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第
五

部
会

タ
バ

リ
ー

の

タ
フ

ス

ィ

ー

ル

に

お

け
る

　

ク
ル

ア

ー

ン

解

釈
理

論

澤

　
井

真

　

ク
ル

ア

ー

ン

は
、

こ

れ
ま
で

多
く
の

ム

ス

リ

ム

た

ち
に

よ
っ

て

注

釈
が

付
さ
れ

、

解
釈
さ
れ
て

き
た

。

こ

う
し
た

聖
典
解
釈
は、

一

般
的
に

タ

フ

ス

ィ

ー

ル

含

昧
ω

冒

　
ク

ル

ア

ー

ン

の

注
釈
書
）

と

呼
ば
れ

て

お

り、

こ

れ
ま
で

数

多
く
の

タ
フ

ス

ィ

ー

ル

が
書
物
と

し
て

編
ま
れ
て

き
た

。

ク

ル

ア

ー

ン

の

注
釈
や

解

釈
に

お
い

て

は、

預
言
者
ム

ハ

ン

マ

ド
の

ハ

デ
ィ

ー

ス
、

啓
示
の

状
況、

さ
ら
に

H
常
生
活
に

お

け
る

コ

ン

テ

ク
ス

ト
も
ク

ル

ア

ー

ン

斛
釈
の

重
要
な
構
成
要
素
を
成
し

て

い

る
。

　

ク
ル

ア

ー

ン

解
釈
に

お
い

て
、

ク
ル

ア

ー

ン

の

意
味
を

字
義
的、

逐
語

的
に

説
明
し
よ

う
と

す
る

試
み
で

あ
れ、

個
人
的
見
解
を

通
し
て

神
の

言

葉
を

理
餠
し
よ

う
と

す
る

試
み
で

あ
れ、

そ
れ

ら

の

営
為
は

常
に
一

つ

の

解
釈
と

な
り
う
る

。

こ

の

こ

と

は
、

ア
ラ

ビ
ア

語
で

下
さ
れ
た

ク
ル

ア

ー

ン

の

「

忠
実
な
」

翻
訳
書
で

あ
っ

て

も、

一

つ

の

解
釈
の

産
物
と

み
な
さ

れ
る

こ

と

か
ら
も
理
解
で

き
る

。

本
発
表
は
、

そ
う
し
た

前
提
に

基
づ

い

て
、

初
期
の

ク

ル

ア

ー
ン

解
釈
を

代
表
す
る

タ
バ

リ

ー

（

α．

露
ω）

の

タ

フ

ス

ィ

ー

ル

で

あ

る
「
ク

ル

ア

ー

ン

章
句
解

釈
に

関

す
る

解

明
集
成
』

（
以
下、

「
解
明
集
成
』

と

略
記
）

か
ら

、

彼
の

ク

ル

ア

ー

ン

解
釈
の

パ

ー

ス

ペ

ク
テ

ィ

ヴ
を

理
解
す
る

。

　
［、
解
明
集
成
』

は
、

ク

ル

ア

ー

ン

の

全

章
句
に

注
釈
が
施

さ
れ
た
最

初

期
の

タ

フ

ス

ィ

ー

ル

で

あ
る

。

こ

う
し
た
点
に

お

い

て
、

彼
の

ク

ル

ア

ー

ン

解
釈
は

「

連
続

的
注

解
の

タ

フ

ス

ィ

ー

ル
」

と

し
て

分

類
さ
れ

て

い

る．、

ま

た
、

彼
の

注
釈
書
に

は

多
く
の

伝
承
が

引
用
さ
れ
て

い

る

こ

と
か

ら、
「

伝
承
に

よ
る

タ

フ

ス

ィ

ー

ル
」

と
み

な

さ
れ

て

き
た

。

　
「

解
明
集
成
」

の

序
に

お
い

て
、

タ
バ

リ

ー

は
こ

の

書
物
が

当
代
の

ク

ル

ア

ー

ン

注
釈
よ

り
も
包
括
的
で

あ
る
こ

と
、

さ
ら
に

彼
が

同
意

す
る
と

し
な
い

に

関
わ

ら
ず、

複
数
の

解
釈
を
紹
介
し
最
良
の

解
釈
を
選
択
す
る

こ

と

を

挙
げ
て

い

る
。

そ
の

際、

彼
は
一

般
的
に

「

注
釈
」

の

意
味
で

用

い

ら
れ

て

い

る

「

タ

フ

ス

ィ

ー

ル
」

の

語
と

、

「

解
釈
」

の

意
味
で

用
い

ら
れ

て

い

る

「

夕

ー

ウ

ィ

ー

ル
」

（
β、
毛
口）

の

語
を

使
い

分
け
る

こ

と

な
く
使
用
し

て

い

る
。

そ
の

た

め、

タ
バ

リ
i
自
身
が

自
ら
の

著
作
を
注

釈
書
と

捉
え
て

い

た

の

か、

解
釈
書
と
し
て

捉
え
て

い

た
の

か
は

判
然
と

し
な
い

。

た
だ

し、

彼
は

個
人

的
見

解
に

基
づ

く

解
釈

に

否
定
的
で

あ

り、

彼
が

自
ら

の

主

観
性
を

出
来
る

限
り
排
除
す
る

形
で

ク

ル

ア

ー

ン

に

注
釈
を

付
す
こ

と
を

試
み
て

い

た
。

　

こ

う
し

た

視
点
に

加
え
て
、

彼
は

ク
ル

ア

ー

ン

解
釈
の

三

つ

の

側、
面
を

挙
げ
る

こ

と
で

、

自
ら
の

ク

ル

ア

ー

ン

へ

の

パ

ー

ス

ペ

ク
テ

ィ

ヴ
を
提
示

し
て

い

る
。

ま

ず、

第
一

の

側
面
は

神
の

み

が
知
る

解
釈
で

あ
る

。

ク
ル

ア

ー

ン

の

中
で

繰
り
返

し
語
ら
れ

る

終
末
の

円
を
知
る

の

は

神
の

み

で

あ

り、

ム

ハ

ン

マ

ド
で

さ

え
も
そ

の

兆
候
を

窺
い

知
る

こ

と

が
で

き
る
だ

け

で

あ
る

。

第
二

の

側
面
は

ム

ハ

ン

マ

ド
に

よ
っ

て

ウ

ン

マ

に

与
え
ら
れ
る

説
明
で

あ
る

。

タ
バ

リ

ー

に

よ

れ

ば
、

ク

ル

ア

ー

ン

の

中
に

は

彼
の

説
明

が

な
け
れ
ば
理

解
す
る

こ

と
が

で

き

な
い

側

面
が

あ
る

と
い

う
。

第
＝ ．
の

側
面
は

、

ク

ル

ア

ー

ン

が

啓
示
さ

れ

た

言
語

、

す
な
わ

ち
ア

ラ

ビ

ア

語
を
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知
る

者
が

行
な

う
こ

と
の

で

き
る

解
釈
で

あ
る

。

こ

の

こ

と

は
、

単
に
⊇
口

語
的
ア
プ
ロ

ー

チ

を

意
味
す
る
ば

か
り
で

は

な
く

、

様
々

な
修
辞
法
を

通

し
て

神
の

意
志
を
理
解
す
る

こ

と

が
で

き
る

こ

と

を

意
味
し
て

い

る
。

　
こ

れ
ら
の

点
を
踏
ま
え
な
が
ら、

タ
バ

リ
ー

は

最
良
の

ク
ル

ア

ー

ン

解

釈
へ

到
る
方
法
と

し
て
、

解
釈
や
注
釈
に

関

す
る

明
快
な
証
拠
の

必
要
性

を
論
じ
て
い

る
。

そ
の

証
拠
と
し
て

彼
に

重

要
視
さ

れ
た

の

が
「

伝
承
」

で

あ
っ

た
。

タ
バ

リ

ー

の
コ

ン

テ

ク

ス

ト
に

お

い

て
、

こ

の

伝

承
の

語
の

範
疇
は、

預
言

者
ム

ハ

ン

マ

ド
の

ハ

デ

ィ

ー

ス

と

彼
の

教

友
や

後
継

者
た

ち
の

ア

サ
ル

（
簿
げ

母）

が

含
ま

れ
る

。

こ

の

ア

サ
ル

は

ム

ハ

ン

マ

ド
に

よ
る
伝

承
で

は
な
い

が
、

前

代
ま
で

の

ク

ル

ア

ー

ン

解
釈
と
し
て

重

要
な

情
報
を

提
示
し
て

い

た
。

こ

の

よ

う
に
、

タ

バ

リ

ー

は

伝
承
や

言
語
に

よ

る

ア

プ
ロ

ー

チ
を

駆
使
し

な
が

ら
ク

ル

ア

ー

ン

を
解

釈
し
よ

う
と
し

た

の

で

あ
る

。

マ

イ
モ

ニ

デ

ス

に

お

け
る

イ
ス

ラ

ー

ム

思

弁
神
学
者
の

神
学
論
議

神

　
田

　
愛

子

　

本
発
表
は
、

中
世
の

代

表
的
ユ

ダ
ヤ
思
想
家

、

マ

イ
モ

ニ

デ
ス

（
一
一

三

五

1
】

二

〇

四）

が、

ユ

ダ
ヤ
・

ア

ラ

ビ

ア

語
で

執
筆
し
た
主
著

『

迷

え
る

者
の

道
案
内
』

に

お
い

て、

イ
ス

ラ

ー

ム

思
弁
神
学
者
（
ム

タ
カ
ッ

リ
ム

ー

ン
）

の

議
論
を
ど
の

よ

う
に

理

解
し、

評
価
し
て

い

た
か

に

つ

き

考
察
す
る
こ

と

を
目
的
と

す
る

。

彼
は

第
一

部
七
十
三

章
に

お
い

て
、

イ

ス

ラ

ー

ム

思
弁

神
学
者
が

論
証
の

基
盤
と
し
て

用
い

た

十
二

の

前
提
に

つ

い

て

外
観
し

た
上
で

、

イ

ス

ラ

ー

ム

の

教

義
に

関
す
る

彼
ら
の

論
証
に

関

し、

世
界
の

時
間
的
生

成
（

七

1．
四

章
）

、

神
の

唯
一

性
（
七

十
五

章）
、

神
の

非
物
質
性
（
七

十
六
章
）

の

三

つ

の

教
義
に

絞
っ

て

各
章
の

中
で

論

じ
て

い

る
。

十
二

の

諸
前
提
の
一

か

ら

九
は

、

主
に

ア

シ
ュ

ア

リ
ー

学
派

の

原
子
論
に

負
っ

て

い

る
よ

う
で

あ
る

が
、

中
世
思
想
史
の

観
点
か
ら
見

る
と
、

ほ

と
ん

ど
の

ユ

ダ
ヤ
学
者
は

原
子
論
を

受
け
入
れ

て

お
ら
ず、

マ

イ
モ

ニ

デ
ス

も
七
十
一

章
で
、
、

原
子
論
は

後
代
の

（
つ

ま
り、

古
典
で

は

な
く）

哲
学
者
に
よ
り
偽
で

あ
る
と

論
証
さ
れ
た

と

述
べ

て

い

る
こ

と
か

ら、

彼
自
身
は

原

子

論
を

支

持
し
て

い

た
わ

け
で

は

な
い

と

推

察
で

き

る
。

　
マ

イ
モ

ニ

デ

ス

は

七

十
一

章
の

中
で、

ム

タ

カ

ッ

リ

ム

ー

ン

の

議
論

は
、

そ
の

下

位
の

議
論
は

異
な
る
に

せ
よ
、

ど
れ
も

方
法
と

し
て

同
じ

で

あ
っ

て
、

想
像
に

よ

る

議
論
を

知
性
に

よ

る

も
の

と

称
し

て

い

る

と

論
じ

て

い

る
。

世
界
の

時
間
的
生

成
に

つ

い

て

の

彼
ら
の

議
論
は

、

論
証、

弁

証
法

、

詭

弁
的
弁
論
の

違
い

を

知
ら

な
い

者
を

除
け
ば
、

疑
問
を
伴
う
説

得
力
の

な
い

論
証
で

あ
る

と

批
判
す
る

。

彼
は
、

正

し
い

論
証
の

方
法
と

は
、

哲
学
者
が

世
界
の

永
遠
性
の

理
論
を

築
い

た

方
法
を

と

お
し
て
、

疑

問
が

残
ら

な
い

よ

う
に

教
義
を

確
立

す
る

こ

と
で

あ
る
と

断
言

す
る

。

こ

れ
は
、

彼
自
身
が
世
界
の

永
遠
性
を
信
じ

て

い

た

か
ら
で

は

な

く
、

世

界

の

永
遠
性
と

世

界
の

時
間
的

生
成
の

議
論
を
す

る
こ

と

な

く、

神
の

存

在、

神
の

唯
一

性、

神
の

非
物
質
性
に

つ

い

て

論
証
す
る
こ

と
こ

そ
が

、

有
効
で

確
実
な

方
法
で

あ
る

と

彼
が

考
え
て

い

た
か

ら
で

あ
る
。

（
注
冖

な
ぜ

彼
が
世

界
の

永
遠
性
の

議
論
を
回
避
す
る

の

か
に

つ

き
、

同
じ

箇
所

で

彼
は
以
下
の

よ

う
に

説
明

す
る

。

も
し
世

界
が

時
間
的
に

生

成
さ

れ
た

の

で

あ
る

な
ら
ば

、

必
然
的
に

そ
れ

を

創
造
し
た

存
在
が

必

要
と

な
る

。
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