
〈
研

究

論

文

８

〉

存
在
と
原
因
を
め
ぐ
っ
て
の
初
期
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
中
観
派

―
―
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
、
構
成
要
素
化
、
普
遍
化
と
そ
の
否
定
―
―

（
一
）私

は

『

比

較

思

想

研

究

』

第

一

八

号

に

お

い

て

さ

さ

や

か

な

試

み

と

し

て

で

あ

る

が

プ

ラ

ト

ン

の

著

作

に

み

ら

れ

る

プ

ラ

ト

ン

の

哲

学

と

『

八

千

頌

般

若

経

』

と

を

あ

る

視

点

か

ら

比

較

し

た

。

今

回

は

そ

れ

に

続

く

も

の

と

し

て

初

期

プ

ラ

ト

ユ

ズ

ム

と

中

観

派

と

を

比

較

す

る

。

プ

ラ

ト

ニ

ズ

ム

と

は

こ

こ

で

は

プ

ラ

ト

ン

以

外

の

者

に

よ

る

プ

ラ

ト

ン

の

哲

学

に

つ

い

て

の

理

解

な

い

し

解

釈

と

し

て

お

く

。

ま

た

初

期

プ

ラ

ト

ニ

ズ

ム

の

下

に

私

の

考

え

て

い

る

の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
、
「
書
か
れ
る
こ
と
の
な
い
思
想
〈
■

Ａ

ｒ

ｉｓ

ｔ
．

　
Ｐ

ｈ
ｙ

ｓ

．
　
２
０

９
ｂ
１
５

）
　」

と

称

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

プ

ラ

ト

ン

に

は

著

作

の

形

で

の

書

く

と

い

う

行

為

に

は

決

し

て

委

ね

ら

れ

な

か

っ

た

も

の

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

、

そ

れ

は

、

プ

ラ

ト

ン

に

よ

っ

て

ア

カ

デ

メ

イ

ア

で

の

講

義

な

い

し

問

答

の

対

象

と

さ

れ

た

際

に

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

屋
　

敷
　

紘
　

一

そ
の
他
の
者
に
よ

っ
て
記
録

さ
れ
た
と

考
え

ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
書

か

れ
る
こ
と
の
な
い
思
想
」
は
プ
ラ
ト
ン
以
外

の
者

に
よ
る
証
言
か
ら

な
る
の

で
あ

る
が
、
し

か
し

そ
れ
は
、
そ
の

よ
う
に
間
接

的
な
証
言

か
ら

な
る

だ

け
に
、
真
に
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
哲
学
に
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
う
る
か
ど

う

か
、
と

い
う
点
で
論
争
が
あ
り
、
そ
れ
は
未

だ
に
決
着
を
み
な
い
。
し

か

し
そ
れ

に
も

か
か
わ
ら
ず
明
確

に
言
え

る
こ

と
は
、
「
書

か
れ
る
こ
と

の
な

い
思
想
」

は
そ
れ
以
後
の
プ
ラ
ト
ユ
ズ

ム
の
原
型

を
な
し
、
特
に
新
プ
ラ
ト

ン
主
義

に
対
し
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て

、
「
書

か
れ

る
こ
と
の

な
い
思

想
」
は
証
言

に
よ
る
と
三
つ

の
部
分

か
ら
な

る
。
第
一
部

に
よ
る
と
、
プ
ラ
ト

ン
は
、
全
存
在
者
と
そ
の
究
極
的

原

理
で
あ

る
一
と
不
定
の
二

（
大
と
小

）
と
は
次
の
よ
う

な
関
係
に
あ
る
と

考

え

て

い

る
。

目

に
見

え

ず

自

然

学

の

対

象

で

あ

る
物

体

は
、

感

覚

的

に

知

覚

さ
れ

う

る
物

体

よ
り

も

存

在

論

的

に

先

で

あ

る

。
し

か
し

三

次

元

の

図
形

″
り

ｑ

Ｗ



と

し

て

の
み

の

物

体

、

す

な

わ

ち
立

体

は

こ

の

目

に
見

え

な

い
物

体

よ

り
も

先

で

あ

る
。

さ
ら

に
面

は
立

体

の
限

定

と
し

て

立
体

よ
り

も

先

で

あ

る

。
次

に

、
線

は
面

の

限

定

と

し

て

面

よ
り

も

先
で

あ

る
。

さ
ら

に

点

は
線

よ

り

も

先
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
点
は
一
（
単
位
）
に
対
応
す
る
。
数
は
一
の
多
さ
で

あ

る
。

そ

れ

故

、

一
　
（
第

一

の

単
位

）

は
感

覚

的
物

体

の
最

終

的

な
限

定
で

あ

る
。

他
方

、

不

定

の

二
は

絶

対

的

に

無
限

定

な
も

の
で

あ

る
。

す

な

わ

ち

一
と
不
定
の
二
と
は
感
覚
的
物
体
の
究
極
的
な
構
成
要
素
（
■
）
で

あ

る
。

と

い

う
の

は

、

数

は
単

位
の

多

さ
と

し

て
諸

単

位

か
ら

な

る

よ

う

に

、

全
存
在
者

は
い
わ
ば
単
位

と
し
て

の
こ
れ
ら

の
構
成
要

素
か
ら

な

る
の
で

あ

る
。

第
二
部

に
よ
る
と
、
全
存
在
者
は
そ

れ
自
体
で
在
る
も
の
と
対
立
し
て

い

る
も

の
と

に
分
け
ら
れ

る
。
対

立
し
て

い
る
も

の
は
さ
ら

に
反
対

の
も

の
と

関
係

的
な
も

の
と

に
分
け
ら
Ｊ

る
。

こ
こ
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
が
み
ら

れ
る
こ

と
に
注
目
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

と
こ
ろ
で

そ
れ
自
体
で
在

る
も

の
（
人

間
、
馬
、
土
そ
の
他
）
は
普
遍
化
に
よ
っ
て
一
ヘ
還
元
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

一
は
そ
れ
自
体
で
あ

る
も
の

の
最
高

類
で
あ
る
。
さ
て

、
反
対

の
も

の
（
善

い
と
悪

い
、
正
し

い
と
不
正

の
、
静
止

と
運
動

、
生
と
死

、
そ

の
他
）

は
さ

ら
に
よ
り
多
く
と
よ
り
少
な
く

と
い
う
こ
と

を
受
け
入
れ

る
こ
と

の
で
き

な

い
も
の
と
、
受
け

入
れ
る

こ
と
の
で
き

る
も

の
と
に
分

け
ら

れ

る
。
前
者

（
善

い
、
正

し
い
、
静
止
、

生
、
そ
の

他
）

は
普
遍
化

に
よ

っ
て

等

に
還
元

さ
れ
る
。
ま

た
他
方
、
後
者

（
悪

い
、
不
正

の
、
運
動

、
死
、
そ

の
他
）

は

同
じ

く
普
遍
化

に
よ

っ
て
不
等

に
還
元

さ
れ

る
。
さ
ら

に
等

は
一

に
還
元

さ

れ
る
。

そ
れ
に
対

し
て
不

等
は
不
定
の
二

に
還
元

さ
れ

る
。
ま

た
関
係
的
な

も
の
（
二
倍
と
半
分

、
よ
り
大
き

い
と
よ
り
小

さ
い
、
よ

り
多

い
と
よ
り
少

な
い
、
そ
の
他
）

は
普
遍
化

に
よ

っ
て
超
過
と
不

足
、
す

な
わ
ち
不
定
の
二

（
大
と
小
）

に
還
元

さ
れ
る
。
そ
し
て
同
、

等
、
類

似
が
一

に
続

く
最
高
類

と
し
て

、
他
方

、
異
、
不

等
、
非
類
似
が
不
定
の
二
に
続

く
最
高
類
と
し
て

位
置
づ
け

ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
全
存
在
者
、
す
な

わ
ち
、
そ
れ
自
体
で

あ
る
も
の
と
反
対

の
も
の
と
関
係
的
な
も
の
と
は
普
遍
化

に
よ

っ
て
一
と
そ

の
否

定
で

あ
る
不

定
の
二

（
す

な
わ
ち
、
多
）
と
に
還
元

さ
れ
る
。
一
と
そ

の
否

定
で

あ
る
不

定
の
二
と

は
カ
テ

ゴ
リ

ー
化
の
極
限
で
あ
り
、
全
存
在
者

の
究
極
的
な
原
理
（
■
）
で
あ
る
。

第
三
部

に
よ
る
と
、
十
あ
る

い
は
四

ま
で
の
イ

デ
ア
数

（
一
に
続
く
原

理

的
な
も

の
）

は
一

に
よ

っ
て
不
定
の
二

か
ら
生
み
出
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
派

生
的
な
イ

デ
ア
数

（
例
え
ば
、
人
間
そ
の
も
の
）
は
こ
れ
ら
の
第
一
次
的
な

イ
デ
ア
数

に
よ
っ
て
不

定
の
二

か
ら
生
み
出
さ
れ
る
。
次

に
、
イ

デ
ア
的
図

形

〈
第
一
の
線

、
第
一
の
面

、
第
一
の
立
体
）
が
第
一
次
的
な
イ

デ
ア
数
に

よ
っ
て
大

と
小

（
不

定
の
二
）

か
ら
生
み
出
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
派
生
的
な
、

イ
デ
ア
的
図
形

（
火
そ
の
も

の
、
そ
の
他
）
は
以
上
の
第
一
次
的
な
図
形

に

よ

っ
て
大

と
小

か
ら

生
み
出

さ
れ

る
。
イ
デ
ア
数
と
イ

デ
ア
的
図
形
と
は
、

次
に
、
不

定
の
二
か
ら

、
数
学
的
事
物
、
す
な
わ
ち
数
学
的
な
学
問
（
算
術
、

平

面
幾
何

学
、
そ

の
他
）

の
対
象
を
生
み
出
す
。
イ
デ
ア
数
と
イ
デ
ア
的
図

形

と
は
、

さ
ら

に
、
不
定
の
二

か
ら
感
覚
的
に
知
覚
さ
れ
う
る
も
の
を
生
み

出

す
。
す

な
わ
ち

、
全
存
在
者

は
、
一
が
不
定

の
二
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ

派観中とムズユトラプ期初のて
っ

ぐめを因原と在存１9 7



つ
て

、
数

―
線

―
面
－

立
体
と
い
う
次
元
の
関
連

に
基
づ

い
て
段
階
的
に
生

み
出

さ
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
「
書
か
れ
る
こ
と
の
な

い
思
想
」
全
体

か
ら
明
ら
か
と
な

る
の
は
、
「
あ
る
」
と
い
う
概
念

は
カ
テ

ゴ
リ

ー
化
と
と

も
に
登
場
す

る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
存
在
す
る
も
の
の
存
在
す
る
あ
り
方
に
お
け
る

区

別
が

カ
テ

ゴ
リ

ー
化
で
あ
る
。
そ
し
て
究
極
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
は
一
と
多
、

一
と
異
、
有
と
無
と

い
う
肯
定
と
否

定
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
思
考

は
こ
の
存
在
す
る
も
の
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
、
原
因
（
■
）
の
把
握
を

目

差
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て

原
因

は
構
成
要
素
化
と
普
遍
化

に
よ

っ
て
求
め

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
素
化
に
よ
っ
て
全
存
在
者
の
構
成
要
素
（
■

）
と
さ
れ
、
普
遍
化
に
よ
っ
て
全
存
在
者
の
原
理
（
■
）
と
さ
れ

る

の
が
、
一
と
不

定
の
二
で

あ
る
。

し
た
が

っ
て
存
在
と
そ
の
原
因

を
め
ぐ

っ
て

そ
の
論
議
の
根
底
で

働
い
て

い
る
原
理
的
な
思
惟
方
法
は
カ
テ
ゴ
リ
ー

化

、
構
成
要
素
化

、
普
遍
化

と
い
う
三
つ
の
方
法
的
手
続
き
で
あ
り
、
こ
こ

に
ギ
リ

シ
ャ
哲
学
の
総
決
算
が
あ
る
と
言
え
る
。
さ
て
、
そ
れ
を
つ
ぎ
に
古

代

イ

ン
ド

に
み
て
み
よ
う
。

（
二
）
チ
ャ
ー

ン
ド
ー
ギ

ヤ
・
ウ

パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
中
の
ウ

ッ
ダ

ー
ラ
カ
の
言
葉
に

は
（
６
.
２
-
６
）
、
人
間
お
よ
び
自
然
的
事
物
は
、
有
（
s
a
t
)
か
ら
生
ま
れ
た

熱

、
水
、
食
物
か
ら
な
る
と
い
う
思

想
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
明
ら
か
に

構
成
要

素
化
の
思

惟
方
法

が
み
ら

れ
る
。
ま
た
同
じ
こ
と
は

サ
ー

ン
キ
ヤ
学

派
の
原
質
を
構
成
す
る
純
質

、
激
質

、
翳
質
や

そ
れ
か
ら
開
展

さ
れ
た
地
、

水
、
火
、
風
、
虚
空
に
つ
い
て
も
言

え
る
。
ま

た
ヴ

ァ
イ

シ
ェ
ー

シ
カ
学
派

の
実
体
の
中
の
地
、
水
、
火
、
風
も
同

様
で

あ
る
。

次

に
初
期
の
仏
教

に
展
じ
て
み
る
と
。
我

々
は
例
え
ば
相
応
部
経
典
『
比

丘
尼
相
応
』
中
で
金
剛
比
丘
尼
の
次
の
よ
う

な
言
葉
に
出
会
う

（
Ｓ
・Ｎ
・
Ｉ・ｐ
・

１３
５
）
°

部
分
の
集
合
か
ら
車
と
い
う
語
が
あ
る
よ
う
に
、
も
ろ
も
ろ
の
蘊

が

あ
る
こ
と

に
よ

っ
て
有
情
と
い
う
仮
り
の
名
が
あ
る
。

ま

た
、
中
部
経
典

の

『
象
跡
喩
大

経
』

に
は
次

の
よ
う
な

言
葉

が
あ

る

（
Ｍ

．Ｎ
．Ｉ
．ｐ
．１９
０
）
°

友
よ
、
あ
た
か
も
木

材
に
よ
り

、
つ
る
に
よ
り
、
草
に
よ
り
、
土

に

よ

っ
て
虚
空
が
囲
ま
れ
て
、
家

と
い
う
名

を
得
る
よ
う
に
、
友
よ
、
骨

に
よ
り
、
筋
に
よ
り
、
肉
に
よ
り
、
皮
膚

に
よ

っ
て
虚
空
が
囲
ま
れ
て
、

色
と

い
う
名
を
得
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

に
よ
る
と
、
部
分
の
集
合
に
よ

っ
て
車
や
家
が
あ
る
よ
う
に
、
個

人
存
在

は
五
蘊
の
集
合

に
よ

っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
構
成

要
素
化
の
思
惟
方
法
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
方
向
を
徹

底
し

た
の
が
有
部
の
五
蘊
、
十
二
処
、
十
八
界

、
五
位
七
十
五
法
の
体
系
で

あ

る
。
有
部
の
場
合
、
注
目

に
値
す
る
の
は
、
抽
象
概
念
の
実
体
化
さ
れ
た

も
の
を
構
成
要
素
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
普
遍
化
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
の
有
（
s
a
t
)
は
、

普
遍
と
は
言
わ
れ
て
い
な
い
が
、
一
な
る
も
の
（
e
k
a
）
と
し
て
、
そ
れ
に



よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
熱
、
水
、
食
物
の
多
な
る
も
の
（
b
a
h
u
）
と
対
比

さ
れ
て
い
る
（
6
.
2
）
。
こ
こ
で
は
、
普
遍
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
自
体
と
し
て

は
自
覚
さ
れ
て
い
な

い
と
し
て
も
、
普
遍

の
最
も
重
要

な
条
件

は
満
足

さ
れ

て

お
り
、

か
つ
普
遍
が
使
用
さ
れ
て

い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
次

に
ヴ

ァ
イ

シ

ェ

ー

シ
カ

学

派

に

展

ず

る

と

、

同

〈
ｓ

ｍ
ａ
ｎ
ｙ
ａ
）

と

異

（
ｖ
ｉｓ
ｅ
ｓ
ａ
）

が

我

々
の

考

察

の

対

象

と

な

る
。

実

体

で

あ

る
こ

と

、

性

質

で

あ

る

こ
と

、

運

動

で

あ

る
こ

と

、

牛

で

あ

る

こ

と

、

等

は
普

遍

（
同

）

で

あ

る

が

、

同

時

に
自

己

の

内

属
す

る

も

の

を

そ

う

で

な

い
も

の

と

異

な

ら

し

め

る

も

の

と

し

て

差

異

（
異
）

で

も

あ

る

。

他

方

、

原

子

等

は

差

異

の

み

の

も

の

（
辺

異

）

で
あ
る
。
ま
た
有
性
（
ｓ
ａ
ｔ
ｔ
ａ
,
　
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
)
は
最
高
の
普
遍
と
し
て
普
遍
の
み

の

も

の
で

あ

る
。

す

な

わ

ち

こ

こ

に

明

確

に
普

遍
化

の

思

惟
方

法

が

み

ら

れ

る

。

し

か

し
、

注

意

し

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
の

は

、

こ
れ

ら

の
普

遍

は

相

互

に
排

除

し

合

っ
て

い

て

、

あ

る

普

遍

が

他

の
普

遍

の
類

と

し

て

存

在

論

的

に

そ

れ

よ
り

も
先

で

あ

る

、

と

い

う

関

係

に
は

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

次

に
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
の
『
ヴ
ァ
ー
キ
ヤ
パ
デ
ィ
ー
ヤ
』
を
み
る
と
、
種
（
j
a
t
i
）

は
普
遍
で

あ
る
。

ま
た
有
性

（
ｓａ
ｔｔａ
）
は
最
高

の
普
遍
で

あ
り
、

種

は
す

べ
て
こ
の

有
性

に
お

い
て
確
立

さ
れ
る

（
３

．１
．３
３
）
°
し

か
し

種
相

互
の

間

に

は
あ

る
種

が

別

の
あ

る
種

に

お

い

て

確

立
さ

れ

る
と

い
う

こ

と

、
す

な

わ

ち

後
者

が

存

在

論

的

に
前

者

よ

り

も

先

で
あ

る

と

い
う

関

係

は
な

い

。
種

の

真

の
類

は
有
性
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ

に
は
存
在
論
的

に
は
二
段

階
で
あ
る
普
遍
化
が
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
ヴ

ァ
イ

シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
場

合

は
存
在
論
的
に
は
一
段
階
で
あ
る
普
遍
化
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
物

か

ら

の
普
遍
化

は
あ
る
が
、
存
在
論
的

に
は
そ
の
普
遍

の
普
遍

は
な

い
。
他
方
、

プ
ラ
ト
ン
の
場
合

は
、
イ
デ
ア
と
一
と
の
間
に
は
十

あ
る
い
は
四
ま
で
の
イ

デ
ア
数
が
少

な
く

と
も
介
在
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
プ

ラ
ト
ン
の

場

合

に

は
少

な
く

と

も
三

段

階
以

上

の

普

遍

化

が

あ

る
。

次

に
有

部

を

み

て

み

よ
う

。

心
不

相

応

行

の

中

の

同

分

〈
ｓ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｇ
ａ
ｔａ
）
は

普

遍

に

相

当

す

る
。

世
親

は
こ

の
同

分

は
ヴ
ァ
イ

シ
ェ
ー

シ
カ
学
派
の
同

に
相
応
す

る
と

し
て

い
る
。
さ
て
、
こ

の
同
分

に
よ

っ
て
有
情
は
有
情
と
し
て
、
ま
た
例
え
ば
男

は
男
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
ま
た
さ
ら
に
お
の
お
の
の
法

は
そ
れ
に
よ
っ
て

五

蘊
の
中

の
、
或

い
は
十
二
処
の
中
の
、
或

い
は
十
八
界
の
中
の
一
つ
と
し

て
認
識
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
有
部
で
も
ひ
そ

か
に
普
遍
が
前
提
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

最
後
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
で
あ
る

が
、
彼
は
有
（
s
a
t
）
か
ら
の
開
展
を
説
く
に
先
立
ち
、
無
（
a
s
a
t
）
か
ら

有
は
生
じ
な
い
、
と
い
う
主
張
を
行
な
う
（
6
.
2
）
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
自
分

の
存
在
論

的
体
系
の
中
か
ら
無
は
退
け

る
が
、
し
か
し
思
考
上

で
は
有
に
無

を
明

確
に
対

置
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
化

が
み
ら
れ

る
と
言
え

る
。
ま

た
ヴ
ァ
イ

シ
ェ
ー

シ
カ
学
派
を
考
え

て
み

る
と
、
実
体
と

そ

れ
に
内
属
す

る
性
質

や
運
動
と
の
間

に
は
、
「
書

か
れ
る
こ
と

の
な

い
思

想
」

に
お
け

る
そ
れ

自
体
で

あ
る
も
の
と
対

立
し
て

い
る
も

の
と
の
間

に
み

ら
れ

る
よ
う
な

カ
テ

ゴ
リ
ー
化
が
あ
る
。
ま
た
、
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
に
お
け
る

如
く
、
こ
の
場
合
で
も
明
ら

か
に
無
は
意
図
し
て
存
在
論
的
体
系
か
ら
排
除

さ
れ
て
い
る
が
、
し

か
し
思
考
上
で
は
無
は
有

に
明
確

に
対
置
さ
れ
て
い
る

派観中とムズエトラプ期初ので
っ

くめを因原と在存－ｎ
冫

Ｑ

ぴ



と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
も

カ
テ

ゴ
リ

ー
化
が
み
ら
れ
る
。
次

に

有
部
で
あ

る
が
、
法
を
善
、
不
善
、
無
記

に
分
け

る
と
こ
ろ

に
カ
テ

ゴ
リ

ー

化
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
存
在
す
る
一
切
の
も
の
を
実
有
、
和
合
有
、
仮
有
、

相
待
有
、
名
有

に
分
け
る
と
こ
ろ

に
も

カ
テ
ゴ
リ
ー
化
が
み
ら
れ

る
が
、
こ

の
後
者

の
カ
テ

ゴ
リ

ー
化
の
根
底

に
あ

る
の
は
、
法

の
自
性
と
刹
那
滅
と

い

う
有
と
無

、
あ

る
い
は
常
と
断
の
二
端

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

あ
る
。

さ
て

、
以
上

か
ら
言
え

る
こ
と

は
、

古
代
イ

ン
ド
の
諸
思

想
に
お
い
て

も
、

そ

の
直
接

の
体
系

の
根
底

に
は
カ
テ

ゴ
リ
ー
化

、
構
成
要

素
化

、
普
遍
化

と

い
う
方
法

上
の
手

続
き
が
原
理
的

な
思

惟
方
法

と
し
て

働
い
て

い
る
と
い
う

こ
と
で

あ
る
。

（
三
）
さ
て

次

に
、
中

観
派
で

あ
る
が
、
中

観
派
と
し
て
は
、
龍
樹

、
中

期
中

観

派

の
月

称
、
後
期
中
観
派

、
す

な
わ
ち
中
観
瑜
伽
派
の

シ
ャ
ー
ン

タ
ラ

ク
シ

タ
お
よ
び

カ
マ
ラ

シ
ー
ラ
に
限
定
し
て
考
え
る
。
中
観
派
、
特
に
龍
樹
の
批

判
の
対
象
を
な
す
の
は
―
―
外
教
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
―
―
む
し
ろ
何
よ

り
も
有
部
で
あ
る
。
龍
樹
は
批
判
の
対

象
と
な
る
個
々
の
教
説
を
そ
れ
自
体

と
し
て
問
題

に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
教
説
の
根
底

に
働

い
て

い
る

原
理
的
な
思
惟
方
法
を
抉
り
出
し
て
き
て
そ
れ
を
批
判
す

る
。
そ
し
て
そ
れ

は
結
局
、

カ
テ

ゴ
リ
ー
化
、
構
成
要
素
化
、
普
遍
化
の
批
判
と
な

っ
て

い
る

と

い
う

の
が
私

の
考
え
で
あ

る
。
龍
樹

は

『
中
論
』（
１
８
.５
）
で
次

の
よ
う

に

言

っ
て

い
る
。

業

と

煩

悩

と

の
滅

か
ら

解

脱

が

あ

る

。

業

と

煩

悩
と

は
分

別

か
ら

起

る
。

そ
れ

ら

分

別

は
言

語

的
多

様

性

（
戯

論

）

か

ら
起

る
。

し

か
し

言

語

的

多

様
性

は

空
性

に

お

い
て

滅

せ
ら

れ

る

。

こ

の

分

別

や

言

語

的

多

様

性

（
戯

論
）

と

は

何

で

あ

ろ

う

か
。

分

別

（
ｖ
ｉ
-

ｋ
ａ
ｌｐ
ａ
）

と

は

有

部

に

よ

る

と

自

性
分

別

、

計

度

分

別

、

随

念

分

別

に
分

け

ら

れ

る

が

、

こ

れ
ら

す

べ

て

に
共

通

し

て

い

る
の

は
区

別

し

て

考

え

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る
。

そ

し

て

そ

れ

は

具

体

的

に

は
私

の

考

え

で

は

存

在

と

そ

の

原
因
（
h
e
t
u
）
と
を
め
ぐ
っ
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
、
構
成
要
素
化
、
普
遍

化

が

な

さ

れ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

し
て

こ

れ

を

中

観

派

は

否

定

す

る

の

で

あ

る

。

し

か

し

そ

れ

を

次

に
み

る

前

に
中

観

派

の

自

性

（
ｓ
ｖ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
）

の

定

義

を

検

討
し

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

月
称

は

『
中

論

』

の

註

釈

『
明

句

論

』

中

の

『
中

論
』

第

一

五

章

に

関

す

る

部
分

に
お

い
て

自

性

の

定

義

を
三

つ

挙

げ

て

い

る

。

ま

ず

第

一

は

牧

者

や

婦

女

子

が

認

め

る

、

例

え

ば

、

熱

さ

を

火

の

自

性

と

す

る

も

の

で

あ

る

。

第

二

は

ア

ビ

ダ

ル

マ

の

法

の

自

性

で

あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
龍
樹
の
次
の
定
義
で
あ
る
（
『
中
論
』
（
1
5
.
2
）
）
。

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
。

龍
樹

は
こ

の
厳
密
な
意
味
で

の
自
性

の
立
場

か
ら
一
切
を
批
判
す

る
の
で
あ

る
。
我

々
は
生
き
て
行
く
上
で

何
ら

か
の
形
で
必
ず
関
係
と
い
う
も

の
を
前

提
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で

あ
る
が
、
こ
の
際
の
関
係
は
龍
樹

に
よ

れ
ば
必
ず

自
性
を
前

提
と
し

た
関
係
で

あ
り
、
し
か
も
こ
の
自
性
は
、
厳
密

に
考
え
ら

れ
る
と
、
こ
の
関
係

を
退
け

る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
一
切

は
無



自

性

で

あ

る

、

と

い

う

こ

と

が

導

か

れ

て

く

る
。

次

に

具

体

的

に

検

討

し

て

み

よ

う
。

ま

ず

。

構

成
要

素

化

に
つ

い
て

で

あ

る

が

、

龍

樹

は

『
中

論

』

第

三

、

四

、

一

四

章

に

お

い

て

、

五

蘊

、

十

二

処

、

十

八

界

と

い
う

も

の

が

成

り

立

た

な

い
と

い

う

こ

と

を

自

分

の

自

性

の

定

義

を

適

用

す

る

こ

と

に
よ

っ
て

示

し

て

い

る
。

ま

た

構

成

要

素

と

い
う

も

の

は

、

構

成

要

素

の

結

合

あ

る

い

は
集

合

を

前

提

と

す

る

の

で

あ

る

が
、

そ

の

結

合

あ

る

い

は
集

合

と

い
う

こ
と

の

成

り

立
た

な

い
こ

と

を
第

一
四

、

二
〇

章

に
お

い

て

同

じ

仕

方

で

示

し
て

い

る
。

し

た
が

っ
て

龍

樹

は
彼

の

自
性

の
考

え

方

か
ら

構

成

要

素

化

と

い

う
思

惟

方

法

そ
の

も

の
を

否

定

し

て

い

る

の
で

あ

る
。

次

に
普

遍

化

で

あ

る

が

、
有

部

の
構

成

要

素

化

は
元

来

普

遍

化

を
退

け

る

性
質

の
も

の
で

あ

る

。

と

い

う

の

は
、

全
体

は
部

分

に

依

存

せ

ず

に

そ

れ

自

体

で
存

在

す

る

と

い

う

考

え

方

な

し

に

は

普
遍

と

い

う

も

の

は

存

在

し

得

な

い

の

で

あ

る

が

、

有

部

の

構

成

要

素

化

は

こ

の

考

え

方

を

退

け

る

か

ら

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

中

観

派

は

構

成

要

素

化

へ

の

論

及

を

通

し

て

普

遍

化

を

否

定

し

て

い
る

こ

と

に
な

る
の

で

あ

る

。

し

か

し

中

観

派

が

直

接

普

遍

化

を

否

定

し

て

い
る

場

合

も

あ

る
。

と

い
う

の

は

、

シ

ャ
ー

ン

タ
ラ

ク

シ

タ
お

よ

び

カ

マ
ラ

シ

ー
ラ

に
よ

る

『
真

実

要

義

』

の

中

で

、

瓶

や

器

に
お

け

る

土

と

い

う
普

遍

的

な

あ

り

方

が

単

な

る
分

別

的

な

も

の

（
ｋ
ａ
ｌｐ
ａ
ｎ
ｉｋ
ａ
）

と

し

て

退
け
ら
ふ
、
そ
れ
で
も

っ
て

バ
ル
ト
リ

ハ
リ
の
普
遍
化
が
否
定
さ

れ
て

い
る

か
ら
で
あ

る
。

さ
て
、
最
後

に
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
で
あ

る
が
、
龍
樹
は

『
中
論
』
第
一
五
章

(
3
-
７
）
で
彼
の
自
性
の
定
義
に
基
づ
い
て
通
常
世
間
で
前
提
さ
れ
て
い
る
自

性

と

他

性

（
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ

他

の

も

の

に

お

け

る

自

性

）

も

、

ま

た

有

〈
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ

自
性

と

他
性

と

を
合

わ
せ

た

も

の
）

と

無

（
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
）

も

否

定

す

る

。

す

な

わ

ち

、

一

と

異

、

常

と
断

と

い
う

カ

テ

ゴ

リ

ー

の
否

定
で

あ

る
。

こ

の

よ

う

に
し

て

中

観

派

は

批
判

の

対

象

で

あ

る
諸

思

想

の

根

底

に
あ

る
原

理

的

な

思

惟

方

法

と

し

て

の

カ

テ

ゴ
リ

ー
化

、

構

成

要

素

化

、

普
遍

化

を

自

性

に
つ

い
て

の

厳

密

な

考

え

方

か
ら

否

定

し

て

い

る
の

で

あ

る

。
し

か
し

な

が

ら

、

こ

れ

ら

の

原

理

的

な

思

惟
方

法

は
、

元

来

、

我

々
の

内

な

る

分
別

の

骨

格

を

な

す

も

の

で

あ

っ
た

。

し

た
が

っ
て

龍

樹

の

否

定

は

、

本
来

、
自

己

否

定

的

な

も

の
で

あ

る
。

さ

て

、

全

体

を

振

り

返

っ

て

み

る

と

、

初

期

プ

ラ

ト

ニ

ズ

ム

の

、

一

と

そ

の

否

定

で

あ

る

不

定

の

二

と

い

う

原

理

の

体

系

と

、

自

性

と

他

性

、

有

と

無

の

否

定

と

い

う

中

観

派

の

思

惟

の

あ

り

方

と

は

相

互

に

全

く

対

蹠

的

で

あ

る

。

「

書

か

れ

る

こ

と

の

な

い

思

想

」

に

お

い

て

は

一

と

否

定

の

二

に

は

ま

た

善

と
悪
が
割
り
当
て
ら
れ
（
Ａ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
．
　
Ｍ
ｅ
ｔ
．
　
９
８
８
ａ
１
４
-
１
５
）
、
そ
し
て
肯
定
的
に

評

価

さ

れ

る

に

せ

よ

、

否

定

的

に

評

価

さ

れ

る

に

せ

よ

、

善

と

悪

と

い

う

二

端

を

超

え

る

こ

と

は

な

い

。

こ

こ

に

倫

理

的

、

政

治

的

な

、

す

な

わ

ち

世

俗

の

哲

学

の

特

徴

が

あ

る

。

他

方

、

中

観

派

は

こ

の

二

端

を

超

え

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

そ

の

哲

学

は

宗

教

的

で

あ

る

。

（
１
）
　
間
接
的
証
言

か
ら
の
再

構
成

に
関
し
て
は
、
拙
論
『
プ
ラ
ト
ン
の
「
不
文
の

存在と原因をめぐっての初期プラト ニズムと中 観派



教

説

」

に

つ

い

て

』

（

早

稲

田

大

学

哲

学

会

編

『

フ

ィ

ロ

ソ

フ

ィ

ア

』

第

七

〇

号
、
一
九
八
二
年
、
ニ
一
五
―
二
三
〇
頁
)
、
『
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
会
編
『
古
代
哲
学
研
究
』

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

(
２

）
　

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

』
(

日

本

哲

学

会

編

『

哲

学

』

第

三

九

号

、

一

九

八

九

年

、

八

二

丿

九

四

頁

）

参

照

。

「

書

か

れ

る

こ

と

の

な

い

思

想

」

の

根

本

の

構

造

は

プ

ラ

ト

ン

自

身

に

遡

る

、

と

い

う

の

が

私

の

解

釈

で

あ

る

。

（
３
)
　
Ｓ
ｅ
ｘ
ｔ
ｕ
ｓ
　
Ｅ
m
ｐ
ｉ
ｒ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ

，

Ａ
ｄ
ｖ
.
m
ａ
ｔ
ｈ
ｅ
ｍ
.
　
１
０
.
　
２
４
９
-
２
６
２
；
　
Ａ
ｌ
ｅ
ｘ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ

，

Ｉ
ｎ

Ａ
r
i
s
ｔ
.
　
Ｍ
ｅ
ｔ
.
，
　
ｐ
．
　
５
５
２
０
-
５
６
１
３
　
Ｈ
ａ
ｙ
ｄ
ｕ
ｃ
ｋ
；
　
Ａ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
.
　
Ｍ
ｅ
ｔ
.
　
Ａ
９

，
　

Ａ

６

，
　

８
１

１
,

１

５
;
　

Ｊ
ａ

ｍ

ｂ

ｈ
ｃ

ｈ
ｕ

ｓ

，
　

Ｐ
ｒ

ｏ

ｔ
ｒ
ｅ

ｐ

ｔ
ｉｃ

ｕ

ｓ

　

６
ｐ
.
　

３

７
２
６
-
３

９
８
　

Ｐ

ｉｓ

ｔ
ｅ

ｌ
ｌ
ｉ
;
　

Ｐ
ｓ
.
-

Ａ

ｒ

ｉ
Ｓ
ｔ
.

，

D
e
　
l
ｉ
ｎ
.
　
ｉ
ｎ
ｓ
ｅ
ｃ
ａ
ｂ
.
　
９
６
８
ｂ
５
-
２
２
，
　
ｅ
ｔ
ｃ
.

(
４

）
　

Ａ

が

Ｂ

よ

り

も

存

在

論

的

に

先

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は

、

Ａ

は

Ｂ

な

し

で

も

存

在

し

う

る

が

、

Ｂ

は

Ａ

な

し

に

は

存

在

し

得

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

ｃ

ｆ
.
　

Ａ

ｎ

ｓ
ｔ
.
　

Ｍ

ｅ

ｔ
.
　

１
０

１
８

ｂ

３
７
-

１
０
１

９
ａ

４

(
５

）
　

セ

ク

ス

ト

ス

・

エ

ン

ペ

イ

リ

コ

ス

は

第

一

部

の

冒

頭

に

お

い

て
(

Ａ

ｄ
ｖ
.

　
m
a
-

ｔ
ｈ
ｅ

ヨ
｡

　

１
０
.
　

２
４

９

，
　
２

５
３
)

’

全

存

在

者

と

そ

の

究

極

的

な

原

理

と

の

関

係

を

、

語
と
字
母
(
■
)
と
の
関
係
に
相
応
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
■

(
構

成

要

素

）

の

本

来

の

意

味

は

「

字

母

」

で

あ

っ

た

。

(
６

）
　

Ｓ
ｅ
ｘ

ｔ
ｕ

ｓ
,
　

Ａ

ｄ
ｖ
.

 
m
a

ｔ

ｈ
ｅ
ｍ
.

　

１
０
.
　

２
６
３
-

２

７
５
;
　

Ｓ
ｉ
ｍ

ｐ

ｌ
ｉｃ

ｉｕ

ｓ

，
　

Ｉ
ｎ

　

Ａ

ｒ

ｉｓ

ｔ
.

P
ｈ
ｙ
ｓ
・
　
ｐ
・
　
２
４
７
３
０
-
２
４
８
１
５
，
　
Ｄ
ｉ
ｅ
ｌ
ｓ
;
　
Ａ
ｌ
ｅ
ｘ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
，
　
Ｉ
ｎ
　
Ａ
r
i
ｓ
ｔ
.
　
Ｍ
ｅ
ｔ
・
　
ｐ
・
　
５
６
１
３
"
２
０

Ｈ
ａ
ｙ
ｄ
ｕ
ｃ
ｋ
;
　
Ａ
r
i
ｓ
ｔ
.
　
Ｍ
ｅ
ｔ
.
　
１
０
５
４
ａ
２
０
-
３
２

，　
ｅ

ｔ
ｃ
.

(
７
)
　

私

の

こ

こ

で

い

う

カ

テ

ゴ

リ

ー

化

と

は

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

『

カ

テ

ゴ

リ

ー

論

』

に

お

い

て

み

ら

れ

る

よ

う

な

カ

テ

ゴ

リ

ー

を

単

に

あ

る

一

つ

の

方

向

で

の

完

成

と

す

る

よ

う

な

、

元

の

あ

る

原

理

的

な

思

惟

方

法

の

こ

と

で

あ

り

、

こ

の

こ

と

は

ヴ

ァ

イ

シ

ェ

ー

シ

カ

学

派

の

六

句

義

に

つ

い

て

も

当

て

は

ま

る

。

(
８
)
　
セ
ク
ス
ト
ス
(
ｏ
ｐ

.
　
ｃ

ｉ
ｔ

.
，

１
０

．

２
６
９
)
に
よ
る
と
。
こ
の
こ
と
は
類
(
■
)

と
種
(
■
)
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の

場

合

、

類

は

種

な

し

で

も

存

在

し

う

る

が

、

種

は

類

な

し

で

は

存

在

し

得

な

い

と

い

う

意

味

で

、

類

は

種

よ

り

も

先

で

あ

る

。

注

（

４

）

参

照

。

(
９
)
　
ｃ
ｆ

.

Ｐ
ｒ
ｏ
ｃ
ｌ
ｕ
ｓ

,

Ｉ
ｎ
　
ｐ
ｒ
ｉ
ｍ
.
 
Ｅ
ｕ
ｃ
ｌ
ｉ
ｄ
ｉ
ｓ
　
Ｅ
ｌ
ｅ
ｍ
.
 
l
i
b
r
 
c
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ

.

　

ｐ
.

　

１

３

１

２

１
-

１
３
２
１
２

，

１
３
３
２
０

-

１
３
４
１
　
Ｆ
r
i
ｅ
ｄ
ｌ
ｅ
ｉ
ｎ
；
　
Ｓ
ｉ
ｍ
ｐ
ｌ
ｉ
ｃ
ｉ
ｕ
ｓ

,

Ｉ

ｎ

　

Ａ

ｎ

ｓ

ｔ
.

　

Ｐ

ｈ

ｙ

ｓ
.

　

ｐ
.

　

４

５

３

３

１
-

４
５
４
１
６
　
Ｄ
ｉ
ｅ
ｌ
ｓ
；
　
Ｐ
l
.
　
Ｐ
ｈ
ｌ
ｂ

.

２

４

ａ
-

２

５

ｃ
.

（

1 0
）
　
■
(
原
理
）
は
元
は
「
始
め

」

(

ｂ

ｅ

ｇ

ｉ

ｎ

ｎ

ｉ

ｎ

ｇ
)

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

(
1
1
)
　
Ａ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ

.

Ｍ
ｅ
ｔ

．
Ａ
６

，

９

，

Ｚ
２

，

Ａ
８

，

Ｍ
６

-

９

，

Ｎ
ｌ

-

４
；
　
Ｓ
ｅ
ｘ
ｔ
ｕ
ｓ

，

Ａ
ｄ
ｖ

．
m

ａ
ｔ
ｈ
ｅ
ｍ
.

1
0
.
 
２
７
６

-

２
８
３
；
　
Ａ
ｌ
ｅ
ｘ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ

,

Ｉ
ｎ
　
Ａ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ

・

Ｍ
ｅ
ｔ

．

ｐ
.
　
５
６
２
０
-
３
５
　
Ｈ
ａ
ｙ
ｄ
ｕ
ｃ
ｋ
;

T
ｈ
ｅ
ｏ
ｐ
ｈ
ｒ
ａ
ｓ
ｔ
ｕ
ｓ

，

Ｍ

ｅ

ｔ

．

　

６

ａ

１

５
-

ｂ

１

７
,

　

ｐ
.

　

１

２
-

１

４

　

Ｒ

ｏ

ｓ

ｓ
-

Ｆ

ｏ

ｂ

ｅ

ｓ
;

　

Ｐ

ｒ

ｏ

ｃ

ｌ

ｕ

ｓ
,

Ｉ

ｎ

　

Ｐ

ｌ

ａ

ｔ

ｏ

ｎ
.

　

Ｐ

ａ

ｒ

ｍ

ｅ

ｎ

ｉ

ｄ

ｅ

ｍ

　
(

ｉ

ｎ

ｔ

ｅ

ｒ

ｐ

ｒ

ｅ

ｔ

ｅ

　

Ｇ
.

　

ｄ

ｅ

　

Ｍ

ｏ

ｅ

ｒ

ｂ

ｅ

ｋ

ａ
)

　

ｐ
.

　

３

８

２

５
-

４

１

１

０

K
l
i
ｂ
ａ
ｎ
ｓ
ｋ
ｙ
-
L
ａ
ｂ
ｏ
w
ｓ
ｋ
ｙ

，

ｅ

ｔ

ｃ
.

(
1
2
)
　
一
か
ら
四
ま
で
の
自
然
数
は
テ
ト
ラ
ク
テ
ュ
ス
(
■
)
を
な
す
が

故

に

。

(

1 3
)
　
■

■
　
Ａ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ

・

Ｍ

ｅ

ｔ
.

　

９

８

７

ｂ

１

５

，

　

ｅ

ｔ

ｃ
.

(

1 4
)
　

構

成

要

素

化

は

ピ

ュ

タ

ゴ

ラ

ス

学

派

に

、

普

遍

化

は

エ

レ

ア

学

派

と

ソ

ク

ラ

テ

ス

に

、

カ

テ

ゴ

リ

ー

化

は

両

者

と

も

に

遡

る

と

言

え

る

。

(

1 5
)
　

中

村

元

選

集

〔

決

定

版

〕

第

九

巻

、

『

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド

の

思

想

』

春

秋

社

、

一
九
九
〇
年
、
二
九
四
―
二
九
五
、
二
九
二
、
二
九
九
頁
、
参
照
。

(

1 6

）
　

Ｖ

ａ

ｉ

ｓ

ｅ

ｓ

ｉ

ｋ

ａ

ｓ

ｕ

ｔ

ｒ

ａ

　
(

ｕ

ｐ

ａ

ｓ

ｋ

ａ

ｒ

ａ
)

　

１
.

　

２

・

　

４
-

６

；

　

Ｐ

ｒ

ａ

Ｓ

ａ

ｓ

ｔ

ａ

ｐ

ａ

ｄ

ａ

，

　

Ｐ

ａ

ｄ

ａ

ｒ

ｔ

ｈ

ａ
-

ｄ

ｈ

ａ

ｒ
m
a

ｓ

ａ

ｍ

ｇ

ｒ

ａ

ｈ

ａ

，
　

ｓ

ａ

ｍ

ａ

ｎ

ｙ

ａ

，
　

ｖ

ｉ

ｓ

ｅ

ｔ

ａ

(

1 7
)
　

同

そ

の

も

の

に

は

同

は

内

属

し

な

い

が

故

に

。

Ｖ

ａ

ｉ

ｓ

ｅ

§

ｉ

ｋ

ａ

ｓ

ｕ

ｔ

ｒ

ａ

　

１
.

　

２
.

１
２

,

１
４

，

１
６
:
　
ｓ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｙ
ａ
ｖ
ｉ
ｓ
ｅ
s
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ｅ
ｎ
ａ
.
 
ｃ
ｆ
.
　
Ｒ
ａ
ｄ
ｈ
ａ
ｋ
ｒ
ｉ
ｓ
ｈ
ｎ
ａ
ｎ

,

Ｉ

ｎ

ｄ

ｉ
ａ

ｎ

９

″

０１



Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ

，

Ｖ
ｏ
ｌ

．
　
Ⅱ
，
　

１
９
５
８
８

，
　
ｐ
．
　
２
１
０
，
　
"
.
.
.
Ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
　
ｃ
ａ
ｎ
ｎ
ｏ
ｔ
　
ｅ
ｘ
ｉ
ｓ
ｔ

ｉ
ｎ

　
ａ

ｎ

ｏ

ｔ
ｈ

ｅ
ｒ

　
ｇ

ｅ
ｎ

ｅ

ｒ
ａ

ｌ
ｉ
ｔ
ｙ

．

：

ｓ

ｉｎ

ｃ
ｅ

　
ｔ
ｈ
ａ

ｔ
　
w

ｏ

ｕ

ｌ
ｄ

　
ｌａ

ｎ

ｄ

　
ｕ
ｓ

　
ｉｎ

　
ｉ

ｎ

ｆ
ｉｎ

ｉ
ｔ

ｅ

ｒ
ｅ
ｇ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
．
"
‘

（

1 8

）
　

あ

る

種

が

外

延

上

、

別

の

あ

る

種

を

含

ん

で

も

、

存

在

論

的

に

先

な

る

も

の

と

し

て

分

析

さ

れ

る

訳

で

は

な

い

、

す

な

わ

ち

確

立

す

る

訳

で

は

な

い

。

そ

れ

は

恐

ら

く

無

限

遡

及

を

避

け

る

た

め

で

あ

る

。

注

（
1
7

）

参

照

。

（

1 9

）
　

個

物

か

ら

種

へ

の

、

そ

し

て

種

か

ら

有

性

へ

の

普

遍

化

で

あ

る

。

（
2
0
）
　
Ｐ
.
　
Ｐ
ｒ
ａ
ｄ
ｈ
ａ
ｎ
，
　
Ａ
ｂ
ｈ
ｉ
ｄ
ｈ
ａ
ｒ
ｍ
ａ
ｋ
ｏ
ｓ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
s
ｙ
ａ
，
　
１
９
６
７
，
　
ｐ
ｐ
．
　
６
７
-
６
８
．

（
2
1

）
　

Ｐ

ｒ
ａ

ｄ

ｈ
ａ

ｎ

，
　
ｏ
ｐ
.
　
ｃ
ｉ
ｔ

．
，
　
ｐ
.

　
６

８

，
　
ｌ
ｉ
ｎ

ｅ
ｓ

　
４
-

５
.

（
2
2
）
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
、
大
正
蔵
、
二
七
巻
、
四
二
頁
。

（
2
3
）
　
Ｌ
.
　
ｄ
ｅ
　
ｌ
ａ
　
Ｖ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｅ
　
Ｐ
ｏ
ｕ
ｓ
ｓ
ｉ
ｎ
，
　
Ｍ
ｕ
ｌ
ａ
ｍ
ａ
ｄ
ｈ
ｙ
ａ
ｍ
ａ
ｋ
ａ
ｋ
ａ
ｒ
ｉ
ｋ
ａ
ｓ
，
　
１
９
０
３
，
　
ｐ
ｐ
．

３
４

９
-

３

５
０

．

（
2
4

）
　

Ｐ

ｒ
ａ

ｄ

ｈ
ａ

ｎ

，
　
ｏ
ｐ
.

　
ｃ

ｉ
ｔ
.

，
　
ｐ
.

　

２
２

，
　
ｌ
ｉｎ

ｅ

　
２
０

．

（
2
5

）
　

Ｐ
ｏ

ｕ

ｓ
ｓ

ｉｎ

，
　
ｏ
ｐ
.

　
ｃ

ｉ
ｔ
.，

　
ｐ

． 　

２
６

０

．

（
2
6

）
　

Ｐ
ｏ

ｕ

ｓ
ｓ

ｉｎ

，
　
ｏ
ｐ
.

　
ｃ

ｉ
ｔ
.，

　
ｐ

．
　
２
６

７
.

（
2
7

）
　

Ｐ
ｏ

ｕ

ｓ
ｓ

ｉｎ

，　
ｏ
ｐ
.

　
ｃ

ｉ
ｔ
.，

　
ｐ

．
　
２

６
２

．

（
2
8

）
　

た

だ

し

、

有

部

は

、

既

に

指

摘

し

た

如

く

、

普

遍

化

を

も

ひ

そ

か

に

行

な

っ

て

い

る

。

（
2
9
）
　
T
ａ
ｔ
ｔ
ｖ
ａ
ｓ
ａ
ｒ
ｈ
ｇ
ｒ
ａ
ｈ
ａ
，
　
Ｂ
ａ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ａ
　
Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
　
Ｓ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｓ
-
１
，
　
Ｖ
ｏ
ｌ
.
　
１
，
１
９
８
１
，
　
ｐ
．

９
１
.（

や
し
き
・
こ
う
い
ち
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
、

早

稲

田

大

学

非

常

勤

講

師

）

派観中と
ム

ズ
エ

トラプ期初のて

っ

ぐめを因原と在存―り

｀
り

1 0
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