
宗教的言語をめぐる 諸問題 

一
 

は
じ
め
に
 

 
 

 
 

い
 る
よ
 う
 に
思
わ
れ
 

 
 

問
題
点
の
い
く
つ
か
を
整
理
し
て
み
た
い
。
 

 
 

 
 

と
 考
え
る
人
び
と
が
 

 
 

 
 

れ
た
と
い
え
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。
し
か
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よ
う
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用
語
だ
け
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集
団
に
よ
っ
て
用
語
 

 
 

 
 

舌
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あ
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と
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 困
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で
あ
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口
語
で
は
、
無
条
件
に
 

 
 

 
 

避
け
る
こ
と
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で
き
な
 
  (109) 

 
 

藤
 ・
 

田
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 白
田
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な
 場
合
も
あ
る
が
、
 そ
 

う
で
な
い
場
合
も
多
い
。
 

 
 

 
 

、
 少
な
く
と
も
上
述
 

 
 

 
 

シ
ン
タ
ッ
ク
ス
を
も
っ
 

 
 

 
 

ホ
教
的
に
す
る
の
は
、
 そ
 

 
 

 
 

ン
 の
よ
う
に
、
宗
教
的
 

（
Ⅰ
 

人
 ）
 

 
 

い
う
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

上
に
、
き
わ
め
て
 重
 

 
 

 
 

係
 な
科
学
的
な
言
語
で
 

 
 

 
 

け
よ
う
と
す
る
情
熱
的
 

 
 

 
 

の
 信
仰
の
言
語
で
あ
 

 
 

 
 

ホ
 教
の
舌
口
話
 

m
 
 
江
口
砲
ロ
 

ロ
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客
観
的
な
記
述
を
す
る
 

 
 

 
 

口
語
を
宗
教
的
に
用
い
た
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2
 ）
 

 
 

言
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

口
語
活
動
と
い
う
狭
い
 

 
 

 
 

い
る
 0
 フ
ェ
レ
ー
は
 、
 

 
 

 
 

信
仰
の
言
語
を
「
宗
教
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宗教的言語をめぐる 諸問題  
 

 
 

の
す
 目
橿
お
旦
と
 名
づ
 

 
 

 
 

ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

 
 

い
て
根
木
的
に
異
な
っ
 

 
 

 
 

の
 機
能
は
宗
教
的
体
験
 

 
 

 
 

接
 的
に
伝
達
し
よ
う
と
 

 
 

 
 

宗
教
的
言
明
は
、
神
学
 

 
 

 
 

そ
の
機
能
は
理
解
で
あ
 

 
 

 
 

の
 ハ
チ
ソ
ン
の
見
解
で
 

 
 

 
 

の
話
に
耳
を
傾
け
て
い
 
 
 

 
 

何
も
疑
い
を
も
た
な
い
 

 
 

 
 

る
か
ら
、
前
者
は
信
仰
 

 
 

 
 

者
た
ち
は
不
思
議
が
る
 

 
 

 
 

ら
れ
る
言
語
で
あ
る
。
」
 

と
 、
広
義
に
規
定
し
て
お
き
た
い
。
 

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
言
語
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
は
 、
 

 
 

よ
う
な
哲
学
者
た
ち
 

 
 

 
 

界
 に
お
い
て
な
さ
れ
て
 

（
 
く
 
0
 
）
 

い
 る
叙
述
や
主
張
は
、
認
識
的
に
は
無
意
味
で
あ
り
、
 

 
 

ち
の
中
に
も
、
論
理
的
 

 
 

 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 考
 
  (1 ⅠⅠ ) 



 
 

 
 

お
か
れ
て
お
り
、
歴
史
 

（
 
6
 ）
 

 
 

 
 

た
が
、
さ
ら
に
、
言
葉
 

 
 

 
 

と
き
め
か
す
よ
う
な
 カ
 

（
Ⅰ
 

1
 
）
 

 
 

 
 

エ
イ
チ
 ヱ
 の
神
は
死
 

 
 

 
 

わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
 方
 

（
 
几
り
 

）
 

 
 

か
 。
」
と
い
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

な
い
と
い
う
こ
と
で
 

 
 

 
 

い
う
 問
題
を
再
考
し
な
 

 
 

い
ま
や
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

宗
教
的
言
語
の
 り
テ
 

 
 

 
 

そ
の
検
証
の
問
題
」
と
 

（
 
0
9
 

）
 

 
 

 
 

が
 認
め
て
い
る
よ
う
 

 
 

 
 

が
 重
複
す
る
こ
と
も
 避
 

 
 

 
 

胆
の
位
置
」
と
「
宗
教
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も
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張
 を
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
」
を
求
め
た
。
 

 
 

 
 

ど
う
か
を
決
定
す
る
 

 
 

 
 

宗
教
に
お
い
て
真
理
主
 

ド
 
ゆ
め
Ⅱ
）
 

，
つ
 ・
 ト
ゆ
 

 
 

 
 

く
 p
P
p
 

 
 

 
 

 
 

毛
ぺ
 0
 
Ⅱ
 ガ
 @
H
 
㌣
）
 
ヰ
 e
 Ⅰ
 弔
 年
三
～
 
c
 
申
文
 
0
 コ
の
，
ド
ゆ
収
 

e
,
 
 
Ⅰ
・
 
ド
ト
 
の
 

 
 

 
 

の
 ）
・
Ⅰ
・
 
ト
 
㏄
 
の
 

 
 

 
 

の
 
Ⅰ
 鮭
オ
 0
 も
く
 

，
け
 
の
の
の
）
 

，
 

 
 

 
 

の
 0
 の
 
せ
凹
 （
之
の
毛
 
ぺ
 0
 「
 
オ
 n
 
 

民
也
。
 
ヨ
 安
い
 ロ
，
 
P
 の
め
り
）
・
 

づ
卜
申
め
 

 
 

 
 

三
幅
（
 
0
 コ
飴
 
Ⅰ
 0
 口
耳
 
0
 コ
 

Ⅱ
二
色
田
口
 

笘
 C
 二
才
 
e
 Ⅱ
 
往
曲
ぜ
 
㌧
Ⅱ
。
の
の
、
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の
の
㏄
）
 

、
づ
 ・
 ト
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二
 

宗
教
的
言
語
の
論
理
的
 位
 

 
 

 
 

本
数
的
言
語
の
特
質
は
 

 
 

 
 

ィ
 リ
ア
ム
・
ク
リ
ス
チ
 



 
 

 
 

方
法
と
し
て
評
価
す
 

 
 

 
 

示
し
て
い
な
い
こ
と
 

 
 

 
 

か
 

 
 

 
 

す
る
 

 
 

 
 

慮
す
 

 
 

 
 

ら
れ
る
 

 
 

 
 

ス
チ
 

 
 

 
 

小
数
 的
 

 
 

 
 

の
で
 を

 決
定
す
る
こ
と
 

と
考
え
、
こ
の
主
 

る
と
同
時
に
 、
必
 

か
ど
う
か
と
い
う
 

ャ
ン
 は
、
い
か
に
 

提
言
を
有
意
味
な
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

主
張
の
四
条
件
を
述
 

べ
て
い
る
。
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
。
 

@
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へ
の
 白
提
 
舌
ロ
に
ほ
か
な
 
ト
円
ノ
 Ⅰ
 
ノ
 

 
 

 
 
 
 

 
 

思
 味
の
真
理
主
張
が
な
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

中
 
o
q
u
n
 
（
 
ざ
 旦
で
あ
っ
 

 
 



 
 

 
 

 
 

（
 
0
 
い
 ）
 

 
 

る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

え
る
。
か
れ
ば
、
 
ヴ
 

 
 

 
 

き
 ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
 

 
 

 
 

よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
 

 
 

 
 

が
で
き
な
い
と
い
う
 意
 

 
 

 
 

し
ょ
う
と
す
る
。
字
義
 

 
 

 
 

ば
 、
宗
教
は
沈
黙
の
領
 

 
 

 
 

舌
口
英
主
 

ル
 は
あ
る
べ
き
で
は
 

な
い
」
と
い
口
答
え
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

く
 、
宗
教
に
お
け
る
 

 
 

 
 

て
 宗
教
の
真
理
主
張
を
 

 
 

 
 

能
 に
な
り
、
私
的
信
仰
で
さ
 

 
 

 
 

口
語
が
な
く
な
る
と
以
上
の
よ
 

 
 

 
 

 
 

棄
 す
る
こ
と
で
あ
り
…
…
 積
 

 
 

 
 

 
 

 
 

意
味
を
否
定
し
、
真
理
主
張
 

ク
 ・
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
「
古
本
数
 

古
本
 

 
 

 
 

る
だ
け
に
な
る
。
と
こ
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意
味
を
も
も
っ
が
 、
こ
 

 
 

 
 

し
よ
う
と
す
る
試
み
で
 

 
 

 
 

こ
の
結
論
に
疑
問
を
い
 

 
 

 
 

る
 。
信
仰
に
つ
い
て
 信
 

 
 

 
 

け
い
れ
る
と
い
う
と
き
 

 
 

 
 

す
る
。
（
 

6
 ）
 

 
 

 
 

注
意
深
く
宗
教
的
な
 

 
 

 
 

、
メ
タ
フ
ァ
Ⅰ
ア
ナ
 

 
 

 
 

ソ
ン
 は
、
た
だ
ア
ナ
ロ
 

 
 

 
 

舌
口
語
を
宗
教
的
に
用
 
い
 

 
 

わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

す
る
と
い
う
労
を
 ぃ
 

 
 

 
 

は
 、
ク
ロ
ン
ビ
ー
 小
し
仏
珊
 

 
 

 
 

っ
 問
題
に
つ
い
て
、
賛
否
 

 
 

 
 

決
定
す
る
こ
と
は
で
き
 

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

格
を
与
え
る
も
の
と
 

 
 

 
 

れ
は
決
し
て
神
学
者
だ
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宗教的言語をめぐる 諸問題  
 

 
 

わ
っ
て
い
る
よ
う
に
 神
 

 
 

 
 

い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

、
か
な
り
一
般
的
に
 

 
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

る
と
い
う
こ
と
を
示
す
 

 
 

 
 

は
 、
正
常
な
日
常
的
経
 

 
 

 
 

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
 

（
 
0
0
 

）
 

 
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

い
う
直
接
的
な
指
示
 

 
 

 
 

つ
 る
立
場
で
あ
る
に
す
ぎ
 

 
 

 
 

は
 、
今
日
の
進
歩
し
た
 

 
 

 
 

的
な
も
の
を
信
じ
て
、
 

 
 

 
 

約
言
語
が
ど
の
程
度
ま
 

 
 

 
 

口
語
の
妥
当
性
を
自
分
に
 

 
 

 
 

を
も
た
せ
る
と
い
う
 覚
 

（
 
ハ
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

も
の
と
い
う
概
念
は
 、
た
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
そ
れ
が
積
極
 

 
 

 
 

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
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あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
神
を
知
ら
な
い
し
、
神
が
ど
ん
 

で
 到
達
で
き
な
い
、
想
像
も
及
ば
な
い
存
在
で
あ
る
 

る
 。
想
像
も
及
ば
な
い
も
の
の
意
味
を
い
う
こ
と
は
 

の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
表
現
を
用
い
る
と
き
に
 指
 

に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
想
像
は
で
き
な
い
け
れ
ど
 

指
示
す
る
語
を
用
い
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
 

え
ぱ
 、
無
限
の
精
神
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
わ
れ
 

を
 除
く
可
能
性
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
を
あ
ら
わ
し
 

ク
ロ
ン
ビ
ー
が
、
神
学
的
言
明
の
指
示
範
囲
を
固
 

人
間
が
語
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
で
、
神
学
 

「
神
と
い
う
語
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
何
か
」
と
 

よ
う
な
人
び
と
に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
。
宗
教
的
人
 

在
の
名
で
あ
る
」
と
い
う
答
え
で
あ
ろ
う
。
「
わ
た
 

く
て
、
論
理
的
挑
戦
に
答
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
 

で
あ
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
特
有
な
名
称
を
用
い
る
か
 

こ
れ
に
対
し
て
、
 
ボ
ヘ
 ン
ス
キ
ー
は
、
す
べ
て
の
 

（
Ⅱ
 

@
 
）
 

の
 論
理
を
用
い
よ
う
と
す
る
最
初
の
試
み
を
し
た
。
 

で
は
な
い
。
現
代
の
段
階
で
、
著
し
い
発
展
を
示
し
 

 
 

神
は
、
わ
れ
わ
れ
の
概
念
 

 
 

あ
や
ま
っ
た
言
い
方
で
あ
 

 
 

を
 想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

 
 

る
こ
と
の
で
き
る
指
示
作
用
 

 
 

金
的
に
要
請
さ
れ
る
も
の
を
 

 
 

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
例
 

 
 

限
で
あ
る
と
い
う
知
的
不
満
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

と
 、
す
な
 ね
 ち
、
宗
教
的
な
 

 
 

6
 人
び
と
の
た
め
で
あ
る
。
 

 
 

と
が
必
要
な
の
は
、
そ
の
 

 
 

崇
敬
さ
れ
る
に
価
す
る
 存
 

 
 

述
 し
ょ
う
と
し
た
の
で
は
な
 

 
 

す
こ
と
が
論
理
的
に
不
可
能
 

（
㎎
）
 

 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
 

 
 

止
 す
る
た
め
に
、
近
代
数
学
 

 
 

舌
口
を
与
え
よ
う
と
す
る
ハ
 
ツ
 

 
 

で
き
る
か
ど
う
か
を
問
題
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。
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還
元
で
き
な
い
、
す
な
 ね
 ち
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
メ
タ
 

る
い
く
つ
か
の
文
章
に
よ
っ
て
再
生
産
で
き
な
い
」
 

的
舌
口
明
を
、
翻
訳
し
た
り
還
元
し
た
り
し
よ
う
と
し
 

い
か
ら
シ
ン
ボ
ル
的
に
解
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
 

た
く
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
不
可
解
な
の
 

 
 

の
 意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
 

 
 

神
に
つ
い
て
の
シ
ン
ボ
ル
 

 
 

義
 通
り
に
は
理
解
で
き
な
 

 
 

求
め
て
い
る
の
は
、
ま
っ
 

 
 

与
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
 

ッ
ヒ
 は
強
調
し
て
い
る
。
 

注
目
す
べ
き
点
は
、
極
端
な
論
理
的
経
 

ば
 、
宗
教
的
言
語
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
 

点
は
 、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
宗
教
的
言
語
に
 

宗
教
的
言
語
が
シ
ン
ボ
ル
的
に
解
さ
れ
る
 

「
キ
リ
ス
ト
教
的
体
験
に
お
け
る
神
と
人
 

が
 、
宗
教
的
言
語
を
理
解
し
再
解
釈
す
る
 

軽
卒
で
懇
意
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
な
 感
 

エ
ド
ワ
ー
ド
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
宗
教
 

 
 

験
 主
義
者
 エ
イ
 

は
不
合
理
で
あ
 

対
し
て
す
べ
て
 

な
ら
ば
、
そ
れ
 

（
 
5
 ）
 

と
の
関
係
」
の
 

た
め
に
努
力
し
 

じ
を
与
え
る
と
 

曲
言
語
活
動
は
 

つ
め
 主
張
に
あ
 

 
 

り
に
解
さ
れ
る
な
ら
 

 
 

る
 。
根
本
的
に
異
な
る
 

 
 

で
、
逆
に
、
も
し
も
 

 
 

極
 的
と
い
う
表
現
は
 、
 

 
 

う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 

 
 

ぃ
 方
が
、
ま
す
ま
す
 

い
え
よ
う
。
 

 
 

的
な
論
文
を
発
表
し
 

 
 

フ
ァ
ー
は
他
の
も
の
に
 

 
 

 
 

わ
れ
が
宗
教
的
言
語
を
 

 
 

 
 

な
ら
ば
、
現
代
人
は
 、
 

（
 
ノ
 
X
 
）
 

 
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
」
と
テ
ィ
 リ
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宗教的言語をめぐる 諸問題 

と
い
う
発
言
を
し
た
以
外
に
は
、
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
 、
 

 
 

み
な
 シ
ン
ボ
ル
的
で
あ
 

 
 

 
 

た
は
、
ま
じ
め
に
解
釈
 

 
 

 
 

含
ま
れ
て
い
る
経
験
的
 

 
 

 
 

ら
ば
、
あ
る
宗
教
的
 シ
 

 
 

 
 

握
 し
な
い
で
、
宗
教
的
 

 
 

 
 

｜
ド
は
 、
公
然
と
テ
ィ
 

 
 

 
 

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
し
 

 
 

 
 

同
じ
で
あ
る
と
考
え
て
 

 
 

え
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

舌
口
語
に
つ
い
て
の
 見
 

 
 

 
 

順
 で
あ
る
」
と
い
う
主
張
 

 
 

 
 

ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

存
的
 関
係
は
人
格
 苅
り
 

 
 
 
 

 
 

 
 

何
も
の
に
も
、
究
極
的
 

 
 

 
 

 
 

ロ
 
で
、
テ
ィ
 リ
ッ
レ
 し
は
、
 
1
 

 
 

 
 

｜
ド
が
 、
文
章
を
字
義
 

 
 

 
 

容
 が
欠
如
し
て
お
り
、
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

ち
 、
絶
対
者
で
あ
る
」
 



 
 

 
 

の
の
根
拠
で
あ
り
、
 
人
 

 
 

 
 

は
な
い
が
、
人
格
以
下
 

（
 
乾
 ）
 

 
 

 
 

通
り
に
、
す
な
 ね
 ち
、
 

 
 

 
 

り
 、
わ
れ
わ
れ
は
人
格
 

 
 

 
 

以
下
の
も
の
で
は
あ
り
 

 
 

 
 

る
と
い
う
非
シ
ン
ボ
ル
 

 
 

 
 

示
し
て
い
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

か
 、
「
人
格
的
以
下
の
も
 

 
 

 
 

よ
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
 対
象
が
 、
非
 シ
ン
 

 
 

 
 

通
り
の
言
明
の
可
能
性
 

 
 

 
 

こ
と
に
な
る
。
要
す
る
 

 
 

 
 

牲
 に
し
て
の
み
維
持
さ
 

 
 

 
 

お
か
な
く
て
は
、
テ
ィ
 

 
 

 
 

問
を
解
決
す
る
た
め
に
 

 
 

 
 

リ
ッ
ヒ
の
二
つ
の
根
本
 

 
 

く
る
。
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宗教的言語 

説 発 

明 旦 マ 
し す ス 

  
5A. 

の成果を分析することであ 和 。むしろ、神について今まで ） （ 9 語 、神 「アナロジー亜の目的は 

」 っ に 

か て っ 
れ く い 
め る て 
テ こ 知 
l と 的 
ゼ が に 

は で 理 
ヰ き 解 
帰 た で 
属 の き 

の は る 
ア ど よ 
ナ の う 
ロ よ に 

ジラ l な 語る 

  で さ幅せ が によ   
ま で か 

  
%  を を 

17 (125) 

をめぐる諸問題  
 

 
 

回
避
す
る
第
三
の
方
法
 

 
 

 
 

う
 な
中
間
の
道
と
し
て
 

 
 

式
 化
し
た
の
は
マ
ス
コ
ー
ル
で
あ
る
。
（
 

）
Ⅰ
 

8
 

 
 

る
と
い
う
問
題
と
な
る
。
 

（
 
6
 
t
 
 

）
 
し
 厳
密
に
一
義
的
に
神
に
っ
 

い
 て
の
語
を
解
す
る
と
 
神
 

に は ボ ラ 法 か も こ い 
至       見 は 宗 と " と て ア 

 
 

 
 

」
と
し
、
「
神
に
つ
 

 
 

 
 

り
 と
わ
か
ら
せ
る
 

（
 
i
D
 
）
 

 
 

 
 

ア
ダ
ム
ス
で
さ
え
 

 
 

 
 

条
件
的
存
在
な
の
 

い
う
こ
と
に
、
疑
問
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ら
ぶ
 も
う
一
つ
の
方
 

 
 

 
 

的
で
あ
る
か
と
い
 

 
 

 
 

ナ
ロ
ジ
ー
 と
シ
ン
 

 
 

 
 

用
い
ら
れ
る
概
念
 

 
 

 
 

い
 D
 中
間
の
立
場
 

 
 

 
 

述
コ
 0
 口
占
 口
捧
セ
 

o
n
 
田
 



 
 

 
 

も
 、
宗
教
的
言
語
の
認
 

 
 

 
 

め
に
は
、
神
と
世
界
と
 

 
 

 
 

結
合
し
た
も
の
と
考
え
 

 
 

 
 

る
 実
際
上
の
意
味
以
上
 

 
 

 
 

知
 論
を
回
避
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

ま
で
も
ス
コ
ラ
的
哲
学
 

 
 

そ
の
状
態
は
変
 っ
 て
ま
い
な
い
。
 

し
｜
 

（
 
0
 
2
 

）
 

 
 

 
 

同
じ
で
あ
る
か
ら
、
 

 
 

 
 

、
 神
に
つ
い
て
の
認
識
 

 
 

 
 

言
明
は
す
べ
て
、
概
念
 

 
 

 
 

の
 言
明
は
ま
っ
た
く
 適
 

（
 
れ
 ）
 

切
 で
あ
る
。
」
と
結
論
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

「
完
全
性
と
は
 何
 

 
 

 
 

。
神
に
適
用
さ
れ
る
と
 

 
 

 
 

係
 と
同
じ
で
あ
る
と
 語
 

 
 

 
 

て
の
言
明
に
認
識
的
意
 

 
 

 
 

て
の
字
義
通
り
の
知
識
 

 
 

 
 

ル
 に
知
る
こ
と
が
で
き
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宗教的言語をめぐる 諸問題  
 

 
 

そ
う
で
な
け
れ
 

 
 

 
 

ジ
ー
が
神
に
ふ
さ
わ
し
 

 
 

 
 

必
要
で
あ
る
よ
 う
 に
 思
 

（
 
柁
 ）
 

 
 

 
 

が
 何
で
あ
る
か
は
問
題
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

リ
 オ
リ
ー
 な
 仮
定
を
す
 

る
 道
を
妨
害
す
る
こ
と
 

て
い
る
。
し
か
し
、
 

 
 

 
 

、
こ
の
よ
う
な
根
木
間
 

 
 

え
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

を
 明
ら
か
に
し
、
 こ
 

 
 

 
 

て
は
、
「
意
味
は
 、
生
 

 
 

 
 

，
う
な
い
。
」
（
 

ぬ
 ）
の
で
、
「
 臼
不
 

 
 

 
 

そ
れ
自
身
で
は
形
が
な
 

い
 。
「
神
と
出
会
う
と
い
う
宗
教
的
リ
ア
リ
テ
ィ
は
 、
 

 
 

を
 何
も
知
ら
な
い
。
 た
 

 
 

 
 

は
 、
わ
れ
わ
れ
が
神
を
 

 
 

 
 

も
 真
理
で
あ
る
よ
う
な
 

 
 

 
 

い
で
あ
り
馬
鹿
げ
て
い
 
19  (127) 



る
ば
か
り
で
な
く
、
罪
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
神
を
絶
 

こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
と
き
に
の
み
、
意
味
が
あ
る
 

自
己
の
実
存
に
つ
い
て
語
り
た
い
と
願
っ
て
も
語
る
 

た
も
の
と
し
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
 

れ
が
神
に
つ
い
て
語
り
う
る
と
き
に
、
ま
た
、
神
に
 

（
 
為
 ）
 

る
 。
 
し
 

こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
マ
ッ
ク
・
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
 

つ
い
て
の
困
難
な
状
況
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
実
証
 

現
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
ぬ
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
 

に
お
い
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
神
を
理
解
し
、
神
に
 

行
 な
っ
た
り
す
る
す
べ
て
の
こ
と
は
、
罪
の
赦
し
と
 

及
ば
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
信
仰
す
る
だ
け
で
 

可
能
で
あ
り
、
宗
教
的
言
語
も
、
実
存
的
関
係
で
理
 

し
か
し
、
ズ
ー
ル
デ
ィ
ー
 ク
 が
指
摘
し
て
い
る
よ
 

（
 
鍵
 ）
 

は
 完
全
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 し
 

の
 言
語
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
 

要
 も
あ
る
ま
い
。
 

 
 

｜
ソ
ン
 は
、
宗
教
的
言
語
に
 

 
 

表
現
で
き
な
い
も
の
を
 表
 

 
 

指
示
し
、
働
き
か
け
る
限
り
 

 
 

「
わ
れ
わ
れ
が
舌
口
っ
た
り
 

 
 

れ
 以
上
の
こ
と
は
思
い
も
 

（
 
穏
 ）
 

 
 

的
 信
仰
に
関
連
さ
せ
て
の
み
 

 
 

 
 

無
視
し
て
は
、
言
語
の
分
析
 

 
 

宗
教
的
言
語
を
信
仰
集
団
 

 
 

こ
こ
に
改
め
て
述
べ
る
 必
 

 
 

状
況
が
罪
人
の
状
況
で
あ
る
 

 
 

も
 語
る
こ
と
が
で
き
ず
、
 

 
 

、
 神
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
 

 
 

事
実
上
、
こ
れ
が
、
わ
れ
わ
 

 
 

つ
 る
唯
一
の
答
え
な
の
で
あ
 

(128)  20 



宗教的言語をめぐる 諸問題 

註
 （

Ⅰ
Ⅰ
）
ぺ
円
・
 

4
.
 

ぺ
イ
せ
 

の
Ⅱ
 
一
 0
 口
 ・
 り
円
 
（
・
 
，
づ
 
・
 p
P
 

（
 
2
 ）
Ⅰ
 ヴ
日
 ・
 
，
ロ
 
・
 肚
卜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S
,
 
 
づ
 ・
 ト
り
 
か
 

（
 
5
 
 
）
Ⅱ
 ヴ
 Ⅰ
 
年
 

 
 

 
 

吋
ト
卜
 

（
 
7
 ）
Ⅰ
 ヴ
日
，
 
・
Ⅰ
・
 
ト
の
 
の
 

 
 

・
 つ
 め
㏄
 
の
 

 
 

・
 づ
 ・
 ゆ
 

 
 

（
Ⅱ
）
Ⅰ
ヴ
ロ
Ⅰ
・
・
 

ロ
 ・
 N
A
A
 

（
 
り
り
 
）
 
ロ
ヴ
ぃ
口
 

・
・
 
づ
 ・
 N
 か
の
 

（
㎎
）
 （
 
6
%
.
,
 
 

づ
 ・
 0
0
 
の
 

 
 

目
 @
 べ
 日
 0
 
 
口
目
 
宇
 目
色
モ
下
の
の
の
・
 

ト
 の
の
 
ぷ
，
ワ
ト
 の
の
 

 
 

 
 

串
陣
勾
 0
 毛
 ，
 ト
 の
の
の
）
 

，
 

つ
つ
 
・
 吋
 Ⅱ
 う
 Ⅰ
く
は
Ⅱ
 

@
 
ト
 

 
 

 
 

片
刃
の
目
的
 

ざ
ダ
ペ
 0
 デ
 肚
の
 

（
 
口
の
 
の
 e
,
 
 
之
 o
.
 
H
.
 
 

㌧
が
（
（
Ⅱ
・
 

ロ
 ・
）
申
の
 

（
 
W
 Ⅱ
）
 q
q
 
の
年
の
「
 

ズ
 リ
ガ
勺
の
Ⅱ
「
 

か
一
 0
 口
 ・
 0
 円
（
・
 

，
や
 
・
下
の
 

 
 

コ
 
%
0
 
コ
 @
 ト
 0
 コ
 帆
ヨ
い
口
ダ
 
の
 Ⅱ
の
の
 

下
リ
 二
色
の
 
0
 ：
Ⅰ
（
Ⅰ
・
 
ト
 の
か
の
）
 

（
㎎
）
 H
 
す
 い
年
 
・
 
，
ロ
 ・
 H
N
P
 

（
 
初
 ）
 
H
F
w
 

巨
 ・
・
 
ロ
 ・
）
 
ト
の
 

（
 
れ
 ）
（
 ヴ
 （
 
巨
 ・
・
 
づ
 ・
）
 
N
o
 

21@ (129) 



能
 性
の
問
題
」
に
は
、
 

 
 

 
 

 
 

。
し
た
が
っ
て
、
マ
ス
コ
ー
ル
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
 

「
宗
教
的
言
語
の
認
識
 

可
 

き 知 
に的 マ 宗 教の言 ら的 宗 
は に ス 的 問 話 教 

    

れ で か の 答 識 語 

わ き は 認 を 論 の 
れ る 、 識 出 約 論 
は も 宗 性 す な 理 

  
  
  

つ に の て の く り 

い は 争 、 真 な に 
て あ 点 は 偽 っ 解 
語 る と つ る て す 
っ 内 の き は く べ 
て 容 密 の た る き 

い が 接 と し 。 か   

で に 係 上 足 わ か     「 で 、 ぅ を 

し そ い る そ な と りあ 内て、 の やし る 。 の検 可能 

証 性 げ 
二容 つがも く の と れ   

  点 、 あ っ は に ど 
る る ぃ 何 某 う 

分 か て か づ し 
離 と の 低 い て   
こ と が 

  
 
 

 
 

口
 ㏄
 も
 の
（
 ヶ
げ
カ
 
。
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 ・
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リ
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宗教的言語をめぐる 諸問題 

に
 反
し
 

ど
う
か
 

識
の
間
 

識
の
間
 

性
を
論
 

題
の
二
 

本
稿
 

た
 二
 つ
 

な
 ア
プ
 

白
熱
し
 

言
語
に
 

註
 （

Ⅰ
Ⅰ
）
 

（
 
り
乙
し
 

（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

を
 構
成
す
る
か
 

（
 
3
 ）
 

と
い
う
問
題
よ
り
も
先
行
し
て
い
る
」
と
主
張
す
る
。
 

 
 

が
 、
宗
教
的
知
 

 
 

 
 

は
 、
宗
教
的
知
 

 
 

 
 

の
よ
う
な
可
能
 

 
 

 
 

0
 区
分
し
た
 問
 

っ
 だ
け
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
片
手
落
ち
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
で
、
残
さ
れ
 

 
 

 
 

か
ら
、
一
面
的
 

 
 

 
 

話
 に
つ
い
て
の
 

 
 

 
 

っ
て
、
宗
教
的
 

 
 

理
し
た
の
ち
に
展
開
し
た
い
と
思
 う
 。
 

 
 

ヨ
ひ
コ
ま
 
ハ
日
Ⅰ
の
の
 

コ
 の
 
申
年
の
 
0
.
.
 
 

ヒ
仔
宙
 

・
 ト
 
の
の
 
ご
 ・
つ
め
 

Ⅱ
 
ヴ
田
 
：
 七
 ・
 ト
 

 
 

 
 

ト
 
の
の
の
 

レ
，
 
Ⅰ
 
ソ
 
・
 ト
べ
 23 (13 Ⅰ ) 



貫長「遺言書」の 再考察 

 
 

先
ず
述
べ
る
。
 

 
 

 
 

す
る
よ
う
に
本
居
 宣
 

 
 

 
 

い
さ
さ
か
私
な
り
に
 心
 

 
 

 
 

上
げ
る
責
任
の
一
端
を
 

果
し
た
い
と
思
う
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

｜
 （
上
）
 
1
 」
が
み
ら
れ
 

 
 

 
 

の
 南
部
メ
ソ
ジ
ス
ト
 神
 

 
 

 
 

表
 に
あ
り
、
そ
の
後
、
 

 
 

 
 

も
の
の
よ
 う
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

口
彊
 青
書
 ヒ
 に
あ
ら
 
25 (133) 

  

 
 

察
 

戸
田
義
雄
 



 
 

 
 

自
身
の
思
想
と
心
理
 

一
 "
 

 
 

 
 

テ
ー
マ
ー
に
ド
ク
タ
ー
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
こ
れ
 

又
 
や
む
 

を
 
得
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
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貫長「遺言書」の 再考察  
 

 
 

た
っ
て
 口
 聖
旨
 圭
こ
を
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
項
目
に
分
れ
る
 内
 

 
 

 
 

い
つ
か
、
そ
の
間
を
一
 

 
 

 
 

。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
い
 

か
な
る
も
の
と
し
て
 担
 え
ら
れ
た
か
。
 

 
 

生
き
生
き
と
と
ど
め
お
き
た
い
と
い
う
希
い
 

が
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
 

 
 

 
 

た
 自
画
像
、
㈲
日
頃
 

 
 

 
 

重
山
の
 墓
、
 ㈲
祥
月
令
 

 
 

 
 

に
 関
わ
る
希
い
に
あ
る
 

 
 

 
 

テ
ィ
概
念
を
用
い
て
お
 

 
 

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

を
 象
徴
し
、
貫
長
な
 

 
 

 
 

自
己
同
一
性
」
「
同
一
 

 
 

ィ
 テ
ィ
」
の
訳
語
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

。
そ
れ
で
も
「
 註
 」
 

 
 

 
 

な
 心
理
学
上
の
用
語
と
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ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
 

ィ
 

 
 

 
 

望
社
 、
昭
和
四
十
四
年
 

 
 

 
 

理
論
を
み
る
に
お
い
 

 
 

だ
っ
た
。
 

 
 

 
 

ダ
 
お
お
・
（
 ミ
 ・
 毛
 

 
 

 
 

作
品
の
部
類
に
入
る
の
 

 
 

の
こ
と
。
評
論
家
の
江
藤
淳
氏
が
 

 
 

リ
ス
ト
ン
大
学
で
現
代
日
本
文
学
を
 

｜
、
｜
こ
、
 

 
 

 
 

る
こ
の
、
 期
 t
 木
も
 ，
 

っ
た
 。
 

 
 

ワ
ー
ド
・
 ヒ
 ベ
ッ
ト
教
授
か
ら
、
 

 
 

ロ
バ
ー
ト
・
フ
ト
ン
教
授
ま
で
が
 エ
 

 
 

法
を
具
体
的
に
身
に
つ
け
る
よ
 う
 に
 

 
 

の
 現
代
小
説
を
文
芸
時
評
で
扱
 う
 

 
 

社
会
」
を
思
い
浮
べ
う
っ
仕
事
を
し
 

「
成
熟
と
喪
失
 ｜
 "
 母
 "
 の
崩
壊
 ヒ
 を
利
 

講
じ
て
い
た
。
こ
の
間
、
六
三
年
の
秋
に
 ハ
 

ト
に
 居
い
た
が
、
こ
の
集
ま
り
に
は
出
な
か
 

エ
リ
ッ
ク
・
エ
リ
ク
ソ
ン
の
著
書
を
読
む
よ
 

リ
ク
ソ
ン
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
知
る
に
 至
 

な
っ
た
の
で
あ
る
。
帰
国
後
、
小
島
信
夫
の
 

に
 至
っ
た
江
藤
氏
が
、
方
法
と
し
て
精
米
時
 

た
の
で
あ
る
。
そ
の
成
果
が
日
成
熟
 と
喪
 

し
て
 

で
、
 

っ
た
 定

着
せ
し
め
る
に
あ
ず
 

簡
単
な
説
明
に
止
め
て
 

の
は
何
故
で
あ
る
か
。
 

お か 
6  つ 
  て 

こ カ 
の あ 
" ム 百冊 つ 

文 た 
の ハ 

"4  -@m 口 l 
述 バ 

上 l 

@ 
重 大 
要 学 
な の 

術 工 
薫丘 Ⅰ 仁ヰ リ 

で ッ 

あ ク る 
ア ェ 

イ リ 

バ ア ク 
ン ソ 
テ ン 

ィ の 

テ 主 

Ⅴ @ こ革 イ 七一   
つ 一 
い 冊 
て る あ 
こ げ 
め る 
種 と 
の い 

扱 っ 
し Ⅰ 丈こ 

で 程 
終 度 
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に 今 一 

  

、 れ れ 
然 ぞ ろ 

も れ よ   

そ の う 聾 し と 
の 役 な づ た い 

擦 剤 能 
に を 動   
い は 的 る 感 葉 
か た な も じ を 
な し 緊 の を 用 
る " 張 」 適 い 
保 そ 感 
証 う   

と 確   
し に 「 

を す て 描 ア 
つ る の 写 イ 

け こ 軽 し デ 
な と 験 て ン 
く tC に い テ 
と よ は る ィ 

も っ 次 も テ 
そ て の の 々 

， つ 自 よ と 」 
な 分 ラ ェ と 
る の な り い 
だ 営 要 ク ラ 

ろ 為 素 ソ 言 
ぅ を が ン 葉 
と 士 あ は こ 
ぃ 分 
う 調 

る と そ 
と っ 用 

信 和 、 て い 
頼 め 伺 い て 
態 と 

  れ じく る 。 ぃ な 
ナダ し 、 ジ 殊 い 

も ェ に が 
の イ 

通 あ 十   人 の 手一、 策 げこ一 の 月 

実 め っ 間 
め て ま の   

あ 大 曲 序 が 
る は 来 言 出   そ と   

だ 強 の ぃ   
子 メ と ェ 及 

! 」感うも くよう の り こ り ん 
じ な の ヘ 力 ろ ク で 
る 態 は ン 心 を ソ   

0  度   リ 理 振 ン 一 
で が あ   
す見 。 に る 精 ジ 始 っ ア 間 

  編 リ イ 的 
隣 人 は コ ア テ な 
間 間 道 ウ ム 4 も 

々 ・ に の 
リ ジ 関 と   す し 

次 の 態 ム l る て 
の ご   度 ・ ム 届 、 受 
よ と の ジ ス 老 け 

ェ で う も 亡 ナよ が と 

に 債 か ィ あ 本 ら 

呼 極 に 
ぶ 的 お 

ムリ ス " 来 れ 
そ る 

内 に か 書 そ 0 機 
な し れ 簡 の 基 線 
る か た 集 証 礎 が   

  を 作   一 は お ら 

聞 き @ 九 枝 い れ 
こ 生   六 が 
え き は 二 妻 たた 先 。 
て と っ 年 に 馬医 

き 対 き 干 ]  あ 
よ て 

者 
ま 畑 り と 

り た し   ） 左 て 
K 

  
「 る く   
こ ・ 自 る あ 人 
れ ・分 も げ 

る 
こを そ 、 の で   

名 0 
を 



と
 舌
ロ
 
っ
た
 要
素
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

喜
ん
で
耐
え
る
よ
 う
 

 
 

 
 

ど
も
、
本
人
に
と
っ
て
 

 
 

 
 

と
し
て
い
る
。
エ
リ
ク
 

 
 

 
 

う
 連
続
性
と
い
っ
た
 主
 

 
 

の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

大
 男
子
共
済
組
合
 協
 

会
に
 宛
て
た
手
紙
の
中
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

出
来
な
い
或
る
種
の
 

 
 

 
 

ヤ
人
の
み
に
あ
て
は
ま
 

 
 

 
 

「
内
な
る
ア
 イ
 デ
ン
テ
 

 
 

い
 方
を
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

に
 私
的
な
の
で
も
な
 

 
 

理
解
出
来
る
深
い
共
同
体
感
で
あ
る
と
。
 

 
 

 
 

た
 内
容
が
 、
 実
は
 ア
 

 
 

的
に
例
証
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
 

 
 

 
 

化
し
、
そ
の
概
念
上
 

 
 

 
 

用
語
の
概
念
の
歴
史
的
 

(138) 30 



貫 長「遺言書」の 再考察 

貫
長
 
は
 、
 世 

 
 

で
あ
る
。
文
机
 

め
 づ
ら
し
 

あ
か
ぬ
 

ぃ
 

に
 謂
う
 

永
二
年
 

の
前
に
 

の
像
の
 

き
こ
ま
 

ろ
 香
は
 自

画
自
賛
像
を
二
つ
用
意
し
て
 

、
四
十
四
歳
の
時
の
も
の
で
、
 

は
、
花
瓶
に
生
け
ら
れ
た
桜
花
 

上
を
み
る
と
、
自
賛
の
和
歌
が
 

も
ろ
こ
し
の
花
よ
り
も
 

桜
 な
り
け
り
 

書 が 貢 い 
き 置 長 る 

と か 自   

め れ 身 
ら て の 

れ あ 発 

てあ り " 明 に 
る 文 な 

。 机 る 

に 所 
向 謂 
い 「 

つ 鈴 
つ 屋 

こ の」 衣 
桜 を 
花 着 
に 用 
相 し 

射 て 
し 文 
て 机 
黙 に 
想 、 向 
す っ 

  
如 画 
き 像 

31@ (139) 

な
 再
検
討
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
、
エ
リ
ク
ソ
ン
が
 、
 常
に
、
二
人
の
始
 

た
の
は
深
い
理
由
が
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
 

ジ
ェ
イ
ム
ス
は
個
人
的
な
自
己
感
、
フ
ロ
イ
ト
 

ず
も
描
写
し
た
。
こ
の
よ
う
に
整
理
し
た
処
で
、
 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
い
か
な
る
型
式
の
も
の
 

既
に
み
た
如
く
、
談
論
文
で
は
、
こ
の
 キ
イ
 
・
 

己
 同
一
性
」
「
自
己
同
一
視
」
「
自
己
感
」
と
い
っ
 

と
い
っ
た
通
解
だ
け
か
ら
判
断
す
る
ほ
か
な
い
の
 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
用
法
に
傾
斜
し
て
お
る
よ
う
に
 受
 

は
 問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
で
 は

 共
同
体
的
な
自
己
感
と
 

再
び
松
本
論
文
に
立
ち
戻
 

か
と
い
う
問
い
が
残
さ
れ
 

ワ
ー
ド
の
解
説
に
多
く
が
 

た
本
文
で
の
訳
語
、
又
、
 

で
正
確
に
は
わ
か
ら
ぬ
が
 

一
 
け
と
れ
る
。
す
く
な
く
と
 

あ
る
。
 

い
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
感
覚
の
二
つ
の
 

っ
た
 時
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
キ
ィ
・
 

て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
 

さ
 か
れ
ず
、
ご
く
簡
略
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
 

「
 註
 」
に
み
ら
れ
る
「
自
己
に
つ
い
て
の
 一
 

、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
個
人
人
格
的
同
一
 感
 

も
 、
民
族
的
共
同
体
感
と
し
て
の
ア
 イ
 デ
 シ
 

 
 

ち
 還
る
必
要
を
 宣
べ
る
 

定
式
を
 

ワ
ー
ド
 

る
。
 だ
 

貫
 し
た
 

一
 
と
し
て
 

テ
ィ
テ
 に

 至
っ
 

は
か
ら
 

で
あ
る
 

が
、
「
自
 

意
識
」
 

の
ア
イ
 

ィ
 用
法
 



 
 

 
 

し
 い
 、
 と
 歌
い
上
げ
 

 
 

 
 

う
し
た
彼
我
の
比
較
を
 

 
 

 
 

花
に
 托
し
て
歌
い
上
げ
 

 
 

 
 

る
と
言
っ
て
も
誤
ち
が
 

こ
よ
 

串
ん
し
 

Ⅰ
。
 

 
 

 
 

一
つ
の
自
画
像
に
ど
の
 

の
歌
だ
と
い
う
こ
 

肉
体
と
心
の
主
で
 

四
十
四
歳
時
の
 

加
え
て
、
自
賛
の
 

し
き
し
ま
の
 

で
あ
る
。
然
し
 、
 

ば
 書
き
は
生
き
て
 と

に
な
る
か
ら
、
形
姿
の
人
 

あ
る
人
格
の
全
体
像
は
完
壁
 

紙
本
着
色
の
自
画
自
賛
 像
 と
 

和
歌
は
、
有
名
な
 

や
ま
と
心
を
人
と
は
 ビ
 朝
日
 

四
十
四
歳
時
の
そ
れ
と
異
な
 

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

間
 俊
と
、
和
歌
に
よ
る
目
に
み
え
 

に
あ
ら
れ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
 

は
別
に
、
寛
政
二
年
、
六
十
一
歳
 

に
に
ほ
ふ
 出
 さ
く
ら
 在
 

っ
て
 、
 別
に
こ
と
は
書
き
は
見
え
 ぬ

心
 影
の
表
現
と
い
う
二
つ
の
表
現
形
式
に
よ
っ
て
 、
 

 
 

 
 

が
そ
れ
で
、
更
に
続
け
て
、
こ
の
歌
の
心
を
説
明
し
 

 
 

と
て
か
が
み
に
見
え
ぬ
心
の
影
を
 う
つ
 せ
る
 う
 た
 ぞ
 

と
書
き
記
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

る
と
、
そ
の
形
姿
の
 

 
 

 
 

っ
て
表
わ
し
た
の
が
こ
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た
も
の
だ
っ
た
。
 

ほ
ご
 

 
 

 
 

こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

作
り
、
自
筆
の
文
字
 

（
 
2
 ）
 

で
、
左
の
よ
う
な
辞
世
の
句
を
刻
ん
だ
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

日
本
主
し
ひ
 

今
、
 士
清
 の
こ
の
辞
世
 %
 を
 

 
 

さ
く
ら
 花
 

 
 

 
 

日
長
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
 

跡
が
 窺
 い
 知
ら
れ
る
。
 

四
十
四
歳
時
の
自
賛
何
も
、
六
十
一
歳
時
の
そ
れ
も
、
 目
 に
み
え
ぬ
心
を
表
現
し
た
点
で
共
通
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

更
に
そ
れ
は
朝
日
に
 

 
 

こ
の
歌
か
ら
判
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
 

貫
長
個
人
の
心
Ⅱ
大
和
心
Ⅱ
山
桜
花
 

 
 

 
 

て
ゆ
く
過
程
が
あ
る
こ
 

と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

和
歌
に
よ
っ
て
も
わ
 

 
 

二
十
歳
の
時
に
歌
っ
た
 

 
 

へ
し
契
り
を
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て
の
 桜
 と
い
う
共
同
体
 

 
 

の
 思
想
の
展
開
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 

 
 

 
 

格
的
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
 

 
 

 
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
 色
 

詣
を
濃
く
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 建
立
に
も
み
ら
れ
 

る
 。
 

 
 

 
 

宗
 、
 樹
 散
手
境
内
の
 

 
 

 
 

戒
名
と
石
塔
、
更
に
は
 

 
 

 
 

。
ま
し
て
、
仏
教
国
教
 

 
 

 
 

 
 

 
 

青
墓
」
と
あ
る
が
、
 

 
 

 
 

と
 刻
ん
だ
「
石
碑
」
を
 

 
 

 
 

き
 」
と
 訓
 ん
で
来
た
語
 

 
 

 
 

墓
 」
の
草
稿
が
み
ら
れ
 

 
 

奥
津
 紀
 」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ロ
 
え
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

趣
き
を
異
に
し
て
い
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る
ひ
 

 
 

に
 行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
 

 
 

 
 

来
て
お
っ
た
し
、
住
職
 

 
 

も
あ
っ
た
の
で
、
縁
は
前
々
か
ら
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
 0
 ま
さ
に
山
頂
に
 

 
 

 
 

っ
 の
が
ふ
さ
わ
し
い
位
で
 

 
 

 
 

あ
る
如
く
、
夜
陰
に
運
 

 
 

つ
ら
思
い
浮
べ
た
こ
と
だ
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

、
 妙
 楽
手
墓
の
実
態
は
 

 
 

 
 

葬
し
、
「
他
所
他
国
 之
 

 
 

 
 

重
山
奥
津
 紀
 、
即
ち
 神
 

 
 

と
は
疑
 う
 余
地
が
な
い
。
 

 
 

 
 

思
見
 が
出
か
れ
な
い
と
 

 
 

 
 

恕
 さ
れ
る
所
と
な
る
。
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（
Ⅰ
 

イ
 
）
 

 
 

 
 

し
な
い
所
が
あ
っ
 

す
 
止
 
@
 
Ⅱ
 
Ⅰ
。
 

 
 

 
 

を
あ
げ
る
。
 

㈲
菩
提
寺
ま
で
屍
体
の
納
ま
っ
た
棺
を
中
心
に
し
て
、
 葬
列
を
く
む
。
 

㈲
菩
提
寺
本
堂
で
送
葬
式
を
執
り
行
う
。
 

㈲
境
内
墓
地
に
埋
葬
す
る
。
 

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
 う
 。
 

私
が
日
遺
言
口
書
 
L
 を
み
て
い
て
よ
く
わ
か
ら
ぬ
の
は
、
 

 
 

樹
 院
参
候
 て
 仏
前
に
 

て
勤
致
候
 儀
は
格
別
な
り
し
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 

 
 

の
 制
作
に
つ
い
て
の
 指
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

」
と
解
す
べ
き
だ
 る
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

１
個
条
目
宗
門
檀
那
 

 
 

 
 

活
動
に
警
戒
を
怠
ら
な
 

 
 

 
 

6
 校
切
立
 母
 、
横
木
 受
 

 
 

 
 

で
、
そ
の
ま
ま
お
受
け
 

 
 

法
の
定
め
で
絶
対
に
動
か
せ
ぬ
き
ま
り
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ら
く
は
死
者
の
枕
辺
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貫長「遺言書 -, の 再考察 

る る と 読 の 寛 を   る で 
介かく ば知 ろ ぅ送 なとな 奉み 中谷 承 「 一 分 こ心 近 り 日 。 葬 ら い っ 待 と に な 諸 君 に の 要 親 

残で るは 「 世し 「 ねめ 然 をそうた所分、 。 節折貫長たもっうしや 宣しし 知 よな者 
鈴 な 間 、 空 で だ こ の に 長 に こ 葬 て な と 近   
宅 た な 角 と い た 「 で 感 の ど な し 筈 に は 者 
で の 、 、 す と だ 遺 「 で 思 う る き だ っ り 達 
私 で 家 苦 る 指 事 高 適 あ 恕 し 。 た と い 断 が 

    
ひ 思 、 伝 仏 速 て 。 き 」 こ （ な は 上 る は る め 
い わ れ 葬 葬 り 勿 な と の ア い 上 家 所     ¥ ， c 

あ 
げ 

奉 点 る を ン が た の す 論 る 
ィム   念 ，、 
間 り 付 会 4 ム 
で @ こ タ U  仏 を 
あ そ を を 
  

まヒ 日 

れ く 無 し 
ナ 。 Ⅰ   た 

      票 田 、 白 沫 果 か ら に 然 と 
    止 の 遺 肩 輿 て ら ば 伏 し ，、 思 
ユ三 わ 
の 値 で と   れ 
室 を 仏 同 樹 行 は る 妙 送 客 兵 推 終 る 
tc 諸 式 じ 敬 列 菩 と な 葬 れ は 測 前 
ま ｜ め の よ 寺 の 提 す 表 迄 が 自 を 後 そ 
大 て 送 ぅ 本 中 手 ら れ 之 た ら 含 の の 
き 童 心 追 思 を 間 ぃ が め 念 よ 
過   

ぎ   な 
る を 打 長   べ 申 で 往 認 ど 
位 急 、 な に 葬 棺 行 き 條 あ 生 め ぅ 
の 激 う と 武 に 列 で 事 っ の る い 

念仏 

ま ｜ 

造 に こ っ の 屍 の は 無 た た べ う 

り 改 と て 総 体 在 な 用 に め き 意 
つ め は 譲 っ が り か に 違 に か 味 

無 「 
用 

け る 、 れ た な 方 ろ 候 じ 儀 。 を Ⅰ こ 

の こ 松 ぬ ぅ 』 な 礼 も 

か と ぃ 手 つ 
ィ芙 

位 と 本 一 後 で、 くに 異 」 

壇 、 「 を ピ ぃ 。 続 か 
が 

と   ココ 空音 と ぅ し を   あ 
し め の っ 一 
つ た 指 た 重山 送 」 まな え 言 い た な 

と 短 き ふ 
長 

り、 

り つ   り こ ま ｜ あ 
え   た 葉 に と 十 げ 
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ら
だ
と
説
明
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

し
ぼ
っ
て
 

 
 

 
 

定
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

を
 認
め
た
と
 

 
 

 
 

に
 許
さ
れ
な
 

 
 

。
そ
こ
で
は
妥
協
あ
る
の
み
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
 

 
 

 
 

道
 」
と
い
 

思
想
構
造
に
ふ
れ
た
の
は
甚
だ
秀
逸
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

協
 の
ほ
か
 

 
 

も
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

う
と
こ
ろ
 

（
 
ニ
リ
 

）
 

 
 

 
 

隙
を
う
ぬ
よ
 

 
 

 
 

研
究
意
欲
を
 

 
 

 
 

日
新
聞
元
旦
 

 
 

 
 

ヒ
上
 
八
月
号
か
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

れ
た
の
に
は
さ
す
が
で
あ
る
と
気
付
か
さ
れ
た
。
 

ら 号 促 う に ナ よ @ 
連 で し と め し Ⅰ 

載 あ た し っ と 

さ っ 存 た た す 

，つ か い そ   さ 
宣 っ う れ 仏 れ 
長 て 

の 式な 力以上たと 。，、 し Ⅰ 
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貫長「遺言書」の 再考察 

 
 

 
 

ぬ
 る
 

 
 

 
 

敢
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

お
い
て
分
析
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
」
  

 

た
も
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
と
 

 
 

 
 

正
道
を
 

 
 

 
 

も
の
で
 

 
 

 
 

路
 に
し
 

 
 

 
 

&
 目
白
 せ
 

な
い
の
で
あ
る
。
 

註
 

 
 

房
 刊
、
「
あ
と
が
 ぎ
 ・
 
一
 参
照
。
 

 
 

｜
 五
頁
。
 

 
 

 
 

余
響
、
 

 
 

の
 指
図
と
が
ほ
し
い
も
の
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

究
、
 

 
 

に
 扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
か
根
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
 

ら
  
 

 
 

 
 

そ
の
 二
 」
。
こ
こ
 

一
九
三
号
、
一
六
 

か
 。
 又
 、
遺
舌
口
 
き
日
 

に
 供
え
ら
れ
る
 食
 

事
が
 、
わ
か
る
 

最
後
の
述
作
と
 

理
と
の
関
連
に
 

の
中
の
一
つ
で
 

い
う
断
案
こ
そ
 

指
し
示
す
道
標
 

あ
る
と
し
た
な
 

て
貫
 長
 学
 の
 全
 

ず
に
は
居
ら
れ
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も、 

    

  
    

  
  
明 
  

  
  
  

ら、 

「 

仁一 
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場 
ム 

死 「 
者 
  
枕 
許 
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解 
す 
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は
じ
め
に
 

（
・
 

1
l
 

）
 

 
 

 
 

る
 仏
教
」
と
考
え
た
 

 
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
内
容
も
雑
 

 
 

 
 

彪
 大
な
資
料
か
ら
、
 
直
 

 
 

 
 

す
る
資
料
の
蒐
集
整
理
 

 
 

を
た
ず
ね
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

味
 を
も
っ
と
考
え
る
か
ら
で
 

 
 

 
 

を
 見
る
こ
と
は
、
原
始
仏
教
 

 
 

 
 

 
 

も
ま
た
広
義
の
愛
に
含
ま
れ
 

 
 

 
 

よ
う
と
す
る
。
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先
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刊 金 口 渇 は ま 
し を 渇 愛 海 ず (a)   

（ つ つ 

し っ 
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や 
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む " 
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克 
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す 
る 渇 考 - 

/ Ⅰ 
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え，ら 
    

で こ 、 

か を 
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ら つ ま ｜ 

ば， ，， 0% 
は よ 辛ん @ 

れ 愛、 （ 。 こ ） ・ 

憂   渇 
  

り Ⅱ 
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仝Ⅱに （ か甲 

落 
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ま目 
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    一 / ・ @ し 

し 乗 
ぅ の 
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い
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ロ
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・
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タ
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同
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ン
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下
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Ⅹ
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韻
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な
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な
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原始 仏教における 愛と 慈悲  
 

 
 

滅
す
る
、
と
い
う
。
（
 

）
Ⅰ
 

0
 

こ
 

）
 

 
 
 
 
 
 

 
 

囲
 ）
に
つ
い
て
も
全
く
同
様
に
記
さ
れ
が
。
（
ー
）
 

 
 

 
 

 
 

  

か
ら
水
滴
が
（
落
ち
 

さ
ら
に
詩
句
の
中
に
は
 

断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
 

（
 
0
0
 
）
 

（
 
ヰ
ひ
申
ゴ
リ
 

の
の
 
オ
日
斡
 
）
こ
と
 

右
の
最
初
の
引
用
の
 

な
 、
し
か
も
否
定
さ
る
 

で
あ
り
、
十
文
及
び
 九
 

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

世
間
に
お
け
る
種
々
 

す
べ
き
 色
形
 あ
る
も
の
 

ば
 、
渇
愛
を
増
長
し
。
 

乃
至
苦
を
捨
て
、
生
者
 

（
 
く
 
9
 0
 
）
 

五
 支
の
縁
起
に
つ
い
 

ば
 、
渇
愛
が
増
長
し
 、
 

 
 

執
著
、
ま
た
は
そ
の
拠
り
所
）
、
渇
愛
へ
と
遡
り
、
「
 
愛
 

 
 

そ
し
て
愛
す
べ
き
白
杉
の
も
の
を
常
、
楽
、
我
等
と
 
見
 れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

お
 

も
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
 

（
 
2
 ）
 

ス
リ
 
）
レ
よ
ス
 

フ
 に
」
 

 
 

 
 

（
 
ア
 
サ
 

、
星
 

ま
コ
 

（
 
く
リ
 

）
 

（
 
允
リ
 
）
 

 
 

 
 

が
 重
視
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

要
 

 
 

い
て
は
、
老
死
か
ら
遡
っ
て
第
五
に
あ
た
る
の
が
 渇
 愛
 

 
 

 
 

た
 



  し で 
dv て あ 
  一 コ マ る 
略 
" - Ⅰ - - 己 

さ 
  れ と 

て い 
目 い っ 

  註 か るこ 。 と右   
4 3 2     @ で の 

  
れ 

  て あ 引 }C 
めい ⅡⅠ⑧ も ，ぎ 毎 渇 

愛 
よ 

にり 、 側   

ま ｜   そ お て 
苦 
の   滅 

れ の   を 
る 苦 四 

滅 諦 
考 

  え 
と 諸 説 る 
が 場 
甲ん よ @   
い 唆 合、   の そ さ 渇 
で め れ 愛 

笘 ヲ汁 ヲ エの 渇 て の   る 愛 い 滅 
  め る 

目コ 寅 
を 

トム の つ     も 滅 が 
  で   

重 
の ㌔ 弓 視 

と あ 四 し い の（ も ホ 。 Ⅰ 

    原 る o 待膏 ） 帝 の の 

始 こ 第 ひ Ⅰ 
ナ， ヒ 

  仏 て二 """ " 一 

教 
と一 

で の     
の は 苦 

一口 - 
&. めさ 

え 

愛 端 集 よ 

Ⅰ 更 Ⅰ ま ｜ 約 諾 
  に と 

つ 。 

めぬ " Ⅰ れ 渇 は 
}C 愛   

0% 
文臣 

限 は 苦 
る 否 め 

のの わ 定 起 

  
け す る 

  で べ 原 
    ま ｜ き 因 
  よ す @ 
以 し Ⅱ 

T 
もは の 渇 

  
と 愛 

 
 

 
 

に
 、
「
渇
愛
の
滅
 丁
取
 

 
 

 
 

で
は
な
い
。
（
 

4
 
）
Ⅰ
 

 
 

 
 

て
 眼
識
（
な
い
し
 意
 

 
 

 
 

因
 
（
 
集
 ）
で
あ
る
」
と
い
 

  

る お い 
の り に 
は 、 し 
渇 重 て   
あ れ 苦 
る た の 
と も 根 
者 の 拠 
え で 原 
ら あ 因 

  
愛 唱 

の 愛 
集 る 
件 重 
を 視 
更 し 
6C  ナこ 

遡 も 
つ め 

て と 

老老 
ええ 
愛 れ 
十 る 
触   
十 こ 

六 の 
処 五 
と 文 
た の 

ど 縁 
る 起 
八 は 
友 成 
の 道 
縁 伝 
起 説 

  
そ て 
の も 

か 伝 
な え 
め ら 

と れ 
な て 
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（
 
5
 ）
め
田
・
 づ
 ・
 ぃ
 H
.
 
 

汁
 N
 
.
 
 

つ
 ・
）
 
か
 p
n
 

（
 
6
 ）
 
卜
 Ⅰ
・
㌧
 
口
 ・
Ⅰ
Ⅱ
の
・
 

卜
 

 
 

寒
 H
.
 
毛
 ・
 P
 串
 l
N
.
 
 

㌔
・
 

法
 P
.
 
 

づ
 ・
 
べ
の
 
o
n
 

 
 

目
 ・
 づ
 ・
の
㏄
 

べ
 



 
 

 
 

参
照
。
 

（
 
ア
サ
 
）
 
て
ド
Ⅱ
・
 

比
 

づ
 ・
か
か
 

p
.
 
 

汁
 ）
・
 づ
口
 
・
 
べ
 下
の
 
n
,
 
 

べ
か
 
の
の
 

 
 

 
 

の
 最
後
に
位
し
、
修
行
 

に
お
い
て
劣
っ
た
段
階
を
示
す
。
 

 
 

 
 

聞
 無
上
、
利
無
上
、
学
 

 
 

る
も
の
で
あ
る
。
 

（
 
7
 ）
 
卜
へ
 
Ⅱ
・
 
ロ
 ・
の
の
の
・
Ⅰ
・
 

つ
 ・
 P
 ～
 べ
 （
 
取
 土
居
）
 

 
 

P
 
 
し
 Ⅰ
 
占
簿
 ，
 汁
 H
.
 
 

ワ
の
 p
n
 
、
 往
 ・
 汁
 
H
.
 

や
か
の
の
き
 

 
 

 
 

食
 ）
と
、
不
染
汚
の
そ
 

註
 

 
 

引
用
す
る
）
 

 
 

 
 

 
 

，
 黒
ヨ
の
に
あ
た
る
語
を
欠
く
）
。
 

（
 
叩
 ）
 

 
 

れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

る
も
の
と
考
え
ら
れ
 

（
 
几
り
 

）
 

（
 
9
 ）
 

る
 。
 

 
 

 
 

、
 法
の
観
察
、
欲
望
 

 
 

 
 

）
、
「
愛
を
は
な
れ
な
い
」
  

 

 
 

 
 

 
 

と
と
も
に
徳
目
に
か
 
ひ
 

て に 
下 村 
さ し 
っ て 

力 こ （ 7   

」） 沙 

と 日日 

い へ 
ね め 
れ 愛 

る o （ の 

コレ が 
  
  

での 

目 が Ⅰ ）   

沙 
号目 

へ 
の 

学債 

  
の笘 

ヨ笘 

  
  
  
  

のの が l 
Ⅰ 

  ）   

沙 
同 日， 
へ 
の 

敬 
    
  

Ⅱ臣の 

  
    
曲 @ 

Ⅱ 曲 

せ ㏄   

を 
お 
  
し 
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原始仏教における 愛と 慈悲  
 

 
 

慧
 あ
る
沙
門
 娑
 羅
門
」
 

 
 

 
 

ま
ぎ
 ）
で
あ
り
、
「
 信
 、
 

 
 

 
 

こ
こ
で
も
そ
の
対
象
の
の
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

殊
勝
な
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
（
 

3
 ）
 

 
 

 
 

 
 

ほ
 つ
い
て
け
 
い
 、
Ⅰ
 ム
 り
ず
 人
朋
 

 
 

 
 

あ
る
（
）
（
（
 

u
q
p
 

で
づ
り
の
曲
 

串
の
 
）
 

（
 
4
 ）
 

  

 
 

信
と
併
記
さ
れ
、
徳
目
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

ロ
 
人
へ
の
 受
 信
あ
る
も
 

 
 

 
 

ヴ
ぎ
 （
ま
目
 
曲
ヰ
吾
 

）
で
 女
り
 

 
 

 
 

句
 の
一
例
に
は
 同
あ
 

 
 

 
 

的
な
愛
で
あ
る
と
考
え
 

ら
れ
る
。
 

㈲
愛
情
（
 ヴ
 ゴ
曲
（
 

軍
す
ゴ
 リ
オ
 
由
 ）
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

の
で
 
ヰ
 
が
下
用
 
由
 0
 の
申
せ
ゆ
の
 

芹
 
竹
二
）
 

 
 

 
 

・
 糾
驚
 ）
す
な
わ
 

ち
、
セ
無
 過
失
事
の
意
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

故
に
自
分
自
身
を
愛
 

 
 

 
 

見
出
さ
な
か
っ
た
。
 

 
 

 
 

-
 
つ
 。
 

（
Ⅰ
 

l
 
）
 

 
 

 
 

う
た
と
こ
ろ
、
夫
人
の
 

ま     註 
口ト 

ず (a)  悶 
6 5 4 3         

自 （ 

    
し Ⅱ 二 

い 
い 

し下 

の   可 
だ モづ ト '@ ヵ 

    
と の 0  0 の 

し Ⅱ 

    タ の 二に て 神 
，つ   

  愛 い 
と 

す と が 
オヒ 日 る、 し   
摘さ 愛 い 
れ 芙 愛 
る 

き す 
  ハ ベ 

  
サ   
ラ し も 

王 に の 
  つ ） 
セ 

  

ナ   
- T 。   
  考   

が え 
マ て   
  み 
@ よ 

カ つ 0 
  

｜夫   
人 
K 
対 
し 

て   

ヰ市 

マ   
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原始仏教における 愛と 慈悲 

註
 

 
 

曲
 （
が
「
 

0
 
 （
 め
 H
.
 ロ
 ・
 べ
勒
 
Ⅱ
 目
 目
口
・
 肚
 Ⅱ
）
 

守
鮨
せ
ミ
 ・
 ト
 ㏄
（
 0
 （
・
 汁
 p
 
.
 
 

つ
 つ
 ・
の
の
の
 
ヴ
，
べ
 
の
う
が
め
 
び
 
。
 N
 
じ
 

（
 
0
 乙
 ）
 
肋
 H
.
 ロ
 ・
 べ
白
 
Ⅱ
 守
 隠
 
っ
 ・
 か
 Ⅱ
 一
 

の
び
 
Ⅱ
 せ
 凶
年
 乙
 が
の
 田
づ
が
 二
年
 
つ
い
目
 
㏄
曲
 目
 せ
曲
 c
 の
田
の
の
 

レ
 

組
ヴ
ヴ
囲
 Ⅰ
 ず
坤
コ
 
仁
で
の
（
 
ぬ
 ㏄
日
 ヨ
 a
 
c
 

痒
い
の
 

け
ミ
 

 
 

せ
 い
 ㏄
 帥
 田
で
「
屯
が
 
田
曲
 
Ⅱ
 笘
ヨ
岡
侍
ヨ
の
コ
 
が
 コ
カ
づ
笘
臼
 （
 ト
 

 
 

の
セ
笘
 
七
七
（
屯
が
 ゴ
つ
 円
円
 
す
曲
幅
ゆ
侍
ヨ
曲
づ
曲
 

Ⅱ
の
 
ゆ
劃
旧
 

の
く
び
ヨ
逗
せ
 。
 つ
 由
井
 
プ
 屈
が
ま
臣
 で
の
 
Ⅰ
の
の
リ
ヨ
 
ミ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

日
田
唱
名
器
 偲
 B
 
日
 
弗
 ヨ
キ
目
の
中
曲
ヨ
 
ミ
 

（
最
後
の
一
話
が
異
な
る
）
 

 
  

 

 
 

 
 

イ
ト
レ
ー
イ
 ー
 夫
人
と
 

と   と 廿ぁ 

（
 
2
 ）
 

 
 

，
二
 

Ⅰ
 

た
 池
辺
に
も
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
自
分
自
身
 

（
 
3
 ）
 

 
 

低
い
。
殺
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
 ヒ
 

も
い
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

は
な
ら
な
い
と
い
う
 

 
 

を
も
、
自
己
に
対
す
る
愛
に
求
め
て
い
る
。
 

 
 

 
 

つ
け
る
べ
き
で
は
な
 

（
 
4
 ）
 

 
 

だ
か
ら
。
 ヒ
 

（
 
5
 ）
 

 
 

 
 

る
べ
き
で
あ
る
。
 し
 

い
わ
れ
る
。
 



  
ん @ @ Ⅰ下ら 

す 
べ 

て 
{C 
お 
し Ⅰ 

て 
  
ア， Ⅰ 

わ 

らず 

  

愛 

す 
る 
  
の 

  
でト 

ゼ ㏄   

を 
も 

作， 

りず、 

ま 
ア 。 Ⅰ 

愛 

し 
ナ " よ 

い 

も 

の 

  
  
で 

ちト 

セ笘   

を 
も 

  
作， 
    

 
 

お
い
て
正
し
く
遍
歴
す
る
で
あ
ろ
う
 

（
 
3
 ）
 
ヒ
 

 
 

 
 

ら
ず
、
諸
々
の
束
縛
 

（
 
り
十
 
）
 

 
 

（
苦
し
い
）
。
」
 

 
 

を
 避
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
 

 
 

 
 

す
る
も
の
ど
も
を
 見
 

 
 

 
 

な
い
。
そ
し
て
「
 
愛
 

  

  

  
の ひ " 
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ず
 、
思
欲
あ
り
、
怒
り
、
偽
善
者
）
 

 
 

 
 

）
、
尊
重
、
修
習
、
㈹
 

ィ
ム
 

始
 

 
 

 
 

ず
 、
 欺
臓
 な
ら
ず
、
 

 
  

 

原
 

 
 

 
 

い
 う
 の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

即
ち
一
種
の
徳
目
と
み
 

悲
 

 
 

愛
 る

註
 

と 
  

と 
（（（（ 狂 い 

つ 。 

愛 人 の 彼 に 汁 

  

す る な の よ か セコづゴ 

る 愛 ら 愛 づ く Ⅰ '  ト @ く     
） す い す て 
め る を べ は べの ト 自ぎ 
名 こ よ き   笘 汁ま   

のの 0%O   
  
      

」         
  
        
  
    

    
  

ま ｜ 

尊 
重 

ゆ （ 
曲 ㍉ 

仁ヰ 

ヰ ㏄     

修 
自走されたのだと考えられば愛するものとはしない 

習 （ コ ㏄ る 。 
  
ヴ 

ガ 

ゴ 由 Ⅱ 
  
せゆ 由ヰ 0 
  
    でト 

  ゼ ㏄ 

沼生 ヨ   



と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

愛
眼
に
つ
い
て
は
、
仏
は
 

 
 

 
 

入
る
 

 
 

 
 

て
 ）
 
、
互
 

 
 

議
 さ
れ
て
い
る
。
（
 

9
 ）
 

註
 

 
 

二
 %
 。
 
由
せ
曲
 

）
 

（
 
タ
し
 
）
 

眺
 よ
の
 
フ
つ
 
」
 

に
藤
 久眼
 （
 ロ
ぢ
 ㏄
 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 
1
@
 

，
 

デ
イ
ー
ガ
ニ
 

カ
 

 
 

 
 

囲
 ）
を
離
る
べ
き
こ
と
が
 

説
か
れ
、
そ
こ
に
は
、
 

 
 

（
 牡
 日
日
 ぢ
 ㏄
）
 
、
 心
に
入
り
、
丁
寧
で
、
多
く
の
人
が
 よ
ろ
こ
び
、
多
く
の
 

と 
し Ⅱ 

つ 0 

（
Ⅰ
 

0
 ）
 

 
 

 
 

り
 、
 
愛
語
が
 

は
 徳
目
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

愛
語
 に
つ
い
て
は
 

 
 

 
 

げ
 ず
し
て
他
の
人
々
 

（
 
ニ
リ
 

）
 

の
 愛
す
る
こ
と
（
ロ
音
㏄
）
を
語
る
の
で
あ
る
 
L
 

 
 

 
 

愛
眼
（
 づ
ぞ
 p
n
D
 

ガ
ガ
ゴ
目
 

）
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

（
 
9
0
 

）
 

（
 
4
 ）
 

㈹
 

愛
語
 、
愛
眼
 

(164) 56 



4
 
ム
 

 
 

囲
 （
 慈
悪
 、
あ
わ
れ
み
）
 

姶
 

原
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
不
殺
生
戒
を
説
く
中
に
 、
 

数 に     げる 愛と 慈悲 

あ
わ
れ
み
）
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ら
 、
ま
ず
、
後
の
二
話
を
と
り
あ
げ
て
み
 

註
 （

 
1
 ）
下
目
 旧
り
が
 一
話
 で
 慈
悲
と
訳
さ
れ
 

楽
音
書
店
、
一
九
五
六
年
）
参
照
。
 こ

こ
で
は
、
上
に
ふ
れ
た
 愛
 

る
 。
 

て
い
る
例
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 に

つ
い
て
 

慈
悲
に
っ
   
  

と 

  同 

中 
じ 

本才 
よ 

冗   
  ナ よ @ 
慈 見 
悲   方 

が 

（ 肌姓 
    

  め 
閣、 コら 

れ 

る
と
い
う
理
由
 か
 

昭
和
二
十
四
年
、
平
 

と は 
若 音 域   
え 道 上 9 8 7 6 5 4 3 2   
， れよ ら 日 に な 
て 田 い   
い （ て 

  愛 、 ガ の （ 

斗ま 目 上 ト 

    
近 に く しり " p 五 こ 口   

  

                              キ         

奏申 で       の か １   

法） ・ 鷲ダ ，き 操 

と汁套 
  で めダ   
（ 一   @ 。 ・ ㏄ めつ ゆ べ で・ ㏄ 印 ト ト 

愚 あ っ 
、 わ い 

凌 い 

ト （   
でづ ・㏄の 摂事 ）       
  
タ 汁   

ィ Ⅰ心づ ⅠⅠ Ⅰ ナの " 
        

舌 侍 る 
  
  

（ 月 l 『」     
慈 の 慈 摂 
悪 訳 悲 

、 三五 Ⅰ ロ と 
事 ） 
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が
 説
か
れ
る
こ
と
に
っ
 

 
 

曲
 ）
 と
慈
 と
に
つ
い
て
は
後
記
 五
 ㈲
参
照
。
 

 
 

ま
、
 

｜
 

 
 

 
 

ア
 よ
め
口
口
ガ
 

ひ
ヨ
宮
コ
 
）
 、
 

 
 と

い
う
。
 

 
 

 
 

Ⅱ
瞑
想
 法
 ）
と
さ
れ
 

 
 

Ⅰ
Ⅰ
）
。
 

ノ
 
e
 
Ⅰ
 

 
 

れ
る
。
 

 
 

こ
ま
 

弔
｜
 

 
 

 
 

、
 神
々
や
人
々
の
 義
 

 
 

行
な
え
 
（
 
3
 ）
 
L
 

と
い
わ
れ
い
る
。
 

ま
た
正
し
い
説
法
と
は
 

 
 

 
 

 
 

ゴ
ぎ
ゆ
 
コ
口
 
吋
 曲
ヨ
七
円
二
）
 

住
す
る
」
（
Ⅰ
）
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「 （） 比 曲 

  

）・ ） ， 目 : 王 三 は 

、 殺 
あ 生 

われ（・ 口曲 

み ・ 呂 ， 

（ぢ曲ヰ付（の 、心 
） ） 

る る 
お 捨 

こ て 、 

し 殺 

  
宙 な 

れて ココが 

） 、 、 Ⅰ 

一 る 

初 も 

  
を 
刑 罰 
益 杖 
し る 
哀 惜 

  
て 刀 
（ を 
終 ォき 

旺 ㏄ き、 

下ヨ 1 甘 き 

いコ曲 ヴゴ 1 じる 
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註
  

 

い
か
り
，
は
の
 

ト
、
め
 
白
白
，
 
い
 か
つ
・
の
 

芹
 
。
 

 
 

 
 

Ⅱ
・
 つ
下
 
・
 ト
 Ⅱ
 ゆ
，
め
 
㏄
 づ
、
 

 
 

 
 

す
る
記
述
）
。
 

 
 

吋
 ㏄
㏄
 
ヴ
 

（
 
3
 ）
 
め
 H
.
 づ
 ・
 
H
O
 
の
 
Ⅱ
 ぷ
へ
さ
 （
・
 
ロ
 ・
 ミ
一
 

 
 

が
 （
㏄
 
ヴ
オ
 
w
F
 
ゆ
曲
つ
い
終
 

0
 ロ
Ⅱ
Ⅱ
 

曲
 旧
す
の
 ア
屈
 
）
 
曲
コ
曲
ゴ
 

片
白
 
ぜ
笘
 

汝
等
当
行
人
間
 

 
 

仁
志
二
の
㏄
 

仁
 オ
ア
 
目
 Ⅱ
 笘
 ）
 
0
 ガ
ゆ
 
二
年
 
吋
曲
ヨ
で
 

回
せ
 
り
 Ⅰ
 
侍
ア
岡
セ
 

㏄
 

多
所
 過
度
 多
所
 

慈
悲
 

 
 

ま
曲
 
四
せ
い
 
の
 
け
ガ
ゴ
由
ぜ
 

由
江
の
く
曲
ヨ
 

曲
 コ
ロ
の
の
目
口
 

曲
ヨ
ヘ
へ
 

ア
 ざ
 り
セ
 
が
の
 岸
ヰ
ゴ
卸
セ
の
 

Ⅰ
の
 
づ
 が
 ヨ
 の
 コ
屈
 
ゆ
田
町
中
 

り
ヨ
 

鏡
益
 安
楽
人
天
 

愛
 

 
 

の
 a
.
a
 
コ
 
%
 方
が
 
ヨ
 つ
り
に
あ
た
る
語
が
な
い
。
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

展
開
口
所
収
）
。
 

 
 

 
  

 

レ
令
 三
正
法
久
住
一
心
上
布
 
為
レ
人
説
 ）
 

 
 

 
 

の
 （
仏
法
僧
に
対
す
る
 浄
信
 ）
 

 
 

 
 

し
て
は
、
奉
仕
す
べ
 
き
 

原
始
 

 
 

 
 

い
い
 Ⅰ
 
笘
蝸
曲
 
ざ
せ
対
曲
 

寮
｜
 

 
 

 
 

」
（
の
ロ
口
 

カ
リ
 
日
で
囲
）
 
が
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
（
 セ
 ㈲
）
。
 

 
 

 
 

説
か
れ
て
い
る
の
を
 

 
 

 
 

の
場
合
に
は
、
い
ず
れ
 

 
 

 
 

ら
れ
る
。
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ば
 、
教
化
す
べ
き
こ
と
 

（
 
ニ
 
Ⅰ
）
 

が
 説
か
れ
て
い
る
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と わ 
が 
で 

り、 

き 執 と 

（ 註 た 以 若 こ こ い 
      上     そ ろ は は 

の 
  

文才 

愛、 
値 待 

象 求 人 定 
と め 的 の 
の る な 大 
か 変 心 （   か 
わ   
り 定 安 を 

隼プ沖 0 ざ億 。 つ 曲目 り臣 。 あ す を 対 
し Ⅰ る 大 家 
  

の 切 と 

と と に す 
い 、 す る 

ぅ面 

同 6 r 
じ 態 あ 

か 考 度 わ 

り、 @ え と れ 

愛 

    
お 
よ しう，漬 て。 」 
び 

あ 
わ 
れ   み 

  

  同 

，ト 。 弓 "   

@ 
つ 

し Ⅰ 

て   
  

考 
乙、 ｜ 

え 対 
て 象 
み {C 
る か 
  か 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

 
 

ノ
 Ⅰ
 べ
 @
 し
 」
 

㈲
あ
わ
れ
み
、
同
情
す
る
こ
と
の
否
定
 

 
 

 
 

る
か
の
如
き
例
が
見
 

出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
 

 
 

 
 

そ
れ
が
親
交
（
 縄
コ
 ・
  

 

奉
仕
と
同
情
と
に
よ
る
和
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

天
一
口
参
照
）
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

き
 ）
。
い
ず
れ
も
 



原始仏教における 愛と 慈悲 

五
 

瞑
想
 法
 と
し
て
の
慈
悲
 

 
 

慈
悲
の
心
情
を
あ
ら
れ
す
と
も
考
え
ら
れ
る
、
「
 
あ
 

 
 

 
 

中
心
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
お
も
 う
 。
 

（
 
t
1
l
 

）
 

 
 

と
カ
 リ
～
 
由
 中
岡
（
 
悲
 、
あ
わ
れ
み
）
と
に
関
し
て
は
、
 

 
 

 
 

 
 

ナ
 
@
@
 
Ⅴ
 
@
 
Ⅰ
。
 

 
 

が
 、
と
く
に
そ
れ
を
瞑
想
 法
 
（
禅
定
）
の
一
種
と
し
 

し
て
、
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
、
指
摘
し
た
い
。
（
 
2
 ）
 

わ
れ
 

さ
れ
 

こ
れ
 

く
、
 

て
、
 み

、
同
情
 

る
 、
特
別
 

ま
で
見
た
 

ま
た
そ
の
 

修
習
す
べ
 き 対 「 の 」 
も 用 に 
の 象愛 の 」 語 っ 
と 栖 め を い 
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 サ
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曲
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静 瞑 
無 想、 さ 

関 心る、 すて 
の も そ   
地 だ 慈 
で と   

あ い（ 悲 

か る う 。 11  土） . 見   
ま 慧 は 
さ の 、 
に 三 さ 
瞑 学 き 

想 、 と tC 
に の 悲 
ふ 関 に 
さ 係 っ 
わ で い 
し は て 
い 、 見 
と 慈 た 
考 悲 の 
え 喜 と 
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れ は じ 

る 定 よ 
0 @ う 
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結 て 遠 
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怒 る @ ヴ 
悲 傷 て 
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し 。 い 

て 慈 て 

悲喜とら 結 、 
え 捨 伽 
た の 趺 
こ 捨 坐 
と は し 
が 平 て 
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原始仏教に おける 愛と揺悲 
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あ の 日 
る た 衆 
と め 人 
- 一 一 口 一 己   の 

さ 幸 木Ⅱ 

れ 福 益   
この め⑭ c-, ） め 、 
  衆 
連 人 
の 
註 

の 

Ⅲ 咀片 甲 

幸 
ネ "" 日 ロ ‥ " 

は の 

ィム た 

が弟 

め 

子 世 
力， Ⅰ 間 
ち を 
を あ 
法 わ 
の   れ 
一 
説 

む 
ナ 。 し 

の め 
ナ， Ⅰ 

め 
（ 

K 
派 

o  曲臣ガ @ 

  
ス且 

す 
オ ㏄ 

る 
ヨ 
  

際 sat 

@ ゼ ㏄     

弟 ネ中 

子   

ナ， Ⅰ や 
ち ノ Ⅰ 

K   
諭 の 
し 義 
尤 。 Ⅰ 利 
と の 
い 力， Ⅰ 

う め 
  
と 吐 不 
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原始仏教にお 

は
と
 

 
 

 
 

め
に
身
代
り
を
し
よ
 

（
 
0
0
 
）
 

 
 

こ
れ
ら
の
こ
と
は
本
生
経
の
中
に
広
く
説
く
」
（
敬
意
）
 
と
い
い
、
「
仏
の
大
慈
 大
 

（
 
9
 ）
 

 
 

意
 ）
と
も
言
っ
て
い
る
。
 

79 (187) 

ける 愛と 慈悲 

す い と （ と 

る ち い さ 

と の わ て 
こ と れ   
ろ 考 る 後 
を え も 世   
あ ら の の 義 慈 ） の た 

の 悲 や 慈 仏 
大 と " 悲 は   

てす いな、 がは   
Ⅹ 子 ナ 四 あ 藩 や 』 わ 

  
容     少 6 
し 私 讐 な 目 

  
大 、 を揃い ）が パ目㏄ 曲 

く 手 下 

（ れ 

日 目 セの 叩こ 口 

  
      缶ハぬ ㌔ 

  S.  も 阿 的な し、 か   
こ 仏   

（ 人とに っ 舎 
  

と を 
悲 も 典 
） 関 拠 で あ （ 不 

長 「 
老 

の 係 が ろ 正 尼 
意 ぶ な 褐 
味 か い   B-. 

「
私
の
師
は
一
切
を
知
り
、
 

 
 

大
悲
の
（
 
日
曲
ゴ
曲
ガ
 

曲
目
色
 

F
u
 

）
師
で
あ
る
 

（
 
3
 
）
 
L
 

㈲
大
悲
の
問
題
 

弟
子
が
仏
を
讃
美
し
て
語
る
詩
句
に
は
 

（
 
Ⅰ
）
 

ヰ
 

 
 

で
あ
り
、
神
を
含
む
世
界
の
師
で
あ
る
 ヒ
 

（
 
2
 ）
 

あ
わ
れ
み
 

 
 

 
 

す
な
わ
ち
 



八
 

む
す
 
ぴ
 

 
 

 
 

要
点
を
整
理
し
て
 結
 

び
と
し
よ
う
。
 

 
 

 
 

は
 執
著
と
し
て
の
 愛
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
 本
生
 経
 類
は
四
二
 

 
 

 
 

に
 期
し
た
い
。
 

註
 

 
 

㏄
 c 

 
 

切
 
つ
り
、
 

印
 
Ⅱ
 
肚
 
・
 印
 
Ⅱ
の
 
e
 
田
 
。
 

（
Ⅰ
 

0
 ）
 い
，
オ
 

Ⅱ
・
べ
の
 

吋
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
巽
 （
も
っ
 
レ
 
こ
も
こ
の
 

 
 

㌣
切
に
も
出
て
い
る
。
ま
た
 

セ
め
ワ
ト
ぎ
 

参
照
。
）
 

 
 

の
 
Ⅰ
・
 
ヴ
せ
 
㌧
・
㌧
Ⅱ
の
 

曲
ゴ
 
曲
コ
（
巾
の
円
 

コ
曲
、
ト
の
 

の
 
べ
 
）
 
、
ロ
 
・
 
卜
ト
か
 

（
せ
ぷ
・
ひ
 

い
 
）
 

 
 

 
 

み
た
）
 

 
 

下
 ）
、
仏
国
 

二
 
衆
生
所
 
す
名
 
校
書
 二
 
大
慈
大
悲
 
一
 三
五
 セ
上
 
）
。
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そ
れ
は
本
生
経
に
語
 

80 



原始仏教に おける 愛と 慈悲 

 
 

 
 

わ
け
で
は
な
く
、
 む
 
81 

 
 

 
 

一
種
と
し
て
、
森
な
ど
の
 

 
 
 
 

 
 

の
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

す
ぐ
れ
た
人
格
で
あ
る
 

場
合
に
は
、
徳
目
と
見
 徴
 し
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
 

こ
の
点
は
 、
 愛
は
そ
の
対
象
の
価
値
評
価
に
よ
っ
て
 、
 

 
 

ば
 、
常
識
的
、
功
利
 

的
な
対
処
の
し
か
た
と
も
見
ら
れ
よ
 う
 。
 

 
 

 
 

、
悪
口
業
、
 慈
 意
業
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
ひ
と
（
ロ
ロ
 ロ
 斤
の
日
・
 

 
 

 
 

警
戒
し
た
、
と
解
す
る
 

こ
と
が
で
き
た
。
 

 
 

 
 

愛
を
否
定
す
べ
き
も
 

の
と
し
た
の
と
、
同
じ
考
え
方
と
い
え
よ
 う
 。
 

 
 

 
 

の
 関
係
の
如
何
に
よ
 

 
 

に
お
い
て
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
 

 
 

 
 

生
 、
不
害
を
動
機
、
 

 
 

 
 

こ
と
が
説
か
れ
る
。
 
こ
 



 
 

る
 。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
原
始
仏
教
の
枠
を
 

 
 

他
日
に
期
し
た
い
。
 

 
 

 
 

～
 
味
 
Ⅰ
 
膝
め
ヰ
 

Ⅰ
Ⅰ
 ミ
 n
 鮨
侮
ぬ
 
Ⅱ
 
さ
 

 
 

 
 

せ
が
 
汀
 下
ヱ
 
コ
 の
 か
ツ
 

円
が
。
 

ゴ
の
｜
 

 
 

 
 

ゃ
 長
岡
倉
（
九
）
来
集
 

 
 

 
 

本
論
稿
の
た
め
に
参
看
 

 
 

 
 

寒
流
（
 臼
接
 ご
、
四
敗
 

 
 

 
 

註
 
（
 
2
 ）
の
六
出
離
界
 

 
 

 
 

お
く
。
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クザー メ スにお   げる，思惟の 構造と特質 

 
 

 
 

れ
る
神
学
的
 ｜
 哲
学
 

 
 

 
 

こ
れ
ら
の
「
数
学
的
な
 

 
 

 
 

o
q
 
苦
 二
瓦
・
 ト
か
 
A
o
 

）
を
 

始
 

 
 

 
 

仕
方
は
多
種
多
様
で
あ
 

 
 

 
 

。
し
か
も
こ
れ
ら
の
論
 

 
 

 
 

い
て
い
る
。
「
数
学
的
 

 
 

 
 

を
な
し
て
い
る
よ
 う
 に
 

 
 

 
 

る
と
き
、
始
め
て
そ
の
 

 
 

 
 

思
想
を
問
題
に
し
ょ
う
 
83 Wg W Ⅰ Ⅰ ) 

田 

グ 

ザ 
  

｜とく に ヌス 

に お * 

  
  
」 の 

  
  

薗 
く 。 特 
そ質 
  

坦
 一
 



  

 
 

 
 

１
１
ま
ず
、
こ
こ
 

 
 

 
 

舌
ロ
葉
ハ
り
も
と
に
、
 

ク
ザ
 

 
 

 
 

べ
て
を
含
め
て
考
え
る
 

 
 

 
 

的
な
図
形
や
代
数
的
な
 

 
 

 
 

 
 

ぃ
 は
そ
れ
ら
を
成
り
立
 

 
 

 
 

 
 

ス
 に
お
け
る
「
数
学
的
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

も
、
 決
し
て
数
学
的
 

 
 

 
 

て
一
つ
の
学
問
と
し
て
の
 

と
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
彼
の
思
惟
の
全
 

の
 」
へ
の
論
及
が
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
 

い
っ
た
い
何
故
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 は
、
そ
れ
ほ
 

か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
論
及
は
 

ぅ
か
 。
 

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
以
下
ク
ザ
ー
 

を
 考
察
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
手
が
か
り
に
 

が
 、
こ
の
小
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
 

 
 

が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
こ
れ
 

 
 

な
 性
格
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
の
 

る
 。
 

体
 的
な
構
造
と
そ
の
特
質
を
明
ら
 

き
な
い
、
そ
の
た
め
の
重
要
な
手
 

ど
 し
ば
し
ば
「
数
学
的
な
も
の
」
 

、
 彼
の
思
惟
の
う
ち
で
ど
の
よ
 う
 か

に
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
「
 

が
か
り
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
 

を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
か
、
ま
た
取
り
上
げ
 

な
位
置
を
占
め
、
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
 い
 数

学
的
な
も
 

で
も
あ
る
。
 

ね
ば
な
ら
な
 

る
の
で
あ
ろ
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クザー ヌス における，思惟の 構造と特質  
 

 
 

を
 試
み
る
も
の
で
も
な
 

 
 

 
 

関
連
の
う
ち
で
の
み
 取
 

 
 

み
 意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

「
数
学
的
な
も
の
」
 

 
 

 
 

的
は
、
 言
 う
 ま
で
も
な
 

 
 

 
 

 
 

な
 思
想
の
展
開
の
う
ち
 

 
 

 
 

が
 論
議
さ
れ
る
箇
所
で
 

 
 

 
 

の
神
的
、
形
而
上
学
的
 

 
 

 
 

こ
の
の
ざ
由
（
 
ム
 （
 
建
 と
い
 

 
 

 
 

も
の
」
が
占
め
る
位
置
 

 
 

 
 

｜
神
 的
、
形
而
上
学
 

 
 

 
 

い
る
、
と
言
う
こ
と
が
 

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

か
 、
ま
た
そ
の
こ
と
 

 
 

 
 

数
学
的
な
も
の
」
へ
の
 

 
 

 
 

は
 後
者
の
う
ち
に
い
わ
 

 
 

 
 

も
の
」
に
関
す
る
論
議
 

 
 

 
 

体
 と
し
て
一
つ
の
統
一
 

85 (193) 



 
 

 
 

学
的
 ｜
 哲
学
的
な
思
 

 
 

 
 

。
そ
の
際
、
多
少
す
で
 

 
 

 
 

な
 連
関
を
見
失
な
わ
な
 

(194) 86 

し も 言 で な 的 
てか 。 単煮 に味、 、 向 っ 的 なで   の う・は 事 な 

以 同 侶 を て も は い 」 こ あ 焦 思、 准 様に黙約下の を もっ それ の」 この め ば への とで な 0 手 対 に 

者 、 で て は を こ 前 輪 は な す 形 
察 囲 は い 埋 め と 者 及 低 い る 成 

  
れの る 構でたき、 愉まべ は ヌら全 ス 心体。 るそる れと 一 貫 
で 造 る 上 な 彼 に 然 が そ が 言 し 
あ は る 述 の の お 約 百 こ 神 う た ろ と の か 神 い な 尾 に 学 ， 易 展 

  

そ ば に ま 形 際 と し っ 哲 そ 見 ネ b 、 り 而 に し て と 学 れ せ 
一七は て続松竹 は て 

どこ「 この数日 学ど 要一 然 な学 い る 。 醤愉｜ こそ 学的 こ高 １ 的な のよ 請山さ 的な 的に 思惟 にそ 

の で な っ 思 う れ 思 し の の 従 
司 る も て 惟 に て 惟 て た 場 っ 
罷 る の 、 の 行 い を 不 め そ て 
  陸 と ニ 「 全 な る 形 可 の の こ 
と ぃ が 数 休 め よ 成 分 手 場 の 妥当 ぅ こ神 " 学のれ 約ぅ " に ぅ 

性 と 的 な ち い 思、 そ 結 と わ な 
の が 、 も で か わ れ 合 い は な 
根 卵 形 の い な れ が が ぅ 偶 か 
拠 何 冊 」 か る る ど 存 場 然 で 

  神 よ た さ も 

  
学 ぅ ま れ の 
的 に 見 た 」 
@  品 山 六 でが 
哲 え さ と、 ネ中   学 る れ え、 的 

う て な ち こ の 
で か か な成（ 開立すい ろ     

に 学 か た 上 
に 治 すなか るわな ど こ 「 数 対 酌 り も 学 
つ め ち る に 学 応 な と の 的 



クザー ヌス における，思惟の 構造と特質  
 

を
進
め
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
 

 
 

 
 

な
こ
と
が
ら
を
 把
 

 
 

 
 

始
ま
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

な
い
も
の
の
像
で
 

 
 

 
 

る
よ
う
に
（
 由
け
 
㏄
 組
 

 
 

 
 

い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

せ
日
す
 
0
 コ
 の
の
）
探
究
 

 
 

 
 

事
物
は
た
と
え
 

 
 

 
 

は
 生
起
し
、
万
物
は
 

（
 
9
 
Ⅰ
）
 

 
 

っ
 こ
と
に
で
あ
る
 0
 」
 

 
 

 
 

と
が
ら
が
語
ら
れ
 

 
 

 
 

て
き
 ロ
 
え
ば
、
一
 
つ
は
 

 
  
 

 
 

て
い
る
と
い
う
点
で
 

 
 

 
 

）
に
お
い
て
探
究
さ
 

 
 

 
 

念
 を
も
っ
て
定
式
化
 

れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

と
し
て
は
把
捉
さ
れ
 

 
 

 
 

に
お
い
て
、
ま
た
こ
 

 
 

 
 

こ
と
、
す
な
 ね
 ち
、
 

  

あ れ 得 す れ あ 、 て 一 わ さ ぎ あ 握 
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で
は
、
全
く
触
れ
な
い
 

こ
と
に
す
る
。
）
 

 
 

 
 

さ
れ
て
い
る
根
本
命
 

 
 

 
 

る
 。
言
い
換
え
れ
ば
、
 

 
 

 
 

有
限
な
る
も
の
に
お
い
 

て
 無
限
な
る
も
の
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
得
る
か
、
 

 
 

珊
旺
赴
 

と
な
る
の
で
小
の
る
。
 

し
か
も
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
よ
り
基
本
的
に
言
え
ば
、
 

 
 

、
い
か
な
る
事
態
が
こ
 

 
 

 
 

の
間
を
 、
 ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 

 
 

 
 

る
か
。
何
故
、
「
数
学
 

 
 

 
 

に
か
え
っ
て
 、
 先
の
引
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
%
 昧
 さ
も
残
ら
な
 

 
 

 
 

余
分
な
物
質
的
可
能
性
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

れ
わ
れ
に
と
っ
て
 最
 

 
 

 
 

 
 

ぅ
 も
の
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

お
ぎ
 u
q
 
ぃ
 
）
も
で
き
な
い
 

 
 

卸
 し
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
七
の
 ㌧
。
」
（
 

ス
 
4
 ）
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クザー ヌス における思惟の 構造と特質 

 
 

 
 

よ
い
。
そ
れ
は
右
の
 

 
 

 
 

次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
 

 
 

 
 

斉
彩
 は
 、
 他
の
物
質
的
 

 
 

 
 

枚
の
紙
の
上
に
、
一
定
 

 
 

 
 

る
 。
し
か
し
今
、
数
学
 

 
 

 
 

ら
 、
そ
こ
か
ら
一
切
の
 

 
 

 
 

き
る
。
つ
ま
り
、
個
々
 

 
 

 
 

け
で
あ
る
。
（
勿
論
 そ
 

 
 

 
 

具
体
的
な
三
角
形
と
同
 

一
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
）
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 

 
 

 
 

ら
 全
く
自
由
な
の
で
ば
な
 

 
 

 
 

と
 言
う
こ
と
が
で
き
 

 
 

 
 

 
 

の
 Ⅱ
の
 
せ
ヨ
ヴ
 
。
 
団
 ）
高
弁
 め
 

 
 

 
 

 
 

男
 な
る
確
実
性
の
ゆ
え
 

（
 
ミ
リ
 

）
 

 
 

、
こ
の
章
の
叙
述
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
つ
ま
り
ク
ザ
ー
 ヌ
 

 
 

 
 

事
実
の
、
な
に
よ
り
も
 
89 ( Ⅰ 97) 



 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

く
 、
古
来
、
多
く
の
 

 
 

 
 

ぐ
る
思
惟
が
彼
ら
の
 思
 

 
 

 
 

感
覚
的
、
可
変
的
な
も
 

 
 

 
 

中
間
に
あ
っ
て
い
わ
ば
 

 
 

 
 

ヌ
ス
 が
今
、
「
数
学
的
 

 
 

 
 

こ
と
は
、
こ
う
し
た
 伝
 

 
 

 
 

ア
ウ
グ
ス
 チ
ヌ
ス
、
ボ
 

 
 

れ
に
な
ら
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 -
 
Ⅱ
し
て
い
る
。
（
 

6
 ）
 

 
 

 
 

学
的
な
も
の
」
が
 、
 

無
限
な
る
も
の
の
出
目
 宅
 あ
る
い
は
キ
目
 ヴ
 。
三
日
 

 
 

ね
 ば
 な
ら
な
い
の
は
、
 

 
 

 
 

容
 で
あ
る
。
し
か
も
 今
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
 

 
 

 
 

の
せ
日
サ
 

。
三
日
）
の
本
質
 

 
 

 
 

論
及
は
、
こ
の
よ
う
な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
た
歴
史
的
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
 恐
ら
く
、
キ
リ
ス
ト
 

 
 

 
 

泉
 と
な
っ
て
い
る
こ
と
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クザー ヌス における，思惟の 構造と特質  
 

 
 

な
 認
識
理
論
上
の
概
念
 

 
 

 
 

想
像
に
か
た
く
な
い
。
 

 
 

 
 

る
が
、
同
時
に
彼
独
自
 

 
 

 
 

日
ゅ
 抽
 0
 で
あ
る
と
 看
倣
 

 
 

 
 

0
 
の
概
念
に
関
し
て
も
 

 
 

な
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

準
的
な
モ
チ
ー
フ
 と
 

 
 

 
 

概
念
と
ほ
と
ん
ど
同
一
 

 
 

 
 

、
以
上
の
叙
述
の
う
ち
 

 
 

 
 

な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
 

舌
ロ
 
う
乙
 Ⅰ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

）
で
あ
る
か
、
あ
る
 

 
 

 
 

0
 
円
玉
㏄
㏄
 

0
 
は
 、
そ
み
仙
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
も
の
の
Ⅰ
 ョ
お
 0
 
で
 

 
 

 
 

、
 何
ら
か
の
仕
方
で
可
 

 
 

 
 

も
の
の
円
ョ
 曲
幅
 
。
は
 、
 

 
 

 
 

っ
 ち
に
無
限
な
る
も
の
を
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

91 (199) 



 
 

 
 

な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 

 
 

 
 

ま
で
は
未
だ
無
限
な
る
 

一
 

さ
て
、
 

そ
れ
が
 以
 

舌
口
を
侯
た
 

ち
に
無
限
 

先
に
わ
 

た
無
限
な
 

思
惟
の
中
 

の
最
も
ふ
 

て
も
、
 ク
 

的
 思
惟
と
 

で
は
、
 

得
る
の
か
 

と
が
如
何
 

行
か
ね
ば
 

 
 

 
 

れ
る
と
き
、
 

 
 

 
 

は
 、
す
で
に
 

 
 

 
 

方
で
そ
の
う
 

 
 

と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

得
る
か
、
 ま
 

 
 

 
 

約
１
哲
学
的
 

 
 

 
 

限
な
る
も
の
 

 
 

 
 

意
味
に
お
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
お
 0
 た
り
 

￥
約
１
哲
学
 

 
 

っ
 こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ら
し
め
る
こ
 

 
 

 
 

の
点
を
見
て
 

な
ら
な
い
。
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ざ
ま
な
性
質
や
特
徴
 
9
 

 
 

 
 

 
 

」
 

（
Ⅰ
 
1
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
い
る
。
 
今
 こ
れ
を
解
り
や
り
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

返
し
て
み
よ
う
。
 

る 思惟の構造と 特質 

の そ 探 る て も 

号 さ れ い も 取 の 
  

の も の 見 そ る 

    
k.C  こ 舌口 」 え 媒｜ こ る。を 得る 不可   ク 

ザ 無 

象 れ   と 
ヌ る 「 な そ い 
ス も 無 も れ ぅ 

は の 限 の ゆ の   刊 に へ 」 え は 
本 る a ） ド 向 の に ク 、 

ク か 転 封 ザ こ 

タっ ・ て 移し 」 てヌら l れ 
ス の 同     

の 

        
る で 独 ち る 

い 自 に も 

ま る の 無 の   ず が 興 眼 が 
く ⑧ れ 数 の 巴 る 彼 、 味 な 観 



 
 

と
が
で
 

 
 

上
の
 

 
 

無
限
 

 
 

、
 三
つ
 

 
 

と
こ
ろ
 

 
 

る
 。
 か
 

 
 

れ
る
 無
 

 
 

と
官
 

 
 

っ
て
 事
 

 
 

。
け
れ
 

 
 

要
請
す
 

 
 

こ
ろ
、
 

 
 

さ
れ
 

 
 

し
，
 

Ⅰ
  
 

 
 

る
 三
角
 き

る
。
 

 
 

限
な
る
三
角
形
 

 
 

と
 考
え
れ
ば
よ
 

 
 

な
る
辺
に
そ
れ
 

 
 

の
 角
が
 二
 直
角
 

 
 

造
を
見
る
限
り
、
 

 
 

数
学
的
な
無
限
 

 
 

こ
の
よ
う
な
 無
 

 
 

態
を
悟
性
的
な
思
 

 
 

よ
っ
て
、
こ
の
よ
 

 
 

表
象
 力
 
（
円
玉
 
甲
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
 

 
 

す
な
わ
ち
 ク
ザ
 

 
 

階
 で
あ
り
、
 第
 

 
 

な
お
残
さ
れ
て
い
 

等 倒 る 
し え 考 

ぃぱ察 、 す 
る 三角 等々 

で 形 と 

あ は が 
る 三 で 

。 つ き 

このる れ 角 。 

  

  
  
    

  
定 に ） 
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クザー メ スにおける思惟の 構造と特質  
 

 
 

で
あ
る
。
か
く
し
て
 ク
 

 
 

 
 

ら
 、
一
切
の
形
象
性
を
 

 
 

 
 

見
ら
れ
、
更
に
そ
れ
は
 

 
 

な
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

惟
の
展
開
は
、
今
や
 

 
 

 
 

の
 最
後
の
一
歩
を
も
っ
 

 
 

 
 

な
 仕
方
で
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 

 
 

 
 

あ
り
方
を
開
示
す
る
、
 

（
 
8
 ）
 

い
く
 っ
 か
の
実
例
を
掲
げ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

な
る
も
の
の
最
も
ふ
 

 
 

 
 

は
 眼
に
見
え
る
も
の
で
 

 
 

 
 

ん
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
 

 
 

 
 

ら
し
め
る
か
ら
で
あ
 

 
 

 
 

が
 最
終
的
に
言
わ
れ
る
 

 
 

 
 

し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
 

 
 

 
 

日
曲
 
㏄
 0
 で
あ
る
。
そ
し
 

 
 

 
 

を
 取
り
上
げ
論
議
し
た
 

 
 

 
 

げ
た
第
一
の
理
由
は
 、
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視 な し へ   
な め 形 意 か た 無 転 学 

る こにそのあ 味も上で「 数もる市区も 独眼 移的 
と お れ ど る 学 の と 上 す 知 自 へ 」 な 
の ひ が と 。 的 」 ぃ 学 る れ の の と も 

で て そ く   

尤 よ @ の の と 事 ろ 。 で 」 彼 の 
」 展 で 態 は む あ は 独 も   へ は 開 は に そ し る か 自 つ 

素 的 無 の 、 な な 対 の ろ   く の よ 
と な 限 @ 無 道 か す な そ 今 し 方 り 

な も に 移 
つ め 向 」 
て 」 っ は 
い は て     

る ク の ク の 限 し な に 引 的 学 て 基 
の ザ 彼 ザ 
で l の l 
あ ヌ 神 ヌ 

るス学ス 。 の的に   

神 l % 
学 哲 け 
的 掌 る   
l 的 「 る か 純 探 が が か に の づ 
哲 思 、 数 の ら な し 「 見 ら 無 理 く 

単 性 学 で 親 類 求 数 ら し 限 解 も 
的 の 的 あ わ 似 め 掌 れ て な に の 
烏 、 心 な り し 性 た 的 る " る 由 で 
惟 然 も 
の 的 の 
う な 」 ナ 。 Ⅰ   

ち 自 を そ と 
で 已 め 
不 展 ぐ   
可 開 る   
久 を 思 
の な ，准 
も し の よ す @ 
め て 展   

形 
而 
上 
学 
的 
よ 比 

も 
の 
へ 
の 

で い 開     生 そ び め は れ 納 に ろ の 

そ さ に   他 のう な １ ここ と に こ ろ そ 少 る ヌ 
ま、 ｜ 

が し の 手 こ く も ス 
別 に と の が   でて き 胎教 「 き 神もで 創 

無 「 
限 

無 「 
限 
へ 

の 
転 
移 
」 

と 一 一 
し '  田 " 

う方 

法 
は 

  
上 
の 
C 。 

と 

く、 

数 「 
学 
的 
ま 化 

も 
の 
」 

を 
媒 
介 
キ ( 二三 

し 
ナ よ @ 

が 

ら神 

的、 
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こ 特質  
 造

か
ろ
 

構
 簗

こ
 

 
 穏

コ
転
 

ナ
 
 
 ぉ

ザ
｜
 

 
 

 
 が

 

三
角
 

か
け
る
 

 
 

る
と
 ぅ

か
 、
と
。
 

の
よ
う
な
疑
問
は
 、
 先
の
三
段
階
に
お
い
 

移
 」
は
、
数
学
的
無
限
を
神
的
無
限
の
う
 

ヌ
ス
 自
身
の
実
例
に
従
っ
て
言
え
ば
、
 こ
 

彩
 は
一
な
る
無
限
の
直
線
に
等
し
い
と
い
 

ニ
ー
一
 性
に
帰
着
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
 

き
口
 
ぅ
ア
し
 
と
が
で
き
る
 か
 
り
で
あ
ろ
う
か
。
 無
 て

 、
こ
と
に
第
二
か
ら
第
三
段
階
 へ
 

ち
へ
投
射
し
、
前
者
か
ら
後
者
を
推
 

の
「
転
移
」
と
は
、
無
限
な
る
三
角
 

う
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
、
無
限
に
お
 

。
だ
が
こ
の
よ
う
な
「
転
移
」
を
 、
 

限
な
る
三
角
形
の
事
態
の
う
ち
に
 神
 の

 「
転
移
」
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
第
二
 

測
し
 、
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
に
掲
げ
た
 

形
に
お
け
る
本
質
構
造
か
ら
、
す
な
わ
ち
無
限
な
 

い
て
は
三
は
一
で
あ
る
と
臆
測
し
、
そ
れ
を
神
に
 

果
し
て
な
お
思
惟
そ
の
も
の
の
必
然
的
な
展
開
で
 

的
 無
限
の
手
 お
 0
 を
観
て
取
る
、
と
い
う
そ
の
 立 あ お る ク の 

思
弁
の
道
を
開
く
た
め
 

そ
れ
は
、
「
数
学
的
な
 

時
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
 

も
鮮
明
化
さ
せ
た
の
で
 

に
 共
通
す
る
性
格
を
 、
 

後
者
を
推
測
し
、
把
握
 

理
解
し
た
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
 こ
 

思
惟
の
展
開
は
 、
 果
し
 

の
 」
か
ら
神
的
な
も
の
 

拠
 づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

 
 

㏄
 的
 0
 を
観
て
取
る
と
い
う
課
題
を
可
能
な
ら
し
め
、
 

同
 

 
 

 
 

レ
を
 

 
 

 
 

と
 

 
 

 
 

て
 

 
 

 
 

ひ
｜
 

Ⅰ
Ⅰ
 

こ
で
次
の
よ
う
な
一
つ
の
疑
問
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

@
@
 

オ
ん
 

ム
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あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

あ
る
。
そ
こ
に
は
 一
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

べ
き
で
あ
り
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

（
 
皿
 ）
 

 
 

 
 

そ
れ
に
従
い
っ
 
っ
こ
 

 
 

 
 

へ
の
「
転
移
」
は
 、
数
 

 
 

 
 

こ
と
は
実
は
逆
な
の
で
 

あ
る
。
こ
の
「
転
移
」
が
行
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
 

 
 

で
に
神
的
無
限
の
側
に
 

 
 

 
 

を
 神
的
無
限
の
ま
 お
 。
 

 
 

三
角
形
に
お
け
る
 干
一
 構
造
を
神
の
三
 ｜
一
 性
へ
と
 
「
転
移
」
す
る
こ
と
は
、
 

イ
マ
ゴ
 

1
 

 
 

 
 

の
 写
し
と
し
て
見
返
す
 

 
 

 
 

換
 と
言
う
べ
き
こ
と
が
 

 
 

 
 

げ
ゅ
 ）
が
、
突
如
と
し
て
、
 

 
 

 
 

乾
 す
る
の
で
あ
る
。
」
（
 

1
 
1
 

）
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

あ
る
限
り
、
そ
れ
は
 

 
 

 
 

め
 前
提
さ
れ
、
そ
の
も
 

 
 

 
 

、
ま
さ
に
こ
の
も
の
の
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クザー メ スにおける，思惟の 構造と特質  
 

 
 

0
 
 
曲
ヨ
 
謂
 ハ
ノ
（
あ
る
Ⅱ
Ⅱ
Ⅴ
は
 

 
 

 
 

こ
か
ら
思
惟
の
活
動
を
 

 
 

 
 

う
 に
そ
の
究
極
的
根
拠
 

 
 

 
 

で
は
そ
の
よ
う
な
根
拠
 

 
 

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

こ
と
と
な
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
 

 
 

 
 

思
想
圏
内
に
生
き
で
 い
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
議
論
の
余
地
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
最
も
基
礎
的
 

 
 

 
 

る
 創
造
的
な
思
惟
能
力
 

 
 

 
 

な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
 

 
 

 
 

け
る
そ
れ
は
、
思
惟
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
 

 
 

 
 

的
形
成
の
写
像
と
し
て
 

 
 

 
 

産
出
す
る
。
」
（
 

2
 
1
 

）
 

 
 

 
 

活
動
の
う
ち
に
そ
の
 

 
 

 
 

惟
は
 、
神
的
な
も
の
の
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と に も こ っ る 仰 の 自 で 決 さ は あ 「 る 写    
 

 
 

て
 直
線
的
な
 

 
 

 
 

の
 内
に
一
種
 

 
 

 
 

な
 根
拠
を
信
 

 
 

 
 

 
 

い
る
点
で
あ
 

 
 

 
 

｜
ヌ
ス
 に
 と
 

 
 

 
 

ぃ
 。
そ
れ
ど
 

 
 

 
 

よ
り
確
か
な
 

 
 

 
 

け
れ
ば
、
 逆
 

 
 

 
 

ま
さ
に
信
仰
 

 
 

 
 

惟
は
神
学
的
 

 
 

 
 

け
る
飛
躍
 る
 

 
 

 
 

三
段
階
へ
の
 

 
 

 
 

へ
の
遠
隔
 で
 

わ
ば
 逆
 方
向
へ
の
「
転
移
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

 
 

と
い
う
こ
と
 

 
 

 
 

後
者
が
採
択
 

 
 

 
 

る
こ
と
は
、
 

 
 

 
 

た
も
の
な
の
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            ける，思惟の 構造と特質 双
 
っ
て
い
る
分
析
に
つ
い
 

升
 
う
は
た
ら
き
は
、
人
問
 

 
 

つ
め
は
た
ら
き
は
、
 
根
 本 の て 
約 数 見 
に 学 な 
は 的 け 
同 は、 れ 
  考 は 
の の な 
構 最 ら 
造 も な 
を 産 ぃ 
も 本   

ち 的 と 
、 に い 

し し う 
か て の 

も ま は 
上 た   

  
曲 形 （ 

  
れ で お 

よ   
  
神 ザ え 
0 l る 
最 ヌ 」 
も ス 宮 基 本よ に 目Ⅰ目の   
動 こ ） 
で の と 
あ 二 ぃ 

101 (209) 

で に 本 態 な 
そのうえさと 度 い換と る 観れ。 がらさ 
こ し こ る れ こ ろ て て 見 な て 
で か と な 、 ろ う 取 い ら い わ 

  

援千 

学 
的 

ま ち を ら 「 で か ら る れ 。 れ 
ず 愚 意 は 数 先 ら れ と る な わ 
わ も 味 、 学 に で る 思 こ ぜ れ 
れ 純 す 破 約 述 あ か わ と な は 

  

は 発 で っ の よ あ か 摘 前 れ 
（ 現 あ て 」 ぅ 

な に   る 非常 め 他 に 。 数 「 し あ が お の 
に な っ 学 ぐ ク か る 、 ぃ 注 
ま ら ま 的 る ザ も 。 さ て 意 
わ な り な 彼 l こ と ら は を 

も の ヌ の い に 持 合   
い る 的 を が お   そか先 一 
  明 こ の ら に 
で が の 窮 策 述 
あ 

        べ 

る ク 一 っか 一 段た 片 

が 
） 

を めこ 惟の「 概数 
  ぐ そ 金 字 

ク 
る が 目 的   

ス 0 段 「 へ なも ザ｜ 思惟 人間 体を 0 間 階 転 の 

      
乃ヌ が 神 化 が 
  " の し 無   

「 最 て 限 」 目 い 

測 「 ろ 申 も 桁 テ な 
る 
」 

0 基 く る   
三里三 で し そ 万由 

と 像本 」的での のも 本 の て こ 自 

し Ⅰ と に あ の 的 逆 も に の 
  し し る 最 横 転 開 立 思 
ま ｜ て て が も 
力 。 @ の 純 、 ふ 
ら 大 枠 こ さ   
占 む 間 な の わ ら べ れ 転 に 
@/ "@ 
つ 

し Ⅰ   瞭 係 き う 返 
に が 点 べ さ 

  示 同 が き ね 
尤 よ @   ず 様 浅 事 は 

  

か性 

と 

呼 
，ま ｜ 

  
@% 
ふ 
さ 

わ 
し 

し Ⅰ   

ぢ女 

白日 

の 

特質 

を 
櫛甘 卍 " 
え 
て 
し Ⅱ 

る 

と     
  
  
  
と 
が Ⅰ 

で 

き 
る 
の 
で 

あ 
る 



  
  

@C  約 6  館 類 の る 
るる 二 。 る き 角で無れこ 形も限をと l ヌ （ そので 他な 。 ） 似未と 

 
 

 
 

 
 

度
 ）
に
し
て
、
 
別
 

 
 

 
 

 
 

た
 、
舌
口
葉
の
上
の
 

 
 

 
 

 
 

小
 唆
せ
ん
と
し
て
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

も
 本
質
的
、
典
型
 

 
 

 
 

を
 解
明
す
る
こ
と
 

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

再
び
 、
 ク
ザ
ー
 ヌ
 

 
 

 
 

と
い
う
場
合
を
見
て
み
よ
う
 

わ
れ
わ
れ
が
普
通
、
あ
る
三
角
形
を
 

も
の
さ
し
 

 
 

 
 

で
あ
る
が
、
 
ク
ザ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

換
え
れ
ば
、
測
る
 

 
 

 
 

一
角
形
を
描
き
、
 
そ
 

 
 

 
 

ら
な
い
と
考
え
る
。
 

 
 

 
 

あ
ら
ゆ
る
三
角
形
 

 
 

 
 

の
 限
定
さ
れ
た
 三
 

 
 

 
 

0
 本
質
的
な
は
た
 

 
 

 
 

，
う
な
い
か
，
り
で
あ
 

 
 

 
 

限
り
、
「
無
限
な
 

 
 

 
 

言
う
こ
と
が
で
き
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クザー メ スにおける，思惟の 構造と特質  
 

 
 

る
も
の
と
し
て
捉
え
 ろ
 

 
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 
「
数
え
る
」
こ
と
 

 
 

 
 

い
か
に
し
て
成
り
立
つ
 

 
 

 
 

つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
 

は
こ
こ
で
省
略
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

，
っ
に
、
 ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 

 
 

 
 

視
点
の
転
換
あ
る
い
は
 

 
 

で
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

は
ま
ず
（
第
一
段
階
 

 
 

 
 

）
、
こ
こ
で
観
取
さ
れ
た
 

 
 

 
 

え
ら
れ
た
）
へ
と
転
移
 

 
 

 
 

 
 

た
 事
態
は
、
ま
さ
に
こ
 

 
 

 
 

 
 

ら
 き
の
構
造
は
、
こ
の
 

 
 

 
 

へ
の
は
た
ら
き
に
 他
な
 

 
 

 
 

ら
の
根
拠
づ
け
に
も
と
 

 
 

 
 

れ
は
ま
さ
に
こ
の
図
形
 

 
 

 
 

 
 

な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
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め ぐ数惟無思以 思 「 的 

る 学 の 限 惟 上 
さ 的 全 へ の わ 
ま な 体 の う れ 
ざ 思 、 約 転 ち わ れは まの 者 は な播 」 移 で ど 

" 造 と の " 
- 冊 論               

五 ザ 、｜ ま ー 間の その ばれ な う 

言 精 持 た 位 ヌ 

い 神 賀 彼 置 ス 

換 に を 独 を に 
え と い 自 占 お   
れ 基 側 柱 ぃ 学 
ら 水 面 目 か 的   
し た み 内 を を 
て 木 に 容 も め 
こ 来 も と っ ぐ   
の 的 た 根 て る   
の 動 よ 冥 か る 
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Some Issues in the Discussion 
of Religious Language 

Tomio Fujita 

In the field of contemporary philosophy of religion, especially in Europe and 

America, the most exciting discussions are being made about religious language. 

Ronald E. Santoni divided the issues of religious language into four divisions, which 

are (1) the Logical Status of religous language, (2) the Question of the Literalness 

of religious language, (3) Cognitivity and ihe Possibility of religious knowledge, and 

(4) Justification, Verification, and Falsifiability. According to his view, I tried to 

make the issues concerning religious language clear. 

Because of the limitation of assigned space to me, I was obliged to confine 

myself to only the former two divisions. But as the divisions are unavoidably 

overlapping and intimately interrelated, I must also treat the rest of divisions. I 

wish to try to do so next time, and to enter the religious dialogue of our time. 

A Reconsideration of the Last 
Testament of Norinaga 

Yoshio Toda 

The last testament of Motoori Norinaga (1730-81) is well designed to clarify 

his personality and view of life. The original observation of this point was made 

by Hideo Kobayashi on "Motoori Norinaga" in Shinchd, June, 1965. Shigeru 

Matsumoto's essay "On the Last Will of Motoori Norinaga" (Journal of Religious 

Studies, No. 193.) might be evaluated as a meaningful advance in which Matsumoto 

adopted Erick Erikson's "Identity Theory" as a method of analyzing the last will 

of Motoori, promoting a better perspective of Kobayashi mentioned above. 

But there is enough ground for discussion of the nature of Identity. Erikson 

classified the core character of Identity into two types, -Individual, Personal & 



Social, National Identity. Which type of Identity would be appropriate in the case 

of Norinaga ? This essay aims to make comments on Matsumoto's essay in terms 

of the above consideration as well as others, and also to present a better foundation 

in order to further the study of this field. 

'Love and Pity' in the Early Buddhism 

Shinkan Murakami 

The writer of this paper considers the concepts of ' love and pity' (KBma, 

pema, mettii and karuyii in PZili), by examining, though briefly, almost all the 

cases in the early Buddhist Canon (Nikayas, Agamas). 

' Love ' (Kiima, chanda, pema) is, referring to its object, considered, on the 

one hand, as a virtue if its object is an excellent one, i. e. Buddha or his disciple, 

or the truth (dharma). But on the other hand the same love is regarded as vice, 

being an attachment to its object and an obstacle to the way to the enlightenment. 

' Compassion and sympathy ' (dayii, anukampii) are mentioned with regard to 

avoiding the destruction of life (p5nStipSta). And Buddha himself is called a 

compassionate one (anukampin, anukampaka). But on the other hand sympathy 

is not always recommended (Sutta-nipiita v. 37). 

' Benevolence (or love) and pity ' (mettii, Rarunii) are different from the above 

mentioned ' love ' (kiima, pema, anukampa). Though benevolence (metta) is used, 

in few cases, with regard to ahimsa (not-killing), it is demanded in many cases 

that one should develop benevolence (mettii) in order to remove hatred or anger, 

which might be a motive for killing or a destruction of life. Thus benevolence or 

pity is chiefly a kind of meditation. The four divine states (brahmauihara), which 

consist of benevolence, pity, joy and even-mindedness, are meditation. As a medi- 

tation benevolence or pity is not to concern to a particular object. 



Eine Betrachtung zum Grundzug 

des Denkens bei Cusanus 

in bezug auf den Sinn des " Mathematischen "- 

Tan Sonoda 

Es ist eine merkwurdige Tatsache in den Schriften Cusanus', da13 uberall i n  

ihnen, und zwar in den theologisch-philosophischen Gedanken, mathematische Probleme 

sehr oft erortert sind. Diese Erwahnungen des " Mathematischen " aber, so mannig- 

faltig und je eigenartig sie sind, stehen immer in einer sehr engen Verbindung 

mit den theologisch-philosophischen Gedanken, und scheinen sich dadurch als einen 

wichtigen Anhaltspunkt darzubieten, wenn man den Grundzug des cusanischen 

Denkens betrachten will. 

Zwar wurde das Mathematische schon seit der Antike wegen seines eigentum- 

lichen Charakters, wie der Genauigkeit oder der Unwandelbarkeit, sehr haufig fur 

das theologische und philosophische Denken gefordert. Pythagoras und Plato z. B. 

fand darin das Mittelbereich zwischen dem sinnlichen und dem ubersinnlichen und 

benutzte es als Beispiel oder Hilfsmittel fur die Erlauterung des Gattlichen und des 

Metaphysischen. Auch Cusanus reiht sich in dieser Tradition, indem er ebenso die 

Eigentiimlichkeit des Mathematischen in acht nahm. 

Bei Cusanus ist aber wichtig, da13 das Mathematische dabei zugleich als Bild 

(imago) des Unendlichen angesehen wurde. Imago des Unendlichen sollte hier 

folgendes bedeuten : Imago ist Bild, worin, es allererst sichtbar wird, was selbst 

unsichtbar bleibt. Imago besagt nicht blo13 Abbild eines Urbi des, sondern darstellende 

Versichtbarung eines Unsichtbaren. 

Es kommt nun darauf an, wie Cusanus im Mathematischen " imago" in seinem 

Sinne einsehen konnte. Er brachte dafur ein eigentiimliches Verfahren vor, das er 

" transsumptio ad infinitum" nannte. Es war namlich eine Denkoperation, die auf 

und durch das Mathematische durchgefuhrt wurde, urn in ihm die Mdglichkeit des 

Imago-seins aufzufinden. Mit diesem Verfahren entwickelte er  sein Denken uber 

das Mathematische, welches aber auch sein Denken uber imago selber war. 

Der Geist des Menschen ist "imago Dei" im eigentlichen Sinne. Cusanus sieht 

(234) 126 



die Imago-Beziehung zwischen dem gbttlichen Geist und dem menschlichen aufge- 

spannt sein. Dazwischen herrscht eine Art " Parallelittit ". Cusanus strebte also 

vermittels des Mathematischen, da es nichts anderes als Wesenstatigkeit des mensch- 

lichen Geistes ist, nach dem gbttlichen Bereich und versuchte dadurch, und zwar 

auf Grund dieser Parallelitat, die gattliche oder metaphysische Sache ins klare zu 

bringen. Insofern spielt das Mathematische bei ihm in den theologisch-philosophi- 

schen Gedanken eine unentbehrliche wichtige Rolle. 




