
〈

研

究

論
文

６

）

言
　

葉
　

と
　

存
　

在

―
―
プ
ラ
ト
ン
と
『
八
千
頌
般
若
経
』
―
―

屋
　

敷
　

紘
　

一

在存と葉言6
3

と
は
な
い
と

す
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
と
の

比
較

な
ら
ば

、
逆
に
驚

く
ほ
ど
の
受

容
性
を
も

っ
て
こ
れ
を
受

け
入
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
の
な
か
に
そ
れ
な
り
に
満
足
の
い
く
ま
で
の

論
理
性
を
見
出

す
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
の
仏
教
を
通
し
て
西

洋
人
を
東
洋
と
の
対

話
の
場

に
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
場
に
立
っ
た
彼
ら
と
、
さ
ら
に
前
述
の
中
国
や
日

本
の

思
想
に
つ
い
て
問
答
す
る
こ
と

は
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
私
は
、
以

上
の
考
え

に
基

づ
い
て

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
イ
ン
ド
の
仏

教
と
の
比
較
を
以
前
か
ら
計
画

し
て
い
ま
す
が
、
日
本
が
大
乗
仏
教
の
影

響

を
決
定
的
に
受
け
て
き
た
こ
と

を
考
え
て
、
比
較
の
一
方
の
中
心
を
イ
ン
ド

の
大
乗
仏
教
に
お
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
大
乗

仏
教

は
中
観
派

に
限
定
し
た

い
。
と
い
う
の
は
、
私
は
、
中

観
派

は
大
乗

仏
教
を
最
も
原
理
的
な
形
で
示

し
て
い
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
す

。
唯
識
派

に
は
ア

ビ
ダ
ル

マ
的
傾
向
も
強

は
じ

め

に

西
欧
の
プ
ラ
ト
ン
研

究
者
が
、

プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
新
し
い
解
釈
の
可
能
性

を
様
々
に
探
る
な
か
で

求
め
て

い
る
こ
と

の
一
つ

に
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
お
よ

び
一
般
に
プ
ラ
ト

ニ
ズ

ム
と
東
洋
思
想
と
の
比
較

が
あ
る

。
プ
ラ

ト
ニ
ズ
ム

が
西
洋
の
哲
学
史
に
お
い
て

終
始
極
め
て

重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
き

た
こ

と
を
考
え
る
と

、
こ
れ
を
東
洋
思
想
と
比
較
す
る
こ
と

は
我

々
日
本
人

に
と

っ
て
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
ラ

ト
ニ
ズ
ム
と
中
国

の

儒
教
や
老
荘
思

想
、
さ
ら
に
日

本
の
、
例
え

ば
、
本
居

宣
長

に
み

ら
れ
る
思

想
と
を
西
欧
の
学
者
の
満
足
の
い
く
よ
う
な
形
で
比
較
し
よ
う
と
す
る
と
、

不
可
能
と

は
言

わ
ぬ
ま
で

も
、
極
め
て
大
き

な
困
難
に
出
会
う

。
と

い
う

の

は
、
彼
ら
は
、
プ
ラ
ト

ニ
ズ

ム
に
み
ら
れ
る
論
理
的
構
造

に
匹
敵
す

る
何

か

あ
る
論
理
的
な
も
の
を
後

者
に
求
め
、
し

か
も
殆

ど
あ
る

い
は
全
く
得

る
こ



く
み
ら

れ
る
。

さ
て

、
私
は
、
こ
の
小

論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
中

観

派
と

の
比
較
の
原
点
と
し
て
、
プ
ラ
ト

ニ
ズ

ム
の
出
発

点
で
あ

る
プ
ラ
ト
ン

自
身

の
哲
学
と

『
八
千
頌

般
若
経
』
と
の
比
較
を
行
い
た
い
。
大
乗
仏
教

は

般
若
経

か
ら
始
ま
る
が
、
Ｅ

・
コ
ン

ゼ
そ
の
他
に
従

っ
て
『
八
千
頌
般
若
経
』

を
最
古

の
般
若
経
と
考
え
る
。
ま
た
こ
の
経
典
の
現

存
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
卜
本

の
増
広

さ
れ
た
部
分
に
関

し
て
は
暫
定
的
に
今
の
と
こ
ろ
コ
ン
ゼ
に
従

い
、

そ
し
て
彼
に
よ

っ
て
増
広
さ
れ
た
部
分
と

み
な
さ
れ
、
あ
る
い
は
疑
わ
れ
て

い
る
部
分
を
他
の
部
分

に
対

す
る
後
の
解
釈
な
い
し
説
明
と
み
な
す
こ
と

に

す
る
。

一

さ

て

、
『
八

千

頌

般

若

経

』

お

よ

び

一

般

に

般

若

経

に

お

い

て

「
言

葉

で

表

現

さ

れ

得

な

い

」

と

い

う

表

現

が

よ

く

現

れ

る

が

、

プ

ラ

ト

ン

に

も

こ

れ

と

類

似

し

た

表

現

が

時

折

み

ら

れ

る

。

そ

こ

で

こ

の

こ

と

を

両

者

の

比

較

の

緒

と

し

た

い

。

プ

ラ

ト

ン

は

第

七

書

簡

で

「
本

性

に

つ

い

て

の

最

高

で

第

一

の

も

の

」

（
３
４
４
ｄ
４
-５
）
と

は

「
他

の

学

知

の

よ

う

に

は

決

し

て

言

葉

で

述

べ

ら

れ

得

な

い

（
■
…
■
）
」
（
３
４
１
ｃ
５
-
６
）
と
言
っ
て
い
る
。
「
本
性
に
つ
い
て
の
最

高

で

第

一

の

も

の

」

と

は

『
国

家

』

で

論

じ

ら

れ

て

い

る

善

の

イ

デ

ア

の

こ

と
で
あ
る
。
他
方
、
『
八
千
頌
般
若
経
』
で
も
（
Ｐ
.
　
Ｌ
．
　
Ｖ
ａ
ｉ
ｄ
ｙ
ａ
,
　
ｐ
．
　
１
７
３
）
　
「
す

べ

て

の

も

の

（
法

）

の

法

性

は

言

葉

で

表

現

さ

れ

得

な

い

（
ａ
ｎ
ａ
ｂ
ｈ
ｉｌａ
ｐ
ｙ
ａ
）

…

…
す

べ
て

の
も

の

は

言

葉

で

表
現

さ

れ
得

な
い

（
ａ
ｎ
ａ
ｂ
ｈ
ｉｌａ
ｐ
ｙ
ａ
ｈ
）

…

…

す
べ
て
の
も
の
の
空
性
は
言
葉
で
表
現
さ
れ
得
な
い
（
ｎ
ａ
…
ｓ
ａ
ｋ
ｙ
ａ
　
ａ
ｂ
ｈ
ｉ
-

ｌａ
ｐ
ｉｔｕ
m

）
」

と

言

わ

れ
て

い

る

。
そ

し

て

こ

の

経

典

で

は

こ
れ

と

同

じ

内

容

の

言
葉

が

多

く

み

ら

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

プ

ラ

ト

ン
と

『
八
千

頌

般

若

経

』

と

に

は

「
言

葉

で

表

現

さ

れ

得

な

い
」

と

い
う

内

容

の

、
相

互

に
類

似

し

た

表

現

が
み

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ
が

、

プ

ラ

ト

ン
の

第

七

書

簡
で

は

ま

た
（
３
４
４ｅ
２
）
「
（
本

性

に

つ

い

て

の
最

高

で

第

一

の

も

の

は

）

あ

ら

ゆ

る
言

葉

の

な

か

で
最

も

簡

潔

な

も

の

の

な

か

に

あ

る
」

と

あ

る

。

す

な

わ

ち
、

善

の

イ

デ

ア

は
言

葉

で

述

べ

ら

れ

得

る
の

で

あ

る

。
他

方

ま

た

、
『
八
千

頌

般

若

経

』

で

は
先

に
引

用

し

た

個

所

の

ま

さ

に

直
前

に

「
如

来

に

よ

っ
て

す

べ

て

の

も

の

の
法

性

が

説
き

示

さ

れ

た

（
ｄｅ
ｓ
ｉｔａ
）
　」

と

あ

る

。

す
な

わ

ち

、

法

性

は
如

来

に
よ

っ
て

言

葉

で
述

べ

ら

れ
て

い

る

。
で

は
、

こ

の

よ
う

な

事

態

を

ど

の

よ
う

に

考

え

る

べ

き

で

あ

ろ
う

か

。

プ

ラ

ト

ン

の

場

合

、
Ｈ

・

チ

ャ

ー
―
ニ
ス
は

そ

こ

に
許

容

で

き

な

い

矛

盾

を

み

て

、

第

七

書

簡

を

偽
作

と

断

ず

る

。
し

か

し

あ

る
著

作

を

哲

学

的

内

容

に

対

す

る
分

析

か

ら

だ

け
で

偽

作
と

す

る
こ

と

は

極

め

て
危

険

な

行

為

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

こ

の

問
題

に

対

す

る
Ｈ

・
Ｊ

・

ク

レ

ー
マ

ー

の
解

釈

は

全

く

正

鵠

を

射

て

い

る

。

彼

に

よ

る
と

、
「
本

性
に

つ

い

て

の

最

高

で

第

一

の

も

の

と

は

他

の

学

知

の

よ

う

に

は

決
し

て

言

葉

で

述

べ

ら

れ
得

な

い

」

と

は

、

他

の

数

学

的

学
問

と

は
異

な

っ
て

善

の

イ
デ

ア

は
長

い
年

月

に
及

ぶ
哲

学

的

問

答

に

よ

ら

ず
し

て

は
伝

え

ら

れ
得

な
い

、

と

い

う

こ
と

を

示

し

て

い

る

。



さ

ら

に
彼

に
よ

る

と

、
「
本

性

に
つ

い

て

の

最

高

で

第

一

の

も

の

は

あ

ら

ゆ

る
言

葉

の
な

か
で

最

も

簡

潔

な

も

の

の

な

か

に

あ

る
」

と

は

、
「
善

は

一

で

あ

る
」

と

い

う

定

義

を

指

し

て

い

る

。

善

の
定

義

は

「
書

か

れ

た

言

葉

」
と

し

て

の
プ

ラ

ト
ン

の

著

作

で

は

決

し

て

与

え

ら

れ

る

こ

と

は

な

い

。

た

だ
そ

の

比

喩

（
Ｒ

．５
０
６
ｂ
-５
０
９
ｂ
）
　
＊－Ｒ
与

え

ら

れ

る

だ
け

で

あ

る

。

善

の

定
義

は

哲
学

的

問

答

の

過

程

に

お

い

て

初

め
て

与

え

ら

れ
、

そ

し

て

長

い
年

月

の

問

答

の

末

に

よ

う

や

く

把

握

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

の
定

義

が

そ

の

よ

う
な

過

程
を

経

ず

し

て

与

え

ら

れ

た

場

合

に

は

、
そ

れ

は
誤

解

、

す

な

わ

ち

、

侮
蔑

あ

る

い

は

空

疎

な
慢

心

を

生

み

出

す

だ
け

で

あ
り
（
Ｅ
ｐ

．　
３
４
１
ｄ
-３
４
２
ａ
）

本

性

に
つ

い
て

の
最

高

で

第

一

の

も

の

に

対
す

る
冒

涜

と

な

る

（
Ｅ
ｐ

．　３
４
４
 ｄ
 ７
）

他

方

、

「
書

か
れ

た
言

葉

」

と

し

て

の
プ

ラ

ト
ン

の

著

作

（
例

え

ば

、
『
国

家

』

第

六

、

七
巻

）

は
問

答

の
過

程

の
概

略

的

な

説

明

で

あ

り

、

そ

れ

は

、
「
哲

学

へ
の

勧
め
（
■
　
■
）
」
と
し
て
、
哲
学
へ
の
適
格
者
と
不
適
格
者

と
を
選
り
分
け
る
「
検
査
（
■
　
Ｅ
ｐ

．
　
３
４
０
 
ｂ
 
５
，
　
３
４
１
 
ａ
 
３
）
」
の
役
目
を
も
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
著
作
の
な
か
に
「
哲
学
へ
の
勧
め
」
を
見
、
他

方
、
逆
に
後
者
は
そ
れ
に
対
し
て
侮
蔑
を
示
す
（
E
p
.
 
3
4
0
b
-
3
4
1
a
3
)
。

そ

し

て

著

作

に

お

い

て

は

、

「

生

き

て

い

る

言

葉

」

と

し

て

の

問

答

の

代

わ

り

に

よ

く

比

喩

が

使

用

さ

れ

る

。

ま

た

他

方

、
『
八

千

頌

般

若

経

』

の

場

合

は

、

結

論

的

に

言

え

ば

、
「

如

来

に

よ

っ

て

す

べ

て

の

も

の

の

法

性

が

説

き

示

さ

れ

た

が

、

し

か

し

、

す

べ

て

の

も

の

の

法

性

は

言

葉

で

表

現

さ

れ

得

な

い

」

と

い

う

言

葉

に

み

ら

れ

る

矛

盾
は
、
世
俗
諦
（
ｓ
a
m
ｖ
r
ｔ
ｉ
ｓ
ａ
ｔ
ｙ
ａ
）
と
勝
義
諦
（
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ａ
ｓ
ａ
ｔ
ｙ
ａ
）
と
の
思

想
を
前
提
し
な
く
て

は
決
し
て
理
解
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
経
典
に
は
こ
の
、

世
俗
諦
と
勝
義
諦

と
い
う
言
葉
こ
そ
み
ら
れ
な
い
が
．
少
な
く
と
も
世
俗
と

勝
義
と
い
う
言
葉

は
散
見
さ
れ
る
の

で

あ

っ
て
、
『
八
千
頌

般
若
経
』
は
こ

の
思

想

に

よ

っ
て

終

始
貫

か
れ

て

い

る

。

般

若

波

羅

蜜

、
す

な

わ

ち
、

知

恵

の
完

成

は

「
す

べ

て

の

も

の

は
空

で

あ

る
」
、

す

な

わ

ち
、
「
す

べ

て

の

も

の
は

無

自

性

で

あ

る

」

と

い
う

こ
と

に
尽

き

る
の

で

あ

っ
て

、

こ

の
言
葉

に

よ

っ
て

法

性

は

言

い
尽

く

さ
れ

て

い
る

。

こ

れ
以

外

に
い

か

な

る
言

葉

も

必
要

で

は

な

い

。

し

か

し

、

こ

の
言

葉

に

よ

っ
て

意

味

さ

れ

て

い

る

も

の

を
真

に
把

握

す

る

た

め

に

は

、

無
限

と

言

え

る

ほ

ど

長
く

輪

廻

転

生

し

な

が
ら

、

菩

薩

と

し

て

の

修

行
、

す

な
わ

ち

、
知

恵

の
完

成

へ

の

道

に

身

を
委

ね
な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
そ

し

て

こ

の

こ

と

が

「
空

性

は

言
葉

で

表
現

さ

れ
得

な
い

」

と

い

う

こ

と

の
意

味

で

あ

る
。

他
方

、

「
す

べ

て

の

も

の

は

空

で

あ

る
」

と

い

う

、

知
恵

の

完
成

の
言

葉

は

、
菩

薩

の

修

行

に

ま

さ

に

入

ろ

う
と

す

る

者

に

い
き

な

り

与

え

ら
れ

る
な

ら

ば
、

恐

怖
を
生
み
出
す
だ
け
で
あ
る
（
ｐ
．
　
７
１
，
　
ｅ
ｔ
ｃ
．
）
。
し
か
し
ま
た
こ
の
言
葉
は
、
菩

薩

の

修

行

の
な

か

に

あ

る
者

に

対

し

て

は
、

不

退

転

の
菩

薩

で

あ

る

か
ど

う

か
を
識
別
す
る
働
き
を
も
つ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
脱
落
す
る
菩
薩
は
恐

怖
を
示
す
（
ｐ
ｐ
．
　
３
，
　
１
１
２
，
　
１
４
２
，
　
１
６
２
，
　
ｅ
ｔ
ｃ
．
)
。

さ
て
、
無
限
と
言
え
る
ほ
ど
長

い
菩
薩
の
修
行
の
過
程
の
な
か
で
、
止
心

観
察
と
並

ん
で
、
絶
え
ず
問
答
が
く
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
問

答
に
お
い
て
は
、

如
来
あ
る
い
は
不
退
転
の
菩
薩
に
対
し
て
法
性
に
つ
い
て
問

う
こ
と
が
要
求

さ
れ
、
ま
た
如
来
あ
る
い
は
不
退
転
の
菩
薩
に
よ
る
法

性
に
つ
い
て
の
問
い

在存と葉言
冖
Ｄ″り



に
答
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
ｐ
ｐ
．
　
８
，
８
８
-
８
９
,
１
８
７
，
　
ｅ
ｔ
ｃ
．
)
。
こ
の
問
答
の
仕
方

は

プ

ラ

ト

ン

の

問

答

法

と

著

し

い

類

似

性

を

示

す

。

プ

ラ

ト

ン

に

お

い

て

も

、

ト
ー
マ
ス
・
Ａ
・
ス
レ
ッ
ァ
ッ
ク
が
最
近
指
摘
し
た
よ
う
に
、
問
答
は
、
導

く

者

と

導

か

れ

る

者

と

の

間

の

問

答

で

あ

る

。

ま

た

『

八

千

頌

般

若

経

』

に

お

け

る

問

答

に

は

比

喩

が

資

す

る

。

法

性

そ

の

も

の

及

び

そ

れ

に

到

る

過

程

及

び

そ

の

過

程

を

進

ん

で

行

け

る

者

及

び

そ

の

過

程

か

ら

途

中

で

脱

落

す

る

者

、

等

に

対

す

る

比

喩

が

豊

富

に

見

ら

れ

る

。

さ

て

、

以

上

の

よ

う

に

見

て

く
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
と
『
八
千
頌
般
若
経
』
と
で
は
言
葉
の
あ
る
共
通
し
た

役

割

が

浮

か

び

上

が

っ

て

ぐ

る

。

す

な

わ

ち

、

最

高

の

真

実

は

そ

れ

自

体

と

し
て
は
言
葉
に
よ
っ
て
は
伝
え
ら
れ
得
な
い
が
、
す
な
わ
ち
、
言
葉
で
表
現

さ
れ
得
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
葉
は
、
そ
れ
を
真
に

把

握

す

る

た

め

の

不

可

欠

の

手

が

か

り

で

あ

る

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
で
は
「
想
起
の
手
が
か
り
（
■
　
Ｐ
ｈ
ｄ
ｒ

．
　
２
７
６
ｄ
３
）
」

と

言

わ

れ

、

ま

た

『

八

千

頌

般

若

経

』

で

は

善

巧

方

便

（
ｐ

ａ
ｓ
ｓ
i
m

）

と

言

わ

れ

て

い

る

。

そ

し

て

、

以

上

の

こ

と

に

関

連

し

て

注

目

さ

れ

る

の

は

龍

樹

の

『

中

論

』

（

２
４

．
１
０
）

で

の

「

言

語

の

習

慣

（

世

俗

）

に

よ

ら

ず

し

て

は

最

高

の

真

実

（

勝

義

）

は

説

き

示

さ

れ

（

ｄ
ｅ
ｓ
ｙ

ａ
ｔ
ｅ

）

な

い

」

と

い

う

言

葉

で

あ

る

。

二

さ

て

、

こ

の

よ

う

な

言

葉

を

．不

可

欠

の

手

が

か

り

と

し

て

究

極

的

に

把

握

し
よ
う
と
す
る
対
象
は
、
プ
ラ
ト
ン
で
は
イ
デ
ア
、
最
終
的
に
は
善
の
イ
デ

ア

で

あ

り

、

『

八

千

頌

般

若

経

』

で

は

法

性

、

す

な

わ

ち

、

空

性

で

あ

る

．

プ

ラ

ト

ン
の

場

合

、

イ

デ

ア
と

は
、

例

え

ば
多

く

の
美

し

い

も

の
や

多
く

の

善
い
も
の
に
対
す
る
単
一
の
美
そ
の
も
の
、
単
一
の
善
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ

れ

は

、

各

々

の
も

の

の

「
何

で

あ

る

か
」

に
対

応

す

る
。

ま

た

、

多
く

の

美
し
い
も
の
や
多
く
の
善
い
も
の
は
感
覚
さ
れ
る
け
れ
ど
も
思
惟
さ
れ
ず
、

他

方

、

イ

デ

ア

は

思

惟

さ
れ

る
が

、
感

覚

さ
れ

な

い
（
Ｒ

．　
５
０
７
ｂ
）

イ

デ

ア

は
、

常

に

あ

る
も

の

、

真

に
あ

る
も

の

で

あ
り

、

決

し

て

生

成

も

消
滅

も

せ

ず
、
常
に
同
一
を
保
っ
て
い
る
（
T
i
.
　
２
７
ｄ
-
２
８
ａ
）
°
特
に
善
の
イ
デ
ア
は
あ
ら

ゆ
る
も
の
の
始
原
で
あ
り
（
Ｒ
．
　
５
０
９
ｃ
-
５
１
１
ｅ
）
原
因
で
あ
る
（
R
.
5
1
6
b
-
c
）
。

さ

て

、
『
八

千
頌

般

若

経

』

の
場

合

は
、

空

性

に

つ

い
て

の

叙

述
を

試

み

と

し

て

三

つ

の

相

、

す

な

わ

ち

、

存

在

の
相

、

認

識

さ

れ

る

も

の

の
相

、

認

識

す

る

も

の

の

相

に

分

け

て

考

え

た

い

。
も

っ
と

も

こ

の

よ

う

な
区

別

は

勝

義

に

お

い

て

は

全

く

存

在

し

な

い

こ
と

は
言

う

ま

で

も

な

い

が

。

ま

ず

、

空

性

は

存

在

の

相

の
下

で

は
次

の
点

が

挙

げ

ら

れ

る

。

一
　
す
べ
て
の
も
の
（
法
）
は
空
で
あ
る
（
p
a
s
s
i
m
）

二
　
す
べ
て
の
も
の
は
無
自
性
で
あ
る
（
p
a
s
s
i
m
）

ご
　
自
性
と
は
無
自
性
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
ｐ
．
　
９
６
，
　
ｅ
ｔ
ｃ
．
)

三
　
す
べ
て
の
も
の
は
存
在
し
な
い
（
p
a
s
s
i
m
）

'
三
　
す
べ
て
の
も
の
は
存
在
す
る
の
で
も
な
く
、
存
在
し
な
い
の
で
も
な

い
（
ｐ
ａｓ
ｓ
i
m）

四
　
す
べ
て
の
も
の
は
生
じ
る
こ
と
は
な
い
（
p
a
s
s
i
m
）

'
四
　
す
べ
て
の
も
の
は
生
じ
る
こ
と
も
な
く
、
滅
す
る
こ
と
も
な
い

（
ｐ
ａｓｓ
i
m）



五
　
す
べ
て
の
も
の
は
限
定
さ
れ
な
い
（
p
a
s
s
i
m
)

六
　

す

べ

て

の
も

の

は

言

葉

だ

け

の

も

の

で

あ

り

、

し

か

も

言

葉

は
存

在

し
な
い
（
ｐ
．
　
１
３
,
　
ｅ
ｔ
ｃ
.
)

次

に

、

空

性

は

認
識

さ

れ

る

も

の

の
相

の
下

に

次

の

点

が
挙

げ

ら
れ

る
。

一
　
す
べ
て
の
も
の
の
真
如
、
五
蘊
の
真
如
、
世
界
の
真
如
、
過
去
、
現

在

、

未

来

そ

れ

ぞ

れ

の
真

如

、

羅

漢

の
真

如

、
如

来

の
真

如

は
、

相

互

に

不

二
で

あ

り
、

二

つ
に

分

け

ら

れ

ず
、

無

区

別

で

あ

る
（
ｐ
ｐ
.　１
５
３
-１
５
４

．

ｅ
ｔｃ
．
)

二
　

行

為

者

と

行

為

の

対

象

と

行

為

と

は

空

で

あ

り

、

認

識

さ

れ

な

い

（
ｐ
ｐ
．
　
１
０
―
１
１
，
　
１
６
５
．
　
ｅ
ｔ
ｃ
．
)

二
　
特
徴
は
特
徴
の
自
性
が
な
く
、
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
は
特
徴
づ
け

ら
れ
る
も
の
の
自
性
が
な
い
（
ｐ
．　６
，　ｅ
ｔｃ

．
)

’三
　

世

俗

と

勝

義

と

は

不

二

で

あ

り

、

無

区

別

で

あ

る
（
ｐ
ｐ

．　
１
３

，　
２
０

，　ｅ
ｔｃ

．
)

最

後

に

、

空

性

は

認

識

す

る

も

の

の

相

の

下

に

次

の

点

が

挙

げ

ら

れ

る

。

一
菩
薩
は
何
も
の
を
も
認
識
し
な
い
（
p
a
s
s
i
m
)

二
　
菩
薩
は
何
も
の
を
も
言
葉
で
表
現
し
な
い
（
p
a
s
s
i
m
)

三
　
菩
薩
は
何
も
の
を
も
獲
得
し
な
い
（
p
a
s
s
i
m
）

四
　

菩

薩

は

何

も

の

に

も

執

着

七

な

い

（
ｐ
ａ
ｓ
ｓ
i
m
)

さ

て

、

以

上

の

よ

う

に

見

て

き

て

結

論

で

き

る

こ

と

は

、

言

う

ま

で

も

な

く

、
『
八

千

頌

般

若

経

』

は

徹

底

し

た

、

自

性

の

否

定

の

立

場

に

あ

る

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

。
と
こ
ろ
で
、
龍
樹
は
『
中
論
』
（
１
５
．
２
)
　
に
お
い
て
「
自
性
と
は
つ
く
ら
れ

な

い

も

の

で

あ

り

、

ま

た

他

と

関

係

の

な

い

も

の

で

あ

る

」

と

い

う

自

性

の

定

義

を

挙

げ

て

い

る

。

そ

し

て

月

称

は

『

明

勿

論

』

の

な

か

の

、

こ

の

個

所

の

注

釈

に

お

い

て

、

こ

の

定

義

に

基

づ

い

て

、

例

と

し

て

熱

さ

を

、

火

の

自

性

と

し

て

の

あ

り

方

か

ら

退

け

て

い

る

。

と

い

う

の

は

、

熱

さ

は

レ

ン

ズ

と

薪

と

太

陽

と

に

よ

っ

て

つ

く

ら

れ

、

そ

れ

ら

と

関

係

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

（

Ｌ
.
　
ｄ
ｅ

　
ｌ
ａ

　
Ｖ

ａ
ｌ
ｌｅ
ｅ

　
Ｐ
ｏ
ｕ

ｓ
ｓ
ｉｎ
.
　
ｐ
.
　
２
６
０
)

°

と

こ

ろ

で

、

月

称

は

同

時

に

ア

ビ

ダ

ル

マ

の

法

の

自

性

を

も

自

性

と

し

て

の

あ

り

方

か

ら

退

け

て

い

る

（

ｐ
ｐ

．
　
２
６
１
｡

２
６
７
)

こ

れ

は

、

火

と

熱

さ

と

の

場

合

と

同

様

の

論

拠

に

よ

っ

て

行

っ

て

い

る

の

だ

と

考

え

ら

れ

る

。

月

称

の

、

こ

の

個

所

を

含

む

、

『

中

論

』

第

十

五

章

全

体

の

注

釈

か

ら

明

ら

か

と

な

る

の

は

、

月

称

は

、

ア

ビ

ダ

ル

マ

の

法

の

自

性

を

、

そ

れ

ぞ

れ

の

法

の

定

義

、

す

な

わ

ち

、

そ

れ

ぞ

れ

の

法

の

特

徴

(
c
f
.
 
p
.
2
6
1
,
 
1
.
 
4
 
s
v
a
l
a
k
s
a
n
a
m
;
 
1
.
 
5
 
s
v
a
m
…
l
a
k
s
a
n
a
m

)
と
考
え
て

い

る

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

さ

て

、

こ

の

よ

う

に

法

の

特

徴

を

法

の

自

性

と

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

プ

ラ

ト

ン

が

、

イ

デ

ア

を

そ

れ

ぞ

れ

の

も

の

の

「

何

で

あ

る

か

」

に

対

応

す

る

も

の

と

し

て

い

る

こ

と

と

符

合

す

る

。

そ

し

て

こ

の

よ

う

に

解

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

す

れ

ば

、

プ

ラ

ト

ン

は

ア

ビ

ダ

ル

マ

と

同

様

な

自

性

の

立

場

に

あ

る

、

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

と

こ

ろ

で

、

火

の

自

性

と

し

て

の

熱

さ

や

法

の

自

性

の

場

合

に

前

提

さ

れ

て

い

る

自

性

の

考

え

方

は

灯

の

喩

に

よ

っ

て

明

ら

か

に

さ

れ

得

る

。

灯

は

自

己

と

他

者

と

を

照

ら

す

如

く

、

自

性

は

自

己

赱

他

者

と

を

支

え

る

の

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

れ

は

プ

ラ

ト

ン

に

も

当

て

は

ま

る

。

善

の

イ

デ

ア

は

単

な

る

前

提

で

は

な

い

（

Ｒ

．
　
５
１
０

ｂ

７
；
　
ｃ

ｆ
．
　
５
１
１
ｂ

６
)

始

原

で

あ

″と皿6
7



つ
て
、
他

の
す
べ
て

の
も
の
の
原
因

で
あ
る
。
し

か
し
、
龍
樹

の
自
性
の
定

義

は
灯

の
喩
を
退
け

る
。
す
な
わ
ち
、
灯

は
他
者
を
支
え
る
こ
と

に
よ

っ
て

他
者
と
関

係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
「
中
論
」
７

．８
-１
２
）

し
た
が

っ
て
、
自

性
と

は
、

自
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
す
な
わ

ち
、
自
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
つ
く
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

り

、
他
と

関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う

る
か
ら
で
あ

る
。さ

て
、
以
上
の

よ
う

に
み
て
き
て
結
論
的
に
言
え
る
こ
と

は
、
プ
ラ
ト
ン

と

『
八
千
頌
般
若
経
』
と
で
そ
れ
ぞ
れ
に
究
極
的

に
目
指
さ
れ

る
も
の
は
、

相

互
に
矛

盾
対
立
す
る
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ

ほ
、
自
性
の
立

場

と
自
性
の
否
定
と
の
関
係
に
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。

三

プ

ラ

ト

ン

に

お

い
て

も

。
『
八
千

頌

般

若

経

』

に

お

い
て

も

、
言

葉

は

い

か

な

る
言

葉

で

あ

ろ

う
と

も

。
最

高

の
真

実

に
到

達

す

る

た

め

の

不
可

欠

の

手
が
か
り
、
す
な
わ
ち
、
善
巧
方
便
で
は
あ
っ
て
も
、
最
高
の
真
実
を
そ
れ

自

体
と

し

て

伝

え

る

こ

と

は

決

し

て
で

き

な

い

。

言

い

か

え

れ

ば

、

言
葉

は

い

か

な

る

言

葉

で

あ

ろ

う

と

も

不

完

全

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

プ

ラ

ト

ン

と

『
八
千

頌

般

若

経

』

と

で

目

指

さ

れ

る

も

の

が

異

な

る

こ

と

に

応

じ
て

、

こ

の

言
葉

の

不

完

全

さ

の
意

味

も

異

な

っ
て

く

る

。

プ
ラ
ト
ン
の
第
七
書
簡
に
よ
る
と
、
「
言
葉
の
弱
さ
」
（
３
４
３
ａ
　
１
）
は
、
言
葉

は

い

つ

も

「
何

で

あ

る

か

」
（
３
４
３
 ａ
 １

．　
ｂ
８
-ｃ
ｌ
）

よ

り

も

む

し

ろ

「
ど

の

よ

う

な
も
の
で
あ
る
か
」
（
３
４
２
ｅ
３
,
　
３
４
３
ｂ
８
-
ｃ
ｌ
）
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
言
葉
は
イ

デ

ア

で

は

な

く

て

そ

の

事

例

、

す

な

わ

ち

、

そ

の

影

像
（
３
４
２
ｂ
２

。
３
４
３
 ｃ
 ７

．　ｅ
ｔｃ

．）

を

指

す

の

で

あ

る

。

美

の

事

例

で

あ

る

様

々

な

美

し

い

も

の

は

そ

れ

そ

れ

常

に

ま

た

同

時

に

自

己

と

反

対

、

す

な

わ

ち

、

醜

い

も

の

で

も

あ

り

得

る

。

す

な

わ

ち

、

言

葉

は

い

か

な

る

言

葉

で

あ

ろ

う

と

も

、

自

性

を

正

確

に

は

伝

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

の

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

れ

が

プ

ラ

ト

ン

の

場

合

の

言

葉

の

不

完

全

さ

の

意

味

で

あ

る

。

他

方

、
『
八

千

頌

般

若

経

』

の

場

合

で

は

、

言

葉

は

ど

こ

ま

で

い

っ

て

も

決

し

て

自

性

の

立

場

を

離

れ

る

こ

と

が

で

き

な

い

、

と

い

う

こ

と

が

常

に

前

提

さ

れ

て

い

る

。

し

た

が

っ

て

、

言

葉

が

、

勝

義

、

す

な

わ

ち

最

高

の

真

実

に

到

達

す

る

た

め

の

善

巧

方

便

と

し

て

働

く

た

め

に

は

、

言

葉

は

、

自

己

否

定

的

に

働

く

と

い

う

、

限

り

な

く

困

難

な

仕

事

を

要

求

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

言

葉

は

い

か

な

る

言

葉

で

あ

ろ

う

と

も

、

真

実

に

は

自

性

が

な

い

と

い

う

こ

と

を

そ

れ

自

体

と

し

て

は

伝

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

そ

し

て

こ

れ

が

、
『
八

千

頌

般

若

経

』

の

場

合

に

お

け

る

言

葉

の

不

完

全

さ

の

意

味

で

あ

る

。

（
１
）
　
私
個
人
の
場
合
で
は
、
今
か
ら
約
十
二
年
前
以
来
ド
イ
ツ
の
テ
ュ
ー
ピ
ン
グ

ン
大
学
の
西
洋
古
典
学
及
び
哲
学
の
教
授
で
あ

る
Ｈ
・
Ｊ
・
ク

レ
ー
マ
ー
氏
に

こ

の
比
較

の
仕
事

を
勧

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
２
）
　
私
の
こ

の
や
ｈソ
方
は
、
仏
教
に
批
判
的
な
人

々
か
ら
は
、
仏
教
に
依
存
す
る

か
に
み
え

る
点
で
、

ま
た
仏
教
の
側
か
ら

は
、
仏
教

を
単
な

る
媒
介
者
と
す
る

か
に
み
え
る
点
で
、
ま
た
さ
ら
に
一
般
的
に
言
っ
て
、
―
―
こ
の
よ
う
な
言
い



方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
―
―
東
洋
を
西
洋
に
一
元
化
し
よ
う
と
す
る
か
の
ご
と

き

、

西

洋

の

無

意

識

の

意

志

に

荷

担

す

る

か

に

み

え

る

点

で

。

批

判

さ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

私

に

し

て

も

、

こ

の

や

り

方

を

最

善

の

方

法

と

も

、

ま

し

て

や

考

え

ら

れ

る

唯

一

の

方

法

と

も

決

し

て

考

え

て

は

い

な

い

。

た

だ

し

か

し
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
方
法
は
、
手
に
し
う
る
現
実
に
有

効

な

た

だ

一

つ

の

方

法

で

あ

っ

た

、

と

い

う

私

の

体

験

的

事

実

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

の

事

実

が

何

に

由

来

す

る

か

と

い

う

こ

と

は

、

ど

の

よ

う

な

考

え

方

に

立

つ

と

し

て

も

、

好

む

と

好

ま

ざ

る

と

に

か

か

わ

ら

ず

。

一

考

を

要

す

る

こ

と

の

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

（

３

）
　

Ｅ

． 　

Ｃ

ｏ
ｎ

ｚ
ｅ

：
　

Ｔ

ｈ

ｅ

　

Ｐ

ｒ

ａ

ｊ
ｎ

ａ

ｐ

ａ
ｒ

ａ
ｍ

ｉ
ｔ
ａ

　

Ｌ

ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
ａ

ｔｕ

ｒ

ｅ
，

　

Ｍ

ｏ
ｕ

ｔ
ｏ

ｎ

　

＆

　
Ｃ

ｏ

．
，

，Ｓ
-

Ｇ

ｒ
ａ

ｖ

ｅ
ｎ

ｈ

ａ
ｇ

ｅ

　
１
９

６
０

，
　
ｐ

．
　
９

．

（

４

）
　

Ｃ
ｏ

ｎ

ｚ
ｅ

：
　

ｏ

ｐ

．
　
ｃ

ｉ
ｔ

．
，　
ｐ

ｐ

．
　
１

５
-

１
６

．

（

５

）

Ｈ
.

　
Ｃ

ｈ
ｅ
ｒ

ｎ

ｉｓ
ｓ

：
　

Ｔ

ｈ

ｅ

　
Ｒ

ｉ
ｄ

ｄ

ｌｅ

　ｏ

ｆ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｅ

ａ

ｒ

ｌ
ｙ

　

Ａ

ｃ
ａ

ｄ
ｅ
ｍ

ｙ

，
　

Ｂ

ｅ
ｒ

ｋ

ｅ

ｌ
ｅ
ｙ

／

Ｌ
ｏ

ｓ

　
Ａ

ｎ

ｇ

ｅ

ｌ
ｅ
ｓ

　
１

９
４

５

，
　
ｐ

ｐ

．
　
１
１
-

１

３
．

（

６

）
　

Ｈ

．
　
Ｊ

．
　
Ｋ

ｒ

ａ

ｍ

ｅ

ｒ

：
　

Ｄ

ｉｅ

　
ｇ

ｒ

ｕ

ｎ

ｄ
ｓ
ａ

ｔ
ｚ

ｌ
ｉ
ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

　

Ｆ

ｒ
ａ

ｇ

ｅ

ｎ

　

ｄ
ｅ
ｒ

　

ｉｎ

ｄ

ｉｒ

ｅ

ｋ

ｔ
ｅ
ｎ

Ｐ

ｌａ

ｔ
ｏ
ｎ

ｕ

ｂ
ｅ
ｒ

ｌ
ｉ

ｅ

ｆ
ｅ
ｒ

ｕ

ｎ

ｇ
,

　

ｉ
ｎ

：
　

Ｉ

ｄ
ｅ
ｅ

 

ｕ

ｎ

ｄ

　

Ｚ

ａ

ｈ

ｌ
，
　

ｈ
ｒ
ｓ
ｇ

．  

ｖ

ｏ
ｎ

　

Ｈ

．
-

Ｇ

Ｇ

ａ

ｄ
ａ

ｍ

ｅ
ｒ

　
ｕ
.
　
W

． 　

Ｓ
ｃ

ｈ
ａ

ｄ
ｅ
w

ａ

ｌ
ｄ
ｔ

，
　

Ａ

ｂ
ｈ
.
　

Ｈ

ｅ

ｉ
ｄ
ｅ

ｌ
ｂ
ｇ

． 　

Ａ

ｋ
ａ

ｄ
.
　

ｄ

．
　
W
i

ｓ
ｓ
.

，

ｐ
ｈ
ｉ
ｌ

．
-
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
．
　
Ｋ
ｌ
．
,
　
１
９
６
８
，
　
２
．
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｌ
ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
　
１
９
６
８
，
　
ｐ
．
　
１
１
６
　
ｎ
．
　
３
９
．

（
７
）
　
Ｋ
ｒ
ａ
ｍ
ｅ
ｒ
：
　
ｏ
ｐ

．
　
ｃ
ｉ
t
.
,
　
ｐ
．
　
１
２
０
拙
論
「
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
の
伝
え

る

プ

ラ

ト

ン

の

『

善

に

つ

い

て

』

の

講

義

」

『

古

代

哲

学

研

究

』

（

古

代

哲

学

会

緇
）
第
一
九
号
、
一
九
八
七
年
、
四
〇
―
四
六
頁
参
照
。

（

８

）
　

プ

ラ

ト

ン

は

『

パ

イ

ド

ロ

ス

』

（

２
７

４

ｂ
-

２
７
９

ｃ

）

に

お

い

て

哲

学

的

な

問

答

法

を

「

生

き

て

い

る

言

葉

」

と

呼

び

、

他

の

一

切

の

言

葉

を

こ

れ

か

ら

厳

格

に

区

別

し

て

い

る

。

と

い

う

の

は

、

「

本

性

に

つ

い

て

の

最

高

で

第

一

の

も

の

」

は

こ

の

問

答

法

に

よ

っ

て

の

み

伝

え

ら

れ

得

る

か

ら

で

あ

る

。

他

方

、

問

答

法

以

’

外
の
言
葉
の
代
表
と
し
て
「
書
か
れ
た
言
葉
」
、
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
形
で
の
著

作

が

挙

げ

ら

れ

る

。

し

か

し

「

書

か

れ

た

言

葉

」

が

問

答

法

以

外

の

言

葉

の

す

べ

て

で

は

な

く

、

ま

た

演

説

等

の

口

答

の

言

葉

も

そ

れ

に

含

め

ら

れ

る

。

拙

論

「

プ

ラ

ト

ン

の

『

書

か

れ

る

こ

と

の

な

い

学

説

』

を

め

ぐ

っ

て

の

問

題

」

『

哲

学
』
（
日
本
哲
学
会
編
）
第
三
九
号
、
一
九
八
九
年
、
八
三
―
九
一
頁
参
照
。

（

９

）
　

注

（

７

）
に

挙

げ

た

拙

論

参

照

。

（
1
0
）
　

注

（

８

）
参

照

。

（
1
1

）
　

世

俗

、

ｌ
ｏ
ｋ
ａ
ｖ
ｙ

ａ
ｖ
ａ

ｈ
ａ
ｒ
a
m

　
ｐ

．
　
１
７
７

，
　
１

．
　
１
９

ｅ
ｔ
ｃ
.

勝

義

、

ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｍ

ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｅ

ｐ
.
　
１
７
６

，
　
１

．
　
１
４
；
　
ｅ
ｔ
ｃ

．

（
1
2

）
　

し

か

し

、

如

来

に

よ

っ

て

す

べ

て

の

有

情

が

守

ら

れ

て

い

る

（
ｐ
ｐ
.
　
１
２
５

，
　
１
４

，

２
０
０

，
　
ｅ
ｔ
ｃ

．
）

限

り

、

脱

落

す

る

菩

薩

の

脱

落

は

決

し

て

絶

対

的

な

意

味

で

の

も

の

で

は

な

い

、

と

考

え

ら

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

脱

落

し

た

菩

薩

も

、

た

と

え

ガ

ン

ジ

ス

河

の

砂

の

数

ほ

ど

の

劫

の

後

で

あ

ろ

う

と

不

退

転

の

菩

薩

と

な

る

こ

と

は

あ

り

得

る

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

こ

れ

に

反

し

て

プ

ラ

ト

ン

の

場

合

の

哲

学

に

対

す

る

適

格

者

と

不

適

格

者

と

の

区

列

は

全

く

寛

容

の

な

い

も

の

の

よ

う

で

あ

る

が

、

も

っ

と

も

ま

た

、

例

え

ば

『

パ

イ

ド

ロ

ス

』

の

ミ

ュ

ー

ト

ス
（

２
４
６

ａ
-
２
５
７
ａ
）
で
は
、
一
切
の
有
情
の
魂
は
、
区
別
な
く
、
一
万
年
の
輪
廻
転
生
の

後

に

翼

が

生

え

て

、

天

の

神

々

の

許

に

到

り

、

こ

れ

ら

の

神

々

と

共

に

天

外

の

真

実

在

の

世

界

を

観

想

す

る

、

と

あ

る

。

（
1
3
）
　
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
の
発
見
し
た
の
は
、
人
間
と
係
わ
り
な
く
人
間
を
単
な
る

そ

の

従

属

的

な

一

部

と

し

な

が

ら

、

そ

れ

自

体

と

し

て

存

在

す

る

「

自

然

（
■
）
」
で
あ
り
、
ま
た
イ
ン
ド
人
の
発
見
し
た
の
は
、
人
間
に
は
心
の
世

界

（
ａ

ｔ
ｍ

ａ
ｎ

）
と

い

う

も

の

が

あ

り

。

そ

し

て

そ

れ

は

無

限

の

広

が

り

と

無

限

の

深

さ

を

も

っ

て

い

る

、

と

い

う

こ

と

で

は

な

か

ろ

う

か

。

と

す

れ

ば

、

古

代

ギ

リ

シ

ャ

に

お

け

る

。

止

心

に

対

応

す

る

も

の

は

、

プ

ラ

ト

ン

の

場

合

、

数

学

的

学
問
に
よ
る
魂
の
「
自
然
（
本
性
）
」
へ
の
向
け
か
え
（
R

．
　
５
１
８
ｂ
-
５
３
１
ｄ
）

で

あ

り

、

ま

た

観

察

は

、

問

答

法

を

通

じ

て

突

如

と

し

て

、

い

わ

ぱ

飛

び

火

に

よ

っ

て
点
火
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
（
Ｅ
ｐ
．
　
３
４
１
ｃ
-
ｄ
）
輝
き
出
す
（
3
4
4
b
）
、
「
自
然
（
本

性

）
」

の

観

照

（

Ｒ

．
　
５
４
０
 ａ

）

で

あ

る

。

そ

し

て

。

プ

ラ

ト

ン

に

お

け

る

こ

の

止

心
と
観
察
と
に
共
通
す
る
も
の
は
「
想
起
（
■
　
Ｐ
ｈ
ｄ
ｒ

．
　
２
４
９

 ｃ

 ２
，

ｅ
ｔ
ｃ
.
）
」
で
あ
る
。
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（

1 4

）
　

Ｔ

ｈ
.
　

Ａ

．
　
Ｓ
ｚ

ｌ
ｅ
ｚ
ａ

ｋ

：
　

Ｇ

ｅ
ｓ
ｐ

ｒ
ａ

ｃ

ｈ
ｅ

　
ｕ

ｎ

ｔ
ｅ

ｒ

　

Ｕ

ｎ

ｇ

ｌｅ

ｉｃ

ｈ
ｅ

ｎ
.
　

Ｚ
ｕ

ｒ

　
Ｓ

ｔ
ｒ
ｕ

ｋ

ｔ
ｕ

ｒ

ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｚ

ｉ
ｅ

ｌ
ｓ
ｅ

ｔ
ｚ
ｕ

ｎ

ｇ

　
ｄ

ｅ
ｒ

　ｐ

ｌ
ａ

ｔ
ｏ

ｎ

ｉｓ
ｃ

ｈ

ｅ
ｎ

　
Ｄ

ｉ
ａ

ｌ
ｏ
ｇ

ｅ

，
 Ａ

ｎ

ｔ
ｉ
ｋ
ｅ

　ｕ

ｎ

ｄ

　
Ａ

ｂ
ｅ
ｎ

ｄ

ｌ
ａ
ｎ

ｄ

１

９
８

８

，
　
ｐ

ｐ

．
　
９
９
-

１
１
６

．

（

1 5

）
　

Ｃ

ｆ
.
　
Ｃ

ｏ
ｎ

ｚ

ｅ
:
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｏ

ｎ

ｔ
ｏ

ｌｏ

ｇ

ｙ

　
ｏ

ｆ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｐ

ｒ
ａ

ｊ
ｎ

ａ

ｐ
ａ

ｒ
ａ

ｍ

ｉ
ｔ

ａ

，
　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｙ

Ｅ

ａ

ｓ
ｔ
　
ａ

ｎ

ｄ

　

Ｗ

ｅ
ｓ

ｔ
　
３
.
　
１
９

５
３

，
　
ｐ

ｐ
.
　

１
２

１
-

１
２
８

．

（
1
6

）
 

し

か

し

、

「

自

性

と

は

無

自

性

で

あ

る

こ

と

で

あ

る

」

と

い

り

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

自

性

は

プ

ラ

ト

ン

に

も

『

八

千

頌

般

若

経

』

に

も

共

通

し

た

立

場

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

た

だ

し

こ

の

場

合

の

自

性

は

、

決

し

て

「

あ

る

」

と

い

う

こ

と

か

ら

離

れ

る

こ

と

の

な

い

プ

ラ

ト

ン

の

自

性

を

超

え

た

、

そ

れ

よ

り

も

言

わ

ば

も

っ

と

普

遍

的

と

も

い

え

る

自

性

で

あ

る

。

（
や
し
き
・
こ
う
い
ち
、
。
ギ
リ
シ
ヤ
哲
学
、
早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
）

・０７
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