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ア
ポ
ー

ハ
説

の
問
題
性西

村

正

志

ア
ポ

ー

ハ
説

は
、
例

の
読
ま
れ
る
よ
り
も
名
指
さ
れ
る
方
が
多
く
、

有
効

に

研
究

さ
れ
る
よ
り
も
た
ん
に
読
ま
れ
る
方
が
多

い
も

の
の

一
つ
で
あ

ろ
う
。

そ

の
わ
か
り
に
く
さ
は
、

多
分
に
タ
ー

ミ
ノ
ロ
ジ

ー
の
未
解
明
や
哲
学
的

パ
ー

ス

ペ
ク
テ

ィ
ヴ

の
欠
除
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ

の
克
服
に
は
し
か
る
べ
き

手
続
き

と
時
間
が
費
や
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
が
、
筆

者
は
ラ
ト
ナ
キ
ー

ル

テ
ィ
の

A
p
o
h
a
s
i
d
d
h
i

(
A
S
)
を
読

み
な
が
ら
、

部
分
的
に
す
ぎ
な

い
が

デ

ィ
グ
ナ
ー
ガ
の

P
r
a
m
a
n
s
a
m
u
c
c
a
y
a

ダ

ル
マ
キ
ー

ル
テ
ィ
の

P
r
a
m
a
n
a

V
a
r
t
t
i
k
a

(P
V
)
、
シ

ャ
ー

ン
タ
ラ
ク

シ
タ

の
T
a
t
t
v
a
s
a
m
g
r
a
h
a
、

ダ

ル

モ

ッ
タ
ラ
と
ジ

ュ
ニ
ャ
ー

ナ
シ

ュ
リ
ー

ミ
ト

ラ

の

A
p
o
h
a
p
r
a
k
a
r
a
n
a

な

ど

を

読
み
合
わ

せ
て
、
自

分
な
り
に
刺

激
を
受
け
る
と

こ
ろ
が
あ

つ
た

の
で
、
ひ

と

ま
ず
そ
れ
を

こ
こ
に
述

べ
る

こ
と
に
す
る
。

仏
教

に
お

い
て
は
、
縁
起

思
想

と
相
ま

つ
て
、

同
じ
も

の
は
異
な

る
も

の
と

の
関
係

の
な
か
に
現

わ
れ
る
と
い
う
考

え
方
が
あ
る
。

こ
の
同

一
性

と
差
異
性

の
問
題
は
、

如
来
と
衆

生
、
平
等

と
差
別
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
的

コ
ン
テ
キ

ス
ト
を
持

つ
て

い
る
が
、

ア
ポ
ー

ハ
説
も
そ

の
よ
う
な
関
心
の
も

と
に
読
む

こ

と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
?

仏
教
論
理
学
派
と
呼

ば
れ
る
学
派

の
言
語
論
を
、
P
V

に
み
ら
れ
る
も

の
に

代
表
さ

せ
る

こ
と
に
異
論

は
あ

る
ま
い
。

そ

の
骨
旨
は
、
1

自
相

(
S
v
a
l
a
k
s
a

n
a
)
の
み
が
実
在
で
あ
り
、

そ
れ
は
、

薫
習

に
か
か
る
分
別
の
所
産

た
る
言
葉

(共
相
)

で
と
ら
え

る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
。
2

言
葉

は
そ
れ
な
り
に
有
効

で
あ
り
、

そ
の
対
象

は
他
の
排
除

(
a
n
y
a
p
o
h
a
)

を
旨

と
す
る
こ
と
。
3

言
葉

は
話
者

の
意
図
、

い
い
か
え
れ
ば
言
葉

の
用

い
方
に
よ

つ
て
機
能
す
る

こ
と
-

の
三
つ
に
認

め
ら

れ
る
。

こ
の
う
ち
、

現
代

の
言
語
論

に
お
い
て
も
重
要
な
問

題

で
あ

る
3

は
、
有
効
な
議
論

の
端
初

た
り
え
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

仏
教
論

理
家

た
ち
に
よ
つ
て
何
ら
深
化

さ
れ
る

に
は
い
た
ら
な

か

つ
た
。

ア
ポ
ー

ハ
説

は
、

端
的

に
は
2
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
1

は
2

の
土
台

で
あ
る

し
、
実
際
の

ア
ポ
ー

ハ
論
争
は
、
1
、
2

共

に
係

つ
て
い
た
。

と

は
い
え
、

一
応
両
者
は
区
別

さ
れ

る
必
要

が
あ
る
。
例

え
ば

S
v
a
b
h
a
v
a

と

い
う
語
を
二

つ
の
文
脈

で
、
読
む

こ
と
が
で
き

る
。
1
-

自
相

の
み
が
自
性

(
S
v
a
b
h
a
v
a
)

を
有

す
る
。

そ

れ

は
刹

那
滅

の

「
現
前
」

で
あ

り
、

「現
実
存

在
」

で
あ
る
。

「
す

べ
て
の
存
在
は
お

の
ず
と
各
自

の
存
在

に
住
ま

つ
て

い

る

か
ら
、

自
性
他
性

に
分
離
す

る
こ
と
を
滅

し
て
い
る
。
」
(
s
a
r
v
e
 
b
h
a
v
a
h
 
s
v
a

V
y
a
v
i
t
t
i
b
h
a
g
i
n
o
 
y
a
t
a
h
=
P
V
.
 

1
-40
)
2
-

一
方
で
、
言
説
、
推
論

の

レ
ヴ

ェ
ル
で
、
全
く
独
立
し
た
存
在
は
あ
り
え
な

い
。
「
存
在

の
み
に

住

ま

う
自
性

に
お

い
て
も
不
離

の
関
係

は
あ

る
。
そ

れ
が
な
け

れ
ば
、

差
異
が
な

い
こ
と
に

よ

つ
て
、
お

の
ず
と
存
在

は
非
存
在
に
な

つ
て
し
ま
う
。
」
(
S
v
a
b
h
a
v
e
'
p
i
 
a
v
i

V
a
h
 
s
y
a
d
 
a
d
h
e
d
a
t
a
h
 
P
V
.
 
I
-
3
9
)

す
な
わ
ち
自
性
因

(
s
v
a
b
h
a
v
a
-
h
e
t
u
)

が
存
在
す

る
。
ま
た

A
S
.
 か
ら
、
V
i
d
h
i
と

い
う
語
を
例

に
と
ろ
う
。
1
-

言

葉
は

V
i
d
h
i
(肯

定
=
実
在
)

で
は
な

い
。
2
-

言
葉

の
対
象
は
、
他

の
排
除

に
よ

つ
て
限
定
さ
れ
た

V
i
d
h
i
(肯
定
)

で
あ
る
。

さ

て
、
1

は

『
唯
識
二
十
論
』
に
お
け

る
決
定
的
な
表
象
主
義

の
理
路

に
発

し
、

経
量
部

の
影
響
を
受
け
た
も

の

で
あ

る
。

(
な
お
筆
者
は
、

経
量
部
の
認
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識
論

の
特
徴

の

一
つ
を
、
「
外
」
に
対
す
る

「判

断
停

止
」
に
あ

る
と
み
る
。
)

こ
の
間

の
主
張
は
、

ほ
と
ん
ど
そ

の
ま
ま

の
形
で
現

代
人

の
思
考

に
関
与

で
き

る
。
2

は
、
た
と
え

ア
ポ
ー

ハ
と

い
う
語
を
バ

ル
ト
リ

ハ
リ
に
負

つ
た
こ
と
が

あ

つ
た
に

し
て
も
、

基
本
的
な

ア
イ
デ

ア
は
、

デ

ィ
グ
ナ
ー
ガ
が
、

三
段
論
法

の
b
a
r
b
a
r
a
式
と
対
偶
律
を
確
立
し
た
論
理
研
究
か
ら
得
た
も

の
で
あ

る
。

す
な
わ
ち
論
理
上

の
、
能
証

(
S
a
d
h
a
n
a
,
 
l
i
n
g
a
)

-
所
証

(
S
a
d
h
y
a
)

に
お
け

る
排

除

(
V
y
a
v
i
t
t
i
,
 
v
y
a
v
a
c
c
h
e
d
a
)

の
関
係

が
、
言
葉

(
s
a
b
d
a
,
 
l
i
n
g
a
)

-
意
味

(
a
r
t
h
a
)

の
間
に
敷
衛
さ
れ
た

の
で
あ

る
。

ダ

ル

マ
キ

ー

ル
テ

ィ
以

後
、

こ
の
能
-
所

の
関
係

は
、
V
a
c
a
k
a
-
v
a
c
y
a
s
、
k
a
r
a
n
a
-
k
a
r
y
a
 
d
h
a
r

m
i
n
-
d
h
a
r
m
a
 
d
r
a
v
y
a
-
u
p
a
d
h
i

な
ど
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
、
仏

教
内
外

で
や
か
ま
し

い
ア
ポ
ー

ハ
論
争
が
続
く
わ
け
で
あ
る
が
、

そ

こ
に
は
誤

解

や
恣

意
的
解
釈

に
基

く
不
毛
な
議
論
が
多

い
。
意
味
論

レ
ヴ

ェ
ル
で
重
要

な

議
論

は
、

一
つ
し
か
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
a
n
y
o
n
y
a
s
a
m
s
r
y
a

(
相
互
に
依

存
す
る

こ
と
)

に
よ
る
ア
ポ
ー

ハ
説
批
判

に
ま

つ
わ
る
も

の
が
そ
れ
で
あ

る
。

こ
の
こ
と
に
ふ
れ
ず
に
ア
ポ
ー

ハ
論
が

ア
ク
チ

ュ
ア
ル
で
あ
る

こ
と
は
で
き
な

い
。
批
判

は
、

ア
ポ

ー

ハ
説
に
よ
る
と
、

あ
る
語

の
意
味

(
A
)
は
、
他

(非

A
)
に
よ

つ
て
限
定

さ
れ
る

の
だ
が
、

そ
う
す
る
と

A
は
非

A
に
よ

つ
て
限
定

さ
れ
、

ま

た
非

A
は
A
に
よ

つ
て
限
定
さ
れ
る
に
他
な
ら
な

い
か
ら
、

そ
れ
で

は
循

環
論

に
陥

つ
て
し
ま
う
と

い
う
も

の
で
あ
る
。

(実

在
論
者

の

こ
の
批
判

は
、

一
方

で
A
を
存
在
=

肯
定
と
し
、
非

A
を

非
存
在
=

否
定

と

す

る
。
)
ラ

ト
ナ
キ
ー

ル
テ
ィ
は

い
う
。

「
一
つ
の
実
物

(p
i
n
d
a
)
の
知
覚

に
先
だ
た
れ
た

分
別

の
観

念
像

(
V
i
k
a
l
p
a
 
b
u
d
d
h
y
a
k
a
r
a
)

は
、
す

べ
て
の
個

物

(
V
y
a
k
t
i
)

に
共
通

で
あ
る
か

の
よ
う
に
、
外

的
に
仮
想

さ
れ
る
。

こ

こ
に

お

い
て
、
『
こ

れ

は
牛
だ
』

と

い
う

〔
言
葉

の
〕
適
用

を
な
す

と
き

〔牛

と
非

牛
が
〕
相
互

に

依
存
す

る
と
い
う
難

は
当
た
ら
な
い
。

そ
し

て
牛

と

い

う
語

が
現

勢

(
p
r
a

V
i
t
t
i
)

し
て
い
る
と
き
、

〔同
時
に
〕
非
牛

の
語

に
よ
つ
て
残

つ
た
も

の

の
指

示
も
な
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
他

を
排
除

さ
れ
た
も

の

(
a
n
y
a
p
o
d
h
a
)

と
他

の

排

除

(
a
n
y
a
p
o
d
h
a
)

と
に

は
、
矛

盾

(
v
i
r
o
d
h
a
)

も

な

け

れ

ば
、

被

限

定

者

・
限
定
者

の
関
係

(
V
i
s
e
s
y
a
v
i
s
e
s
a
n
a
b
h
a
)

と
い
う
混

迷
も

な

い
。
な

ぜ
な
ら
相
互
に
排

除
さ
れ
る
よ
う
な
も

の
は
な

い
か
ら
で
あ
り
、
『
地
』
と

『
壷

が
な

い
こ
と
』

の
関
係

の
よ

う

に
同

一
基
体
性

(
S
a
m
a
n
a
d
h
i
k
a
r
n
y
a
)

の

う
え
に
あ
る
か
ら

で
あ

る
。
」

(
T
S
W
S
 
I
I
I
,
 
p
.
 
5
5
,
 
l
.
 
1
-
5
)

こ
う

し

て

み

る
と
、

言
葉

の
、

ア
ポ
ー

ハ
に
よ
る
肯
定
性

は
、
牛
が
あ

つ
て
非
牛

が
あ

つ
て

生
じ
る

の
で
は
な
く
、

ま
た
単
に
A
は
非
非

A
と
同
値

で
あ
る

と
い
う
の
で
も

な
く
、

牛
と
非
牛

の
境
界

で
、
否
定
性

と
同
時

に
現
象
す
る

と
い
う

こ
と
が
で

き

よ
う
。
A
S
.
 
を
読

む
と
、
ラ
ト
ナ
キ
ー

ル
テ
ィ
は
、
a
n
y
a
p
o
h
a
v
i
s
i
s
t
a

(
他

の
排
除

に
よ
つ
て
限
定
さ
れ
た
肯
定
)
S
a
m
a
n
y
a
p
r
a
t
y
a
u
a

(
一
般

と

い
う

観
念
)
n
i
v
i
t
t
a
p
a
d
a
r
t(
否
定
さ
れ
た
語

の
対

象

の
陳

述
)
a
s
y
a
d
i

p
a
d
a
p
r
a
y
o
y
a

(「
有

る
」
な

ど
の
語

の
用
)

な
ど

を

「
中
」
的

な

言
説

の

レ

ヴ

ェ
ル
で
考
え

て
、
意
味

は
差
異
を
通

じ
て
弁
別
的

に
現

わ
れ
る
こ
と
を
主
張

し

た
と
思

わ
れ
る
。

以

上
の
ご

と
く
、

ア
ポ

ー

ハ
説
は
二

つ
の
側
面
を
持

つ
て
い
る
。
ダ

ル
マ
キ

ー

ル
テ
ィ
は
、

ア
ポ

ー

ハ
説

の
認
識
論

的
側
面

(
1
)
と
意
味
論
、

概

念
論
的

側
面

(
2
)
を
総
合

的
に
と
ら
え
た
人
と
し
て
銘
記

さ
れ
よ
う
。

し
か
し
そ

の

二
つ
の
側
面
を
区
別

し
た
上
で
な
お
、
筆

者
は
、
1

を
根
源

と
言
説

(
認
識
)

の
差
異
、
2

を
差
異

に
よ
る
意
味
、

の
問

題

と

し

て
、

一
括

し

て

仏
教

に

お

け

る
同

一
性

と
差
異
性

の
問
題

の

一
環

に
組
み
入
れ
た
い
と
思

う

の
で
あ
る
。

な

お
、
s
a
b
d
aは

「言
葉
」

で
あ
る
と
同
時
に

「音
声
」

で
も
あ
る

の
に
、

ア
ポ

ー

ハ
説

は
、
音
声
、

す
な

わ
ち
言
葉

の
現

量
的
側
面

を
扱

つ
て

い
な

い
。

こ
の
あ
た
り

は
ア
ポ

ー

ハ
説

の
限
界
と

い
え
よ
う
。

(
東
京
大
学
大
学
院
)

ア
ポ
ー

ハ
説
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題
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(
西

村
)
 

一
五
九

-641-


