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序

論我

々

は
常
に

言
葉
を

使
う

の

に

、
言

葉
を

よ

く
知
ら

な

い
。

言
葉

を

コ
ミ

ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の
意

思

伝
達
の

道
具

だ

と
考

え
て
し

ま

う

一

方
で

、
あ

る
言
葉

の

意

味
が

不
明

瞭
で
も

会

話
の
中

で
用

い

る
こ

と

が

で
き
て
し

ま

う
。
言

葉

は
ど
こ
に

で

も
あ
り

、

す
べ

て

に

お

い
て
言
葉

が
必
要

で

あ

る
。

も
は

や

言
葉

で

な

い
も

の
を

思

い
浮

か

べ

る
の
は
不

可

能
で

あ

り

、
言
葉
に

よ

っ
て
す

べ

て
を

見

て

い

る
と
言
わ

ざ

る
を
得

な

い
。

こ
う

し

た
言

葉
に

よ
っ

て
成

立

し
て

い

る
世
界

に
お

い
て
、

宗

教

は
ど
う
考

え

ら
れ
る

べ

き
だ

ろ

う

か
。

こ

う

し

た
疑

問
に
対

し
、

本

稿

で
は
親
鸞

聖

人
も
七

祖

と
し

て
挙

げ

る
古

代
イ

ン
ド

の
仏
教

者
で

あ

る

龍
樹

の
言

語

観
と

、
二
〇

世

紀

前

半
の

言
語

哲

学
者
で

あ

る
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ

イ
ン
の
言

語

観
を

比

較
し
、

宗
教

に
つ
い

て

考

察
し
た
い

。

ウ
ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ

イ

ン
と

龍
樹

の
比
較

思

想

的
研

究
は

、

東
西

で
多

く
為

さ
れ

て

き
た

。

そ

れ
は

主
に

龍
樹
『

中

論

』
に
お
け

る

「
縁
起

」

と
ウ

ィ

ト

ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン
の

後

期

哲
学

に
お

け

る
「
言

語
ゲ
ー

ム
」

に

着
目

す

る

も
の
で
あ

る

。
最

近

の

研
究
で
は

、

龍
樹
と

後

期
ウ

ィ

ト

ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン
を

比

較
す
る

試
み

と

し
て

、
黒

崎
宏

『
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ

ュ
タ

イ
ン

か
ら
龍

樹

へ

私
説
『

中

論
』
』
、

冨

岡
久

美
「

空
と

言
語
ゲ

ー
ム—

ナ

ー

ガ
ー

ル

ジ
ュ

ナ
の
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

的
解

釈

を
め

ぐ

っ
て—

」
１

、
塚
原

典
央
「

言
語
ゲ

ー
ム

と

縁

起

－
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

と

ナ
ー

ガ

ー
ル

ジ

ュ
ナ
の

言
語

批

判
哲

学

－

」
２

、
が
挙

げ
ら
れ

る
ほ
か

、
よ

り
宗

教
的
な

文
脈

の

中

で

、

龍
樹
の
言

語

観
に

着

目
し
『

中
論

』
に
表

現
さ

れ
る

言
語

観

を
分

析

し

た
研
究
と

し

て
は
、

杉

岡
孝
紀
『

親

鸞
の
解

釈

と
方

法

』
３

、
打

本

弘

祐
「

親
鸞
に

お
け

る

言
語

観

」
４

、
「

ナ

ー
ガ

ー

ル
ジ

ュ
ナ

の
言
語

哲
学
」
５

が

あ

る

。
ま

た
、
ウ

ィ
ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン

個
人
の

宗
教

性
に
着

目

し
た

研

究
と

し

て
は

、
星
川

啓
慈
『

増
補

宗

教
者

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
』
、
ウ

ィ
ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
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イ

ン

後
期

哲

学
の

宗

教
へ

の

適
用

の

試
み

と

し
て

は
星
川

啓

慈
『
宗

教
と
言

語
ゲ

ー

ム

』
６

が
あ
る

。
こ

う
し

た

諸
研

究
に
依

拠
し

な

が

ら

、

龍
樹
と
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ

ュ
タ

イ
ン

が

か
か

げ

た
言
語

観
が

、

ど
の

よ

う

な
宗
教
言

語
と
宗

教

的

世
界

観
を

導

出
し
た

か

に
つ

い

て

本
稿
で

は
考

察
し
た

い

。

龍

樹

と
ウ
ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ

ン
は

、
時

代
も
場

所
も

大
き

く
異

な

る
。

一

方
は
古

代
イ
ン

ド
仏

教

の

文
脈

を
持

ち

、
一

方
は
西

洋

哲

学

の
文

脈
を

持
つ
。

い

か

に
類

縁
性
が

指
摘

さ

れ

て
い

る
と

は

い
え

、

い

た
ず

ら
に

思
想
を

並

列

す
る
こ
と

が

許
さ
れ

る

だ
ろ

う

か
。
峰

島
旭

雄
は
、
比

較

思
想

を
「

東

西
の
思

想
を
比

較

し
て

そ

の
類

似

点
と
相

違
点

を

明
ら

か
に
す

る
」
こ
と
で
あ
る

と
言

う

。

７

本

稿

で
も

、
両
者

の

類
似

性
と
差

異

性
に

着

目
し

、
以
下

の
点
に

注

意
し

な

が
ら
論

ず
る

。

本

稿

で
は
龍

樹
の
著

作
『

中

論

』
と

、
ウ
ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

の

著
作
『

哲

学
探

究

』
に
見
ら

れ

る
思

想
内
容

を

中
心
に

扱
う
。

そ

の

際

、『

中

論
』
に

つ
い

て

は

、
複

数
の

註

釈
を
基

に
サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

版
と
漢

文
版
、
現

代
語

訳

が
並

列

さ
れ

、
吟
味
さ

れ
て
い

る

と

い
う
点

か
ら

、
三
枝

氏

の
翻

訳

を
使

用

す
る

。『
哲
学

探

究
』
に

つ
い

て

は

、
鬼

界
氏
の

翻
訳

を

扱
う

。
た
だ
し

三
枝
充

悳
が
指

摘

し

て
い

る

よ
う

に

、
ひ

か

く
に

お

い
て

翻

訳
は
大

き
な

難

問
で

あ

る
。
８

そ

の

た
め

、
双

方
の
著

書

の
中

で
扱
わ

れ

る
主
要

概
念

な

ど

に

つ

い
て

は
、
適

宜
原

義
な

ど
を

調
べ

、

諸
学

者
の

見
解

を
参

照

し
な

が

ら
考
察

す
る

。
ま
た

、

本

稿
は
龍
樹

『

中
論
』

と

後
期

ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ
ン
の

言

語
観

と
、

そ

こ
に
見
ら

れ
る

宗
教

性

の
比

較

に
重
点

を
置

く
た
め

、

龍

樹
が
仏
教

の

文
脈
を

持

つ
宗

教

者

で

あ
り

、
宗

教

性
が

明

白
で
あ

る
と

い

う
点

と

、
現
在

知
り

う

る
龍

樹

の
生
涯

の
ほ

と
ん
ど

が

、

脚
色
の
色

彩

が
強
い

も

の
で

あ

る

と

い
う
点
の

二

点
か

ら

、
龍
樹

の
生

涯

に
つ

い

て

は
多

く
は

述

べ
ず

、

省

略
す
る
。

し

か
し
、

ウ

ィ
ト
ゲ
ン

シ

ュ
タ
イ

ン

に
つ

い

て

は

、
そ

の
後

期

哲
学
に

宗

教
性

が
ど

れ

ほ
ど
含

意
さ
れ

て
い

る

か
不

明

確
で
あ

る
と

い
う
点

、

彼

が
熱
心
な

キ

リ
ス
ト

者

で
あ
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り

、

彼

の
哲

学
と

宗

教
性
が

不

可
分

で
あ

っ

た
こ

と

が
報
告

さ
れ

て

い
る

と

い

う
点
の
二

点
か
ら

、

多

少
そ
の
生

涯

に
つ
い

て

言
及

す

る

。
９

龍

樹
と

ウ

ィ
ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

そ

れ
ぞ

れ

が
持

つ
、
他

の
思
想

か

ら
の

影

響
関
係

に
つ
い

て
は

、
両
者

の
歴
史

的
・
思

想

的

な

文

脈
の

差
異

に
留
意

し

な

け
れ

ば
な

ら

な
い

と

い

う
点

に
お

い

て
、

適

宜

言
及
す
る

も
の
の

多

く

を
論
じ
な

い

。
思
想

内

容
そ

の

も

の

を
問

う
こ

と

を
目

的

と

す
る

た
め

、

中
村

元
の

「
思

想
そ

の

も
の

を

問

題
と
す
る

場
合
に

は

、

真
作
か
偽

作

か
と
い

う

こ
と

は

大

し

て

問

題

と

な

ら

な

い

」
１
０

と

い

う

言

葉

に

な

ら

い

、

龍

樹

と

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ
イ

ン
そ

れ

ぞ

れ

の

著

作

に

つ

い
て

の(

特

に

龍

樹)

、
真

偽
は

問

わ
な

い

。
そ
の

た
め

龍

樹
の
思

想
は

、『
中
論

』
を
中

心
に
扱
う

が
、
適
宜
他

の

著
作

に
つ
い

て

も
言
及

す
る
。

ま

た

、
両

者

の
思

想
の
差

異

に
つ

い

て
有

用

性
や

妥

当
性
と

い
っ

た

観
点

か

ら
の

「
対
決

」
１
１

と

い

う

形
は
取

ら
な
い

。

本

論

内
で
後

述
す

る

よ
う

に
ウ

ィ
ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン

は
敬

虔
な

キ

リ
ス

ト
者

だ
っ

た
。
そ

れ
は

、

彼

の
哲

学
内

に

お
い

て
全
面

的

に

表

現
さ

れ
る

も

の
で

は

な

い
。

し
か

し

、
彼

が
生

涯
に

わ
た

り

、
信

仰

を
捨
て
な
か

っ

た
こ
と

も

事
実
で
あ

る

。
本
論

で

は
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の

後

期
哲

学
「

後
期

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
」
に
着

目
し

、「
言
語

ゲ
ー

ム

」
に
よ
っ

て
宗

教
言
語

が
ど

の

よ

う

に

捉
え

ら
れ

る

の
か

と

い

う
点

に
つ

い

て
探

り

た

い
。

ま
た

、

龍
樹

の

人

間
の
言
語

慣
習
へ

の

考

察
に
富
ん

だ

仏
教
観

は

、
こ

れ

ま

で

も
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ

イ
ン

の
「
言

語
ゲ

ー

ム

」
と

パ
ラ

レ

ル
に

比

較
さ
れ

て
き

た
。
本

稿

で

は
、
両
者

の

歴
史
的

・

文
化

的

脈

略

に
留

意
し

つ

つ
も

、
比

較
に

よ
っ

て
類
似

性
が

見
い

だ
さ

れ

る
言

語

観
が
、

ど
の

よ
う
に

宗

教

を
言
語
に

お

い
て
語

る

の
か

と

い

う

観
点
か
ら

考

察
し

た

い

。
第

一
章
で

は
龍

樹
の

思
想

を
、

重

要
な

概

念
を
中
心
に

吟
味
し

、

第

二
章
で
は

ウ

ィ
ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ

ン

の
宗

教
性

と

「
後

期

ウ

ィ
ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン

」
を

中
心

と

し
た

思

想

展
開
に
つ

い
て
考

察

す

る
。
第
三

章

で
は
両

者

の
類

似

性

か

ら
出

発
し

、
両
者

の

言

語
観

と
宗

教

観
に

お

い

て
、

ど
の

よ

う
に

宗

教
な
い

し
宗

教

言
語
が

展

開
さ
れ
る

の

か
に
つ

い

て
考
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察

す

る
。 

   本

論 第

一

章 

龍

樹
の
思

想 

 

第

一
節 

龍
樹
と

そ
の

著

作 

龍

樹(

ナ
ー

ガ

ー
ル

ジ
ュ

ナ
一
五

〇

年—

二

五
〇

年

頃)

と

は
、
古
代

イ
ン

ド

で
に

お
け
る

大

乗
仏
教

の
思

想

家
で
あ

る
。
南

イ
ン
ド

の

バ

ラ
モ

ン
出
身

と

さ
れ

、
部

派

仏
教

か
ら

後
に
大

乗
に
転

じ
て

、
初
期

の

般
若

経

典
か

ら
空
の

思

想
を

、
理
論
的

に
基

礎
づ
け

た
。

サ

ー

タ
ヴ

ァ

ー
ハ

ナ
王
朝

の

国
王

の

も
と

で
政
治

に

も
参

与
し
た

と

言
わ

れ

て
い

る
。『
中

論
』
を

著

し
た

と

さ
れ

、
弟
子
の

聖
提

婆

(

ア

ー

リ

ヤ

デ

ー

ヴ

ァ
一

七

〇—

二

七

〇

年

頃)

と

共

に
中

観

学

派
１
２

を

確

立

し

た

。

大

乗

仏

教

思

想

は
、

す

べ

て

龍
樹

の

影

響

下

に

あ

る

こ
と

か

ら
、
仏

教
に

お

い
て

八

宗
の

祖

と
言

わ

れ
る

ま

た
、

真

宗
に

お

い
て

は
七
祖

と
し
て

扱

わ
れ

る
。
１
３ 

龍

樹

の
著
作

に
は

『
中
論

』
、
『

空
七

十
論

』
、
『
ヴ

ァ

イ

ダ
ル

ヤ
論

』
、
『
宝

行

王

正
論

』
な
ど

が
あ

る

。
ま
た

、
他

の

重
要

な
『
大

智

度

論

』
、
『

十
住

毘
婆
沙

論

』
な

ど

が
あ

る

。
『
中

論

』
を

代

表
と

す
る
論

理

的
な
著

作
か

ら
『
宝
行

王
正

論

』
と

い
っ
た

王

へ
の

訓

戒

を

説

い
た
著
作

な

ど
、

そ

の
内
容

に
は
龍

樹
の

多

彩
な
人

物
像

が

見
て

取

れ

る
。
本
稿

で
は
『

中

論

』
を
中
心

に

論
じ
る

が

、
序

論

で

も
述

べ

た
通

り

、
上

記

す
べ

て

を
龍

樹

の
著

作
で
あ

る

も
の

と

し
て

扱

う
。 
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第

二

節

龍

樹
に

お

け
る
戯

論

龍

樹

は
以

下

の
よ

う

に
、
『
中

論
』

最

序
盤

に
お

い

て
「

八

不
」

を

表
す

。

〔
何

も
の

も

〕
滅
す

る
こ

と

な
く(

不

滅)

、〔

何
も

の

も

〕
生

ず
る

こ

と
な

く(

不
生)

、〔
何

も

の
も

〕
断
滅
で

は
な

く(

不
断)

、

〔

何
も

の
も

〕
常

住

で
は

な

く(

不

常)

、
〔

何
も

の

も

〕
同

一
で

あ

る
こ

と

な

く(

不

一
義)

、
〔

何

も

の
も

〕
異

な

っ
て

い

る
こ

と

な

く(

不

異

義)

〔

何
も

の

も

〕
来

る

こ
と

な
く(

不

来)

、
〔

何
も

の
も

〕
去
る
こ
と

の
な

い(

不
去)

〔
よ
う

な
〕
、
〔
ま

た
〕
戲

論(

想

定
さ

れ

た
議

論)

が
寂

滅

し
て

お
り

、
吉
祥

で

あ

る(

め

で
た

い)

、

そ

の
よ
う

な
縁

起
を
説

示

さ
れ
た

、
正

し
く
覚

っ
た

者(

ブ

ッ
ダ)

に
、

も

ろ
も

ろ

の
説

法

者
の

な

か
で
最
も
す

ぐ

れ
た

人

と
し

て

、
私

は

敬
礼

す

る
。
１
４(

帰
敬
偈)

 

『

中

論
』
の
註

釈

を
行
っ

た

月
称(

チ

ャ
ン

ド
ラ

キ

ー
ル

テ

ィ)

１
５

は

こ
れ

を
帰
敬

偈

と
し
て

扱
う

た

め
、
第
一

章

と
は
区
別

し
て
お

り

、

そ

の
重

要
性

が
窺
え

る

。
「
八

不

」
は

、
戲

論

寂

滅
の
涅
槃

の

立
場

を

簡

潔
に
宣
言

し

て
い

る
と

同
時
に

、
『

中
論

』
に

お
け
る

反

論

の
形

式

を
も

表

現
し

て

い
る

。
つ

ま

り
、
他

学

派
・
他
宗

派
の
、
有

自

性
論

的
な
主
張

に
お
け

る
「

生
滅

」
、「

断
常

」
、「

一

異
」
、

「

来

去

」
を

論
破

す

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

戲

論
寂

滅
の

涅
槃

の
立

場

が
明

示

さ

れ
る
と
い

う

『
中

論

』

の
形
式
を

表

し
て
い

る

の
で

あ

る

。
ま
た

、
こ
の
八
不

か

ら
は

、
龍
樹
が

ブ
ッ

ダ
の
教

説
の
根

本

的
立

場

を

、「
縁

起
」
で

あ
っ

た
と
考

え

て
い

た

こ
と

が
分
か

る
。

１
６

後
に

詳
述

す

る
が

、
『
中

論
』
第

二
四

章

一
八
偈

で

は

、
「
お

よ

そ
、
縁

起
し
て

い
る
も

の
、
そ

れ

を
、
わ
れ

わ
れ
は
空
で

あ
る
こ

と(

空

性)

と

説
く

。
」
１
７

と

述

べ
ら

れ

る
と

お

り
、
「

縁

起
」
の

道
理

は
「

空

」
と

等

号
で

結

び
つ

け
ら
れ

る
。

で

は

、
八

不
に

も

言
及
さ

れ

て
い

る
「

空
」
へ
と

至

る
過

程

に
お

い

て
、
寂

滅
さ

れ
る

べ

き
「
戯

論
」
と

は
一

体

な
ん
で
あ

る
か
。
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辞

書

に
よ

る

と
「
戯

論
」
と

は

、「
分

別
が

言

語
に

現
れ
る

こ

と

。
」
、「

衆
生

の

本
体

と
し
て

の
種
子

に

同
じ

。
」
、「
妄

分

別
の
こ

と

。
」
、

「

差

別
的

対

立

。
」
、
「
形

而

上
学

的

議
論

。
」
、「

無

益

な
言

論

。
」
、「

実
の

な

い
言

語
の
往

復

。
道

理
を
欠

い

た
思
慮

分
別
。
た

め
に
な

ら

ぬ

議
論

。
」
、
「
妄

想
の

こ

と

。
」
な

ど
、
そ
の

意

味
は
非

常
に

多

義
的

で

あ
る

。
１
８

そ

も
そ

も
「
戯

論

」
と

は
、
鳩

摩
羅
什

に
よ

る

漢

訳

で

あ
り

、
サ

ン

ス
ク

リ

ッ

ト
語

で
は

「p
r
a
p
a
ñ
c
a
(

プ

ラ

パ
ン

チ
ャ)

」

と
言

う
。
プ

ラ
パ

ン
チ

ャ
の

原
義

は

、
梵

和
辞

典
に
よ

る

と
「
拡
大

」
、
「
発

展
」
、
「

冗

長

」
、
「

増
大

」
、
「

分

化

」
、
「
複

雑
化

」
と

あ

り

、
１
９

梵

英
辞
典

に
は

d
i
v
e
r
s
i
t
y
(

多
様
性)

２
０

の
意

味

も

見
ら

れ

る
２
１

が

あ

る
こ

と

を
指

摘

し
て

い

る
。
ま

た

、
パ

ー
リ

仏
典
で

は
「p

a
p
a
ñ
c
a

」
と
呼

ば

れ
、
「
渇

愛
」
や
「
見

解

」
の

類

義

語

、
あ

る
い

は
総
称

と

し

て
用

い
ら

れ

、
ブ

ッ

ダ
の
境

地
と

し

て
「

寂

静

」
と
と
も

に

「
パ

パ

ン

チ
ャ

の
切

断

」
が
説

か

れ
て

い

る

こ
と

が
指
摘

さ

れ
て

い

る
。
２
２

『

中

論

』

内
で

は

、

業
と

煩
悩

と

が
滅

す

れ
ば

、
解

脱
が
〔

あ
る

〕
。
業

と
煩
悩

と

は

、
分

析
的

思

考(

分

別)

か

ら
〔
起
こ

る

〕
。
そ

れ
ら
〔
分

析
的

〕

は

、
戯
論(

想
定
さ

れ
た

議

論)

か

ら
〔
起

こ
る

〕
し
か

し

、
戯

論
は
空

性(

空
で

あ

る
こ
と)

に

お
い
て

滅
せ
ら

れ

る
。
２
３(

第

一

八

章

第
一

五

偈)
 

と

、
明

確
に
「

戯
論

」
は
空

性
に

よ

っ
て

寂

滅
さ

れ

る
も

の

で
あ

る

こ
と

が

示
さ

れ

る
。
ま
た
、
チ

ャ

ン
ド

ラ
キ
ー

ル
テ

ィ(

月
称)

は

、
『

中

論

』
の

注

釈
書
で

あ
る
『

プ

ラ
サ

ン
ナ

パ

ダ
ー

』
に

お
い

て
、
「

実
に

、
戯
論

と
は
、
語
言(

こ
と

ば)

で
あ
る

」
２
４

と

解

説

し

て

い
る

。

諸

学

者
の

翻

訳
・
解

釈
で

は

、
「
言

語

的
展

開(

立

川

武
蔵)

」
２
５

、
「

形

而
上

学

的
議

論(

中
村

元)

」
２
６

、
「

想
定
さ

れ
た

論
議(

三

枝

充

悳)

」
２
７

、
「

こ
と

ば
の
虚

構
性(

梶

山
雄

一)

」
２
８

、
「

こ

と
ば

の

虚
構(

斎

藤

明)

」
２
９

「

現

象
的
な

も
の
が

顕

現
し
流

布
す
る
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(
長

尾

雅

人)

」
３
０

、
「

言

語

的

多

元

性(

五

島

清
隆)

」
３
１

と

し

て

お

り

、
そ

れ

ぞ

れ

が

様

々
な

翻
訳
・

解

釈

を

し

て
い

る
こ

と

が
見

て

取

れ
る

。
し
か

し

、
上

記

の
用

例

で
は

、
「
こ

と

ば

」
と

い
う
点

に
お

い

て
共

通
し
て

お
り
、
言

語

の
多

様
な

あ

り
方

が
虚
構

性
を

生

み

、

そ
の
虚
構

性
に
よ

っ

て

あ
ら

ゆ
る

議

論
が

行
わ

れ
て

し
ま

う

と
い

う

、

動
的

な
意

味
が
見

て

取

れ
る
。
こ

れ

ら
を
ま

と

め
る

と
「

戯
論

」
と

は

、
「
言
語
の

多
元

性
・
多

様
性
、
そ

し
て

そ

れ
に

よ
っ
て

生

ま
れ

る
人
間

に

と
っ
て

不
可
避

な
虚

構

性
と

、
そ
の

中

で

為

さ
れ

る
議
論

」
の
こ

と

を
指

す

と
考

え

ら
れ

る

。

第

三

節

龍

樹
に

お

け
る
中

道
・

縁

起
・

空

八

不

に

述

べ

ら

れ

る

戲

論

の

寂

滅

を

目

指

す

た

め

に

は

ど

の

よ

う

な

立

場

を

と

る

べ

き

な

の

か

。

龍

樹

は

、
「

中

道(
m
d
h
y
a
m
ā
 

p
r
a
t
i
p
a
t
)

」
と
い

う
立

場
に
立

つ

べ
き

だ

と
言

う

。「
お

よ

そ
、
縁

起
し

て

い
る

も

の
、
そ

れ
を

、
わ

れ
わ

れ
は

空
で
あ

る

こ
と(

空

性)

と

説
く

。

そ
れ

は
、
相

待

の
仮

説(

縁

っ
て
想

定
さ
れ

た
も

の)

で

あ

り

、
そ

れ
は

す

な
わ

ち
、
中
道

そ
の

も

の
で

あ

る

。(

第
二

四

章

第

一

八

偈)

」
３
２

ま

た

、
龍

樹

は

、
自

身

の
論

・

立

場

が

仏

説

に

依
っ

て

い

る

こ
と

を

明
示

し

て

い

る

。

先

述

し

た

帰

敬

偈

で

は

、「

正

し
く
覚

っ
た
者(

ブ

ッ
ダ)

」
に
敬

礼
す

る
旨
を
述

べ
て

い

る
ほ

か

、
３
３

『

中
論

』
の

末
尾

に

お
い

て

も
ま

た
、
ブ
ッ

ダ
に

言

及

す

る

。
３
４

ブ

ッ
ダ
に

始
ま

り

ブ
ッ

ダ

に
終

わ

る
形
で

、
立
場

を
明

ら

か
に

し

な
が

ら

龍
樹

は

、『
中
論

』
第
十

五
章

第

七
偈

に

お
い

て
「

中
道

」
に
、
以
下
の

よ

う
に

言

及
す

る

。
「
『
カ

ー
テ

ィ
ヤ

ー

ヤ
ナ

へ

の
教

え

』
に
お

い
て

、
「

存
在(

も
の
・
こ
と)

」
と
「

非
存

在(

の

も
の

・

こ
と)

」
と

を

正
し
く

知
っ

て

い
る

世

尊
に
よ

っ
て

、
「
有
る

」

と
「
無
い

」
と
い

う
二

つ
は
、
と

も
に
否

定

さ

れ
た
。 

(

第

一

五
章

第

七
偈)

３
５

」
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こ

の

よ
う

に

、
龍
樹
は
『

カ

ー

テ
ィ

ヤ

ー
ヤ

ナ
へ

の
教
え

』
３
６

を

取
り

あ
げ

、「

中

道
」
が
ブ
ッ

ダ
の
「
非

有
非

無

」
の
悟
り

と
、

教

説

の
本

質

を
表

す
言
葉

で

あ
る

こ

と
を

主

張
し

て

い
る

。
そ
し

て

、
こ

の

中
道

の
精
神
に

よ
っ

て

、「
自

性(
s
v
a
b
h
ā
b
a
)

」
３
７

と
い

う

本

質

や
固

有
の

性

質
は

、

存

在(
b
h
ā
b
a
)

で
も

非

存

在(
a
b
h
ā
b
a
)

で
も

な

い

た
め

に

、
「
無
自

性

」

で
あ

る
と

述

べ
ら

れ
る

の
で
あ

る

。
３
８

で

は

、
「
自

性

」
が

存
在
で

も

非
存

在
で

も

な
い

と
述

べ
ら

れ
る

論

理
は

何
か

。
そ
れ
は

、
「
縁

起

」

の
相
互
依

存

性
に
よ

っ

て
で

あ

る

。

前
述
の
「

八

不
」
な

ど

に
も

よ
く

表

さ
れ

て

い

る
が

、
龍

樹

は
日

常

的
に
展
開
さ

れ

る
言

語

の

あ
り
方
と

思

考
の
関

係

、
そ

し

て

そ

れ
に

よ
っ

て
概
念

や

観

念
が

生
起
さ

れ
、

実

体

化
・

固
定

化

が
為

さ

れ

て
し
ま
う

こ

と
を
看

破

し
て
い
る

。

と
い
う

の

も
龍

樹

は

、
概
念
や

観
念
が
、
相

依

性
３
９

、
つ

ま
り

相
互

依

存
的
に
成
立

す

る
も

の

で
あ

る
と
考

え
る
。
あ

る

概
念
「

Ａ
」
は

、「

非

Ａ

」

の

捨

象

に
よ

っ
て
成

立
す

る

一

方
で

、
「
非
Ａ
」

が

な

け
れ

ば
決
し

て
成

立
し

な
い

。
「
Ａ

」
は

「
非

Ａ
」

と
の

対

照
に

よ
っ

て
そ
の

違

い

を
露

わ

に
し

、
「
Ａ

」
が
「
Ａ

」
で
あ

る
た

め

の
根

拠

や
特

徴

を
得

る

。
そ
し

て

こ
れ

は
、
逆

に
「
非
Ａ

」
に

も
言

い
得
る

こ
と

で

あ

り

、
「
非
Ａ

」
は
「
Ａ

」
に
よ

っ

て
成

立
し
て

い

る
の

で

あ
る

。
こ
れ

ら

相
互

依

存
的
な

関
係
に

よ
る

概

念
の

成

立
は

、
あ
る

概

念

と

あ
る
概

念
の

二

者
間
に

お
い

て

成
立
す

る
も

の

で
は

な

い

。「A

」
が
「B

」
と
相

互

依
存

的
に
成

立
し

て

い
る
と

き
、「B

」
は
「C

」

と

相

互

依
存

的
に

成

立
し

て

お

り
、
「C

」

は

「D

」

と…

と

い

っ
た

形
で
存

在
の
全

体
へ

と
波
及

し
て

い
く
。
「
相

互
依

存
」

の
言
語

の

あ

り

か

た

に

よ

っ

て
生

ま

れ

る

虚

構

性
を

、
「

縁

起(
p
r
a
t
ī
t
y
a
s
a
m
u
t
p
ā
d
)

」
４
０

と

い

う

。
４
１

「

自

性

」

が

存

在

で

も
非

存

在
で

も

な

い
と
述

べ
ら

れ

る
の

は

、
存

在
が
退
け

ら
れ

る

と
き

、
相

互
依

存
的

に

成
立

す

る
非

存

在
も

ま

た

、
あ
り

得
な

い
か

ら
で
あ

る
。

こ

の

よ

う
に
縁
起

は

、
相

互

依

存
的

に
ネ

ッ

ト
ワ

ー

ク
と
し

て
無

限

に
存

在

の
全
体

へ
と

広
が
り

、

概

念
や
認
識

、

言
語
な

ど

を
成
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立

さ

せ
る

こ

と
で

、
現
象

が

実
体

性

を
持

つ

と
錯

覚
さ
せ

る

。『
中

論

』
は

こ

う
し

た
相
互

依
存
性

を
、
因
と

果
や

運

動
と

変

化

、
同

一

と

別

異
、

主
と

客

、
こ

と

ば

と
対

象
と

い

っ
た

概

念
を
解

体
し

て

い
く

こ

と

を
通
し
て

鮮
明
に

し

て

ゆ
く

の
で
あ

る
。

そ

し
て
究

極

目

的

は
、
相
互

依

存
に

よ

る
実
体

性
や

虚

構
性

の
錯

覚
を

消
滅

さ

せ
、
「

空

」
を
露
わ
に

す
る

こ
と

で
あ
る
。

だ

か
ら
こ

そ

、
「
相

互

依

存

」
そ

の
も

の

は
、
証

明
す
べ

き
論

で

は
な

く

、
固
有

の
性

質(

自

性)

を
持

つ
実
体

と
実

体
の

間
に

は
、

関

係
が

不
成

立
で
あ

る

こ

と
を
証

明
す

る

た
め

の
理
由
・
過

程
な

の
で

あ

る

。
４
２

『

中

論

』
二
四

章

一
八

偈

で
は
、「
お

よ

そ

、
縁

起

し
て

い
る

も

の
、
そ

れ

を

、

わ
れ

わ
れ

は
空
で

あ

る

こ
と(

空
性)

と
説

く

。

そ
れ

は
、

相

待
の

仮

説(

縁
っ
て
想

定
さ

れ

た

も
の)

で
あ

り
、

そ
れ

は
す
な

わ

ち

、
中

道

そ
の

も
の
で

あ

る
。(
第
二

四

章
第

一

八
偈)

」
４
３

と

言

及
さ

れ

て
お

り

、
縁

起
は
空
性

に
他

な

ら
な
い

も
の
の

、
そ
れ

は

仮

設
さ

れ

た
も

の

に
過

ぎ

な
い

こ

と
が

明

示
さ

れ

、
「
縁

起
し
て

い
る

も

の

」
が
「

空

」
で
あ

り

、
こ
の

姿

勢
が
「
中
道

」
で
あ

る

と

述

べ
ら

れ

る

。
ま

た
こ

の
点
に

つ

い
て

中

村
元
は

、「
縁
起

は
常

に
理

由
で
あ

り

、
空
は
常
に
帰

結
で

あ

る

。
無

自
性

は
縁
起

に

対

し

て

は
帰

結

で
あ

る

が
、
空

に
対

し

て
は

理
由
で

あ

る

。
」
４
４

と

し

て

、
「
縁

起→

無
自

性→

空
」
と
い

う
論
理

的
基
礎

づ
け

の

順
序

を

強

調
す

る

と
と

も

に
、「
空
」
の

導
出
の

重
要
性

に
言
及

し

て
い

る
。
４
５

で

は

、
こ

の
論
理

的
な
順

序

に
よ

っ
て
、
中
観
思

想

の
中

心

的

教

義
と

し
て

帰

結
さ

れ

る

「
空

」
と

は

何
で

あ

る

か
。
実
体

的

な
も

の

の
虚
構

性
を

看
破
し

て

直

観
し
、
こ

れ

を
寂
滅

さ

せ
る

こ

と

に
よ

っ

て
導

出
さ
れ

る

の
が
「

空

」
で

あ
る

。
中

村
は

、
「
縁
起

」
、
「

無

自
性

」
、
「
空
」
の
順

序

は
可

逆
的
な

も

の
で
は

な
い
と

述

べ

る
。
４
６

こ

の

点

か
ら
、
「
縁

起
」
が
言

語
の
相

互

依
存

性
に
よ

る

虚
構

の
成
立

を

示
し
、
「
無
自

性
」
は
相
互

依
存
的
に

成
立
し

て

い

る

の
み

で
も

の

の
本

質

と

な
る

よ
う

な

自
性

が

な

い
こ

と
を

示

し
、

体

得
さ
れ

る
究

極

的
な

真

如

と
し
て
は

実

体
な
ど

な

い
こ

と

を

よ
り
強

調
し

て
示
す

た

め
に

、「
空

」
と
い
う

語
が
使

用
さ
れ

る

と
考

え

ら
れ

る
。
龍
樹
は
自

身

の
こ
と

を
「

空
性
論

者
」
４
７

と
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自

称

し

た
と

さ
れ

る

よ
う

に

、
「
空

」

は
中

観
思

想
に

お
い

て
最
も

中
心

的

に
扱
わ

れ
る

。
サ
ン

ス
ク

リ
ッ
ト
語

で
「Ś

ū
n
y
a
t
ā

」
と

言

い

、
辞
書

に

よ
る

と
「
空

虚

」
、「
孤

独

」
、「

荒
廃

」
、「

放
心

」
、「
乱

心

」
、「

空

」
、「
無

」
な
ど
の
意
味

が
あ

る

。
４
８

こ
の
「Ś

ū
n
y
a
t
ā

」

の

原

語
で

あ

る
形

容

詞
の

「ś
ū
n
y
a

」
４
９

は

、
「

膨
張

す

る
」

を
意
味

す

る
「ś

ū
 
(
 
ś
v
ā

）
」
５
０

の
過
去

分
詞
「ś

ū
n
a

」
５
１

か

ら

発
展

し

、
「

膨
張
す

る
こ

と

」
、
「

空

虚

」
、
「

欠
如

」
を

意

味
す

る
。
５
２

長

尾

雅
人

は

、
空
に

つ
い
て

、
「
ふ

く

れ
あ

が
っ
た

も
の

は

中
が

う

つ

ろ

で

あ
る｡

」
と

の
べ

、
「

実
体

性

」
は

限
定
さ

れ

た
も

の
に
過

ぎ
ず

、
「

勝
義

に

お
い

て
い

え

る

こ
と
で
は

な
い
」

と

主

張
す
る
。

実

体

性

は
言

語
の

多

様
性
に

よ

っ
て

相
互

依

存
的
に
成

立
に

お
け

る

す
る

も

の
で
し

か
な

く
、
そ

れ

ら

の
本
質
は

「

う
つ
ろ

」

な
の

で

あ

る
。

第
四

節

龍

樹
に

お

け
る
二

諦

勝

義

的

真
実
が
、
言

語
活

動
を

停
止
す
る

こ

と
に

よ

っ

て
得

ら
れ

る

な
ら

ば

、

そ
れ

は
ど

の
よ
う

に
し

て
説

示
さ

れ

る
の

だ
ろ
う

か

。

龍

樹
は

「

勝

義

諦(
p
a
r
a
m
ā
r
t
h
a
-
s
a
t
y
a
)

」

と

「
世

俗

諦(
s
a
ṃ
 v
ṛ t

i
-
s
a
t
y
a
)

」
の

「
二
諦

」

と

い

う
二

つ

の

真

実
の

あ

り

方

に

よ

っ
て
示

さ
れ

る

と
言

う

。
５
３

二

諦

説
の
教

え
は

、

以
下

の

よ
う

に

『
中

論

』
第

二

十
四
章

に
説

か

れ
る
。

二

つ

の
真

理(

二
諦)

に
も

と

づ
い

て

、
も

ろ

も
ろ

の

ブ
ッ

ダ

の
法(

教
え)

の
説
示

〔
が
な

さ
れ

て
い
る

〕
。

〔

す

な
わ

ち

〕
、
世
間

の
理

解
と
し

て

の
真

理(

世

俗

諦)

と

、
ま

た
最

高
の
意

義
と

し

て
の

真
理(

勝

義
諦)

と
で
あ

る
。
５
４(

第

二

十

四
章

第

八
偈)

 

つ

ま

り

、
龍

樹
に

と

っ
て
二

諦

の
教
え
と

は

、
仏

所

説
で
あ

る
こ

と

が
分

か

る

。
ま

た
、
次

の
第

九

偈

で
は

、
二

諦

の
区

別
を
知
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ら

な

い
者

は

ブ
ッ

ダ
の
教

え

の
真

理

を
知

る

こ
と

が

で
き

な

い
と

述

べ
ら

れ

、
５
５

第

一
〇
偈

で
は
「

世

間
の
言

語
慣

習

」
に

依

拠
し

な

け

れ
ば
「

最
高
の
意
義

」
は
説

示

さ
れ

ず
、
涅

槃

も
達
せ

ら
れ

な

い
と

説
か
れ

る

。
５
６

こ

の
点
か

ら

、
世
俗

諦
と

は
世
俗

的

な
言

語

慣

習
で

あ

り

、
「
勝
義

諦

」
と
は

最

高
の

意
義
・
真

理
で

あ

る
こ

と
が

分

か
る

。
ま

た
、
こ
の

最

高
の
真

理
に
つ

い
て
『

中

論
』
第

一

八

章

第
七

偈
で

は

、
「
心

の

作
用

領
域(

対
象)

が

止
滅

す

る
と

き
に

は

、

言
語

の
〔
作

用
領

域(

対
象)

は
〕

止

滅
す

る

。

ま
さ
に
、

法

性(

真

理)

は

不

生

不

滅

で

あ

り

、

ニ

ル

ヴ

ァ

ー

ナ(

涅

槃)

の

よ

う

で

あ

る

。(

第

十
八

章

第

七

偈)

５
７

」

と

述

べ

ら

れ

る

よ

う

に

、

言

語

の

停
止
に
よ

っ

て
達

成

さ

れ
る

も
の

で

あ
る

の

で

、
そ

れ
そ

の

も
の

と

し

て
は

決
し

て
語
る

こ

と

が
で

き
な
い

不
可
言

な

も
の

だ

が

、

世
俗

的
真

理
と
し

て

な

ら
、

言
語
の

使
用

に

よ

っ
て
他
者

へ

と
示

し

得
る
の

で
あ

る
。
た

だ

し

、
『

大

智
度
論
』

で

龍

樹
が
、

「

指

月
の

譬

え
」
５
８

と

し

て

、
月(

真

理)

を
指(

言

葉)

で
さ

し

て
教

え
よ

う

と
す

る

と
き
、
指
そ

の

も
の
が

月
で

あ

る
と
考

え
て

は

な

ら

な

い
と
説
く

よ

う
に

、
世

俗
的

言
説

に

お
い

て
真

理
は

述
べ

ら

れ
る

も

の

の
、

そ
れ
を

勝
義

的

真

理
で
あ
る

と

錯
誤
し

て

は
な

ら

な

い
の

で

あ
る

。
こ
の
意

味
で

、「

こ
れ

ら

二
つ

の
真
理(

二

諦)

の

区
別

を
知
ら

な

い
人

々

」
５
９

は

真
理
を

得

な
い
の

で
あ
る

。
そ

し

て

、
世

俗

と
勝

義
の
関

係
に
つ

い

て
長

尾

雅
人
は

、「
世

俗
と
勝

義
と

は

、
何
れ

も
全

世
界
的

で

あ
る
。
」
６
０

と

述

べ
、「

二

諦
は
全

世

界

的
で

あ

る

。
」
６
１

と

述

べ

る
。
両

者
は

確
か
に

世

俗
の
言

語
使

用

上
で

は
「
区

別

」
さ

れ
る
も

の

で
あ

る

が
、
一
方
が
一

方
に
対

し

て

部

分
で

あ
る

と

い
う
関

係

性
を

持
つ

わ

け
で

は

な

い
。
修
行

者

は
た

だ

勝

義
の
み
を

求
め
れ

ば

よ

い
と

い
う
こ

と
で

は

な
く
、

世

俗

諦
に

依

拠
し

な

け
れ

ば
最
高

の

真
理
へ

の
到

達
は
達
せ

ら
れ

な

い
の

で

あ
る

。
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第

二

章

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

の
思

想

第

一

節

前

期
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

か

ら
後

期
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
へ

ル

ー

ト
ヴ

ィ

ヒ
・

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン(
L
u
d
w
i
g
 
J
o
s
e
f
 
J
o
h
a
n
 
W
i
t
t
g
e
n
s
t
e
i
n
,

一

八
八
九

－
一
九

五
一)

の
哲
学

は
、
前

期

と

後

期
に

大
別

さ

れ
る

。
『
論
理

哲

学
的

論
考

』(

以
下

、
『
論

考

』)

を

中

心
と

す
る
前

期
の

思

想

体
系

は
主

に

「
前

期
ウ

ィ
ト
ゲ

ン

シ

ュ

タ
イ

ン
」
と
呼
称

さ

れ

、
『

哲

学
探

究
』(

以

下

、
『

探
究

』)

を
中

心

と
す

る
後

期

の
思

想
体

系
は

「
後

期

ウ
ィ

ト
ゲ

ン
シ
ュ

タ

イ

ン
」
と

呼
称

さ

れ
る

。
６
２

ま

ず

、
ウ
ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ

ン
は
前
期

思

想
に

お

い

て
、

あ
ら

ゆ

る
哲

学
の

核
と

な
る
よ

う
な

問

題

が
、

思
考

さ

れ
る

こ
と
そ

れ

自

体

に
対

し
て

、
無
頓

着

な

ま
ま

思
考
さ

れ
て

い

る

こ
と

を
明

ら

か
に

し

よ

う
と
し
た

。

そ
し
て

、

そ
の

た
め

に

は
思
考

の

限
界

を

画

定
す

る

こ
と

が
何
よ

り

も
先

決

だ
っ

た

。『
論

考

』
に
お

い

て

、
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ
タ

イ
ン
は

言
語

を

、
現
実

の
対

象
の
代

理
物

で

あ

る(

写

像
の
論

理)

と

考

え

た
。

そ
し

て

、
こ

の

代

理
物

が
さ

ま

ざ
ま

に

配

置
さ
れ
る

こ

と
に
よ

っ

て
思
考
が

可

能
に
な

る

と
考

え

た

の
で

あ

る

。
そ

の
上

で

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
は

、「

お
よ

そ
語

ら

れ
う

る

こ
と

は
明
晰

に
語
ら

れ

う
る

。
そ
し
て

、
論
じ

え

な

い

こ
と

に

つ
い

て

は
、
ひ

と

は
沈

黙

せ
ね

ば
な

ら

な
い

。
」
６
３

と

述

べ

る
。
こ

の
点
に

示
さ
れ

る
「

語

り

え
な
い

も
の
」
と
は

、「

神

秘

的

な
も

の

」
、
「
論

理
」
、
「

主

体
」
、
「

倫
理

」
、
「

美

」
な
ど

、
あ
ら

ゆ
る

形

で
言

及

さ
れ
て

い
る

。
一

方
、
「

後
期

ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ

ン

」
と

呼
称

さ

れ
る
ウ

ィ

ト
ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

の

思
想

は
、

主

に
彼

が

再
び
ト
リ
ニ

テ

ィ
ー
・

カ

レ
ッ

ジ
の

大

学
院
に

再

入
学

し

、
哲

学
を
再

開
し

た
後

に

展
開

さ

れ
た

も

の
を
指

す

。
中

心

著
作

は
『

哲

学

探
究
』(

以
下
、
『

探

求
』)

で

あ

り
、
そ
の
思

想
内
容

は

、
前

期
か

ら
大

き

な
転

換

を
遂

げ

て
い

る

。『
探

求

』
は

、
形
而

上
学

的

だ
っ

た
自
身

の
前
期

哲

学
に

対

す
る
批

判
を
行

い

、
言
語
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の

「

日

常
的

使
用

」
に
即

し

た

あ
り

方
を

模

索
す

る

の

で
あ

る
。

た

だ
し

、

ウ

ィ
ト
ゲ
ン

シ

ュ
タ
イ

ン

は
前
期
・

後

期
と
も

に

、
哲

学

の

諸
問

題
の
解

決
を
目

指

す
と

い

う
点

で

は
一

貫
し
て

い

た
。

彼

の

前
期

哲

学
は
前

述
の

通
り

、「

写
像

の

理
論
」
と

し
て

、
あ

く

ま
で
言

語
は
事

実

を
写
し

取
る

模

型
で
あ

る
こ

と

を
主

張

す
る

も

の

だ

っ
た

。
そ

し

て
言

語

は

、
ア

プ
リ

オ

リ
な

本

質
と
し

て
の

「

論
理

」

に
支
え
ら
れ

て

い
る
と

考

え
て
い
た

。

一
方
、

後

期
に

お

け

る
彼

の

哲
学

は

、
こ

の

よ
う

な

前
期
の

考
え

方
を
徹

底
し
て

排

し
、
「

言

語
ゲ

ー

ム(
S
p
r
a
c
h
s
p
i
e
l
)

」
６
４

に

よ

っ

て
言

語

は
捉

え

ら

れ

る
と
主
張

し

た
。
言

語
ゲ
ー

ム
に

つ

い
て

、
ウ

ィ
ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン

は
「

言
葉

と
、
そ

れ

と

織
り
合
わ

さ

れ
て
い

る

活
動

の

総

体
も
「

言

語
ゲ

ー
ム

」
と
呼

ぶ
だ

ろ
う

。
」
６
５

と

述

べ

、「
「
言

語
ゲ

ー
ム(

言

語
劇)

」
と
い
う
語

は

、
言
葉
を

話
す

と
い

う

こ
と

が
「

あ

る
活
動

の
一

部
」
な

い

し
「

あ
る

生
活
の

一

部
で

あ

る

」
、
と
い

う

こ
と

を

際
立

た

せ
る

た
め
の

も

の
と

説
明
す

る
。
６
６

。
つ

ま

り

、
「
言
語

ゲ

ー
ム

」
と

は
、
ひ

と
つ

の
「

生
活

形

式
」
６
７

で

あ

り
、
人
間

を

取
り

巻
く
現

実
で
あ

る
「

事

実
上

の

概
念
」
と
し

て

展

開

さ

れ
る

。
し

か

し
そ

の
一

方
で

、
た

だ
事
実

と

し

て
の

み
語

る

の
で

あ

れ

ば
、
何
ら

か

の
「
言

語

ゲ
ー
ム
」

に

属
す
る

我

々
は

そ

の

ゲ

ー
ム
に
埋

没
し
て

し

ま

い
、

他
の

ゲ

ー
ム

に
言

及
す

る
こ

と

が
で

き

な

い
。
「

言
語

ゲ
ー

ム
」

は
、
現
実

で
あ
る

と

同

時
に
、

我

々

が
あ

る
言
語

の
観
察

者

と
な

る

時

、「
あ
る
理

論

的
な
目

的
の

た

め
に

設

定
さ

れ

る
一
種

の
文

法

モ
デ

ル
」
で

あ
る
「
方

法
上

の

概

念

」
と

し

て
適

用
さ
れ

る

の
で

あ

る
。
６
８

ま

た
、
言

語
ゲ

ー

ム
論

は
、
旧

来
の
概
念

設
定
を

拒
否

し

、
あ
る

共
通

の
確
定

さ

れ
た

性

質

を

理
論
の
中

核
に
は

置

か

な
い

。
前

期

ウ
ィ

ト

ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン
に

も

見
ら
れ

る
、

言
語
の

根

拠

を
言
語
の

外

に
置
く

言

語
観

を

、

徹
底
し

て
排

除
す
る

の

で
あ

る

。
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第

二

節

言

語
ゲ

ー

ム
論
の

基
礎
づ

け
と

「
家
族

的

類
似

性

」

前

節

で
論
じ

た
通
り

、
言

語
ゲ

ー
ム

論
は

、
言
語

の

外

側
に

根
拠

を

置
く

こ

と

を
拒

否
す
る

言
語
観

を

展
開

す
る

。

で
は

、
こ
の

言

語

ゲ
ー

ム
論
は

、

ど
の

よ

う
に

し

て
基

礎

づ
け

ら

れ
る

の

か
。

こ

の
点

に

つ
い

て
ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ
タ
イ

ン
は

『

探
求
』

内
で
、

我

々

が
言

語
と
呼

ぶ

す
べ

て

の
も

の

に
共

通
な
も

の

を
提

示

す
る

代

わ
り

に
、
私
は

次

の
よ
う
な

こ
と
を

言
っ
て

い

る
の
だ
。

す

な

わ

ち
、

こ
れ

ら

の
現

象

に

共
通
な
あ

る

も
の

が
存

在
し

て
、

我

々
は

そ

れ
が
ゆ

え
に

そ
れ
ら

す

べ

て
に

同
じ

言
葉
を

用
い

て

い

る
の

で

は
ま

っ

た
く

な

く
な

く
、—

む
し

ろ
そ

れ

ら
は

相

互
に

様

々
に
異

な
っ

た

仕
方

で
類
似

し

て
い

る
の
だ

、
そ
し

て
こ

の

、

あ
る

い

は
こ

れ

ら
の
類

似
性

の

た
め

に

、
我

々
は
そ

れ

ら
す

べ

て
を

「

言
葉

」

と
呼

ぶ

の
だ

と
。
６
９

と

述

べ
ら

れ

、

そ

の

人

に
様

々
な

ゲ

ー
ム

を

描

写
す

る
。

そ

し
て

こ

の
描
写

に
「

こ

れ
、

そ
し

て
こ

れ
に
似

た
も

の
を

「
ゲ

ー
ム
」

と
呼
ぶ

の

だ

」

と
付

け
加

え

る
か

も

し

れ
な

い
。

だ

が
我

々

自

身
こ

れ
以

上
の
こ

と

を
知
っ

て
い

る
の
か

？

ゲ
ー
ム

と
は

何
か
を

我
々

が
正

確
に

述

べ
ら

れ

な
い

の

は
、
他

人
に

対
し
て

だ

け
な

の

か
？—

し
か

し

、
こ

れ

は
無

知
で
は

な
い
。
我

々
が

境
界
を

知

ら
な

い

の

は
、

は

っ
き

り

と
し

た

境
界
が

定
ま

っ

て
い

な

い
か

ら

だ
。
７
０(

『

探

求

』6
8
)

と

述

べ

る
。

つ
ま

り

、
言

語

と

い
う

現
象
で

あ
る

言

語
ゲ
ー

ム
は

、

他
の

言

語
ゲ
ー

ム
に

対
し
て

、

本

質
的
な
基

礎

づ
け
を

共

有
し

て

い

る

の
で

は
な

く

、
血

縁

関

係
と

も
言

え

る
よ

う

な
様
々

な
類

似

性
を

持

つ

の
み
な
の

で

あ
る
。

例

え
ば
、
チ

ェ

ス
と
将

棋

は
盤

上

ゲ

ー

ム
で

あ
り

、
盤
に

は

マ

ス
目

が
あ

り

、
駒

が

あ

り…

と
い

う

点
で

似

通
っ
て

い
る

も
の
の

、

チ

ェ
ス
に
将

棋

ル
ー
ル

を

適
用

す

る

こ
と

は
不
可

能
で
あ

る

と
同

時

に

、
チ

ェ
ス
の

ル
ー

ル
を
将

棋

に
適

用
す
る

こ

と
は

不

可
能

で
あ
る

。
こ

の
よ
う
に

、「

ゲ

ー
ム
」
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は

そ

れ

ぞ
れ

の
ル

ー

ル
を

他

方
の
ゲ

ー
ム
で

適
用

す

る

こ
と

は
で

き

な
い

。

こ

う
し
た
関

係
を
、

ウ

ィ

ト
ゲ

ン
シ
ュ

タ
イ

ン

は

「
家

族

的

類
似

性
」
７
１

と

呼
ぶ
。
言
語

は
、
あ
る
環

境
、
あ
る

文

化
、
あ

る
コ
ミ

ュ

ニ
テ
ィ

に
お
け

る
生

活

の
一

形

態
で

あ

る
「

言
語

ゲ

ー

ム

」

と
し

て
成

立
し
、

何

ら

か
の

共
通
す

る
特

徴
が

、
一

面
的

に

、
部

分

的
に
紡
ぎ
合

わ
さ
れ

な

が

ら
類
似
性

・

類
縁
性

を

持
つ

だ

け

な

の
で

あ
る

。

ま
た

、
上

記
の

引
用
に

も
見

ら

れ

る
通

り

、
「

ゲ
ー

ム

」
の
境

界
は

、
精
確

に
述

べ
ら
れ
る

こ
と
が

で

き

な
い
。

７
２

前

期

思
想
に
見
ら

れ

た
絶

対

主
義
７
３

的

な

原

子

論
で

は

、
言
語

が
現
実

の
模

型
と
し
て

機
能

し

、
言

語

と
非

言

語
の

境
界
を

画

定

す

る

こ

と
を
目
的

と

し
て

い

た
点
を

鑑
み

れ

ば
、

本

質
に
よ

る
基

礎

づ
け

・

根

拠
づ
け
を

徹
底
的

に

拒

否
す
る
後

期

思
想
が

、

前
期

か

ら

大
き

な

転
換

を
遂
げ

て

い
る

こ

と
が

分

か
る

。

第

三

節

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

と
宗

教

ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ
ン
は
前

期
哲

学
に

お

い
て
論

理

的
な

言
語

観

を
展

開
し

、
後

期
に
お

い
て

は

日

常
言

語
に

重

点
を

置
い
た

理

論

を

展
開
し
た

。

そ
の

た

め

、
比

較
的
に

宗
教

性
が

強
調

さ
れ

る

こ
と

は

少
な
い

。
し

か
し
、

ウ

ィ

ト
ゲ

ン
シ
ュ

タ
イ

ン

は

友
人

で

あ

り
弟

子

で
も

あ

る
ド

ゥ

ル
ー

リ

ー(
M
a
u
r
i
c
e
 
O

’C
o
n
n
o
r
 
D
r
u
r
y
,

一

九

〇
七

－

一
九
七
六)

と

の
会

話
の
な

か
で

「
私
は

宗
教

的

な

人
間
で

は
な

い

が
、

あ

ら
ゆ

る

問
題
を

宗
教

的
な
視

点
か
ら

見

ず
に

は

い
ら

れ
な
い

」

と
述

べ

た
と
さ

れ
る
。
７
４

彼

は
、
一

八
八

九
年
オ
ー

ス

ト
リ

ア

の
首

都
ウ
ィ

ー

ン
で

、
ユ

ダ

ヤ
系
の

家

庭
７
５

に

生
ま
れ

た
。
大

学

で
哲

学
を
バ

ー

ト
ラ
ン

ド
・

ラ

ッ

セ

ル(
 
B
e
r
t
r
a
n
d
 
A
r
t
h
u
r
 
W
i
l
l
i
a
m
 
R
u
s
s
e
l
l
,

一

八

七

二—

一

九

七

〇

年)

や

フ

レ

ー

ゲ(
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
L
u
d
w
i
g
 
G
o
t
t
l
o
b
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F
r
e
g
e
,

一

八

四
八—

一
九

二

五
年)

な

ど
の
下
で
学

ん

だ
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ

イ
ン

は
、

次

第
に

自

身

の
哲

学
を

形

成
し

て
ゆ

く
こ
と

と

な

る

。
そ

し
て

、
前
期

哲

学
の
中

心
著

作
で
あ

る

『
論
考

』
は

、

第
一

次

世

界
大
戦
の

東
部
戦

線

に

お
け
る
激

戦

の
中
で

構

想
さ

れ

た

。

特
に

、
一

九

一
六

年

六

月
か

ら
開

始

さ
れ

た
ブ

ル
シ

ー
ロ

フ

攻
撃

に

凄

絶
な
激
戦

を
体
験

し

た

こ
と

が
、

ウ

ィ
ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ

ン
の

哲

学
の

タ

ー
ニ

ン

グ
ポ

イ

ン
ト

と

な
っ

た

と
言
わ

れ
て

い

る
。
こ

の
体

験

は
、
彼
の
『
秘

密
の
日

記
』
７
６

に

も
よ

く

表
れ

て

お

り

、
激

戦
の

前

後
で
記

述
内

容

が
一

変
し
て

い

る

。
７
７

戦

争
と

い

う
存

在
の
根

底

を
揺

る

が
す

劇

的
な

体

験
に

よ

っ
て

、
ウ
ィ

ト

ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
の
思

索

は

、
よ

り
人

間

の
緊

張
し

た
部

分
へ

と

向
か

う

の

で
あ
る
。

そ

し
て
、

こ

の
時
の
体

験

と
思
索

に

よ
っ

て

、『

論
考

』
の

性

格
が
決

定

づ
け

ら

れ
て

い

っ
た

。
７
８

こ

の

点
に
つ

い
て
特

に

顕
著
で

あ
る

の

は
、
ブ

ル
シ

ー
ロ
フ

攻
撃
後
の
「
言

わ

れ

え
な

い

こ
と

は

、
言

わ

れ
え

な

い
の

だ

！
」
７
９

と

い

う
記
述

で
あ

る
。
こ

れ

は

、『
論

考

』
序
文

に

お
け

る
「

お
よ

そ
語

ら

れ
う

る

こ

と
は
明

晰
に

語
ら
れ

う

る

。
そ

し
て

、
論
じ

え

な
い

こ

と
に

つ

い
て

は

、
ひ
と

は
沈

黙
せ
ね

ば
な
ら

な
い

。
」
８
０

と

い
う

発

言
と

符

合

す
る

。
ま
た

、
前
期

か

ら
後

期

へ
の
過

渡
期
の

一
九

三

〇
年

頃

に
書
か

れ
た
『

倫
理
学
講
話
』
８
１

に

も
神

や
奇

蹟
に
関

す

る
言

及

が

あ

り
、
前
期

哲

学
的
な

考
え
方

が
未

だ

残
る

も

の

で
は

あ
る

が

、
後

期

哲

学
の
萌
芽

も
見
ら

れ

る

。
後
期
ウ

ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン

に
お

け

る
中

心

著
作
『

探
求

』
の
執

筆
が
開

始
さ
れ

た

の
は

、
一
九

三

六
年

一

一
月
頃

か
ら
で

あ
る

と

言
わ

れ

て
い

る

が
、
８
２

『

哲

学
宗

教
日
記

』
に
は
一

九
三

六

年
一

一

月
二

五

日
の
時

点
で
「
神
」
へ

の
記

述
８
３

が

見
ら
れ
る
ほ

か
、
一

九
三
七
年
二

月

に
は

以

下

の
よ

う

な
記

述
が
見

ら

れ
る

。

こ

れ

ら

の
像

や
表

現

は
む

し

ろ

生
の

あ
る
高

い
領

域
に

お
い

て
の

み

、
そ

の

生
命
を

保
持

す

る
の

で
あ

る
。
こ
の

領
域
に

お
い

て

の

み
そ

れ

ら
を
正

し
く
使

う
こ

と

が
で

き

る
の

で

あ
る

。
本

当
の

所
、
私

に

で
き

る
の
は

、「
語

り

え
ぬ
」
と

い
っ
た
こ

と
を
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意

味
す
る

仕

草
を

し

、
何
も

語
ら

な

い
こ

と

だ
け

で

あ
ろ

う

。
８
４

明

確

に
『
論

考

』
に

お
け

る
「

語
り

え

な
い

も
の

」
を
意
識

し

た
著

述
で

あ

る

。
ま

た
翌
日

に
は
、
「

神
に
語

る
こ

と
と
、
神

に
つ

い

て

他

人

に
語

る
こ

と

は
違

う

。
」
と

述

べ
ら

れ
る

。

つ

ま
り

、
「
神

に
語
る

こ

と
」

と
「

神

に
つ

い

て

他
人

に
語

る

こ
と

」
は

全
く
性

質

の

異

な
る

も
の

で

あ
り

、
『
日
記

』

全
般

に
お

い

て
神
へ

と
幾

度

と
な

く

語
り
か

け
る

と

い
う

点
か

ら
、
「

神
に

語
る

こ
と

」
は
許

さ

れ

る

と
考

え

て

い

た

こ

と

が

分
か

る

。
８
５

ま

た

、
『
探

求

』

成

立(

一

九

四

五

年

頃)

以

降

の
メ

モ

に
も

、
『
反

哲

学

的

断

章

』(

以

下

、
『

断
章

』)

８
６

に

も
「
神

」
や
「
信

仰
」
に

関
す

る

い
く

つ

か
の

記

述
が

見

ら
れ
る

。
そ

の

な
か

に

は
宗
教

に
対

す

る
考

え

方
や

批

判

を
述

べ

る
も

の

も
の

も
多
い

が

、
信

仰

に
対

す

る
「
情

熱
」

へ

の
希

求

を
感

じ
さ
せ

る

も
の
も

多
い

。

後

述

す
る

が
、
本

稿

で
は
『

探
求

』
を
、「
言

語
ゲ

ー

ム
が

異

な
る

と

リ
ア

リ

テ
ィ

が
異
な

っ

て
く
る

」
８
７

こ

と

を
述

べ
る
相

対
主

義

的

な

著
作
で
あ

る

と
考

え

る

。
こ

う
し

た

点
か

ら
考

え
る

時
、

宗

教
は

絶

対

普
遍
の
真

理
を
持

ち

得

な
い
と
い

う

、
ど
こ

か

冷
め

た

目

線

を
持

た
ざ

る

を
得

な

い

。
し

か
し

上

記
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ
ン

の

記

述
や
発
言

は
、
熱

烈

な

信
仰
へ
の

語

り
に
満

ち

て
い

る

。

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
に

と

っ
て

自

身
の

哲

学
と
信

仰
は

矛

盾
す

る

も
の

で
は
な

か

っ
た
の

だ
ろ

う

か
。

第

三

章

龍

樹
と
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

の
比

較

思
想

的

研
究

第

一

節

縁

起
と

言

語
ゲ

ー

ム
の

類

似
性

こ

れ

ま

で
西

洋
哲

学
と
龍

樹
の

比
較

研
究
は

、
ヨ

ー

ロ

ッ
パ
で
も

多

く
為

さ

れ

て
き

た
。

ま

ず
は

、

龍

樹
と

後
期

ウ

ィ
ト

ゲ
ン
シ
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ュ

タ

イ

ン
の

宗
教

言

語
に

関

し

て
論

ず
る
前

に
、

両

者
の
比

較
思

想

が
ど

の

よ

う
に
展
開

さ
れ
て

き

た

か
に

つ
い
て

確
認
し

た

い
。

西

洋

哲
学
と

龍
樹

の
比
較

を

中
心

と

し
た
諸

研
究

に

つ
い

て
調
査

を

行
っ

た

ア
ン

ド
リ
ュ

ー

・
タ
ッ

ク(
A
n
d
r
e
w
 
P
.
 
T
u
c
k
)

に
よ
る

と

、
現

代
に

お
け

る
比
較

研

究
に

お

け
る

龍

樹
解

釈

の
主

流
は
、
後

期
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

的

解
釈

で

あ
る

と

言
う

。
８
８

こ
れ

を

、

富
岡

久

美
が

以

下
三

点
に
ま

と

め
て

い

る
。
８
９

一

、
語

は
互

い
に
依

存
し

あ

っ

て
い

る
こ

と

に
よ

っ

て(

縁

起

に
参

与
す

る

こ

と
に

よ
っ

て)

実

用

的

な
意

味
を

有

す
る

の

で
あ

っ

て

、
言

語

外
に

あ

る
も

の

を
指

し

示
し

て

い
る

の

で
は

な

い
。

二

、
ナ

ー
ガ

ー
ル

ジ

ュ
ナ
は

空

と
い

う
言

葉
に
よ

っ

て

、
言

語
の
外

部
に

あ

る
も
の(

自
性)

を
否

定

し
た
の

で
あ

っ
て
、

決
し

て

日

常
言

語
を
否

定

し
た

の

で
は

な

い
。

三

、
ナ

ー
ガ

ー
ル

ジ

ュ
ナ
に

よ

る
二

諦
の
区

別
は

救

済
を
目

的
と

し

た
方

便

で
あ
り

、
世

俗
と
勝

義

と
は
究

極
的

に
は
ひ

と
つ

で

あ

る
。

タ

ッ

ク
の
言

及
は

、
龍
樹

と
後

期
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ

イ
ン
の
比

較

思
想

の
要

点
で

あ
る
と

言
え

る

。

右
記

の
一

番

に
挙

げ
ら
れ

る

と

お

り
、
縁
起

を
言
語

が

相

互
依

存
的

に

成
立

す

る

こ
と

で
「

実

用
的

な

意

味
」
を
有

す
る
と

解

釈

す
る
と
、

縁

起
に
よ

っ

て
発

生

す

る

虚
構

性
と

、
言
語

ゲ

ー

ム
に

よ
っ

て

「
リ

ア

リ

テ
ィ

」
を

得

る
と

い

う
点
に
お
い

て

、
限

定

的

で
は
あ
る

が

縁
起
と

言

語
ゲ

ー

ム

は
思

想

的
な

類

似
性
を

持
っ

て

い
る

と

い
え

る

だ
ろ

う

。

第

二

節

龍

樹
と

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

に
お

け

る
宗

教

言
語

の

比
較
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で

は

、
言
語

観
に

お

い
て
類

似

性
を
持
つ

ウ

ィ
ト

ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン

と
龍

樹
は

、
宗

教
言
語

を
一

体

ど

の
よ

う
に

考

え
て

い
た
の

だ

ろ

う
か

。

ま

ず

、
龍
樹

に
お

け

る
宗

教

言

語
に

つ
い

て
考
え

た

い

。
龍

樹
の

宗

教
言

語
に

お
い

て
最
も

重
要

な

点

は
、

二
諦

で

あ
る

と
考
え

る

。
『
中
論

』
に
示

さ

れ
る

真

理
と

は

、
言

語

的
営

為
が
寂

滅
さ
れ

る

真
如

の
世
界

だ

っ
た

。
し
か

し

、
そ
れ

は
言

語

に
よ
っ

て
語
ら

な

け

れ
ば

な

ら
な

い
必
然

性

を
持

つ
。
こ

の
点
に

お

い
て

、
龍

樹
は
「
世

俗

諦
」
と
「

勝
義

諦
」
と

い
う

二
つ
の

真
理
を

重
要
視

し
、

世

俗

に

お
け

る
言

語

慣
習
を

決
し
て

否
定
し

な
か

っ

た

。
こ

う
し

た

点
に

お

い

て
、
ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン
の

言

語
ゲ
ー

ム

が
、

一

面

に

お
い

て
は
黒

田
亘
に

よ

っ
て

「
事

実

上
の

概

念

」
と

述
べ

ら

れ
る

よ

う

に
、

あ
る

言
語
ゲ

ー

ム

は
そ
の
ゲ

ー

ム
内
に

埋

没
す

る

人

に

と
っ
て
紛

れ

も
な

い
現

実
で

あ
り

、

そ
の
人
は

言
語

ゲ
ー

ム

を
成

立

さ

せ
て
い
る

主
体
に

気

づ

く
こ
と
が

で

き
な
い

。

冨
岡

は

、
こ

の
ゲ

ー

ム
へ

の
埋

没

に
よ

っ

て
言

葉

へ
の
執

着
が
生

じ

、「

自
己

」
へ

の
執

着
が
生
じ
る

と

の
べ
、
言
語
ゲ

ー
ム

に
た
だ

埋

没

し

て

生
き

て

い
る

人

々
と

は

、「

こ

の
区

別
を

知
ら

な

い
人

々
、
つ

ま
り
世

俗

的
真

実
と
勝

義

的
真
実

を
混

同
し
て

い

る
人
々

に
ほ

か

な

ら

な
い

」
と
言
う

。
９
０

つ

ま

り

、「
事

実

上
の
概

念

」
と
「
方
法

上
の
概

念

」
の
言
語
ゲ
ー

ム
の

区
分
け

を
理
解

し

て
い
る

人
は
、

言

語

の

観
察

者
と

な

っ
て

、
世

俗
的

真
実

と

勝
義

的

真

実
の

区
別

を

知
る

こ

と

が
で
き
る

の

で
あ
る

。

し
か

し
そ

れ

は
勝
義

的

真
実

を

体

得
す

る

と
い

う
意
味

で

は
決

し

て
な

い

。
勝

義

的
真

実
は

、
言

語
ゲ

ー

ム
の

枠

に
は

収

ま
ら

な

い
宗

教

的
世

界

観
な

の
で
あ

る
。

龍

樹

と
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ

ン

を
比

較
思

想
的

に
論

じ

た
ス

ト
レ

ン
グ(

F
r
e
d
e
r
i
c
k
 
J
.
s
t
r
e
n
g
)

は
、

自

著
内
９
１

で
、
「

智
慧

(
p
r
a
j
ñ
ā
)

」

に
よ

っ

て
人

は

、
「
あ

り

の
ま

ま
の

事

物
を

見
る
こ

と(
t
o
 
s
e
e
 
t
h
i
n
g
s
 
a
s
 
t
h
e
y
 
r
e
a
l
l
y
 
a
r
e
)

」

が
可
能
に

な
る
と

し

て

、「
あ

り

の
ま

ま

の
事

物

」
を
設

定
し

て

い
る

。
９
２

こ

う

し

た
ス

ト

レ
ン

グ
の
言

及
に
似

た
例
と
し

て

、
長

尾
雅

人

は
勝

義

諦
を
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「

有

る
が

ま

ま

」
と
表
現
し

た

。
た

だ

し
長

尾
は

、
「
有
る

が

ま
ま

」
と

の

み
表

現
し
て
「

事
物(

t
h
i
n
g
s
)

」
と
は

言
わ
ず

、
た
だ

量

的

に

広

大
な

「
有

る
限
り

」

の
世
俗

諦
と

究

極
に

は
区

別
さ

れ
な

い

「
質

的

に
如
々

の
世

界
を
観

見

す

る
智
」(

勝
義
諦)

と

し
て
述

べ

る

。
９
３

そ

し

て

こ
こ

に
、
龍

樹

の

宗
教

的
世

界
観
が
表
れ
出

る

。
前

述
し

た
通
り

、
「

空

」
は
「
膨

張

」
を

語
源
に
持
つ

。
「

戯
論

の

寂

滅

」
と

言
わ

れ

れ
ば

、
言

語
的

な
営

為

に
よ

っ

て

、
そ

こ
に

は

「
主

体

」
が
想
像
さ

れ

る
。
あ

る

人
が
涅
槃

を

求
め
る

と

き
、

そ

の

人
と

い

う
主

体
が
涅

槃

へ
と

向

か
う

か

の
よ

う

に
理

解
さ
れ

て

し
ま

う

の
で

あ

る

。
し
か
し

、「

無

分
別

」
に
お

い
て

、
主

体
は

存

在

し

な
い

。
究

極
の
真

実

へ

と
臨

む
主

体

が
世

界
へ

と
働

き
か

け

、
世

界

に
向
か
っ
て

「
膨
張

」

す

る
と
き
、

客

体
と
し

て

の
世

界

も

ま

た
、
主
体

に
向
か

っ

て

「
膨

張
」
す

る
の

で

あ

る
。

こ
の

相

互
の

膨

張
が
同
一
の

も

の
で
も

異

な
る
も
の

で

も
な
く

な

り
、

自

他

の

分
別
が
消

失
す
る

と

き

、
ふ

く
れ

あ

が
っ

た

も

の
は

「
う

つ

ろ
」

と

な

る
。

こ
こ

に

勝
義

的

真

実
と
し
て

の

「
空
」

が

あ
る

の

で

あ

る
。

こ
の
無

分
別
に

よ

る
全

世
界

的
な
あ

り

か

た
、
世
界

即

私
で

あ

り

、
私
即
世

界
と
い

う

あ

り
か

た
に
お

い
て

、

一

個
人

の

み

が

救

済

さ

れ

る

こ

と

は

あ

り

得

な

い

。

そ

こ

に

は

大

乗

的

な

「

全

存

在

の

救

済(
t
h
e
 
s
a
l
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
l
l
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 

b
e
i
n
g
s
)

９
４

」
が

自
ず

と

見
い

だ

さ
れ

る

だ
ろ

う

。
そ

し

て

、
言

語
的

営

為
の
中

で

、
言

語
に
よ

っ
て

区

別
さ
れ

る
勝

義

諦
と

世

俗
諦

は

、

第

一
章
で
長

尾

雅
人
の

言

葉
と

と
も

に
言
及

し

た

よ
う

に
、

究

極
的

に

は
区
別

さ
れ

な
い
。

世

俗

諦
に
は
、

勝

義
諦
を

指

し
な

が

ら

も

方
便
と
い

う
側
面

と

、
世
俗

諦
が

そ

も
そ

も
世

俗
に

お
い

て

真
実

で

あ

る
と
い
う

側
面
が

あ

る

が
、

こ
の

点

に
つ
い

て

杉
岡

孝

紀

は
、
以

下
の

よ

う
に
述

べ
る

。

世

俗

諦
に
は

二
つ

の

側
面
が

あ

る
こ

と
に

な

る
。

一
つ

は
第

一
義

諦

を
指

し

示
し
、

そ
こ

に

導
き

入

れ
る
方

便
で

あ
る
と

い
う

面
と

、

仮
明

な
る
世

俗
諦
が

即

第
一

義
の
顕

現
で

あ

る

と
い

う
面
と

で
あ

る

。
以
上

の
よ

う

な
理

解

を
踏
ま

え
る

と
、
否

定
さ
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れ

る

べ

き
戯

論
た

る

言
葉
が

寂

滅
し

た
と

こ

ろ
に
成

立
す
る

言
葉

と

い
う

も

の
が
有

る
こ

と

と
な

る
。

有
る

と
い

っ
て
も

そ
れ

は
縁

起

と
し

て
有

る

と
い

う

こ

と
で

あ
っ

て

、
縁

起
と

し
て

成
立

す

る
言

葉

と
い
う

も
の

が
成
仏

に

お
い
て

大
切

な
意
義

を
も

つ

の

で

あ
る

。
し

た

が
っ

て

、

こ
れ

は
言

葉
に
戲

論
と

真
実

と
が

混

じ
り

合

っ
て
い

る
と

い
う
こ

と

で

は
な

く
、

言
葉
に

つ
い

て
虚

構
な

る

態
度
と

真
実
な

る
態

度

が
あ

る

こ
と

を
明
ら

か

に
し

て

い
る

も

の
だ

と

考
え

る
こ
と

が

で
き
よ

う
。
９
５

つ

ま

り

、
真

如
に

入
っ
た

も

の

は
、

分
別
も

な
く

、
戯

論
が

寂
滅

し

て
い

な

が

ら
、
虚
構

性
を
理

解

し

、
真
実
を

語

る
た
め

に

、
非

言

語

の

世
界
と
し

て

「
有

る

が

ま
ま

」
に

言

語
を

使

用
す
る

と
推

測

で
き

る

。

だ
か
ら
こ

そ

、
そ
れ

を

聞
く
者
に

と

っ
て
は

「

世
俗

的

真

実

」
が

重
要

と

な
る

。

こ

う
し

た
点

に

お
い

て

、
龍
樹

は
『

十

住
毘

婆

沙

論
』
な
ど

の
宗
教

的

実

践
へ
の
言

及

を
著
述

し

た
の

で

は

な
い

だ

ろ
う

か

。

で

は

次
に
、

後
期
ウ

ィ
ト

ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン

思
想

の

「

言
語

ゲ
ー

ム

」
に

お

い

て
、

宗
教
言

語
は

ど

の
よ
う

に
考

え

ら
れ

る
か
。

本

稿

で
は

、
ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の

言

語
ゲ

ー

ム
は

、
相
対

主
義
的

に

解
釈

さ

れ
る

べ

き
で

あ
る
と

考

え
る

。
９
６

つ
ま

り
、
言

語

に

よ
っ

て
「
リ

ア

リ
テ

ィ

」
が
成

立
し

て

い
る

な

ら
ば

そ

れ
は

、「

言
語

ゲ

ー
ム
が

異
な

る
と
リ

ア

リ
テ
ィ

が
異

な

っ
て
く

る
」
９
７

と

い

う
こ

と

で
あ

る

。
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

は
『

確
実

性

の
問

題
』
に

お

い
て

、「

わ
れ

わ
れ
は

自
分

た
ち
の

言

語
ゲ
ー

ム
を

拠

点

と

し
て

、
そ
こ

か
ら
彼

ら

の
ゲ

ー

ム
を

攻

撃
し

て

い
る

の

で
は

な

い
か

。
」
９
８

と

、
相
対

主

義
的
な

見

解
を

述

べ
る

。
し
か
し

、
先

述

し

た

よ
う

に

、
「
言
語
ゲ

ー

ム
」

は

、
「

家
族

的

類

似
性

」
に

よ

っ
て

関

係

づ
け

ら
れ

る

の
み

で
本

質
を

持
た

な

い
。

ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン
は
言

語
ゲ
ー

ム

を
「
言

葉
と

そ

れ
と
織
り
合
わ

さ
れ

て

い
る

活

動
の

総

体
」
９
９

で

あ

る

と

述
べ

る

。
あ

る

言
語

ゲ

ー
ム

を

限

定

的
に

確
定

す

る
こ

と

は
不
可

能
な

の

で
あ

る

。

こ
の
点
に

お

い
て

、

宗

教
も
ま
た

、

そ
の
特

定

の
宗
教
と

い

う
特
定

の

言
語
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ゲ

ー

ム

に
属

す
る

だ

け
で

な

く

、
文

化
や

地

域
性

と

い

っ
た

あ
ら

ゆ

る
言

語

ゲ

ー
ム
に
所

属
し
て

い

る

。
ま

た
、

ウ

ィ
ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ

ン
は

以

下
の

よ

う
に

も
言
う

。

「

あ

た

か

も

わ

れ

わ

れ

の

も

っ

て

い

る

概

念

は
事

実

と

い

う

足

場
に

よ

っ

て

制

約

さ

れ

て
い

る
か

の

よ

う

に

見

え

る

。
」

こ

れ

は

お

そ

ら
く

、
こ

う

い
う
意

味

で
あ

る
。

も

し
あ

な

た

が
あ

る
事

実
を
、

そ

れ
が
あ

る
の

と
は
違

っ

た
ふ
う

に
考

え
た
り

、
記

述
し

た

り
す

る
な

ら

ば
、

そ

の

場
合

、
も

は

や
あ

る
概

念
を

適
用

し

う
る

と

は
想
像

で
き

な

く
な

ろ
う

。
な
ぜ
な

ら

そ
の

適
用

の
規

則
は

新

し
い
状

況
に

お

い
て

は

い
か

な

る
類

似

例
も

も

っ
て

い

な
い

か

ら
で

あ

る
。
１
０
０

こ

の

具
体

例
と
し

て
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
は
「
法

律
」
を
挙

げ

、
そ
の

法

律
の
妥

当
性
の

成
立

に

は
諸
前

提
が

あ

る
と

言

い
、

普

通

の

人
間
と
は

「

ま
っ

た

く

か
け

は
な

れ

た
」

存

在

者
を

、
悪

意

を
も

っ

て

「
行
為
」

を
し
た

か

ど

う
か

と
い
う

観
点
で

裁

く
こ

と

は

不
可

能
と
言

う

。
１
０
１

こ

の

言
及

は

、
人
類
と
異

な

る
存

在

者
に

つ

い
て
言

及
す

る

こ
と
に

よ
っ

て

、
「

人
類

」
と
い
う

枠

組
み

を

設

定
し

、
前

提
と

し
て

の
基
盤

を

想
定
し

て
い

る

こ
と

を

示
唆

し

た
の

で

は
な

い

。
た
だ

、
「

言
語

は
行
為

で
あ
る
」
１
０
２

と

い
う

こ

と

を

述
べ

た
に

過
ぎ
な

い

の

で
あ

る
。

自

他
が

同
じ

こ
と

を
想

起

し
て

い

る

か
に
見
え

る

も
の
を

、

同
一
で
あ

る

と
判
断

は

、
心

に

浮

か

ん
だ

「
像

」
の
よ

う

な

も
の

の
一

致

に
よ

る

の

で
は

な
い

。

た
だ

主

体
の
行
為
と

、
周
囲

の

リ

ア
ク
シ
ョ

ン

を
含
む

実

践
が

基

準

と

な

る

。
１
０
３

こ

う

し

た
言

語

観

に

お

い

て

、

後

期
ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の
哲

学

は
、

も

は

や

「

私

」

が
誰

か

を

指

摘

し

な

い

と

い

う
決

断

に

よ

っ

て
成

立

し

て

い

る

。
１
０
４

そ

れ

は

、
主

体

が

「

私

」
を

意

識
す

る

と

き

、

い

か
な

る

時

も
主

観

的

で

内
的

な

問

題
で

あ

っ
て

、
言
語

の

使
用

や

行
為
に

お
い

て
判
断

し

よ
う

と

も
決

し

て
一

般
化
し

得
な
い

た

め
で
あ

る
。

こ

う

し

た
点

か
ら

、
後
期

ウ

ィ

ト
ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

の

「
言

語
ゲ

ー

ム
」

論
に

お
い

て
宗
教

は
、

多

様

な
言

語
ゲ

ー

ム
の

複
雑
な
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織

り

合

い
の
総
体

か

ら
成

る

も

の
で

あ
り

、

そ
の

言

語
ゲ
ー

ム
の

境

界
は

断

定
し
得
な
い

と
い
う

意

味

で
は
、
あ

ら

ゆ
る
文

化

や
生

活

の

言

説
を

も
含

む

。
そ

し

て

、
こ

の
多

様

な
ゲ

ー

ム
内
に

お
い

て

、
宗

教

的
な
言
明
と

し

て
の
宗

教

言
語

は
成

立

す
る
と

考

え
ら

れ

る

。

次

に

、
後
期

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン
の

宗

教
的

世

界

観
を

考
察

し

た
い

。
相

対
主

義
的
な

言
語
観

に

お
い

て
、

神

秘
的

な
も
の

の

絶

対
性
は

失
わ

れ

て
し

ま

い
が

ち

で
あ

る
。
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

自

身
も

、「
言
語

ゲ
ー
ム

」
が
導

出
す

る

こ
う
し
た

宗
教
観

を

意

識

し
て

い
た

よ

う
で

あ

る

。
し

か
し

一

方
で

、
前

述
し

た
よ

う

に
ウ

ィ

ト

ゲ
ン
シ
ュ

タ

イ
ン
は

熱

烈
に
信
仰

を

求
め
た

。

こ
う

し

た

背
反
す

る
思

想
と
信

仰

か
ら

く

る
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

個

人
の

宗

教
観

が
垣
間

見
え
る

箇

所
が

、
『

断
章
』
に

あ

る
。

宗

教
の

信
仰

と
は

、

あ
る

ひ

と

つ
の

座
標

系
を
情

熱

的
に
受

け
い

れ

る(

よ

う

な)

こ

と
に

過

ぎ
な

い
の

で
は
な
い

か

、
と

思
わ

れ

る

。

つ
ま

り
、
信

仰
で

は

あ

る
の

だ
が

、

一
つ

の
生

き
方

、
生

の

判
断

な

の
で
あ

る
。

情

熱
的

に

そ
う
い

う
捉

え
方
を

す
る

こ

と

な

の
で

あ
る

。

だ
か

ら

、

宗
教

的
信

仰
の
教

育
は

そ
の

座
標

系

を
描

写

・
記
述

す
る

必

要
が

あ

り
、
同

時
に

、
良
心

に
語

り

か

け

る
必

要
も

あ

る
だ

ろ

う

。
そ

し
て

最

後
に

は

こ

の
両

方
の
力

に
よ

っ

て
、
生

徒
が

自

分
の

意

思
に
よ

っ
て

、
自
分

で
そ

の
座

標

系
を

情
熱

的
に
受
け

い

れ
る

必
要
が

あ
る

。

あ

た
か

も
そ

れ

は
、

一

方
で
、

誰
か

に
私
が

私

の
絶
望

的
な

状
況
を

見
せ

つ

け

ら

れ
、
他
方
で

は
、
非

常

用
錨

を
投
げ

て
も

ら

う

よ
う

な
も

の

で
あ

る

。

最
後

に
私

は

、
自

分

の
意
思

で
、

し
か
し

ど
ん

な

こ

と
が

あ

っ
て

も
先
生
に

手
を

引

い
て

も

ら
う

こ

と
は

な

く
、

そ

れ
に

突

進
し

て

、
そ

れ
を
つ

か

む
の
で

あ
る
。
１
０
５

こ

の

よ
う

に

、「
生

き
方
・
生
の

判

断
」
で
あ
る
信

仰
は

、
最
初

は
教
え

ら

れ
る

と

い
う
形

で
、
座

標
系

を
「

描

写
・
記

述

」
し
、「
良

心

に

語
り

か

け
る

」
必
要
が

あ
る

。
別
の

箇
所
で
「

実
際

の

生
活

に
よ
っ

て

、
神
の

概
念

が
押
し

つ

け
ら
れ

る
の
で

あ
る

。
」
１
０
６

と
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述

べ

る
よ

う

に

、
信

仰
も

ま

た
言

語

ゲ
ー

ム

だ
か

ら

で
あ

る

。
そ
し

て
い

ず

れ
は

、
実

際
の

生
活
に

教
え
ら

れ
た

座

標
系

を

、「

情
熱

的

」

に

受
け

入
れ

、
最
後

に

は

「
自

分
の

意

思
で

」

そ

れ
に
突
進

し

て
掴

む

こ

と
が
要
求

さ
れ
る

。

言

語
ゲ
ー
ム

は

与
え
ら

れ

た
も

の

で

あ

り
、
主
体

は
言
語

に

よ

っ
て

成
立
す

る
リ

ア

リ

テ
ィ
を
選

び

取
る

こ

と

が
で
き
な

い

た
め
に

、

相
対
主
義

的

な
言
語

観

に
お

け

る

「

方
法

上
の

言

語
ゲ

ー

ム

」
の

視
点
を

持
つ

と

き

、
人

は
宗

教

に
お

け

る
絶
対

的
な

も

の
の
共

有

や
証
明
が

不

可
能
で

あ

る
と

い

う

不
安
へ

と
立

ち
返
ら

ざ

る
を

得

な
い

。
そ
れ

は

、
た
だ
信

仰
や

真
理

は

、「
事
実

上
の
言
語

ゲ

ー
ム
」
の
そ
の

ゲ
ー

ム
内
に

お
け

る

言

語

に
、

リ
ア

リ

テ
ィ
を

制

約
さ

れ
て

し

ま
っ

て

い

る
と

い
う

信

仰
を

奪

い
去
る
よ
う

な
冷
め

た

目

線
に
よ
る

不

安
で
あ

る

。
こ

の

不

安

は
、
勝
義

的

真
実
を

目

指
す

龍
樹
の

思
想

に

お

い
て

は
あ

り

得
な

か

っ

た
。
し
か

し

、
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ
タ

イ
ン

に

お

い
て

は

、

勝

義
的

真
実
は
全
く

想

定
さ
れ

な
い

。

言
語

ゲ

ー

ム
は

世
俗

的

な
言

語

慣

習
が
全
て

な

の
で
あ

る

。
こ

う
し

た

中
で
、

個

人
と

し

て

、

主
体
と
し

て
ウ
ィ

ト

ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン
は

冷
め

た
目

線
に

よ

る
不

安

に
抗
い
、
言

語
ゲ
ー

ム

に

お
い
て
実

践

さ
れ
、

成

立
す

る

真

理

に
信

仰
を

求
め
る

の

で

は
な

く
、

宗

教
は

個

人
の
「

私
」

と

い
う

主

体
の
み

が
見

て
い
る

苦

悩

に
お
い
て

神

を
見
出

し

、
そ

れ

が

主
体
に

と
っ

て
現
実

で

あ
る
「
事

実

上
の
言

語

ゲ
ー

ム
」
に
埋
没
し

て

い
る

と

い
う

瞬

間
へ

と
突
進

し

て
「

つ
か
む

」
こ

と

に
、

信

仰

の

可
能

性
を

求
め
よ

う

と

し
た

の
で

は

な
い

か

と

考
え

る
。

こ

れ
は

換

言
す
れ

ば
、

ウ
ィ
ト

ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ
ン

は
世
俗

的

な
言

語

慣

習

し
か

あ
り

え

な
い
世

界
で
、

自
身
の

求
め

る
言

語
慣

習
に

埋

没
す

る

こ

と
で
、
主

体
の
内

面

的

な
苦
悩
に

お

け
る
真

実

を
欲

し

続

け
た

と
言
え

る

の
で

は

な
い

か

。

こ

う

し

た
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ

イ
ン

の
言

語

観
・

宗

教

観
と

、
先

に

述
べ

た
龍

樹
の

言
語
観

・
宗

教

観

を
比

較
す

る

と
き

、
本
章

の

比

較

は
両

者
の

類

似
性
か

ら
出
発

し
た

に

も
関

わ

ら

ず
、

そ
こ

に

は
全

く

異
な
る

帰
結

が
導
出

さ

れ

る
と

考
え

る

。
そ
れ

は

、
龍
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樹

が

そ

の
世

界
観

に

お
い

て

、
言
語

慣
習

の

虚
構

性
を

見
き

わ
め

、

二
諦

と

い

う
言
説
の

区
別
知

り

、

最
終
的
に

は

真
理
を

体

得
す

る

こ

と

で
「
空
」

に

よ
る
全

世

界
的

な
全

存

在
の

救

済
と
い

う
世

界

観
を

導

出
し
た

の
に

対
し
て

、

ウ

ィ
ト
ゲ
ン

シ

ュ
タ
イ

ン

の
宗

教

に

お

け
る
世
界

観
は
、

絶

対

的
な

も
の

が

あ
り

え

な

い
と

い
う

言

語
ゲ

ー

ム
の
性
質
を

見
な
が

ら

も

、
言
語
ゲ

ー

ム
に
埋

没

し
、

た

っ

た
一

人

に
し

か
体
験

さ

れ
な

い

主
体
の

苦
悩

か

ら
神
と

の
関

係

へ
と

向

か
う

も
の
だ

っ

た
の
で

あ
る

。

結

論本

稿

の
比

較

は

、「

縁
起

」
の

言
語

観
と
「

言
語
ゲ

ー
ム

」
が
提

示

す
る

言

語
観
の

言
語
が

、
リ

ア

リ
テ
ィ

を
生

み

出
す
と

い
う
類

似

性

か
ら
出

発
し

た

。

次

に

、
龍
樹

『
中

論

』
の

視

点

か
ら

、
宗

教
な
い

し

宗

教
言

語
が

ど

の
よ

う

に
扱
わ

れ
る
の

か
に

つ

い
て
考

察
し

た

。
ま

た
、
後

期

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン
の
視

点

に
お

い

て
は

、「
言

語
ゲ
ー

ム
」
の
相

対

主
義

的
な
言

語

観
と

ウ

ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ

タ
イ

ン

が
示
唆

し

た

宗
教

観
に
着

目
し
、

宗

教
な

い

し
宗

教

言
語

が

ど
う
扱

わ
れ

る

の
か

に

つ
い

て

考
察

し
た
。

宗

教

言
語
に

お
い

て
龍
樹

は

、
ま
ず

は

言
語

慣
習
の
虚
構

性

を
看

破

し
、
世

俗

諦
と
勝

義
諦
の
区

別

を
知

る
こ
と

が

必
要
と

考
え
、

最

終

的

に
は
言
語

活

動
の

寂

滅
を
目

指
す

見

地
か

ら
述

べ
る

た
め

、

最
高

の

真

理
を
、(

究

極
的

に
は)

区

別
さ
れ

な
い

世
俗

的
真
理

と

い

う

形
で

語
る

こ

と
を
重

視
し
た

の
で

あ

る
。

一

方
ウ
ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ

ン
の
「
言

語
ゲ
ー

ム

」

は
、
生
活

の

形
式
で

あ

る
と
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い

う

点

に
お

い
て

は

、
宗

教

に

お
け

る
言

語

ゲ
ー

ム
が

成
立

し
て

い

る
と

解

釈
し
得
る
。

し
か
し

そ

れ

は
相
対
主

義

的
な
も

の

で
あ

り

、

宗

教
の

絶
対

性
は
知

り

え

な
い

と
い

う

見
地

に
立

た
ざ

る
を

得

な
い

。

そ

し
て
、
個

人
の
信

仰

は

主
体
の
苦

悩

に
お
い

て

の
み

知

ら

れ

る
こ

と
を
望
ん
だ

ウ

ィ

ト
ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

に

と
っ

て
、

真

に
宗

教

的
と
言
い
得

る
言
説

は

、

主
体
の
内

面

的
な
苦

悩

に
お

い

て

の

み
為

さ
れ

る

と
考

え

て

い
た

こ
と

が

推
測

さ

れ

る
。

こ
の

よ

う
な

点

か

ら
、
龍
樹

は
、
存

在

が

空
と
し
て

非

有
で
も

非

無
で

も

な

く

な
る
全
世

界

的
な

目

線
を
考

え
て

い

た
一

方
で

、
そ

れ
と

は

ま
っ

た

く

反
対

に
、

ウ
ィ
ト

ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ
ン

は
個
人

的

な
主

体

の

内
面

的
な
苦

悩
と
神

と

の
関

係

に
目

を

向
け

て

い
た

の

で
あ

る

。

し

か

し
、
本

稿
の

議
論
は

、
龍
樹

に

つ
い

て
は
、
『
十

住
毘

婆
沙

論

』
や
『

大

智
度

論

』
と
い
っ
た

著

作
に
見

ら
れ

る

宗
教

実

践
の

視

点

や

、
古

代
イ

ン

ド
に

お

け

る
他

学
派
と

の
対

立
と

影
響

な
ど

、

未
だ

考

察
の
余
地
が

残
る
。

ま

た

、
ウ
ィ
ト

ゲ

ン
シ
ュ

タ

イ
ン

つ

い

て

は
、
ト
ル

ス

ト
イ
や

キ

ル
ケ

ゴ
ー

ル

の
影

響

、
ユ
ダ

ヤ
人

意

識
、

家

族
の
影
響
や

伝
記
な

ど

、

よ
り

多
角

的

に
宗
教

観

が
論

じ

ら

れ

る
必

要
性

が

あ
る

ほ

か

、
相

対
主

義

的
言

語

観
に
お

い
て

「

宗
教

間

対

話
」
は
ど

う
成
立

す

る

の
か

と
い
う

点
に
つ

い

て
も

問

題

が
残

る

。
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１

冨

岡

久
美

「

空
と

言
語

ゲ

ー
ム—

ナ

ー
ガ

ー
ル

ジ

ュ
ナ
の

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
的

解

釈
を
め

ぐ
っ

て—

」
『
人

間
文

化

学
研

究

集

録

』
、
二

〇

〇
〇
年
。

２

塚

原

典
央

「

言
語
ゲ
ー

ム
と
縁

起

－
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

と

ナ
ー

ガ

ー
ル

ジ

ュ
ナ
の

言
語
批

判
哲

学

－
」
、
『

福
井

県

立
大

学

論

文
集

』

五
二

号

、
二

〇

一
九

年

。

３

杉

岡

孝
紀

『

親
鸞
の
解

釈
と
方

法

』
法

蔵

館
、

二

〇
一

一

年
。

４

打

本

弘
祐

「

親
鸞
に
お

け

る
言

語

観

」
『
龍
谷

大

学
大

学

院
文

学

研
究

科

紀
要

』

二
七

号

、
二
〇

〇
六

年

。

５

打

本

弘
祐

「
ナ
ー

ガ
ー

ル

ジ
ュ

ナ

の
言

語

哲
学

」
『

真
宗

研

究
会

紀
要

』

四
二

号

、
二

〇

一
〇
年

。

６

星

川

啓
慈

『

宗
教
と
し

て

の
言

語
ゲ
ー

ム

』
勁

草

書
房

、

一
九

九

七
年

。

７

中

村

元
監

修

・
峰

島
旭

雄

『
比

較

思
想

事

典
』

東

京
書

籍

、
二

〇

〇
〇

年

、
一

頁

。

８

三

枝

充
悳

『

三
枝

充
悳

著

作
集

第
七

巻

比

較

思
想

論
Ⅰ
』

法

藏
館

、

二
〇

〇

四
年
、

九
二

頁

。

９

中

村

元
『

比

較
思

想
論

』

岩
波

書

店
、

二

〇
〇

五

年
、

二

四
五―

二
四

六

頁
。

１
０

中

村

元
『

比

較
思

想
論

』

岩
波

書

店
、

二

〇
〇

五

年
、

二

四
六

頁

。

１
１

中

村

元
比

較

思
想

事
典

１
２

た

だ

し
、
実

際
に

「
中

観

派(
m

ā
d

h
y

a
m

ik
a

)

」

の
名
を

初

め
て

使

用
し

た

の
は
、

清
弁(

バ
ー

ヴ
ィ
ヴ

ェ

ー
カ

四

九
〇
～

五
七

〇

年

頃)

で

あ

る
。(

桂
紹

隆

ほ
か

編

『
シ

リ

ー
ズ
大

乗
仏

教

第

六

巻

空

と
中

観

』
春

秋

社
、

二
〇
一

二
年
参

照

。)
 

１
３

『

高

僧
和

讃

』
の

「
龍

樹

讃
」

か

ら
、
親

鸞
聖

人
が
龍

樹
に
つ

い

て
、

特

に
難

行
・
易

行
を
示

し
た
点

を
重
要

視

し
て
い

る
の

が

窺

え
る

が

、
「
南

天
竺
に

比
丘

あ

ら
ん

龍
樹

菩

薩
と

な

づ
く

べ

し

有

無
の

邪

見
を

破

す
べ

し
と

世
尊
は

か
ね
て

と

き
た
ま

ふ

」

と

、
『

中

論
』
の
著

者
と
し

て

龍
樹

に
言
及

し

て
い

る
箇
所

が

あ
る

。(
浄
土

真

宗
本

願
寺

派

総
合

研
究
所

編
『
浄

土

真
宗
聖

典

第

二

版
』

本

願
寺

出

版
社

、

一
九

八

八
年

、

五
七

八

頁
参

照

。)
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１
４

三

枝

充
悳

訳

注
『

中
論(

上)
―

縁

起
・

空

・
中
の

思
想

』

第
三

文

明
社

、

一
九

八
四
年

、

八
五
頁

。

１
５

七

世

紀
。
中

観
派
の
思

想

家
・

注

釈
家

。

ブ
ッ

ダ

パ
ー

リ

タ
の
弟

子
。

中

村
元

ほ
か
編

『

岩
波
仏

教
辞
典

第
二

版

』
岩

波

書

店

、

二
〇

〇

二
年

、

七
〇

四

頁
。
中

村
元

は

、
①

チ

ャ
ン

ド

ラ
キ

ー

ル
テ

ィ

の
註

解(

『
プ

ラ
サ

ン

ナ
パ

ダ

ー
』)

が
詳

し

く
注

釈

を

ほ

ど

こ
し

て

あ
る

こ

と
、

②
サ
ン

ス

ク
リ

ッ

ト
文

で

あ
る

た

め
に
思

想
を
明

白
に

理
解
で

き

、
従

来

鳩
摩
羅

什
の
訳

の
み
に

依
っ
て

い

た

解
釈
の

誤
謬

を
訂
正

し

不
明
な

箇
所
の

意
義

を
明
ら

か

に
な

し

う
る

こ

と
、

③

年
代

は
後
に

な

る
が
大

体
に
お

い
て
龍

樹
の
原

意

に

沿
っ

て

い
る

こ

と
の
三

点
か

ら

、
チ

ャ

ン
ド

ラ

キ
ー

ル

テ
ィ
の

註
解

を

『
中

論
』
の

論
理
の

解

明
に
お

い
て

最

重
要
視

し
て
い

る

。(

中
村

元
『
龍

樹
』

講

談
社

、

二
〇

〇

二
年

、

三
二

〇

頁
。)

本
稿

で

も
こ

の
立
場

を

と
り
、

月
称
の

解
釈

を

参
考

に

す
る

。

１
６

三

枝

充
悳

に

よ
る

と

、
「
八

不
」

は

「
縁

起

」
に

か

か
る

た

め

、
「

八
不

の

縁
起

」
と
い

う
言
い

方

が
さ
れ

る
場
合

が
あ
る

が
、

厳

密

に
は

「
存
在(

す
る

も

の)
(

法

・
諸

法)

が
八

不
で
あ

る

縁
起

」

で
あ

る

。(

三

枝
充
悳

「
龍

樹

の
帰

敬
偈
に

つ

い
て―

帰
敬

偈

成

立

史
考

」
『

龍
樹

・
親

鸞
ノ
ー

ト

』
法

蔵

館
、

一

九
八

三

年
、

一

七
〇

頁

参
照

。)
 

１
７

三

枝

充
悳

訳

注
『

中
論(

中)
―

縁

起
・

空

・
中
の

思
想

』

第
三

文

明
社

一

九
八

四
年
、

六

五
一

頁

。

１
８

中

村

元
『

広

説
佛

教

語
大

辞

典

縮

刷
版

』

東
京

書

籍
株

式

会
社

、

二
〇

一

〇
年

、

三
八
九

頁
－

三

九
〇

頁

。

１
９

荻

原

雲
来

編

纂
『

漢
訳

対

照
梵

和

辞
典

新
装

版

』
山

喜

房
佛

書

林
、

一

九
八

六

年
、

八
五
九

頁
。

２
０

Ⅴ.S
.

ア

プ
テ

『
梵

英
辞

典

』
臨

川

書
店

、

一
九

七

八
年

、

一
〇

九

四
頁

。

２
１

こ

う

し
た
原

義
を

よ
く
表

現
し

て

い
る

使

用
例

と

し
て

、
バ
ラ

モ

ン
教
の

文
献

に
、
「
究
極
的

な
原
理(

つ
ま
り

、
ブ

ラ

フ
マ

ン)

か

ら
の
世

界
の

展
開

、
あ
る

い

は
展

開

し
た
世

界
を

「
プ
ラ

パ

ン
チ

ャ

」
と

呼

ぶ
用

例

」
が

あ
る
と

言

う
。

桂

紹
隆

・
五
島

清

隆

『

龍
樹

『

根
本

中

頌
』
を

読
む

』

春
秋

社
、
二

〇

〇
一

年
、
一

八

五
頁

。

２
２

桂

紹

隆
・

五

島
清

隆
『

龍

樹
『

根

本
中

頌

』
を

読
む
』

春

秋
社
、

二
〇

〇

一
年

、
一
八

六

頁
。

２
３

三

枝

充
悳

訳

注
『

中
論(

中)
―

縁

起
・

空

・
中
の

思
想

』

第
三

文

明
社

、

一
九

八

四
年

、

四
九

一

頁
。

２
４

奥

住

毅
『

中

論
註

釈
書
の

研
究

チ
ャ

ン

ド
ラ

キ

ー
ル

テ

ィ
『

プ

ラ
サ

ン

ナ
パ

ダ
ー
和

訳

』
』
山
喜
房

佛
書
林

、
一
九

八

八

年

、

五
八

六

頁
。

２
５

立

川

武
蔵

『

中
論
の
思

想

』
法

藏

館
、

一

九
九

四
年
、

三

一
頁

。
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２
６

中

村

元
『

龍

樹
』

講
談

社

、
二

〇

〇
二

年

、
三

二

〇
頁

。

２
７

三

枝

充
悳

訳

注
『

中
論(

上)
―

縁

起
・

空

・
中
の

思
想

』

第
三

文

明
社

、

一
九

八
四
年

、

八
五
頁

。

２
８

梶

山

雄
一

『

仏
教
の
思

想

３
空

の

論
理

<

中

観>

』

角
川

書

店
、
一

九

六
九

年

参
照
、

七
四

頁

。

２
９

桂

紹

隆
・

斎

藤
明

・
下

田

正
弘

・

末
木

文

美
士

編

『
シ

リ

ー
ズ
大

乗
仏

教

第

二
巻

大
乗
仏

教

の
誕
生

』
二
〇

一
一

年

、
一

六

頁

３
０

長

尾

雅
人

『

中
観
と
唯

識

』
岩

波

書
店

、

一
九

七

八
年

、

一
二

頁

。

３
１

桂

紹

隆
・

五

島
清

隆
『

龍

樹
『

根

本
中

頌

』
を

読
む
』

春

秋
社

、

二
〇

〇

一
年

、

九
頁

。

３
２

三

枝

充
悳

訳

注
『

中
論(
中)

―

縁

起
・

空

・
中
の

思
想

』

第
三

文

明
社

一

九
八

四
年
、

六

五
一

頁

。

３
３

三

枝

充
悳

訳

注
『

中
論(

上)
―

縁

起
・

空

・
中
の

思
想

』

第
三

文

明
社

、

一
九

八

四
年

、

八
五

頁

。

３
４

一

切

の
〔
誤

り
の

〕
見

解

を
断

ぜ

し
め

る

た
め

に

、
慈

悲
に
も

と

づ
い

て

、
正

し
い
真

理(

正

法)

を
説

き

示
さ

れ
た

そ

の
ゴ

ー

タ

マ(

ブ
ッ

ダ)

に

、
私
は

い

ま
帰

命

す
る

。
三
枝
充

悳
訳

注

『
中

論(

下)
―

縁
起

・
空
・

中
の

思
想
』

第

三
文
明

社
、

一
九
八

四

年

、

七
七

七

頁
。

３
５

『

中

論
』

内
で
初

期
経

典
に
引

用

・
言

及

し
て

い

る
唯

一
の
箇

所

と
言
え

る
。

三
枝
充

悳
訳
注

『
中
論(

中)
―

縁

起
・

空
・
中

の

思

想
』

第

三
文

明

社
一

九

八
四
年

、
四

〇

九
頁

。

３
６

こ

れ

に
該

当

す
る

と
思

わ

れ
る

『

サ
ン

ユ

ッ
タ

ニ

カ
ー

ヤ

』
「
カ

ッ
チ

ャ

ー
ナ

ゴ

ッ
タ

経
」(

『

相
応
部

』

経
典

の
第

十

二
「

因

縁

相

応
」

十

五
章)

に
は

、
世
尊
が

カ
ー

テ

ィ
ヤ

ー

ヤ
ナ
の
問
い

か

け
に

対

し
、

「

カ

ッ
チ

ャ―

ナ

よ

、
〈

す

べ
て

が

あ
る

〉

と
は

、

こ
れ

は

一
つ

の
極
端

で

す

。
〈

す

べ
て
が
な

い

〉
と
は

、
こ

れ

は
第

二
の
極

端
で

す

。

カ
ッ

チ

ャ
ー

ナ
よ
、

そ

れ
ゆ

え

、
如

来

は
、

そ

れ
ら

二
つ
の

極

端
に
近

づ
か

ず
、
中

に
よ
っ

て

法
を
説

き
ま
す

。
」(

片

山
一
良

訳

『

パ
ー

リ
仏
典

〈

第

3

期

〉

３
相

応

部(

サ

ン
ユ

ッ

タ
ニ

カ

ー
ヤ)
因
縁

篇

Ⅰ
』

大

藏
出

版

株
式

会
社
、

二
〇
一

四

年
、
一

二
一

頁

。)

た
だ

し

、
斎

藤
明
に

よ
る

と

、
『
カ

ー
テ

ィ

ヤ
ー

ヤ

ナ
へ

の
教
え

』

と
『

中

論
』
で

は
、

非

有
・

非
無
の

論

拠
が

異

な
る

。

『

カ

ー
テ

ィ

ヤ
ー

ヤ

ナ
へ

の

教
え

』

で
は

、
「
世

間

の
消

滅
と
生

起

、
す

な

わ
ち

縁

起
の

還
滅
門

と
流
転

門

を
正

し
い
智

慧

に
よ
っ

て

見

る
こ

と

」
に
論

拠
を

求

め
る

。

そ
の

一

方
で

、
『
中
論

』

で
は

「
自

性

」
が

「

作
ら

れ
た
も

の

」
で
も

「
他

に
依
存

す

る
も
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の

」

で
も

な

い
が

ゆ

え
に

、
自
性
は

否
定
さ

れ
、

自

他
が

明

確
に
区

別
さ

れ

る
存

在(

非
有)

は
あ

り

得
ず

、

存
在

の

「
変

異
」
で

あ

る

「

非
存

在

」(

非

無)

も

な

い
と

い

う
論

証

が
示
さ

れ
る

。

こ
の
点

、
龍

樹

が
仏

教
に
お
け

る
初

期
経
典

の

歴
史

的

な
流

れ
を
汲

み

つ

つ

も
、
独

自
性

を
持
っ

て

い
た

と

判
断
で

き
る

。(

桂
紹

隆

・
斎

藤
明

・

下
田

正

弘
・

末
木
文

美

士
編
『

シ
リ

ー

ズ
大

乗
仏
教

第

二

巻

大

乗
仏

教
の
誕

生

』
、
二

〇

一
一

年
、

一

八
頁

参

照
。)

こ
の

点
に
つ

い

て
玉
城

康
四

郎

は
、

原

始
経

典

に
お

い

て
も

、
大

乗

の

主
な
経

典
群

に

お
い

て

も
「
空

」
が

根

本
立

場
で
あ

っ

た
と

解

す
る

こ

と
は

で

き
な
い

と
し

て

い
る

。

(

中

村
元
ほ

か

『
仏
教

思

想

7
 

空

下
』

平
楽

寺

書
店

、

一
九

八

七
年

参

照
。)

ま

た
、
縁
起

か

ら
空
へ

の
発

展

に
つ

い

て
三

枝
充
悳

は
、
「

縁

起
と

い
う

術

語

そ
の

も

の
は
古
く
、

重

要
で

は

あ
っ

た

け
れ

ど

も
、

そ

れ
が

無

自
性

に

つ
ら

な
り
、

さ

ら
に
空

に
発
展

す
る
も

の
で
は

な
か
っ

た

。

た
と

え

ば
、
或
る
存

在

に
は

そ

の
も

の

の
自

性
が
あ

り

、
そ

こ

に
そ

れ

自
身

の
個
性

が
あ
っ

て

、
そ
れ

が
他
と

関
係
し

合
う
と

い

う

ほ
ど

に
考
え

ら

れ
て

い

た
。

こ

の
よ

う

な
縁

起
の
あ

り

か
た

を

奥
深

く

掘
り

下
げ
て

、
右
の

発

展
を
果

た
し
た

の
が
龍

樹
で
あ

り

、
『

中
論

』

で
あ

る

。
」

と
述
べ

る

。(

三

枝
充

悳
『
増

補

新
版

龍
樹

・

親
鸞

ノ

ー
ト

』

法
藏

館

、
一

九

九
七

年
、
五

二
頁
。)

 

３
７

S
v

a
b

h
ā

b
a

は

有

部
の
ア

ビ

ダ
ル

マ

学
者
た

ち
が

、

そ
の

「

ダ
ル

マ(

法)

」

の
体

系
を
構

築
す

る
際
に

導

入
し

た
キ
ー

ワ

ー
ド
で

あ

る

。
彼
ら

の
理

論
に
お

い

て

、
「

ひ

と
」

や
「

水

」
な

ど

の
概

念(
p

r
a

jñ
a

p
ti)

、

名

前
だ
け
の

存
在
と

は

異
な

り
、
真

に

存
在
す

る

ダ

ル
マ
は

、
そ

れ

に
「
固

有
の

性

質
」(
自
性)

を

持
つ

も

の
で

あ
る

と

定
義

さ

れ
る

。

同
一
の

「
固
有

の
性
質

」
を

持

つ
複

数

の

も

の

は
同

一
の
ダ

ル

マ
に

、

そ
れ

と

は
異

な

る
「

他

者
の

性

質
」(

p
a

ra
b

h
ā

b
a

)

を
持

つ
も

の
は

別

の
ダ

ル

マ
に

分

類
さ

れ
る
。

そ

の

意

味
で

、S
v

a
b

h
ā

b
a

は

自

他

を
区

別

す
る
基

準
で
あ

る

。
桂

紹

隆
・

五

島
清

隆

『
龍

樹
『
根

本

中
頌
』

を
読

む

』
春

秋

社
、

二

〇

〇

一
年
、

五
頁

。

３
８

お

よ

そ
、
「

自
性

」
と
「
他

性
」

と

「
存

在(

も

の

・
こ

と)

」
と

、
「
非

存

在(

の
も

の
・

こ
と)

」

を
見

る

人
々
は
ブ

ッ
ダ
の

教

説

に

お
い

て

、
真

実
を
見

る

こ
と

が

な
い

。(

第

一

五
章

六

偈)
三

枝
充

悳
訳
注

『

中
論(

中)
―

縁
起
・

空

・
中

の
思
想

』
第
三

文

明

社

、

一
九

八

四
年

、

四
〇

四

頁
。
こ

こ
に

お

い
て

も

「
ブ

ッ

ダ
」
の

名
を
出

し
、

仏
所
説

で
あ
る

こ

と
が
述

べ
ら
れ

て
い
る

。

３
９

『

中

論
』

内
に
「
相
依

性(
 id

a
ṃ
  p

r
a

ty
a

y
a

tā
)

」

と

い

う
語

は
出

て
こ

な

い
が
、

チ
ャ

ン

ド
ラ

キ

ー
ル

テ
ィ
に

よ

る
『

プ
ラ

サ

ン

ナ
パ

ダ

ー
』
な

ど
の
注

釈
書
に

お
い

て

は
以

下
の
よ

う

に
言

及
さ
れ

る

。
「
陽

炎
の
よ

う
な

世
俗
の

事

物
は

相
依
性

の

み
を
承

認

す

る
こ

と

に
よ

っ

て
成

立

す
る

。

他
の

理

由
に

よ

っ
て

は
成
立

し

な
い

。
」(

奥

住

毅
『

中
論
註

釈

書
の

研

究

チ
ャ
ン

ド

ラ
キ
ー
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ル

テ

ィ
『

プ

ラ
サ

ン

ナ
パ

ダ

ー
和

訳

』
』
山

喜
房

佛

書
林

、

一
九

八

八
年

、

一
八

九

頁
。)

ま
た
、

中
村

元

は
主

に

チ
ャ

ン

ド
ラ

キ
ー

ル

テ

ィ
注

釈
に
依

り

な
が

ら

、
「
『
中

論
』

の

詩
句

の
中
に

は
相
依

性

と
い

う

語
は

一
度
も

出
て
こ

な

い
が
、

し
か
し

縁
起
が

相
依
性

の

意

味
で

あ

る
こ

と

は
註

釈

に
よ

っ

て
明

ら

か
で

あ

る

。
」

と
述
べ

て
い

る

。(

中

村

元
『

龍
樹

』

講
談

社
、
二

〇
〇
二

年
、
一

八

二

頁

参

照
。)

 

「

相

依
性(

id
a
ṃ
  p

r
a

ty
a

y
a

tā
)

」

は

、
『

梵

和
辞
典

』
に
よ

る

と

、
「id

a
m

」

が

、
「
凡
て

是

れ
」(

荻

原
雲
来

編

纂
『
漢
訳

対
照
梵

和

辞

典

新

装
版

』

山
喜

房

佛
書

林

、
一

九

八
六

年

、
二

二

六
頁)

を
表

し

、
「p

r
a

ty
a

y
a

」
が
、
「…

に
行
く

ま
た
は
向

う
こ
と

、

賴

る

こ
と

」(

荻
原

雲
来

編

纂
『

漢

訳
対

照

梵
和

辞

典

新

装
版

』

山
喜

房

佛
書

林

、
一

九

八
六
年

、
八

四

九
頁)

を
表

す

。
漢

訳

に

お

い

て
は
明

確
に

「
緣
性

」
」(

荻

原

雲
来

編

纂
『

漢

訳
対

照

梵
和

辞

典

新

装
版

』

山
喜

房
佛
書

林

、
一

九
八
六

年
、
八

四

九
頁)

と

訳

さ
れ

る

。
ま

た

、
宇

井

伯
寿
は

「
相

依

性
」

に

つ
い

て

、
「
縁

起
は

、

梵
文

で

は
、

相
依
性(

id
a
ṃ
  p

r
a

ty
a

y
a

tā
)

と
も

い
わ

れ

、

従
っ

て
相
待(

a
p

e
k
ṣ ā

)

と

い

う
と

同

じ
で
も

あ

り
、
単
に
、

縁

っ
て(

p
r
a

tīty
a

)

と

い
わ
れ

て

も
居
る

。
相
依

性
は

、

原
語

の

直

訳

と
し

て

は
、

こ

れ
を
縁

と
し

て

居
る

こ

と
、

と

い
う

の

で
あ

る

が
、

こ

れ
と

指
す
の

は
、
、

甲
乙
等

の

場
合

、
そ
の

何

れ
か
ら

も

、

他
を
指

し
て

い

う
の

で

あ
る

か

ら
、

そ

こ
に

相

互
の

意

味
を
含

ん
で

居

る
の

で
あ
る

。
縁
は

依

る
又
は

待
つ
と

い
う
意

味
に
な

る

か

ら
、
相

互
に

依
っ
て

居

る
こ

と

を
い

う

意
味

で

あ
る

。
」

と
し

て
い

る

。(

宇

井

伯
寿

『
東

洋

の
論

理

空

と

因
明

』

書
肆

心

水

、

二
〇

一

四
年

、

二
四

頁

。)
 

４
０

原

因

と
結

果

と
の
連
鎖

的

関
係

、

一
方

の

他
方

へ

の
依

存
に
よ

る

生
起(

鈴

木
学

術
財
団

・
研

究
部
編

纂
『
漢

訳

対
照
梵

和
大

辞

典

新

装

版
』

講

談
社

、

一
九

八

六
年

、

八
四

六
頁
。)

 

４
１

『

宝

行
王

正

論
』
に
お

い

て
は

、

以
下
の

よ
う

な
記
述

も
見
ら

れ

る
。

人

間

存
在
は

、
地

で

も
な

く

、
水

で

も
な

く

、
火

で

も
な

く

、
風
で

も
な

く

、
虚

空
で
も

な
く
、

識

で
も
あ

り
ま
せ

ん
。

こ

れ
ら
す

べ

て

の
も

の

で
も

な

い
な

ら

ば
、

そ

れ
以

外

の
い

か

な
る

も

の
が
人

間
存

在

で
あ

り
ま
し

ょ

う
か
。

瓜
生
津

隆
真
・

梶
原

雄

一
訳

『

大

乗
仏

典

1
4
 

龍
樹
論

集

』
中

公

文
庫

、

二
〇

〇

四
年

、

二
八

一

頁
。

４
２

梶

山

雄
一

『

仏
教
の
思

想

３
空

の

論
理

<

中

観>

』

角
川

書

店
、
一

九

六
九

年

、
八

九

－
九
〇

頁
参

照

。
『
中

論
』

が

他
学
派

と

の

論
争
を

意
識

し

て
著

述

さ
れ

て

い
る

こ

と
に

も

留
意

し

て
お

か

な
く

て

は
な

ら

な
い

。

ア
ビ

ダ

ル
マ
仏

教
が
、

法
は
自

性
を
有
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し

て

三
世
に

実
有(

そ
れ
自

身
の
本

質
と

し

て
あ

る)

で
あ

る

こ
と

を
説

い

た
一

方
で
、

龍

樹
は
「

空
」
を

導
入

し

、
法

が

無
自

性

で

あ

る

こ
と

を
説
い

た

。
ま

た

、
こ

う

し
た

論

争
の

中
で
、

自

性
を
否

定
し

、

い
か

な

る
も
の

に
も

よ

ら
な

い

中
道
の

立
場
か

ら

「

空

」
を
提

唱
す

る
中
観

派

は
、
古

今
す

べ

て
の

実

在
を

否

定
し

、
無
意

味

を
主

張
す
る

「
虚
無

主

義(

ニ
ヒ

リ
ズ
ム)

」

で
あ
る

と

誤

解

さ
れ

が

ち
で

あ

る
。

し

か
し

、
『

中
論

』
は

「

常
見(

物
の
恒

常
性

の
主
張)

」

を
否
定
す

る

と
と
も

に

、
「
無(

非

実
在)

」

の

否

定

に

よ
っ

て

「
断

見(

物

の

断
滅
の

主
張)

」
を

否

定
し

て

い
る

。
中
村

元

に
よ

る

と
、

後

者
の
「

断
見
」

こ
そ

虚

無
主

義

で
あ

る

。

(

中

村

元
『

龍

樹
』

講
談

社

、
二

〇

〇
二

年

、
六

七—

六
八

頁

。)
 

４
３

三

枝

充
悳

訳

注
『

中
論(

中)
―

縁

起
・

空

・
中
の

思
想

』

第
三

文

明
社

、

一
九

八

四
年

、

六
五

一

頁
。

４
４

中

村

元
『

龍

樹
』

講

談
社

、
二
〇

〇

二
年

、

二
四

二

頁
。

４
５

中

村

元
に

よ

る
と

、
月

称

の
『

中

論
』

註

釈
で

あ

る
『

プ

ラ
サ

ン

ナ
パ

ダ

ー
』

に
依
り

な

が
ら
、
「

縁
起

な

る
が
ゆ
え

に

空
で

あ

る

」
と
説

い
て

も

「
空

な

る
が

ゆ

え
に

縁

起
で

あ

る
」

と

は
説
い

て
い

な

い

。
「

縁

起
な
る
が

ゆ

え
に
無

自
性

で
あ
る

」

と
説
い

て

も

「
無

自

性
な

る

が
ゆ

え

に
縁

起

で
あ

る

」
と

は
説
い

て

い
な

い

。
「

無

自
性

な

る
が

ゆ
え
に

空
で
あ

る

」
と

説
い
て

も

「
空
な

る

が

ゆ
え

に
無
自

性
で
あ

る

」
と

は

説
い

て

い
な

い
と
述

べ

る
。

(

中
村

元

『
龍

樹
』
講

談

社
、
二

〇
〇

二

年
、

二

四
二—

二

四
三

頁

頁

参
照

。)
 

４
６

中

村

元
『

龍

樹
』

講
談

社

、
二

〇

〇
二

年

、
二

四

二—

二

四

三
頁

頁
参

照

。

４
７

桂

紹

隆
・

斎

藤
明

・
下

田

正
弘

・

末
木

文

美
士

編

『
シ

リ

ー
ズ
大

乗
仏

教

第

二
巻

大
乗
仏

教

の
誕
生

』
春
秋

社
、
二

〇
一

一

年

、
四

頁

。

４
８

鈴

木

学
術

財

団
・

研
究

部

編
纂

『

漢
訳

対

照
梵

和
大
辞

典

新

装

版
』

講

談
社

、
一
九

八

六
年
、

一
三
四

三
頁
。
「Ś

ū
n

y
a

tā

」

に

は

、
「
無

」

と
い

う
意

味
が
あ

り

、
形

容

詞
「ś

ū
n

y
a

」

に
も

「

～
の

な

い

」
、
「

～
の

存

在
し

な
い
」

と

い
っ
た

意
味

が

あ
る
。

鳩

摩

羅
什
は

こ
れ

を

「
空

」

と
訳

す

場
合
も

あ
れ

ば

、
「
無

」
と
訳

す
場

合

も
あ

っ

た
。

中
村
元

『

龍
樹
』

講
談
社

、
二

〇

〇
二

年

、

二
五

九

頁
参

照

。

４
９

鈴

木

学
術

財

団
・

研

究
部

編

纂
『

漢

訳
対

照

梵
和

大

辞
典

新
装

版

』
講

談

社
、
一

九
八

六

年
、

一

三
四

三

頁
。

５
０

「

膨

張
す

る

」
を
意
味

す

る
。(

鈴

木
学

術
財

団

・
研

究

部
編

纂

『
漢

訳

対
照

梵

和
大

辞

典

新

装
版

』

講
談

社
、
一

九
八
六
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年

、

一
三

四

三—

一

三
六

二

頁
参

照

。)
 

５
１

か

ら

の
、
空

虚
な

、
住

む

者
の

な

い
、

捨

て
ら

れ

た
；

乗
り
手
の

な
い(

馬)

；

う

つ
ろ

な(

凝
視)

茫

然
と

し

た
、

取
乱
し

た

、
；

貧

困

な
；

を
奪
わ

れ

た
・
欠

い
て

い

る
・

か

ら
自

由
な
ま

た

は
不

足
し
て

い

る
；

の

な
い
ま

た
は

存

在
し
な

い
；

空

虚
な
、

空
し

い

、

怠
惰
な(
鈴
木

学
術

財

団
・

研

究
部

編

纂
『

漢

訳
対

照

梵
和

大

辞
典

新
装

版

』
講

談

社
、

一
九
八

六
年
、

一

三
四

三
頁
。)

 

５
２

鈴

木

学
術

財

団
・

研

究
部

編

纂
『

漢

訳
対

照

梵
和

大

辞
典

新
装

版

』
講

談

社
、
一

九
八

六

年
、

一

三
四

三

頁
。

５
３

勝

義

諦
は

「p
a

r
a

m
ā

rth
a

-
s

a
ty

a

」
で

あ

り
、
「p

a
r
a

m
ā

r
th

a

」

の

み
で

も

「
最

高
の
ま

た
は
完

全
な
真

理

」
の

意

味
を
持

つ
。

(

鈴

木

学
術

財

団
・

研
究

部

編
纂

『

漢
訳

対

照
梵

和

大
辞

典

新

装

版
』

講

談
社

、

一
九

八

六
年
、

七
三

八

頁
。)

世
俗

諦

の
サ

ン

ス

ク

リ

ッ
ト
は

、
「s

a
ṃ
 v
ṛ ti-

s
a

ty
a

」

で

あ
り

、
「s

a
ṃ
 v
ṛ ti

」

は

「
閉
鎖

」
や

「

隠
す

こ
と
」

の
意
味

を

持
つ
。(

鈴
木

学
術

財
団
・

研

究

部
編

纂

『
漢

訳

対
照

梵

和
大

辞

典

新

装
版

』

講
談

社

、
一

九

八
六

年

、
一

三

七
〇

頁

。)

ま

た
、
安
井

広
済

に
よ

る
と
、

同

義

語

と
し

て
使
用

さ

れ
る
語

に
は

、
「

言

説

v
y

a
v

a
h

ā
r
a

」
が

あ

る
と

言
う

。(

安
井

広

済
『

中
観
思

想
の
研

究
』

法

藏
館

、

一
九

六

一

年

、
一

五

二
頁—

一
六

三

頁
参

照

。)
「

言
説

v
y

a
v

a
h

ā
r
a

」
は

「
振

舞

、
行

動

」
や

「

慣
例

、
風
習

、

日
常
生

活
、
一

般
の

慣

行

」

と
い

っ

た
意

味
で
あ

る

。(

鈴

木

学
術

財
団

・

研
究

部

編
纂

『

漢
訳

対

照
梵

和

大
辞

典

新

装
版
』

講
談
社

、

一
九
八

六
年
、

一

二

九
二

頁

。)

「s
a

ty
a

」

は

、
「
現

実
の
、

真
実
の

、
実

際

の
、

現

実
の

、
純
正

の

、
真

実
の
、

上

首
尾
の

、
き
き

め
の
あ

る(

祈

願)

、

実
現
さ

れ
た(

望
み)

信

頼
す

る

に
足

る
、
忠

実
な

、
誠
実

な

」
と

い

っ
た

意

味
が

あ

る
。(

鈴

木
学
術

財
団
・
研

究

部
編
纂

『

漢

訳
対

照

梵
和

大

辞
典

新
装

版

』
講

談

社
、

一

九
八

六

年
、

一

三
九

三

頁
。)

 

５
４

三

枝

充
悳

訳

注
『

中
論(

下)
―

縁

起
・

空

・
中
の

思
想

』

第
三

文

明
社

、

一
九

八

四
年

、

六
三

九

頁
。

５
５

お

よ

そ
、
二

つ
の
真

理(

二

諦)

の

区

別
を

知
ら
な

い
人
々

は

、
何

び

と
も

ブ

ッ
ダ

の

教
え

に
お
け

る
深
遠

な

真
実

義
を
知

る

こ

と

が

な
い
。

三
枝
充
悳

訳

注
『

中

論(

下)
―

縁

起

・
空

・

中
の
思

想
』

第

三
文

明

社
、

一

九
八

四

年
、

六

三
九

頁

。

５
６

〔

世

間
の

〕

言
語

慣
習
に

依
拠

し

な
く

て

は
、
最

高
の

意

義
は

、

説
き
示

さ
れ

な
い
。

最
高
の

意

義
に

到

達
し
な

く
て
は

、
ニ

ル

ヴ

ァ
ー

ナ(

涅
槃)

は
、

証

得
さ

れ

な
い

。(

第
二

四
章

第

十
偈)

。(

三

枝

充
悳
訳

注
『

中

論(

下)
―

縁
起

・
空

・

中
の

思

想
』

第

三

文

明
社

、

一
九

八

四
年

、

六
四

一

頁
。)

サ
ン

ス

ク
リ

ッ

ト
語

版
に
は

s
a

ty
a

(

真

理

、
諦)

の

語
は
見
え

な
い
。

し
か

し

、
三

枝

氏
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は

「

前
二

偈
か
ら

二

諦
を

説

い
て

い

る
と

見

て
よ

い

。
」
と
述

べ
て

い
る

。(

三
枝

充

悳
訳

注
『

中

論(

下)
―

縁

起

・
空
・

中
の

思

想

』

第
三

文

明
社

、
一
九

八

四
年

、

六
四

一

頁
参

照

。)
 

５
７

三

枝

充
悳

訳

注
『

中
論(

下)
―

縁

起
・

空

・
中
の

思
想

』

第
三

文

明
社

、

一
九

八

四
年

、

四
九

三

頁
。

５
８

仏

教

の
教

え

を
指
に
た

と

え
、

法

を
月

に

た
と

え

て
い

う

。
禅

家

で
は

「

し
げ

つ
」
と

い

う
。
ま

た
、

指

免
と
い

う
。
〈
『
大
智

度

論

』
九

巻

〉
「
如

人
以

手

指
月

示

人
。

彼

人
因

指

当
応

看

月
。

若

復
観

指

以
為

月

体
、
此

人
豈

亡

失
月

体

、
亦

亡
其
指

」

５
９

三

枝

充
悳

訳

注
『

中
論(

下)
―

縁

起
・

空

・
中
の

思
想

』

第
三

文

明
社

、

一
九

八
四
年

、

六
三

九

頁
。

６
０

長

尾

雅
人

『

中
観
と

唯
識

』

岩
波

書

店
、

一

九
七

八

年
、

三

四
頁

。

６
１

長

尾

雅
人

『

中
観
と

唯
識

』

岩
波

書

店
、

一

九
七

八

年
、

三

三
頁

。

６
２

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
が
哲

学

に
復

帰

し
た

後
の
数

年

間
は

、
「
中

期
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ
タ

イ

ン
」
と

呼
称

さ
れ
る

場

合
も

あ

る

。
ま

た

、
こ

れ
以
上

に

細
分

化

す
る
場

合
も

あ

る
よ

う

だ
が

、
本
稿

で

は
前

期
か
ら

後
期
へ

の

哲
学
的

思
索

の

過
渡
期

で
あ
る

と

考

え
る

た

め

、
「
前
期

・

後
期

」

の
区

分

の
み

を
採
用

す

る
。

６
３

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
著

野

矢
茂

樹

訳
『

論

理
哲

学

論
考

』

岩
波

書

店
、

二
〇
〇

三
年
参

照
。

６
４

「

言

語
ゲ

ー

ム

S
p

r
a

c
h

s
p

ie
l

」

に

お
け

る

、
「s

p
r
a

c
h

e

」

は
ド
イ

ツ
語

で
、
「
物
を

言
う
能
力

、

言
葉
、

話
、(

あ
る

地
域
の)

用

語

、
国

語

、
方

言

、
言

語
、
言

い

方
、

話
し
ぶ

り

、
語

調

、
語

法

、
談

論

、
話

題

、(

比

喩
に

お
い
て)

(

記
号
・

身
ぶ

り

な
ど

に

よ

る)

言
葉
」

な
ど

様
々
な

意
味
を

持
つ

。(

相

良

守
峯
編

『
木

村

・
相

良

独
和

辞

典
新

訂

』
博

友
社,

、

一
九
六

三
、
一

三

八
二

頁

参

照

。)
(

相

良
守

峯
編
『

木

村
・

相

良
独

和

辞
典

新

訂
』

博

友
社,

、
一
九

六

三
年

、

一
三

八
二
頁

参

照
。)

国
語
や

方
言

、
も
の

を

言

う

能
力
な

ど
、

日

本
語
に

お
け

る

「
言

語

」
と

は
異
な

る
範
囲

ま

で
意

味
を
包

含
し
て

い
る
こ

と

が
見
て

取
れ
る

。

ま

た

、
「s

p
ie

l

」
は
大
体

以

下
の

よ

う
な

意

味
を

持

つ
。

遊

び

、
ス

ポ

ー
ツ

、
試
合

、(

ま
じ

め

で
な

い)

遊
び

事
、

娯

楽
、

企
て
、

策

動
、

活

動
、

勝

負
事

、
賭
博

、

動
き

、

運
動

、(

光
な

ど

が

ち)

ら

ち

ら
す

る
こ

と

、
ひ

ら

め
き

、(

機

械
に
お

い

て)

運

転
、(
劇
に
お

い

て)

演

劇
、
芝

居
、

戯

曲
、

脚

本
、(

俳

優
の)

演

技

、

芸
、(

音

楽
に

お
い

て)

演
奏

、

楽
曲

、(

道

具
な
ど

の)

一
揃

い
、(
猟
に
お

い

て)

雉

な
ど
の

尾
、(

方

言)

串
。(

相

良
守
峯

編

『

木

村
・

相

良
独

和

辞
典

新

訂
』

博

友
社

、

一
九

六

三
年

、
一
三

七

七
頁

参

照
。)

こ
ち
ら

も
非

常
に
多

義
的
な

意

味
を

持
ち
、

娯
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楽

や

競
技

的
な
も

の

だ
け

で

な
く

、

演
劇
や

演
奏

、

時
に

は
運
転

な

ど
に

も

使
用

さ
れ
る

語
で
あ

る

こ
と
が

分
か
る

。
こ
の

点
に
つ

い

て

鬼
界

彰

夫
に

よ

る
と

、
「s

p
ie

l

」

と
い

う
単

語

の
多

義

性
が
重

要
で

あ

る
と

言

い
、
第

一
に

「

子
供

が

言
語

習

得
の

過

程
で

行

う

ゲ

ー
ム
で

あ
り

、

そ
れ

は
子
供
に

と
っ

て

言
葉

を
使
っ

た
遊
戯

で

あ
り

、

ド
イ

ツ
語
の

‘s
p

ie
l

’

と
い

う

言
葉

の
「
遊

び
」
と

い

う

意
味
に

強
調

が
置
か

れ

た
「
言

葉
を

使

っ
た

遊
び
」

と

い
う

意

味
」

と

言
い

、
第
二

に
「
単

純

化
さ
れ

た
「

原

初
的
言

語
」
で

あ

り

、
子

供
が
そ

れ

を
ご

っ

こ
遊

び

と
し

て

遊
ぶ

と

い

う

1
.

と

の
類

似
性

に

よ
り

拡

張
的
に

同
じ

く

「
言

語

ゲ
ー

ム

」
と

呼
ば

れ

、

単
純
な

規
則

に

よ
っ

て
行
わ

れ

る
「

ゲ

ー
ム

」
と
い

う

意
味

」

と
言
い

、
第

三
に
「

言
語
と

、

そ
れ
と

関
係
し

た
人
間

の
活
動

の

総

体
一

般

」
で

あ

る
と
言

う
。
第

三
の

意

味
に

お

い
て

は

、
生

活
の
諸

状

況
と

そ
れ
に

合
わ
せ

た

言
語
の

使
用
が

重
要
視

さ
れ
る

た

め

、
「s

p
ie

l

」
が
持
つ

「
劇
」

の

意
味

が

前
面
に

押
し

出
さ
れ

る

の
で

あ

る
。(

ウ

ィ
ト
ゲ
ン

シ

ュ
タ
イ

ン
著

、

鬼
界
彰

夫
訳

『

哲

学
探

究

』
講

談

社
、
二

〇
二

〇

年
、

四

九
九

頁

参
照

。)
 

６
５

『

探

求
』

七

節
。
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
著

、

鬼
界

彰

夫
訳

『

哲
学

探

究
』

講

談
社

、
二
〇

二
〇
年

、

二
六
頁

。

６
６

『

探

求
』

二

三
節

。
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
著

、

鬼
界

彰

夫
訳

『

哲
学

探

究
』

講

談
社

、

二
〇
二

〇
年

、

三
六
頁

。

６
７

「

言

語
を

想

像
す

る
と

は

、
あ

る

生
活
の

形
を

想

像
す

る

こ
と

な

の
だ

」(

『
探

求
』
十

九
節

、
ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ

イ

ン

著

、

鬼
界

彰

夫
訳

『

哲
学

探

究
』

講

談
社

、

二
〇

二

〇
年)

に

代
表

さ
れ

る

「
生

活

形
式(

L
e

b
e

n
s

fo
r
m

)

」
で

あ

る
が
、

正

確
に

意

味

を

捉
え

る

の
は
難
し
く

、

十
九

節

、
二

三

節
、

二

四
一

節

、
二

部

ⅰ
章

、

二
部
ⅺ
章
の

五
度
し

か

使
用
さ

れ
な
い

。
ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン
著
、

鬼

界
彰

夫

訳
『

哲

学
探

究

』
講

談

社
、

二

〇
二

〇

年
参

照

。

６
８

黒

田

亘
に

よ

る
と

、
言

語

ゲ
ー

ム

に
は

、
「
方

法

上
の

概

念
」
と

「
事

実

上
の

概

念
」

と
い
う

二
つ
の

側

面
が

あ
る
。
「
方

法
上

の

概

念
」
と

は

、
『

探
求

』
に
お

い

て
「

言

語
ゲ

ー

ム
は

、

む
し

ろ
我
々

の

考
察

に

お
い

て
比
較

の
対
象

と

し
て
あ

る
の
で

あ
り

、

類

似

性
と
相

似
を

通
じ
て

我

々
の

言

語
の

有

り
様

に
光
を

当
て
る

べ

き
も

の

な
の

で

あ
る
。
」
と

述
べ
ら

れ

る
よ
う

に
、
「

理

論
的
な

目

的

の
た

め

に
設

定
さ
れ

る

一
種
の

文
法
モ

デ
ル

」
で
あ

る

。
こ

れ

は
、

言

語
の

観
察
者

と
し
て

の

我
々
が

、
様
々

な
言
語

ゲ
ー
ム

が

見

え
得
る

限
り

で

の
一

定

の
枠

組

み
を
持

ち
得

な

い
と

い

う
点
を

意
識

し

な
が

ら
、
比

較

対
象
と

し
て
そ

れ
を

見

る
こ
と

で
解
明

へ

と

導
こ

う

と
す

る
視
座

で

あ
る

。

一
方

、

言
語
ゲ

ー
ム

は

「
事

実

上
の
概

念
」

と
し
て

、
「
人

間
の
言

語

活
動

に
関
す

る

基
本
的

な

事

実
を
表

現
す

る

」
の

で

あ
り

、
「

言
語

を
語

る

と
い

う
営
み

の
諸
形

態

と
し

て

把
握

さ
れ
る

」

べ
き
も

の
で
あ

る
。

つ

ま
り

、

言

語

ゲ
ー

ム
は
即

ち
生
活

形

式
で

あ

り
、

そ

の
ゲ

ー

ム
内

の
営
為

に

実
際

に

住
す

る
人
間

か
ら
す

れ

ば
疑
い

の
な
い

現
実
な

の
で
あ

る

。

で
は

、

こ
の
二
つ
の

区

分
け

が

い
か

に

連
絡

を
持
つ

の

か
。
黒

田
は

、
「
我
々

は
日
々

無
数

の
言
語

ゲ

ー
ム

を
営
み

、

言
語
ゲ
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ー

ム

の
諸

相
は
我

々
の
眼

前

に
あ

る

。
に

も

か
か

わ

ら
ず

我

々
は

、
耳
や
目

が
捉

え
る
記

号
の
か

た

ち
に
心

を
奪
わ

れ
て
、

言
語
ゲ

ー

ム

の
多

様

性
や

言

語
の

用

法
の

異

な
り

を
見
な

い

こ
と

が
多
い

」

と
述
べ

た
上

で
、
「
深
層
文

法

」
の

課

題
と

し
て
残

る

と
主
張

し

て

い
る

。
(

黒

田

亘
『
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

』
平

凡

社
、

一

九
七

八

年
、

一

二
六—

一
二

八

参
照

。)
 

６
９

『
探

求
』

六

五
節

。
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
著

、

鬼
界

彰

夫
訳

『

哲
学

探

究
』

講

談
社

、

二
〇
二

〇
年

、

七
五
頁

。

７
０

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
著
、

鬼

界
彰

夫

訳
『

哲

学
探

究

』
講

談

社
、

二

〇
二

〇
年
、

七
八
頁

。

７
１

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
著
、

鬼

界
彰

夫

訳
『

哲

学
探

究

』
講

談

社
、

二

〇
二

〇
年
、

七
六
頁

参
照
。

「

家

族
的

類

似
性

」
は
ド

イ

ツ
語

で

「F
a

m
ilie

n
ä

h
n

lic
h

k
e

it

」

と
表
現

さ

れ
る

。

こ
れ
は

「
親

族(

兄
弟)

間
の

相

似
」
と

い
う
意

味

が

あ
る

。(

相
良

守
峯
編

『
木

村

・
相

良

独
和

辞

典
新

訂

』
博

友

社
、

一

九
六

三

年
、

四

八
五

頁)
 

７
２

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
の
前

期

哲
学

に

お
け

る

「
正

確
さ
」

を

シ
ュ

テ

ー
ク

ミ
ュ
ラ

ー
は
「

形

而
上
学

的
フ
ィ

ク
シ
ョ

ン
」

や

「

論
理

的

神
話

」
と
呼

ん

だ
。

ま

た

、
「

表
現
の

内
包

的

曖
昧
さ

と
多

義

性
を

取

り
除

く
こ
と

は
不
可

能

で
あ

る
」
と

も

述
べ

る

。(
W

・
シ

ュ

テ
ー

ク
ミ

ュ

ラ
ー

著

、
中

埜

肇
・

竹

尾
治

一

郎
監

修

『
現

代

哲
学

の
主
潮
流

2

』

法

政
大

学

出
版

、

一
九

八
一

年

、

二
三

一—

二
三

二
頁

参

照
。)

つ

ま
り

、
前

期

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の

よ

う
に

、
言
語

が

現
実

の

写
像

と

し
て

、

厳
密

な
形

で

正

確
さ

を
常
に

捉
え
る

と

い
っ

た

こ
と

は

不
可

能
と
い

う

こ
と

で

あ
る

。

そ
れ

ゆ

え
に

ウ
ィ
ト

ゲ

ン
シ
ュ

タ
イ
ン

は
、
本

質
を
忌

避

す

る
「
言

語
ゲ

ー

ム
」
理

論
を

提

唱
し

た

の
で

あ

る
。

そ

し
て
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ
ン

は
、

あ

る
複
数

の
言
語

ゲ
ー
ム

が
、

「

ゲ

ー
ム

」
に
包

括
さ
れ

る

理
由
と

し
て

、
「
家

族

的
類

似

性
」
を

挙
げ

て

い
る

が

、
こ

の

理
論

は
本
質

回

避
の

性
格
を

持

つ
た
め

に

、
「

ゲ
ー

ム

と
は

こ
れ

こ

れ
で

あ

り
、

ゲ

ー
ム
と

は
こ

れ

こ
れ

で

な
い

」

と
、

明

確
に

説
示
す

る
こ
と

が

で
き
な

い
。
で

は
、

こ

れ

は

「
曖

昧
さ
」

と
一
体

ど

の
よ

う

に
異

な

る
の

で

あ
ろ

う

か
。

こ

の
点
に

つ
い

て
野
矢

茂
樹
は

、

大
体
以

下
の
よ

う
に
説

明
す

る

。

家
族

的

類
似
は

、A
(

の

ゲ

ー
ム)

と

B
(

の
ゲ

ー

ム)

に

は

、
一

部
類

似

性
に

よ

っ
て
通

底
す
る

部
分
が

あ
り

、

Ｂ
と

Ⅽ

に
は

ま

た

別

の
部

分

的
な

類

似
性
に

よ
っ

て

通
底
し

て
い

る
部
分

が

あ
る

の

で
あ

る

。
こ

れ
ら
が

無
限
に

、

無
数
に

広
が
る

こ
と
で

、
一
家

族

を

な
す
一

つ
の

概

念
を

形

成
す

る

。
一

方

で
、

曖

昧
な

概

念
は

そ

の
概

念
を
満

た
す
も

の

と
満

た

さ
な
い

も
の
と

の
境
界

が
不
明

瞭

で

あ
り
、
「

グ
レ

ー
ゾ

ー

ン
」
を

持
っ

て

い
る

。
そ
し

て

「
日

常

的
な

概

念
の

多

く
は

曖
昧
さ

と
家
族

的

類
似

の
両
方

を

併
せ
持

っ

て

い
る

」

と
述

べ

、
「

曖

昧
な

概

念
を

理

解
す

る

と
は

、
そ
れ

を

曖
昧

な

も
の

と

し
て

理
解
す

る

こ
と
で

あ
り
、

曖
昧

に

理
解
す

る

こ

と
で

は

な
い

。
」
と

続
け
る

。(

野
矢

茂
樹

『
『

哲
学

探

究
』
と
い

う

戦
い

』
岩
波

書

店
、
二

〇
二

二

年
五
二—

五
三

頁
参

照

。)
 

７
３

シ

ュ

テ
ー

ク

ミ
ュ

ラ
ー
は

、
前

期

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の
思

想
を

「
絶
対

主
義
」

と
表
現

す

る
。
そ

の
理
由

と
し
て

、
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「

事

実
と

し

て
の
世

界
が

よ

り
単

純

な
事

実

に
た

だ
一
通

り

の
仕

方
の
み

分

析
さ

れ
う
る

、

と
い
う

テ
ー
ゼ

に
表
現

さ
れ
る

」
か
ら

で

あ

る
。(

W

・

シ
ュ

テ
ー

ク

ミ
ュ

ラ

ー
著

、

中
埜

肇

・
竹

尾

治
一

郎

監
修

『

現
代

哲
学
の
主

潮
流

2

』
法
政

大

学
出
版
、

一
九
八

一

年

、
二

二

九
頁

参

照
。)

 

７
４M

. O

’C
. D

ru
r
y

, 

“S
o

m
e

 N
o

te
s

 o
n

 C
o

n
v

e
r
s

a
tio

n
s

 w
ith

 W
ittg

e
n

s
te

in
,

” in
 R

e
c

o
lle

c
tio

n
s

 o
f W

ittg
e

n
s

te
in

, 

R
u

s
h

 R
h

e
e

s
, e

d
, O

x
fo

r
d

 U
n

iv
e

r
s

ity
 P

r
e

s
s

, N
e

w
Y

o
rk

,1
9

8
4

,p
.7

9
, 

伊

藤

潔
志

「
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の

宗

教
理

解
へ
の

視

点

」
『

桃
山

学

院
大

学

キ
リ

ス
ト
教

論

集

』
、
二

〇
一

七
年

四
頁
参

照
。

７
５

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
の
父

カ

ー
ル
は

ユ
ダ

ヤ
人
だ

っ

た
が

、

プ
ロ

テ

ス
タ

ン
ト
だ

っ

た
。
母

レ
オ
ポ

ル
デ
ィ

ー
ネ

は

半
分

ユ

ダ

ヤ
人
で

あ
り

、
カ
ト

リ

ッ
ク
で

あ
っ

た

。(

山

本

信
・

黒

崎
宏

編
『

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン
小
事

典
』
大

修
館
書

店

、
一

九

八

七

年
、
五—

六
頁
参
照

。)

こ
の

点

か
ら

、
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

は
宗
教

的

に
複
雑

な
出

自

で
あ

る

と
言

え

る
。

ま

た
、

ユ
ダ

ヤ

人

と
い

う
出
自

も
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の

宗

教
的

ア

イ
デ

ン

テ
ィ

テ

ィ
形

成
に
大

き
く
関

係

し
て
い

る
と

同

時
に
、

彼
自
身

の

罪

悪
感
の

一
因

と

も
な

っ

た
。
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

の
家

族
は
、

プ

ロ
テ

ス
タ
ン

ト
で
あ

る

も
の
の

、
ユ
ダ

ヤ
人
と

い
う
意

識

を

持
ち
続

け
、

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

は
自

身
の
思

想
を
「

百

パ
ー

セ

ン
ト

ユ

ダ
ヤ

的
」
と

述

べ
た
と

さ
れ
る

。
ま

た

、
星
川

は

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン
が
哲

学

を
放

棄

し
た

時

代
に

携
わ
っ

た

邸
宅

建

築
に

ユ
ダ
ヤ

的
な
偶

像

崇
拝
嫌

悪
の
イ

コ
ン
排

除
が
見

ら

れ

る
と
述

べ
る

。(

星

川

啓
慈

『

増
補

宗
教

者
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
』

法

蔵
館

、

二
〇

二

〇
年

、
一
八

三
頁
参

照
。)

そ

の

他

、

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
は

自

身
の

人

種
が

四

分
の

三
ア
ー

リ

ア
人
で

、
ユ

ダ
ヤ
人

の
血
を

四

分
の
一(

実
際

は
四

分
の
三

が

ユ

ダ

ヤ
人)

し

か
引

い
て

い

な
い

と

周
囲
に

誤
解
さ

れ
て

い

る
こ

と

に
対

し

て
罪

悪

感
を

感

じ
て

い

た
と

言

わ
れ

、

一
九

三
七
年

に

は

親

し
い
人

間
に

対
し
て

「

告
白

」

を
行

っ

て
い

る

。
ま

た

、
ヨ

ー

ロ
ッ

パ

情
勢

が
非
常

に
不
安

定

な
時
期

で
も
あ

り
、
一

九
三
八

年

に

は
ヒ

ト

ラ
ー
が
統
帥

権

掌
握
し

、
ド

イ

ツ
が

オ

ー
ス

ト

リ
ア
を

併
合

し

た
。

ウ
ィ
ト

ゲ

ン
シ
ュ

タ
イ

ン

は
、
ド

イ
ツ
国

籍
に
な

っ

て

し
ま

う

の
を
避
け
る

た

め
、
イ

ギ
リ

ス

国
籍

を
変
更

し

て
い

る

。(

山

本

信
・

黒
崎
宏

編
『

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン

小
事

典

』

大
修

館

書
店

、

一
九

八

七
年

、

四
七—

四
八
頁

参
照

。)
 

７
６

一

九

一
四

年

八
月

九

日
か

ら
一
九

一

六
年

八

月
一

九

日
ま

で

の
記

述

で
あ

る

『
秘

密
の
日
記

』
と
、

一
九

三

〇
年

か

ら
一

九

三

七

年

ま
で

の
記
述

で

あ
る

『
宗
教

哲

学
日

記

』
に

つ

い
て

は
、
そ

れ

ぞ
れ

次

の
翻

訳
を
使

用
す
る

。

丸

山

空
大

翻

訳
、

星

川
啓

慈

・
石

神

郁
馬

解

説
『

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

『
秘

密
の
日

記

』
第
一

次
世

界

大
戦

と

『
論
理

哲
学
論

考

』
』

春
秋

社

、
二

〇
一

六

年
。
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L

・

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン
著

、I

・

ゾ
マ
ヴ

ィ

ラ
編

、

鬼
界

彰

夫
訳

『

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ
ン
哲

学
宗
教

日
記
』

講

談
社
、

二

〇

〇

五
年

。

７
７

一

九

一
五

年

六
月
ま

で
の

『
秘
密

の

日
記

』

に

は

、
そ

の
記
述

の

ほ
と

ん

ど
が

「

仕
事(

哲
学

的

思
索

の
こ
と)

」
や

、

身
の

回

り

で

起
こ

っ

た
出

来

事
に

つ

い
て

で

あ
る

。

し
か

し

、
一

九

一
六

年

三
月

か

ら
の

記
述
は

、
生
死

や

神
に
つ

い
て
の

言
動
が

増
加

し

、

一
九

一

六
年

三

月
三

〇

日
の

日

記
に

は

「
僕

の
魂
は

し

な
び

て
縮
ん

で

い
る

。
神
が
僕

を
照

ら

し
ま

す

よ
う

に
！
神

が

僕
を
照

ら

し

ま
す

よ

う
に

！

神
が

僕
を
照

ら

し
ま

す

よ
う

に

！
」(

翻

訳
を

行
っ

た

丸
山

空

大
に

よ

る
と

、
ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ

イ

ン
は

『

日

記
』
を

暗
号

で
記
述

し

て
い

た

。
斜

体

字
に

な

っ
て

い

る
の

は
暗
号

で

は
な

く
、
通

常
の
文

体

で
書
か

れ
て
い

る
部
分

で
あ

る

。)

と
い

う
発
言

が
見

ら

れ
る

よ

う
に

な

る
。

そ

し
て

、

一
九

一

六
年

六

月
四

日

か
ら

三

〇
時

間
に
わ

た
っ
て

続

い
た

ブ
ル
シ

ー

ロ

フ

攻
撃
の

ひ
と

月

前
に

は

、
以

下

の
よ

う

な
記

述
が
見

ら

れ
る

。
「
今

日

は
、

銃

火
の

中
で
眠

る
。
恐

ら

く
死

ぬ
の
だ

ろ

う
。
神

が

僕

と
と

も

に
い

ま

す
よ

う

に
！
永

遠
に

。

ア
ー

メ

ン
。

僕
は
弱
い

人
間

だ

。
し

か
し
、

神
が
僕

を

今
に
至

る
ま
で

保
っ
て

き
た
。

神

が

永
遠
に

讃
え

ら

れ
ま

す

よ
う

に

。
ア

ー

メ
ン

。
僕
は

、
自
分

の

魂
に
主

を
委

ね
る
。(

『
秘

密
の
日

記
』
一

九
一
六

年

五
月
一

六

日)

」
ま

た

、
攻

撃
後
に

記
述
さ

れ
た

最

初
の
文

言
は

「
神
は
僕

と
と

も

に

。
」(

『
秘
密

の
日

記

』
一

九

一
六

年
七
月

六
日)

で
あ

る

。

(

丸

山

空
大

翻

訳
、

星

川
啓

慈

・
石

神

郁
馬

解

説
『

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

『
秘

密
の
日

記

』
第
一

次
世
界

大
戦

と

『
論
理

哲

学

論
考

』
』

春
秋

社
、

二

〇
一

六

年
参

照

。)
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン

は
『

日

記
』
を

書
く

際

に
、

部

分
的

に

暗
号

を

使
用

し

た

。

そ
れ

は

、
第

一
に
私

的

な
内

容

が
他

者

に
読

ま

れ
る

こ

と
を
防

ぐ
目

的
に
よ

る
と
こ

ろ

が
大

き

い
で
あ

ろ
う
が

、
単
純

に
私
的

な

内

容
の

み

な
ら

ず

、
哲

学

的
な

内

容
も

暗

号
で

書
か
れ

る

こ
と

も

あ
っ

た

。
し

か

し
、

一
九
三

六—

一
九

三

七
年

の
『

宗

教
哲
学

日

記

』
に

お

い
て

は
暗
号

化

さ
れ

た

記
述
の

多
く

が

、
神

に
対
す

る
語
り

か

け
や

、
情
熱

的
な
一

人

語
り
の

部
分
で

あ
る
。

一
見
宗

教

的

で
は

な

い
内

省

的
な

一

人
語
り

も
、

部

分
的

に

は
神

へ

と
語
ら

れ
た

も

の
と

捉
え
る

こ
と
が

可

能
で
あ

る
か
も

し
れ

な

い
。
星

川

は

、
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン
は

、
哲

学

に
お

い

て
沈

黙
を
要

請
し
な

が

ら
も

「
請
願

／
歎
願

／

感
謝
な

ど
の

主

体
的
「

言
語
行

為

」

を
行
っ

て
い

た
」
と

述

べ
る

。(

星
川

啓
慈

『

増
補

宗
教

者

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ
ン
』

法

蔵
館

、

二
〇

二
〇
年

、
二
二

八—

二

三

〇
頁

。)
 

７
８

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン
の

宗
教

観

は
生

涯

一
貫
し

て
い

た

が
、
前

期
哲

学

は
非

常
に
論
理

的
な
性

格
を

有

し

、
「

神
秘
的

な
も

の

」

を
「
語

り
え

な

い
も

の

」
と

し

て
非

言

語
の

世

界
に

押
し
と

ど

め
た

と

い
う

点
に
お

い
て
、

前

期
ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ
ン
哲

学

が

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
自

身

の
私

生

活
に

お

け
る

神
へ
の

態

度
と
分

離
さ

れ
た
も

の

で
あ
っ

た
と
断

じ
る
の

は
早
計

で
あ
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る

。

こ
う

し

た
点

に

お
い

て

、
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

は

、
「
論

理
実

証

主
義

」

の
代

表
者
で

あ

る
と
目

さ
れ

る
こ
と

が

あ
る
。

彼

は

、
一

九

三
〇
年

前
後
に

「
論

理

実
証

主

義
」

を
一
つ

の
哲
学

運

動
と

し

て
軌

道
に
乗

せ
た
「

ウ

ィ
ー
ン

学
団
」

と
交
流

が
あ
っ

た

。

ウ
ィ

ー

ン
学

団
の
作

成

し
た

『

科
学

的

世
界

把

握
・
ウ

ィ
ー

ン
学
団

』

と
い

う
小
冊

子
に
は

、
「

科
学

的

世
界

把
握

の

代
表
的

指

導

者
」
の

一
人

と

し
て
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

が
挙

げ

ら
れ

て

お
り

、

こ
の

学
団
の

掲
げ
る

哲

学
運
動

に
お
い

て
『
論

考
』
が

主

柱

を
担
っ

て
い

る

こ
と

が
明
記
さ

れ
て

い

る
。

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

は
、

こ
の
ウ

ィ

ー
ン
学

団
の
フ

リ
ー
ド

リ
ヒ

・

ヴ
ァ
イ

ス

マ

ン
（F

r
ie

d
r
ic

h
 W

a
is

m
a

n
n

，

一
八

九
六—

一

九

五
九
年)

や
、

モ
ー

リ

ッ
ツ

・

シ
ュ

リ
ッ
ク

（F
r
ie

d
r
ic

h
 A

lb
e

r
t M

o
r
itz

 

S
c

h
lic

k
,

一

八

八
二—
一
九

三

六
年)

と

い
っ

た
主

要
メ
ン

バ

ー
と

、
度
重

な

る
対

談
を
行

っ

た
も

の
の
、

双
方
の

見
解
は

完
全
に

一

致

す

る
も

の

で
は

な

か
っ

た

と
言

わ

れ
て

い

る
。

黒

崎
宏

は

、
論

理

実
証

主

義
と

ウ
ィ
ト

ゲ

ン
シ
ュ

タ
イ

ン

の
関
係

を
、
「

写

真
の

陽

画

と
陰

画
の
関

係

」
に

あ

っ
た

と

し
、

そ

の
理

由
と
し

て

論
理

実

証
主

義

が
「

語
り
え

る
も
の

」

に
価
値

を
認
め

た
の
に

対
し
、

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン
は

「
語

り

え
ぬ

も

の
」

に

価
値

を
認
め

た
点
を
挙

げ
て

い
る
。(

山
本

信

・
黒

崎

宏
編

『

ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ
ン
小

事
典

』

大
修

館

書
店

、

一
九

八

七
年

、
三
九

頁
参
照

。)

ま

た

、
こ

の

ウ
ィ

ー

ン
学

団
に
強

い

影
響

を

受
け

た
イ
ギ

リ

ス

の

論
理

実

証
主

義

者
ア

ル

フ
レ

ッ

ド
・

エ

イ
ヤ

ー

（S
ir

 A
lfr

e
d

 Ju
le

s
 A

y
e

r

，
一
九

一
〇
年—

一

九

八
九

年)

は

、

宗
教
的

な
言

明

を

「
無

意

味
」
な

も
の

と

し
て

い

る
。

森

田
雄

三

郎
に

よ

る
と

、
エ
イ

ヤ

ー
の

示
し
た

論
理
実

証

主
義
の

基
本
的

な
態
度

は
、

「

陳

述(
s

ta
te

m
e

n
t)

」
は
真

偽
が

検

証
さ

れ

る
と

き

の
み
命

題
と

し

て
有

意

味
で

あ

り
、
こ

の
検
証

に
お
け

る
「

検

証
性

原

(
V

e
r
n

ific
a

tio
n

 P
r
in

c
ip

le
)

」
は

、
「

感
覚

的
経

験
に
直

接
な
い

し

は
間

接
に
論

理

的
関

連
を
持

つ
か
ど

う
か
を

基
礎
に

す

る
」
の

で

あ

り
、
論

理
学

お

よ
び
純

粋
数

学

に
お

け

る
「
ア

プ
リ

オ

リ
命

題

」
を
唯

一
例

外
と
す

る
の
み

で

あ
る
と

い
う
も

の
で

あ

る
。

(

森

田

雄
三

郎

「
論

理
経

験

主
義
の

神
学

的

展
望

」
『
同
志

社

大
学

商
学

部

創
立

二

十
周

年
記
念

論

文
集

』
、
一
九

六
八

年

、
三

三

九

頁—

三

四
〇

頁

参
照

。)

つ

ま

り
、
形

而
上

学

的
な

も

の
は

、

こ
の

「
検
証

性

原
理

」

に
反

す

る
の

で
あ
る

。
こ
の

よ

う
に
、

宗
教
的

な

言

明
に
対

し
て

も
論
理

実

証
主

義

は
、
極

端
に

「
語
り

え

る
も

の

」
を

重

視
す

る
立
場

を
一
貫

し

て
い
た

こ
と
が

窺
え
る

。
し
か

し

一

方
で

、
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
は

「

語
り

え

な
い

も

の
」

に
価
値

を

認
め

た
の
で

あ

り
、
こ

う
し

た

思
想
の

微
妙
な

差
異

が

、

ウ
ィ

ー

ン
学

団
と
後

々

交
流
を

断
っ

た

一
因

で

あ
っ

た

と
考
え

ら
れ

る

。
ま

た

、
『
論
考
』

執

筆
当
時

も
彼

の
『
日

記

』
に
篤

信

者

と
し

て

の
一

面
が
現

れ

る
の

は

、
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン
自

身
の
哲

学
と

私
生
活

に
お
け

る

信
仰
が

矛
盾
す

る
も
の

だ
と
は

考

え

て
い

な

か
っ

た

か
ら

で

あ
る

と

も
言

い

得
る

だ

ろ
う

。

７
９

丸

山

空
大

翻

訳
、

星
川

啓

慈
・

石

神
郁

馬

解
説

『

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
『

秘
密
の

日
記
』

第
一
次

世

界
大
戦

と
『
論

理
哲
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学

論

考

』
』

春

秋
社

、
二

〇

一
六

年

、
一

一

八
頁

。 

８
０ 

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
著 

野

矢
茂

樹

訳
『

論

理
哲

学

論
考

』

岩
波

書

店
、

二
〇
〇

三
年
参

照
。 

８
１ 

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
著
、

奥

雅
博

訳

『
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

全

集
』

第
五
巻

、
大
修

館
書
店

、

一
九
七

五
年

。 

８
２ 

一

九

三
六

年

一
一

月
か

ら

一
二

月

に
か

け

て
、
一

気
に

『
探
求

』

一
節

か

ら
一

八
八
節

ま
で
を

執

筆
し
た

と
さ
れ

る
。(

山

本

信

・

黒
崎

宏

編
『
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

小
事

典

』
大

修

館
書

店

、
一

九

八
七

年

四
七

頁
参
照

。)

こ
れ
を

裏
付

け
る

よ
う
に

、

一

九

三
七

年

二
月

八

日
の

『

日
記

』

に
は

「
観
念

の
原
型

」

や
「

普

遍
的

で

形
而

上
学
的

な
こ
と

」

へ
の
批

判
が
見

ら
れ
る

ほ
か
、

「

ツ

ル
ツ

ル
す
べ

る
氷
の

上

へ
」

と

い
う

言

葉
が

見
ら
れ

る

。(
L

・

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
著
、I

・

ゾ
マ

ヴ

ィ
ラ
編

、
鬼
界

彰

夫

訳

『
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン
哲

学
宗

教

日
記

』

講
談

社

、
二

〇

〇
五

年

、
一

一
四
－

一

一
五
頁

参
照

。)
 

こ

れ

は

、
『

探

求
』

一
〇

七

節
で

「

ザ
ラ

ザ

ラ
し

た

大
地

」
と
対

置
さ
れ

る

表
現

で

あ
り

、
前
期

ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ

ュ

タ
イ
ン

に
見
ら

れ

る

よ
う

な
抽
象

的
で
イ

デ

ア
的

な

本
質

的

根
拠
を
持
つ

言

語
理

論
を
指
す

。
「
ザ

ラ

ザ
ラ
し
た

大
地
」

が

現
実

の
言
語

使

用
で
あ

る

。
『

探
求

』

一
〇

七
節

。(

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ
ン

著

、
鬼

界

彰
夫

訳

『
哲

学

探
究

』
講
談

社

、
二
〇

二
〇

年

、
一

〇

五
頁

参

照

。)
 

一

九

三
六

年

一
一

月
か
ら

一

二
月

に

か
け

て
『
探

求

』
一

節
か
ら

一

八
八

節

が
執

筆
さ
れ

た
点
と

、
こ
の

二
月
八

日

に
日
記

内

で

、
「
ツ

ル

ツ
ル
す
べ

る
氷
の

上

」
を

批

判
し

て

い
る

と

い
う
点

か
ら

、

こ
の

時

点
で

後
期
哲

学
の
要

旨

は
あ

る
程
度

基

礎
づ
け

ら

れ

て
い

た

と
言

え

る
だ

ろ

う
。 

８
３ 

L

・

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン
著

、I

・

ゾ
マ
ヴ

ィ

ラ
編

、

鬼
界

彰

夫
訳

『

ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ
タ
イ

ン
哲
学

宗
教
日

記
』

講

談

社

、

二
〇

〇

五
年

、

一
〇

四

頁
。)

 

８
４L

・

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン
著

、I

・

ゾ
マ
ヴ

ィ

ラ
編

、

鬼
界

彰

夫
訳

『

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ
タ

イ

ン
哲

学
宗
教

日

記
』
講

談

社

、

二
〇

〇

五
年

、 

一

二

〇
頁 

８
５ 

星

川

啓
慈

『

増
補 

宗

教

者
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

』

法
蔵

館

、
二

〇

二
〇

年

、
二
二

九
頁

参

照
。

こ

の
点
に

つ
い
て

星
川

は

、

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の

私

的
な

神

へ
の

語
り
か

け

に
お

い

て
、

客

観
的

性
質
を

持
つ
よ

う

な
「
神

の
属
性

記
述
」

は
基
本

的

に

見
ら

れ

ず
、

も

し
も
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

に
対

し

て
、
神

は
「

記

述
の

束
」
で

あ

る
か
「

固
有
名

」
で
あ

る
か
と

質
問
し

た

と

す
れ

ば

、
間

違
い
な

く

後
者
で

あ
る

と

応
答

す

る
だ

ろ

う
と
推

測
し

て

い
る

。 

８
６ 

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
の
手

書

き
の
遺

稿
を

編

集
し

た

も
の

で

、
哲

学

的
な

内
容
だ

け

で
な
く

、
芸
術

論
や
詩

、
神
へ

の
記

述

も

見
ら

れ

る
。
ル

ー
ト

ヴ

ィ
ヒ

・

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
著

、

丘
澤

静

也
訳

『

反
哲

学

的
断

章 

文
化

と
価
値

』
青
土

社
、
一
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九

九

九
年

参

照
。

８
７

星

川

啓
慈

『

宗
教
と
し

て

の
言

語

ゲ
ー

ム

』
勁

草

書
房

、

一
九

九

七
年

、

一
一

五
頁
。

８
８ 

A
n

d
r
e

w
 P

. T
u

c
k

,C
o

m
p

a
ra

tiv
e

 P
h

iro
s

o
p

h
y

 a
n

d
 th

e
 P

h
ilo

s
o

p
h

y
 o

f S
c

h
o

la
rsh

ip
:O

n
 th

e
 W

e
s

te
rn

 In
te

rp
re

ta
tio

n
 

o
f N

ā
g

ā
rju

n
a

,N
e

w
 Y

o
r
k

 O
x

fo
r
d

 U
n

iv
e

r
s

ity
 P

r
e

s
s

,1
9

9
0

,P
r
e

fa
c

e
. 

８
９

冨

岡

久
美

「

空
と
言
語

ゲ

ー
ム—

ナ

ー
ガ

ー
ル

ジ

ュ
ナ
の
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ
ン
的

解
釈
を

め

ぐ
っ
て—

」
『

人
間
文

化

学
研

究

集

録

』
、

二

〇
〇

〇
年

、

八
一

－

九
四

頁

、
八

一

頁
。

９
０

冨

岡

久
美

「

空
と
言
語

ゲ

ー
ム—

ナ

ー
ガ

ー
ル

ジ

ュ
ナ
の
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ
ン
的

解
釈
を

め

ぐ
っ
て—

」
『

人
間
文

化

学
研

究

集

録

』
、

二

〇
〇

〇
年

、

八
一

－

九
四

頁

、
八

五

頁
参

照

。

９
１F

r
e

d
e

r
ic

k
 J,S

tr
e

n
g

. E
m

p
tin

e
s

s
 : a

 s
tu

d
y

 in
 re

lig
io

u
s

 m
e

a
n

in
g

A
b

in
g

d
o

n
 P

r
e

s
s

, 1
9

6
7

. 

９
２F

r
e

d
e

r
ic

k
 J,S

tr
e

n
g

. E
m

p
tin

e
s

s
 : a

 s
tu

d
y

 in
 re

lig
io

u
s

 m
e

a
n

in
g

A
b

in
g

d
o

n
 P

r
e

s
s

, 1
9

6
7

、9
8

頁
参
照

。

９
３

長

尾

雅
人

『

中
観
と
唯

識

』
岩

波

書
店

、

一
九

七

八
年

、

三
四
頁

。

９
４

F
r
e

d
e

r
ic

k
 J,S

tr
e

n
g

. E
m

p
tin

e
s

s
 : a

 s
tu

d
y

 in
 re

lig
io

u
s

 m
e

a
n

in
g

A
b

in
g

d
o

n
 P

r
e

s
s

, 1
9

6
7

、

一
四
二

頁
。

９
５

杉

岡

孝
紀

『

親
鸞
の
解

釈

と
方

法

』
法

藏

館
、

二

〇
一

一

年
、

一

〇
一

頁

。

９
６

後

期

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ
ン

を

宗
教
に

お
い

て
相
対

主

義
的

に

解
釈

し

よ
う

と
す
る

試
み
に

、
「

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ
タ

ニ
ア

ン

・

フ
ィ

デ

イ
ズ

ム

」
が

あ

る
。

こ

の
「

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
ニ

ア

ン
・

フ

ィ
デ

イ

ズ
ム

」

の
立

場

は
護
教

的
な
性

格
を
有

し
て
お

り

、

そ
の
大

ま
か

な
主
張

は

、
「
あ

る

特
定

の
言

語

ゲ
ー

ム
に
属
す

る
時

に

の
み

、

そ
の

ゲ
ー
ム

の
リ
ア

リ

テ
ィ

を
知
る

こ

と
が
で

き

る

の
で

あ

り
、
外

部
に

位

置
す

る

者
に

は

、
決

し

て
そ

の
リ
ア

リ

テ
ィ

は

理
解

す
る
こ

と

が
で
き

な
い

」

か
ら

こ

そ
、

あ

る
言
語

ゲ

ー

ム
は

そ

れ
そ

の

も
の

で
秩
序
を

持
ち

、

そ
れ

ぞ

れ
が

基

準
を
内

包
し

て

い
る

の

で
あ
り

、
他

の

言
語
ゲ

ー
ム

か

ら
の
批

判
は
妥

当

的

で
は

な

い
と

い
っ
た

も

の
で

あ

る
。

星

川
啓

慈

『
宗

教
と
し

て

の
言

語
ゲ
ー

ム
』
勁

草

書
房
、

一
九

九

七
年

、

本
稿

の

立
場
は

家

族

的
類

似

性
と

い

う
反

本

質
的
な

類
似

性
に
基

づ

い
て

「
言
語

ゲ

ー
ム

」

が
基

礎
づ
け

ら
れ
る

と

い
う
点

を
強
調

す
る
点

に
お
い

て

「

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

ニ

ア
ン

・

フ
ィ

デ

イ
ズ

ム

」
と

立

場
が
異

な
る

。(

星
川

啓
慈
『

宗
教

と

し
て

の

言
語

ゲ

ー
ム

』
勁
草

書

房

、

一
九

九

七
年

、

一
七

九

－
一

八

四
頁

参

照
。)

 

９
７

星

川

啓
慈

『

宗
教
と
し

て

の
言

語

ゲ
ー

ム

』
勁

草

書
房

、

一
九

九

七
年

、

一
一

五
頁
。
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９
８

そ

の

理
由
を

適
切
と
は

見

做
さ

な

い
人

び

と
に

わ

れ
わ

れ

が
出

会

っ
た

、

と
仮

定
し
よ

う
。
わ

れ
わ
れ

は

こ
れ
を

ど
う

考

え
た

ら

よ

い
か

。
彼
ら

は
物
理

学

者
の

見

解
を

尋

ね
る

か

わ
り

に

、
神

託
に
問
う

よ
う

な
こ
と

を

す
る
の

で
あ

る

。(

だ

か
ら

わ
れ
わ

れ

は

彼

ら
を
原

始
人

と
見
做

す

。)

彼

ら

が
神

託
を
仰

ぎ
、

そ

れ
に
従

っ
て

行

動
す

る

こ
と

は

誤
り

な
の
か

。—

こ
れ

を
誤

り

と
呼

ぶ
と

き

、

わ
れ

わ

れ
は
自

分
た

ち

の
言

語

ゲ
ー

ム
を
拠

点
と
し

て

、
そ

こ

か
ら

彼

ら
の

ゲ
ー
ム

を
攻
撃

し

て
い
る

の
で
は

な
い

か

。

(

『

確

実
性
の

問
題

』
六

〇

九)
(

 

ウ

ィ
ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
著

、

奥
雅

博

訳
『

ウ

ィ
ト

ゲ
ン
シ

ュ

タ
イ
ン

全
集
』

第
五
巻

、
大
修

館

書

店

、
一

九

七
五
年
、
一

五

三
頁

。)
 

９
９

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
著
、

鬼

界
彰

夫

訳
『

哲

学
探

究

』
講

談

社
、

二

〇
二

〇

年
、

二

六
頁
。

１
０
０

『

断

片
』

三

五
〇

節

。
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

著

、
奥

雅

博
訳

『

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ
ン
全

集
』
第

五

巻
、
大

修
館
書

店

、

一
九

七

五
年

、

二
八

九—
二
九

〇

頁
。

星
川
は

、
相

対

主
義
と

絶
対

主

義
な

い

し
客

観
主
義(

概
念
は

客

観
的

な
も

の

に
よ

っ
て

決

定

さ
れ

る

こ
と

を
主
張

す

る
立

場)
は
対

置
さ

れ

る
も

の

の
、

ど

ち
ら

か

一
方

の

み
を

選

択
す

る
と
い

う

立
場

の

み
が

存
す
る

の

で

は

な
く

、

そ
の
中

間
も

ま

た
存

在

す
る

と
述
べ

、
オ
ラ

ン

ダ
の
社

会
学

者

Ｄ
・

Ｌ
・
フ

ィ

リ
ッ
プ

ス
を
紹

介
し
て

い
る
。

フ
ィ
リ

ッ

プ

ス
は

、
自
著

内(
D

e
r
e

k
 L

. P
h

illip
s

. W
ittg

e
n

s
te

in
 a

n
d

 s
c

ie
n

tific
 k

n
o

w
le

d
g

e
 : a

 s
o

c
io

lo
g

ic
a

l 

p
e

rs
p

e
c

tiv
e

， M
a

c
m

illa
n

, 1
9

7
7

. )

で
、
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の
理

論
は

「
自
然

の

諸
事
実

が
言

語

に
先

行

す
る

重

要
な

基

盤

を

提
供
し

て
い

る

」
と
見

な
し

て

お
り

、
「
生

活

形
式

」
が
人

類
と
は

一

つ
の

「

生
物

学
的
種

」
で
あ

る

と
い
う

事
実

を

述
べ
る

概

念

で
あ

る

と
主

張
す
る

。

そ
し

て

、
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン
が

完
全

な

相
対

主
義
者

で
な
い

一

つ
の
理

由
と
し

て
、
言

語
ゲ
ー

ム

が

人
間
の

偶
然

性
に
依

存

せ
ず

し

て
成

立

し
な

い

こ
と

を
挙
げ

る

。
そ

し

て
、

こ

の
『

断
片
』

三

五
〇
節

は
、
フ

ィ
リ
ッ

プ
ス
が

こ

う

し
た
主

張
を

論

拠
と

し

て
い

る

部
分
で

も
あ

る

。(
星

川

啓
慈

『
宗

教

と
し

て

の
言

語

ゲ
ー

ム

』
勁

草
書
房

、
一
九

九

七
年
、

二

〇

八
頁

参

照
。)

 

１
０
１

『

断

片
』

三

五
〇

節
。
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

著
、

奥

雅
博

訳

『
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ
ン
全

集
』

第
五
巻

、
大
修

館

書

店

、

一
九

七

五
年

、

二
九

〇

頁
参

照

。

１
０
２

ル

ー

ト
ヴ

ィ

ヒ
・

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
著

、

丘
澤

静

也
訳

『

反
哲

学

的
断

章

文

化

と
価

値

』
青

土
社
、

一
九
九

九

年

、

一
三

三

頁
。

１
０
３

言

語

ゲ
ー

ム
の
起

源
で

あ

り
、

そ

の
プ

リ

ミ
テ

ィ

ブ
な

形

式
と

は

、
リ

ア

ク
シ

ョ

ン
で

あ

る
。

リ

ア
ク

シ
ョ
ン

が
あ
っ

て
は
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じ

め

て
、

さ

ら
に
複

雑
な

形

式
が

育

つ
の

だ

。
ル

ー

ト
ヴ

ィ

ヒ
・

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

著
、

丘

澤
静
也

訳
『
反

哲
学

的

断
章 

文

化

と
価

値

』
青

土

社
、

一

九
九

九

年
、

九

五
頁

。 

１
０
４ 

永

井

均
『
ウ

ィ
ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
入

門

』
筑

摩

書
房

、

一
九

九

五
年

、

二
一
三

頁
。 

１
０
５ 

ル

ー

ト
ヴ

ィ

ヒ
・

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
著

、

丘
澤

静

也
訳

『

反
哲

学

的
断

章 

文

化

と
価

値

』
青

土
社
、

一
九
九

九

年

、

一
七

八

－
一

七

九
頁
。

ま
た

、

他
に

も

、
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

は

『
断

章
』
の

中
で
幾

度

と
な
く

主
体
の

苦
悩
に

つ
い
て

語

る

。
そ

し

て

、
「

ど
ん

な
苦
境

も

、
個

人

が
陥

っ

て
い

る
苦
境

よ

り
大

き

い
こ

と

は
な

い
。(

中

略)

人

間

の
苦

境

は
無

限

で
あ

る

わ

け

だ
か

ら

、
無

限
の
助

け

が
必

要

と
な

る

。
キ

リ

ス
ト

教
と
い

う

宗
教

は

、
無

限
の
助

け
を
必

要

と
す
る

者
の
た

め
だ
け

に
存
在

し

て

い
る

。
」

と
言

う
。(
ル

ー
ト

ヴ

ィ
ヒ

・
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

著

、
丘

澤

静
也

訳

『
反

哲
学
的

断

章 

文

化
と

価

値
』

青
土

社

、

一
九

九

九
年

、

一
三

二

頁)

ま

た

、
他

の
記

述
に
お

い

て
は

、
「
自

分

を
正
し

く
理
解

す
る
こ

と
は

難

し
い

」
と
述

べ

、
「
私

が

宗

教

に
沈

潜
で
き

た
場
合

に

の
み

、

こ
れ

ら

の
疑

い

が
静

ま

る
の

で

は
な

い

だ
ろ

う

か
。
」

と
述

べ
る
。(

ル

ー
ト
ヴ
ィ

ヒ
・
ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン
著

、
丘

澤

静
也

訳

『
反

哲

学
的

断

章 

文

化
と
価

値
』

青

土
社

、

一
九
九

九
年

、

一
三

七

頁
。)

そ
し

て
、
「
宗
教

は

、

い
わ

ば

、
最

深
の
静

か

な
海

底

で
あ

る

。
海

面
が
い

か

に
波
が

逆
巻

こ

う
と

、
海
底

は
静
か

な

ま
ま
で

あ
る
。
」(

ル

ー

ト
ヴ
ィ

ヒ

・

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
著

、

丘
澤

静

也
訳

『

反
哲

学

的
断

章 

文

化
と
価

値
』
青

土

社
、
一

九
九

九

年
、

一

五
二

頁

。)

と

記

述

す
る

。

こ
こ

で
言
わ

れ

る
「
海

底
」

は

個
人

の
内
面

を
指
す

の

で
は

な

い
か

。

そ
し

て

、
「

海
面
」

は

「
言

語
ゲ
ー

ム

」
が
渦

巻

く

現
実

世

界
で

は

な
い

だ

ろ
う

か

。
こ

の

よ
う

に

宗
教

を
求
め

た
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ
イ

ン
だ

っ

た
が
、

一
方
で

彼
は
、

キ
リ
ス

ト

教

の
教

義
と
「

知

恵
」
を

幾
度
と

な
く

批

判
す

る

。
知

恵
は
人
を

感
動

さ

せ
る

必
要
が

な

く
、
た

だ
「
医

者
の
指

示
」
に

従
う
よ

う

に

そ
れ

に
従
え

ば

い
い

か

ら
で

あ

る
。

そ

し
て

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

は
、

こ
の
点

に
対
し

「

わ
れ
わ

れ
は
、

な
に

か

に
感
動

さ

せ

ら
れ

、
方
向

転

換
さ

せ

ら
れ

る

必
要
が

あ
る

。—
(

つ

ま

り
、
私

は
そ

う

理
解

し

て
い

る)

。
」

と
述
べ

た

上
で

、
「
方

向

転
換

し

た

な

ら
、

も

う
方

向
を
変

更

し
て

は

な
ら

な

い
。
」

と

言
い

、
実
存

主
義

哲

学
者

・

宗
教

学

者
キ

ル

ケ
ゴ
ー

ル(
S

ø
r
e

n
 A

a
b

y
e

 

K
ie

r
k

e
g

a
a

r
d

 

一

八

一
三—

一

八
五

五

年
。

普
遍

的

な
理

性
に
尽
く

さ
れ

な

い
実

存

と
し
て

の
人

間

に
注

目

し
、

個

性
的

〈

単
独

者

〉

の
自

由
な
主

体

性
の

形

成
に

真

の
人

間

ら
し

さ

を
求

め

た
。)

 (
廣
松

渉

ほ
か

編

『
岩

波
哲
学

・

思
想
事

典
』
岩

波
書

店

、
一

九

九

八
年

、

三
六

四

頁
参

照

。)

に

言

及
し

な
が

ら

「
知

恵
に
情

熱
は
な

い

。
そ

れ

に
対

し

て
キ

ル
ケ
ゴ

ー
ル
は

、

信
仰

を
情
熱

と

呼

ん

で
い

る

。
」
と
述
べ

る

。(

ル

ー

ト
ヴ

ィ
ヒ

・

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
著

、

丘
澤

静

也
訳

『
反
哲

学

的
断
章 

文

化

と
価

値
』

 



 

44 

 

 
青

土

社
、

一

九
九

九

年
、
一

五
一—

一

五
二

頁
。)

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン
は
信

仰
に
お

い
て

、
「
知
恵

」

で
は

な
く

「

感
動

」

さ

せ

ら

れ
る

よ

う
な

「
情
熱

」

を
求

め

て
い

た

の
で

あ

る
。 

ま

た

、
こ

の
他
に
教

会
の

集

団
的

な
信
仰

を
批
判

す

る
記

述
な
ど

も

あ
り

、

伊
藤

潔

志
は
「

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
は

、

制
度

的

な

カ
ト

リ

ッ
ク
教

会
に

対

し
て
懐

疑
的

で

あ
っ

た

。
」
と
述

べ
て

い
る

。(

伊
藤

潔

志
「

ウ
ィ
ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
に

お

け
る

宗
教

と

生

活 
―

ト

ル
ス

ト
イ
と

の
関

係

を
手

が

か
り

に―

」

桃

山
学

院

大
学

キ

リ
ス

ト

教
論

集
』
五

一

号
、
二

〇
一
六

年
、

四

五
－

七

〇

頁

、
六

三

頁
。)

 

こ

の

よ
う

に

、
制

度

的
な

信

仰
で

は

な
く

、

情
熱

と

し
て

の
信
仰

を

求
め

た
ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ
タ
イ

ン
だ
っ

た
が
、

信
仰
に

対
す
る

相

対

主
義

的
な
側

面
が
垣

間

見
え

る

記
述
も

多
い

。
「

ふ
た

り

の
人

が
そ

れ

ぞ
れ

「

私
は

神
を
信

じ
る
」

と

言
う

と
き
、

ど

の
よ
う

に

し

て
私
は

、
そ

れ

が
同

じ

意
味
だ

と
わ

か

る
の

だ

ろ
う

か

」
と

問

い
、

神

学
の

「
あ
る

種(

特

定
の)

の

言
葉
や

フ
レ

ー

ズ
の

使

用

を

強

要
し

て

、
ほ

か

の
言

葉

や
フ

レ

ー
ズ

を

追
放

す

る
」

姿

勢
を
非

難
す

る

。
そ

し

て

、
「
言
葉

に
意
味

を

与
え

る
の
は

実

地
の
使

用

で

あ
る

。
」

と
述

べ
る

。(

ル
ー

ト

ヴ
ィ

ヒ
・

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

著
、

丘

澤
静
也

訳
『

反

哲
学

的
断
章 

文
化

と

価
値

』
青

土

社

、
一

九

九
九

年

、
二

二

九—

二

三

〇
頁

。)
 

こ

の
点
は

、
す
べ

て
は

言

語
実

践

に
よ

っ

て
知

ら

れ
る

と

い
う

ウ

ィ
ト

ゲ
ン
シ

ュ

タ

イ

ン
の
言

語
観

が
如
実

に

表
現
さ

れ
て

い

る
。

ま

た

、
「
実

際
の

生
活

に

よ
っ

て

、
神

の
概
念

が
押
し

つ

け
ら
れ

る
の
で

あ
る

。

そ

う

す
る

と
神
の

概

念
は

、
「

対
象

」

と
い

う
概

念

に
似

て

い
る

か

も
し

れ

な
い

。
」

ル
ー

ト
ヴ

ィ

ヒ
・

ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ

ュ

タ
イ
ン

著

、

丘
澤

静

也
訳

『

反
哲

学

的
断

章 

文

化

と
価

値

』
青

土

社
、

一

九
九

九

年
、

二

三
一

頁

。)

、
「
神
の

存

在
を

も
っ
て

信

じ
る
こ

と

が

で
き

る

な
ら

、
他
人

の

心
の

存

在
も

信

じ
る

こ

と
が

で

き
る

の

で
は

な

い
か

」

と
も

述
べ
ら

れ

る
。(

ル
ー
ト

ヴ
ィ

ヒ
・
ウ

ィ

ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン
著
、

丘

澤
静

也

訳
『

反

哲
学

的

断
章 

文
化

と

価
値

』

青
土

社

、
一
九

九
九

年

、
一

九

九
頁

。)
 

こ

の

発
言

は

、 
(

方

法

上
の

概

念
と

し

て
の)

言

語
ゲ

ー
ム
か

ら
言

語
を
見
る

と
き

、

絶
対

的

な
真
理

な
ど
な

い
と

い

う
哲

学

者
と

し

て
の

冷

め

た

目
線
を

持
た

ざ

る
を
得

な
い
自

身
へ

の

嘆
き

に

も
と

れ

る
。

こ

う
し

た

熱
烈

な
信
仰

と
、
哲

学

者
と
し

て
の

冷

め
た
目

線
と
い

う

背

反
す

る
感
情

の
中
で

、

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
は

以

下
の

よ

う
に

述

べ
る

。
「
人
間

と
い

う
被
造

物

は
、

ふ
た
つ

の

力
の
せ

め

ぎ

あ
い

を
通
し

て

、
勝

つ

か
負

け

る
か

、

ど
ち

ら

か
一

方
に
決
め

ら
れ

て

い
る

の

だ
。
こ

れ
は

宗

教
的
な

思
想
な

ど
で
は

な
く
、

む

し

ろ
科

学

的
な

仮

説
で

あ

る
。

だ

か
ら

、

宗
教

の
領
域

に

と
ど

ま

り
た

い

の
な

ら

、
戦

う
し
か

な

い

。
」(

ル
ー

ト
ヴ
ィ

ヒ

・
ウ
ィ

ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン
著
、

丘

澤
静

也

訳
『

反

哲
学

的

断
章 

文
化

と

価
値

』

青
土

社

、
一
九

九
九

年

、
二

三

二
頁

。)
 

こ

れ

こ
そ

、
「
方
法

上
の
概

念
」

を

見
な

が

ら
も

、
「
事
実

上

の
概

念
」

と

し
て

の
「
言

語
ゲ
ー

ム

」
に
埋

没
し
よ

う
と
す

る
宗
教
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観

に

述
べ

て

い
る

の

で
は

な

い
か

と

考
え

る

。
伊

藤

潔
志

は
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の

ト
ル
ス

ト

イ
か
ら

の
影
響

を
挙
げ

、
ト
ル

ス

ト

イ
の
宗

教
が

「
実
生

活

の
問

題

」
で

あ

っ
た

点
と

、
「
ウ

ィ
ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
に

と
っ
て

宗
教
と

は

、
ど
こ

ま
で
も

生
活
の

問

題

」
だ

っ

た
と

い

う
結

論

を
結

び

付
け

て

い
る

。(

伊
藤

潔

志
「

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ
ン
に

お
け
る

宗
教
と

生

活

―

ト

ル
ス
ト

イ

と

の
関

係
を
手

が

か
り

に―

」

桃

山
学

院

大
学

キ

リ
ス

ト
教
論

集

』
五

一

号
、

二

〇
一
六

年
、

四

五—

七

〇

頁
参

照
。)

 

１
０
６

ル

ー

ト
ヴ

ィ

ヒ
・

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
著

、

丘
澤

静

也
訳

『

反
哲

学

的
断

章

文

化

と
価

値

』
青

土
社
、

一
九
九

九

年

、

二
三
一

頁
。



 

 

参

考

文
献 

書

籍 ア

ラ

ン
・

キ

ー
ト

リ

ー
著

、

星
川

啓

慈
訳

『

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
・

文

法
・

神

』
法

蔵
館
、

二

〇
二
二

年
。 

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン
著

、
黒

崎

宏
訳

・

解
説

『
『

論
考

』
『
青

色

本
』

読

解
』

産
業
図

書

株
式
会

社
、

二

〇
〇

一

年
。 

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン
著 

野

矢

茂
樹

訳

『
論

理

哲
学

論

考
』

岩

波
書

店

、
二
〇

〇
三

年

。 

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン
著

、
奥

雅

博
訳

『

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
全

集

』
一

－

九
巻

、
大
修

館

書
店
、

一
九
七

五
年

。 

ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン
著

、
鬼

界

彰
夫

訳

『
哲

学

探
究

』

講
談

社

、
二

〇

二
〇

年
。 

宇

井

伯
寿

『

東
洋
の

論
理 

空
と

因

明
』
書

肆
心

水
、
二

〇

一
四

年

。 

上

田

義
文

『

大
乗

仏

教
の
思

想
』

第

三
文

明

社
、

一

九
七

七

年
。 

上

田

義
文

『

大
乗

仏

教
の
根

本
構

造

』
百

華

苑
、

一

九
五

七

年
。 

瓜

生

津
隆

真

・
梶

原

雄
一

訳

『
大

乗

仏

典

1
4
 

龍

樹

論
集

』

中
公

文

庫
、

二

〇
〇

四

年
。 

奥

住

毅

『
中

論
註

釈

書
の
研

究 

チ

ャ
ン

ド

ラ
キ

ー

ル

テ
ィ

『
プ

ラ

サ
ン

ナ

パ

ダ
ー

和
訳

』
』
山

喜

房
佛
書

林
、

一
九
八

八
年
。 

梶

山

雄
一

『

仏
教
の

思
想

３

空
の

論

理 
<

中
観>

』

角
川

書

店
、

一
九

六

九
年

。 

片

山

一
良

訳

『
パ

ー

リ
仏

典

〈

第

3

期

〉
３

相
応

部(

サ
ン

ユ

ッ
タ

ニ
カ

ー

ヤ)

因

縁

篇
Ⅰ

』
大

藏

出
版

株

式
会

社

、
二

〇
一
四

年

。 

桂

紹

隆
・

五

島
清

隆

『
龍

樹

『
根

本

中
頌

』

を
読

む

』
春

秋

社
、

二

〇
〇

一

年
。 



 

 

桂

紹

隆

・
斎

藤
明

・

下
田

正

弘

・
末

木
文

美

士
編

『

シ

リ
ー

ズ
大

乗

仏
教 

第
二
巻 

大

乗
仏
教

の

誕
生
』

春
秋

社
、
二

〇
一

一

年

。 
桂

紹

隆
ほ

か

編
『
シ

リ
ー

ズ

大
乗

仏

教 

第

六
巻 

空
と
中

観
』

春

秋
社

、

二
〇

一
二
年

。 

桂

紹

隆
『
イ

ン
ド
人

の
論

理

学 

問

答
法
か

ら
帰

納

法
へ

』

中
央

公

論
社

、

一
九

九

八
年

。 

川

田

熊
太

郎

著
、

三

枝
充

悳

編
『

川

田
熊

太

郎
比

較

思
想

研

究
１

』

法
藏

館

、
一
九

八
五

年

。 

鬼
界

彰
夫

『

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
は

こ

う
考

え

た 

哲

学
的

思

考
の

全

軌
跡

1
9
1
2

年‐
1
9
5
1

年
』

講

談
社

、
二
〇

〇
三

年

。 

鬼

界

彰
夫
『
ウ

ィ
ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
『
哲

学
探

究

』
を
読
む

1
 

『
哲

学

探
究

』
と

は
い

か
な
る

書
物
か

』
勁
草
書
房

、
二

〇

一

八

年
。 

黒

崎

宏
『
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

か
ら
龍

樹
へ 

私
説

『

中
論

』
』
哲

学

書
房

、

二
〇

〇
四
年

。 

黒

崎

宏
『

純

粋
仏

教 
 

セ

ク

ス
ト

ス

と
ナ

ー

ガ
ー

ル

ジ
ュ

ナ

と
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ
タ

イ
ン
の

狭
間

で

考
え
る 

』
春

秋
社,

 

二

〇

〇

五
年

。 

黒

崎

宏
『

理

性
の

限

界
内
の

『
般

若

心
経

』
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の

視

点
か

ら

』
春

秋
社
、

二

〇
〇
七

年
。 

黒

田

亘
『
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

』
平

凡

社
、

一

九
七

八

年

。
・ 

立

川

武
蔵

『

中
論
の

思
想

』

法
藏

館

、
一

九

九
四

年

。 

長

尾

雅
人

『

中
観
と

唯
識

』

岩
波

書

店
、

一

九
七

八

年
。 



 

 

三

枝

充
悳
『

縁
起
の

思
想

』

法
蔵

館

、
二

〇

〇
〇

年

。 

三

枝

充
悳

『

三
枝

充

悳
著

作

集 

第

七
巻 

比
較

思

想
論
Ⅰ

』
法

藏

館
、

二

〇
〇

四
年
。 

三

枝

充
悳

『

龍
樹

・

親
鸞
ノ

ー
ト

』

法
蔵

館

、
一

九

八
三

年

。 

三

枝

充
悳

訳

注
『

中

論(

上

・

中
・

下)
―

縁

起
・

空

・
中
の

思
想

』

第
三

文

明
社

、

一
九

八
四
年

。 

杉

岡

孝
紀

『

親
鸞
の

解
釈
と

方
法

』

法
蔵

館

、
二

〇

一
一

年

。 

立

川

武
蔵

『

中
論
の

思
想

』

法
藏

館

、
一

九

九
四

年

。 

中

村

元
『

比

較
思

想
の
軌

跡

』
東

京

書
籍

、

一
九

九

三
年

。 

中

村

元
『

比

較
思

想

論
』

岩

波
書

店

、
二

〇

〇
五

年

。 

中

村

元
『

龍

樹
』

講

談
社

、

二
〇

〇

二
年

。 

中

村

元
『

中

村
元

選

集
【

決

定
版

】

第

2
2

巻 

空

の
論

理 

大

乗

仏
教
Ⅲ

』
春
秋

社
、

一

九
九

四
年
。 

中

村

元
『

仏

教
思

想

6
 

空(

上)

』

平
楽

寺

書
店

、

一
九

八

一
年

。 

中

村

元
ほ

か

『
仏

教

思
想

７ 

空(

下)

』

平

楽
寺

書

店
、

一

九
八

一

年
。 

野

矢

茂
樹

『
『

哲
学

探
究

』

と
い

う

戦
い

』

岩
波

書

店
、

二

〇
二

二

年
。 

星

川

啓
慈

『

増
補 

宗
教

者

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
』
法

蔵
館

、

二
〇

二

〇
年

。 

星

川

啓
慈

『

宗
教
と

し
て

の

言
語
ゲ

ー
ム

』
勁
草

書

房
、

一

九
九

七

年
。 

星

川

啓
慈

『

宗
教
と

〈
他

〉

な
る

も

の 

言

語
と

リ

ア
リ

テ

ィ
を

め

ぐ
る
考

察
』

春

秋
社

、
二
〇

一

一
年
。

一
九
四

頁
。 



 

 

マ

ッ

ソ
ン

・

ウ
ル

セ

ル
著 

小
林

忠

秀
訳

『
マ
ッ

ソ

ン
・

ウ

ル
セ

ル

比
較

哲

学
』

法

蔵
館

、
一
九

九

七
年
。 

丸

山

空

大
翻

訳
、

星

川
啓

慈

・

石
神

郁
馬

解

説
『

ウ

ィ

ト
ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

『

秘
密

の
日

記
』
第

一

次

世
界

大
戦

と
『
論

理
論

考

』
』

春
秋

社

、
二

〇
一

六

年
。 

壬

生

台
舜

『

龍
樹
教

学
の
研

究
』

大

藏
出

版

、
一

九

八
三

年

。 

安

井

広
済

『

中
観

思

想
の
研

究
』

法

藏
館

、

一
九

六

一
年

。 

山

本

信
・

黒

崎
宏

編

『
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ
ン

小

事
典

』

大
修

館

書
店

、

一
九

八

七
年
。 

ル

ー

ト
ヴ

ィ

ヒ
・

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

著
、

丘

澤
静

也

訳
『

反

哲
学

的

断
章 

文
化

と

価
値

』
青
土

社
、
一

九

九
九
年
。 

L

・
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ
イ

ン

著
、I
・
ゾ

マ
ヴ

ィ
ラ

編

、
鬼

界
彰

夫

訳
『
ウ

ィ

ト
ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ
ン

哲

学
宗
教

日
記

』
講
談

社
、

二

〇

〇
五

年

。 

W

・

シ

ュ
テ

ー

ク
ミ

ュ
ラ

ー

著
、

中

埜
肇

・

竹
尾

治

一
郎

監

修
『

現

代
哲

学

の
主
潮

流

2

』
法
政
大

学
出
版

、
一

九

八
一

年 

A
n
d
r
e
w
 

P
.
 

T
u
c
k
,
C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 

P
h
i
r
o
s
o
p
h
y
 

a
n
d
 

t
h
e
 

P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 

o
f
 

S
c
h
o
l
a
r
s
h
i
p
:
O
n
 

t
h
e
 

W
e
s
t
e
r
n
 

I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
N
ā
g
ā
r
j
u
n
a
,
N
e
w
 
Y
o
r
k
 
O
x
f
o
r
d
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
,
1
9
9
0
,
P
r
e
f
a
c
e
.
 

D
e
r
e
k
 L

.
 P

h
i
l
l
i
p
s
.
 W

i
t
t
g
e
n
s
t
e
i
n
 a

n
d
 s

c
i
e
n
t
i
f
i
c
 k

n
o
w
l
e
d
g
e
 :

 a
 s

o
c
i
o
l
o
g
i
c
a
l
 

p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e

， 
M
a
c
m
i
l
l
a
n
,
 

1
9
7
7
.
 

F
r
e
d
e
r
i
c
k
 
J
,
S
t
r
e
n
g
.
 
E
m
p
t
i
n
e
s
s
 
:
 
a
 
s
t
u
d
y
 
i
n
 
r
e
l
i
g
i
o
u
s
 
m
e
a
n
i
n
g
A
b
i
n
g
d
o
n
 
P
r
e
s
s
,
 
1
9
6
7
.
 

 



 

 

 論

文 赤

渕

弘
祐

「

仏
教
に

お
け

る

言
語
の

研
究

」
『
龍

谷

大
学

院

文
学

研

究
科

紀

要
』

二

五
号
、

二
〇

〇

三
年

。 

伊

藤

潔
志
「
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
の

宗

教
理

解

へ
の

視

点

」『

桃
山
学

院

大
学

キ

リ
ス

ト

教
論

集

』
五

二

号
、
二
〇
一
七

年

、

三―

一
七

頁

。 

伊

藤

潔
志
「
ウ

ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ
タ

イ

ン
に

お

け
る
宗

教
と

生

活 
―

ト
ル

ス

ト
イ
と

の
関
係

を
手

が

か
り
に―

」
桃
山
学

院

大
学

キ

リ

ス
ト
教

論
集

』

五
一

号

、
二

〇

一
六

年

、
四

五

－
七

〇

頁
。 

打

本

弘
祐

「
親
鸞
に

お
け

る

言
語

観
」
『
龍

谷
大

学

大
学

院

文
学

研

究
科

紀

要
』
二

七
号

、

二
〇

〇
六
年

。 

打

本

弘
祐
「
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル
ケ

ア

の
た

め

の
仏

教

的
人

間

論
－

ナ

ー
ガ

ー

ル
ジ

ュ

ナ
の

戲

論
を

め

ぐ
っ

て

」『

桃
山
学
院

大
学

社

会

学
論

集

』
四

六

号
、

二

〇
一

二

年
。 

打

本

弘
祐

「
ナ
ー

ガ

ー
ル

ジ

ュ
ナ

の

言
語

哲

学
」
『

真

宗
研

究

会
紀

要
』

四

二
号

、

二
〇
一

〇
年

。 

小

池

一
郎

「

龍
樹

『

中
論

』

に
お

け

る
言

語
の
位

置

」
『
同

志

社
外

国
文

学

研
究

』
四
六

号

、
一
九

九
八

年

。 

坂

部

明
「

仏

教
に

お

け
る
空

に
つ

い

て

」
『
人
文

科

学
論

集

』
四

一

号
、

二

〇
〇

七
年
。 

杉

岡

孝
紀
「

親

鸞
に

お
け

る

言
葉―

解
釈

学

的
研

究
の
基

本

的
視

座―

」『

眞

宗

学

』
一
〇
一

－
一

〇
四
号

、
龍
谷
大

學
眞

宗

學

會

徧

、
一

七

頁
－

四

九
頁

。 

塚

原

典

央
「

縁
起

・

無
自

性

・

空
－

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン
か

ら
龍
樹

へ

、
そ
し

て
道

元
へ
」
、
『

福
井
県

立
大

学
論
文

集
』



第

五

三
号

、

二
〇

二

〇
年

。

塚

原

典

央
「

言
語
ゲ

ー
ム
と

縁

起
－
ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン
と
ナ

ー
ガ

ー

ル
ジ
ュ

ナ
の

言

語
批

判
哲

学
－
」
、
『

福

井
県
立
大

学

論

文
集

』

五
二

号

、
二

〇

一
九

年

。

冨

岡

久
美
「
空
と

言
語
ゲ

ー

ム—

ナ

ー

ガ
ー

ル
ジ

ュ

ナ
の
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

的
解
釈

を
め

ぐ

っ
て—

」『

人

間
文
化

学

研
究

集

録

』
、
二

〇

〇
〇

年
、

八

一
－

九

四
頁

。

八

力

広
喜

「

龍
樹
の

時
間

論

」
『
北

海

道
武

蔵
女

子

短
期

大

学
紀

要

』
一

号

、
一

九
六
九

年

。

藤

原

聖
子
「
宗

教

体
験
論
に

お
け

る
「

像

を
見
る

」
ア
ナ

ロ
ジ

ー—

新
し
い

ウ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

的
視

座

よ
り―

」『
思

想
』

第

十

号
、

一

九
九

五

年
、

一

二
九

頁

－
一

五

三
頁

。

藤

原

聖
子
「

宗

教
哲

学
に

お

け
る

ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン

の
影

響
と
可

能

性

」『
東
京

大
学
宗

教

学
年

報
』
七
号

、
一

九
九
〇

年

、

一
二

九

－
一

五

三
頁

。

星

川

啓

慈
「

宗
教
の

真
理
は

語

る
こ

と
が

で

き
る

の

か

ー
ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ

タ

イ
ン

と
ナ

ー
ガ
ー

ル

ジ

ュ
ナ

の
思

索
を
手

が
か

り

と

し
て

ー

」
『
宗

教
研

究

』
八

〇

巻
、

二

〇
〇

六

年
。

森

田

雄

三
郎

「
論

理

経
験

主

義

の
神

学
的

展

望
」
『

同

志
社

大

学
商

学
部

創

立

二
十

周
年
記

念
論

文

集
』
、

一
九
六

八
年

、

三
三

七

頁

－
三

五

三
頁

。

山

本

伸
裕

「
龍
樹
の

「
空

」

思
想

か

ら
親

鸞
の
「

方

便
」

論

へ 
:

「

戯
論

」p
r
a
p
a
ñ
c
a

と
「

智
度

言
」p

r
a
j
ñ
a
p
t
i

と
の

差

異

に

つ

い
て

」
『

東
洋

文
化

研

究
所

紀

要
』

一

六
〇

号

、
二

〇

一
一

年

、
四

四

一
－

四
九
六

頁

。



辞

書相

良

守
峯
編

『
木

村

・
相

良

独
和

辞

典
新

訂

』
博

友

社
、

一

九
六

三

年
。

中

村

元
ほ

か

編
『

岩

波
仏

教

辞
典

第

二
版

』

岩
波

書

店
、

二

〇
〇

二

年
。

中

村

元
『

広

説
佛

教

語
大

辞

典

縮

刷
版

』

東
京

書

籍
株

式

会
社

、

二
〇

一

〇
年
。

中

村

元
監

修

・
峰

島

旭
雄

『

比
較

思

想
事

典

』
東

京

書
籍

、

二
〇

〇

〇
年

。

荻

原

雲
来

編

纂
『

漢

訳
対

照

梵
和

辞

典

新

装
版

』

山
喜

房

佛
書

林

、
一

九

八
六

年

。

廣

松

渉
ほ

か

編
『

岩

波
哲

学

・
思

想

事
典

』

岩
波

書

店
、

一

九
九

八

年
。

Ⅴ.
S
.

ア
プ

テ

『
梵

英
辞

典

』
臨

川

書
店

、

一
九

七

八
年

。




