
〈
研

究

論
文

１

〉

シ
オ
ラ
ン
の
「
空
」
概
念
に
つ
い
て

は

じ

め

に

ル
ー

マ
ニ
ア
・
ト
ラ
ン

シ
ル
ヴ
ァ

ニ
ア
地
方

に
正

教
会
司
祭
の
息
子

と
し

て

生
ま
れ

た
エ
ミ
ー

ル
・

シ
オ
ラ

ン
（
一
九
一
一
年
～
一
九
九
五
年
）
は
。
一

貫
し
て
宗
教
を
批
判
し
、
懐
疑
主
義
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
色
濃
い
ア
フ
ォ
リ
ズ

ム
や
エ
ッ
セ
イ
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
執
筆
し
た
思
想
家
で
あ
る
。
他
方
で
、
シ

オ
ラ
ン
は
宗
教
と
神
秘
主
義
を
区
別
し
、
神
秘
主
義
の
本
質
を

エ
ク
ス
タ

シ

ー
経
験
の
う
ち
に
見
て

い
た
。

シ
オ
ラ
ン
に
と
っ
て
「
神
秘
主
義
と

ニ
ヒ
リ

ズ
ム
と
の
相
違

は
純
粋

に
言

葉
の
上
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
無
の
あ
ら
ゆ

る
経
験

は
神
秘
的
次
元

の（
柾

の
）
で

あ
り
、

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
と
神
秘
主
義

は
矛
盾
し
な

い
と
考
え
ら
れ
て

い

る
。
ま
た
、
青
年
期
に

エ
ク
ス

タ
シ
ー
を
何
度

か
経
験
し
た

シ
オ
ラ

ン
は
、

オ
ッ
ト
ー
や
友
人
の
エ
リ
ア
ー
デ
な
ど
、
同
時
代
の
比
較
宗
教
学
に
示
唆
さ

藤
　
本
　
拓
　
也

れ
つ
つ
、
自
身

の
エ
ク
ス

タ
シ
ー
経
験
の
意
味
を
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
、

グ
ノ
ー

シ
ス
主
義

、
新

プ
ラ
ト
ン
主
義
、
仏
教
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン

タ
哲
学
な

ど

に
求

め
た
の
で

あ
る
。

本
稿
で

は
、

シ
オ
ラ
ン
に
お
け
る
空
・
空
虚

（
ｖ
ｉｄｅ
）

の
概
念

の
意
味
内

実

を
、
仏
教
の

空
概
念

と
の
対

比
に
お
い
て
捉
え
、
一
義
的
な
意
味
内

実
を

確
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
v
i
d
e
と
い
う
語
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
考
え
て

み
た
い
。
以
下

、
①
ま
ず
こ
の
概
念
と

エ
ク
ス
タ
シ
ー
経
験
と
の
関
係
を
確

認

し
、

②
空
・
空
虚
に
お
け
る
非
実
在
性
と
仮
象
に
つ
い
て
考
察
し
た
う
え

で
、
③
有
／
無

の
二
分

法
と
対

比
し
つ
つ
シ
オ
ラ

ン
の
空
概
念
が
い
か
な
る

意

味
内
実

を
有
す

る
か
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
　

シ
オ

ラ

ン
の

経
験

と

思

想

シ
オ
ラ
ン
は
一
九

二
八
年
に
ブ
カ
レ
ス
ト
大
学
に
入
学
し
、
在
学
中

に
終
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生
の
友
人
と

な
る
エ
リ

ア
ー
デ
、
イ

ヨ
ネ
ス
コ
な
ど
を
知
り
、
ま
た
論
理
学

と
形
而
上
学

の
教
授
で

フ
ァ
シ
ズ
ム
組

織
「
鉄
衛
団

」
の
イ

デ
オ
ロ
ー
グ
で

も
あ

っ
た
ナ
エ
・
イ

オ
ネ

ス
ク
か
ら

、
神
秘
主
義
に
関
し
て
大
き
な
影

響
を

受
け

て
い
る
。
ド
イ

ツ
留
学
（
一
九
三
三
年
～
一
九
三
五
年
）
の
際

に
は
、
鉄

衛
団
系

の
雑
誌

ヘ
ヒ
ト
ラ
ー
及

び
ナ
チ
称
賛
を
含
む
一
五

本
ほ
ど
の
論
文

を

寄
稿
し
、
さ
ら
に
、
反
民
主
主
義
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
主
張
を
盛
っ
た
『
ル

ー
マ
ニ
ア
の
変
容
』
を
刊
行
す
る
。
シ
オ
ラ
ン
は
ル
ー
マ
ニ
ア
語
で
五
冊
の

本
を
刊
行
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
初
期
著
作
で
は
、
自
身
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
経

験
が
神
秘
家

の
経
験

に
比
定

さ
れ
、

エ
ク
ス

タ
シ
ー
経
験
に
基
づ
く
特
異
な

感
覚
が
熱
狂
的
叙
情
的

な
文
体
で
記

さ
れ
て
い
る
。

一
九
三
七
年

に
フ
ラ
ン
ス
に
移
住
し

、
一
九
四
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
語

に
よ

る
第
一
作

『
崩
壊
概
論
』
を
刊
行
し

た
後
は
、
五

年
に
一
冊

ほ
ど
の
べ
Ｉ

ス

で
著
書

を
刊
行
す

る
。
殊

に
六
〇
年
代

半
ば
以

降
の
著
作
で
は
、
仏
教
的
諦

念
が
前
景

に
現

れ
、
中

観
派

の
空
思

想
と
ヴ

ェ
ー
ダ

ー
ン

タ
学
派
の
不

二
一

元
論
と

を
対
比

さ
せ

つ
つ
、

空
性
と
神
性
、
実
在
と
非
実
在
、
知
と
無
知
、

解
脱
と

救
済

な
ど
が

論
じ
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
法
句
経
、
阿
含
経
相
応
部
、

大
智
度

論
、
倶
舎
論
、
正
法
眼

蔵
、
信
心
銘
な
ど
の
仏
教
書
や
、
ウ

パ
ニ
シ

ャ
ッ
ド
、

バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ト
・
ギ
ー

タ
ー
、
ラ
ー

マ
ー

ヤ
ナ
な
ど
か
ら
の
引
用
、

シ
ャ
ン
カ
ラ
、
ラ
ー
マ
ク
リ

シ
ュ
ナ
、
ラ

マ
ナ
・

マ
（

ル

シ
ヘ
の
言
及

も
見

ら
れ
る
。
尤
も
、
後
期
思
想
に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
へ
の
傾

倒
が
失

わ
れ

る
こ
と

は
な
く
、

ま
た

マ
ル
キ
オ
ン
、

バ
シ
レ
イ
デ
ス
、
ト

マ

ス
福
音
書
な
ど

の
グ
ノ
ー

シ
ス
主
義

が
言
及

さ
れ
、
反
世
界
的
な
思
考
が
展

開

さ

れ

る
の

で

あ

る

。

シ

オ

ラ

ン
の

エ

ク
ス

タ

シ
ー

と

は

、

極

度

の
不

眠

の
果

て

に

「
強

烈

な
閃

光

」

に

捉

え

ら

れ

、

こ

の

世

の

事

物

が

消

失

し

た

「
光

り

輝
く

空

虚

（
ｖ
ｉ
ｄｅ

ｒ
ａ
ｙ
ｏ
ｎ
ｎ
ａ
ｎ
ｔ
）
」
へ
、
時
間
の
外
の
次
元
へ
超
出
す
る
経
験
で
あ
る
。
そ
れ

は

「
あ

ら

ゆ

る
時

間

が

私

の
内

部

に

集

中

し
て

頂

点

に
達

し

、

時

間

を

進

行

さ

せ

て

い

る

の

は
私

で

あ

っ
て

、

私

は

時

間

の

創

造
者

で

あ

る

と

同

時

に

そ

の
運
搬
人
で
あ
る
と
確
信
し
た
」
極
限
状
態
で
あ
り
、
「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に

お
い
て
は
、
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
地
点
は
私
た
ち
の
発
光
の
中
心
に
一
致
す

る
」

と

言

わ

れ

る
。

ま

た

シ
オ

ラ

ン

は

、

エ
ク

ス

タ

シ

ー
後

に

激

し

い

倦

怠

と

遺

棄

の
感

情

に

襲

わ

れ

る

が

、

こ

れ

は

一
過

性

の
も

の
で

は

な

く

、
不

眠

と

同

様

に
生

涯

の

宿

痾

で

あ

っ
た

。

Ｓ
ｉ
ｍ
ｏ
ｎ
ａ
　
Ｍ
ｏ
ｄ
ｒ
ｅ
ａ
ｎ
ｕ
は
、
シ
オ
ラ
ン
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
経
験
に
つ
い
て

以

下

の

よ

う

に

述

べ

る
。
「

シ

オ

ラ

ン

は

一

切

の
確

信

と

究

極

の

知

を
断

念

し

（
中

略

）

原

初

的

な

る
も

の

へ

の

参

与

の

エ
ク

ス

タ

シ
ー
に

頼

る
こ

と

を

余

儀

な
く

す

る
。

か

か

る

エ

ク

ス

タ

シ
ー

は

信

仰

に
負

う
も

の

で

は
な

く

、

超

越

へ
至

る
こ

と

も

あ

り

え

な

い
。

こ

こ

で

問

題

に

な

る

の
は

、

生

の

内

在

的
な
基
底
に
お
け
る
エ
ク
ス
タ
シ
ー
で
あ
る
。
」

こ

こ
で

指

摘

さ
れ

る
よ

う

に

、

シ

オ
ラ

ン

の

エ
ク

ス

タ

シ

ー
は

「
生

の

内

在

的

な

エ
ク

ス

タ

シ

ー
」

で

あ

り

、

そ

の

瞬

間

、

自
己

の
内

で

出

会

わ

れ

る

の

は

、

属

性

を

持

た

な

い

非

人

格

的

な

空

虚

で

あ

る

。
と

い

う

の

も

、
「

エ

ク

ス

タ

シ
ー

に

お

い
て

、

私

た

ち

は

ほ

と

ん

ど

充

実

を
形

容

す

る
こ

と

が

で

き

な

い
が

、

そ

れ

ほ

ど

に

も

唯

一

の

融

解

が

存

在

の

さ

ま
ざ

ま

な

差

異

を

吸
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収
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
充
実
の

極

点

に

お

い

て

、
「

存

在

の

さ

ま

ざ

ま

な

差

異

」

は

一

つ

に
溶

け

合

い

、

充

実

は

無

差

異

・

無
内

容

な

空

虚

へ
変

容

し

て

し

ま

う

の

で

あ

る
。

む

し

ろ

、

イ

メ

ー

ジ
や

対

象

を

失

っ
た

空

虚

が

、

シ
オ

ラ

ン
の

エ

ク

ス

タ

シ

ー
経

験

の

意

味

内

実

を

規

定

し

て

い

る

と

言

い

う

る

。

か

か

る
空

虚

は

、

受

動

的

な

自
己

を

す
ら

徹

底

的

に

空

却

（
ｌｅ
ｄ
ｉｇ
ｋ
ｅ
ｉｔ
）

す
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
空
（
ｌ
ｅ
ｄ
ｉ
ｇ
）
の
概
念
や
、
像
（
B
i
l
d
）
な
く
形

（
Ｆ
ｏ
ｒ
m
）

な

き

「
神

性

の
無

」

と

い

う
表

現

と

極

め

て

近

接

し

て

い

る
と

言

え

よ

う

。

ま

た
そ

こ

に

は

、
「
感

覚

の

暗

夜
」

に

お

い

て

一

切

の
神

の

映

像

（
ｐ
ｈ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
ｓ
m
a
ｔ
ａ
）
か
ら
脱
却
し
、
一
切
の
感
覚
機
能
が
空
虚
（
ｖ
ａ
ｃ
ｉ
ｏ
）
と

な
る
こ
と
で
神
と
の
一
致
へ
至
ろ
う
と
す
る
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
暗
夜
の
神

秘

主

義

か
ら

の
強

い
影

響
も

窺

わ
れ

る

の
で

あ

る
。

二
　

仮

象

と

空

虚

「
断

念

の
中

に

し

か

絶
対

は

存

在
し

な

い

と

悟

っ
た

と

き

、

わ

た

し

は

仮

象

に
執
着
し
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
シ
オ
ラ
ン
は
絶
対
へ
の
志
向
を
断
念
し
、

感
覚
に
捉
え
ら
れ
る
「
直
接
的
な
も
の
（
I
'
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
ｔ
）
」
の
確
実
性
を
求

め
た

。

な

ぜ

な

ら

、

エ

ク
ス

タ

シ
ー

後

の

倦

怠

に

お

い

て

、

シ

オ
ラ

ン

は
自

己

の

感

覚
以

外

の

あ

ら

ゆ

る

も

の

の

実

在

性

を

懐

疑

す

る

か
ら

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

六
四

年

の

テ

ク

ス
ト

「

病
気

に

つ

い

て

」

か

ら

、

仮

象

へ
の

執

着

に

つ

い
て

語

ら

れ

て

い

る

箇
所

を
引

い

て

み

た

い

。

そ

こ

か
ら

は
、

懐

疑

を

徹

底

的

に
深

め

る

こ

と

に

よ

っ
て

「

直

接

的

な

も

の

」

の

確

実

性

を

求

め

る

シ

オ

ラ

ン

の

根
本

的

な
願

望

が
読

み

取

れ

る
。

手

許

に

苦

悩
が

あ

る
と

き

、

私

た
ち

は

何

か
が

存

在
す

る
こ

と

を

は

っ
き

り
と

知

る
。

世

界

の

明

白

な

非

実

在

性

、

こ

れ

に
対

置

す

る
こ

と

が

で

き

る

の

は
諸

感

覚

だ

け

だ

。

何

も

の

に

も

根

拠

が

な

い
と

納

得

す

る
と

き

、
人

々
が

確
実

な

内

容

を

も

つ

も

の

、

苦

痛

を

も

た
ら

す

一

切

の
も

の

に

し

が
み

つ

く
の

は
な

ぜ

か

、

そ

の

理

由

も

こ

れ
で

説

明

が

つ

く

。
〈

空

虚

（
ｌｅ
　Ｖ
ｉ
ｄ
ｅ
）
　＞

を

経

験

し

た
も

の

な

ら

、

苦

痛

に

み

ち

た

感

覚

の

ひ

と

つ

ひ

と

つ

に

神

の

助

け

を

見

る

だ

ろ

う

。
（
中

略

）

無

限

の

袋

小

路

と

も

言
う

べ
き

〈
空

虚

〉

は

自

己

限

定

を

願

っ
て

い

る
が

、

こ

の
限

定

へ

の
渇

望

か
ら

〈
空

虚

〉

は

、

ど

ん

な

苦

悩

に
も

、

無

限

定

な

も

の

（
ｌ
’ｉｎ

ｄ
ｅ
ｆ
ｉｎ
ｉ
）

へ

の

極

度

の

不

安

か
ら

自

分

を
引

き

離

し

て

く

れ

る
感

覚

な

ら

ど

ん

な

感

覚

に

も

飛

び

つ

く
。

な

ぜ
な

ら

、

あ

い

ま

い

な

も

の

の

敵

と

も

言

う

べ

き

限

定

さ

れ

た

苦

悩

に

は
、

否

定

的

な

も

の
と
は
い
え
、
つ
ね
に
意
味
（
s
e
n
s
）
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に

引

き

換

え

、

あ

ま
り

に
茫

漠

と

し

た

〈
空

虚

〉

は

、

ど

ん

な
意

味

も

も

ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ

の

引

用

部

で

注
目

さ
れ

る
こ

と

は

、

苦

と

い

う

否

定

性

を
担

保

に
し

て

存

在

を

確

証

す

る
こ

と

が

述

べ

ら

れ

て

い

る
点

で

あ

る

。

苦

に

よ

る
存

在

の

確

証

と

い
う

考

え

は
、

仏

教

の

苦

諦

の

教

え

が

い

わ

ば
反

転
し

た
形

で

あ

る

と

言
え

る

。

つ

ま

り

、

苦

痛

を

感
じ

る

が

ゆ

え

に

、
「

苦

痛

を

も

た

ら

す

も

の

」

＝

「
確

実

な
内

容

を

も

つ

も

の

」

が

実

在

す

る

と

い

う
命

題

が

成

立

し

て

い

る
。

で

は
、

こ

こ

で

語

ら

れ

て

い

る

大

文

字

の

〈
空

虚
〉

と

は
何

で

あ
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ろ
う

か
。
そ

れ
を
経
験

し
た
者

は
、
「
何

か
が
存
在
す

る
こ
と
」
の

確
証
を

得
る

た
め
に
、
ど
ん

な
苦
痛
で

あ
れ
し
が
み

つ
く
よ

う
な
〈
空
虚
〉
と

は
、

い
か
な

る
事
態
を
表

そ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
も

っ
て
そ
れ

は
、
何

も
の
も
存
在
せ
ず

何
も
の
も
感
覚
し
え
な

い
と

い
う
世
界
の
非
実
在
性

を
感
受

さ
せ
る
当
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
か
な

る
意

味
＝
感
覚
（
s
e
n
s
）
も
欠
い
た
〈
空
虚
〉
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
経
験
す
る

主
体

の
実
在
性

さ
え
失

わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
〈
空
虚
〉
と
は
、
苦
の
よ
う

な
否
定
性
さ
え
欠
く

「
無
限

定
な
も
の
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
否
定
的

な
意

味

―
感
覚
さ
え

欠
い
た
全
く
の
無
意
味
・
非

感
覚
の
状
態
で
あ
る

〈
空
虚
〉

は
、
肯
定
／

否
定
と

い
う
二
分

法
を
超
え
出

て
い
る
こ
と
が
、
引
用

箇
所

か

ら

は
窺

わ
れ

る
。
見
方

を
変
え

れ
ば
、
か
か
る
〈
空
虚
〉

は
、
肯
定
へ
の
契

機
を
全
く
有

さ
な
い
絶
対

的
な
否

定
性
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
。
「
知
恵

の
危
険
」
と
題

さ
れ
た
六
四
年

の
テ

ク
ス
ト
が

こ
の
場

合
に
示
唆
的
な
モ
チ
ー
フ
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
仮
象
の
多
様
性
を

消
失
さ
せ
て
し
ま
う
〈
一
者
（
I
'
U
n
）
〉
と
い
う
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
モ

チ
ー

フ
で
あ

る
。

シ
オ
ラ

ン
に
よ
れ
ば
、
〈
空
虚
〉

に
お
い
て

「
私

た
ち

は

無
差
異
な
も

の
の
な
か
に
、
陰
鬱
で
断
層
な
き

〈
一
者
〉
の
な

か
に
い
る
」

と
さ
れ

る
。
こ

の
さ

い
、
「
〈
一
者
〉

の
な

か
で

は
、
〈
一
者
〉
そ

の
も

の
を

除
け

ば
、
重
要

な
も
の
は
何
も
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う

に
、
こ

の
文
脈

に
お

い
て
〈
一
者
〉

と
い
う

語

は
無
限
定

的
・
無
差

異
的

・
非
区
別

的

な

〈
空
虚
〉

に
比

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
中
観
派

に
お
い
て
は
、
万
物
は
縁
起
す
る
、
な
い
し
空
で
あ

る
と

い

う

点

で

無

差

異

で

あ

り

、

あ

ら

ゆ

る

対

立

を

絶

し

た

同

一

相

で

あ

る

と

言

わ

れ

る

が

、

こ

の

こ

と

は

、
〈

一

者

〉

に

比

さ

れ

た

〈
空

虚

〉

が

、

そ

れ

自

身

の

な

か

に

い

か

な

る

区

別

＝

他

も

持

た

な

い

こ

と

に

、

あ

る

程

度

類

似

し

て

い

る

と

言

え

よ

う

。

こ

う

し

て

、
〈
空

虚

〉

は

、

い

か

な

る

意

味

も

感

覚

も

差

異

も

も

た

な

い

無

内

容

な

も

の

と

し

て

捉

え

ら

れ

る

。

次

に

引

用

す

る

箇

所
で
は
、
仏
教
に
お
け
る
空
性
（
v
a
c
u
i
t
e
）
と
の
対
比
に
お
い
て
〈
空
虚
〉

が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

…

…

彼

は

解

脱

に

至

っ

た

が

、

し

か

し

そ

れ

は

空

性

の

全

的

経

験

（
ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ｉｎ
ｔｅ
ｇ
ｒ
ａ
ｌ
　
ｄ
ｅ
　
ｌａ
　
ｖ
ａ
ｃ
ｕ
ｉｔ
ｅ
）

の

前

兆

と

も

い

う

べ

き

救

い

な

き

解

脱

で

あ

り

、

彼

は

こ

の

空

性

に

、

自

分

の

懐

疑

そ

の

も

の

を

疑

っ

た

あ

げ

く

、

つ

い

に

は
自

分

を

疑

い

貶

め

嫌

悪

し

、

も

う

自

ら

の
破
壊
者
と
し
て
の
使
命
を
信
じ
な
く
な
っ
た
と
き
、
完
全
に
接
近
す

る

。

大

文

字

の

〈

空

虚

〉

と

し

て

示

さ

れ

て

い

た

状

態

が

、

こ

こ

で

は

「
空

性

の

全

的

経

験

」

と

言

い

換

え

ら

れ

て

い

る

。

ま

た

、

解

脱

＝

解

放

（
ｄ
ｅ
ｌ
ｉｖ
ｒ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
）

と

は

、

空

性

へ

い

た

る

契

機

と

し

て

位

置

づ

け

ら

れ

、

解

脱

者

は

自

ら

の

実

在

性

を

は

じ

め

と

し

て

一
切

の

実

在

性

を

懐

疑

し

た

と

き

、

「
空

性

の

全

的

経

験

」

＝

〈
空

虚

〉

へ

接

近

す

る

と

さ

れ

る

。

で

は

、

空

性

と

し

て

の

空

（
ｖ
ｉｄ
ｅ
）

と

空

虚

（
ｖ
ｉｄ
ｅ
）

と

は

い

か

な

る

点

に

お

い

て

相

違

し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か

。
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三
　

空
と

空
虚

六
七

年
の

『
カ
イ

エ
』

に
は
、
中

観
派
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
、

シ
ャ
ー

ン
テ

ィ

デ
ー
ヴ
ァ
の
弁
証
法

は
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
や
迷
妄
を
破
壊
す
る
が
、
そ

れ
は
唯
一
の
〈
実
在
〉

と
し
て

、
空
性
を
か
つ
て
な
い
ほ
ど
強
固
な
も

の
に
す

る
た
め
だ
。
私

た
ち
は
こ
の
弁
証
法
に
し
が
み

つ
き
、
そ
こ

に

自
分

の
情
念
を
抑
制
す

る
慰
め
と
力
と
を
汲
む
。
こ
の
破
壊
的
な
論
法

の
展
開

の
背
後

に
あ

る
精

神
の
狙
い
は
明
ら
か
だ
。
つ
ま
り
、
全
て
を

無

に
帰
す

る
の

は
、
そ

の
果
て

に
平

安
を
見
出

す
た
め
な
の
だ
。
何
か

が
存
在
す
る
限
り
、
人
は
動
揺
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。

こ
こ
で

は
、
中
観
派

の
帰
謬
法
が

踏
ま
え

ら
れ
た
う
え
で

、
空
性
に
つ
い

て
特
異

な
解
釈
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
前
節
で

見
た
よ
う
に
、
六
四

年
の
テ

ク
ス
ト
で

は
、
「
何

か
が

存
在
す

る
」

こ
と
の
確
実
性

を
得
る

た
め
に
、
何

か
し
ら

「
強
固

な
も

の
」

に
触
れ
た
い
と
い
う
願
望
が
述
べ
ら
れ
て

い
た
。

そ
れ

に
対

し
て
、

右

に
引

い
た

箇
所

で

は
、
「
何
か

が
存

在
す

る
」

限
り

「
平

安
」

が
得
ら
れ

な
い
た
め
、
帰

謬
法
に
よ

っ
て

「
情
念
」
を
止

滅
さ
せ

る
こ

と
が
言

わ
れ
て

い
る
。
確

か
に
、
空
性

を
「
唯
一
の

〈
実
在
〉
」

と
し

て

「
強
固

な
も

の
」

に
す

る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
れ

は
、

一
切

に
取

っ
て
代

わ
る
ほ
ど

空
性
が
遍

満
す
る
と
い
う
こ
と
を
示

す

レ
ト
リ

ッ
ク
に
過
ぎ

な
い
。
し

た
が

っ
て

、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
空
性
（

＝
空
）

の
意

味

内

実

と

、
〈
空

虚

〉

の
意

味

内

実

と

の

相
違

は
明

ら

か

で
あ

ろ

う

。

で

は

、

空

・

空

性

に

関

す

る

考

察

が

展

開

さ

れ

た
六

七

年

の

テ

ク

ス

ト

「
解
脱
な
き
者
（
L
'
Ｉ
ｎ
ｄ
ｅ
ｌ
ｉ
ｖ
ｒ
ｅ
）
」
に
お
い
て
、
ｖ
ｉ
ｄ
ｅ
の
意
味
内
実
は
い
か

な

る
も

の
で

あ

る

か
確

認

し

て

み

た

い
。

空

（
ｌｅ
　ｖ
ｉｄ
ｅ
）

は

私

た

ち

に
存

在

の

観

念

を

破

壊

す

る

こ

と

を

許

す

が

、

空

そ

の
も

の

は
自

ら

を

こ

の
破

壊

に
引

き

ず

り

込

む

こ
と

は
な

い
。

空

は

、

他

の

全
て

の
観

念

に
と

っ
て

は

自
己

破

壊

と

な

る
よ

う

な

攻

撃

の

後

に
も

生

き

残

る

。
確

か

に
空

は

観

念

で

は

な

い
が

、

私

た

ち

が
全
て
の
観
念
を
解
体
す
る
助
け
に
な
る
。

さ

ら

に
ま

た

、

次

の
よ

う

に
も

述

べ

ら

れ

る

。

自

分

を

空

に

従

わ

せ

る

の
は

、

追

求

の

一

つ

の
形

式

で

は
な

い

か
。

そ

う

か

も

し

れ

な

い
。

だ

が

そ

れ

は

、

追
及

の
不

在

を

追

求

す

る

こ

と

で

あ

る
。
（
中

略

）

私

た

ち

は

空

に

た

よ

っ
て

、

自

己

の
根

源

へ

、

自

己

の
永

遠

の

潜

在

性

へ
遡

行

し

な

が

ら

、

自

ら
を

再

発

見

す

る
こ

と

を

学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
じ

め
の

引

用

箇

所

に

お

い

て

シ

オ

ラ

ン
は

、

有
／

無

と

い
う

対

立

を

絶

し

た
中

観

の

基

本

的

な

空
理

解

（
非

有

非

無

）

に

則

っ
て

い

る

わ
け

で

は

な

く

、

有
／

無

の
対

立

に

と
ら

わ

れ
て

い

る
。

す

な

わ

ち

、

空

は

あ

ら
ゆ

る
観

念
を

破

壊

す

る
が

、

空

そ
れ

自

体

は
不

壊

で

あ

り

空
が

空
じ

ら

れ

る
こ

と

は

な

い
と

い
う

こ

と

が

、

こ

の
箇

所

か
ら

は
読

み

取

れ

る

だ

ろ

う

。

そ
う

で
あ

れ

ば

こ

そ

、

空

は
、

帰

謬
法

に

よ

る
否

定

の

後

に

も

生
き

残

る

と

言

わ
れ

る

の
で

あ

る
。

次

に
引

い

た
箇

所

で

は
、

空

へ
の

執

着

（
空

見
）

が
指

摘

さ
れ
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る
。
だ
が
そ
れ

は
、「
追
求
の
不
在
を
追
及
す

る
こ

と
」
と
言
い
換
え
ら

れ
、

自
己
が
空
じ
ら
れ

た
う
え
で
、
改
め
て
自
己
が
見

い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
言
わ

れ
て
い
る
。

六
四
年
の
テ

ク
ス
ト
で

は
、
絶
対
的
否
定
性

と
し
て

の
〈
空
虚
〉

を
癒
す

た
め
有
へ
の
執
着
が
窺

わ
れ

た
が
、
右

に
引

い
た
箇
所
で

は
逆
に
、
有
へ
の

執
着

か
ら
脱
却
し
根
源
的
な
自
己
を
見

い
だ
す

途
が
中
観
思
想
の
空
に
求
め

ら
れ
て

い
る
。

そ
し
て

そ
の
限
り
、
中

観
思

想
を
介
す

る
こ
と
で

ｖ
ｉｄｅ

の

意
味
内
実
が
空
虚

か
ら

空
へ
転
じ
た
と
解
す

る
の
は
間
違
っ
て

は
い
な
い
だ

ろ
う
。

た
だ
し

注
意
し

た
い
の
は
、

シ
オ
ラ
ン

に
お

い
て

ｖ
ｉｄｅ

が
非

実
在

性
で
あ
る
こ
と

に
変

わ
り

は
な

い
と

い
う
点
で

あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ

、
そ

れ
は
有
／

無
の
と
ら

わ
れ
の
内
部
で
の
事
柄
で
あ

る
。

で
は
、
空

に
よ

っ
て

「
自
己

の
根
源
」
へ
遡
行
し

自
己
を
再

び
見
い
だ
す

と

い
う
言
明

に
よ
っ
て

、
何
が
言
わ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
空

虚

の
経
験
に

お
い
て

い

っ
た

ん
世

俗
的
自
己
が
止

滅
し
、
「
自
己
の
永

遠
の

潜
在
性
」
を
明

か
す

と
こ
ろ

の
空
性

に
至
り

、
そ
こ
で

改
め
て

自
己
を
見
い

だ
す
と

い
う
こ

と
で

あ
ろ
う

か
。
換
言
す
れ
ば

、
空
虚
か
ら
空
へ
至

り
、
そ

し
て
再
び
自
己

へ
還
帰
す

る
と

い
う
、

何
か
し
ら
弁

証
法
的
な
動
性
が
示

さ

れ
て

い
る
の
で

あ
ろ

う
か
。
こ

う
し

た
点
に
つ
い
て

考
え

る
た
め
に
、
空
虚

が
全
へ
と
転
回
す

る
動
性

に
つ

い
て
言

わ
れ
て

い
る
く
だ
り
を
「
解
脱
な
き

者
」

か
ら
引

い
て
み

る
。

空
の
知
覚
は
極
限
に
ま
で
突
き
詰
め
ら
れ
る
と
、
全
（
t
o
u
t
）
の
知

覚
と
、
全

へ
の
参
入
と

に
一
致
す

る
。
こ
こ

に
至

っ
て
私

た
ち
は
見
は

じ

め

る
の

で

あ

り

、

も

は
や

躊

躇

う

こ
と

も

な
く

、

心

は

安

ら

ぎ
、

動

じ

る
こ

と

も

な

い

。

も
し

信

仰

の
外

に
救

済

の
機

会

が

あ

る

と

す
れ

ば

。

そ

の

機

会

は
、

非

実

在

的

な

も

の

（
ｌ
’ｉｒ

ｒ
ｅ
ａ
ｌ
ｉｔｅ
）

と

の
接

触

に

よ

っ

て
豊
か
に
な
る
能
力
の
な
か
に
探
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ

こ

で

は
、

た
だ

ひ

た

す
ら

充

実

と

空

虚

、

有

と

無

の

あ

い

だ

を

往
還

す

る

自

ら

の

エ

ク

ス

タ

シ
ー

経
験

が

踏

ま
え

ら

れ

、

充

実

と

空

虚

の

あ

い
だ

の

往

還

が

、

空

か
ら

全

へ

の

動
性

に
比

さ
れ

て

い

る
。

し

か
し

、

六

四

年

の
テ

ク

ス

ト
と

は
異

な

り

、

動

性

は

〈
空
虚

〉

に

お

い
て

打

ち

止

め

に

な

る

の
で

は

な

く

、
〈
空

虚
〉

の

極

限

に

お

い

て

全

へ

と

目

が

転

じ

ら

れ

、

全

と

一
致

す

る

こ

と

が

語

ら

れ

て

い

る
。

言

い
換

え

れ

ば

、

充

実

と

空

虚

、

有
と

無

と

の

あ

い

だ

を

揺

れ

動

く

相

対

主

義

に
陥

る

こ

と

な

く

、
〈
空

虚

〉

が

空

を

介

し

て

全

へ

至

る

と

い

う

、
〈
空

虚

〉

か

ら

全

へ

の

弁

証

法

的

な

動

性

が

示

さ

れ

て

い

る
と

思

わ

れ

る

。

か

か

る
動

性

に

お

い
て

改

め
て

自

己

が

見

い
だ

さ

れ

る
こ

と

こ
そ

が

「
非

実

在

的

な

も

の
と

の
接

触

に
よ

っ
て

豊

か

に

な

る
能

力

」

で

あ

り

、

一
切

の

非

実
在

性

か
ら

自

己

が

回
復

さ

れ

る
こ

と

で

あ
ろ

う

。

そ

う

で

あ

れ

ば

こ

そ

、

シ
オ

ラ

ン

に
と

っ
て

、

有
／

無

の

二

分

法

に

と
ら

わ

れ

る
こ

と

と

、

空

を

介

し

て
自

己

を
見

い

だ
す

こ

と
と

は
、

相

即

的

で
あ

る
。

〈
空

虚

〉

か

ら

空

＝
空

性

へ

の

転

回

は
、

有

無

の

と

ら

わ

れ

に
自

覚

的

で

あ

れ

ば

こ

そ

、

は
じ

め
て

可

能
で

あ

る
と

思

わ
れ

る

か
ら

で

あ

る

。

四
　

結

び

に

か
え

て

以

上
、

エ
ク
ス

タ
シ
ー
後
の
無
差
異
・
無
内
容
な

シ
オ
ラ
ン
の
空
虚
が
、
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中

観
派

の
空
思
想
を
介
す

る
こ
と

に
よ
り
、
根
源
的
な
自
己
を
見

い
だ
す

途

へ
と
開

か
れ
、
い
さ
さ

か
肯
定
的

に
捉
え
直
さ
れ
て
い

る
こ
と

を
確
か
め
た
。

だ
が
、
か
か
る
差
異
を
別

に
す
れ
ば
、

シ
オ
ラ
ン
の
根
本
的
立
場

は
変
化
し

て

い
な
い
と
言
い
う
る
。

シ
オ
ラ

ン
は
、
や
は
り
依
然
と
し
て
、

有
／

無

の

二
分
法

に
と
ら
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も

シ
オ
ラ
ン
自
身

が
こ

う
し

た
執
着
を
自
覚
し
て
い
る

の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
限
り

、
空

を
介
し
て

自

己
を
見
い
だ
す
こ
と
と
、
有
／

無

に
と
ら
わ
れ
て

い
る
こ
と
と

は
相
即

的
で

あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
空
思
想
を
介
す
る
こ
と
で
、
実
在
と
空
虚

に
関
す

る

根
本
的

な
問
題

に
決

着
が
つ

け
ら
れ

た
わ
け
で

は
な

い
。

シ
オ

ラ
ン
は
実

在
／

空
虚
、
有
／

無
の
二
分
法

に
と
ら
わ
れ
つ
づ
け
、
空

の
立
場

に
憧
れ

な

が
ら
も
懐
疑

が
や
む
こ

と
は
な
く
、
「
解
脱
な
き

者
」

で
あ
り

つ
づ
け
た

の

で

あ
る
。

さ
ら
に
シ
オ
ラ
ン
は
、
「
〈
空
性
（
V
a
c
u
i
t
e
）
〉
と
は
私
に
と
っ
て
、
も
と

も
と
神
で
あ
っ
た
全
て
の
も
の
だ
」
と
述
べ
、
神
と
空
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
至

高
の
人
格
」
「
至
高
の
非
人
格
」
と
言
い
換
え
て
も
い
る
。
か
か
る
シ
オ
ラ

ン
の
思

想
的
営
み

に
は
、
神
の
不
在
や
喪
神
意
識

に
伴
う

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
い

か
に
克
服
す
る
か
と

い
う
、
東
西

の
近
代
知
識
人

に
共
通
す

る
問
題
意
識
が

端
的
に
示

さ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
。
比
較
宗
教
学
、
比
較
思

想
と
い
う
近
代

的

な
知
の
編
成
と
、

ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
克
服
と

い
う
問
題
性
と

の
連
関

を
、

シ
オ

ラ
ン
の
思
考
を
手
が

か
り

に
考
察
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題

と
し
て

い
き

た

い
。

（
―
）
　
Ｃ
ｉ
ｏ
ｒ
ａ
ｎ
,
　
Ｃ
ａ
ｈ
ｉ
ｅ
ｒ
ｓ

，

Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉｍ

ａ
ｒ

ｄ
,
　

１

９
９

７
,
　

ｐ
.
４

０
３

（

シ

オ

ラ

ン

『

カ

イ

エ

』

金

井

裕

訳

、

法

政

大

学

出

版

局

、

二

〇

〇

六

年

、

三

九

九

頁

）

（

２

）
　

主

な

も

の

と

し

て

Ｍ

ａ

ｒ
ｔ
ａ

　

Ｐ
ｅ

ｔ
ｒ
ｅ

ｕ
,

　
Ａ

ｎ

　

Ｉ
ｎ

ｆ
ａ

ｍ

ｏ
ｕ
ｓ

　
Ｐ

ａ
ｓ

ｔ
：
　
Ｅ
.
Ｍ
.

　

ｄ

ｏ
-

ｒ

ａ
ｎ

　
ａ
ｎ

ｄ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｒ

ｉ
ｓ
ｅ

　
ｏ
ｆ

　Ｆ

ａ

ｓ
ｃ
ｉｓ
m

　
ｉｎ

　
Ｒ

ｏ
ｍ

ａ
ｎ

ｉａ

，
　
Ｉ
ｖ

ａ
ｎ

　
Ｒ

　
Ｄ

ｅ
ｅ
,

　
２

０
０

５
.

る
い
は
Ｐ
ａ
ｔ
ｒ
ｉ
ｃ
ｅ
　
Ｂ
ｏ
ｌ
ｌ
ｏ
ｎ

，

Ｃ
ｉ
ｏ
ｒ
ａ
ｎ
　
Ｉ
，
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
ｔ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ

，

Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｄ

，

１
９
９
７

．

（
パ

ト

リ

ス

・

ポ

ロ

ン

『

異

端

者

シ

オ

ラ

ン

』

金

井

裕

訳

、

法

政

大

学

出

版

局

、

二

〇

〇

二

年

）

な

ど

。

（

３

）
　

シ

オ

ラ

ン

に

お

け

る

仏

教

の

影

響

に

つ

い

て

は

、

Ｍ

ｏ

ｄ
ｒ
ｅ
ａ

ｎ

ｕ

に

着

目

さ

れ

て

い

る

（

Ｓ

ｉｍ

ｏ

ｎ

ａ

　
Ｍ

ｏ

ｄ
ｒ

ｅ
ａ
ｎ

ｕ
,
　

Ｌ

ｅ

　
Ｄ

ｉ
ｅ
ｕ

　ｐ

ａ

ｒ
ａ

ｄ
ｏ
ｘ
ａ

ｌ
　
ｄ
ｅ

　
Ｃ

ｉ
ｏ
ｒ
ａ

ｔ
ｔ

，
　
Ｅ

ｄ

ｉ
-

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
ｄ
ｕ
　
Ｒ
ｏ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ

，

２
０
０
３
,
　
ま
た
　
ｉ
ｄ
,
　
Ｃ
ｉ
ｏ
ｒ
ａ
ｎ

，

Ｏ
ｘ
ｕ
ｓ
,
　
２
０
０
４
.
）

（

４

）
　

Ｃ

ｉｏ

ｒ
ａ

ｎ

，
　
Ｃ

ａ

ｈ

ｉｅ
ｒ
ｓ

，
　
ｐ
.

８

０
２

．

（

八

〇

五

頁

）

（

５

）
　

ｉ
ｄ

，
　
Ｃ
Ｅ

ｕ

ｖ

ｒ
ｅ

ｓ
,
　
Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉ
ｍ

ａ

ｒ

ｄ

，
　
１

９
９
５

，　
ｐ
.

４
１

９
.

（

シ

オ

ラ

ン

『

思

想

の

黄

昏

』

金

井

裕

訳

、

紀

伊

国

屋

書

店

、

一

九

九

三

年

。

一

三

八

頁

）

（
６
）
　
Ｍ
ｏ
ｄ
ｒ
ｅ
ａ
ｎ
ｕ
　
は
、
シ
オ
ラ
ン
の
文
体
、
イ
ロ
ニ
ー
、
二
律
背
反
的
思
考
を

分

析

す

る

こ

と

で

、

シ

オ

ラ

ン

の

神

観

念

と

神

秘

主

義

、

仏

教

、

グ

ノ

ー

シ

ス

主

義

に

つ

い

て

考

察

し

て

い

る

。

（

７

）
　

Ｍ

ｏ

ｄ
ｒ

ｅ
ａ

ｎ

ｕ
,

Ｌ
ｅ

　
Ｄ

ｉｅ
ｕ

　
ｐ
ａ

ｒ
ａ

ｄ
ｏ
ｘ

ａ

ｌ
　
ｄ

ｅ

　
ｄ

ｏ

ｒ

 
ａ

ｎ

，
　
ｐ
.

３
２

２

．

（

８

）
　

Ｃ

ｉｏ

ｒ
ａ

ｎ

，
　（

Ｅ

ｕ

ｖ

ｒ
ｅ

ｓ
,
　
ｐ
.
４

１
９

（

『

思

想

の

黄

昏

』

一

三

八

頁

）

（

９

）
　

ｉ
ｄ

，
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

，
　
ｐ
.

 ２

９
４

（

『

涙

と

聖

者

』

金

井

裕

訳

、

紀

伊

国

屋

書

店

、

一

九

九

〇

年

、

四

四

頁

）

（

1 0

）
　

ｉ
ｄ

，
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

，
　
ｐ
.

 １

１
２

８
-

１
１

２
８

（
『

時

間

へ

の

失

墜

』

金

井

裕

訳

、

国

文

社

、

改

訂

新

版

、

二

〇

〇

四

年

、

一

一

四

・

一

一

五

頁

）

（

1
1
）
　

ｉ
ｄ

，
　
ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
,

　
ｐ

．  １
１
４

４

（

『

時

間

へ

の

失

墜

』

一

四

二

・

一

四

三

頁

）

（
1
2
）
　
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、
ｓ
ｕ
ｎ
ｙ
ａ
に
は
ｖ
ｉ
ｄ
ｅ
の
語
が
あ
て
ら
れ
、
ｓ
ｕ
ｎ
ｙ
ａ
ｔ
a

に
は
ｖ
ａ
ｃ
ｕ
ｉ
ｔ
ｅ
　
が
あ
て
ら
れ
る
。
ま
た
、
シ
オ
ラ
ン
に
お
い
て
仏
教
的
に
解

さ
れ
た
空
（
ｖ
ｉ
ｄ
ｅ
）
と
空
性
（
v
a
c
u
i
t
e
）
と
は
同
義
で
あ
る
。

（
1
3

）
　

ｉ
ｄ

，
　
ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

，
　
ｐ
.

１
１
０

３

．

（

『

時

間

へ

の

失

墜

』

六

五

頁

）
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（
1
4
）
　
ｉ
ｄ

，　
Ｃ
ａ
ｈ
ｉｅ
ｒ
ｓ

，　ｐ
．４
９
１
.（
『
カ

イ

エ
』

四

八

八

・
四

八

九

頁

）

（
1
5
）
　
ｉ
ｄ

，　
Ｃ
Ｅ
ｕ
ｖ
ｒ
ｅ
ｓ

，　ｐ
.
 １
２
１
９
（
『
悪

し
き

造

物

主

』

金

井

裕

訳

。
法

政

大

学

出

版

局

、

一
九

八

四

年

、

一

一

二
頁

）

鉐

）
　
ｉｄ

，　
ｉｂ
ｉｄ

，　ｐ
． １
２
２
１
（
『
悪

し

き

造

物

主

』

一

一

六

頁

）

（
1
7
）
　
ｉｄ

，　
ｉ
ｂ
ｉｄ

，　ｐ
. １
２
２
８
（
『
悪

し

き

造

物

主

』

一

三

一

頁

）

（
1
8
）
　
ｉ
ｄ
，
　
Ｃ
ａ
ｈ
ｉ
ｅ
ｒ
ｓ
，
　
ｐ
.
３
３
８
（
『
カ
イ
エ
』
三
三
四
頁
）

（
1
9
）
　
ｉｄ

，　
ｉ
ｂ
ｉｄ

，　ｐ
．６
４
５
（
『
カ
イ

エ
』

六
四

五

頁

）

（
ふ
じ
も
と
・
た
く
や
、
宗
教
学
、

近

代

宗

教

思

想

、

東

京

大

学

大

学

院

）
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