
〈

研

究

論
文
１

〉

意
　

味
　

の
　
二
　

要
　

素

―
―
B
ｈ
ａ
ｒ
ｔ
ｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
と
F
r
e
g
e
―
―

る
情
報
と
い
う
点
で
全
く
異
な

る
。
一
方
、
我

々
は
、
八
世

紀
の
イ

ン
ド
の

哲
学
文
献

に
お
い
て
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
議
論

を
見

る
こ
と

が
で
き
る
。

例
え
、「
汝
が
そ
れ
な
り
」
と
い
う
文
章
に
お
い
て
、「
汝
」
と

「
そ
れ
」

と
い
う
二
語

に
よ

っ
て
指
示

さ
れ
る
対
象

が
不
二

な
る
ブ
ラ
フ

マ
ン
で

あ
る
と
い
う
点
で
は
、
そ
の
両
者

に
全
く
相
違

が
な
い

に
し
て
も
、
そ

の
二
語

は
、
文

章
の
意

味
で
あ
る
〔
絶
対
者
の
唯
一
性
〕
と
い
う
こ
と

以
外

の
異
な
っ
た
原
因

に
依
拠
し
て
、
不

二
な
る
自
己
を
照
ら
し
出
す

谷
　
沢
　
淳
　
三

〔

汝

〕

に

対

し

て

適

用

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

故

に

同

語

反

復

で

は

な

い

。

（
Ｓ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｊ
ｎ
ａ
ｔ
ｍ
ａ
ｎ
,
　
Ｓ
ａ
m
k
s
a
p
a
s
a
r
i
r
a
ｋ
ａ
　
１
-
１
６
１
）

こ

こ

で

は

、

絶

対

者

ブ

ラ

フ

マ

ン

と

は

何

か

と

い

う

問

い

に

対

す

る

回

答

「

汝

が

そ

れ

な

り

」

に

お

い

て

、

「

汝

」

も

「

そ

れ

」

も

絶

対

者

ブ

ラ

フ

マ

ン

を

指

示

し

て

い

る

の

だ

か

ら

、

こ

の

文

章

は

単

な

る

同

語

反

復

で

は

な

い

か

と

い

う

疑

問

に

対

し

、

二

つ

の

語

に

は

異

な

っ

た

原

因

が

あ

る

の

で

そ

う

で

は

な

い

と

す

る

の

で

あ

る

。

こ

の

「

原

因

」

を

、

注

釈

者

は

「

語

の

適

用

原

因
」
（
ｐ
ｒ
 
ａ
ｖ
 
r
 
ｔ
ｔ
ｉ
 
ｎ
ｉ
 
m
i
 
ｔ
ｔ
 
ａ
）
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
細
か
い
議
論
は
省
略
す

る

が

、

と

に

か

く

こ

の

よ

う

に

し

て

、

こ

の

文

章

も

同

語

反

復

と

は

異

な

っ

て

、

情

報

量

を

有

す

る

も

の

な

の

で

あ

る

。

こ

の

意

味

の

二

要

素

の

分

け

方

を

、

文

法

学

者

Ｋ

ａ

ｉ
ｙ

ａ
ｔ
ａ

　（

十

一

世

紀

）

が

端

的

に

表

し

て

い

る

。

（

他

に

、

語

源

上

の

原

因

（
ｖ

ｙ
ｕ

ｔ
ｐ
ａ
ｔ
ｔ
ｉ
ｎ

ｉｍ

ｉ
ｔ
ｔ
ａ

）

考

え

ら

れ

る

こ

と

が

あ

る

が

、

そ

れ

に

関

し

て

今

回

は

触

れ

な

い

。
）

素要二の味意
ｎ

冫
Ｑ

り

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
Ｆ
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
に
よ
る
、
意
味
の
二
つ
の
要
素
の
区
別
、
す
な
わ

ち
S
i
n
n
と
B
e
d
e
u
t
u
n
g
の
区
別
は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。
彼
に
従
え
ば
、

同

一

性

の
言

明

「
明

け

の

明

星

＝

明

け

の
明

星

」
と

「
明

け

の
明

星

＝

宵

の

明

星

」

の
二

つ

は
、
「
明

け

の

明

星

」
と

「
宵

の
明

星
」

の

二
語

と

も

金

星

と
い
う
同
一
の
対
象
を
B
e
d
e
u
t
u
n
g
と
す
る
に
し
て
も
、
前
者
が
単
な
る
同

語
反
復
な
の
に
対
し
て
、
後
者
は
両
語
の
Ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
が
異
な
る
が
故
に
そ
の
与
え



そ

し

て

そ

れ

（

＝

意

味

ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ａ

）
は

二

種

類

、
す

な

わ

ち

指

示

対

象

（
ｖ

ａ
ｃ
ｙ
ａ

）

と
適
用
原
因
（
ｐ
ｒ
ａ
ｖ
r
ｔ
ｔ
ｉ
ｎ
ｉ
ｍ
ｉ
ｔ
ｔ
ａ
）
で
あ
る
。（

P
ｒ
ａ
ｄ
ｉ
ｐ
ａ
　
ｏ
ｎ
　
Ｐ
ａ
n
i
n
i
s
v
t
ｒ
ａ
　
５
-
１
-
１
１
９
）

本

論

文

で

は

、

そ

の

意

味

の

二

要

素

の

区

別

を

五

世

紀

の

文

法

学

者

Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔ
ｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
の
説
に
基
づ
い
て
考
察
し
、
F
r
e
g
e
と
の
比
較
と
い
う
観
点
か

ら

、

そ

の

違

い

・

特

色

を

明

ら

か

に

し

て

い

き

た

い

。

ま

ず

、

「

語

の

適

用

原

因

」

と

述

べ

た

こ

と

か

ら

明

ら

か

な

よ

う

に

、

Ｂ

ｈ
ａ
ｒ

ｔ
ｒ

ｈ
ａ
ｒ

ｉ

な

ど

、

イ

ン

ド

文

法

学

者

の

考

え

た

二

要

素

の

区

別

は

、

単

語

・
の

レ

ベ

ル

に

の

み

当

て

は

ま

る

。

一

方

Ｆ
ｒ
ｅ
ｇ

ｅ

そ

う

で

は

な

い

。

彼

に

と

っ

て

、

主

張

文

の

Ｂ

ｅ
ｄ
ｅ
ｕ

ｔ
ｕ
ｎ

ｇ

　
Ｉｄ

そ

の

真

理

値

（

真

、

或

い

は

偽

）

で

あ

り

、

Ｓ
ｉ
ｎ
ｎ

文

章

の

真

理

条

件

と

し

て

の

思

想

で

あ

る

。
思

想

は

、
真

か

偽

と

し

て

把
握
さ
れ
る
。
文
章
中
の
諸
単
語
の
留
自
は
、
文
章
全
体
と
し
て
の
S
i
n
n
＝

思
想
に
貢
献
す
る
。
そ
の
よ
う
に
、
真
理
を
問
題
と
す
る
F
r
e
g
e
に
と
っ
て

は
主
な
の
は
Ｂ
ｅ
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
で
あ
り
、
文
章
を
構
成
す
る
単
語
の
Ｂ
ｅ
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ

は
、
文
章
の
真
理
値
に
対
す
る
寄
与
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

彼

の
意
味
論
に
は
、
関
数
の
観
点
が
導
入

さ
れ

る
。
例

え

ば
、
「
日

本

の

現
総
理
大
臣
」
と
い
う

複
合
的
固
有
名

は
、
「
…
…

の
現
総

理
大
臣
」
と

い

う
関
数
的
表
現
と
「
日
本
」
と
い
う
独
立
変
数
記
号

か
ら
成

っ
て

お
り
、
関

数
値

が
海
部
俊
樹
と

い
う
こ
と

に
な
る
。
そ

し
て

、
こ

こ
で

注
意

す

べ

き

は
、
関
数
的
表
現
は
「
飽
和
し
て
い
な
い
」
も
の
で
「
補
完
を
必
要
」
と
し
、

独

立
変
数
記
号

は
そ

れ
だ
け
で

「
完
結
し

た
」
も
の
な
の
で
両
者
が
結
び
つ

く
と

い
う
点
で
あ

る
。
両
者
と
も

完
結
し
て

い
る
と
す

る
と
、
そ
れ
ら
が
関

係

を
有

す

る
こ

と

は
不

可

能

と

な

る
。

さ

ら

に
、「
日

本

の

現

総

理

大
臣

は
水

玉

の

ネ

ク

タ
イ

が
好

き

で

あ

る
」

と

い

う

文

章

は
、
「
…

…

は

水

玉

の

ネ

ク

タ
イ

が
好

き
で

あ

る
」

と

い

う

関
数

的

表
現

の
独

立

変

数

の

場

所

が

海
部

と

い

う

対

象

を

指
示

す

る
「

日

本

の
現

総

理

大

臣
」
と

い
う

複

合

的

固

有

名
（
確

定
記
述
）
で

補

完

さ

れ

た
も

の

で

あ

り
、

対

象

と

概
念

で

言

い

換

え

る

と

、

固
有
名
「
日
本
の
現
総
理
大
臣
」
の
B
ｅ
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
で
あ
る
指
示
対
象
（
す
な

わ
ち

海

部

）

が

「
～

は

水

玉

の

ネ

ク

タ
イ

が

好

き

で

あ

る
」

と

い

う

述
語

（
＝
概
念
語
）
の
B
ｅ
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
で
あ
る
概
念
の
下
に
帰
属
す
る
時
に
真
と
な
る

も

の
で

あ

る
。

そ

し

て

、

そ

の

場

合

の
固

有

名

は

「
完

結

し

た
」
「
飽

和

し

た
」

表

現

で

あ

り

、

述

語

は

「
飽

和
し

て

い
な

い
」

表
現

で

あ

る
。

そ

れ

に

対

応

し

て

固

有

名

の

表

す

対

象

は

「
飽

和

し

て
」

お

り
、

概

念

語

の
概

念

は

「
不

飽

和

」

で

あ

る
。

そ

の

よ

う

に

し
て

、
「
日

本

の
現

総

理

大
臣

」

と

い

う

複

合
的

固

有

名

が

、
海

部

と

い
う

対

象

の
名

前

で

あ

る

と
同

様

に

、

こ
の

文

は
真

理

値

名
と

な

る

。

こ

の

よ

う

な
考

え
方

を

す

る
と

、

上

の

よ

う

な
単

称

命
題
に
お
い
て
は
、
そ
の
固
有
名
の
対
象
を
必
要
と
す
る
と
い
う
の
が
基
本

で

あ

り

、
前

述

し

た

通

り

、
Ｂ
ｅ
ｄｅ
ｕ
ｔｕ
ｎ
ｇ

主

で
あ

る

。
で

は
、
Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ

の
方

は

ど

う

か

？

文

法

学

の

扱

う

言

語

は

、

聖

典

Ｖ
ｅ
ｄ
ａ

を

除
け

ば

日
常

言

語

で

あ

り

、

決

し
て

上

の
よ

う

な
主

張

文

の
真

理

値

を
問

う

と

い

う
真

理

論

の
枠

組

み

で

考

え

ら
れ

て

い

る

の
で

は
な

い

。

そ

し

て
、

伝

統

的

に
イ

ン

ド
で

は
、

語

の

意

味

を
普

遍

と

す

る
立

場

と

個

体

と

す

る

立

場

が

併

存

し

て

い

た

。
ま

た

、

Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
の

議

論

の

前

提

と

な

っ
て

い

る
書

物

Ｍ
ａ
ｈ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｓ
ｙ
ａ

の
中

に
、



次

の

よ

う

な

詩

節

が

引

用

さ

れ

て

い

る

。

語

は

自

ら

の

意

味

（
ｓ
ｖ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ａ
）
を

意

味

し

て

、
（

そ

れ

以

外

の

原

因

に

）

依

拠

せ

ず

に

、

そ

れ

の

内

属

し

て

い

る

個

体

を

述

べ

る

。
・
…

…
…

（
ｏ
ｎ

　Ｐ
ａ
ｎ
ｉｎ
ｉｓ
ｕ
ｔｒ
ａ
　５
-
３
-７
４
）

こ

こ

で

、

明

ら

か

に

単

語

の

意

味

に

関

し

て

①

自

ら

の

意

味

（
ｓ
ｖ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ａ
）

と

②

個

体

（
＝

指

示

対

象

ｄｒ
ａ
ｖ
ｙ
ａ
）
の

二

種

類

の

区

別

を

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

そ

れ

故

に

、

こ

こ

で

の

「

自

ら

の

意

味

」

と

い

う

の

は

、

後

代

「
語

の

適

用

原

因

」

を

指

す

と

解

釈

さ

れ

て

い

る

。

「

語

の

適

用

原

因

」

と

は

大

き

く

分

け

て

①

全

体

と

し

て

の

本

質

的

属

性

(
j
a
t
i
）
、
②
性
質
（
g
u
n
a
）
、
③
行
為
（
ｋ
ｒ
ｉ
ｙ
ａ
）
、
④
関
係
（
ｓ
ａ
ｍ
ｂ
ａ
ｎ
ｄ
ｈ
ａ
）
と
い

う

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

文

法

学

の

伝

統

的

な

語

の

種

類

分

け

に

対

応

し

て

い

る

。

例

え

ば

「
あ

そ

こ

を

走

っ

て

い

る

オ

グ

リ

キ

ャ

ッ

プ

と

い

う

馬

は

白

い

」

に

お

い

て

「
走

っ

て

い

る

」

は

③

を

述

べ

る

語

で

あ

り

、
「

オ

グ

リ

キ

ャ

ッ

プ

」

は

対

象

の

側

に

適

用

原

因

を

持

た

な

い

「

恣

意

的

な

語

」

（
ｙ
ａ
ｄ
ｆ
ｃ
ｃ
ｈ
ａ
ｓ
ａ
ｂ
ｄ
ａ
）
、
「
馬
」
は
①
を
述
べ
る
語
、
「
白
い
」
は
②
を
述
べ
る
語

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、
文

法

学

の

伝

統

的

な

語

の

分

類

に

従

っ

て
「
語

の

適

用

原

因

」

が

考

え

ら

れ

た

と

い

う

こ

と

か

ら

、

今

述

べ

た

よ

う

な

単

純

な

表

現

の

そ

れ

ぞ

れ

に

お

い

て

そ

れ

が

考

え

ら

れ

て

い

る

と

い

う

点

に

注

意

す

べ

き

で

あ

る

。
（
文

法

学

派

で

は

、

複

合

語

全

体

の

適

用

原

因

は

、

一

般

的

に

、

前

述

の

中

の

（
後

分

の

語

の

意

味

の

前

分

の

語

の

意

味

に

対

す

る

）
〔

関

係

〕

で

あ

る

と

す

る

。
）

そ

う

い

う

わ

け

で

、

例

え

ば

、

Ｖ
ａ
ｋｙ
ａ
ｐ
ａ
ｄ
ｌｙ
ａ

の
３
-
１
４

V
ｒ
ｔ
ｔ
ｉ
ｓ
a
m
ｕ
ｄ
ｄ
ｅ
ｓ
ａ
（
文
法
的
組
成
の
詳
察
）
に
お
い
て
「
黒
い
胡
麻
」
(
k
r
a
n
a
s

t
ｉ
ｌ
ａ
h
）
と
い
う
表
現
に
お
け
る
、
'
k
r
s
n
a
'
と
'
ｔ
ｉ
ｌ
ａ
'
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔ
ｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
は

分

析

す

る

。

「
黒
い
」
（
k
r
a
n
a
）
と
い
う
語
は
、
全
体
と
し
て
の
本
質
的
属
性
(
j
a
t
i
）

が

知

ら
れ

て

い

な

い
個

体
（
ｄｒ
ａ
ｖ
ｙ
ａ
）
に
対

し

て
用

い
ら

れ

る

。
そ

し

て

「
胡
麻
」
（
t
i
l
a
）
と
い
う
語
は
、
性
質
（
ｇ
ｕ
n
ａ
）
知
ら
れ
て
い
な
い
個

体
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
。
（
3
-
1
4
-
9
）

つ
ま
り
、
「
黒
い
」
（
ｋ
ｒ
s
n
a
）
は
、
性
質
（
ｇ
ｕ
ｎ
ａ
）
を
適
用
原
因
と
し
、
そ
の

性

質

を
有

し
た

個

体

を
指

示

す

る
。

同

様

に

、
「
胡

麻

」
（
ｔ
ｉ
ｌａ
）
は

全
体

と

し

て

の
本

質

的

属

性

を

適
用

原

因

と

し

て

そ

れ

を
有

し

た
個

体

を
指

示

す

る

。

そ
の
よ
う
に
し
て
「
黒
い
胡
麻
」
（
ｋ
ｒ
s
n
a
ｓ
　
ｔ
ｉ
ｌ
ａ
h
）
と
い
う
表
現
全
体
は
、
黒

い
胡

麻

と

い
う

個

体

を
指

示

す

る
。

よ

っ
て

、

こ

こ

に
お

け

る
適

用

原

因

の

区

別

と

い
う

の
は

、

黒

い
胡

麻

と

い

う

単

一

の
対

象

に

対

し

て
、

そ

れ

を

ど

の

よ

う

な
あ

り

方

か
ら
述

べ

る

か

と

い

う

区
別

で

あ

る
。

当

然
我

々

は

F
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
に
よ
る
Ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
が
「
対
象
の
与
え
ら
れ
る
様
態
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ

て

い

る

こ
と

を
思

い
出

す

で
あ

ろ
う

。

我

々
は

、

こ

こ
で

重

要

な
問

題

を
持

つ
。

す

な

わ

ち
、

サ

ン
ス

ク

リ

ッ

ト

語
に
は
、
英
語
の
'
ｔ
ｈ
ｅ
’
に
相
当
す
る
よ
う
な
定
冠
詞
が
存
在
し
な
い
の
で
、

英

語

や

ド

イ

ツ
語

の

よ
う

に

は

「
確

定

記

述

」

を

明

記
す

る
こ

と

は
で

き

な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
日
本
語
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
）
F
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
は
個

体

を

指
示

す

る
働

き

を
す

る

も

の

を

「
固

有

名

」

と

呼

ん
だ

が
故

に

、
確

定

記

述

も

そ

れ

に
含

ん
だ

。

だ

が

、
そ

の

よ
う

な

確

定

記
述

を
明

記

す

る
こ

と

の

で

き

な

い

サ

ン

ス

ク
リ

ッ
ト
で

は
ど

う

な

る
の

か

。
そ

こ
で

Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ

素要二の味意１４



は

次

の

よ

う

な

疑

問

を

述

べ

る

。

諸

々

の

普

遍

（
ｓ
ａ
ｍ

ａ
ｎ
ｙ
ａ

）

に

は

関

係

が

無

い

が

故

に

、
「

黒

い

」

と

「

胡

麻

」

と

い

う

よ

う

な

二

語

は

特

殊

に

対

し

て

当

て

は

ま

る

。

し

か

し

、

普

遍

を

述

べ

る

語

も

特

殊

を

述

べ

る

語

も

形

に

相

違

が

な

い

の

で

、

そ

の
特
殊
を
両
語
は
表
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
3
-
1
4
-
1
0
）

こ

こ

で

Ｂ

ｈ
ａ
ｒ
ｔ
ｒ

ｈ
ａ
ｒ

ｉ

が

述

べ

て

い

る

議

論

は

、

句

、

複

合

語

と

い

う

単

位

内
の
要
素
に
留
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
上
の
、
'
k
r
s
n
s
 
t
i
l
a
h
'

は

「

黒

い

胡

麻

」

と

訳

す

場

合

と

は

別

に

、

「

胡

麻

が

黒

い

」

と

い

う

よ

う

に

文

章

と

こ

と

訳

し

た

方

が

相

応

し

い

場

合

も

あ

り

、

そ

の

決

定

は

文

脈

次

第

な

の

で

あ

る

。

（

そ

れ

だ

け

で

も

、

英

語

や

ド

イ

ツ

語

と

大

き

く

違

う

。
）

そ

し

て

、

そ

の

両

方

の

場

合

に

異

な

っ

た

意

味

論

上

の

説

明

が

古

代

イ

ン

ド

人

に

よ

っ

て

な

さ

れ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

そ

れ

故

に

、

最

初

に

述

べ

た

「

汝

は

そ

れ

な

り

」

の

例

の

よ

う

に

、

文

章

の

構

成

要

素

と

し

て

の

単

語

の

レ

ベ

ル

に

広

げ

る

こ

と

が

可

能

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

そ

の

主

語

・

述

語

の

問

題

と

関

連

し

て

考

察

し

て

み

よ

う

。

例
え
ば
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
'
ｓ
ｕ
ｂ
ｈ
ｒ
ｔ
ｙ
ａ
ｈ
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｌ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｈ
’
　
（
優
れ
た
召
使
は

得
難
い
）
と
い
う
文
章
を
F
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
的
に
分
析
す
れ
ば
、
'
ｓ
ｕ
ｂ
ｈ
ｒ
ｔ
ｙ
ａ
h
'
（
優
れ

た

召

使

）

と

い

う

文

法

的

主

語

は

固

有

名

で

は

な

く

、

概

念

語

で

あ

り

、

実

際

こ

の

文

章

は

例

え

ば

「

誰

か

が

優

れ

た

召

使

な

ら

ば

、

そ

れ

は

皆

得

難

い

者

で
あ
る
」
（
ｙ
ｏ
　
ｙ
ａ
h
　
ｓ
ｕ
ｂ
ｈ
r
ｔ
ｙ
ａ
h
 
ｓ
ａ
ｂ
　
ｓ
ａ
h
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｌ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
h
）
と
い
う
よ
う
に
、

'
ｓ
ｕ
ｂ
ｈ
ｒ
ｔ
ｙ
ａ
h
'
を
述
語
と
し
て
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
'
ｔ
ａ
ｒ
ｕ
n
ｏ

'
s
y
a
h
'
（
馬
は
若
い
）
は
、
お
そ
ら
く
話
し
手
の
目
の
前
に
い
る
馬
を
指
し
て

'
a
ｓ
ｖ
ａ
ｈ
’
と
い
う
語
を
そ
の
話
し
手
は
使
用
し
、
'
t
a
r
u
n
o
…
…
'
と
い
う
述
語

で
表

さ

れ

る
概

念

は
、

そ

の
固

有

名

の

指
示

す

る
対

象

に
対

す

る
第

一

階

の

概
念
で
あ
る
。
し
か
し
。
そ
の
'
ｓ
ｕ
ｂ
ｈ
ｒ
ｔ
ｙ
ａ
ｈ
'
と
'
a
s
v
ａ
ｈ
’
の
両
者
に
お
い
て

は

、
定

冠

詞

の

よ
う

な

固

有

名
（
主
語
）
か

ど
う

か

の
区

別

を

表

す

も

の
は

な

い

。そ
う
す
る
と
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
卜
語
の
場
合
に
F
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
の
言
う
よ
う
な
、

単
称
文
に
お
け
る
固
有
名
（
主
語
）
―
概
念
語
（
述
語
）
分
析
が
当
て
は
ま
る
か

ど
う

か

極

め
て

疑

わ
し

い
。

つ

ま
り

、

Ｂ
ｈａ
ｒ
ｔ
ｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
に
と

っ
て

は
、

Ｆ
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ

の
言
っ
た
よ
う
な
単
称
文
に
お
け
る
固
有
名
（
主
語
）
の
B
ｅ
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
↓
対
象
、

概
念
語
（
述
語
）
の
B
ｅ
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
↓
概
念
、
と
い
う
図
式
は
出
て
こ
な
い
。

次
に
、
飽
和
・
不
飽
和
と
い
う
観
点
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
卜
の
'
k
r
s
n
ａ
ｓ

ｔ
ｉ
ｌ
ａ
h
'
（
黒
い
胡
麻
）
と
い
う
表
現
の
構
成
語
を
考
え
て
み
よ
う
。
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト

で

は

定

冠

詞

に
当

た

る

も

の

が

無

い

が

故

に
、

上

で

Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔ
ｒ
ｈａ
ｒ
ｉ

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
両
語
は
、
基
本
的
に
普
遍
（
k
r
s
a
n
a
)
と
い
う
性
質

と
t
i
l
a
と
い
う
全
体
と
し
て
の
本
質
的
属
性
）
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
定

冠
詞
で
明
示
さ
れ
る
確
定
記
述
と
異
な
っ
て
、
こ
こ
で
の
'
ｋ
ｒ
ｓ
ｎ
ａ
'
も
'
t
i
l
a
'

も

そ

れ

ぞ

れ

そ

れ

だ

け

で

は

、
対

象

を

指
示

す

る

こ
と

の

な

い
、

そ

れ

故

に

Ｆ
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ

的

に

言

え

ば

「
飽

和

し

て

い

な

い
」

表

現

な

の
で

あ

る
。

そ

こ

で

、

上

述

の
よ

う

に

、

こ

の

両

語

が
関

係

を

有

す

る

こ
と

に

よ
り

、

個

体

を
指

示

す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、

そ

の

よ

う

に

両
語

は
近

接

し

て

あ

る

な

ら

ば

、

排

除
（
ｂ
ｈｅ
ｄａ
）
に

よ

っ

て
表
示
す
る
の
で
、
'
k
r
s
n
a
'
と
い
う
語
は
t
i
l
a
に
対
し
て
黒
以
外
の



性
質
か
ら
の
、
'
t
i
l
a
'
と
い
う
語
は
k
r
s
n
a
と
い
う
性
質
に
対
し
て
、

（
他

の

ｊａ
ｔ
ｉ
か
ら

の
）

排

除
（
ａ
ｖ
ａ
ｃ
ｃ
ｈ
ｅ
ｄａ
）
の
如

く

を

引

き

起

こ

し

て
、

疑

い

を

消
し

さ

る
。
（
３
-１
４
-１
１
）

た
だ

し

こ

こ
で

は

「
黒

い
胡

麻

」

と

い
う

概

念

の
外

延

が

決
定

す

る

こ
と

し

か

説

明

し

て

い

な

い
。

そ

れ
が

特

定

の

個

体

を

指

示

す

る

に

は
文

脈

を

必

要

と

す

る
。

こ

の

こ
と

も

や

は
り

、

サ

ン

ス

ク
リ

ッ

卜
語

が

確

定

記

述

を

有

し

な

い
点

に
基

づ

い
て

い

る
と

言

え

る
。

こ

の
よ

う

に
〔

全
体

と

し

て

の
本

質

的

属

性

を
述

べ

る
語

〕

と

〔
性

質

を

述

べ

る
語

〕

と

の
区

別

で

考

え
て

み

る
と

、

上

に
見

た
議

論

で

は

、

そ

の

両

者

と

も
、

同

じ

レ

ベ

ル
で

考

え
ら

れ
て

い

る

よ
う

に
見

え

る
。

す

な

わ

ち

、

お
互

い

に
、

対

象

を

指
示

す

る

に

は

お
互

い

を
必

要

と

し

て

い
る

。

し

か
し

、
「
黒

い
」

と

「
胡

麻

」

が
対

象

を
指

示

す

る

上

で

、

全

く

同

じ

レ

ベ

ル

に
あ

る
と

言

え

る

で

あ

ろ

う

か

。
事

実

、
彼

は
両

者

を
は

っ
き

り

区

別

す

る
議

論

を
述

べ

る
。

’
k
r
s
ｎ
ａ
'
（
黒
い
）
な
ど
は
、
他
の
語
を
予
期
す
る
こ
と
（
ａ
ｋ
ａ
ｎ
ｋ
s
ａ
）
有

し
て
個
体
（
ｄ
ｒ
ａ
ｖ
ｙ
ａ
）
を
表
示
す
る
。
'
t
i
l
a
'
（
胡
麻
）
な
ど
に
お
い
て
は
、

適
用
原
因
で
あ
る
〔
j
a
t
i
〕
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
（
他

の
語

を

予
期

す

る
こ

と

を

有

し

て

表

示

す

る
）

と

い

う

こ
と

は

な

い

。

（
３
-１
４
-２
４
）

こ

れ

を

Ｆ
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ

的

に
言

う
と

、

性

質

を
述

べ

る
語

は
そ

れ

だ

け

で

は
飽

和

し

て

い

な

い

の
で

、

個

体

を

指

す

に

は
必

ず

全

体

と

し

て

の

本
質

的

属
性

を

述

べ

る
語

を

必
要

と

す

る

。
そ

の

意

味

で

。
性

質

は

第

二
義

的

な
も

の

で

あ

る

。

一
方
、
全
体
と
し
て
の
本
質
的
属
性
を
述
べ
る
語
は
そ
れ
だ
け
で
個
体
を
指

示

し
得

る
。
そ
れ
故
に
、
全
体
と
し
て
の
本
質
的
属
性
を
述
べ
る
語

が
〔
限

定

さ

れ

る

も
の

〕

で

、

性

質

を

述

べ

る
語

は

〔
限

定

す

る
も

の

〕

で

あ

る

。

上

の
意

味

か

ら

言

え

ば

、
固

有

名
と

概

念

語

の
区

別

に
近

づ
く

も

の

が

サ

ン
ス

ク

リ

ッ

ト
語

の
場

合

に
も

考

え

ら

れ

う

る

か
も

知

れ

な

い
。

し

か

し

、

そ

の

場

合

で
も

、

前

述

し

た
よ

う

に

、
確

定

記

述

に
相
当

す

る
も

の

が

な

い

と

い

う

点

で

、
全

体

と

し

て

の

本

質

的

属

性

を
述

べ

る
語

で

あ

っ
て

も

そ

れ

だ
け
で
固
有
名
と
は
言
え
ず
、
や
は
り
、
F
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
の
言
う
よ
う
な
固
有
名
と

概
念
語
の
区
別
に
当
た
る
解
説
は
Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔ
ｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
な
ど
の
文
法
学
者
に
よ
っ

て

は

な

さ

れ

な

か

っ

た
と

推

定

さ

れ

る
。

次

に

、
語

の
適

用

原

因

の

存

在

論

的

考

察

へ
と

入

る

。

Ｆ
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
に
と
っ
て
、
S
i
n
n
と
は
、
客
観
的
に
存
在
し
、
永
遠
で
、
我
々
に

よ

っ
て

把

握
可

能

な

も

の
で

あ

る
。

論

理

学
者

、

真

・

偽

を

説
く

者

と

し

て

、

客
観

性

と

い

う

の

は
当

然

重
要

な

こ
と

で

あ

り

、
彼

は
、

人

間

の

心

の
中

に

あ

る
も

の
は

主

観

的

な

も

の
で

あ

る
が

故

に
、
Ｓ
ｉｎ
ｎ

心

的

な

も

の

で
あ

る

こ

と

を
強

く

否

定

し

た

。

一
方
、
Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔ
ｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
な
ど
の
文
法
学
派
の
一
般
的
な
考
え
は
、
意
味
を
心

に
あ

る

と
す

る
こ

と

で

あ

る

。

で

は
、

こ

の
心

の
働

き

と

語

の

適
用

原

因

の

関

係

は

ど

の

よ
う

な

も

の
な

の

で

あ

ろ
う

か
。
Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
は

次

の

よ
う

な

議

論

を

述

べ

る

。

例
え

ば
、
牛
と
い
う
個
体
が
、〔
牛
性
〕
と
い
う
全
体
と

し

て

の
本
質
的

属
性
と

い
う
あ
り
方
で
表
現
さ
れ
る
と
牛
と

い

う
語

で

表
現

さ

れ
、
ま

た

素Ｊの味意
ｎ
ａ

４



そ

の

牛

の

黒

い

性
質

に
関

し

て

述

べ

ら

れ

る

の

な

ら

ば

、
「

黒

い
」

と

い
う

性

質

と

し

て

の

あ

り

方

で

表

現

さ

れ

る

。

真

実

に

は

ひ

と

つ

の

〔
黒

い

牛

〕

に
対

し

て

そ

の
両

語

が
述

べ

ら

れ

て

い

る

に

し

て

も

、

あ

た

か

も

心

の

作

用

に

よ

っ
て

、

そ

の
二

つ
の

あ

り

方

に
よ

り

異

な

っ
て

い

る

如

く

に

述

べ

ら

れ

る

。

そ

し

て

さ

ら

に
そ

の

二

つ

の

段

階

が
融

合

す

る
第

三

の

段
階

と

し

て

の

個

体

が

考

え

ら

れ

る
。

し

か
し

、

実

際

は
単

一

の

個

体

が

あ

る

だ
け

で

あ

り

、

そ

の

よ

う

な
区

分

を

す

る
の

は
心

の

働

き

に

す

ぎ

な

い

。

す

な

わ

ち

、
〔

黒

い
〕
〔

牛
〕

と

分

析

し

た

段

階

に
お

い

て

は

、

そ

れ

ら

は
完

全

に
心

の

レ

ベ

ル

に

あ

る

。
そ

し

て

彼

は
そ

れ

に

よ

っ
て

、

そ

れ

ら

が
実

在

と

し

て

の

あ

り
方

と

は
異

な

っ
て

想

定

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

を

強
調

し

て

い

る

の
で

あ

る

。
そ

れ
故

に
、
Ｓ
ｉｎ
ｎ

客

観

的

な

実

在

で

あ

る

こ
と

を
強

調

し

た

F
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

以

上

述

べ
て

き

た
こ

と

か

ら

Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
に

と

っ
て

も

、
適

用

原

因

を

考

え

る
文

脈
で

は
指

示

対

象

の

存

在

と

い

う

の

が

前

提

と

な

っ
て

い

る
。

し

か

し

、

こ

こ
で

は
真

理

が
主

と

な

っ
て

い

な

い

の

で

、
日

常

表

現

で

は
指

示

対

象

が
外

界

に

存
在

し

な

い

表
現

が

あ

っ
て

も
問

題

と

は

な
ら

な
い

。

彼

に

と

っ
て
語

の
意

味

は
想

定

さ

れ

た

存

在

に

働

く

も

の

で

あ

り

、
そ

の
背

景

に

は

。
日

常

表
現

で
我

々

が
理

解

す

る

意

味

は

、
実

在

と

は
異

な

っ
て

い

る

と

い
う
考
え

が
あ
る
。
彼

の
説
を
発

展
さ
せ

れ
ば
、
指
示
対
象

が
外
界

に
な
い

表
現

の
場

合
は
、
そ
れ
を
想
定
さ
れ
た
存

在
に
考
え
て
、
そ

れ
に
対
し
て
さ

ら

に
多
様

な
語

の
適
用
原
因
を
考
え

れ
ば
良

い
。
例
え

ば
、
〔

シ
ャ
ー
ロ
ッ

ク

ー
ホ
ー
ム
ズ
〕
と
い
う
対
象
を
想
定
し
て

、
そ

れ
に
対
し
て
「
名
探
偵
」

と

か

「

医

師

ワ

ト
ソ

ン
の

友

人

」

と

か
異

な

っ

た
適

用

原

因

に
基

づ

く
語

を

考

え

る

。

こ

の

よ
う

に
、
Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
の
意

味

論

は

、
基
本

的

に
意
味

は
何

ら

か

の

存
在

で

あ

る
と

い

う

枠
内

に
留

ま
り

。

矛

盾

を

な

く
す

た

め

に
存

在

に
段
階
を
設
け
る
類
の
も
の
で
あ
る
。
（
こ
れ
は
M
a
h
ａ
ｂ
h
ａ
ｓ
ｙ
ａ
に
お
け
る

「
語

は
存

在

を
逸

脱

し

な

い

」
と

い

う
言

明

に
基

づ

い

て

い

る

。
）

結
　
　

論

F
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
に
と
っ
て
、
概
念
語
（
述
語
）
の
Ｂ
ｅ
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
概
念
の
外
延
や
主

語

と

同

一

の
指

示

対

象

で

は

な
く

て

概

念

で

あ

る
と

い
う

考

え
方

の
出

て

き

た
根

拠

は
、

上

述

し

た

よ
う

に
、

彼

の
意

味

論

が

関
数

論

の
観

点

か
ら

主

張

文

を

真

理

値

名

と

す

る
真

理

論

の
枠

組

み

で

捉

え
ら

れ

て

、

主
張

文

の
真

理

値
に
い
か
に
寄
与
す
る
か
と
い
う
観
点
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
原
因

が
あ
る
。
も
し
、
概
念
の
外
延
が
概
念
語
の
B
ｅ
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
な
ら
ば
、
そ
れ
は

対

象

な

の

で

、

自

存
的

な

も

の
と

な

り

、

述

語

的

性
格

、

す

な

わ

ち
不

飽

和

性

と

い

う

概

念

の

重
要

な
特

性

を
欠

き

、

彼

の
意

味

論

に
は

そ
ぐ

わ
な

い

。

一

方

Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔｒ
ｈａ
ｒ
ｉ
の
意

味

論

が
真

理

論

の

枠

組

み

に

は
な

い

こ

と

は
既

に

見

て

き

た

。

彼

が
意

味

の
心

像

説

を

と

っ
た
根

拠

は
、

意

味

が
彼

の
言

う

と

こ

ろ

の

実

在

で

は

な

い
と

い

う

こ

と

に

あ

る

。
日

常

の
文

章

の

レ

ベ

ル
で

も

、

彼

に
よ

れ

ば

、
文

章

と

そ

の

意

味

の

み

が
真

実

の

も
の

で

あ

り
、

そ

れ

を

搆

成

す

る
単
語

と
そ

の

意

味

は

便

宜

上

分
析

さ
れ

る
も

の

に
す

ぎ

な

い

Ｆ
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ

の
文
脈
主
義
が
、
語
の
意
味
を
心
像
と
す
る
考
え
方
を
排
斥
す
る
も
の
で
あ

る
一

方

、
Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔｒ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
に
と

っ
て

、
文
章

の
み

が
真

実

と

い
う

考

え

方

は

、



だ

か

ら

こ

そ

そ

れ

を

構

成

す

る

単

語

の

意

味

は

想

定

さ

れ

た

も

の

に

す

ぎ

な

い

の

で

、

心

に

よ

る

も

の

だ

と

い

う

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

。

ま

た

彼

に

よ

れ

ば

、

全

て

の

語

の

究

極

的

な

指

示

対

象

は

実

在

Ｂ

ｒ
ａ

ｈ

ｍ

ａ

ｎ

で

あ

り

、

全

て

の

語

の

究

極

的

な

適

用

原

因

は

実

在

Ｂ

ｒ
ａ

ｈ

ｍ

ａ

ｎ

の

本

質

で

あ

る

ｓ
ａ

ｔ
ｔ
ａ

（

存

在

）

な

の

で

あ

る

。

そ

し

て

気

を

つ

け

る

べ

き

は

、

そ

の

前

者

は

日

常

表

現

の

レ

ベ

ル

で

の

指

示

対

象

を

、

後

者

は

そ

の

レ

ベ

ル

で

の

適

用

原

因

を

越

え

た

、

背

後

に

あ

る

も

の

な

の

だ

と

い

う

点

で

あ

る

。

日

常

表

現

で

指

示

対

象

と

理

解

さ

れ

る

も

の

は

、

真

実

の

立

場

か

ら

言

う

と

、

ま

だ

想

定

さ

れ

た

も

の

に

す

ぎ

な

い

。

彼

の

言

語

哲

学

の

背

景

に

は

こ

の

形

而

上

学

的

観

点

が

存

在

し

て

お

り

、

彼

の

説

く

日

常

表

現

の

意

味

の

世

界

は

、

実

在

で

は

な

い

。

そ

こ

に

Ｆ

ｒ
ｅ

ｇ

ｅ

の

真

理

値

名

と

し

て

の

文

章

と

い

う

観

点

か

ら

の

真

理

論

と

結

び

つ

い

た

実

在

論

的

傾

向

の

強

い

意

味

論

と

の

大

き

な

違

い

が

あ

る

。
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.
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○
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Ｓ
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ｎ
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ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
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ｉ
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２
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ａ
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５
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ｃ
ｆ
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Ｓ
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Ｓ
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Ｗ
Ｇ
Ｆ
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７
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８
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野

本

『

フ

レ

ー

ゲ

の

言

語

哲

学

』

四

一

―

四

二

、

一

〇

五

ペ

ー

ジ
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照
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ｓ
a
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2
7
）

・

（

1 1
）
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ｒ
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ｇ
ｅ
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Ｆ
ｏ
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ｉ
ｏ
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ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ａ
ｒ
ｉ
ｔ
ｈ
ｍ
ｅ
ｔ
ｉ
ｃ
,
　
ｔ
ｒ

．

ｂ
ｙ
　
Ｊ

．
Ｌ
.
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｔ
ｉ
ｎ

，

ｏ
ｘ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ

，
　
１
９
８
０
，
　
Ｉ
ｎ
ｔ
ｒ
ｏ
.
　
ｐ

．
１
０

，
§

２
６
１
　
Ｏ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
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Ｍ
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ａ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
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,
　
ｐ
ｐ

．
５
９
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６
０

．

（

1 2
）
　
谷
沢
淳
三
「
イ
ン
ド
文
法
学
派
に
お
け
る
意
味
の
問
題
―
―
常
住
な
意
味
と
心

像
と
し
て
の
意
味
―
―
」
『
東
方
学
』
七
七
、
一
九
八
九
年
、
一
二
八
―
一
一
八

ペ

ー

ジ

参

照

。

（

1 3
）
　
Ｖ
r
ｔ
ｔ
ｉ
ｓ
a
m
ｕ
ｄ
ｄ
ｅ
s
ａ
 
（
１
２
）
～
（
１
５
）

。

（

1 4
）
　
c
f
.
　
Ｇ
ｒ
ｅ
ｇ
ｏ
ｒ
ｙ
　
C
ｕ
ｒ
ｒ
ｉ
ｅ
，
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
’
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ａ
ｒ
ｇ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
'
,
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
：

T
ｒ
ａ
ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
＆
　
Ｉ
ｎ
ｆ
ｌ
ｕ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
，
　
ｅ
ｄ
.
　
ｂ
ｙ
　
Ｃ
ｒ
ｉ
ｓ
ｐ
ｉ
ｎ
　
W
ｒ
ｉ
ｇ
ｈ
ｔ

，

Ｏ

ｘ

ｆ
ｏ
ｒ

ｄ
，
　
１

９
８
４

，

ｐ

．
　

１
５
２

．

（

15
）
 
Ｖ
ａ
ｋ
ｙ
ａ
ｐ
ａ
ｄ
ｉ
ｙ
ａ
,
　
３
-
３
-
３
９
-
５
１

．

（

1 6
）
　
ｃ
f

．
　
D
ｕ
m
m
e
ｔ
ｔ
,
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
：
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｌ
ａ
ｎ
ｇ
ｕ
ａ
ｇ
ｅ

，
　
ｐ
ｐ
.

　
１
９

６
-

１
９
７
.

（

1 7
）
　
Ｍ
ａ
ｈ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
s
ｙ
ａ
　
ｏ
ｎ
　
Ｐ
ａ
ｎ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
ｕ
ｔ
ｒ
ａ
　
５
-
２
-
９
４
.

（

1 8
）
　
ｃ
ｆ
.
　
F
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
，
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ｓ
　
ｏ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｍ
ｅ
ａ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
'
；
　
Ｅ
ｒ
ｎ
ｓ
ｔ
　
Ｔ
ｕ
ｇ
ｅ
ｎ
ｄ
ｈ
ａ
ｔ

，

'
T
h
ｅ
　
Ｍ
ｅ
ａ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
　
o
f
 
"
B
ｅ
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
"
　
ｉ
ｎ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
'

，

Ａ

ｎ

ａ

ｌ
ｙ
ｓ

ｉ
ｓ

　
３
０

，
　
１
９

７
０

，
　ｐ

ｐ

．

１
７

７
-

１
８

９

．

（

1 9

）
　

ｃ

ｆ
．

　

Ｖ

ａ

ｋ
ｙ

ａ

ｐ

ａ

ｄ

ｌ
ｙ

ａ

　
２
-

２

８
，

　
２

９

等

。

（

2 0
）
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
,
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｆ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ａ
ｒ
ｉ
ｔ
ｈ
ｍ
ｅ
ｔ
ｉ
ｃ
　
§
　
６
０
.

（

2
1
）
　
ｃ
ｆ
.
　
Ｖ
ａ
ｋ
ｙ
ａ
ｐ
ａ
ｄ
i
ｙ
ａ
　
２
―
１
３
４
～
１
３
７
.

（

た

に

ざ

わ

・

じ

ゅ

ん

ぞ

う

。

イ

ン

ド

哲

学

・

文

法

学

、

東

京

大

学

助

手

）

素要二の味意
冖
Ｄ

４
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