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性

起

と

性

具

―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
キ
ネ
ー
シ
ス
論
と
ヘ
ク
シ
ス
論
―
―

一
　

問

題
の
所
在

と
立
論

の
要
点

中
国
仏
教
史
に
お
い
て
重
要
な
論
争
と
い
え
ば
、
宋
代
の
華
天
（
華
厳

宗
と
天
台
宗
）
論
争
が
際
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

「
性
起
説
」
と
「
性
具
説
」
の
対
立

と
さ
れ
、
い
ま
な
お
仏
教
思
想
の
根

幹
に
関
わ
る
仏
教
の
世
界
観
構
成
の
対
立
軸

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

性
起
説
は
、
真
如
や
法
性
が
縁
に
随
っ
て
現
実
の
世
界
と
な
っ
て
現

れ
る

と
し
、
し
か
も
そ
の
差
別
相
が
そ
の
ま
ま
真
如
の
顕
現
と
見
な
す
世
界
観

で
あ
り
、
他
方
、
性
具
説
は
現
実
の
世
界
の
一
々
が
そ
の
ま
ま
一
切

を
具

え
て
い
る
と
し
、
諸
法
そ
の
ま
ま
が
実
相
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
説
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
幅
広
く
奥
深

い
理
説
が
あ
る
の
だ
が
、
要
を
取
れ
ば
「
起
」

と
「
具
」
と
の
違
い
に
帰
着
す
る
。
性
起
説
に
つ
い
て
は
華
厳
を
始

め
真

言
、
禅
、
唯
識
な
ど
の
学
説
が
こ
れ
を
拠
り
所
に
し
、
日
本
中
古
天
台
以

来
の
本
覚
思
想
も
こ
の
系
統
に
入
る
。
そ
れ
に
対
し
て
性
具
説
は
天
台
智

渡
　
辺
　
明
　
照

ギ
か
ら
発
す
る
本
流
で
あ
り
な
が
ら
現
在
は
そ
の
主
張
が
心
許
な
く
な
っ

て

い
る
感

じ

が
否

め

な

い
。
し

か

も
「
諸
法

実

相
」

と

説

く
性
具

説

は
、

と

き
に

、
「
極

端

な

現
実

肯
定

」
、
と

か
、
「
否

定

性

の
欠
如

の
弱

み
」

な

ど

と
指
摘

さ
れ
、

そ
れ

が
天

台
思

想

の
致
命
的

弱
点

だ
と

も

さ
れ
る
。

こ

の
よ
う

な
指
摘

は
誤

解

に
基

づ
く

こ
と
も
あ

る
と
思

え

る
が
、

こ
の
論

争

の
対

立
軸

を
明

ら
か

に
す

る
た
め
に

は

い
ま

や
仏

教
の
枠

内

に
収
ま

ら
な

い
議
論

が
必
要

で

あ

る
。
そ

れ
に

は
西

洋
思
想

に
同

様

の
対
立

軸
を

見
出

し

、
そ

の
中

か

ら
ヒ

ン
ト

を
取

り
出

す
こ

と
が
こ

の
論

点
の
普

遍
化

に
大

い
に
役
立

つ
だ
ろ

う
。

先
の
論

点

を
明

ら

か
に
す

る
も

の
と
し
て

、
哲

学
百
科

事
典

の
よ

う
な

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
に
好
個
の
素
材
が
見
出
さ
れ
る
。
そ

れ
は

キ
ネ

ー

シ
ス
（
運
動

）
論

と

ヘ
ク

シ
ス
（

所
有

）
論

で

あ
る
。

唯
一

神

を
想

定

し

な

い
仏
教

で

は
、
「
あ

る
」

よ
り

も

「
な

る
」

に
哲

学
的

関

心

が
向

け

ら
れ

る
が
、
「
な

る
」
と

は
広

い
意

味
で

の

「
運
動
」

で

あ
り
、
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ま
た
「
所
有
」
も
あ
る
種
の
運
動
と
さ
れ
る
。
し
か
も
両
論
は
観
点

が
違

っ
て
お
り
、
と
き
に
そ
こ
に
矛
盾
さ
え
発
生
す
る
。

キ
ネ
ー
シ
ス
（
運
動
）

は
可

能
態
、
現
実
態
、
完
成
態
を
議
論
の
主
要
素
と
し
て
展
開
す
る
が
、

ヘ
ク
シ
ス
（
所
有
）
は
エ
コ
ー
（
持
つ
）
を
原
義
と
し
、
可
能
を
「
有
す

る
」
（
具
す
る
）
と
い
う
形
で
の
特
有
の
現
実
態
で
あ

る
。
し
か
も
倫
理

学
の
主
体
で
あ
る
卓
越
性
（
ア
レ
テ

ー
・
徳
）
に
も
拡
張
さ
れ
る
概
念
で

あ
る
。

性
起
説
と
性
具
説
の
相
違
を
明
確
化
す
る
論
点
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、

運
動
す
る
も
の
、
流
動
す
る
も
の
を
い
か
に
把
握
で
き
る
か
。
も
う
一
つ

は
、
一
即
一
切
、
言

い
換
え
れ
ば
個
別
と
全
体
が
相
即
す
る
と
い
う
問
題

で
あ

る
が
、
こ
れ
が
ど
ん
な
世
界
観
を
表
明
し
て
い
る
か
、
と
い
う
論
点

で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
論
点
は
哲
学
の
始
ま
り
か
ら
議
論
さ
れ
た
古
典
的

な
問
題
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
さ
ま
ざ
ま
な
面

か
ら
哲
学
的
に
整
理

し
総
括
し
て
く
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
の
議
論
に
よ
っ
て
検

証
す

る
こ
と
は
無
益
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
の
立
場
は
天
台
教
学
、

つ
ま
り
性
具
説
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

対
等
の
立
場
で
問
題
を
考
察
し
た
い
。
先

ず
、
天
台
教
学
と
華
厳
教
学
は

ど
ち
ら
も
円
教
と
称
さ
れ
て
、
両
者
と
も
仏
教
教
学
の
究
極
の
理
説
を
表

明
し

て
い
る
。
『
八
宗
綱
要
』
「
華
厳
」
の
章
か
ら
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
円

教
と
は
、
此
の
教
、
事
々
無
礙
を
明
し
て
、
諸
法
の
体
相
を
窮
め
、
主
伴

無
尽
を
談
じ
て
、
果
相
の
円
備
を
彰

わ
す
。
故
に
十
玄
縁
起
、
諸
法
を
融

じ
て
即
入
し
、
六
相
円
融
、
衆
相
に
通
じ
て
無
礙
な
り
。
一
即
多
に
し
て

隔
て
な
く
、
多
即
一
に
し
て
円
通
し
、
九
世
を
摂
し
て
以
て
刹
那
に
入
れ
、

一
念

を
述

べ
て
永

劫

を
該

ぬ
。
」

と
説
明

さ
れ

る
。
こ

の
部

分

は
華

厳
経

の
説
明

で
あ

る

が
、
「
事

事
無

礙
」

を
除

け
ば
傍

点
部
分

、

つ
ま

り
無
礙

、

円

備
、

円
融

、
一
即

多

、
多

即
一

、
円
通

、
一
念

、

ど
れ

も
天

台
教

学

に

も
通
用

す

る
術
語

で

あ
る
。

と

こ
ろ

が
天

台
で

は
華
厳

教
学

は
別
円

兼
教

と

さ
れ
、
真

の
円
教

で

は

な

い
と

さ

れ
る
。

そ
の
違

い
は
と

見

る
と
、
中

道

の
「
中

」

に
つ

い
て

は
但
中

（
別

教

）

と
不

但
中
（

円

教
）

の
違

い
、

三

観

で

は
次

第
（

別

教
）

と
不

次

第

（
円
教

）

の
違

い
で

あ

り
、

ま

た
、

一
即

一
切
に

つ

い
て

は
例
え

ば

『
摩
訶
止

観
』

に
、「
若

し
、
一

心

一
切
心

、

一
切
心

一
心

、
非

一
非

一
切

。
一

陰
一
切

陰
、

一
切
陰

一
陰

、
非

一
非

一

切

。
一

人
一
切

入
、

一
切

入

一
入

、
非

一
非
一
切

。
…

…
乃
至

、

一
究
竟

一

切
究

竟
、

一
切
究

竟

一
究

竟
、
非

一
非

一
切

な
り
と
解

す

れ
ば
、

遍

く

一

切
に
歴

て

、
皆
是

れ
不

可

思
議
境

な

り
。
…
…

若
し
非

一
非

一
切

な

ら

ば
即
ち

是

れ
中

道
観

な

り
。
」

と

あ
る

よ
う
に
、「
一
即

一
切

、
一
切

即

こ

で

は
不

足

で

あ

っ
て
、

も
う
一

項
、

傍

点
部

の
よ

う

に

「
非

一

非

一
切

」

を
加
え

て
初

め
て
円

教
中

道

に
ヵ

る
と

さ
れ

る
。
ま
た
四

諦
説

に
関

し
て

、

別

教

の
主

な
る
論

理

と
さ

れ
る
亦

有
亦

無
と

い
う
、
排
中

律

を
無

視
し

た

よ

う
な
論

理

か

ら
は

無
量

の
世

界

が
現

出

す

る
こ
と

は
考

え

ら

れ
る

が
、

天

台
で

は
そ

の
上

に
非

有
非

無

を
立
て

そ
の
論

理
展
開

か

ら
「
無
作

」

の

四

諦

と

い
う

、
「
何

も
為

さ

な

い
、

何

も
加

え

な

い
、

あ

る

が
ま

ま

」

と

い
う
世

界
観

が
表
明

さ
れ

る
。

こ
の
よ

う
な
経

緯
の
中

で
、

そ
れ

ぞ
れ

の

究

極

の
境
位

で

あ
る
華

厳

の
「
事

事
無

礙
」
、
と
、
天
台

の

「
諸
法

実
相
」
、

こ

の
両

者

の
違

い
は

一
体
何

な

の
か
。

そ
し
て

、
こ

の
よ

う
に
天

台

が
華

厳

に
比

し
て
己

の
教

学

の
優

位
性

を
主
張

す

る
根

拠

は
何

な
の
か

、
こ

の



こ
と

を
明

ら
か

に
し

て
み

た

い
。

ニ
　

キ

ネ

ー

シ

ス
論

そ

こ
で
運

動

と

は
何

か
、

と

い
う
こ

と
か

ら
始

め
た

い
。
ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
に

よ

る
と

、
「
運
動

は

欠
如

態

の

う
ち

に

か
、

あ

る

い
は
可

能

態

の

う
ち

に

か
、
あ

る

い
は
端

的

な
現
実

態

の
う

ち
に

か
、

そ
の

い
ず

れ

か
に

入

れ
ら

れ
ね

ぱ
な

ら
な

い

が
、
実

は
明

ら
か

に
こ

れ
ら

の

い
ず

れ
で
あ

る

こ

と
も

で

き
な

い
」
、

と

い
う

よ

う
に
、

運
動

の
把

握

は
大

変
困

難

を

伴

う

こ
と

が
示

唆

さ

れ
て

い
る
。

そ

れ

と

い
う
の

も
、
「
運

動

が

こ

の
よ

う

に
無

規
定

的
で

あ

る
と
思

わ

れ

る
理

由

は
、
運
動

が
存
在

事
物

の
可

能

態

の

う
ち
に

も
ま

た

そ
の
現

実
態

の

う
ち

に
も
入

れ

ら
れ

な

い
と

い
う
に

あ

る
。
」
た

と

え
運

動

が
現

実

態

で

あ
る

と

し
て

も
未

だ

運
動

を
し

遂

げ

て

い
な

い
と

い

う
こ
と

で

「
未
完

了
的

で

あ
る
」

と

い
う
こ

と

に
な

る
。

と

こ
ろ

が
運
動

が
「
端

的

に
現
実

態
」

で

あ
る
と

い
う
こ
と

も
同

時

に
述

べ

ら

れ
て

い
た

。

さ

ら
に

、
「
可

能

的

な

も
の

と

し
て

の

か

ぎ
り

に

お
け

る

可

能

的

な
も

の
の
現

実
態

を
私

は
運

動

と
言

う
」
、
と

い

い
、
加

え
て

、「
可

能
的

な

も
の
と

し
て

の

か

ぎ
り
に

お

い
て

の

そ
れ

の
完
全

現
実

態

、

こ
れ

が
即

ち
運
動

な

の
で

あ

る
。
」
こ

こ

に
二

種

の

キ
ネ

ー

シ
ス

説

が
述

べ
ら

れ
て

い
る
こ
と

を
確

認

し
て

お
こ

う
。
第

一
種

は
、

現
実

態

と
し

て
捉

え

ら

れ
な

い
、

つ

ま

り
規

定
不

可

能

な
質

料
的

な
可

能

態

と

し
て

の
運
動

、

第
二

種

は
、
運
動

そ
の

も

の
が
端
的

に
現

実
態

で
あ

り
、

現
実

完
成

態

で

さ
え
あ

る
運

動

で

あ

る
。
第

一
種

は
、
四

原
因

説
に

説

か

れ

る
よ

う

な
、

形

相
因

お
よ

び
目

的

因

や
動
力

因

を
現
実
態

と
し
、

質
料

を
単

純

に
可

能

態

に

配

し

た

考

え

方

に

基

づ

く

運

動

説

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

第

二
種

の

運

動

は

、
「
我

々

の

ま

さ

に

建

築

可

能

的

で

あ

る

と

言

う

と

こ

ろ

の

も

の

と

し

て

の

か

ぎ

り

に

お

い
て

の

建

築

可

能

的

な

も

の

が

そ

の

現

実

態

に

お

い
て

あ

る

と

き

、

こ

の

と

き

に

こ

の

も

の

は

現

に

建

築

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

り

、
こ

れ

が

建

築

活

動

な

の

で

あ

る

」
、
と

い
う

よ

う

な

運

動

で

あ

る

。

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

は

建

築

の

例

の

他

に

「
学

習

す

る

こ

と
」
、
「
治

療

す

る

こ

と

」
、
「
歩

行

す

る

こ

と

」

な

ど

を

挙

げ

て

い

る

が

、
第

二

種

の

運

動

は

、

動

詞

的

に

表

現

さ

れ

て

い

る
そ

の

動

き

そ

の

も

の

の

現

実

的

な

様

相

を
指

摘

し

た

も

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

運

動

（
ｋ
ｎ
ｅ
ｓ
ｉｓ
）

の

概

念

は

か

な

り

幅

の

広

い

も

の

で

あ

る

。
「

運

動

の

種

類

は

、

必

然

的

に

、

性

質

の

運

動

、

量

の

運

動

、

場

所

の

運

助

と

の
三

つ
で

あ

る
。

実

体

に

つ

い
て

は

運

動

は

な

い
。
」

つ

ま

り

運

動

と

し

て

変

化

、

増

減

、

移

動

の

三

つ

を

挙

げ

、

実

体

は

関

係

も

反

対

も

能

動

受

動

も

な

い

か

ら

運

動

か

ら

除

外

し

て

い

る

が

、

別

の

と

こ

ろ

で

は
実

体

に

も

生

成

と

消

滅

と

い

う

転

化

（
m
e
ｔａ
ｂｏ
ｌｅ
）

が

あ

る

と

さ

れ

る
。

要

す

る

に

運

動

よ

り

広

い
概

念

が

転

化

で

あ

っ

て

、

こ

の

転

化

も

広

い
意

味

で

は

運

動

論

に

入

れ

て

よ

い
で

あ

ろ

う

。

そ

う

な

る

と

可

能

態

に

配

当

さ

れ

か

つ
無

規

定

的

な

質

料

は

ど

う

な

っ

て

し

ま

っ
て

い

る

か

。

一

般

に

は

質

料

は

基

体

と

し

て

実

体

を

構

成

す

る

が
、

実

体

そ

の

も

の

に

は

な

り

得

な

い

と

さ

れ

る

。

と

こ

ろ

が

質

料

が
実

体

を

構

成

す

る

と

こ

ろ

か

ら

と

き

に

よ

る

と

実

体

と

さ

れ

る

こ

と

が

あ

る
。
例

え

ば

、「
実

体

と

い

う

語

は

…

…

四

つ

の

意

味

で

用

い

ら

れ

て

い

る

。

す
な
わ
ち
、
(
1
)
も
の
の
何
で
あ
る
か
（
ｔ
ｏ
　
ｔ
ｉ
　
ｅ
ｎ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ａ
ｉ
）
と
、
(
2
)
普
遍
的
な
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も
の
（
ｋ
ａ
ｔ
ｈ
ｏ
ｌ
ｏ
ｕ
）
と
、
(
3
)
類
（
ｇ
ｅ
ｎ
ｏ
ｓ
）
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
の
実

体
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
第
四
に
は
(
4
)
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
の
基
体

（
ｈ
ｙ
ｐ
ｏ
ｋｅ
ｉｍ
ｅ
ｎ
ｏ
ｎ
）

が

そ

れ

の

実

体

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。
」

た

だ

し

同

箇

所

の

続

き

の

説

明

を
見

る

と

ま

だ

質

料

が
実

体

で

あ

る

こ

と

に

躊

躇

が

あ

る

し

、

別

の

箇

所

で

は

、
「
質

料

が

す

な

わ

ち

実

体

で

あ

る

と

い

う
結

論

に

な

る

が

、
こ

れ

は

不

可

能

で

あ

る
」

と

は

っ

き

り

述

べ

て

い

る

。

と

こ

ろ

が

、

次

の

引

用

で

は

実

体

の

方

向

へ

と

質

料

が

さ

ら

に

一
歩

踏

み

込
ん
で
い
る
。
「
基
体
は
実
体
で
あ
る
が
、
(
1
)
或
る
意
味
で
は
質
料
が
基

体

で

あ

る

、
（

こ

こ

に

「
質

料

」

と

い

う

の

は

、

私

の

言

う

意

味

で

は

、

現

実

的

に

は

こ

れ

で

は

な

い

が

、

可

能

的

に

は

こ

れ

で

あ

る
と

こ

ろ

の

も

の
の
こ
と
で
あ
る
）
、
ま
た
(
2
)
い
ま
一
つ
の
意
味
で
は
、
説
明
方
式
ま
た

は

型

式

が

そ

れ

で

あ

る

（

そ

れ

は

、

一

種

の

こ

れ

で

は

あ

る

が

、

説

明

方

式
の
上
で
は
離
れ
て
存
し
う
る
も
の
で
あ
る
）
。
そ
し
て
(
3
)
第
三
の
意
味

で

は

、

こ

れ

ら
両

者

か

ら

成

る

も

の

が

そ

れ

で

あ

っ

て

、

こ

の

意

味

で

の

基

体

に

の

み

生

成

ま

た

は

消

滅

が

あ

る

。
」

こ

こ

に

形

相

と

は

違

っ

た

可

能

的

に

存

す

る

「

こ

れ

」

な

る

基

体

が

立

て

ら

れ

て

い

る

の

が

分

か

る

。

本

来

、
「
こ

れ

」

な

る

も

の

は

形

相

に

よ

っ

て

立

て

ら

れ

る

が

、

そ

れ

が

基

体

や

質

料

に

な

り

代

わ

っ

て

い

る

し

、
類

（
ｇ
ｅ
ｎ
ｏ
ｓ
）

も

同

様

に

、「

類

は

、

…

…

実

在

（
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉｓ
）

で

も

実

体

で

も

な

く

」
、

と

述

べ

な

が

ら

こ

こ

に

見

た

よ

う

に

類

が
実

体

で

も

あ

っ

た

。

こ

う

し

た

矛

盾

は

、

四

原

因

説

の

よ

う

な

静

的

見

方

と

は

違

っ

た

別

の

次

元

で

の

運

動

論

で

あ

る

こ

と

の

証

左

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

可

能

的

で

あ

る
と

い
う

こ

と

は

、

そ

う

で

あ

る

こ

と

も

あ

る

し
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
お
よ
そ
可
能
態
は
、

相
互
に
矛
盾
す
る
両
項
へ
の
同
時
的
可
能
態
で
あ
る
。
…
…
だ
か
ら
、
存

在
す
る
こ
と
の
可
能
的
な
も
の
は
、
存
在
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
存

在
し
な
い
こ
と
も
あ
り
う

る
も
の
で
あ
る
。
」
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
る
。
「
け
だ
し
、
或

る
な
に
か
の
可
能
な
も
の
と
言
わ
れ

る
も

の
は
、
す
べ
て
等
し
く
、
そ
の
な
に
か
と
は
反
対
の
物
事
も
可
能
な
も
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
健
康
で
あ
る
こ
と
の
可
能
な
も
の
と
言
わ
れ
る
も

の
は
、
病
気
で
あ
る
こ
と
の
可
能
な
も
の
と
同

じ
も
の
で
あ
り
、
…
…
同

一
の
可
能
態
が
、
健
康
で
あ
る
こ
と
の
可
能
態
で
も
あ
れ
ば
病
気
で
あ
る

こ
と
の
そ
れ
で
も
あ
り
、
静
止
す
る
こ
と
の
で
も
あ
れ
ば
運
動
す
る
こ
と

の
で
も
あ
り
、
建
築
す
る
こ
と
の
で
も
あ
れ
ば
破
壊
す
る
こ
と
の
で
も
あ

り
、
建
築
さ
れ
る
こ
と
の
で
も
あ
れ
ば
倒
れ
る
こ
と
の
で
も
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
」
つ
ま
り
可
能
態
は
そ
も
そ
も
が
両
義
的
な
の
で
あ
っ
て
、
「
反
対

の
物
事
へ
の
可
能
性
は
、
た
し
か
に
こ
の
よ
う
に
、
同
時
に
存
続
し
て
い

る
。」
し
か
し
現
実
態
に
お
い
て
健
康
と
病
気
が
同
時
に
あ
る
こ
と
は
で

き
な
い
よ
う
に
、
「
反
対
の
物
事
そ
れ
自
ら
は
同
時
に
現
存
す
る
こ
と
は

不
可
能
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
義
的
な
は
ず
の
可
能
態
は
現
実
の
運

動
に
お
い
て
は
現
実
態
へ
の
何
ら
か
の
決
定
的
な
方
向
性
が
あ
る
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
解
く
に
は
先
行
研
究
に
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

三
　

キ
ネ
ー

シ
ス
論

の
究
極

と
し
て
の

エ
ン
デ
コ
メ
ノ

ン

安
藤
孝
行
氏
『
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
』
の
第
三
章
「
可
能
的
存

在
と
現
実
的
存
在
」
の
中

で
次
の
よ
う
に

い
う
。
「
可
能
性
に
は
…
…
観



念
的
可

能

性

も
あ

れ
ば
実

在
的
可

能

性

も
あ

る
。
実

在
的

可
能

性

に
は

能

動
的

な

も
の

と
受
動

的

な

も
の

が
あ
り
、

ま
た

能
動

的
可

能

性
に

は
無

理

的

な
も

の
と
有

理
的

な

も

の
と

が
含

ま

れ
て

い
た
。

…
…

形

相

の
現

実

態

は
実

在
的

個
物

に

於
て
完

成
的

で

あ
る

と
す

る
な

ら
ば

、

こ
の
よ

う
な

現

実
的
形

相

に
最

も
接

近

し
て

い

る
の
は
能
動

的
可

能

性
で

あ

り
、
次

で
受

動
的
可

能

性

、
最
後

に
観

念
的
可

能

性

が
最

も
疎
遠

で

あ

る
こ
と

は
言

う

ま
で

も

な

い
。

そ

し
て
運

動
と

い
う
こ
と

は
実

在
的
可

能

性

に

つ
い
て

の

み
認

め

ら
れ

る
こ

と
で

あ

っ
て

、
観

念
的
可

能

性

に
は
認

め
ら

れ
な

い
。
」

一
般

に
運
動

そ
の

も
の

に
両
義

性

は
な

く
、
運
動

は
た

だ
一
方

向

に
の

み

進
行

す

る
も

の
で

あ
る
。

だ

か
ら
可

能
態

の
両
義

性

は
観

念
的

な

も
の

な

の
で

あ

る
。
氏

は
受

動
的
可

能

性
と

能
動
的

可
能

性

を
分

け
、

能
動

的
可

能

性

は
一

種

の
形

相

で
あ

り
、

そ
れ

に
対

し
て
受

動

的
可

能
性

は

こ
れ

を

質

料

と

す

る
。
「
能
動

的
可

能

は
動

力

因

に
内

在

し

、
受
動

的

可

能

は
質

料
因

に
内

在

す
る
。
」
そ
の
受

動
的
可

能

が
両

義
性

を

持

つ
の

で
あ

っ
て

、

「
質

料
因

の
持

つ
受

動

的
可

能
性

は
…
…

類

的
形

相

に
関

り

、
随

て
動

力

因

の
持

つ
能
動

的
可

能
性

の
種

的
形

相

に
対

し
て

は
両
方

向

的
で

あ

る
。
」

『
形
而
上
学
』
で
い
え
ば
、
「
そ
の
可
能
態
は
、
ひ
と
し
く
そ
の
ど
ち
ら
で

も
あ
る
か
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
か
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、

こ

の
両

義

的
、
両

方

向
的

な
面

は
突

き
詰

め
て

い
く
と

ど
う

な

っ
て

い

く
か
、

こ

れ
を
推

定
し

て
み

よ

う
。
可

能

態

が

「
ど

ち
ら
で

も

あ

る
か

、

ど
ち

ら
で

も
な

い
か
」

と

い
う
方

式

を

さ

ら
に

詰

め
て

い
け
ば

、

『〈
ど

ち

ら
で

も
あ

る
か

ど
ち

ら
で
も

な

い
か
〉
、

の

よ
う

に
し

て
あ

る
か

、

〈
ど

ち
ら
で

も

あ
る

か

ど
ち
ら

で
も

な

い
か
〉
、

の
よ

う
に

し
て

な

い
か
」
、

と
い
う
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
こ
の
言
表
方
式
は
い
く
ら
で
も
重
ね
る
こ

と
が
で
き
、
明

ら
か
に
無
限
背
進
す
る
。
そ
の
先
に
あ
る
も
の
は
一
切
を

受
容
す
る
基
体
が
想
定
さ
れ
る
。
『
形
而
上
学
』
に
そ
れ
を
暗
示
す
る
箇

所
が
あ
る
。
「
反
対
の
も
の
へ
の
転
化
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
転
化
の
基
体
と
な
っ
て
い
る
或
る
何

も
の
か
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
即
ち
、
例
え
ば
、
(
1
)
場
所
に
関
し
て
の
転
化
に
お
い
て
は
、
い
ま
は

此
処
に
あ
り
や
が
て
は
彼
処
に
あ
る
何
も
の
か
が
そ
れ
で
あ
り
、
(
2
)
増
大

の
意
味
で
の
そ
れ
に
お
い
て
は
、

い
ま
は
こ
れ
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
り
他

の
時
に
は
よ
り
小
さ
く
あ
る
と
こ
ろ
の
何
も
の
か
が
そ
れ
で
あ
り
、
(
3
)
変

化
の
意
味
で
の
そ
れ
に
お
い
て
は
、
い
ま
は
健
康
で
あ
る
が
他
の
時
に
は

病
気
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
何
も
の
か
が
そ
れ
で
あ
る
。
…
…
(
4
)
実
体
に
於

け

る
転
化
の
場
合
に
も
、
い
ま
は
生
成
の
過
程
に
あ
り
他
の
時
に
は
消
滅

の
過
程
に
も
あ

る
よ
う
な
も
の
、
即
ち
或

る
時
に
は
こ
れ
な
る
特
定
の
形

相
を
具
有
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
過
程
の
基
礎
に
あ
り
、
他
の
時
に
は
そ

の
形
相
の
欠
如
態
と
し
て
同

じ
く
そ
の
過
程
の
基
礎
に
あ
る
と
こ
ろ
の
何

も
の
か
が
そ
れ
で
あ
る
。
」
こ
の
「
何

も
の
か
」
は
転
化
即
ち
運
動
の
す

べ
て
を
許
容
す
る
。
こ
の
極
点
を
指
摘
し
エ
ン
デ
コ
メ
ノ
ン
と
し
て
提
起

し
た
の
が
安
藤
氏
で
あ
る
。
「
…
…
能
動

的
実
在
的
可
能
性
に
対
し
て
、

質
料
的
性
格
を
残
す
受
動
的
可
能
性
は
、
可
許
性
に
向
っ
て
こ
れ
の
対
立

的
頂
点
を
な
す
。
か
く
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
共
に
か
く
あ
ら
ぬ
こ

と
が
均
し
く
可
能
で
あ
る
よ
う
な
可
能
と
い
う
も
の
は
、
厳
密
に
は
実
在

の
領
域
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
対
立
継
起
の
完
全
に
平
衡
化
さ

れ
水
平

化
さ
れ
た
可
能
性
と
は
、
実
は
観
念
的
可

能
性
に
す
ぎ
な

い
。
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…
…
こ
の
よ
う
な
可
能
性
即
ち
可
許
性
に
於
て
は
、
基
体
の
現
実
的
存
在

は

殆

ど

或

は

全

く

消

失

す

る

。

そ

れ

は

わ

ず

か

に

統

計

的

な

も

の

、

類

的

な

も

の

と

し

て

残

存

す

る

が

、

や

が

て

完

全

に

無

基

体

に

移

行

す

る

。

こ

こ

に

於

て

始

め

て

完

全

に

受

動

的

な

、

完

全

に

無

規

定

な

空

無

、

或

は

場

所

と

し

て

の

質

料

と

一

致

す

る

可

能

性

に

到

達

す

る

の

で

あ

る

。
」

こ

の

エ

ン

デ

コ

メ

ノ

ン

は

『

形

而

上

学

』

で

は

、

「

他

で

も

あ

り

得

る

」

（
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｔａ
ｉ
　ｋａ
ｉ
　ａ
ｌ
ｉｏ
ｓ
　ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉｎ
）

と

い

う

よ

う

な

使

い

方

を

さ

れ

る

が

、
「
認

め

る

、

容

認

す

る

、

許

す

」

の

意

味

を

持

つ

と

こ

ろ

の

「
他

で

も

あ

り

得

る

」

と

は

、

出

隆

氏

の

同

所

の

文

庫

注

に

よ

る

と

、
「

…

…

転

化

の

可

能

な

も

の

す

べ

て

を

総

括

し

て

『
他

で

も

あ

り

う

る

も

の

』

で

あ

る

と

」

す

る

、

と

あ

る

。

そ

う

だ

と

す

る

と

、

一

切

を

許

容

す

る

観

念

的

可

能

性

と

し

て

の

エ

ン

デ

コ

メ

ノ

ン

（

可

許

性

）

と

は

「
形

而

上

学

」

で

い

え

ば

何

に

当

た

る

か

。

こ

れ

に

つ

い

て

次

の

説

明

が

注

目

さ

れ

る

。
「

と

こ

ろ

で

、

或

る

質

料

は

感

覚

的

で

あ

り

或

る

質

料

は

思

惟

的

で

あ

る

、

そ

し

て

説

明

方

式

に

は

常

に

一

方

に

は

質

料

が

あ

り

他

方

に

は

現

実

性

が

あ

る

、

例

え

ば

円

の

は

平

面
図
形
で
あ
る
。
」
出
氏
は
、
こ
の
文
の
「
質
料
」
と
「
現
実
性
」
に
そ

れ

ぞ

れ

類

、

種

差

と

注

釈

し

、

ま

た

円

の

説

明

方

式

の

「
質

料

」

は

平

面

図

形

で

あ

る

と

読

ん

で

い

る

。

ま

た

『
形

而

上

学

』

で

、

「
質

料

は

、

そ

れ

自

ら

は

、

不

可

認

識

的

で

あ

る

。

質

料

の

う

ち

に

も

感

覚

的

な

そ

れ

と

思

惟

的

な

そ

れ

と

が

あ

っ

て

、

感

覚

的

な

質

料

と

い

う

の

は

、

例

え

ば

青

銅

と

か

木

材

と

か

そ

の

他

あ

ら

ゆ

る

運

動

変

化

し

得

る

質

量

の

こ

と

で

あ

り

、

思

惟

的

な

質

量

と

い

う

の

は

、

感

覚

的

な

も

の

の

う

ち

に

、

で

は

あ

る
が
そ
れ
自
ら
は
感
覚
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
し
に
、
内
在
し
て
い
る

も
の
、
例
え
ば
数
学
的
対
象
な
ど
で
あ
る
。
」
と
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
エ
ン
デ
コ
メ
ノ
ン
は
、
一
切
を
受
容
す
る
と
こ
ろ
の
思
惟

的
質
料
、
究
極
の
類
、
空
無
の
よ
う
な
無
規
定
的
な
場
所
で
あ
り
、
或
い

は
あ
ら
ゆ
る
図
形
を
成
り
立
た
し
め
る
平
面
、
一
切
を
包
括
す
る
数
的
世

界
に
比

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
「
一
即
一
切
」
論
の
「
一
切
」

に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
運
動
が
な
く
ま
っ

た
く
静
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

ぞ
れ
の
「
一
」
の
個
性
が
失
わ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
真
如
随
縁
の
性
起
の
説
に
お
い
て
す

べ
て
の
「
生

起
」
を
徹
底
し
て
包
括
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
「
生
起
」
そ
の
も
の
を
犠

牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
リ
ス
ク
を
常
に

内
含
し
て

い
る
さ
ま
が
、
こ
の
エ
ン
デ
コ
メ
ノ
ン
の
議
論
を
用

い
る
こ
と

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な

る
。

四
　

ヘ
ク

シ
ス

に

お

け

る
デ

ュ
ナ

ミ

ス

「
実

体
」

は
文

脈

に
よ

っ
て

さ
ま

ざ
ま

に
説
明

さ
れ

る

が
、

ヘ
ク

シ
ス

に
関

わ

る
実

体

の
説

明

で

は
次

の
引
用

が
明

解

で

あ

る
。
「
実

体

は
三

つ

あ
る
。
(
1
)
そ
の
一
つ
は
質
料
で
、
そ
の
現
れ
に
お
い
て
は
こ
れ
と
し
て
存

在
し
て
い
る
…
…
。
(
2
)
そ
の
次
は
自
然
（
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｓ
）
で
、
こ
れ
は
す
で
に

こ

れ
と
し

て
存

在
し

て

い
る

も
の
で

あ
り
、
ま

さ
に
こ

れ
に
向

っ
て

で
あ

っ
た
と
こ
ろ
の
こ
れ
な
る
一
定
の
状
態
（
h
e
x
i
s
）
で
あ
る
。
(
3
)
さ
ら
に
第

三

の
は
、

こ
れ

ら
両

者

か
ら

成
る
個
別

的

な
実

体

、
例
え

ば
ソ

ク
ラ

テ
ス

ま
た

は
カ

リ
ア

ス
で

あ

る
。
」



こ

こ

で

「
状

態

」

と

訳

さ

れ

る

ヘ
ク

シ

ス

は

、

質

料

と

も
違

い
、

ま

た

形

相

と

質

料

の

結

合

体

の

個

物

と

も

違

っ

て

、
「
自

然

」

と

い

わ

れ

、

ま

た

「
自

然

」

の
内

実

を

構

成

し

て

い

る

「
状

態

」

と

さ

れ

る
。

こ

れ

に

つ

い
て

さ

ら

に

説

明

が

続

く

。
「
と

こ

ろ

で

、

或

る

事

物

の

場

合

に

は

、

こ

れ

は

両

者

の

結

合

し

た

実

体

か

ら
離

れ

て

は

存

在

し

て

い

な

い
、

例

え

ば

家

の

形

相

が

そ

う

で

あ

る
」
、

と

い

う

の

に

対

し

、
「
家

の

技

術

は

そ

う

で

は

な

い

、

と

い

う

の

は

、

こ

れ

ら

に

は

生

成

も

消

滅

も

な

く
て

、

し

か

も

こ

れ

ら

、

質

料

な

し

の
家

や
健

康

や

そ

の

他

こ

の

よ

う

な

技

術

の

う

ち

に

あ

る

も

の

ど

も

は

、

生

成

し

消

滅

す

る

の

と

は

異

な

る
仕

方

で

、

存

在

し

た

り

し

な

か

っ

た

り

す

る

の

だ

か

ら

。
」

こ

れ

は

ヘ

ク

シ

ス

の

説

明

と

見

な
せ
る
が
、
で
は
、
ヘ
ク
シ
ス
と
は
何
か
。
「
形
而
上
学
」
の
⊿
巻
（
第

五

巻

）

を

参

照

す

る

と

次

の

よ

う

に

あ

る
。

「
ヘ
ク
シ
ス
は
、
或
る
意
味
で
は
、
(
1
)
何
も
の
か
を
所
有
し
て
い
る
も

の

と

所

有

さ

れ

て

い

る

そ

の

何

も

の

か

と

の

間

の

或

る

現

実

活

動

（
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｉ
ａ
）
、
す
な
わ
ち
一
種
の
行
為
ま
た
は
運
動
を
い
う
、
例
え
ば
、

或

る

も

の

が
何

も

の

か

を

制

作

し

何

も

の

か

が

制

作

さ

れ

る
場

合

に

こ

れ

ら

両

者

の

中

間

に

制

作

（
ｐ
ｏ
ｉｅ
ｓ
ｉｓ
）

が

あ

る

が

、

そ

の

よ

う

に

衣

服

を

所

有

し

て

い

る

者

と

こ

の

者

の

所

有

し

て

い

る

衣

服

と

の

中

間

に

は

或

る

所

有
（
h
e
x
i
s
）
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
…
…
し
か
し
他
の
意
味
で
は
、
(
2
)
事

物
の
或
る
種
の
状
況
（
d
i
a
t
h
e
s
i
s
）
―
―
即
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
事
物

が

そ

の

事

物

そ

れ

自

体

に

お

い

て

、

或

い

は

他

の

事

物

と

の

関

係

に

お

い

て

、

案

配

（
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
ｉｓ
）

よ

く

置

か

れ

ま

た

は

悪

い

（
ｅ
ｕ
　ｈ
ｅ
　
ｋ
ａ
ｋｏ
ｓ
）

案

配

に

置

か

れ

る

（
ｄ
ｉａ
ｋ
ｅ
ｉｔａ
ｉ）

よ

う

な

配

置

（
ｄ
ｉａ
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
ｉｓ
）

が

そ

の

事

物

の

ヘ

ク

シ

ス

と

言

わ

れ

る
。

例

え

ば

、

健

康

は
或

る

ヘ
ク

シ

ス

で

あ

る

と

言

わ

れ

る

が

、

そ

れ

は

、

健

康

が

こ

の

よ

う

な
意

味

で

の

配

置

だ

か

ら

で

あ

る
。
さ
ら
に
、
(
3
)
ヘ
ク
シ
ス
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
事
物
に
こ
の
よ
う

な

配

置

を

も

っ

た
部

分

が

あ

る
場

合

で

あ

る
。

こ

の

意

味

を

有

す

る

が
故

に

、

そ

れ

の

部

分

の

卓

越

性

（
ａ
ｌｅ
ｔｅ
）

さ

え

も

そ

の

事

物

全

体

の

ヘ

ク

シ

ス
と
言
わ
れ
る
。
」
こ
こ
に
出
て
く
る
デ
ィ
ア
テ
シ
ス
は
何
か
と
い
う
と
、

「
部

分

を

有

す

る

事

物

の

、

そ

れ

の

場

所

ま

た

は

能

力

ま

た

は

種

に

関

し

て
の
、
配
列
（
t
a
c
i
s
）
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
デ
ィ
ア
テ
シ
ス

と

い

う

語

を

み

て

も

明

ら

か

な

よ

う

に

、

そ

こ

に

は

テ

シ

ス

（
ｔ
ｈｅ
ｓ
ｉｓ
）

が

あ

ら

ね

ば

な

ら

な

い
か

ら

で

あ

る

。
」

ヘ
ク

シ

ス

は

ｅ
ｃ
ｈ
ｏ
（

持

つ

・

保

つ
）

の

名

詞

形

だ

が

、

出

氏

の

注

で

は

「

所

有

、

所

有

態

、

持

前

、

状

態

、

所

有

関

係

、

所

有

状

態

」

と

さ

ま

ざ

ま

に

訳

さ

れ

る

語

と

さ
れ

る

。

ヘ

ク

シ

ス

に

つ

い

て

第

一

に

注

目

す

べ

き

は

、

こ

れ

も

運

動

で

あ

り

、

し

か

も

運

動

の

持

続

の

さ

ま

を

デ

ィ

ア

テ

シ

ス

（

状

況

）

と

し

て

捉

え

て

い

る

こ
と

で

あ

る
。

デ

ィ

ア

テ

シ

ス

（
状

況
、
配
置
、
案
配
）
と
は
、
分
離
・
分
割
（
d
i
a
-
）
さ
れ
つ
つ
そ
れ
ら
を
案

配

よ

く

置

か

れ

た

タ

ク

シ

ス

（

配

列

・
秩

序

）

と

テ

シ

ス

（

位

置
・
定

立
・

排

列

・
テ

ー

ゼ
）

だ

が
、

そ

う

い

っ

た

状

況

が

保

持

さ

れ

て

あ

る

と

い

う

の

が

ヘ

ク

シ

ス

で

あ

る

。
「
完

全

現

実

態

」

で

さ

え

語

義

的

に

い

え

ば

、

ｅ
ｎ
-
ｔｅ
ｌｅ
ｉ
-ｅｃ
ｈ
ｅ
ｉｎ

（

目

的

の

中

に

所

有

す

る

こ

と

）

で

あ

っ

て

、

そ

れ

は

目

的

を

内

在

さ

せ

、

目

的

へ

の

配

置

と

状

況

を

保

持

し

維

持

し

て

い

る

一

種

の

状

態

（

ヘ

ク

シ

ス

）

と

考

え

ら

れ

る

。

第
二
の
注
目
点
は
そ
の
配
置
に
「
よ
い
」
（
k
a
l
o
s
）
と
「
悪
い
」
（
ｋ
ａ
ｋ
ｏ
ｓ
）

性起と性具79



が
常
に
付
随
す
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ュ
ナ
ミ
ス
は
単
に
能
動
し
受
動
す
る

能
力
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
さ
ら
に
う
ま
く
能
動
し
ま
た
は
受
動
す

る
能
力
』
で
あ
り
、
ま
た
別
の
説
明
に
よ
る
と
、
「
そ
の
事
柄
を
巧
み
に

ま
た
は
意
図
の
通
り
に
遂
行
し
得
る
能
力
」
と
も
さ
れ
、
「
よ
り
悪

い
方

向

へ
に
せ
よ
、
よ
り
善
い
方
向

へ
に
せ
よ
、
と
に
か
く
何
か
に
転
化
す
る

可
能
性
を
有
す
る
も
の
が
そ
う
言
わ
れ
る
。
」
だ
か
ら
こ
そ
む
し
ろ
善
い

こ
と
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
悪

へ
の
転
化
を
も
破
滅
を
も

受
け
な
い
非
受
動
的
な
状
態
（
h
e
x
i
s
）
も
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
言
わ
れ
る
」
所

以
で
あ
る
。

第
三
に
注
目
す
べ
き
は
、
例
え
ば
配
置
に
空
席
が
あ
る
よ
う
に
、
「
欠

如
も
ま
た
何
ら
か
の
意
味
で
所
有
態
（
h
e
x
i
s
）
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
欠
如

を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
い
や
し
く
も
欠
如
を
所
有
す

る
と
い
う

こ
と
が
で
き

る
か
ぎ
り
は
能

あ
る
も
の
で
あ

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
」
、

と
い
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
平

た
く
い
え
ば
、
「
な
い
」
と
い
う
状
態
を
そ

の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
が
可

能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
空
」
を
所
有

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
理
屈
で
あ
る
。
こ
れ
が
可
能
な
の
は
先
の
安
藤

氏
の
「
有
理
的
能
力
」
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

説
明

に
従
え
ば
、
「
理
性
を
伴
う
能
力
は
、

い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の

能
力
で
あ
り
な
が
ら
、
相
反
す
る
物
事
の
原
理
で
あ
り
得
る
の
に
、
一
つ

の
非
理
性
的
な
能
力
は
、
た
だ
一
つ
の
物
事
の
原
理
で
あ
り
得
る
の
み
で

あ
る
。
」
だ
か
ら
「
能
力
」
で
あ
る
「
医
術
は
健
康
の
原
理
で
あ
る
だ
け

で
な
く
病
気
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
は
、
こ
の
認
識
が
或
る
説

明
方
式
（
l
o
g
o
s
）
で
あ
り
、
そ
し
て
或
る
物
事
に
関
し
て
の
そ
の
同
じ
説

明

方

式

が

そ

の

物

事

の

み

で

な

く

そ

の

物

事

の

欠

如

態

を

も

明

ら

か

に

す

る

か

ら

で

あ

る

、

た

だ

し

同

様

の

仕

方

で

で

は

な

し

に

。

と

い

う

の

は

、

説

明

方

式

は

、

或

る

仕

方

で

は

そ

の

当

の
物

事

と

そ

れ

の

欠

如

態

と

の

両

方

に

関

係

す

る

…

…

。

…

…

認

識

を

有

す

る
者

は

相

反

す

る
両

方

の

物

事

を

作

り

出

す

。
」

こ

の

ヘ

ク

シ

ス

の

考

え

方

は

、

理

想

的

な

形

で

観

照

す

る

神

的

な

状

態

に

も

適

用

さ

れ

る

。
「

け

だ

し

、

思

惟

の

対

象

を

、

す

な

わ

ち

実

体

を

、

受

け

入

れ

得

る

も

の

は

理

性

で

あ

る

が

、

…

…
・
」
の

理

性

が

保

っ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

神

的

な

状

態

（
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ〇ｎ
　ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉｎ
）

は

、

そ

の

対

象

を

受

け

入

れ

（
ｄ
ｅ
ｋ
ｔ
ｉｋ
ｏ
ｓ
　
=　ｄ
ｅ
ｃ
ｈ
ｏ
ｍ
ａ
ｉ
許

す

）
得

る

状

態

と

い

う

よ

り

も

む

し

ろ

そ

れ

を

現

に

自

ら

所

有

し

て

い

る

（
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｉ
　ｅ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
）

状

態

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

の

観

照

は

最

も

快

で

あ

り

最

も

善

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

も

し

も

こ

の

よ

う
な
良
い
状
態
に
―
―
々
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
時
し
か
い
ら
れ
な
い
が

―
―
神
は
常
に
永
遠
に
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
驚
嘆
さ
る
べ
き
こ

と
で
あ
る
。
」
文
中
、
「
受
け
入
れ
得
る
」
状
態
の
方
は
（
　
）
の
原
語
で

推

定

で

き

る

よ

う

に

エ

ン

デ

コ

メ

ノ

ン

に

関

わ

る

緩

慢

な

ヘ
ク

シ

ス

の
様

態

だ

が

、

神

の

ヘ
ク

シ

ス

は

観

念

的

な

可

許

性

よ

り

も

っ

と

動

的

な

「
所

有

」

と

い

う

文

字

通

り

の

積

極

的

な

ヘ

ク

シ

ス

で

あ

る
。

と

い

う

の

も

そ

の

所

有

状

態

が

「
快

」

で

あ

り

「
良

い
」

状

態

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

か

ら

で

あ

る

。

仏

の

悟

り

も

同

様

で

あ

ろ

う

。

我

々

に

は

「
良

い

」

状

態

を

維

持

す

る

こ

と

は

非

常

に

困

難

で

は

あ

る

が

、

逆

説

的

に

い

え

ば

、
「
悪

い

」

状

態

を

介

し

て

真

如

の

「
全

体

」
を

垣

間

見

る

と

い

う

方

法

は

開

か

れ

る

。
「
障



り

に

即

し

て

徳

を

顕

す

」
と

い

う

天

台

の

要

句

は

、「

一

切

」
に

関

わ

る

「

所

有

状

態

」
、

即

ち

「

具

」

と

い

う

状

態

に

お

い

て

「
悪

い

」

状

態

を

保

持

し

つ

つ

「

一

切

」

に

関

わ

る

と

い

う

自

利

即

利

他

、

智

慧

即

慈

悲

の

構

図

を

な

す

こ

と

を

表

示

し

た

も

の

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

「

悪

」

が

あ

る

か

ら

智

と

行

が

進

み

、

慈

悲

も

働

く

か

ら

で

あ

る

。

現

実

に

は

さ

ま

ざ

ま

な

「

運

動

」

が

あ

る

が

、

そ

の

可

能

性

の

一

切

を

エ

ン

デ

コ

メ

ノ

ン

に

よ

っ

て

許

容

し

（

性

起

説

的

立

場

）
、

そ

の

上

に

さ

ら

に

「

良

い

」

と

「
悪

い

」

の

両

極

に

分

か

れ

得

る

差

別

的

な

配

列

問

題

、

例

え

ば

「

十

不

二

門

」

の

よ

う

な

二

項

対

立

関

係

を

介

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

観

念

的

で

無

機

質

な

匿

名

性

を

脱

し

、

個

々

の

諸

法

を

あ

か

ら

さ

ま

に

す

る

方

法

を

提

示

し

た

の

が

諸

法

実

相

論

で

あ

る

。

ま

た

エ

ン

デ

コ

メ

ノ

ン

を

認

め

る

だ

け

で

も

「

無

作

」

で

は

あ

る

が

、
「

有

作

」

を

内

含

し

な

け

れ

ば

「
無

作

」

の

意

味

も

有

効

性

も

現

れ

な

い

。

だ

か

ら

別

教

に

お

い

て

も

実

際

（

究

極

的

境

界

の

意

）

に

は

無

作

で

は

あ

っ

た

の

だ

が

、

眼

前

の

事

柄

（

有

）

を

「

一

切

」

の

中

に

位

置

（

テ

シ

ス

）

づ

け

し

、
「

仮

」

と

し

て

設

定

す

る

た

め

に

天

台

円

教

で

は

あ

え

て

「
無

作

」

と

表

明

し

た

も

の

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

（
１
）
　
末
木
剛
博
『
東
洋
の
論
理
思
想
』
（
法
職
館
、
二
〇
〇
一
年
、
一
五
〇
頁
）
な

ど
、

天

台

円

融

治

に

対

す

る
同

様

の
批

判

が

あ

る
。

（
２

）
　
凝

然

大

徳
・
鎌

田

茂

雄

全

訳

注

『
八

宗

綱

要

』

講

談

社

学

術

文

庫

五

五

五

、

昭

和

五

六

年

、

三

八

四

頁

。

傍

点

は

論

者

が

付

し

た

も

の

。

（
３

）
　
国

訳

一

切

経

の

『
摩

訶

止

観

』
　一

七

〇

頁

。

Ｔ

四

六

、
五

五
ｂ

。

（
４

）
　

ベ

ッ

カ

ー

版

、

１
１
６
５
ｂ
１
６
-１
１
６
６ａ
２
５
　

出

隆

訳

『
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
　

形

而

上

学

』

岩
波

文
庫

、

昭

和

三

四

年

、

下

巻

。

一

一

六
－

九

頁

。

（
５

）
　

１
０
６
８
ａ
１
０
　

文

庫
下

巻

、

匸

一
八

頁

。

（
６

）
　

１
０
２
８
ｂ
５
　

文

庫

上

巻

、

二

三

〇

頁

。

（
７
）
　
1
0
4
1
a
2
6
　
文
庫
上
巻
、
二
九
六
頁
。

（
８
）
　
1
0
5
3
b
2
1
 
文
庫
下
巻
、
五
九
頁
。

（
９
）
　
１
０
５
０
ｂ
 １８
　
文
庫
下

巻
、
四
三
頁
。

（
1
0）
　
１
０
５
１ａ
５
　
文
庫
下

巻
。
四
五
頁
。

（
1
1）
　
安
藤
孝

行
『
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
存

在
論
』
弘
文
堂

、
一
九
五
八

年
、
四
二

－

三
頁
。

（
1
2）
　
同
前
、
一
八
七
－

八
頁

。

（
1
3）
　
同
前
、
二
二
四
頁
。

（
1
4）
　
１０
５
１ａ
４
　
文
庫
下

巻
、
四
六
頁
。

（
1
5
）
　
1
0
4
2
a
3
5
　
文
庫
上
巻
、
二
九
六
－
七
頁
。

（
1
6）
　
安
藤
、
前
掲
、
三
七
頁

。

（
1
7）
　
１０
７
２
ｂ
６
　
文
庫
下
巻
、
一
五
二
頁
。

（
1
8）
　
文
庫
下
巻

、
三
〇

六
頁

。

（
1
9）
　
１０
４
５ａ
３
３
　
文
庫
上
巻
、
三

二
一
頁
。

（
2
0）
　
１０
３
６ａ
９
　
文

庫
上
巻
、
二

六
五
頁

。

（
2
1）
　
１０
７
０ａ
９
　
文

庫
下
巻
、

匸
二
九
頁

。

（
2
2）
　
１０
２
２
ｂ
３
　
文
庫
上
巻
、
一
九
八
ｌ

九
頁
。

（
2
3）
　
１０
２
２
ｂ
１
　
文
庫
上
巻
、
一
九
八
頁
。

（
2
4）
　
１０
４
６ａ
１
８
　
文
庫
下
巻
、
二
一
頁

。

（
2
5
）
　
1
0
1
9
a
6
　
文
庫
上
巻
、
一
八
三
頁
。

（
2
6）
　
１０
１
９
ｂ
２
　
文
庫
上
巻
。
一
八
四
頁
。

（
2
7）
　
１０
４
６ａ
１
５
　
文
庫
下
巻
、
二
〇
頁

。

（
2
8
）
　
１
０
１
9
ｂ
6
　
文
庫
上
巻
、
一
八
五
頁
。

（
2
9）
　
１０
４
６
ｂ
６
　
文
庫
下
巻
、
二
二
－

三
頁
。

（
3
0）
　
１０
７
２
ｂ
４
　
文
庫
下

巻
、
一
五
三
頁
。

（

わ
た
な

べ
・
み

ょ

う
し
ょ

う
、
西

洋
哲

学
、
大
正

大
学

講
師

）

性起と性具81
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