作
製
し
た
 
い
 。
 

て
そ
の
他
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
な
っ
た
。
 

 
 

 
 

103  (219) 

開
票
の
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石
津
会
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れ
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。
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の
会
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 の
外
、
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外
参
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究
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旅
行
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ガ
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ブ
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区
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。
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千 保 内 学   
開サ ム   
催 l 決 
通キ定 
知 ュ 

発う に 
送 l   送 

発 の   付 
送 照 

会 
を   第     
国 れ 請 後 送 宗 



  

「
三
）
同
年
八
月
中
旬
最
終
プ
ロ
グ
ラ
ム
決
定
 

 
 

文
要
 

冒
 そ
の
他
資
料
準
備
完
了
 

五
 、
会
議
の
規
模
と
内
容
 

 
 

れ
る
 

 
 

九
回
会
 

 
 

も
の
で
 

 
 

か
と
 考
 

 
 

東
洋
に
 

 
 

の
 よ
 う
 

 
 

日
本
を
 

 
 

期
待
 よ
 

り
も
ず
っ
と
大
が
か
り
の
も
の
と
な
っ
た
。
 

 
 

。
 
、
 ノ
 

、
 ウ
 

 
 

の
 運
営
 

 
 

終
り
に
 

 
 

議
 と
関
 

 
 

 
 

と
窩
 

 
 

ュ
不
ス
 

 
 

の
中
で
 

 
 

い
わ
ば
 

 
 

す
る
 学
 

八第 八 た ばと行 い 』を 」あ に るっ術 

/ 氏 

と 東の交 教 たと l こ のこ 
録東 の お な西京 流学 のし ス の学の洋 両 り "   

り 関 いャこ 派に理 こ積 っ ポ 名の化も     

    本る態 るな び 数げ ム し内偵 的 

    

謂 

    

き し 研的第 えの かく ぎ神璽 

  

と ね 考をお 第査 ぼ てれす一 
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を 

第
三
部
関
西
地
区
研
究
調
査
お
よ
び
開
会
式
 

（
九
月
五
日
 
1
 九
月
九
日
）
 

八
月
二
九
日
（
金
）
東
京
 

午
前
部
会
 

午
後
部
会
 

八
月
三
 0
 日
 （
土
）
東
京
 

午
前
部
会
 

午
後
合
同
会
議
 

八
月
三
一
日
（
日
）
 

日
光
研
究
調
査
 

九
月
一
日
（
月
）
 

 
 

査
 

行
っ
た
。
 

第
二
部
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
九
月
二
日
 ｜
 九
月
四
日
）
 

九
月
二
日
（
火
）
東
京
 

午
前
開
会
式
お
よ
び
全
体
会
議
 

午
後
部
会
 

九
月
三
日
（
水
）
東
京
 

午
前
全
体
会
議
 

午
後
部
会
 

九
月
四
日
（
木
）
 

午
前
全
体
会
議
お
よ
び
部
会
 

午
後
勧
告
突
起
草
委
員
会
お
よ
び
全
体
会
議
と
閉
会
式
 

 
 

表
が
瑚
 

 
 

題
目
で
 

 
 

(
2
2
 

も
す
ぐ
れ
た
論
文
は
発
表
を
認
め
ら
れ
た
。
 

（
 
や
敢
肝
世
 

）
 

 
 

」
で
 

九
月
五
日
（
金
）
垂
示
 発
 、
伊
勢
へ
 

九
月
六
日
（
土
）
 

午
前
伊
勢
研
究
調
査
、
伊
勢
 発
 

午
後
桜
井
着
、
奈
良
南
部
研
究
調
査
、
天
理
 へ
 

九
月
七
日
（
日
）
 

午
前
天
理
研
究
調
査
 

午
後
奈
良
研
究
調
査
、
京
都
 
へ
 

九
月
八
日
（
月
）
 

午
前
京
都
研
究
調
査
 

午
後
同
上
 

夜
 

公
開
講
演
会
 

九
月
九
日
（
火
）
 

午
前
京
都
研
究
調
査
お
よ
び
閉
会
式
 

午
後
比
叡
 m
 研
究
調
査
 

 
 

神
道
 

 
 

円
札
 ハ
 
）
 

 
 

幅
 Ⅰ
 
0
 
㏄
の
 

d
o
E
 
 
と
し
て
行
わ
れ
た
。
 



 
 

合
同
部
 

 
 

ず
れ
か
 

で
 発
表
さ
れ
た
。
 

（
一
）
未
開
宗
教
 

（
二
）
古
代
の
宗
教
 

三
）
現
在
の
宗
教
（
未
開
宗
教
を
除
く
）
 

（
四
）
宗
教
学
一
般
 

 
 

う
 な
 

論
文
が
発
表
さ
れ
た
。
 

 
 

る
べ
 

 
 

英
文
の
 

要
旨
を
つ
け
る
こ
と
と
し
た
。
 

 
 

年
に
 

 
 

会
議
と
 

 
 

お
り
で
 

あ
っ
た
。
 

（
一
）
東
洋
文
化
の
特
色
 

（
二
）
西
洋
文
化
の
特
色
 

（
三
）
西
洋
思
想
の
東
洋
へ
の
影
響
 

（
四
）
キ
リ
ス
ト
教
の
東
洋
へ
の
影
響
 

（
五
）
東
洋
文
化
の
西
洋
へ
の
影
響
 

（
六
）
東
洋
の
宗
教
の
西
洋
へ
の
影
響
 

（
七
）
共
通
の
関
心
 1
@
 新
し
い
世
界
文
明
の
諸
問
題
 

 
 

 
 

野
の
 

 
 

会
 が
資
 

 
 

員
 と
し
 

 
 

め
 難
い
 

 
 

加
 申
込
 

 
 

準
会
員
 

 
 

と
さ
れ
 

こ
 
ヰ
ハ
 
。
 

 
 

国
人
 

 
 

名
 の
 学
 

 
 

お
り
、
 

 
 

び
 一
国
 

際
 機
関
で
あ
っ
た
。
 

 
 

側
四
 

 
 

た
め
の
 

 
 

名
 あ
っ
 

キ
ハ
 

-
 
ヒ
 
。
 

 
 

次
 の
 

と
お
り
で
あ
る
。
 

び内 
こ
の
シ
ソ
ポ
 

で
行
わ
れ
た
 

仏
語
と
し
、
 

（
参
加
者
）
 ジ

ウ
ム
は
前
述
の
よ
う
に
ユ
子
ス
コ
の
 

の
で
、
公
用
語
は
ユ
ネ
ス
コ
の
習
慣
に
 

仏
語
は
英
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。
 

主
要
事
業
の
わ
く
 

従
っ
て
英
語
お
よ
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韓
国
 

オ
 l
 ス
ト
ラ
リ
ア
 

ラ
オ
ス
 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
 

オ
ラ
ソ
 。
 
タ
 

・
ヘ
ル
ギ
ー
 

ノ
ル
ウ
ェ
イ
 

ビ
ル
マ
 

ハ
 キ
ス
タ
 ソ
 

ヵ
チ
タ
 

ス
ペ
イ
ソ
 

セ
 イ
ロ
 ソ
 

ス
 エ
 ー
 デ
ソ
 

ブ
 ラ
 ソ
ス
 

ド
イ
ツ
 

ス
イ
ス
 

タ
イ
 国
 

英
国
 

ア
ラ
ブ
連
合
 

香
港
 

イ
ソ
 ド
 

米
国
 

ベ
ト
ナ
ム
 

イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
 

イ
ス
ラ
エ
ル
 

イ
タ
リ
ー
 

ユ
、
 
ネ
ス
コ
 

六
 、
関
連
行
事
 

 
 

 
 

 
 

お
り
 

あ
る
。
 

 
 

会
 

貫
長
共
催
ブ
 
ユ
 フ
 エ
 
（
 
星
ケ
 回
茶
寮
）
 

 
 

 
 

ル
 ・
パ
一
テ
ィ
ー
（
光
輪
 閣
 ）
 

 
 

 
   テ 委 で ソ 

テ
ィ
 一
 
（
総
理
大
臣
官
邸
）
 

 
 

イ
 @
@
 

（
赤
坂
フ
リ
 ソ
 ス
ホ
テ
ル
）
 

 
 

主
催
 

カ
ク
テ
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
（
新
東
京
グ
リ
ル
）
 

 
 

l
 テ
 

ィ
一
 
（
天
理
教
木
部
）
 

 
 

ラ
ソ
 

チ
 
（
竹
村
 

耶
 
上
 
小
 テ
ル
）
 

セ
 、
会
議
の
経
文
 

 
 

日
本
 

 
 

議
 の
た
 

 
 

し
、
こ
 

 
 

一
 カ
サ
 

も
こ
 

 
 

所
期
の
 

 
 

ょ
び
財
 

 
 

一
五
 O
 

 
 

げ
ら
れ
た
 

の
は
次
の
方
々
で
あ
っ
た
。
（
五
十
音
順
）
 

宗
教
界
関
係
 

財
界
関
係
 

石
原
謙
 

植
村
甲
午
 郭
 

加
藤
光
三
部
 

大
泉
 

孝
 

高
階
 
琉
仙
 

工
藤
昭
四
郎
 

工 工工 (2 打 ) 



 
 

す
る
 

八
 
結
語
 

酒
井
 杏
 之
助
 

鷹
司
信
輔
 

渋
沢
敬
三
 

御
末
 
徳
近
 

枝
道
 助 

芳
村
忠
明
 

な
お
、
渋
沢
敬
三
氏
が
世
話
人
代
表
を
引
 
き
受
 げ
ら
れ
た
。
 

 
 

可
が
 

 
 

し
た
。
 

 
 

、
宗
教
 

 
 

募
金
 計
 

 
 

宗
教
界
 

い
ず
れ
も
ほ
ぼ
目
標
に
近
 
い
 額
に
達
し
た
。
 

 
 

対
し
 

 
 

ほ
 つ
い
 

 
 

一
ド
財
 

 
 

か
っ
た
 

 
 

き
か
っ
 

た
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

旅
費
 

 
 

円
 ）
が
 、
 

 
 

お
い
て
 

 
 

た
と
こ
ろ
 

が
 多
か
っ
た
よ
さ
で
あ
る
。
 

（
 虫
 

（
河
公
）
（
 凪
か
 ） 

蜘
 ）
 

 
 

 
 

い
 Ⅱ
 仁
 Ⅹ
 凹
ロ
 
0
 り
 

0
 
 下
す
年
三
、
 ミ
曲
コ
ぃ
 （
Ⅰ
ら
口
。
 

臣
 e
 の
 
ざ
 ）
 

 
 

ア
 0
0
 
（
 
、
 

O
p
 ヨ
す
 Ⅰ
～
 
笘
 m
m
 

、
ノ
ミ
 

甘
い
の
 

 
 

コ
 0
0
"
 

い
 。
 由
ぃ
臣
 

 
 

吉
臣
 

 
 

-
 
目
白
の
 
ゴ
 ・
 

㊦
 @
 
臣
 ロ
コ
ロ
 
ゑ
 ）
 

下
戸
 舵
 戸
ロ
 
曲
，
 （
の
の
 
ユ
 0
 臣
 ）
 メ
セ
 o
h
o
 
C
 

臣
ぎ
 e
 Ⅰ
ム
神
 
セ
、
パ
セ
 
0
 片
 
。
 

海
外
参
加
者
リ
ス
ト
 
（
 
0
 印
は
研
 ゆ
 
ル
発
ル
麦
）
 

き
 

 
 

意
 と
理
℡
 

解
 あ
る
協
力
・
援
助
が
相
ま
っ
て
実
を
結
ん
だ
と
い
え
 
よ
う
 。
 

2
8
)
 

 
 

 
 

こ
の
 

 
 

殿
下
に
 

 
 

の
 準
備
 

 
 

快
く
入
 

 
 

く
 学
界
 

の
 一
員
と
し
て
行
動
さ
れ
た
。
 

 
 



H
o
 与
 。
 

 
 

年
笘
ヨ
 

 
 

z
0
 名
 

ぺ
 o
n
 
ォ
 

 
 

由
ヨ
｜
 

す
岳
 
&
 の
 0
 、
ま
 p
o
 
の
 

パ
 
リ
 し
 0
 戸
ロ
目
の
（
（
 

Q
 Ⅰ
 
0
 曲
（
口
笛
（
 

p
 十
 
こ
ら
 

 
 

岸
 Ⅱ
 

り
ロ
ガ
ロ
 
o
F
.
 

 
 

・
 ニ
 e
 田
 

 
 

宵
 ，
三
千
 

下
卑
 の
 Ⅰ
 

レ
 Ⅰ
Ⅰ
 
諒
 （
 
ド
 ・
Ⅰ
・
（
の
Ⅰ
 

ゑ
こ
の
 0
 Ⅰ
ゴ
寸
 

接
 C
 臣
田
絹
の
 

Ⅰ
の
 
か
 
Ⅰ
Ⅱ
・
 

円
 0
 ダ
ト
 
。
 

 
 

生
口
内
の
の
 

日
 

 
 

）
口
目
 

 
 

い
 
ざ
 ロ
 自
由
し
二
の
日
立
 方
由
由
ヰ
 
Q
 目
 、
 C
 区
内
の
の
 
0
 

口
目
Ⅰ
 
オ
 Ⅱ
曲
目
㏄
 

ゑ
 ・
（
 円
け
由
い
 

す
 コ
倖
 
）
 

 
 

億
年
）
の
 

の
 

日
オ
 0
 
C
 
目
憶
 0
 Ⅰ
の
）
 

*
 
せ
乙
 ネ
ロ
 屈
由
由
臼
 ・
 し
 Ⅰ
Ⅱ
ア
ド
 

ヨ
 

 
  

 

す
瓦
 Ⅰ
 沖
 m
.
 

の
曲
 
5
 ヴ
 出
隼
帳
 
0
 

 
 

Ⅰ
 笘
臣
 
）
 

ぺ
 0
 ～
 
庁
 

 
 

C
 口
ぃ
セ
 

m
.
 

Ⅰ
 絃
 六
 
%
.
 
 

目
イ
庁
せ
 

0
 ・
 

 
 

 
 

 
 

目
 ）
の
 
一
 

O
r
i
e
 

耳
 

 
 

ロ
カ
ウ
，
 

の
 
0
 曲
Ⅰ
。
 

ゴ
 Ⅰ
邑
の
（
 

あ
 仁
井
の
・
㌧
 

0
0
 
（
巨
舶
 

 
 

目
 ・
 

い
 0
 ト
曲
 
0
 局
 

 
 

弓
 
。
 
ヰ
ツ
 

の
 

い
わ
 
i
e
 

コ
目
か
口
目
 

0
 

し
す
弓
ヨ
め
 
r
o
 
下
の
 
P
 二
い
 
ヨ
 や
目
・
（
㌧
 圧
 ヰ
ロ
 
づ
 ）
 
ロ
 e 巴
 

 
 

 
 

 
 

円
 0
 オ
せ
 
。
 

 
 

㌧
 い
 由
の
・
 

㌧
 由
 立
の
 

 
  

 

 
 

 
 

P
 
C
 Ⅰ
 

Ⅰ
 曲
）
 

0
 由
 

 
 

の
 
こ
臣
巨
宙
 

す
げ
 
角
巾
。
 

の
 

捧
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Ⅱ
 O
 

0
 
 門
田
 

F
.
 
 

ま
，
 
（
㌧
。
す
口
 

由
 ）
 

 
 

0
 内
山
 
0
%
 
～
 

㏄
の
 
ヨ
 ）
 
目
 p
 Ⅱ
Ⅱ
 
、
 ⑧
 く
 蝉
口
耳
 
0
 目
 

Ⅰ
 日
 w
o
 
ぶ
 ダ
目
へ
 巾
 Ⅰ
ロ
ロ
。
の
）
の
 

0
 ロ
繍
 
㏄
 0
 
%
0
 
 

㍉
Ⅱ
 
い
局
 
c
e
,
 
 

㌧
 曲
コ
の
 

 
 

O
 ノ
の
 

 
 

C
 ま
 ・
 

セ
 e
r
 
臼
 （
）
 
-
 
 
の
曲
 
下
 す
の
耳
が
 

 
 

 
 

せ
 O
 

 
  

 

・
 z
 の
 毛
 

出
眉
臼
 

互
い
 酊
ヨ
 、
 内
 ・
 
ら
 ・
（
 巾
 p
r
 
～
の
（
 

い
局
 
）
 

 
 

&
 巨
 尽
す
 

w
n
 

臼
 口
内
 

C
n
 

宇
の
ぺ
の
 

ぃ
モ
 ・
 ま
 Ⅱ
 由
 e
r
p
 

サ
笘
由
 

 
 

ガ
ド
 
0
.
 

円
 0
 オ
セ
 
0
 ，
 

 
 

す
 0
 Ⅰ
目
下
 

 
 

田
 
Ⅰ
Ⅱ
 
"
 

円
 0
 ガ
ド
 
。
 

 
 

（
 
ト
 
由
比
 
ノ
ト
曲
 

エ
 e
 ぃ
帝
 
q
.
 
 

弓
 ・
（
の
の
Ⅰ
 
日
り
局
ヒ
 
）
 C
 臣
宇
の
 
Ⅰ
の
 
岸
 Ⅱ
 0
 ヰ
 ン
ミ
 
曲
 Ⅱ
 ヴ
目
 
Ⅰ
 的
、
 

 
 

く
 o
 目
 

ハ
 レ
木
 ～
（
曲
の
の
 

ま
 ダ
ト
ン
ミ
 

（
 
C
.
g
 

レ
・
）
 

C
 三
ヰ
 m
q
 
ゅ
ぃ
 

（
 
セ
 0
 （
の
 オ
ぃ
 

n
p
 
の
 O
.
 

 
 

エ
 
Ⅱ
 

 
 

 
 

ヴ
屈
 
Ⅰ
 
帝
 

 
 

俺
 0
 
ア
 0
%
 

緯
白
 口
ゎ
ダ
捷
ヰ
 

 
 

 
 

 
 

ぺ
 o
n
 
庁
 

 
 

目
 。
の
 
倖
 

し
甘
倖
由
す
ぢ
 

由
 り
 ㏄
円
仁
 

由
 w
0
 
の
 -
 
 
オ
の
臣
 
㏄
 0
0
 
㌧
 

 
 

の
ま
 

n
o
 

 
 

片
セ
 
0
,
 

円
リ
 
ガ
 ト
 。
 

 
 

印
 
）
。
 

 
 

曲
 ヨ
日
 宙
 

目
 佳
木
由
伸
 
甘
日
 ）
～
 
、
の
コ
 
口
碑
内
曲
Ⅰ
 

 
 

0
 
口
ロ
㏄
 

（
 
ぃ
 
@
o
 

（
 
あ
 （
田
の
 0
 用
目
の
 目
 c
@
e
 

 
 

口
ロ
 
甘
 
.
 

円
 0
 ガ
 Ⅱ
。
 

 
 

e
 Ⅰ
の
 
さ
 ）
 、
 

円
 0
 ガ
Ⅱ
。
 

 
 

目
口
。
 
ア
の
ヰ
 
・
 

プ
 日
吉
 
臣
 0
 ア
。
 
局
 



の
ア
ぃ
 
c
 め
 ㏄
。
 

 
 

の
の
 
目
鮭
｜
 

英
 曲
 り
 ㏄
 0
 

 
 

の
の
 
目
 （
Ⅰ
の
 

口
口
の
 ア
 Ⅰ
 
ド
 0
8
 
 

ヵ
の
～
 

い
も
 
Q
 ロ
 ・
㏄
 ア
曲
 
Ⅰ
山
口
 

 
 

 
 

 
 

幅
 の
 目
 ）
の
 
一
 

口
口
 
お
ゴ
 p
 ネ
 
Ⅰ
 

 
 

す
 Ⅰ
の
Ⅰ
 
屈
 

て
 C 川
 ）
 
づ
 0
 Ⅰ
自
体
 
.
 ㏄
 田
 
Ⅰ
が
の
 

サ
 0
 目
 Ⅰ
 
幅
 

 
 

の
 Ⅰ
 垣
コ
ド
 
"
 

の
笘
目
 
吉
日
東
 0
 日
 目
 ・
 

 
 

の
ト
ヴ
 

0
 Ⅰ
㏄
 
"
 

ヱ
色
 隼
 m
p
 
ヴ
の
 
Ⅱ
㏄
 

 
 

Ⅱ
の
 
円
 

の
片
目
口
 

才
 
0
 タ
の
ま
 抽
 0
 目
 

 
 

馬
 Q
 ヨ
 ㌧
 

 
 

Ⅱ
 曲
 

 
 

巾
 め
出
 拍
 

 
 

吋
 O
,
 

円
 0
 ガ
せ
 
。
 

 
 

Ⅱ
 O
 

 
 

ヨ
 e
 Ⅰ
 

弓
 O
 Ⅱ
 C
 の
 由
ノ
下
昧
 0
 Ⅰ
の
 
笘
 

 
 

（
山
体
Ⅶ
Ⅰ
 

ハ
リ
ド
 

の
 

1 Ⅰ 5  
 

オ
 o
 桓
 e
 

穏
 
1
 

 
 

㌧
 0
 三
ざ
こ
く
 ・
 ミ
 ・
 
陛
 ・
 円
ア
 Q
 ヨ
 a
s
 
 
（
 ド
の
ヰ
 （
 耳
 m
.
 
 

パ
ド
 

0
 （
。
 

 
 

目
 中
ヰ
 

Ⅱ
 0
Q
 
月
 0
 日
 ）
 
c
 の
 目
由
巾
 0
 目
 Ⅰ
 
R
%
 
日
の
。
 
ト
 
o
 目
 c
e
"
 
い
 0
 ㌧
Ⅰ
 
0
 臣
 

 
 

Ⅹ
Ⅰ
Ⅰ
の
Ⅰ
 

目
ヲ
 
?
0
 由
 0
 コ
（
・
 
巾
 a
r
 

い
の
 

 
 

o
 毛
 

べ
 o
n
 
ガ
 

 
 

中
耳
Ⅰ
 
｜
 

Ⅰ
 屈
ガ
臣
 
Ⅰ
㌧
・
 

0
.
 
 

し
曲
Ⅱ
 

い
 
の
す
 
p
 、
 の
曲
）
の
仁
ま
 

の
 

 
 

屈
隼
 
Ⅰ
 す
 山
の
圧
 

づ
ア
 e
 ヰ
 屈
曲
由
の
 捷
コ
幅
ず
 

p
 
O
H
 

笘
 e
r
.
 
 

の
主
帳
 

0
 目
 

 
 

円
 0
 寸
ヒ
 
。
 

之
 ㏄
 0
 
 
之
幅
 o
n
 
 
の
 俺
臣
 
・
（
 く
ず
 Ⅰ
 z
 リ
ヨ
）
 

之
せ
宙
ず
 
0
 ㌧
 幅
 0
.
 
 
く
 ・
の
・
（
 

C
.
 

の
・
 

ト
 ・
）
 づ
 0
 コ
臣
の
の
の
 

o
m
 
 

ト
 ・
 p
 目
色
Ⅰ
 の
村
零
 

日
 0
 け
局
の
の
の
 

e
e
 

 
 

 
 

 
 

P
q
 毎
出
 ・
 ワ
 
（
 
H
 
（
 
匹
 ）
）
㏄
 っ
吝
ず
 C
 庄
 4
0
 
品
 ざ
 ）
・
 ビ
め
ガ
 
）
 0
 

 
 

Ⅱ
 り
目
｜
 

0
 円
 
Q
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A Study on the Formation of the Sect of 

Chuan-chen-chiao 

Nori tada KUBO 

St. Thomas' Interpretation of " & o p ~ ~ ' '  

in Aristotle (1) 

Kan'ei TOKO 

"Kri tik" and "Metaphysik" in Kant 

-An Introduction to the Study of Kant- 

Masao ABE 

The ultimate problem of the "Critique of Pure Reason" is understood in 

this paper to be the possibility of "Metaphysik als Wissenschaft". The 

"Critique of Pure Reason", to solve this problem, may be considered to 
have the following two aspects, which, although they are to be distin- 

guished, can not be separated. 

On the one hand, inquiring into that which makes "Wissenschaft" in 

general possible, it starts with the fact of such "Wissenschaft" as pure 

mathematics and pure natural science. Kant, how-ever, does not take these 

"Wissenschaft" to be merely objective. Rather, he tries to find their 

epistemological basis in the fact of experience as their medium and tries to 
introduce their method into "Metaphysik". 

On the other hand, inquring into that which makes metaphysical know- 

ledge possible, the "Critique" begins with the fact of experience as the basis 

of all human knowledge. In this connection, Kant does not take experience 

as mere subjective knowledge, but, through the medium of the fact of 
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"Wissenschaft", he makes clear the nature of experience as to its a periori 

origin, its necessity, and its limitation. 

The writer of this paper understands that by calling the "Critique" a 

treatise on the method for "Metaphysik", Kant refers to the first aspect, 

and that in describing it as a propaedeutic for "Metaphysik", he is rdering 

to the second aspect. 

The author's conclusion is that for Kant "Kritik" is the enterprise of the 

inquiry into the possibility of a p i o r i  synthetic judgements----which con- 

stitue the base of metaphysical knowledge, while !'MetaphysikM is a sub- 

stantive a periori synthetic philosophy, that is, a system of a p i o r i  synthetic 

propositions based on a pripori synthetic judgeme~ts the possibility of which 

is demonstrated by "Kritik". 

Das Problem der Mi t teilung der chris tlichen 

~o tschaf  t. 

Das Interesse, das di esen Aufsatz leitet, ist nicht das historische, sondern 

das hermeneutische, P H e r m e n e u t i  k, verstanden als die Besinnung auf das 

menschliche sein--also das existentialistische. Die christliche Botschaft 

als die Verkiindigung des Christusgeschehen ist nichts anderes als die 

eschatologische Botschaft. Schon deshalb, weil das Christusgeschehen als das 

Geschehen der Sendung des Gottessohones an der Endzeit das eschatologische 

Geschehen ist ; und auch deshalb, weil an dieses Geschehen zu glauben als 

die Bereitschaft sich mit Christus kreuzigen zu lassen eschatologisch zu ex- 

istieren heifjt. Also der Kernpunkt der christlichen Botschaft liegt in der 

Mitteilung der eschatologischen Existenz. Aber hier liegt das Problem, weil 

der Charakter der menschlichen Sprache, die bei der Mitteilung immer 

gebrauchen mufj, i hrem W esen nach das nistorische und vergangliche ist. 

Wir konnen die menschliche Sprache hnur unter der Bestimmung ihrer 

historischen Herkunft verstehen, d. h. unter der Bestimmung ihrer Vergan- 
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genheit. Solche menschliche Sprache, die ihrem Wesen nach historisch 

und verganglich ist, kann nicht die christliche eschatologische Botschaft, 

die ihrerseits als das echte Eschatologische zugleich zukiinftig ist, vollig 

erklaren. Zwischen dieser und jener liegt eine Diskrepanz, -Diskrepan2 

zwischen Historie und Eschatologie. Diese Diskrepanz zu iiberwinden 

miissen wir irgend einen Ausgang suchen. 

Dieser Aufsatz ist ein Versuch, viele Formen der Mitteilung, die wir im 

Neuen Testament besonders in den Evangelien finden, -Auspiische, Sgriiche, 

Gleichnisse, Streitsgesprache, Passion-Osterngeschichte und Wundergeschichte 

als ~ b e r w i n d u n ~  dieser Diskurepanz in der Weise der indirekten Mitteilung 

systematjsch zu interpretieren. 

Dignaga's Theory of Paksa (or Pratij56) 

according to the Statement of the 

Pramanasamuccaya 

Hidenori KITAGAWA 

An annoted translation of the beginning part of the Pariirthiinumiina- 

pariccheda of the Pramiinasamuccaya, according to the interpretation of 

Jinendrabuddhi's Vi4iiliimaliivati-niima-pramiinasamuccaya-tikii. The trans- 

lation is based on Vasudhararaksita's version of the Pramiinasamuccaya- 

vytti of Sde-dge edition of the Tohoku University Library. The following 

texts are also referred to : 

1) Pramiinasamuccaya (Vasudharara ksita's version, Sde-dge editon) 

2) Pramiinasamuccaya (Kanakavarman's version, Peking edition) 

3) Pramiinasamuccaya-vytti (Vasudhararaksita's version, Peking edition) 

4) Pramiinasamuccaya-vytti (Kanakavarman's version, Peking edition) 

5) Vi6iiliimaliivati-niima-pramiigasamuccaya-tikg (Sde-dge editon) 

6) Vi4ii1iimaliivati-niima-pram~asamuccaya-~ikii (Peking edition) 




