
六
研

究

論

文
７

）

仏
　
教
　
解
　
釈
　
学

一

日
本
の
仏
教
研
究
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
な

い

が

、

ア

メ

リ

カ

の

仏

教

研

究

で

近

年

最

も

注

目

さ

れ

た

テ

ー

マ

は

仏

教

解

釈

学

（

Ｂ

ｕ

ｄ

ｄ

ｈ

ｉ
ｓ

ｔ

　
Ｈ

ｅ
ｒ

ｍ

ｅ
ｎ

ｅ
ｕ

ｔ

ｉｃ

ｓ

）

で

あ

る

。

そ

の

背

景

に

は

ガ

ダ

マ

ー

（

Ｈ

ａ

ｎ

ｓ
-

Ｇ

ｅ

ｏ
ｒ
ｇ

　

Ｇ

ａ

ｄ
ａ

ｍ

ｅ

ｒ

）

の

解

釈

学

が

ア

メ

リ

カ

の

哲

学

界

に

与

え

た

影

響

が

あ

り

、

そ

の

余

波

と

し

て

仏

教

研

究

に

お

い

て

も

解

釈

学

を

と

り

あ

げ

た

り

、

仏

教

学

の

方

法

論

と

し

て

解

釈

学

を

導

入

し

よ

う

と

す

る

試

み

が

な

さ

れ

て

い

る

。

ア

メ

ー

カ

に

お

い

て

仏

教

解

釈

学

と

い

う

タ

イ

ト

ル

の

論

文

を

最

初

に

発

表
し
た
の
は
R
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
　
Ａ

．

Ｆ

．

Ｔ
ｈ
ｕ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
　
（
Ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
ｅ
ｕ
ｔ
ｉ
ｃ
ｓ
.
 
J
o
-

ｕ
ｒ
ｎ
ａ
ｌ
　
ｏ
ｆ
　
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ
　
Ａ
ｃ
ａ
ｄ
ｅ
ｍ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
.
　
Ｘ
L
V
I
/
1
,
　
１
９
-
３
９
,
　
１
９
７
３

．
）

で

あ

る

。

そ

の

後

、

仏

教

解

釈

学

を

テ

ー

マ

に

す

る

論

文

が

い

く

つ

か

発

表

さ

長
　
崎
　
法
　
潤

れ

、

一

九

八

四

年

六

月

に

ロ

サ

ン

ゼ

ル

ス

の

Ｔ

ｈ

ｅ

　

Ｋ

ｕ

ｒ
ｏ

ｄ
ａ

　
Ｉ
ｎ

ｓ

ｔ
ｉ
ｔ
ｕ

ｔ
ｅ

　
ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ

ｅ

　
Ｓ

ｔ
ｕ

ｄ

ｙ

　

ｏ

ｆ

　

Ｂ

ｕ

ｄ

ｄ

ｈ

ｉ
ｓ
m

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｈ

ｕ

ｍ

ａ

ｎ

　
Ｖ

ａ

ｌｕ

ｅ
ｓ

で

仏

教

解

釈

学

の

学

会
（
T
ｈ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
　
Ｅ
ｎ
ｄ
ｏ
w
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
　
ｆ
ｏ
ｒ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｈ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ
ｅ
ｓ
と
の
共
催
）
が

ひ
ら
か
れ
て
い
る
。
そ
の
学
会
で
は
、
イ
ン
ド
仏
教
、
チ
ベ
ッ
卜
仏
教
、
中

国

仏

教

、

日

本

仏

教

の

そ

れ

ぞ

れ

の

分

野

か

ら

解

釈

学

を

と

り

あ

げ

た

研

究

発
表
が
な
さ
れ
、
学
会
成
果
は
一
書
に
ま
と
め
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
Ｂ
ｕ
ｄ
-

ｄ
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
ｅ
ｕ
ｔ
ｉ
ｃ
ｓ
，
　
ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
ｅ
ｄ
　
ｂ
ｙ
　
Ｄ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｄ
　
Ｓ

．

Ｌ
ｏ
ｐ
ｅ
ｚ
.
　
Ｊ
ｒ

．
,

Ｓ

ｔ
ｕ

ｄ

ｉ
ｅ
ｓ

　
ｉ
ｎ

　
Ｅ

ａ

ｓ
ｔ

Ａ
ｓ
ｉ
ａ
ｎ
　
Ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉ
ｓ
m
　
６

，

Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｈ
ａ
w
ａ
ｉ
ｉ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
Ｈ
ｏ
ｎ
ｏ
ｌ
ｕ
ｌ
ｕ
,
　
１
９
８
８

．
)
。

二

Ｒ

ｏ

ｂ

ｅ
ｒ

ｔ

　

Ａ

．
　
Ｆ

．
　

Ｔ

ｈ
ｕ

ｒ

ｍ

ａ
ｎ

、

彼

の

論

文

Ｂ

ｕ

ｄ

ｄ

ｈ

ｉ
ｓ

ｔ

　
Ｈ

ｅ
ｒ

ｍ

ｅ

ｎ

ｅ

ｕ

ｔ

ｉ
ｃ
ｓ

に
お
い
て
"
H
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
ｅ
ｕ
ｔ
ｉ
ｃ
ｓ
”
の
意
味
を
「
伝
統
的
な
聖
典
に
対
す
る
合
理

的

解

駅

拡

つ

い

て

の

哲

学

的

原

則

」

と

定

義

七

、

そ

の

よ

う

な

解

釈

学

は

仏

一１７



教

の

中

に

も

見

い

だ

さ

れ

る

。

そ

れ

は

。

伝

統

的

に

四

依

（

Ｆ

ｏ

ｕ

ｒ

　
Ｒ

ｅ

ｌ
ｉ
ａ

ｎ

ｃ

ｅ

）

と

し

て

知

ら

れ

る

教

え

の

中

に

見

ら

れ

る

、

と

述

べ

て

い

る

。

そ

の

四

依

の

教

え

に

見

ら

れ

る

解

釈

学

に

つ

い

て

、

サ

ー

マ

ン

は

、

ツ

ォ

ン

カ

パ

の

Ｌ
ｅ
ｇ
ｓ
　
ｂ
ｈ
ｓ
ａ
ｄ
　
ｓ
n
i
ｎ
　
ｐ
ｏ
（
善
説
心
髄
）
を
も
と
に
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

と

こ

ろ

で

四

依

（

ｃ
ａ

ｔ
ｖ

ａ
ｒ

ｉ
　
ｐ

ｒ

ａ

ｔ
ｉ
ｓ

ａ
ｒ

ａ

ｎ

ａ

）

と

は

、

依

り

ど

こ

ろ

と

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

以

下

の

四

つ

の

も

の

で

あ

る

。

(
1
)
教
え
（
ｄ
ｈ
ａ
ｒ
m
a
）
そ
の
も
の
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
、
教
え
を
説
く
人

（
ｐ
ｕ
ｄ
ｇ
ａ
ｌ
ａ
）
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
。
(
2
)
教
え
の
意
味
（
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ａ
）
に
し
た
が
い
、

文
字
や
語
（
ｖ
ｙ
ａ
ｎ
ｊ
ａ
ｎ
ａ
）
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
。
(
3
)
真
の
智
慧
（
ｊ
ｎ
ａ
ｎ
ａ
）
に

依
り
、
迷
い
や
す
い
人
間
の
知
識
（
ｖ
ｉ
ｊ
ｎ
ａ
ｎ
ａ
）
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
。
(
4
)

意
味
を
完
全
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
了
義
（
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ａ
）
に
依
り
、
意
味
が
不
完

全
な
不
了
義
（
ｎ
ｅ
ｙ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ａ
）
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
。

そ

こ

で

、

サ

ー

マ

ン

に

よ

れ

ば

、

四

依

の

う

ち

と

く

に

解

釈

学

の

点

か

ら

重

要

な

の

は

、

了

義

（

ｎ

ｉ
ｔ
ａ

ｒ

ｔ

ｈ

ａ

）
　
Ｕ

依

り

、

不

了

義

（

ｎ

ｅ

ｙ

ａ
ｒ

ｔ
ｈ

ａ

）

に

依

る

べ

き

で

は

な

い

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

了

義

と

は

、

そ

の

意

味

が

完

全

に

あ

ら

わ

さ

れ

た

教

説

で

あ

り

、

不

了

義

と

は

、

ま

だ

そ

の

意

味

が

完

全

に

あ

ら

わ

さ

れ

て

お

ら

ず

、

解

釈

が

必

要

な

教

説

で

あ

る

。

ア

ビ

ダ

ル

マ

仏

教

に

お

い

て

は

、

ｎ

ｉ
ｔ
ａ
ｒ

ｔ
ｈ

ａ

（

了

義

）

と

は

、

ｙ

ａ

ｔ
ｈ

ａ
ｒ

ｕ

ｔ
ａ

ｖ

ａ

ｓ
ｅ
ｎ

ａ

　

ｊ
ｎ

ａ

ｔ
ａ
ｖ

ｙ

ａ

ｒ

ｔ
ｈ

ａ

ｍ

（

言

葉

通

り

に

よ

っ

て

知

ら

れ

る

意

味

）

で

あ

り

、

ｎ

ｅ

ｙ

ａ
ｒ

ｔ

ｈ

ａ

（

不

了

義

）

と

は

、

ｎ

ｉ
ｄ

ｄ

ｈ

ａ

ｒ
ｅ

ｔ
ｖ

ａ

　
ｇ

ｒ
ａ

ｈ

ｉ
ｔ
ａ
ｖ

ｙ

ａ

ｒ

ｔ

ｈ

ａ

ｍ

（

解

釈

し

て

か

ら

知

ら

れ

る

意

味

）

〔
Ｐ
ｏ
ｕ
ｓ
ｓ
ｉ
ｎ
.
　
Ａ
ｂ
ｈ
ｉ
ｄ
ｈ
ａ
ｒ
ｍ
ａ
ｋ
ｏ
＆
ａ
　
ｄ
ｅ
　
Ｖ
ａ
ｓ
ｕ
ｂ
ａ
ｎ
ｄ
ｈ
ｕ
，
　
１
９
７
１
，
　
Ｖ
，
　
２
４
６
，
　
ｎ
．
　
２
〕
で
あ

る
。
前
者
は
、
ブ
ッ
ダ
が
直
接
そ
の
意
味
を
述
べ
た
教
え
で
あ
り
、
後
者
は
、

弟
子
が
完
全
に
述
べ
つ
く
さ
れ
た
教
え

を
受
け
入
れ
る
準
備
が
な

い
の
で
、

ブ
ッ
ダ
が
そ
の
意
味
を
暗
示
し
て
い
る
教
え
で
あ
る
。

ア

ビ
ダ
ル

マ
仏
教
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
は
、
同

じ
説
法

の
中
で
、

最
初

は
次
第
に
真
実
に
導
く
た
め
に
不
了
義
の
教
え
を
説
き
、
そ
の
う
え
で

了
義
の
教
え
を
説
く
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
乗

の
コ
ン
テ

ク
ス
ト

に
お
い
て
は
、
了
義
、
不
了
義
は
異
な

っ
た
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
例
と
し
て

サ

ー
マ
ン
は
解
深
密
経
に
お
け
る
三
法
輪
、
す
な
わ

ち
ブ
ッ
ダ
の
説
法
に
三
種
あ
る
と
す
る
経
典
批
判
を
と

り
あ
げ
て

い
る
。
そ

れ
は
、
(
1
)
鹿
野
苑
で
の
ブ
ッ
ダ
最
初
の
説
法
に
お
け
る
四
諦
の
教
え
、
(
2
)
諸

法
は
み
な
空
で
あ
る
と
い
う
教
え
、
(
3
)
不
空
不
妙
の
教
え
、
で
あ
り
、
第
一

は
阿
含
等
の
小
乗

の
教
え

、
第
二

は
般
若
経
の
教
え
、
第
三
は
解
深
密
経
の

教
え
、
で

あ
る
。

小
乗

の
教
え
で

は
、
す

べ
て

の
も
の

は
縁
起
に
よ
っ
て
な
り
た
つ
と
言
う

が
、
そ
れ
を
構
成
す
る
要

素
そ

の
も
の

は
有
る
と
説
い
て

い
る
。
般
若
経
に

お
い
て

は
、
す
べ
て

の
も
の
は
そ
の
本
性

は
空
で
あ
る
と
否
定
的
に
説
く
が
、

そ
れ
が
文
字
通

り
に
虚

無
的
に
解
釈
さ
れ

る
危
険
が
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て

解
深
密
経
の
教
え
で

は
、
あ
き
ら
か
に
空
の
真
意
を
あ
ら

わ
し
て
、
三
性
三

無
性
の
説
を
説
き

、
非

有
非
無
の
中
道

を
肯
定
的
に
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

般
若
経
の
空
は
不
十
分
で
あ
る
か
ら
、
ブ
ッ
ダ
は
三
性
三
無
性
の
説
を
明
ら

か
に
し
た
の
で

あ
る
。
小
乗

の
教
え
と
般
若
経
の
教
え
と

は
不
完
全
な
教
え

で
あ
り
、
解
深
密

経
の
教
え

は
真
実
を
説
き
あ
ら
わ
し
た
完
全
な
教
え
で

あ

る
。

ｎ

乙
７



サ
ー
マ
ン
は
、
次
に
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
Ｌ
ｅ
ｇ
ｓ
　
ｂ
ｈ
ｓ
ａ
ｄ
　
ｓ
ｎ
ｉ
ｎ
　
ｐ
ｏ
に
も
と
づ

い

て

中

観

仏

教

に

お

け

る

了

義

、

不

了

義

に

つ

い

て

検

討

す

る

。

ツ

ォ

ン

カ

パ

は

、

了

義

、

不

了

義

を

真

諦

（

究

極

の

真

理

）

と

俗

諦

（

世

俗

一

般

の

立

場

で

の

真

理

）

と

い

う

二

つ

の

真

理

に

結

び

つ

け

て

い

る

。

究

極

の

真

理

は

、

相

対

的

な

人

間

の

言

葉

に

よ

っ

て

表

現

さ

れ

え

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

そ

れ

は

、

非

直

接

的

、

比

喩

的

に

あ

ら

わ

さ

れ

た

り

、

き

わ

め

て

簡

潔

な

言

葉

で

し

か

表

現

さ

れ

え

な

い

。

そ

の

意

味

に

お

い

て

は

、

完

全

に

あ

ら

わ

さ

れ

て

お

ら

ず

、

解

釈

を

必

要

と

す

る

け

れ

ど

も

、

究

極

の

真

理

そ

の

も

の

を

説

く

と

い

う

点

か

ら

了

義

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

世

俗

一

般

の

承

認

し

て

い

る

表

面

的

な

真

理

は

、

完

全

明

白

な

言

葉

で

あ

ら

わ

さ

れ

て

い

る

け

れ

ど

も

、

究

極

の

真

理

と

結

び

つ

か

ず

、

解

釈

が

必

要

で

あ

る

と

い

う

点

で

不

了

義

と

い

わ

れ

る

。

以

上

の

よ

う

に

サ

ー

マ

ン

は

、

教

え

の

意

味

が

そ

の

言

葉

や

文

字

よ

り

も

重

要

で

あ

る

な

ら

ば

、

ど

の

よ

う

に

そ

の

意

味

が

決

め

ら

れ

る

の

で

あ

ろ

う

か

、

ど

の

よ

う

な

意

味

が

承

認

さ

れ

る

べ

き

で

あ

ろ

う

か

、

と

い

う

仏

教

に

お

け

る

解

釈

学

の

問

題

を

考

察

し

て

い

る

。

次

に

中

国

仏

教

の

解

釈

学

を

問

題

に

す

る

Ｐ

ｅ
ｔ
ｅ
ｒ

　
Ｎ

．
　
Ｇ

ｒ
ｅ
ｇ

ｏ
ｒ
ｙ

の

論

文

Ｃ

ｈ

ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ

　
Ｂ
ｕ

ｄ

ｄ
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
　
Ｈ

ｅ
ｒ
ｍ

ｅ
ｎ
ｅ
ｕ

ｔ
ｉ
ｃ
ｓ
：
　
Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｃ
ａ
ｓ
ｅ

　
ｏ
ｆ

　
Ｈ

ｕ
ａ
-
ｙ

ｅ
ｎ

（

Ｊ
ｏ
ｕ
ｒ
ｎ

ａ
ｌ

ｏ
ｆ

　ｔ
ｈ
ｅ

　
Ａ
ｍ

ｅ
ｒ

ｉ
ｃ
ａ
ｎ

　
Ａ

ｃ
ａ
ｄ
ｅ
ｍ

ｙ

　
ｏ
ｆ

　
Ｒ

ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ

，
　
Ｌ

Ｉ
／
２
）

を

と

り

あ

げ

た

い

。

こ

れ

は

、

す

で

に

考

察

し

た

サ

ー

マ

ン

論

文

に

啓

発

さ

れ

て

発

表

し

た

論

文

で

あ

る

。

イ

ン

ド

で

歴

史

的

に

成

立

し

た

経

典

や

論

書

が

、

中

国

に

お

い

て

経

論

成

立
の
ク

ロ
ノ

ロ
ジ

ー
と
は
無
関
係
に
、
ほ
と

ん
ど
同
時
代

に
研
究
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
そ
こ
に
教
説
の
体
系
化
が
必
要

に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国

仏
教
に
対
し
て
な
げ

か
け
た
解

釈
学
的
問
題
と
は
、
入
り
ま
じ
っ
て
入
っ
て

き
た
仏
教
の
教
え
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
お
互
い
に
調
和

し
、
一
つ
の
統
一

の
と

れ
た
教
え

に
な
り
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

イ

ン
ド
仏
教

に
お
い
て
は
、
い
く
つ

か
の
学
派
が
成
立
し
、
異

な
っ
た
立

場

を
主
張

し
た
と

し
て

も
。
そ
れ
ら
は
す

べ
て
歴
史
的
な
ブ
ッ
ダ
に
対
す
る

あ
る
種
の
リ
ン
ケ

ー
ジ
を
も
つ
こ
と

が
で
き
た

。
し
か
し
、
中
国
に
お
い
て

は
、
仏
教
は
外

来
の
宗
教
で
あ
り
、
中
国
社
会

の
中

に
お
け
る
仏
教
の
存
在

を
常
に
正
当
化

す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
さ
ら

に
、
異
な

っ
た
多
く
の
経
典
は

す
べ
て

ブ
ッ
ダ
の
言
葉
と
し
て
聖
な
る
も
の
で
あ

っ
た

。
し
た
が
っ
て
、
中

国
の
仏
教
徒
は
、
仏
教
の
伝
統
を
全
体
的
に
説
明
す

る
体
系
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
こ
で

、
中
国
仏
教
に
お
い
て

、
教
え

の
説
か
れ
た
形

式
、
方
法
、
順
序
、
説
か
れ
た
意
味
内
容
な
ど
に
よ
っ
て
教
え

を
分
類
し
体

系

づ
け
、

ブ
ッ
ダ
の
真
の
意
図
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
教
相
判
釈
と
い

う
解

釈
方
法

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

グ
レ
ゴ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
教
相
判
釈
に
は
、
(
1
)
も
と
も
と
非
仏
教
徒
の
中

国
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
に
対
す
る
仏
教
の
説
き
方
、
(
2
)
中
国
に
伝
え
ら
れ

た
多
数
の
、
し
ば
し
ば
互
い
に
異
な
る
仏
教
の
教
え
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す

る
か
、
と

い
う
二

つ
の
解
釈
学
的
問
題

が
含

ま
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、

教
相
判
釈
は
、
莫
大
な
、
と
き
に
は
互

い
に
異

な
る
説
き
方
を
す
る
経
典
に

体
系
化
を
与
え
る
規
則
を
見
つ
け
る
た
め
の
解

釈
学
的
方
法
で
あ
る
。
グ
レ

″解″7
3



ゴ
リ
ー
は
、
と
く
に
智
嚴
、
法
蔵
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
華
厳
宗
の
解
釈
学
で

あ

る

五

教

判

を

と

り

あ

げ

、

最

終

的

に

華

厳

経

を

完

全

な

教

え

と

す

る

解

釈

学

的

立

場

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

。

ま

た

、

法

蔵

の

華

厳

五

教

章

に

よ

れ

ば

、

華

厳

経

の

十

十

法

門

は

、

ブ

ッ

ダ

が

菩

提

樹

下

で

成

道

後

の

二

週

間

目

に

海

印

定

に

入

っ

て

い

た

と

き

説

か

れ

た

。

そ

れ

は

、

直

接

的

に

プ

ッ

ダ

の

さ

と

り

の

内

容

を

あ

ら

わ

し

て

い

る

か

ら

、

華

厳

経

は

他

の

す

べ

て

の

教

え

よ

り

も

す

ぐ

れ

て

い

る

。

華

厳

経

が

ブ

ッ

ダ

の

完

全

な

教

え

で

あ

る

と

い

う

華

厳

経

の

主

張

は

、

教

え

が

説

か

れ

た

と

信

じ

て

い

る

こ

の

ユ

ニ

ー

ク

な

状

況

に

も

と

づ

い

て

い

る

こ

と

を

グ

レ

ゴ

リ

ー

は

明

ら

か

に

し

て

い

る

。

グ

レ

ゴ

リ

ー

の

華

厳

解

釈

学

は

、

彼

の

他

の

論

文

Ｗ

ｈ

ａ

ｔ

　
Ｈ

ａ

ｐ

ｐ

ｅ
ｎ

ｅ

ｄ

　
ｔ

ｏ

ｔ
ｈ
ｅ
 
"
Ｐ
ｅ
ｒ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
　
ｌ
ｅ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｇ
"
？
　
Ａ
ｎ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｌ
ｏ
ｏ
ｋ
　
ａ
ｔ
　
Ｈ
ｕ
ａ
-
ｙ
ｅ
ｎ
　
Ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ

H
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
ｅ
ｕ
ｔ
ｉ
ｃ
ｓ
．
　
(
"
B
ｕ
ａ
ｄ
d
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
　
H
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
ｅ
ｕ
ｔ
ｉ
ｃ
ｓ
"
 
ｅ
ｄ

．

ｂ
ｙ
　
Ｄ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｄ
　
Ｓ

．

Ｌ
ｏ
ｐ
ｅ
ｚ
,

Ｊ

ｒ

．
）

に

お

い

て

、

さ

ら

に

多

角

的

な

立

場

か

ら

論

じ

ら

れ

て

い

る

。

一
九
八
四
年
六
月
に
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
開
か
れ
た
仏
教
解
釈
学
の
学
会
に

お

け

る

発

表

も

、

経

論

に

見

ら

れ

る

解

釈

学

、

注

釈

者

や

祖

師

の

解

釈

方

法

が

中

心

に

な

っ

て

い

る

。

三

J
ｏ
ｈ
ｎ
　
Ｃ

．

Ｍ
ａ
ｒ
ａ
ｌ
ｄ
ｏ
:
　
Ａ
　
Ｒ
ｅ
ｖ
ｉ
ｅ
w
ｏ
ｆ
　
Ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
　
Ａ
ｐ
ｐ
ｒ
ｏ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
ｔ
ｏ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
―

ｎ
ｅ
ｕ
ｔ
ｉ
ｃ
ｓ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ｃ
ｉ
ｔ
ｙ
　
i
n
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉ
ｓ
m
（
一
九
八
五
、

大

谷

大

学

真

宗

総

合

研

究

所

。

研

究

所

記

要

第

三

号

、

Ｈ

ｅ
ｒ

ｍ

ｅ
ｎ

ｅ
ｕ

ｔ
ｉ
ｃ
ｓ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｈ

ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
-

ｎ
ｃ
ｉ
ｔ
ｙ
　
i
n
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉ
ｓ
m

，

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｅ

ａ
ｓ

ｔ
ｅ
ｒ

ｎ

　
Ｂ

ｕ

ｄ

ｄ

ｈ

ｉ
ｓ
ｔ

，
　
Ｎ

ｅ
w

　
Ｓ

ｅ
ｒ

ｉ
ｅ

ｓ
，

S
ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
，
　
１
９
８
６
．
)
は
、
西
洋
の
解
釈
学
の
観
点
か
ら
仏
教
解
釈
学
の
諸
問
題
を

見
な
お
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
、
デ

ィ
ル
タ
イ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ガ
ダ
マ
ー
、
リ
ク
ー
ル
、
フ
ー
コ
ー
な
ど
を
と

り

あ

げ

て

解

釈

学

の

伝

統

を

概

観

し

、

と

く

に

ガ

ダ

マ

ー

の

解

釈

学

が

仏

教

解

釈

学

の

問

題

に

と

っ

て

最

も

重

要

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

マ

ラ

ル

ド

は

、

ガ

ダ

マ

ー

の

解

釈

学

を

Ｗ

ａ

ｈ

ｒ

ｈ
ｅ

ｉ
ｔ

　

ｕ

ｎ

ａ

　

Ｍ

ｅ

ｔ

ｈ
ｏ

ｄ
ｅ

：

G
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
ｚ
ｕ
ｇ
ｅ
 
ｅ
i
n
ｅ
ｒ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｄ
ｐ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
ｅ
ｕ
ｔ
ｉ
ｋ
　
（
Ｔ
ｕ
ｂ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ

，
　
３

ｒ

ｄ

．

ｅ
ｄ
．
　
１
９
７
２
)
に
も
と
づ
い
て
次
の
三
点
に
ま
と
め
、
仏
教
解
釈
学
の
問
題
に
関

連
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
(
1
)
テ
ク
ス
ト
を
理
解
す
る
過
程
に
お
い
て
、
わ

れ
わ
れ
が
も
ち
こ
む
先
人
見
（
偏
見
）
(
V
o
ｒ
ｕ
ｒ
ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
）
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な

ら

な

い

。

そ

の

役

割

を

正

し

く

知

り

、

そ

れ

が

ど

の

よ

う

に

次

第

に

変

化

さ

せ
ら
れ
る
の
か
を
注
目
す
る
。
(
2
)
わ
れ
わ
れ
と
過
去
の
テ
ク
ス
ト
あ
る
い
は

著

者

と

の

間

の

歴

史

的

距

離

を

識

別

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

だ

か

ら

理

解

と

は

、

わ

れ

わ

れ

自

身

の

地

平

と

テ

ク

ス

ト

の

地

平

と

を

融

合

す

る

プ

ロ

セ

ス

で

あ

る

。

そ

れ

は

Ｈ

ｏ

ｒ

ｉ
ｚ
ｏ

ｎ

ｔ
ｖ

ｅ
ｒ
ｓ

ｃ

ｈ

ｍ

ｅ

ｌ
ｚ
ｕ

ｎ

ｇ

　
（

地

平

の

融

合

）

で

あ

る

。

ガ

ダ

マ

ー

は

ま

た

、

理

解

に

お

け

る

こ

の

地

平

の

融

合

の

過

程

を

Ｗ

ｉｒ

ｋ
ｕ

ｎ

ｇ
-

ｓ
ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
（
影
響
史
）
と
も
い
っ
て
い
る
。
(
3
)
現
代
の
読
者
で
あ
る
わ
れ

わ

れ

が

、

理

解

し

よ

う

と

す

る

テ

ク

ス

ト

の

影

響

史

に

対

し

て

立

っ

て

い

る

解

釈

学

的

な

状

況

（

Ｓ

ｉ
ｔ

ｕ

ａ

ｔ
ｉ

ｏ

ｎ

）

を

自

覚

す

る
w

ｉ
ｒ

ｋ

ｕ

ｎ

ｇ

ｓ
ｇ

ｅ

ｓ
ｃ

ｈ

ｉ
ｃ

ｈ

ｔ

ｌ
ｉ
ｃ

ｈ

ｅ
ｓ

Ｂ
ｅ
w
ｕ
s
s
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
（
影
響
史
の
自
覚
）
と
い
う
概
念
は
、
仏
教
解
釈
学
の
問
題
に

と

っ

て

最

も

大

切

で

あ

る

。

と
こ
ろ
で
、
マ
ラ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
仏
教
解
釈
の
伝
統
的
な
方
法
で
あ
る



了
義
（
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ａ
）
、
不
了
義
（
ｎ
ｅ
ｙ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ａ
）
ま
た
は
教
相
判
釈
は
、
西
洋
の
解

釈

学

か

ら

見

れ

ば

、

非

常

に

条

件

づ

き

の

意

味

に

お

い

て

の

み

解

釈

学

的

で

あ
り
、
む
し
ろ
経
典
釈
義
（
ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
ｕ
ａ
ｌ
　
ｅ
ｘ
ｅ
ｇ
ｅ
ｓ
ｉ
ｓ
）
で
あ
る
。
仏
教
の
経
論

に

は

多

く

の

経

典

釈

義

が

み

ら

れ

る

。

解

釈

学

の

観

点

か

ら

す

れ

ば

、

そ

れ

ら

に

は

、

解

釈

の

方

法

と

範

囲

を

決

定

す

る

こ

と

、

テ

ク

ス

ト

の

分

類

に

つ

い

て

の

妥

当

性

を

考

察

す

る

こ

と

、

解

釈

の

一

般

的

理

論

を

構

築

す

る

こ

と

、

が

欠

け

て

い

る

。

そ

こ

で

、

仏

教

解

釈

学

を

確

立

す

る

た

め

に

は

、

わ

れ

わ

れ

が

理

解

し

よ

う

と

す

る

伝

統

や

テ

ク

ス

ト

に

相

対

し

て

、

わ

れ

わ

れ

が

立

っ

て

い

る

解

釈

学

的

状

況

を

認

識

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

と

え

ば

、

道

元

が

仏

典

を

解

釈
し
た
方
法
を
わ
れ
わ
れ
が
と
り
あ
げ
る
場
合
、
(
1
)
わ
れ
わ
れ
が
道
元
を
解

釈
す
る
た
め
に
用
い
る
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
、
(
2
)
道
元
の
解
釈
に
つ
い
て

わ

れ

わ

れ

が

解

釈

す

る

歴

史

的

コ

ン

テ

ク

ス

ト

を

明

ら

か

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

と

ご

フ

ル

ド

は

述

べ

て

い

る

。

以
上
の
よ
う
に
、
マ
ラ
ル
ド
は
、
西
洋
の
解
釈
学
、
と
く
に
ガ
ダ
マ
ー
の

解

釈

学

か

ら

多

く

の

ヒ

ン

ト

を

得

て

、

仏

教

解

釈

学

を

考

察

す

る

場

合

に

お

け

る

重

要

な

問

題

提

起

を

し

て

い

る

。

ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
Ｌ
u
i
s
 
〇
・
 
G
o
m
e
z
は
、
仏
教
解
釈
学
に
本
格
的
に
取

り

組

ん

で

い

る

学

者

の

一

人

で

あ

る

。

彼

の

ペ

ー

パ

ー

Ｔ

ｈ

ｅ

　
Ｓ

ｃ

ｈ

ｏ

ｌ
ａ
ｒ

ｌ
ｙ

Ｓ

ｔ
ｕ

ｄ

ｙ

　
ｏ

ｆ

　
Ｂ

ｕ

ｄ

ｄ

ｈ

ｉ
ｓ
m

：
　

Ｇ

ｏ

ａ

ｌ
ｓ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｐ

ｒ

ｉ
ｎ

ｃ

ｉ
ｐ

ｌ
ｅ

ｓ

　
ｏ

ｆ

　
Ｒ

ｅ

ｓ
ｅ

ａ
ｒ

ｃ

ｈ

（

Ａ

ｄ
ｄ

ｒ

ｅ
ｓ
ｓ

Ｄ
ｅ
ｌ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｄ
　
ｂ
ｅ
ｆ
ｏ
ｒ
ｅ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
３
８
 
ｔ
ｈ
　
Ｍ
ｅ
ｅ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｎ
ｉ
ｈ
ｏ
ｎ
　
Ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｇ
ａ
ｋ
ｕ
-
Ｂ
ｕ
ｋ
ｋ
ｙ
ｏ
-
 

ｇ
ａ
ｋ
ｕ
-
ｋ
ｅ
ｎ
ｋ
ｙ
ｕ
k
a
i
,
　
J
ｕ
ｎ
ｅ
　
７
 
ｔ
ｈ
,
　
１
９
８
７
．
）
　
＾
、
過
去
の
テ
ク
ス
ト
と
現
在
の
読

者
と
の
間
に
あ
る
文
化
的
、
歴
史
的
距
離
を
の
り
こ
え
る
解
釈
学
の
方
法
を

仏

教

研

究

に

適

用

し

よ

う

と

試

み

る

点

で

注

目

に

値

す

る

。

そ

の

第

一

章

は

、

「
仏

教

研

究

と

解

釈

学

理

論

（
Ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉｓ
ｔ
　
Ｓ
ｔｕ
ｄ
ｉｅ
ｓ
 
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
ｅ
ｕ
ｔ
ｉｃ
ａ
ｌ

T
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｙ
）
」
と
い
う
題
の
も
と
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

ゴ
メ
ス
に
よ
れ
ば
、
仏
教
の
研
究
は
、
解
釈
を
事
と
す
る
学
問
で
あ
る
。

古
典
的
な
仏
教
文
献
の
研
究
は
「
知
の
考
古
学
（
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ａ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｙ
）
」
と
い
え

る

。

そ

れ

は

、

隠

さ

れ

た

テ

ク

ス

ト

を

発

掘

し

、

そ

の

ベ

ー

ル

を

剥

い

で

ゆ

く

過

程

で

あ

る

。
「
知

の

考

古

学

」

と

は

、

表

層

の

諸

資

料

の

下

に

あ

る

全

体

と

し

て

の

意

味

や

、

相

互

の

関

連

性

や

、

重

要

な

象

徴

的

意

味

（
ｓ
ｉｇ
ｎ
ｉｆｉ
-

ｃ
ａ
ｎ
ｔ
　
m
e
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｏ
ｒ
）

見

い

だ

し

て

い

く

仕

事

の

こ

と

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

テ

ク

ス

ト

の

理

解

に

つ

い

て

、

ゴ

メ

ス

は

次

の

よ

う

に

論

じ

て

い

る

。

「
個

々

の

読

み

が

そ

れ

自

体

の

制

約

を

伴

っ

た

そ

れ

ぞ

れ

の

コ

ン

テ

ク

ス

ト

を

創

り

出

し

て

ゆ

く

の

で

す

。

個

々

の

読

み

は

歴

史

の

内

で

生

ず

る
の
で
す
。
〔
中
略
〕
"
変
化
し
つ
つ
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
変

化
し
つ
つ
あ
る
意
味
"
を
簡
潔
に
示
す
た
め
の
用
語
と
し
て
こ
こ
で
用

い
る
。
"
歴
史
（
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ
）
"
も
ま
た
、
現
在
起
こ
り
つ
つ
あ
る
も
の
で

す
。
」
〔
G
o
m
e
z
 
p
.
4
〕

こ

れ

は

、

わ

れ

わ

れ

が

テ

ク

ス

ト

を

理

解

し

よ

う

と

す

る

と

き

に

お

こ

る

、

わ

れ

わ

れ

へ

の

、

そ

し

て

テ

ク

ス

ト

へ

の

作

用

の

で

き

ご

と

と

し

て

の

歴

史

で
あ
り
、
ガ
ダ
マ
ー
が
い
う
影
響
史
（
Ｗ
ｉ
ｒ
ｋ
ｕ
ｎ
ｇ
ｓ
ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
）
を
問
題
と

し

て

い

る

こ

と

が

明

ら

か

で

あ

る

。

「
読
み
手
は
テ
ク
ス
ト
が
彼
の
地
平
（
h
o
r
i
z
o
n
）
の
彼
方
に
あ
る
と
い

一7
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う
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
(
"
私
は
変
わ
る

で

し

ょ
う

し

、
私

が

読

む

に

つ

れ
て

、
テ

ク
ス

ト

も

変

わ

る
で

し

ょ

う

″

と

い

う
）

読

み

の
弁

証

法

を

受

け

入

れ

る

こ

と

に

よ

っ
て

テ

ク
ス

ト

に

身

を

委

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

す

。
読

み
手

が

意

味

を

形

成

す

る

の

で

す

が

、

だ

か

ら

と

言

っ
て

そ

の

ま

ま

、

意

味

が

テ

ク
ス

ト
に

持

ち

来

た

ら

さ

れ

る
こ

と

は
あ

り

得

ま

せ

ん

。

意

味

は

、

読

み

の

制

約

に

関

す

る

私

達

の
先

入

見

（
ｐ
ｒ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）
と

、

テ

ク
ス

ト

が

読

み

に

関

し

て

私

達

に

教

え

て

く

れ

る

こ
と

と

の
間

に

生

ず

る

葛
藤

か

ら

生

じ
て

く

る

の

で

す

。

制

約

は

所

与

の

も

の
と

し

て

出
発

す

る

わ

け

で
す

が
、

そ

れ

ら

は

「
テ

ク

ス

ト
と

読

み
手

の
間

に
置

か

れ

た
」

距

離

や
読

み

の

相
互
作
用
に
よ
っ
て
変
化
し
ま
す
。
」
〔
Ｇ
o
ｍ
ｅ
ｚ
 
p
.
 
4
〕

こ

こ

に

ガ
ダ

マ

ー
の
解

釈
学

の
影

響

を

指

摘

す

る
こ

と

が
で

き

る

。

ガ

ダ

マ
ー
に
よ
れ
ば
、
先
入
見
（
Ｖ
ｏ
ｒ
ｕ
ｒ
ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
）
は
、
も
の
を
見
る
た
め
の
出
発
点

で

あ

る

が

、
そ

れ

を
固

執

す

れ

ば

独
断

に

お
ち

い

る
。

読

み

手

は

、

テ

ク

ス

ト
と

対

話

し

、
自

ら
問

い

を
問

う

こ
と

に

よ

っ
て

自

己

の
先

入
見

が
修

正

さ

れ

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

。

す

な

わ

ち

、
読

み

手

の

地
平

と

テ

ク

ス

ト

の
地

平

と

を
弁

証

法

的

に

止

揚

し

て

、

テ

ク

ス

ト

の
中

の
事

柄

を

新
し

い

視
点

に
立

っ
て
見
な
お
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
解
釈
と
は
、
読
み
手
と
テ
ク
ス
ト
と

が

、
溶

解

し

た

地

平

の

な

か

で

新

た

に
見

な

お
す

積

極

的

で
生

産

的
な

作

業

で
あ
る
。
ゴ
メ
ス
の
言
う
「
（
"
私
は
変
わ
る
で
し
ょ
う
し
、
私
が
読
む
に
つ

れ
て

、

テ

ク

ス

ト

も

変

わ

る

で

し

ょ

う
″

と

い
う

）

読

み

の
弁

証

法

を

受

け

入

れ

る

こ

と

に

よ

っ
て

テ

ク
ス

ト

に
身

を

委

ね

な
け

れ

ば

な
ら

な

い

の

で

す
。
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
次
に
ゴ
メ
ス
は
Ｍ
ｅ
ｔ
ｔ
ａ

Ｓ
ｕ
ｔ
ｔ
ａ
　
（
Ｓ
ｎ

．
　
１
，
　
８
」
，
　
Ｍ
ａ
ｄ
ｈ
ｕ
ｐ
ｉ
ｉ
n
d
i
ｋ
ａ
-
ｓ
ｕ
ｔ
ｔ
ａ
　
（
Ｍ
Ｎ
　
１
８
）
　
を
と
り
あ
げ
、
上

記

の

原

則

の

適

用

法

を

試

み

て

い

る

が

、

紙

幅

の

関

係

で

省

略

す

る

。

四

仏
教
研
究

に
お
い
て
、
方
法
論
の
問
題

は
最

も
大
切
で
あ
る
。
ア

メ
リ
カ

の
仏
教
学
者

が
仏
教
研
究

の
方
法
と

し
て
試
み
て
い
る
仏
教
解
釈
学
を
参
考

に
し
て
、
わ

れ
わ
れ

の
仏
教
研
究
の
方
法
論
を
一
度
反
省
し
て
み

る
必
要
が

あ

る
。

日
本
の
仏
教
研
究

に
お
い
て
は
文
献
学
と
歴
史
学
と
に
よ
る
研
究
方
法
が

主
流

に
な

っ
て
い
る
。
文
献
学
と
歴

史
学
と
は
、
客
観
的
、
実
証
的
な
方
法

に
よ

っ
て
仏
教
を
解
明
す
る
学
問
で
あ
り
、
仏
教
文
献
や
仏
教
の
歴
史
的
事

象
は
そ
れ
ら
の
研
究
領
域
に
含
ま
れ
る

。
し
か
し
、
言
葉
を
超
え
、
時
間
を

超
え
た
仏
教
の
真
理
そ
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
文
献
学
や
歴
史
学
に
よ
っ
て

明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
献
学
と
歴
史
学
と
は
仏
教
研
究
の
方

法
と
し
て
は
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
方
法
を
補
う
も
の
と
し
て

仏
教
解
釈
学
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
考
察
し
た

い
。

（
な
が
さ
き
・
ほ
う
じ
ゅ
ん
、
イ
ン
ド
哲
学
・
仏
教
学
、
大
谷
大
学
教
授
）
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