
〈
研

究

論

文
６

〉

ヘ
ー
ゲ
ル
と
イ

ン
ド
思

想

―
―
ギ
ー
タ
ー
批
判
を
め
ぐ
っ
て
―
―

１
　
問
題
の
所
在

―
序
に
か
え
て
―
Ｉ

ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
代
表
者
ヘ
ー
ゲ
ル
（
一
七
七
〇
―
一
八
三
一
）
と
非
西

欧
思
想

の
一
つ

の
代

表
、
イ
ン
ド
思

想
と
を
対
置
す
る
こ
と

は
余
り

に
性
急

な
比
較
で
、

結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
る
よ
う
に
見
え

る
か
も

知
れ

な
い
。
ヘ
ー
ゲ

ル
が
一
八

二
七
年

に
公
表

し
た

『
Ｗ
・

フ

ォ
ン
・

フ

ン
ボ
ル

ト
に
よ

る
マ

ハ
―
バ
■
ー
ラ
タ
の
中
の
、
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
の
名
で
良
く
知
ら

れ
た
挿
話
に
つ
い
て
』
と
い
う
批
判
に
見
ら
れ
る
ヨ
ー
ガ
を
中
心
と
し
た
イ

ン
ド
思
想
の
理

解
と

そ
の
批
判

を
こ

こ
で
考
察
し
た

い
。
こ

れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル

研
究
者

が
積
極

的
に
と
り
あ
げ
ず
、
単
な
る
一
挿
話

に
す
ぎ

な
い
と

見
な
さ

れ
る
か
も
知
れ

な
い
。
そ
れ
は
以
下

の
よ
う

に
理
由
の

な
い
こ

と
で

は
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が

知
っ
た
イ
ン
ド
思
想

は
、
思
想
の
論
及

に
必
要

に
し
て
十
分

佐
　
藤
　
道
　
郎

想思ドンイとルゲーヘ
－
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な
資
料

を
手

に
し
て

行
わ
れ

た
も
の
で

は
な
く
、
『
バ

ガ
ヴ

ァ
ッ
ド
・

ギ
ー

タ
ー
』
を
も

っ
て

イ
ン
ド
思
想
、
イ
ン
ド
文
化
一
般
を
論
ず
る
の
は
一
面
的

で
は
な

い
か
と

い
う
批
評
が
成
り
立
つ
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
コ

ー
ル
ブ
ル
ッ
ク
の

著
書
を
通
じ
て

サ
ー
ン
ク
ヤ
と

ニ
ヤ
ー
ヤ
ー
ヴ
ァ
イ

シ
ェ
ー
シ
カ
の
一
部
を

知
り
、
ま

た
当

時
の
キ
リ
ス
ト
教
ミ
ッ

シ
ョ
ン
関
係
者
の
イ

ン
ド
や
仏
教
文

化

に
つ

い
て

の
現
地
報
告
を
読
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
か
。
そ
れ
は

イ

ン
ド
思

想
全

般
に
わ
た
る
展
望
を
も
た
な
い
も

の
で
あ

る
。
今
日
の
イ
ン

ド
学
、
イ

ン
ド
哲
学
の
研
究
水
準
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
を

は
る
か
に
凌
駕
し

て

い
る
。
不
十
分

な
資
料
に
基
づ
く
論
議

は
検
討

に
値
し

な
い
と

い
う
立
場

が
、
多
く

の
ド
イ
ツ
の
イ
ン
ド
学
者
の
見
解
で

あ
る
。
す

な
わ
ち

ヘ
ー
ゲ
ル

の
側

か
ら

イ
ン
ド
思
想
に
関
し
て
、
直
接

的
な
、
少
な
く
と
も
思
想
内
容
に

関
し
て
直
接

的
な
か
か
わ
り
が
あ
る
も
の
の
、
イ

ン
ド
文
化
の
紹
介
の
進
ん

で

い
な

か
っ
た

ヘ
ー

ゲ
ル
の
時
代

の
歴
史
的

、
ま

た
は
地

理
的
な
制
約

を



超
え
て

い
な
い
と
い
う
考
え
で

あ
る
。
確
か
に
ド
イ

ツ
・

キ
リ
ス
ト
教
神
秘

主
義
者

エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
と
イ

ン
ド
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ン
タ
哲
学
の

シ
ャ
ン
カ
ラ
と

を
比
較
す

る
よ

う
な
歴

史
的
に
没
交
渉
な
二
つ
の
思
想

の
比
較
研

究
と
は
異

な

る
困

難
が
附
加

さ
れ
て

い
る
。
す

な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思

想
と

イ
ン
ド

思
想
と

の
比
較

を
行

う
こ
と

と
、
そ
れ
と
は
別

に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ

ン
ド
思
想

理
解
と

そ
れ
へ

の
批
判

を
、
思

想
と
し
て

は
根
本
に
お

い
て
つ

な
が
り
が
あ

る
も

の
の
、
作
業
と
し
て

は
別

箇
に
行

う
こ

と
も
必
要
で
あ

る
。
一

つ
の
思

想
が
他

の
思
想
を
直
接
検
討
し
て

い
る
こ
と

は
、
単

に
無
関
係

に
、
恣

意
的

あ
る

い
は
客
観
的

に
二
つ
の
思

想
を
比

較
、
対
置
す
る
こ
と

に
つ
き
ず

、
既

に
あ
る
関
係
を
示
し
て

い
る
の

を
扱

う
の
は
、
そ
れ
だ
け
ま
た
困
難
も
伴

う
。

そ
れ
は
既
に
示

さ
れ
た
一
方
の
見
解

に
従

っ
て
他
方
を
見
る
こ
と

に
な
り
易

く
、
こ

こ
で

は

ヘ
ー

ゲ
ル
の
眼

に
よ

っ
て

イ
ン
ド
を
見

る
と

い
う
追

従

に

な

っ
て
し
ま
う
危
険
が
伴
う
。
だ
が
こ

の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ギ
ー

タ
ー
批
判
を
単

に

ヘ
ー

ゲ
ル
の
一
時
期
、
ま
た

は
当
時
の
思
想
状
況
の
歴
史
的

エ
ピ
ソ

ー
ド

と
し
て
の
研
究

に
止
ま
る
と
し
て
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
内
容

に
よ

っ

て
判
断
さ
れ
よ
う
。

ヘ
ー

ゲ
ル
の
こ
の
「

ギ
ー
タ
ー
批
判
」
の
歴
史
的
状
況
に
は
も
う
一
つ

ド

イ
ツ
の
思
想
界
内
部
の
問
題
が
絡
ん
で

い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図
は
イ

ン
ド

思
想
批
判
の
背
後
に
、
ま
た
は
同
時

に
同
時
代
者
、
特
に

シ
ェ
リ

ン
グ
に
対

す
る
批
判
を
含
ん
で

い
る
。
こ
れ
は
外
の
思
想
に
対

す
る
批
判

の
よ
う

に
見

え

な
が
ら
、
実
は
ド
イ
ツ
思
想
界
内
部
の
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
伏
線

は
既

に
ヘ
ー
ゲ
ル
の

『
精
神
現
象
学
』
（
一
八
〇
七
）
に
お
い
て
み
ら

れ
る
。
す
な

わ
ち
そ

の
序
論

に
お

い
て

直
接
名
指

し
は
し
な

い
も
の
の

ノ
ヴ

ァ
リ

ス
、

フ
ィ
ヒ
テ
、

シ
ェ
リ
ン
グ
や

ロ
マ
ン
派
の
運
動
を
批
判

し
て

い
る
。
こ
れ
は

内

容
的

に
も
後

の
「

ギ
ー

タ
ー
批
判
」

の
態
度
と
共

通
す

る
。
例
え

ば
、

「
絶
対

者
の
な

か
で

は
す
べ
て

は
等
し

い
と

い
う
、

こ
の
た
だ
一
つ
の
知
識

を
区
別
し
充
実

し
た
認
識
に
、
も
し
く

は
充
実
を
求
め
促
す
認

識
に
対

立
さ

せ

る
こ
と

は
、
言
い
か
え
れ
ば
。
絶
対
者
を
暗
闇
、
つ
ま
り
、
よ
く
言

わ
れ

る
こ
と

だ
が
、
す

べ
て

の
牛
を
黒
く
し
て
し
ま
う
暗
闇

だ
と
言
う
の
は
、
認

識
の
空
し
さ
か
ら
起
る
お
め
で
た
さ
の
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ

批
判
や
続
き
の

パ
ラ
グ
ラ
フ
の
「
真
理
を
実
体
と
し
て

だ
け
で

な
く
、
主
観

（
体
）
と
し
て
理
解
し
、
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
」
を
大
切
な
こ
と
と
指
示

し
て
い
る
と
こ
ろ

は
根
底

に
お
い
て
後
の
「
ギ
ー
タ
ー
批
判
」

に
お
け
る
無

内
容
、
無
対
象
、
空
虚

の
中
へ

の
逃
避
と
ヨ
ー
ガ
の
内
実
を
批
判
し
て

い
る

と
こ
ろ
と
、
相
通
じ
て

い
る
。
外
な
る
イ
ン
ド
思

想
を
仮
り
て
同
時
代
者
を

批
判
す

る

ヘ
ー

ゲ
ル
の
論
争

、
戦

略
は
正

に
ド
イ

ツ
の
内

部
の
思

想
に
向

か
っ
て

い
る
。

だ
か
ら
と

言
っ
て
こ
れ
を
内
部
批
判
と
し
て

ド
イ

ツ
思
想
界

内

に
止
め
る
べ
き
で

は
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
指
摘
す

る
イ

ン
ド
の
宗
教
、
哲

学
の
抽
象
性
、
実
体
性

、
無
内
容
、
世
界
や
歴
史

、
社
会

か
ら

の
逃
避
と
い

う
こ
と
や
、
更

に
民
主
主
義
政
体
の
未
発
達
、
独
裁
専
制
政
治

の
許

に
あ

っ

て
、
主
体

と
し
て

の
個

人
の
自
由

な
き
社
会
へ

の
批
判

は
ヘ
ー

ゲ
ル
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
視
点
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
後
を
承
け
て
マ
ル
ク
ス
等
の

社
会
批
判
が
展
開
さ
れ

た
事
、
特
に
ア
ジ
ア
的
停
滞
と
も
関
連
が
あ
る
。
し

て
み
れ
ば
こ
の
第
二
の
指
摘

は
ド
イ
ツ
思

想
界
の
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
を

7
6



欠
い
て

は
な
ら

な
い
と
共

に
、
単
な

る
ロ

マ
ン
主
導
者

の
空
想

批
判

に
止

ま

っ
て
イ

ン
ド
や
ア
ジ
ア
の
文
化

の
批
判

に
及

ぶ
こ
と

を
碍

げ
得
る
も

の
で

は
な
い
の
で
あ

る
。
内

的
と
外
的
関
連

か
ら
と
共

に
、
思

想
そ

の
も
の
の
中

核

を
見

る
の
は
、
困
難
を
伴
う
が

、
思
想

を
理
解
す

る
こ

と
を
豊

か
に
し
、

そ

の
射

程
を
も
図

る
こ
と
と
な

る
の
で

は
な
い
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ

の
「
ギ
ー
タ
ー
批
判
」

は
当
時

の
ロ
マ
ン
派

の
人

々
に
対

し
て
多
く

の
衝
撃

を
与
え

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
フ
ン
ボ
ル
ト
の

フ

リ

ー
ド
リ

ッ
ヒ
・

フ
ォ
ン
・

ゲ
ン
ツ
宛
の
一
八
二

八
年
三
月
一
日
付
の
手
紙

が
「
へ
ー
ゲ
ル
の
私
に
対
す
る
長
い
批
評
は
少
な
く
と
も
肯
定
出
来
ま
す
。

こ
の
批
評
は
哲
学
と
寓
話
。
純
正

な
も
の
と
不
純
な
も
の
、
古

い
も
の
と
現

代
の
も
の
を
混
雑
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
哲
学
史
の
一
つ
の
あ
り
方
に
何
を

与
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
批
評
の
全
部
は
し
か
し
私
に
対

す
る
も
の
で
す
。
よ
し
ん
ば
そ
れ
を
か
く
し
た
と
し
た
り
し
て
も
、
私
が
先

づ
哲
学
者
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
向
け
て

い
る
こ
と
は
、
証
拠
か
ら
は

っ
き

り
と
浮
び
上
り
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
ゾ
ル
ガ
ー
は
一
八
二
八
年
付

の
遺
稿
で
、
「
ロ
マ
ン
派
は
こ
の
批
評
に
敬
意
を
表
し
て
い
る
」
と
述
べ
て

い
る
。

ロ
マ
ン
派
の
人
達
の
イ

ン
ド
や
東
方
の
理
解
は
非
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
文
化
の
紹

介
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
ヘ
ル
ダ
ー
以

来
の
東
方
へ
の
関
心
を

拡
大
し
た
こ
と
に
お
い
て

意
義
は
大
き

い
、
し
か
し
ま
た

ヘ
ー
ゲ
ル
や
ゲ
ー

テ
の
批
判

を
も
視
野
に
入
れ
て

、
神

々
の
乱

舞
と
陶
酔
を
冷
静
に
見
た
古
典

精
神

の
内

に
止

ま
る
事
の
重
要

さ
を
も
見
失

っ
て

は
な
ら

な
い
。

以
上

の
様
に
こ
の
主
題
の
問
題
点
を
述
べ
た
。
第
一
の
素
材

の
不
十
分
さ

が

ヘ
ー
ゲ
ル
の
分
析
の
意
味
を
少
な
く
し
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ

に
も

拘
ら

ず
僅
か
な
資
料

に
基
づ
く
洞
察
で

あ
っ
て

も
明
晰
な
批
判
を
示
し

得
て

い
る
の
か
ど
う
か
。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
が
十

分
に
知
る
を
得
な
か

っ
た
大

乗
仏
教
を

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「

ギ
ー

タ
ー
批
判
」
又

は
ヘ
ー
ゲ
ル
そ
の
も
の
に
対

置
す

る
と
き

に
ど
の
よ
う

に
な
る
の
か
。
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
閉
ざ
さ
れ
た

体
系
と
も
言
え

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
歴
史
図

式
を
如
何

に
評
価
す
る
か
。

イ

ン
ド
の

側
か
ら

の

ヘ
ー
ゲ
ル
批
判

も
呼
び
こ

ま
ず

に
は
い
ら
れ
な

い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
と
大
乗
仏
教
の
特
に
龍
樹
と
無
着
の
教
学
と
を
対
比
し
て
、

ヘ
ー

ゲ
ル
の
イ

ン
ド
思
想
、
こ
こ
で

は
主

に
ヨ
ー
ガ
の
批
判
が
ど
こ
ま
で
妥

当
す
る
か
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
思

想
に
対
し
イ

ン
ド
思
想
の
代
表
と
し
て
の
龍
樹
、

無
着
が
へ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
何
を
言
い
得
る
か
と
い
う
問
題
を
引
き
お
こ
す
。

そ
し
て
こ
の
問
題
領
域
は
文

献
学
を
一
つ
の
基
礎
と
す
る
と
共
に
ヨ
ー
ガ
を

論
ず
る
限
り

に
お

い
て
、
通
例
の
人
の
体
験
を
超
え
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

問
題
領
域
を
扱
う

に
は
生
き
た
体
験
の
水
準

に
お
い
て
論
及

さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
宗
教
的
、
直
観
的
世
界

を
通
例
の
言
語

に
よ
る
分
別

知
的
相
対
化
の

言
語
の
機
能
を
用

い
て
表
現

に
も
た
ら
し
、
確
認
す
る
こ
と
が
ど
こ
ま
で
達

成
で

き
る
か
と
い
う
こ
と
を
も
呼
び
お
こ
す
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
東

西

の
二
つ
の
大
き
な
対
立
項
が
意
味
を
も
つ
の
か
ど
う
か
も
問

わ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
第
三
者
的
公
平
な
地
点
は
こ
こ
で
は
成
立
し

に
く
い
で
あ
ろ

想思ドンイとルゲーヘ
－
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２
　

ヘ

ー

ゲ

ル

の

ヨ

ー

ガ

批

判

『
バ

ガ
ヴ

ァ

ッ
ド

ー
ギ

ー

タ

ー
』

の

読

解

の

歴

史

を

ヘ
ー

ゲ

ル

に
近

い
範

囲

で

い
う

と

次

の

よ

う

で

あ

る

。

ヘ

ル
ダ

ー

『
人

類

史

哲

学

の

理

念

』

Ｉ

（
一

七

八
四
）
、

Ⅱ

（
一
七

八
六
）
、

Ⅲ

（
一
七

八
七
）
、

ジ

ョ

ー

ン

ズ

『

シ

ャ

ク

ン

タ

ラ

ー
』
（
一
七

八
九
）
、

Ｇ

・

ホ

ル

ス

タ

ー

の

前

者

の

重

訳

、

Ｆ

・

シ
ュ

レ

ー

ゲ

ル

『
イ

ン
ド

箴

言

集

』
（
一

八
〇
七
）
、
『
イ

ン
ド

人

の

言

語

と

知

慧

』
（
一

八

〇
八
）
、
Ａ
・
Ｗ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
『
批
判
的
原
本
校
訂
ラ
テ
ン
語
訳
註

ギ
ー
タ
ー
』
（
一
八
二
三
）
の
刊
行
、
そ
れ
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
A
.
L
.

C
h
e
z
y
の
批
評
（
一
八
二
五
）
、
そ
の
門
下
の
A
.
 
L
ａ
ｎ
ｇ
ｌ
ｏ
ｉ
ｓ
の
論
評
（
一

八
二
四
―
二
五
）
が
あ
り
、
特
に
後
者
に
対
し
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
自
ら
反
論

を
書
い
た
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
を
支
持
し
て
Ｗ
・
ｖ
・
フ
ン
ボ
ル
ト
は
書
簡
の

形
で
自
ら
の
ギ
ー
タ
ー
理
解
を
示
し
た
。
Ｗ
・
Ｖ
・
フ
ン
ボ
ル
ト
に
は
一
八

二
五
年
と
一
八
二

六
年

に
学
士
院
で
講
演
し
た
「
ギ
ー

タ
ー
に
つ

い
て
」
と

い
う
別

箇

の
論
文

が
あ
る
。

こ
れ
が

ド
イ

ツ

に
お
け

る

ギ
ー

タ
ー
批
評

の

ヘ
ー
ゲ

ル
の
登
場
ま

で
の
大

略
で
あ

る
。
Ｗ

・

Ｖ
・

フ

ン
ボ
ル

ト
の

シ
ュ

レ
ー
ゲ
ル
擁
護

の
論
文

に
対
し
て

ヘ
ー
ゲ
ル
は
批
評
の
筆
を
と

っ
た
の
で

あ

る
。
Ｗ
・

Ｖ
・

フ
ン
ボ
ル
ト
は
ギ
ー
タ
ー
を
屡

々
ギ
リ

シ
ヤ
の
古
典
文

学
と

比
較
し
て
古
く
ま

た
よ

り
深
い
と
し
、
極

め
て
好
意
的
な
讃
辞

を
捧
げ
た
。

両
者
共

に
当
時

の
イ
ン
ド
学
の
成
果

を
踏
ま
え
て

い
て
、
こ

の
点
に
お
い
て

不
足
で

は
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
ギ
ー

タ
ー
批
判
」

に
お
い
て
特

に
第
二
章
で

ヨ
ー
ガ
を
中

心

テ

ー

マ
と

し

て

イ

ン

ド
思

想

の

理
解

と
批

判

を
行

っ
て

い

る
が

、

如

何
な

る

ヨ

ー

ガ

で

あ

る

か

と

い

う

こ

と

が

問

題

で

あ

る

け

れ

ど

も

。
「
ギ

ー

タ
ー

」

の

主

題

を

ヨ

ー

ガ
と

見

る

こ

と

は
至

当

で

あ

る
。

ヨ
ー

ガ
は

西

欧

の

伝
統

の

中

の

術
語

と
し

て

は
存

し

な

い
。

そ

れ

故

に
訳

語

が

困

難

で

あ

る
。

ヘ
ー

ゲ

ル
は

「

ヨ
ー

ガ

は

む
し

ろ

す

べ

て

の
内

容

の

な

い

深

化

（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉｅ
ｆｕ
ｎ
ｇ

）

で

あ

る
。

外

的

対

象

に
対

す

る

注

意

の

放

棄

、

感

官

の

活

動

の

放

棄

、
同

様

に
拾

も
内

的
感

受

の
沈

黙

、

同

様

に
願

望

あ

る

い

は

希

望

あ

る

い

は
恐

れ

の

放

棄

、

す

べ
て

の
愛

着

と

激

情

の

寂

静

、

同

様

に

す

べ

て

の

画

像

、

す

べ
て

の

表

象

の

、
そ

し

て

す

べ
て

の

特

定

の

思

惟

の

不

在

で

あ

る
。

こ

の
高

揚

は

た
だ

瞬

間

的

な
状

態

と

し

て

の

み

考

察

さ

れ

る

限

り

、

我

々
は

そ

の

状

態

を

信

心

と

名

づ
け

得

る
で

あ

ろ

う

。

た
だ

我

々
の

信

心

は

或

る

具

体

的

な
精

神

に
基

づ

く
し

、

内

容

豊

か
な

一

つ

の

神

に

向
け

ら

れ

て

い

て

、

内

容

豊

か
な

祈

り

で

あ

り
、

宗

教
的

心
情

の

充

実

し

た

活

動

で

あ

る
。

ヨ

ー

ガ

は

そ
れ

故

に
単

に

抽

象

せ
ら

れ

た
信

心

に
す

ぎ

な

い

と

言

え

得

よ

う

。

何

故

な

ら

ヨ

ー

ガ
は

主

観

と
客

観

の
完

全

な
内

容

の
欠

如

性

へ

、

そ
れ
と
共
に
意
識
喪
失
性
へ
と
昇
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
（
P
.
1
5
1
）

更
に
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
抽
象
化
（
Ａ
ｂ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｋ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
は
経
過
的
な
緊
張
で

な

く

習

慣

的

な
気

分

で

あ

っ
て

、

敬

虔

へ

の

信

心

と

異

る

こ

と

を
続

け

て

い

う
。
そ
し
て
ヨ
ー
ガ
の
成
就
者
は
た
ゞ
一
人
の
み
（
ギ
ー
タ
ー
Ⅶ
,
　
３
)
と
い

う
点
に
注
意
を
払
う
。
こ
れ
が
W
・
V
・
フ
ン
ボ
ル
が
ヨ
ー
ガ
を
Ｖ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ｅ
-

f
ｕ
ｎ
ｇ
と
規
定
し
た
訳
を
評
価
す
る
と
共
に
、
上
に
あ
げ
た
西
欧
と
の
相
違

点

に
従

っ
て

見
て

い

く

こ

と

に
よ

り

雑

乱

し

て

い

る

意

味

を

容

易

に
理

解

せ



し

む

る

と

彼

は

フ

ン

ボ

ル

ト

の

繰

り

返

す

説

明

を

そ

の

ま

ま

十

分

だ

と

は

し

な

い

の

で

あ

る

。

次

に

ヘ

ー

ゲ

ル

は

義

務

を

遂

行

す

る

こ

と

と

、

結

果

に

対

す

る

無

関

心

は

相

互

に

矛

盾

を

来

す

の

で

は

な

い

か

と

指

摘

す

る

。

こ

の

イ

ン

ド

人

の

義

務

は

生

ま

れ

つ

き

カ

ー

ス

ト

に

よ

つ

て

制

約

さ

れ

て

お

り

、

そ

こ

に

は

西

欧

的

自

由

に

対

す

る

対

極

が

あ

る

。

道

徳

的

自

由

へ

の

高

揚

な

い

し

無

関

心

に

カ

ー

ス

ト

制

度

に

従

う

こ

と

が

イ

ン

ド

人

の

宗

教

性

で

あ

り

、

義

務

の

教

え

と

な

る

（
Ｐ
.
　
１
５
４
）
°

「
自

己

の

義

務

の

遂

行

は

、

不

完

全

で

も

、

よ

く

遂

行

さ

れ
た
他
者
の
義
務
に
勝
る
」
（
Ⅹ
Ⅶ
,
 
4
7
)
と
す
る
と
こ
ろ
は
精
神
的
な
神
と
義

務

、

内

的

正

義

と

良

心

と

の

間

の

関

係

で

な

く

、

た

だ

自

然

に

規

定

さ

れ

て

い

る

の

み

と

批

判

す

る

。

こ

れ

は

神

の

前

の

平

等

で

は

な

く

、

精

神

を

失

つ

た

迷

信

に

縛

ら

れ

て

い

る

。

行

為

へ

の

規

制

と

無

行

為

へ

の

規

制

の

矛

盾

は

一

般

と

具

体

と

の

崩

壊

に

お

い

て

双

方

と

も

精

神

を

失

つ

て

い

る

。

こ

れ

は

す

べ

て

の

生

き

て

い

る

具

体

的

な

も

の

の

否

定

、

逃

走

で

あ

る

。

こ

れ

が

ヨ

ー

ガ

行

者

に

つ

い

て

ギ

リ

シ

ャ

人

（

ピ

ロ

ン

？

）

が

伝

え

て

い

る

こ

と

が

、

こ

こ

に

裸

体

の

行

者

に

つ

い

て

報

告

さ

れ

た

こ

と

と

し

て

こ

こ

に

出

て

い

る

（
Ｐ
.
　
１
５
８
）
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
根
本
的
に
は
へ
ー
ゲ
ル
は
イ
ン
ド
人
の

知

慧

を

そ

の

ま

ま

受

け

取

つ
て

は

い

な

い

の

で

あ

る

。

ヘ

ー

ゲ

ル

は

パ

タ

ン

ジ

ャ
リ

の

ヨ

ー

ガ

・

ス

ー

ト

ラ

を

コ

ー

ル

ブ

ル

ッ

ク

の

紹

介

に

よ

つ
て

援

引

し

な

が

ら

、

ギ

ー

タ

ー

に

お

い

て

何

も

の

を

も

考

え

な

い

（
ｉｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｄ

ｅ
ｔ
w
ａ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｄ
　ｎ
ｉｃ
ｈ
ｔ
）

と

し

て

深

化

（
ｖ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉｅ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ

＝

ヨ

ー

ガ

）

の

内

容

を

詩

偈

で

示

し

て

い

る

。

ヘ

ー

ゲ

ル

は

こ

の

ヨ

ー

ガ

を

他

の

熱

狂

的

な

神

秘

主

義

と

較

べ

る

こ

と

で

な

く

、

次

の

よ

う

に

定

義

す

る

。
「
空

無

性

（
Ｌ
ｅ
ｅ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
）
の
中
へ
の
魂
の
イ
ン
ド
的
沈
潜
は
む
し
ろ
顛
落
で
あ
る
。
そ

れ

は

多
分

神

秘

主

義

と

い
う

名

に

全

く

仕

え

な

い

し

、

諸
真

理

を
発

見

し

な

い

こ

と

か

ら

で

あ

る

」
（
Ｐ
.　１
６
１
）

ヘ

ー

ゲ

ル

は

チ

ベ

ッ
ト
の

行

者

に

つ

い

て

の

報

告

と

ラ

ー

マ

ー

ヤ
ナ

の

ガ

ン

ガ

ー
の

誕

生

の

例

を
引

い

て

迷

信

的

な

悔

俊

と

し
て

あ

げ

る

。
「

イ

ン

ド

の
宗

教
性

の

最

高

の

も

の
で

あ

る

と

こ

ろ

の

も

の

の
否

定
的

な
性

質

は

全

く

抽

象

化

さ

れ

た
表

明

で
も

つ
て

も
甘

ん

じ

て

い

る

、
内

面

性

の

彼

の

状

態

は

な
く

、
即

ち

間
接

な

殺
人

で

あ

る

」
（
Ｐ
.　１
６
３
）

へ
ー
ゲ
ル
は
魔
力
に
つ
い
て
引
用
し
た
後
で
「
イ
ン
ド
の
根
本
規
定
は
抽

象

的

な

精

神

性

、

規

定

や

節

度

の

な

い

抽
象

、
自

然

的

な

も

の

の

絶
対

的
な

力

で

あ

る
。

そ
れ

は
思

惟

の

否

定
性

の

地

点
で

あ
り

、

そ

の

中

に
お

い
て

の

特

別

な
も

の

と
す

べ
て

の

自

然

が

無
力

な

も

の

、
自

立

的

で

な

く

、
微

々

た

る
も

の

に
低

落
し

て

い
く

と

こ

ろ

の

精

神

の

純

粋

な
主

観

性

で

あ

る

。

し

か

し

こ

の
抽

象

的

な

主

観
性

は

こ

こ

で

は

差

し

当

り
人

間

が

自

ら

の

中

に

も

た

ら
す
と
こ
ろ
の
集
中
と
し
て
現
れ
る
」
（
P
.
1
7
1
）

ヘ

ー

ゲ

ル

が

ヨ

ー

ガ
の

定

義

へ

の

例

証

を

省

略

し

て

そ

の

特

徴

を

キ
イ

ワ

ー

ド
と

し

て

列

挙

す

る

な

ら

ば
次

の

よ

う

に

な

る
。

詳

細

な

自
己

抹

殺

と

意

識

に
お

け

る
無

意

識

性

の

状

態

、

知

の
絶

対

的
な

直

接

性

、

抽
象

的

な
集

中

が

至

福

で

あ

る

、

自

己

意

識

の
孤

独

化

、

人

格

性

の

否

定

と

し
て

の

み

の

至

福

、

仏

教

徒

の

涅

槃

も
同

一

で
あ

り

、

た
だ

純

粋

な

直

観

は

何

か
あ

る
も

の

を

直

観

す

る
の

で

な

く
て

、

そ
こ

に

は
直

観

そ

れ

自

体

し

か

な

い
。

無

の

想ｔいと作｝
－7

9



直
観
と

は
名

づ
け
得

な
い
。

何
故
な
ら
単
な

る
純
粋
な
直
観

は
対

象
で

は
な

い
か
ら
で
あ

る
。

ヨ
ー
ガ
行
者
の

登
り
つ

め
て

い
く
と
こ
ろ

は
空
虚

な
抽
象

で
あ
り
、
純
粋
な
普
遍
性

、
単
純
な
同
一
性
を
個
有
な
規
定
と
し
て

い
る
。

こ
の
イ

ン
ド
の
純
粋

な
存
在

は
無
限

な
主
観
性
の
規
定

に
ま
で
継

続
し
て

い

か
な

い
か
ら
汎
神
論

と
な
り
、
同
時

に
唯
一
神
論
と

な
る
。

何
故

な
ら
純
粋

な
存
在

は
一
者
で
あ

る
か
ら
。

ギ
ー
タ
ー
の
真
理

の
形
而
上

学
的
規
定
は
真

理
を
抽
象
と
す

る
こ
と
で

あ
り
、
考
え

る
主
体

に
と

っ
て
世
界

の
個
々
の
事

物
は
他
者
と
し
て
現

れ
る
。

考
え

る
主
体
、
即
ち
精
神
は

他
な
る
個
々
の
事

物
を
主
体
自
身
の
表
現
と
し
て

は
ま

だ
認
識
し
て

い
な

い
し

、
ま

だ
考
え

る

主
体

に
ふ
さ

わ
し

い
個
有

の
現
実

に
出
逢

っ
て

い
ず
、
非
現
実
的
で

あ
る
。

東
洋
人
は
こ
の
事
を
了
解
し
て

い
な

い
と

ヘ
ー
ゲ
ル

は
言
う
。

だ
が
果

た
し

て
そ
の
通
り
だ
ろ
う

か
。

３
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
答
え
て

―
―
結
び
に
か
え
て
―
―

知
識
の
ヨ
ー
ガ
、
行
為
の
ヨ
ー
ガ
、
信
愛
の
ヨ
ー
ガ
あ
る
い
は
常
修
の

ヨ
ー
ガ
、
放
擲
の
ヨ
ー
ガ
と
い
わ
れ
る
ヨ
ー
ガ
の
各
段
階
を
一
貫
し
て
へ
―

ゲ

ル
の

批

判

は
多

か

れ

、

少

な

か
れ

西

欧

の

知

性

と

対

置

せ
ら

れ
て

そ

の

本

来

の

意

味

が

問

わ
れ

る
。

ヨ
ー

ガ

の
高

い
精

神

性

は
不

知

の
裡

に

そ

の
中

に

顛

落

へ
の

可

能

性

を

も
包

含

し

て

い

る
。

そ

し

て

そ

れ

が

社

会

の

中

で

ヘ
ー

ゲ

ル

の

言

う

停

滞

（
ｓ
ｔａ
ｔａ
ｒ
ｉｓ
ｃ
ｈ
）

を

支

え

る

思

想

と

も

な

る

。
『
歴

史

哲

学

』

と

『
哲

学

史

』

の
中

で

具
体

的

な
事

例
を

あ

げ

て

、

東

洋

的

世
界

が

、

個

々
人

が
自
己

自
身

の
内

に
ま
だ
主
体
的
自
由
を
見
出

し
て

い
な
い
、
精
神

と
自
然
と

の
一
如

の
世
界
で
西
欧
と
全
く
異

な
る
と
し
て

ヘ
ー
ゲ
ル
が
批
判

す
る
こ

と
に
対

し
て

「
ギ
ー
タ
ー
」
で

は
不
十

分
な
と
こ
ろ

を
検
証
さ
れ
得

る
解
明

を
呈
示

す
る
必
要

が
あ
る
。
高
度
な
精
神
性

、
あ
る
い
は
そ
う
見
え

る
ヨ
ー
ガ
の
精

神
性
と
同
一

の
社
会
の
中
に
お
け
る
長
い
間

の
政
治
、
社
会
、

経
済

の
自
由

な
活
動

へ
の
阻
害
あ
る
い
は
停
滞
と
の
対
照

は
何
を
意
味
し
て

い
る
の

か
。

そ
れ

は
自
己
疎
外

の
二

つ
の
方

向
と
解

さ
る
べ
き

な
の
か
。

ヨ
ー
ガ
の
瞑

想
は
自
己
か
ら
疎
外
さ
れ
、
無
へ
の
逃
亡

と
見

な
さ
る
べ
き
で

あ
ろ

う
か
。

勿
論
、
ヨ
ー
ガ
行
者
あ
る
い
は
禅
者
は
現
実

に
は
欲
望
の
滅
却

か
ら
始

め
て

い
る
が
、
そ
れ

は
究
極
的
に
は
社
会
的
共
在
者

へ
の
慈
愛
を
斥

け
る
も

の
で
あ

る
の
か
。
大
乗
仏
教
の
理
想
は
仏
国
土

の
建
設
で
あ
り
、
他

者
へ
の
慈
悲
の
念
な
き
修
行
者
は
山
中

に
坐
禅
す

べ
き
で
な

い
と
も
言
わ
れ

る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
己
意
識
こ
そ
人
間
存
在

の
始
め
で

あ
り
究
極
で
あ
る
と

す
る
聖
書
的
人
間

観
、
自
然
の
状
態
か
ら
精

神
化
へ
の
進
歩

、
特

に
そ
れ
が

西
欧
の
内
部

に
の
み

限
定
さ
れ

た
閉
鎖
的
な
発

展
の
図

式
に
よ
っ
て
何
が
と

り
あ
げ
ら
れ

、
何
が
見
落
と

さ
れ
て

い
る
か
を
見
る
必
要

が
あ
る
。

こ
こ
で

ヘ
ー
ゲ
ル
が
知
る
を
得
な
か

っ
た
大
乗
仏
教
の
論
師
、
龍
樹
と
無

着

の
例
を
あ
げ
る
。
龍
樹

の
『
中
論
』
十
八
章
に
「
心
の
対

境
が
止
滅
す
る

か
ら

、
言
語

の
対

境
も
止
滅
す

る
。
何
と
な
れ
ば
、
法

性
は
不

生
不
滅
で
、

涅
槃

の
如
く
で

あ
る
か
ら
。
一
切
は
如
で
あ
る
、
ま
た
、
如
で

は
な
い
、
如

で
あ

っ
て
不
如
で

あ
る
。
不
如
で
も
な
く
如
で
も
な
い
。
こ
れ
が
諸
仏
の
教

で
あ

る
。
他
を
縁
と
し
て

知
る
の
で
な
く
、
寂
静
で

、
戯
論
に
よ
っ
て
戯
論



せ
ら
れ
ず
、
無
分
別
で
、
不
異
義
で
あ
る
の
が
、
実
性
の
特
質
で
あ
る
」
（
七

―
九
偈
）
、
ま
た
『
空
性
七
十
論
』
で
は
「
存
在
は
す
べ
て
実
体
が
空
で
あ

る
か
ら
、
存
在

の
依
存
関
係

に
よ

る
生

起
を
無
比
な
る
如

来
は
教
示

さ
れ
た
。

究
極
の

真
理
は

そ
れ
に
尽
き
て

い

る
。
尊
き

師
仏
陀

は
、
世
間

の
常
識

に

従
っ
て
、
種
々
な
る
も
の
を
す
べ
て
正
し
く
仮
説
さ
れ
た
」
（
六
八
―
六
九

偈
）
如
と
不

如
と
の
関
係
を
意
識

の
上
で

展
開
し
て
説
い
た
無
着
の

『
中

辺

分
別
論
』
で

は
「
虚
妄

な
る
分
別

は
あ

る
。
そ
こ
に
二
つ

の
も

の
は
存
在

し

な
い
。
し
か
し

、
そ
こ

（
す
な

わ
ち
虚
妄

な
る
分
別

の
な
か
）

に
空
性

が
存

在
し
、
そ

の
（
空
性

の
）

な
か

に
ま

た
、

か
れ

（
す

な
わ

ち
虚
妄

な
る
分

別
）
が
存
在
す
る
」
(
Ⅰ
,
 
ⅰ
）
の
例
は
仏
教
の
ヨ
ー
ガ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
問

い
へ
の
応
答
の
一
つ
で
あ
り
得
る
。

ヘ
ー

ゲ
ル
は
「
差
異
」
論
文

（
一
八
〇
一
年
）
の
真
な

る
関
係
を

相
互

性

と
し
て
関
係

に
お
い
て
み
る
限
り
仏
教

の
縁
起

論
と
共
通
項
を
も
つ
。
ま

た

『
論
理
学
』
（
1
8
,
 
2
,
 
1
6
)
に
見
ら
れ
る
有
、
無
、
成
の
無
に
仏
教
が
対
応

す

る
も

の
で
な

い
。
無
着
の
弁
証
法
的
と

も
言
え

る
正
反
合
を
そ
れ
自
体
と

し

て
包
摂

し
て

い
る
所

論
は

ヘ
ー

ゲ
ル
の
検
討

し
た

ヨ
ー

ガ
で
出
て

こ

な

か
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
単
な
る
神
秘
主
義
的
表
現

に
止
ま
ら
ず
、

ロ
ゴ
ス

を
媒
介
と
し
て
示
す
伝
統

も
仏
教
は
有

っ
て

い
る
。
「
意
識

の
経
験
の
学
」

の
異
な

っ
た
伝
統

に
お
け
る
展
開
、
主
観
が
否
定

の
場

に
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
れ
ば
、
東
西
を
判
然
と
分

か
つ
意
味
は
な

い
。
し
か
し

ヘ
ー
ゲ
ル

に

は
分
別
を
無
分
別

に
根
本
的
に
転
ず
る
、
無
我
へ
の
転
回
は
見
当
た
ら
な

い
。

そ
れ
故
ま
た
無
分
別
の
分
別
、
通
例
の
分
別
よ
り
も
は
る
か
に
働
き
の
大
き

な
分
別
作
用

を
見
る
こ
と
も

な
い
。

例
え
ば
沢
庵
の

『
不
動
智
神
妙
録
』
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
。

ヘ
ー
ゲ
ル
と
仏
教
の
究
極
を
第
三
者
的
客
観
性

に
お
い

て

判
定
す
る
場
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
無
分
別
の
も
つ
分
別

の
生
き
た

働
き
か
ら

ヘ
ー
ゲ
ル
を
見

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ヨ
ー
ガ
は
抽
象
で
な
く
、

無
我
で
あ
る
か
ら

無
限
に
開

か
れ
、
無
限

に
現
実
に
応
答
す

る
。
途
中
の
経

過
に
お
い
て

と
邪

路
に
入

っ
た
場
合

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
指
摘
が
当

た
る
で
あ
ろ

う
。
東
洋
社
会
の
問
題
性

は
単

に
あ
る
思
想

に
還
元
す

る
分
析

に
よ

っ
て
は

解
明

さ
れ
得
な
い
多
元
的
な
構
造
を
も
つ
。

ヨ
ー

ガ
の
世
界
の
立
体
的
な
解

明

は
空
性

の
場

、
現
実
の
妙
有
の
場
と
し
て
生
き
た
体
験

か
ら
照
ら
し
て
い

く

べ
き
で

あ
り
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
如
き
事
態
と
異
な

る
次
元
が
存
す
る
こ

と

を
踏
ま
え

た
世
界

の
理
解
へ
と
進
む
べ
き
で

あ
る
。

（

１

）
　

Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ

　
ｄ

ｉ
ｅ

　
ｕ

ｎ

ｔ
ｅ
ｒ

ｄ
ｅ

ｍ

　
Ｎ

ａ

ｍ

ｅ

ｎ

　
Ｂ

ｈ

ａ

ｇ

ａ

ｖ

ａ

ｄ
-

Ｇ

ｉ
ｔ
ａ

　

ｂ
ｅ

ｋ

ａ

ｎ

ｎ

ｔ
ｅ

　
Ｅ

ｐ

ｉ
-

ｓ
ｏ

ｄ
ｅ

　
ｄ

ｅ
ｓ

　
Ｍ

ａ

ｈ

ａ

ｂ

ｈ
ａ

ｒ

ａ

ｔ
ａ

　
ｖ

ｏ

ｎ

　

Ｗ

ｉ
ｌ
ｈ
ｅ

ｌ
ｍ

　
ｖ

ｏ

ｎ

　
Ｈ

ｕ

ｍ

ｂ
ｏ

ｌ
ｄ

ｔ

，
　

Ｂ

ｅ
ｒ

ｌ
ｉｎ

１
８
２

６
.

で

Ｊ
ａ

ｈ
ｒ

ｂ

ｉ
ｉｃ

ｈ
ｅ

ｒ

ｆ
ｉｉ
ｒ

　ｗ

ｉｓ

ｓ
ｅ

ｎ

ｓ
ｃ

ｈ
ａ

ｆ
ｔ
ｌ
ｉｃ

ｈ
ｅ

　
Ｋ

ｒ

ｉ
ｔ
ｉ
ｋ

　
１
８
２

７

，
　
Ｎ

ｒ

， 　
７

／

８

，
　
１
８
１
／
１
８
２
,
　
１
８
３
／
１
８
４
,
　
１
８
５
／
１
８
６
,
　
１
８
７
／
１
８
８

，

引
用
は
S
ｕ
ｈ
ｒ
ｋ
ａ
ｍ
ｐ
版

に

よ

る

。

（

２

）
　
　

Ｈ

ｅ
ｇ

ｅ

ｌ
　
：
　

Ｐ

ｈ

ａ

ｎ

ｏ

ｍ

ｅ
ｎ

ｏ

ｌ
ｏ
ｇ

ｉｅ

　
ｄ

ｅ

ｓ

　
Ｇ

ｅ

ｉ
ｓ

ｔ
ｅ
ｓ

，

Ｌ

ａ

ｓ

ｓ
ｏ

ｎ

版

Ｓ
.

　
１
９
.

樫

山

訳

ｐ
.

　
２
２
.

（

３

）
　

同

上

Ｓ
.
　
１
９
.

樫

山

訳

ｐ
.

　
２

３
.

（

４

）
　

全

集

Ｓ
ｕ

ｈ
ｒ

ｋ

ａ

ｍ

り

版

、

Ｓ
.
　
５
７

９
-
５
８

０
.

（

５

）
　

同

上

Ｓ
.
　
５
８

０
.

（

６

）
　
　

Ｏ

ｂ
ｓ

ｅ
ｒ
ｖ

ａ

ｔ
ｉ
ｏ

ｎ

ｓ

　
ｓ

ｕ

ｒ

　
ｌ

ａ

　

Ｃ

ｒ

ｉ
ｔ
ｉ
ｑ

ｕ

ｅ

　

ｄ
ｕ

　

Ｂ

ｈ

ａ

ｇ

ａ

ｖ

ａ

ｄ
-

Ｇ

ｉ
ｔ

ａ

　

ｄ

ａ

ｎ

ｓ

　
ｌ

ｅ

Ｊ
ｏ
ｕ
ｒ
ｎ
ａ
ｌ
　
Ａ
ｓ
ｉ
ａ
ｔ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
（
Ｊ
ｏ
ｕ
ｒ
ｎ
.
　
Ａ
ｓ
.
　
１
８
２
６

，
　
ｐ
ｐ
.
　
３
-
２
７
)
.
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（

７

）
　
　

Ｕ

ｂ
ｅ

ｒ

　

ｄ

ｉｅ

　
Ｂ

ｈ
ａ

ｇ

ａ
ｖ

ａ

ｄ
-

Ｇ

ｉ
ｔ
ａ
,

　

Ｍ

ｉｔ

　
Ｂ

ｅ
ｚ

ｕ

ｇ

　
ａ

ｕ

ｆ
　
ｄ

ｉ
ｅ

　
Ｂ

ｅ

ｕ

ｒ
ｔ
ｈ

ｅ

ｉ
ｌ

ｕ

ｎ

ｇ

ｄ

ｅ
ｒ

　
Ｓ

ｃ

ｈ

ｌｅ

ｇ

ｅ

ｌ
ｓ

ｃ

ｈ
ｅ

ｎ

　
Ａ

ｕ

ｓ
ｇ

ａ

ｂ
ｅ

　
i
m

　

Ｐ

ａ

ｒ

ｉｓ

ｅ
ｒ

　
Ａ

ｓ

ｉ
ａ

ｔ
ｉ

ｓ

ｃ

ｈ
ｅ

ｎ

　
Ｊ

ｏ

ｕ

ｒ
ｎ

ａ

ｌ

（
Ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｓ
　
Ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｂ
ｉ
ｂ
ｌ
ｉ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｋ
　
Ⅱ
,
　
Ｂ
ｏ
ｎ
ｎ
,
　
１
８
２
７
,
　
p
p
.
　
２
１
８
-
２
５
８
,

３
２
８
-
３
７
２
)
｡

（

８

）
　

Ｕ

ｅ

ｂ
ｅ
ｒ

　
ｄ

ｉｅ

　ｕ

ｎ

ｔ
ｅ

ｒ

　
ｄ

ｅ

ｍ

　
Ｎ

ａ

ｍ

ｅ

ｎ

　
Ｂ

ｈ
ａ

ｇ

ａ

ｖ
ａ

ｄ
-

Ｇ

ｉ
ｔ
ａ

　
ｂ
ｅ

ｋ

ａ

ｎ

ｎ

ｔ
ｅ

　
Ｅ

ｐ

ｉ
ｓ

ｏ
ｄ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ａ
ｈ
ａ
-
Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ａ
，
　
Ｉ
　
.
（
一
八
二
五
年
一
月
三
〇
日
講
演
）
Ⅱ
.

（

一

八

二

六

年

一

月

三

〇

日

講

演

）

ア

カ

デ

ミ

ー

の

論

集

と

し

て

の

刊

行

は

一

八

二

五

年

次

（
ｐ

ｐ
.

　
１
-
６
４

）

に

ま

と

め

ら

れ

て

一

八

二

八

年

。

（

９

）

『

中

論

』

は

宇

井

訳

、

『

七

十

空

性

』

は

瓜

生

津

訳

、

『

中

辺

分

別

論

』

は

長

尾

訳

を

依

用

し

た

。

な

お

多

く

の

註

記

は

省

略

せ

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

。

な

お

今
世
紀
の
イ
ン
ド
思
想
の
理
解
と
研
究
は
S

．
　
S
ｃ
ｈ
ａ
ｙ
ｅ
ｒ
『
現
代
の
問
題
と
し

て

の

イ

ン

ド

哲

学

』

（

１
９

２
９

）

や

Ｈ
.

　ｖ
.

　

Ｇ

ｕ

ｅ

ｎ

ｔ
ｈ

ｅ
ｒ

『

理

論

と

実

践

に

お

け

る

仏

教

哲

学

』

（

１
９

７
６

）

の

よ

う

に

外

か

ら

で

な

く

内

在

的

了

解

に

も

至

っ

て

い

る

。

（

さ

と

う

・

み

ち

お

、

仏

教

史

、

岩

手

大

学

教

授

）
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