
〈
研

究

論
文

７
〉

「
定
義
」

に
つ
い
て

―
イ
ン
ド
と
西
洋
の
比
較
研
究
―

イ

ン
ド
で
は
、
学
問
の
手
順

と
し
て

、
古
く

か
ら
提
示
、
定
義
、
考
察
の

三
つ
が
挙
げ
ら
れ
、
後
代
に
は
、
特

に
提
示

と
定
義
だ
け
を
ま
と
め
た
一
群

の
綱
要

書
文

献
が
現
れ
る
。
一
方
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
も
科
学
の
出
発
点
の

一
つ

に
定
義
を
挙
げ
る
。
い
ず
れ
に
お

い
て
も
、
定
義

は
基
本
的
で
重
要

な

問
題
で
あ
る
。
定
義

に
つ

い
て

は
、
「

Ｘ
と

は

～
で

あ
る
」
と

い
う
よ
う

に

実
際

に
具
体
的
な

Ｘ
の
定
義
を
与

え
る

〈
定
義

の
実
践
〉
と

「
定
義
」
の
定

義
や
条
件
や
目
的
等
を
扱
う

〈
定
義
の
理
論
〉

い
う
二
つ

の
大
き
な
問
題
が

あ
る
。
後
者

は
前
者
の
根
拠
と
な
る
ば

か
り
で

な
く
、
定
義
批
判
の
根
拠
と

も
な
る
。
定
義
批
判

は
た
と
え

他
の
定

義
を
用

意
で
き
な

く
て

も
、
〈
定
義

の
理
論
〉

に
基
づ
か
な

い
限
り
、
不

可
能
で
あ

る
。
本
稿

は
、
イ

ン
ド
に
お

け
る

〈
定
義
の
理
論
〉
の
二
、
三
の
問
題
を
取
り
あ
げ

、
そ
れ
ら
が
、
西
洋

、

特

に
ギ
リ

シ
ア
の
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
よ

っ
て

、
ど
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
た

の

か
、
そ
れ
を
検
討
す

る
も
の
で
あ
る
。

佐
　
藤
　
裕
　
之

ま

ず

、

最

初

に

、
「
定

義

」

の

定

義

の

問

題

を

取

り

あ

げ

た

い

。

イ

ン

ド

で

最

も

一

般

的

な

の

は

、
「

被

定

義

項

に

適

用

さ

れ

て

、

非

被

定

義

項

に

は

適
用
さ
れ
な
い
性
質
（
ｄ
ｈ
ａ
ｒ
m
a
「
属
性
」
)
、
す
な
わ
ち
「
共
通
し
な
い
性

質

」

と

言

わ

れ

る

も

の

で

あ

る

。

ま

た

定

義

の

目

的

の

一

つ

が

排

除

で

あ

る

こ

と

か

ら

、
「

非

被

定

義

項

を

排

除

す

る

性

質

」
、

あ

る

い

は

非

被

定

義

項

を

「

同

類

群

（
ｓ
ａ
ｊａ
ｔ
ｉｙ
ａ

）

と

異

類

群

（
ｖ
ｉｊａ
ｔ
ｉｙ
ａ
）　ｊ

に

わ

け

て

、
「

同

類

群

と

異

類

群

を

排

除

す

る

性

質

」

と

言

わ

れ

る

場

合

も

あ

る

。

イ

ン

ド

で

は

、

〈
基

体

と

性

質

〉

の

関

係

に

よ

っ

て

、

存

在

・

概

念

の

構

造

を

説

明

す

る

が

、

被

定

義

項

が

基

体

で

あ

っ

て

、

定

義

は

あ

く

ま

で

も

そ

れ

の

性

質

で

あ

る

。

定

義

を

述

べ

る

文

章

で

し

ば

し

ば

見

受

け

ら

れ

る

Ｉ
ｔｖ
ａ

あ

る

い

は

-ｖ
ａ
ｔ
ｔｖ
ａ

と

い

う

表

現

は

定

義

が

性

質

で

あ

る

こ

と

を

示

す

た

め

で

あ

る

。

一

方

、

西

洋

に

お

い

て

も

、

い

く

つ

か

の

言

及

が

見

ら

れ

る

が

、

そ

れ

ら

の



中

で

も

最

も

代

表

的

な

の

は

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

与

え

た

「
最

近

類

十
種

差
」
で
あ
る
（
例
え
ば
『
ト
ピ
カ
』
1
-
8
）
。
こ
れ
は
、
諸
概
念
を
類
種
の
段

階

に
分

類

す

る

彼

の

概

念

論

に

基

づ

い

た

も

の

で

、

被

定

義

項

を

概

念

体

系

の
中

に
正

し

く

位

置

づ

け

る

方

法

で

も

あ

る

。

以
上
の
二
つ
の
「
定
義
」
比
較
す
る
た
め
に
、
類
【
A
】
に
属
す
る
種

［
ａ
ｌ
］
［
a
2
］
、
類
「
B
」
に
属
す
る
種
【
b
1
】
【
b
2
】
を
考
え
、
種
【
a
l
】
を

定
義

す

る

場

合

、

そ

れ

は

そ

れ

ぞ

れ
次

の

よ

う

に

し

て

え

ら

れ

る

。

イ

ン
ド

の

「
同

類

群

と

異

類

群

を

排

除

す

る

性

質

」

に

従

え

ば

、
「
同

類

群

の

種

【
a
2
】
と
異
類
群
の
種
【
b
1
】
【
b
2
】
を
排
除
す
る
性
質
」
で
あ
り
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
「
最
近
類
十
種
差
」
に
従
え
ば
、
「
類
「
A
」
十
種
差
（
種

［
a
l
］
と
種
［
ａ
２
］
と
の
差
）
」
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
種
差
は
、

種
［
ａ
ｌ
］
と
種
【
a
2
】
の
差
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
種
［
ａ
ｌ
］
と
種

［
b
1
］
【
b
2
】
と
の
差
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

種
［
ａ
ｌ
]
と
種
［
a
2
］
の
差
は
、
同
時
に
種
[
a
l
]
と
種
【
b
1
】
【
b
2
】
と

の

差

を

意

味
す

る

こ

と

が
期

待

さ
れ

る

が

、
種

差

と

い

う

概

念

は

そ

こ

ま

で

意

味

し

て

は

い

な

い

。

し

た

が

っ
て

、

種

差

は

イ

ン
ド

で

い

う

「

同

類

群

を

排
除
す
る
性
質
」
だ
け
に
相
当
す
る
。
一
方
、
類
「
A
」
は
そ
れ
を
述
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
類
【
B
】
に
含
ま
れ
る
種
【
b
1
】
［
b
2
］
に
適
用
さ
れ
な
い

こ

と

を

意

味
す

る

か

ら

、
最

近

類

は

イ

ン

ド
で

い

う

「

異

類

群

を

排

除

す

る

性

質

」

に

相
当

す

る

。

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
自

身

が

「
類

の

ほ

う

は

、
【
同

じ

類

に
入

ら

な

い
】

他

の

も

の

ど

も

か
ら

【
そ

の
対

象

を

】
切

り

離

す

べ

き

も

の

だ

が

、
種

差

の

ほ

う

は
、

同

じ

類

の

う
ち

に

あ

る
も

の

ど

も

か

ら

［

そ

の

対
象
を
】
切
り
離
す

べ
き
も
の
で
あ
る
」
（
『
ト
ピ
カ
』
６
-３

．）
と
述

べ
て

い

る
通
り
で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、
イ
ン
ド
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
相
違
は
、

表
現
の
違

い
だ
け

に
過
ぎ
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し

か
し
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
お
い
て
は
、
最

近
類

が
異
類
群
を
切

り
離

し
、
種
差
が
同
類
群
を
切
り
離
す
と
い
う
よ
う
に
、
別

な
る
も
の
が
異
類
群

と
同
類
群
を
排
除
す

る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
固
定
化

し
て
い
る
が
、
イ
ン

ド

に
お

い
て

は
固
定
化
し
て

い
な
い
。
確
か
に
、
イ
ン
ド
に
お

い
て
、
知
覚

が

「
感
官
と
対
象
の
接
触
か
ら
生
じ
る
認
識
」

と
定
義

さ
れ
る
と
き
、
知
覚

は
認
識
の
種
で
あ
る

か
ら
、
「
認
識
」
が
異

類
群

を
切

り
離
す
最
近
類

に
な

り
、
「
感
官
と
対
象
の
接
触
か
ら
生
じ

る
」

は
認
識

と
い
う
類
に
属
す

る
知

覚
と
推
理
等
と
の
差
、
つ
ま
り
、
同
類

群
を
切
り

離
す
種
差
に
な
る
。

だ
が
、

実
体
の
種
で
あ
る
地
の
定
義

は

「
匂

い
を
も

つ
も
の
」
で
あ

っ
て

、
「
最
近

類

十
種
差
」

に
従
う

「
匂

い
を
も
つ
実

体
」

で
は
な

い
。

な
ぜ
な
ら
、
「
匂

い
を
も
つ
も
の
」
は
実
体
だ
け
に
限
ら

れ
る
の
で

あ
っ
て
、
実
体
以
外

の
何

か

（
性
質
や
運
動
等
）

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら

、
そ
れ
だ
け
で

、

同
類
群
と
異
類
群
を
排
除
で
き
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
知
覚
の
場

合
、

仮
に

「
感
官
と
対
象
の
接
触
か
ら
生
ず
る
も
の
」

と
定
義

さ
れ
る
と
、
彼

ら

の
独
特

な
考

え
に
よ
れ
ば
、
認
識
以

外
の

「
感

官
と
対
象

の
接

触
の
消

滅

無
」
も
感
官
と
対
象
の
接
触
か
ら
生
じ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
定
義

は

知
覚
以
外
の
も
の
に
も
適
用
さ
れ
て
し

ま
い
、

広
す
ぎ

る
こ
と
に
な
る
。
し

た
が

っ
て
、
そ
れ
を
排

除
す

る
た
め

に
、
「
認
識
」

が
必
要

に
な
り
、
適
用

範
囲
を
知
覚
だ
け
に
限
定
す
る
の
で
あ
る
。
（
p
a
l
a
k
y
o
 
a
b



T
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。
「
認
識
」
は
確
か
に
最
近
類

を

示

し

て

い

る

が

、

そ

れ

は

「
感

官

と

対

象

の

接

触

の

消

滅

無

」

を

排

除

す

る

た

め

の

も

の

で

あ

り

、

何

も

排

除

す

る

も

の

が

な

か

っ

た

ら

、

必

要

は

な

い

。

た

と

え

、

イ

ン

ド

で

与

え

ら

れ

る

定

義

に

「
最

近

類

十

種

差

」

と

い

う

方

式

が

あ

っ
た

と

し

て

も

、

そ

れ

は

、

排

除

を

目

的

と

し

た

結

果

に

過

ぎ

な

い

。こ

の

よ

う

な

イ

ン

ド

の

考

え

に

従

う

限

り

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

「
理

性

的

動

物

」

と

い

う

人

間

の

定

義

に

は

問

題

が

あ

る

。
「
動

物

」

が

異

類

群

を

切

り

離

す

最

近

類

で

あ

り

、
「

理

性

的

」

が

同

類

群

を

切

り

離

す

種

差

で

あ

る

が

、
「

動

物

」

が

こ

こ

で

必

要

と

さ

れ

て

い

る

の

は

、

動

物

以

外

で

理

性

的

な

何

か

を

排

除

す

る

た

め

で

な

く

て

は

な

ら

な

い

。
「
理

性

」

を

ど

う

解

釈

す

る

か

に

よ

る

が

、

お

そ

ら

く

、

そ

れ

は

考

え

ら

れ

な

い

だ

ろ

う

。

し

た

が

っ

て

、
「

動

物

」

と

い

う

語

は

必

要

が

な

い

。
「

理

性

的

」

と

い

う

種

差

だ

け

で

、

同

類

群

も

異

類

群

も

切

り

離

す

こ

と

が

可

能

で

あ

る

。

以

上

の

よ

う

に

、

イ

ン

ド

と

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

挙

げ

る

「
定

義

」

の

定

義

は

、

表

現

上

の

相

違

だ

け

に

過

ぎ

な

い

よ

う

に

も

思

わ

れ

る

が

、

両

者

の

意

図

す

る

と

こ

ろ

に

は

、

明

ら

か

な

相

違

が

見

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

両

者

の

相

違

は

、

次

に

触

れ

る

問

題

で

決

定

的

と

な

る

。

そ

こ

で

、

次

に

、

定

義

と

本

質

の

問

題

を

取

り

あ

げ

る

。

イ

ン

ド

の

定

義

の

一

つ

の

特

徴

と

し

て

、
「

定

義

は

本

質

を

述

べ

な

い

」

と

い

う

点

が

し

ば

し

ば

、

研

究

者

に

よ

っ

て

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

確

か

に

、

本

質

を

述

べ

て

い

る

と

は

思

わ

れ

な

い

よ

う

な

定

義

が

、

イ

ン

ド

に

は

少

な

く

な

い

。

先

述

し

た

「
知

覚

」

の

定

義

も

、

ど

の

よ

う

に

し

て

知

覚

が

生

起

す

る

の

か

を

説

明

す

る

「
発

生

的

定

義

（
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｔ
ｉｃ
　
ｄ
ｅ
ｆ
ｉｎ
ｉｔ
ｉｏ
ｎ

，

生

起

的

定

義

」
」

と

呼

ば

れ

る

も

の

で

、

本

質

を

述

べ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

さ

ら

に

性

質

（
ｇ
ｕ
ｎ
ａ
）

は

「
実

体

や

運

動

と

異

な

る

、

普

遍

の

基

体

」

と

定

義

さ

れ

る

が

、
「
異

な

る

」

と

い

う

表

現

を

含

む

も

の

が

本

質

を

説

明

し

て

い

る

と

は

到

底

考

え

ら

れ

な

い

。

こ

の

よ

う

に

、

実

際

に

与

え

ら

れ

た

定

義

か

ら

も

、

本

質

を

述

べ

て

い

な

い

こ

と

は

、

推

察

で

き

る

が

、

次

の

よ

う

に

、

明

言

さ

れ

る

こ

と

も

あ

る

。「
こ

の

よ

う

な

定

義

が

あ

る

」

と

い

う

の

は

、

本

質

を

述

べ

よ

う

と

し

て

言

わ

れ

た

の

で

は

な

い

。
「

こ

の

よ

う

な

徴

表

が

あ

る

」

と

言

わ

れ

た
の
で
あ
る
°
　
（
Ｓ
ｌ
ｏ
ｋ
ａ
ｖ
ａ
ｒ
ｔ
ｔ
ｉ
ｋ
ａ
，
　
ｐ
ｒ
ａ
ｔ
ｙ
ａ
ｋ
ｓ
ａ
ｓ
ｕ
ｔ
ｒ
ａ
，
　
１
９
．
)

定

義

は

被

定

義

項

の

本

質

を

述

べ

る

た

め

で

は

な

い

。
「
こ

の

語

は

こ

れ

を

指

示

す

る

」

と

述

べ

る

た

め

で

も

な

い

。
「

あ

ら

ゆ

る

他

の

す

べ

て

の

も

の

か

ら

こ

れ

は

排

除

さ

れ

て

い

る

」

と

述

べ

る

た

め

で

あ

る

。

（
Ｓ
ａ
ｍ
ｋ
ｓ
ｅ
ｐ
ａ
ｓ
ａ
ｒ
ｔ
ｒ
ａ
ｋ
ａ
　
Ｉ
，
　
５
２
３
．
)

さ

ら

に

、

イ

ン

ド

に

お

い

て

、

定

義

が

分

類

さ

れ

る

こ

と

は

稀

だ

が

、

貴

重

な

言

及

と

し

て

、

ア

ド

ヴ

ァ

イ

タ

学

派

で

は

本

質

的

定

義

（
ｓ
ｖ
ａ
ｒ
ｕ
ｐ
ａ
ｌａ
ｋ
ｓ
ａ
ｎ
ａ
）

と

偶

有

的

定

義

（
ｔａ
ｔａ
ｓ
ｔ
ｈ
ａ
ｌａ
ｋ
ｓ
ａ
ｎ
ａ
）

に

分

類

す

る

。

前

者

は

本

質

に

よ

る

定

義

で

、

後

者

は

本

質

以

外

の

も

の

に

よ

る

定

義

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

分

類

が

あ

る

こ

と

自

体

、

定

義

は

必

ず

し

も

本

質

を

述

べ

る

も

の

で

は

な

い

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

よ

り

重

要

な

の

は

、

本



・

－

－

－

質

は
性

質

と

い

う

よ

り
も

、

性

質

が

属

し

て

い

る
基

体

で

あ

る

か

ら

、
本

質

が

定

義

に

な

る
場

合

も

、
本

質

が

性

質

で

あ

る

と

想

定

さ

れ

て

、

定

義

に

な

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
す

な
わ

ち

、
本

質

は

一

次

的

な

意

味

に

お

い
て

、

定

義

と

は

考

え

ら

れ

て

い

な

い

こ

と

に

な

る

。

一

方

、

ア
リ

ス

ト

テ

レ
ス

に

と

っ
て

、

定

義

は

本

質

を

示

す

説

明

方

式

で

あ
る
（
例
え
ば
『
形
而
上
学
』
7
-
4
;
『
ト
ピ
カ
』
７
-
３
．
）
°
こ
の
意
味
で
、

彼

の

定

義

は

、

唯

名

的

定

義

（
ｎ
ｏ
ｍ

ｉｎ
ａ
ｌ
　
ｄ
ｅ
ｆ
ｉｎ
ｉｔ
ｉｏ
ｎ
）

に

対

す

る

実

在

的

定

義

（
ｒ
ｅ
ａ
ｌ
　
ｄ
.）

と

言

わ

れ

る

。

と

こ

ろ

で

、

本

質

を

示

す

定

義

は

、
『
ト

ピ
カ
』
(
1
-
8
.
）
に
お
い
て
分
類
さ
れ
る
四
つ
の
述
語
形
式
の
中
の
一
つ
で

あ

る

。

四

つ

の
述

語

形

式

と

は

、

①

定

義

（
主

語

が

述

語

に
転

換

さ

れ

て

、

本

質

を
示

す

も

の

）
、

②

特

有

性

（
主

語

が

述

語

に

転

換

さ

れ

て

、

本

質

を

示

さ

な

い
も

の
）
、

③

類

（
主

語

が

述

語

に
転

換

さ

れ

な

い
で

、

定

義

を

構

成

す

る

も

の
）
、

④

付

帯

性

（
主

語

が

述

語

に

転

換

さ

れ

な

い
で

、

定

義

を

構

成

し

な

い
も

の

）

で

あ

る

が

、

定

義

と

特

有

性

は
、

主

語

が
述

語

に
転

換

さ

れ

る
点

は
等

し

く

、
相

違

は

本

質

を

示

す

か
否

か

と

い

う

点
だ

け

で
あ

る

。

し

た
が

っ
て

、
基

本

的

に

は
、

特

有

性

が

本

質

を

示

す

も

の

と
示

さ

な

い
も

の

に
分

け

ら

れ
、

前

者
が

定

義

と

さ

れ

る

に
過

ぎ

ず

、
定

義

は

広
義

の
特

有

性
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
（
『
ト
ピ
カ
』
１
-
４
.
)

こ
れ

に

対

し
、

イ

ン

ド
で

「
主

語

と
述

語

の

転
換

」

が

直

接

言

わ

れ

る

こ

と

は

な

い

が

、
先

述

し

た

「
共
通

し

な

い
性

質

」

の

「
共

通

し

な

い

こ

と
」

は

「
被
定

義

項
性

の

制

限
項

と
同

延

で

あ

る

こ

と

」

と

解

釈

さ

れ

る

。
Ｓ

を

被

定

義

項

と

し

た

場

合

、

被

定
義

項

性

の
制

限
項

は
Ｓ

性

で

あ
り

、

こ

の
Ｓ

性
と
同
延
の
も
の
で
あ
る
Ｐ
が
共
通
し
な
い
性
質
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

「
Ｘ
に
Ｐ
が
あ
れ
ば
、
そ
の
Ｘ
に
は
Ｓ
性
が
あ
る
。
Ｘ
に
Ｓ
性
が
あ
れ
ば
、

そ
の
Ｘ
に
は
Ｐ
が
あ
る
」
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
る
場
合
、
Ｐ
が
Ｓ
の

共
通
し
な
い
性
質
、
つ
ま
り
定
義
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
主
語
が
述
語

に
転
換
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ド

で
考
え
ら
れ
た
定
義
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
広
義
の
特
有
性
に
相
当

す
る
。
違
い
は
、
そ
れ
を
イ
ン
ド
で
は
定
義
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
広
義
の
特
有
性
の
中
で
本
質
を
示
す
も
の
だ
け
を
定
義
と
考

え
る
点
に
あ
る
。

最
後
に
、
定
義
と
も
の
の
成
立
の
関
係
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
い
。
ま
ず
、

イ
ン
ド
に
は
「
定
義
と
認
識
手
段
に
よ
っ
て
も
の
の
成
立
が
あ
る
」
と
い
う

原
則
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
匂
い
を
も
つ
も
の
」
と
い
う
定
義
と
知
覚
等
の

認
識
手
段
に
よ
っ
て
、
地
は
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

認
識
手
段
の
問
題
は
措
い
て
、
こ
の
原
則
を
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、
「
も

の
の
成
立
の
た
め
に
は
、
定
義
が
必
要
で
あ
る
こ
と
」
、
さ
ら
に
「
定
義
で

き
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
も
の
は
成
立
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
定
義
は
も
の
の
成
立
の
た
め
の
条
件
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
「
も
の
の
成
立
」
に
つ
い
て
は
、「
も
の
の
実
在
の
成
立
」

を
意
味
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
事
実
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い
て
、
ア

ド
ヴ
ァ
イ
タ
学
派
の
シ
ュ
リ
ー
ハ
ル
シ
ャ
は
「
定
義
に
依
存
し
て
、
被
定
義

項
の
成
立
が
あ
る
。
し
か
し
、
定
義
は
合
理
的
に
説
明
さ
れ

な
い
」



(
Ｋ

ｈ
ａ
ｎ

ｄ
ａ
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ｋ
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ｄ
ａ

ｋ
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ｙ
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ｅ

ｄ
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ｂ
ｙ

　

Ｓ

．
Ｙ

ｏ
ｇ

ｉｎ

ｄ
ｒ
ａ
ｎ

ａ
ｎ

ｄ
ａ

，
　

Ｖ

ａ

ｒ
ａ
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ａ
ｓ
ｉ

，

１
９
７
９

，
　
ｐ
．
　
１
２
６
．
)
と
述
べ
、
徹
底
し
た
定
義
批
判
を
行
っ
た
。
ア
ド
ヴ
ァ
イ

タ

学

派

は

、

ブ

ラ

フ

マ

ン

だ

け

の

実

在

を

認

め

、

そ

れ

以

外

の

す

べ

て

の

実

在

を

否

定

す

る

。

そ

こ

で

、

「

定

義

で

き

な

い

と

い

う

の

で

あ

れ

ば

、

そ

の

も

の

は

成

立

し

な

い

」

と

い

う

原

則

の

解

釈

に

基

づ

き

、

ブ

ラ

フ

マ

ン

以

外

の

す

べ

て

の

実

在

を

否

定

す

る

た

め

に

、

定

義

を

批

判

す

る

わ

け

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

「

も

の

の

成

立

」

を

「

も

の

の

実

在

の

成

立

」

と

考

え

る

こ

と

に

は

問

題

が

あ

る

。

既

に

述

べ

た

よ

う

に

、

イ

ン

ド

で

、

定

義

は

必

ず

し

も

本

質

を

述

べ

な

い

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

れ

に

よ

っ

て

も

の

の

実

在

が

成

立

す

る

と

は

思

わ

れ

な

い

。

イ

ン

ド

で

は

、

定

義

の

目

的

が

排

除

で

あ

り

、

「

定

義

」

そ

の

も

の

も

「

排

除

す

る

性

質

」

と

言

わ

れ

る

こ

と

か

ら

、

「

も

の

の

成

立

」

と

は

単

に

、

定

義

さ

れ

る

も

の

が

他

の

も

の

か

ら

排

除

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

意

味

す

る

に

過

ぎ

な

い

と

思

わ

れ

る

。

「

他

の

も

の

か

ら

排

除

さ

れ

て

い

る

こ

と

」

が

「

も

の

の

実

在

の

成

立

」

と

い

う

こ

と

に

な

る

の

か

も

知

れ

な

い

が

、

イ

ン

ド

で

は

そ

の

よ

う

に

は

考

え

ら

れ

て

い

な

い

。

一

方

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

つ

い

て

は

、

定

義

が

本

質

を

述

べ

る

も

の

で

あ

る

と

考

え

て

い

た

以

上

、

彼

も

、

定

義

（

＝

本

質

）

が

も

の

の

成

立

の

条

件

で

あ

る

と

考

え

て

い

た

と

し

て

も

問

題

は

な

い

よ

う

に

お

も

え

る

。

も

の

に

本

質

が

あ

る

な

ら

ば

、

そ

れ

は

実

在

し

、

本

質

が

あ

っ

て

、

実

在

し

な

い

も

の

な

ど

は

な

い

か

ら

、

定

義

が

本

質

を

述

べ

る

な

ら

、

定

義

さ

れ

る

も

の

の

実

在

に

根

拠

を

与

え

て

い

る

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

彼

は

、

「
「

そ

れ

が

あ

る

」

と

い

う

こ

と

を

掴

ん

で

い

な

い

の

に

、

そ

の

も

の

に

つ

い

て
「
そ
れ

が
何

か
」
と
探
求
す

る
こ
と

は
空
し
い
探
求
で

あ
る
」
（
『
分
析
論

後
書
』
２
-８
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
及

か
ら
、
定
義

は
本
質

を
述
べ
る

も
の
で

あ

っ
て

も
、
定
義
さ
れ
る
も
の
の
存
在

（
＝
実
在

）
が
成

立
す
る
わ

け
で
は
な
く
、
定
義
さ
れ
る
も
の
の
実
在
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ

る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
い
わ
ば
「
も
の
の
実

在
の
成
立

に
よ

っ
て
定
義
が
あ
る
」
と
い
う
原
則
が

た
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
定
義
と
も
の
の
成

立
の
関
係
は
、
定
義
の
可

能
性
の
問

題

に
関
わ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と

っ
て
、
定
義
は
実
在
を
前

提
と
し
て

い
る
か
ら
、
山
羊
鹿

（
ト
ラ
ゲ
ラ
ポ
ス
）
等
の
非
実
在
物
に
は
定

義
が
な

い

こ
と
に
な
る

（
『
分

析
論
後

書
』
２
-７
）
°

し
か
し
、
イ

ン
ド
で
は
、
定
義
さ

れ
な
い
で
、
も
の
が
区

別
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら

、
兎
角

や
亀
毛
等
の
非
実
在
物
も
、
他
の
も

の
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
限
り
、

定
義

さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
個
別

的
な
感

覚
的

諸
実
体

（
太
陽

、
月
、

ソ

ク
ラ
テ

ス

等
）
、

イ

デ

ア
は
非

定

義

的
で

あ

る
と

い

い

（
『
形
而
上

学
』
７
-１
５
）
’

他

に
も
、
善
、
真
理
、
同

一
性
、
単
純
概

念
、
固

有
名
詞
等
が
非
定
義
的

な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ

ら

が
す
べ
て
他
の
も

の
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
イ

ン
ド
で

は

定
義
を
与
え
る

は
ず
で

あ
る
。
イ
ン
ド
に
、
非
定
義
的
な
も
の
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。

た
だ
し
、
個
別

的
な
実
体
や
善
等
が
非

定
義
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

も
、

そ

れ
は
、
無
限
後
退
等

の
誤
謬
を
逃
れ
る
た
め
に
論
理
的
、
も
し
く
は
実
践

的

な
点
で
、
非
定
義
的

な
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
の
実
在
が
否
定
さ
れ
る
わ



け
で
は
な
い
し
、
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
で
も
な
い
。
太
陽

は
実
在
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
善
は
悪

か
ら
区
別

さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、

イ

ン
ド
で
は
、
非
定
義
的
な
も
の
は
他

か
ら
区
別
さ
れ
な
い
が
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
等
は
、
非

定
義
的
な
も
の
で

も
他

か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

こ
こ

に
両
者
の
相
違
が
あ
る
。

以

上
、
〈
定
義
の
理
論
〉

の
問
題

を
論
じ
て

き

た
。
イ

ン
ド
と
ア

リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
相
違
は
、
し
ば
し

ば
指
摘

さ
れ
き
た
よ
う
に
、
、
「
イ
ン
ド
の
定
義

は
本
質

を
述
べ
る
も

の
で

は
な
い
」

と
い
う
こ
と
に
要

約
さ
れ
る
。
本
稿
で

取
り

あ
げ
た
問
題
も

、
こ

の
点
か
ら
派

生
し
た
も
の
で

あ
る
。

そ
こ
で

、
問

題

は
、
な
ぜ
、
イ

ン
ド
で
本
質

を
述

べ
な
い
も
の
を
定

義
と
考
え

た
か
で
あ

る
。
も

ち
ろ

ん
、
イ

ソ
ド
で

い
う
本
質

が
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の

い
う
本
質
と

全
く
同
じ
で

は
な

い
だ
ろ
う
。

わ
れ

わ
れ
が
基

本
的

に
了
解
し
、
ア

リ
ス
ト

テ

レ
ス
も
言
及
し
て

い
る
「
本
質

は
物

事
に
一
つ
」
と

い
う
こ
と

さ
え
、
イ

ン
ド
に
通
用
す

る
か
ど

う
か
は
あ
や
し

い
。
極

め
て
特

殊
な
例
に
し
て
も
、

ブ

ラ
フ
マ
ン
の
本
質

は
、
有
と
知
と
喜

の
三

つ
で

あ
る
と
い
わ
れ

る
。
し

た

が

っ
て

、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
い
う
本
質

を
述

べ
る
も

の
で

は
な

い
と

い
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
驚
く

に
足
ら

な
い
。
し

か
し

、
イ

ン
ド
で
も
本
質
と

い
う
も

の
を
考
え
た

は
ず
で
あ

る
。
問
題

は
、
そ
の
イ

ン
ド
的
な
本
質
で
な

い
も
の
ま
で
も
、
何
故
、
定
義
と
考
え

た
か
で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
先
述
し
た
通
り
、
イ

ン
ド
に
お
い
て
、
定
義
は
性
質
で
あ
り
、

本
質
は
基
体
で
あ
る
か
ら
、
本
質
は
一
次
的
な
意
味
で
定
義
で
は
な

い
。
ま

た

、

イ

ン

ド

に

お

け

る

定

義

を

実

在

的

定

義

で

は

な

く

、

規

約

的

定

義

（
ｓ
ｔ
ｉ
ｐ

ｕ

ｌ
ａ
ｔ
ｉｖ

ｅ

　
ｄ

．
）
’

辞

書

的

定

義

（

ｌ
ｅ
ｘ

ｉｃ
ａ

ｌ
　
ｄ

．
）

と

し

て

片

づ

け

る

こ

と

も

可

能

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

な

が

ら

、

そ

も

そ

も

、

「

ｘ

と

は

何

か

」

と

い

う

定

義

の

問

い

に

対

し

て

、

求

め

ら

れ

て

い

る

答

え

は

ｘ

の

本

質

で

あ

っ

て

、

本

質

以

外

の

も

の

で

は

な

い

は

ず

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

が

「

実

在

的

定

義

の

完

全

な

例

を

人

間

が

示

し

う

る

か

ど

う

か

私

は

知

ら

な

い

」
と

吐

露

し

て

い

る

よ

う

に

、

本

質

を

答

え

る

こ

と

は

容

易

で

は

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

ど

う

し

て

も

定

義

し

よ

う

と

す

る

な

ら

、

非

被

定

義

項

に

共

通

し

な

い

限

り

で

の

、

あ

る

い

は

、

同

類

群

と

異

類

群

を

排

除

す

る

限

り

で

の

本

質

以

外

の

も

の

に

頼

っ

た

と

し

て

も

非

難

で

き

る

だ

ろ

う

か

。

「

定

義

は

本

質

を

述

べ

る

も

の

で

あ

る

」

と

い

う

〈

定

義

の

理

論

〉

が

確

立

さ

れ

て

も

、

そ

れ

を

根

拠

と

し

て

、

具

体

的

な

事

柄

に

対

し

て

定

義

を

実

践

で

き

な

け

れ

ば

、

意

味

は

な

い

。

定

義

の

実

践

を

考

え

れ

ば

、

「

定

義

」

の

定

義

が

緩

や

か

な

も

の

に

な

る

の

も

、

ま

た

必

然

で

あ

る

。

そ

の

結

果

が

イ

ン

ド

に

お

け

る

「

定

義

」

の

定

義

だ

っ

た

の

で

は

な

い

か

。

ま

さ

に

、

実

践

を

考

慮

し

た

理

論

が

イ

ン

ド

の

「

定

義

」

だ

っ

た

の

で

は

な

い

か

。

そ

の

意

味

で

、

ど

の

よ

う

に

定

義

を

実

践

し

た

か

、

そ

れ

を

検

討

し

て

み

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（
1
）
　
Ｑ
・
拙
稿
「
「
定
義
」
の
定
義
‐
－
イ
ン
ド
哲
学
に
お
け
る
「
定
義
」
を
め

ぐ
っ
て
―
―
」
『
仏
教
文
化
』
3
2
・
3
3
（
学
術
増
刊
号
８
）
　
合
併
号
。

p
p
.
(
3
)
-
（
2
9
）
。



（
２
）
Ｃ
ｆ
・
　
Ｒ
・
Ｒ
ｏ
ｂ
ｉ
ｎ
ｓ
ｏ
ｎ
,
　
Ｄ
ｅ
ｆ
ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
，
　
Ｏ
ｘ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ
,
　
１
９
５
４
,
　
ｐ
ｐ
.
２
-
３
.

（

３

）
　

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

著

作

は

「

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

全

集

」

（

岩

波

書

店

）

を

利

用

し

、

巻

と

章

を

挙

げ

た

。

（

４

）
　

Ｃ

ｆ
・
　

Ｍ

・
Ｂ

ｉａ

ｒ

ｄ
ｅ

ａ
ｕ
,

　
"

Ｌ

ａ

　

ｄ
ｅ

ｆ
ｉ
ｎ

ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　

ｄ
ａ

ｎ

ｓ

　

ｌａ

　

ｐ

ａ

ｎ

ｓ
ｅ
ｅ

　

ｉ
ｎ

ｄ

ｉ
ｅ
ｎ

ｎ

ｅ

”
，

Ｊ
ｏ

ｕ

ｒ
ｎ

ａ

ｌ
　
Ａ

ｓ

ｉａ

ｔ
ｉ

ｑ
ｕ

ｅ
,
　

２

４
５
,
　

１

９
５

７
,

　

ｐ

ｐ
.
３

７
３
-

３

７

４
;
　

Ｂ
.

　

Ｋ
.

　

Ｍ

ａ

ｔ
ｉ
ｌ
ａ

ｌ
,
　
Ｌ

ｏ
ｇ

ｉｃ

，

Ｌ

ａ

ｎ

ｇ

ｕ
ａ

ｇ

ｅ

　
＆

　

Ｒ

ｅ
ａ

ｌ
ｉ
ｔｙ
.

　
Ｄ

ｅ

ｌ
ｈ

ｉ
,　

１

９
８
５

，
　
ｐ

・
 １

９
５
;
　

Ｋ

・
Ｓ

・
Ｃ

ｈ
ａ

ｋ

ｒ
ａ

ｂ
ａ

ｒ
ｔ
ｉ
,
　

Ｄ

ｅ
ｆ
ｉ
-

ｎ

ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｉ
ｎ

ｄ
ｕ

ｃ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

：
　
Ａ

　
Ｈ

ｉｓ

ｔ
ｏ
ｒ

ｉｃ
ａ

ｌ
　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｃ
ｏ

ｍ

ｐ

ａ

ｒ
ａ

ｔ
ｉｖ

ｅ

　
Ｓ

ｔ
ｕ

ｄ
ｙ

，
　
１
９

９
５
.

Ｈ

ｏ

ｎ

ｏ

ｌｕ

ｌｕ
,

　

１

９
９

５
,

（

５

）
　

Ｃ

ｆ
.
　

Ｄ

・
Ｍ

・
Ｄ

ａ

ｔ
ｔ
ａ
,
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｓ

ｉｘ

　

Ｗ

ａ
ｙ

ｓ

　
ｏ
ｆ

　
Ｋ

ｎ

ｏ
w

ｉｎ

ｇ

，
　

Ｃ

ａ

ｌｃ

ｕ

ｔ
ｔ
ａ

，
　

１
９

７
２
,

ｐ

・
３
８
・

（
６
）
　
C
f
.
 
 
拙
稿
「
二
つ
の
「
定
義
」
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
４
３
,
　
２
,
　
１
９
９
５
，

ｐ
ｐ
.
（
8
6
）
-
（
8
9
）
。

（
７
）
　
C
f
.
 
拙
稿
「
「
定
義
」
の
定
義
」
ｐ
.
（
１
２
）
｡

（

８

）

Ｃ

ｆ
・
　

Ｖ

・
　

Ｓ

・
　

Ａ

ｐ

ｔ
ｅ

，
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｐ

ｒ
ａ

ｃ

ｔ
ｉｃ
ａ

ｌ
　

Ｓ
ａ

ｎ

ｓ

ｋ
ｒ

ｉ
ｔ
-
Ｅ

ｎ

ｇ

ｌ
ｉｓ

ｈ

　

Ｄ

ｉ
ｃ
ｔ
ｉｏ

ｎ
ａ

ｒ
ｙ

，

ａ
ｐ

ｐ

ｅ

ｎ

ｄ

ｉｘ

　
Ｅ

，　
ｐ

・
 ７

０
・

（

９

）
　

Ｃ

ｆ
.
　

Ｒ

ｏ

ｂ

ｉｎ

ｓ
ｏ

ｎ
,

　
ｐ

ｐ
.

４
-

５

．

（

1 0

）
　

細

川

董

「

ク

リ

ス

チ

ャ

ン

・

ヴ

ォ

ル

フ

の

定

義

の

説

に

つ

い

て

」

『

哲

学

研

究

』

（

京

都

哲

学

会

）

４

７

２
,
　

１
９

６
０
,

に

基

づ

く

。

（

1 1
）
　
C
f
.
「
す
べ
て
の
こ
と
が
定
義
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
…
…
そ
の
本
質
上
、

定

義

不

可

能

で

あ

る

も

の

を

ど

う

し

て

も

定

義

し

よ

う

と

す

る

な

ら

ば

、

わ

れ

わ

れ

は

容

易

に

非

本

質

的

な

副

次

的

な

事

柄

に

し

が

み

つ

き

、

そ

の

こ

と

に

よ

っ

て

研

究

を

初

め

か

ら

誤

っ

た

レ

ー

ル

に

乗

せ

る

の

で

あ

る

。
」

（

藤

村

竜

雄

訳
『
フ
レ
ー
ゲ
哲
学
論
集
』
岩
波
書
店
、
ｐ
.
 
１
４
５
）
。
イ
ン
ド
哲
学
は
誤
っ
た
レ

ー

ル

に

乗

っ

て

し

ま

っ

た

の

だ

ろ

う

か

？

（

さ

と

う

・

ひ

ろ

ゆ

き

、

イ

ン

ド

哲

学

、

東

方

研

究

会

専

任

研

究

員

）
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