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ら

ず
に

行
わ

れ

た

こ

と
で

は

な

く
、

キ

リ

ス

ト

教
全

体
を

見
渡
し

、

そ
の

調
和
を
願
う

著
者
の

壮
大
な

構
想
に

感
銘
し

、

共

感
し

て

の

こ

と

で

あ

る
。

こ

れ
ま

で

独
自
に

歩
ん

で

こ

ら

れ

た

孤

高
の

著
者
に

対
し
て

、

心
よ

り

敬
意
を

払
い

た

い

と

思
う

。

先
達
の

道
を

辿
っ

て

次
の
一

歩
を
踏
み

出

す
こ

と

が

研
究
者
の

使

命
で

あ
ろ

う
。

な

ら

ぼ
、

小
野
寺
氏
の

背
を

見

て
、

私
も

後
に

続
き

た
い

と

思
う

。

本
書
に

は
、

そ

う
思
わ
せ

る

力
が

あ

る

こ

と

を

証
し、

書
評
を
閉
じ

た

い
。

黒
崎
　
宏
著

『

ウ

ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ
ン

か

ら

龍
樹
へ

　
　

　

ー
私
説
『

中
論
』

1
』

　
　
哲
学
書
房

　
二

〇
〇
四

年
八

月
二

〇
日
刊

四
六

判

　．
刈

＋

二

一

〇
頁
　
二

二

〇
〇
円
＋

税

198〔826）
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は

じ
め

に

　

本
書
は

、

　一

言
で

い

う
な

ら

ば、

黒

崎
宏
に

よ

る

龍
樹
（
ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ
ュ

ナ）

の

『

中
論
』

の

訳
と

註
釈
で

あ
る

。

そ
の

姿

勢
は、

『

中
論
』

を
読
む

に

あ
た
っ

て
、

黒
崎
1ー
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ
ン

の

視
点
か

ら

可

能
な

限
り

論
理
的
に

整
合
性
を

保
っ

た

読
み

方
を

し

よ

う
、

と
い

う
と

こ

ろ

に

あ
る

。

そ

し

て
、

黒
崎
の

解
説
の

仕
方
お

よ

び

解
説
で

使
用
す
る

術

語
の

か

な

り
の

も

の

は、

西

洋
哲
学
や
ウ

ィ

ト
ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ
ン

の

哲
学

か

ら

と

ら
れ

て

お

り、

読
者
に

よ
れ

ば

ひ

じ

ょ

う

に

新
鮮
に

映
る

だ

ろ

う
。

　
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ

ン

研
究

家
と

し

て

名
高
い

黒
崎
は

、

こ

れ

ま

で

に

も

『

ウ

ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ

ン

と

禅
』

（
一

九
八

七

年）
、

『

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ
イ
ン

か

ら
道
元
へ
』

（
二

〇

〇
三

年
）

な

ど
、

主
と

し
て

ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

視
点
か

ら

禅
（
仏
教）

に

肉
薄
す

る

仕
事
を

し

て

き
て

い

る
。

本
書
は

さ

ら

に
、

こ

の

研
究
路
線
を

龍
樹
の

『

中
論』

に

適

用
し
た

も
の

で

あ
る

。

　
黒

崎
の

こ

の

仕
事
は、

］

般
の

仏
教
学
者
や

イ

ン

ド
哲
学

研
究

者
に

は
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書評 と紹介

理
解
し

難
い

で

あ

ろ

う
。

筆

者
自

身
も、

本
書
を

読
み

は

じ
め

る
ま

で

は、

暴

挙
と

し
か

考
え

ら
れ

な
か

っ

た
。

な

ぜ
な

ら、

「

私
は
、

サ
ン

ス

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　ド
ェ　　

ク

リ

ッ

ト

は

全
く

読
め

な

い
」

（

v
）

と

明
言
し

て

い

る

か

ら
で

あ
る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
コ
　　
　
　
　コ　
　サ
　
　コ　
　　

　
で

は
、

仏
教
学
者
や

イ
ン

ド
哲

学
研
究

者
で

は

な

く、

哲
学
者
と
し

て

の

黒

崎
は

何
を

し

た

の

か

と

い

え

ば、

諸

碩
学
（
後
述）

の

研
究
や
翻
訳

を
参
照
し

な

が

ら、

彼
自
身
の

『

中
論
』

理
解
を
示
し

た

の

で

あ

り、

自

身
の

「

言
語
ゲ

ー

ム
「

元
論
」

の

射
程
を
さ
ら
に

拡

大
し

た

の

で

あ
る
。

彼
い

わ

く、

　
　
以

下
に

お

い

て
、

…
私
な
り

の

訳
と

解
説
を

試
み

る

こ

と

と

す
る

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　へ
　
　　も
　
　

　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　　
　
　も

　
　

勿
論
そ

の

訳
は

、

私
の

「

訳
」

と

言
え
る

よ
う
な

代
物
で

は

な
い

。

　
　
そ
の

上

そ
の

解
説
は
、

言
う
な
れ

ば
、

私
は

『
中
論
』

を
こ

う
理

解

　
　
し

て

み

よ

う
と
思
う、

と

い

う
私
の
一

種
の

試
論
　
　
私
説
　
　
に

　
　
す
ぎ

な

い
。

そ
れ

は、

誤
解
の

産
物
で

あ
る

か

も

し

れ

な

い
。

し

か

　
　
し

そ

れ

は

そ

れ
と

し
て

、

私
は

『

中

論
。

を
、

そ

の

よ

う
な

形
で

私

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ヘ　　　ヘ　
　
　へ

　
　
の

哲
学
の

中
に

取
り
込
み

た

い

の

で

あ
る

。

そ

の

際
、

私
は

ウ

ィ

ト

　
　
ヘ　　　　ヘ　　　ヘ　　　　モ　　　ヘ　　
　　ヘ　　　　エ
　　
　　へ　　　　　　
　　や　　　へ　　　　ち　　　　へ　　　ち　　　　ヘ

　
　
ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン

の

「

言
語

ゲ
ー

ム

論
」

を

心
の

底
に

お

い

て

い

　
　
る

。

（
v

）

　

本
書
の

売
り
は
、

ま

ず、

次
の

二

つ

で

あ
る

。

ω
一

般

読
者
に

と
っ

て

難
解
な

『

中
論
』

が

黒

崎
の

フ

ィ

ル

タ

ー

を

通
し
て

分
か

り
や

す

く
な
っ

た
こ

と

（
た

だ
し
、

後
に

示

唆
す

る

よ

う
に、

彼
の

提
示

し

た

訳
・

解
説

は
批

判
さ

れ

る

可
能
性
も

充
分
に

あ
る
）

、

 
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン

に

関
心
を
寄
せ

る

者
に

と
っ

て、

ウ

ィ

ト
ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ

ン

哲
学
の

応
用

例
が
一

つ

増
え、

彼
の

哲
学
の

豊

饒
さ

に

つ

い

て

の

認
識
が

さ

ら

に

深

ま

っ

た

こ

と
。

場
合
に

よ

れ

ば、

三

つ

め

と

し

て
、

 

仏
教
学
者
や

イ
ン

ド

哲
学

研
究
者
に

と

っ

て
、

新
し

い

視
点
か

ら

『

中
論
』

を

見
る

こ

と

が

で

き
る

よ

う
に

な

っ

た

こ

と、

も

挙
げ
ら

れ

る

か

も

し
れ

な

い
。

し

か

し

な

が

ら、

こ

れ

は

筆
者
に

は

判
断
が

つ

か

な
い

。

　
い

ま

さ

ら

言
う
ま

で

も
な
く
、

龍
樹
や
『

中

論
』

に

か

か

わ
る

厖
大
な

研
究
業
績
が
、

お

よ

そ
一

六

〇
〇
年
以
上
に

わ
た
っ

て
、

世
界
中
の

仏
教

学
者
や

イ

ン

ド

哲
学
研
究

者
に

よ

っ

て

も

た
ら

さ

れ

て

い

る
。

け

れ
ど

も、

そ

う
し

た

脈
絡
の

な

か

で

本
書
を
位
置
付
け
る

作
業
に
、

あ
ま

り
意

味
は

な
い
。

よ

っ

て

以

下
で

は、

黒

崎
の

著
作
そ

の

も
の

に

内
在
し
な
が

ら、

そ

の

紹
介
・

論
評
を

お

こ

な

う。

　
「

言
語
ゲ
ー

ム
一
一
兀

論
」

に

つ

い

て

　
黒

崎
は
、

本
書
を

著
わ

し
た

契

機
の
一

つ

に、

中
村
元

著
『
龍
樹
』

（

講
談

社
学
術
文
庫
）

の

新
円

案
内
に

見
ら

れ
た

「

聞
き

捨
て

な
ら
な
い

言
葉
」

が
あ
っ

た、

と

述
べ

て

い

る
。

そ

の

言
葉
と

は

「

真

実
に

存
在
す

る

も

の

は

な

く、

す

べ

て

は

言

葉
に

す
ぎ
な

い
」

と

い

う

も
の

で

あ
る

。

こ

れ

は、

ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

「

言
語
ゲ
ー

ム
」

に

通
ず
る

と

こ

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　エ
　

　ヘ　
　へ
　

　る　
　ヘ
　
　ヘ
　
　ヤ
　

　ヘ
　
　

ヤ
　
　

　　
　へ
　
　で
　

　も
　
　ヘ
　
　ヒ
　

　ヒ
　

　ヘ
　

　

モ

ろ

が

あ
る

の

だ

が、

ω
「

も
の

に

は

実
体
が

な

く
、

す

べ

て

は

言
語
ゲ
ー

へ
　
　あ
　

　エ
　

　ヘ
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　ヘ
　
　

へ
　

　も
　

　ヘ
　

　セ
　

　モ
　
　も
　
　へ
　
　も
　
　

　
　

　ヘ　
　ヘ
　

　　
　

　ヘ

ム

で

あ
る
」

と

い

う
こ

と

と、

 
「

真
実
に

存
在
す

る

も

の

（

実
在
）

は

ヘ　　
　へ

あ

る、

そ
れ

は

言

語
ゲ
ー

ム

で

あ
る
」

と

い

う
こ

と

と

の

二

つ

を

合
わ
せ

れ

ば、

さ

ら

に

き
ち

ん

と

表
現
で

き

る
と

さ

れ

る
。

そ

し

て、

黒

崎
は、

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ヘ
　
　　モ
　　　モ　
　
　も
　　　
　
　　
ヘ
　　　
　
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　　　
　
　　ヵ

こ

れ

ら

二

つ

を

あ

わ

せ

た

も
の

こ

そ

が

「

〈

空

の

思

想
〉

の

（
後

期
）

ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン

的
表
現
」

だ
と

主

張
す

る
〔
蹴

i
跚

参
照）

。

　
黒

崎
は

以
前
か

ら

年
来
の

ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン

研
究
の

成
果
と

し

て、

「

言
語
ゲ
ー

ム
一

元

論
」

を

提
唱
し
て

い

る

の

だ
が、

そ

れ

が

本

書

の

視
点
で

も

あ

る
。

コ
響

呈
 

ゲ

ー
ム
一
．

兀

論
」

は
、

論
文

集
で

あ
る

「

言

語
ゲ
ー

ム

＝
兀

論
』

（
一

九
九

七

年
）

に

結
実

し

て

い

る

が
、

本
書
に

も
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こ

う
あ
る

。

　
　
ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ
イ

ン

の

「

言
語
ゲ
ー

ム

論
」

の

核
心
は
、

す
ベ

　
　
へ
　

　も
　

　ヘ
　

　ヘ
　

　ヘ
　
　ヘ
　

　ヘ
　
　
　
　
　ヤ
　

　ヘ
　

　
ヘ

　

　エ
　
　ヘ
　
　ヘ
　
　
へ
　

　も
　

　ヘ
　

　へ
　

　も
　

　も
　

　た
　

　ヘ
　

　ヘ
　

　ヤ
　

　へ

　
　
て

の

も

の
一

切
を、

心
的
な
も
の

も
物
的
な

も
の

も

お

し

な
べ

て
、

　
　
言
語
的
存
在
と
み

な

す、

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

す
な

わ

ち
、

言
語

　
　
を

離
れ

た

も
の

　

　
言
語
以
前
に

実
体
と

し

て

あ

る

も

の

ー
な

る

　
　
も

の

は
「

切
存

在
し

な
い
、

と
い

う
の

で

あ

る。

言
い

換
え
れ

ば
、

　
　

　
　

　
ヘ

　
ヘ
　
モ
　ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ

　ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　

　
　
　
　

　
コ　

　
　
一

切
は

言
語
的
存
在
で

あ
り、

意
味
的
存
在
な
の

で

あ
る

。

（．
皿）

　
さ

ら
に

、

次
の

よ

う
に

続
け
ら

れ
る
。

　
　
ヤ

　
　ヘ
　

　へ
　
　も
　　
ヘ　
　ヘ
　
　

　
　

　

ヘ
　

　ヘ
　
　ヘ
　　へ
　

　
　

　　
　

　あ
　

　へ
　
　も
　
　

ヘ
　

　

ヘ
　

　ヘ
　
　ヘ
　
　

　　
　

　
　

　

ヘ
　

　へ
　
　

ぢ
　

　へ

　
　
こ

の

世
界
像
が

「

五

蘊
皆
空
」

（

一

切
は

空
で

あ
る

　
　
実
体
は

存

　
　
も

　

　
へ

　
　あ
　

　

へ

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　も
　

　へ
　

　ゐ
　

　も
　

　ゐ
　

　ヘ
　

　ヘ
　

　

　

　

　

　

　

ヤ
　

　う
　

　ヘ
　
　
　
　
　ヘ
　

　ヘ
　

　

　
　
　へ

　
　
在
し

な
い

　
　）

を

唱
え
る

般
若
の

ー
そ

し

て

『
中
論
』

の

ー

　
　
ヘ
　

　
ヘ

　
　ヘ
　
　
ヘ

　
　ヘ
　

　ヘ
　

　ヘ
　

　へ
　

　も
　

　ヘ
　

　ヘ
　

　ヘ
　

　

　

　　ヘ
　

　ヘ
　

　ヘ
　

　ヘ
　
　
ヘ

　
　ヘ
　
　
ヘ
　

　へ
　
　も
　

　
も

　
　も
　

　ヤ

　
　
世
界
像
と

直
結
し
う
る
こ

と

は
、

容
易
に

見
て

取
れ
る

で

あ
ろ

う
。

　
　
（
同）

　

黒
崎
の

『

中
論
』

解
釈
に

つ

い

て

　

さ
き
に
、

黒
崎
は

『

中
論
』

を

「

私
の

哲
学
の

中
に

取
り

込
み

た
い

」

と

言
っ

て

い

た
が

、

そ

れ
は

随

所
に

見
ら

れ

る。

た
と

え

ば、

彼
は
、

「

テ

ク
ス

ト
自
体
に

問
題
が

あ
る

の

で

は

な
い

か
、

と

思
わ
れ
る
が

、

す

べ

て

私
の

誤
訳
で

あ
る

か

も

し
れ

な
い
」

と

い

う

留
保
を
つ

け

な
が

ら

も、

果
敢
に

も
「

幾
度
か

碩

学
た

ち

の

訳
に

あ

え

て

反
す

る

訳
を

試
み

た
」

の

で

あ
る

（
跚）

。

「

今
後
の

批
判
検

討
を

待
ち

た
い
」

（
同）

と
い

う
本
書
の

締
め

の

言
葉
は、

研
究

者
と
し

て

の

彼
の

謙
虚
さ

と

も
自
信
と

も
と

れ

る
。

筆
者
は

「

自

信
」

と
と

る
。

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　
ピ

ン

ガ

ラ

　

　

　

　

　

　
　

チ

ャ

ン

ド

ラ

キ

し

ル

テ

ィ

　

黒
崎
が

言
及
し

て

い

る

碩
学
と

は、

青
目
・

鳩
摩
羅
什
・

月
　

称
・

中
村
元
・

三

枝
充
恵

・

本

多
恵

・

立
川

武
蔵
・

梶
山
雄
一
・

安

井
廣
濟
な

ど

で

あ
る

。

し

か

し、

『

中
論
』

の

「

訳
出
」

に

あ
た
っ

て
、

彼
は

熟
慮

し

た

う
え
で
、

自
分
の

判
断
に

し

た

が

い
、

も
っ

と

も

論
理

的
に

筋
の

と

お

る

訳
語
・

訳
文
・

解
釈
を

採
用
し
、

自
分
の

解
説
を

付
し

て

い

る
。

　

碩

学
の
】

人
の

中
村

に

対
し

て

も、

「

中
村
は、
「

中
観
派
に

は

〈

定

説
〉

と

い

う
も
の

が
無
い

の

で

あ
る
」

と

言
っ

て

い

る
。

し

か

し、

こ

れ

は

お

か

し
い
」

（
441

）

と

明

言
し

て、

自

説
を
述
べ

て

い

る
。

　

ま

た、

『

中
論
』

は

普
通、

全

部
で

27
章
か

ら

な

る
と

さ

れ

る

が
、

彼

は

最

後
の

二

つ

の

章
を

訳
し

て

い

な

い
。

な

ぜ

な
ら

ば、

そ

れ

ら
は

「

小

乗
の

教
え
」

を

述
べ

た

も
の

で

あ

り、

月
称
は

第
25
章
の

最
期
の

偈
に

「

結

論
」

と

い

う
小

見

出
し
を
つ

け

て

い

る

か

ら

で

あ
る

。

そ

し
て
、

「

ブ

ッ

ダ
は
、

い

か

な

る

教
え

（
法）

も、

ど
こ

に

お

い

て

で

も
、

誰
の

た
め

に

も
、

説
か

な

か
っ

た
の

で

あ
る

」

で

終
わ

る

そ

の

最
後
の

第
24
偈

に

は
、

わ

ざ
わ

ざ

原
文
に

な
い

「

強

調
の

傍
点
」

を
付
し
て

い

る
。

　

以
上

の

よ

う
に、

黒

崎
は

『

中
論
』

を
訳
出
し
註
釈
を

つ

け
る

に

さ

い

し

て
、

龍
樹
の

黒

子
に

徹
す
る

の

で

は
な
く、

積
極
的
に

自
分
の

考
え

を

表
明
す
る

。

以

下
で

は、

彼
の

読
み

込
み

の

い

く
つ

か

を

指
摘
し

て

お

こ

う
。

　
そ

の

ー

ー
訳
語
の

決
定
の

仕
方

　

第
17
章
第
24
偈
の

な
か

に

「

一

切
の

世
の

中
の

活
動
（
言

語
使
用
の

慣

習
）

と

矛
盾
す
る

こ

と

に

な
る

こ

と

は
、

疑
い

な

い
」

と

い

う
部
分
が
あ

る
。

そ

の

解
説
で
、

黒
崎
は

「

中

村
訳
の

「

世
の

中
の

活
動
」

を、

三

枝

訳
は

三＝
呈
開

慣
習
」

と

し

て

い

る
。

私
は

そ

れ
を

コ＝
呈
明

使
用
の

慣
習」

と

し
た

。

私
は

こ

こ

に
、

後
期
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ
ン

の

言
語
ゲ

ー
ム

論
の

匂
い

を
感
じ

る
」

（
931

）

と

語
っ

て

い

る
。

訳
語
の

選
定
に

あ

た

っ

て
、

後
期
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン

の

匂
い

を
感
じ

た
か

ら、

「

世
の

中

の

活
動
」

「

言
語
慣
習
」

を
「

言
語
使
用
の

慣
習
」

と

し
た
と

い

う
の

だ。

200（828〕
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書評 と紹介

『

中
論
』

を

で

き

る

だ
け、

黒

崎
1ー

ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ
ン

哲
学
の

術

語
で

書
き
直

し
た

い

の

だ

ろ
う

か、

と

思
う
こ

と

す
ら

あ
る

。

　

ま

た
、

黒

崎
は

「

輪
廻
」

と

い

う
訳

語
を

避
け

た

が

る
。

「

輪
廻
」

の

意
味
で

「

生

死
」

と
い

う
言
葉
が

使
用
さ

れ

る
こ

と
も

承

知
し

た
う
え
で

　
（

 

参

照）
、

中
村

／
三

枝
／
本
多
訳
で

は

「

輪
廻
」

と

な

っ

て

い

る

部

分
を、

あ
え

て

青

目
の

解

釈
や

鳩
摩
羅

什
の

訳
な

ど

に

し

た

が
い

な
が

ら、
「

世
間
」

（
魏

な
ど
）
、

「

生

死
の

世
界
」

〔
驪

な
ど
）
、

「

生

死
」

「

生
と

死
」

（
皿

な

ど
）

と

訳
し

て

い

る
。

す
な

わ

ち、

黒

崎
は

こ

の

「

輪

廻
」

の

訳
語

と
し

て
、

要
所
要

所
で

可
能
な

限
り

、

そ

う
し

た

「

こ

の

世
」

的

訳
語
を

あ
て

る
の

で

あ
る

。

お

そ
ら

く
、

彼
は

「

生
ま

れ

変
わ

り
」

と
か

輪
廻

の

思
想

を
認

め

て

い

な
い

の

だ

ろ

う
。

そ

う

し
た

も

の

を

信
じ

て

い

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　　
ヨリ

な
い

か

ら
こ

そ
、

こ

こ

ま

で

訳

語
に

こ

だ
わ

る

の

に

違
い

な
い

。

　

そ

の

2
　
　
訳
文
の

決
定
の

仕
方

　

黒

崎
は、

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

を
読
め
な
い

の

で

「

原
文
に

基
づ

く

判
断

は

で

き

な
い

」

（
39
な
ど
）

と

い

い

な

が

ら

も、

訳
文
を

選
択
す

る
。

そ

の

二

つ

の

例
を
み

よ

う
。

　

有
名
な

第
2
章

第
1
偈
の

訳
は
「

ま

ず
く

す
で

に

去
っ

た

も
の
V

（
已

去）

は
、

去
ら
な

い

し、

ま

た

〈

未
だ

去
ら

な
い

も
の
〉

（
未
去）

も、

去
ら

な
い

。

さ
ら

に

〈

す
で

に

去
っ

た

も
の
〉

と
く

未
だ

去

ら
な

い

も

の
V

を

離
れ

た

く

い

ま

現
に

去
り

つ

つ

あ

る

も
の
V

（
去

時）

も、

去
ら

な
い
」

で

あ

る
。

こ

こ

は

中
村

／一．一
枝
の

訳
を
採
用
し

て

い

る
。

し

か

し

な
が

ら
、

こ

の

偈
に

は

別
の

訳
も
あ
る

。

た
と
え

ば、

梶
山
／
立
川

の

訳

は

「

ま

ず
已

に

歩
か

れ

た

所
は

歩
か

れ

な
い
。

ま

だ
歩
か

れ
て

い

な

い

所

は

け
っ

し
て

歩
か

れ
な

い
。

已

に

歩
か

れ
た

所
と

ま
だ

歩
か

れ

て

い

な
い

所
と

は

別
の
、

い

ま
歩
か

れ
て

い

る

所
は
歩
か

れ

な
い
」

と

な

っ

て

い

る

　
（

梶
山

『

空
入

門
』

／
立

川
「

「

空
」

の

構
造
』

）
。

黒

崎
は

両
者
を
比

較
し

な

が

ら
、

前
者
の

訳
を

採
用
す

る
。

そ
の

理

由
は、

そ
ち

ら

の

ほ

う
が

「

深
い

と
思
わ
れ
る

」

（
39
な
ど）

か

ら
で

あ
る

。

　
「

我」

の

考
察
を

し

て

い

る

重
要
な

第
18
章
の

第
3
偈
の

中
村
／
三

枝

の

訳
は

「

〈

わ

が

も

の
〉

と

い

う
観
念
を

離
れ、

自
我
意
識
を

離
れ

た

も

の

な
る

も
の

は

存

在
し

な

い
。

〈

わ

が

も
の
〉

と

い

う

観
念
を

離
れ
、

自

我
意
識
を

離
れ

た
も
の

な

る
も
の

を

見
る

者
は
、

〔

実
は

〕

見
な
い

の

で

あ
る

」

と

い

う
も
の

で

あ
る

。

こ

れ

に

対
す

る

黒

崎
の

訳
は

「

〈

我
が
も

の
〉

と

い

う

観
念
を

離
れ
、

自
我
意

識
を
離
れ

た

者
は、

真
実
を

見
る
。

〈

我
が

も
の
〉

と

い

う
観
念
を

離
れ

、

白
我
意

識
を
離
れ

た

者
は

、

希
有

で

あ
る
」

と

な
っ

て

い

る
。

こ

れ

は

羅
什
の

訳
な
の

だ

が
、

黒
崎
自

身
も

明

言
し

て

い

る

よ
う

に、

二

つ

の

訳
は

「

著
し

く

異
な

っ

て

い

る
」

。

彼

が

羅
什
訳
を

採
用
し

た
の

は、

「

羅
什
訳
の

方

が

真
実
で

あ
る

と

思
わ
れ

る

か

ら
」

（
齠）

で

あ
る

。

　

以
上
に

お

い

て、

黒

崎
の

訳
語
や

訳
文
の

決
定
の

仕

方
の

ご

く
一

部
を

紹
介
し

た

が、

本
書
の

全

体
に

わ
た

り、

碩

学
の

翻
訳
・

解

釈
を
比

較
し

な
が

ら、

自
分
が

最
も
納
得
す
る

訳
語
・

訳
文

を
一

貫
し
て

採
用
し

て

い

る
。

こ

う
し
た
黒
崎
の

態
度
を

、

サ

ン

ス

ク
リ

ッ

ト

を
読
め

る

研
究
者
は

］

笑
に

ふ

す
か

も

し

れ

な
い

。

し

か

し
、

彼
は

文

献
学
的
考

察
で

は

な

く
、

哲
学
者
と

し

て

筋
の

と

お

っ

た

翻
訳
・

解
説
を
目
ざ
し
て

い

る

の

だ

か

ら
、

筆
者
は

ス

リ
リ
ン

グ
な

仕
事
だ
と

思
う
D

　
そ
の

3
　

第
13
章
第
3
偈
の

解
釈

　
周

知
の

よ
う
に

、

『

中
論
」

の

偈
に

は
論

敵
の

見
解
が
ふ

く

ま
れ

て

い

る
。

そ

し
て
、

あ
る
偈
が

龍
樹
自
身
の

見
解
な

の

か

／
そ

れ
と

も

論
敵
の

見
解
な
の

か
、

を

確
定
し

に

く

い

場
合
が

あ
る

。

だ

が、

黒
崎
は

こ

の

種

（829｝201
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の

す
べ

て

の

偈
に

つ

い

て、

理
由
を

つ

け

な
が

ら、

自
分
の

見
解
を

明
示

し
て

い

る
。

　
た

と

え
ば
、

第
13
章
第
3
偈
は

こ

う
で

あ

る

ー
「

も

ろ

も

ろ

の

も
の

に

つ

い

て
、

〈

自
性
（
そ
れ

自
体
）

の

無
い

こ

と
〉

（

無
自
性
）

が

成
立
す

る
。

何
と
な

れ
ば
、

も

ろ

も

ろ

の

も
の

に

つ

い

て、

変
化
す
る

こ

と

が

見

ら

れ

る

か

ら
。

し
か

し
、

そ

れ

自
体
（
自
性）

を

有
し

な

い

も
の

は

存
在

し

な
い

。

何
と
な
れ
ば

、

も
ろ

も

ろ

の

も
の

に

は
、

空
で

あ
る

こ

と

（
空

性）

が

存
す

る
か

ら
」

。

す
な

お

に

読
め

ば、

こ

れ
は

理

解
で

き
な
い
。

な

ぜ

な

ら
ば
、

「

も

の

に

は
変
化
が

あ

る

か

ら

自
性
は

な

い
」

と

す
る

前

半
と、

「

も
の

に

は

空

性
が
あ

る

か

ら

自
性
が

あ
る
」

と

す
る

後
半
と

で

は
、

矛
盾
し
た

こ

と

を
述
べ

て

い

る

か

ら

で

あ
る

。

　
お

そ
ら
く
そ
う
し

た

整
合
性
の

欠
如
と

い

う
理
由
で
、

月

称

ニ
ニ

枝
た

ち

は

こ

の

偈
を
論

敵
の

偈
と

み

て

い

る
。

つ

い

で

な
が

ら
、

こ

こ

だ

け

読

め

ば、

仏
教
の

教
え

と

相
容
れ

な

い

後
半
を

論
敵
の

偈
と

み

る

こ

と

も

で

き

な
い

こ

と

は

な

い

（
し

か

し
、

こ

れ
は

文
献
学
の

立

場
か

ら

は、

無
理

な
の

だ
ろ

う
）

。

け
れ
ど
も

、

黒

崎
は

こ

の

偈
の

全

体
を

龍
樹
の

偈
と

み

て

い

る
。

そ

し

て
、

前

半
の

「

自
性
」

と

後
半
の

「

自
性
」

は

意
味
が

違

う
、

と

い

う

見
解
を
披
瀝

す
る

。

す
な

わ

ち、

「

前
半
の

自
性
は

永
遠
不

変
の

〈

実
体
〉

を
意

味
し

て

い

る

の

に

対
し、

後
半
の

、

自
性
」

は

変
化

の

〈

主
体
〉

を

意
味
し

て

い

る
」

と

い

う
の

だ

（

皿）
。

こ

の

よ

う

に

解

釈
す
れ
ば、

こ

の

偈
は

「

も

の

に

は
、

変
化
が

有
る

か

ら
、

永
遠
不
変
の

〈

実
体
〉

は

無
い

が
、

も
の

に

は、

空
性
が

有
る

が

故
に

変
化
が

有
り、

し
た

が

っ

て

変

化
の

く

主
体
V

は

有
る
」

と

い

う
こ

と

に

な
る

。

要
す
る

に
、

「

も
の

に

は
、

永
遠
不
変
の

〈

実
体
〉

は

無
い

が、

変
化
の

〈

主
体
〉

は

有
る
」

の

で

あ
る

（
同）
。

こ

れ

だ

と
、

わ

れ
わ
れ

に

も
理

解
可
能
で

あ
る
。

　
こ

の

解
釈
は

つ

づ

く
第
4
偈
に

も
応
用
で

き

る
。

す
な

わ
ち

、

第
4
偈

に

は
、

前
半
を
反
対

者
の

も
の

で

後
半
を
龍
樹
の

も

の

と

す
る

解
釈
と
、

全
体
を

龍
樹
の

も
の

と

す
る

解
釈
が
あ
る

の

だ
が
、

第
3
偈
の

解
釈
の

適

用
と

全

体
を
龍

樹
の

偈
と

み

る

こ

と
で、

す
っ

き
り

と

筋
が

と

お

っ

た

解

釈
に

な
っ

て

い

る
。

　
そ
の

4

1
「

入

不
」

と

言
語
ゲ
ー

ム

　
『

中
論
』

の

冒
頭
は

「

帰
敬
序
」

で

あ
り、

中
村
に

よ
れ

ば
、

こ

れ

が

『

中
論
』

全
体
の

要

旨
だ
と
さ

れ

る
。

ま

た、

三

枝
に

よ

れ
ば

、

龍
樹
は

最
後
に

こ

の

部
分
を

書
き、

そ

れ

を
冒
頭
に

据
え
た

と

推
察
さ

れ
る

。

黒

崎
も

こ

の

序
を

重

視
し

て

い

る
。

そ

こ

で

説
か

れ

て

い

る

の

は
、

「

不

生
・

不
滅
・

不

常
・

不
断
・

不
一

・

不

異
・

不
去
・

不
来
」

の

い

わ

ゆ

る

「

八

不
」

に

つ

い

て

で

あ
る

。

龍

樹
は

こ

の

八

不
で

否

定
さ

れ
る

も
の

（
生
・

滅
・

常
・

断
・
一
・

異
・

去
・

来
）

を

主
張
す
る
議
論
を
戯
論
と

し
て

否

定
す
る

わ
け
だ
が、

黒

崎
い

わ

く、

「
「

八

不」

の

主
張
で

言
わ
れ

る
〈

八
不
の

世
界
〉

は、

存
在
論
の

レ

ヴ
ェ

ル

で

理

解
さ
れ

て

は
な
ら

な

い
」

（

19
）

。

で

は、

い

か

な

る
レ

ヴ
ェ

ル

で

理

解
さ

れ

ね
ば
な
ら
な
い

の

か

と

い

え

ば、

「

存

在
論
の

レ

ヴ
ェ

ル

を

根
底
か

ら

否
定
す
る

言
語
ゲ

ー

ム

の

レ

ヴ
ェ

ル

に

お

い

て
」

（
同）

で

あ
る

。

そ
の

「

言
語
ゲ

ー
ム
」

と

は

「

言
語
と

行
為
が

織
り

な

す

世

界」

を
意

味

す
る

。

言
語
ゲ

ー
ム

は

「

そ

れ
に

先
立
っ

て

存
在
す
る
実
体
の

世
界
を

写
す

の

で

は

な
く

、

そ

れ

白

体
が

あ
る

意

味
で

実
在
す
る
一

つ

の

世
界
を
構
成
し

て

い

る
」

の

で

あ

る
。

そ

し

て、

言
語
ゲ
ー

ム

に

お

い

て

は
、

　
　

す
べ

て

が

意
味
的
に

つ

な
が

り
合
っ

て

い

る
。

し

た

が
っ

て

〈

八

不

　
　

の

世
界
〉

は、

あ
る

意
味
で

実
在
の

世
界
で

は

あ
る

が

実

体
の

世
界
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で

は

な
く、

す
べ

て

が

意
味
的
に

つ

な
が

り

合
っ

た
〈

言
語
ゲ
ー

ム

　

　
の

世
界
〉

と

し

て、

理

解
さ

れ
ね

ば
な

ら

な
い

。

大

乗
仏
教
で

は

そ

　

　
の

よ

う
な、

す
べ

て

が

意
味
的
に

つ

な
が
り

合
っ

た

世

界
を、

「

縁

　

　
起
の

世
界
」

と

言
う

。

そ
れ

ゆ

え、
〈

八

不
の

世
界
〉

は

縁
起
の

世

　

　
も

　

　
界
で

も
あ

る

わ

け

で

あ
る

。

（
19
−
20）

　
以

上
の

よ

う

に
、

『

中
論
』

の

要
で

あ

る

「

帰
敬
序
」

の

「

八

不
」

の

思
想
は
、

ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ

ン

の

言
語
ゲ

ー
ム

と

き
わ

め

て

密
接
な

関
係
に

あ

る

こ

と

に

な

る
。

　
『

中
論
』

を
貫
徹
す
る
原
理

　

言
う
ま

で

も
な

い

が
、

『

中
論
』

は
、

誰
が

読
ん

で

も

簡
単
に

理
解
で

き

る

わ

け

で

は

な
い

（
こ

の

場
合、

内

容
が

問
題
と

な
っ

て

い

る

の

で

あ

っ

て、

サ

ン

ス

ク

リ
ッ

ト

が

読
め

る

か

否
か

は
一

応
関

係
な

い
、

と

し

て

お

く）
。

し

か

し、

龍

樹
の

考
え
の

根
底
に

あ
る

核
の

よ

う

な
も

の

が

わ

か

る

と
、

『

中
論
』

は

理
解
し

や

す

く
な
る

だ
ろ

う
。

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
ぬ　　
　ヘ　　　ヘ
　　　へ
　
　　も

　
黒

崎
は

、

『

中

論
』

に

は

二

つ

の

原
理

が

貫
い

て

い

る
」

と
い

う
。

一

つ

は

「

縁

起
の

原
理
」

で

あ

り
、

も

う
一

つ

は

「

〈

去

る
も

の
〉

は

去
ら

な
い
」

に

象
徴
さ

れ

る

コ

重
の

原
理
」

で

あ

る
。

言
い

か

え
れ

ば
、

前

者
は
、

「

帰
敬
序
」

の

解
釈
で

も

紹
介
し
た

よ
う

に、

「

す
べ

て

が

意
味

的

に

つ

な

が

り
合
っ

て

い

る
」

コ

切
は

意
味

的
に

含
み

あ
っ

て

い

る
」

と

い

う
原
理
で、

後
者
は

「

事
柄
は

二

重
に

お

き

る

こ

と

は

な

い
」

と

い

う

原
理
で

あ
る

（
獅

参
照
）

。

そ

し

て、

縁
起
の

原

理
が

「

不
一

不

異
」

と

「

不
常
不
断
」

を

可
能
に

し、

一

重
の

原
理

が

「

不
去
不
来
」

と

「

不
生

不
滅
」

を

可
能
に

す

る

と

い

う
形
で、

二

つ

の

原
理

が

「

八

不
」

を

支
え

て

い

る、

と

い

う
の

で

あ
る

（

二

つ

の

原
理
と

具
体

的
な
偈
の

関

係
に

つ

い

て

は、

粫

を
参
照
の

こ

と
）

、

　

そ

う
す
る

と
、

こ

の
一
．

つ

の

原
理
を

理
解
す

れ
ば、

『

中

論
』

の

要
た

る

「

八

不
」

は

理
解
で

き

る

こ

と

に

な

る
。

そ

し
て、

後

期
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

意
味
論
／二＝
冂

語
ゲ

ー

ム

論
が

縁
起
の

原
理

を

サ

ポ
ー

ト

し

て

い

る

の

で

あ

る

（
踊

参
照
）

。

　

そ
の

ユ

　

　
「

一

重
の

原
理
」

　

第
2
章
で

は

「

運

動
」

（

去
る

こ

と
）

の

考
察
が

な

さ

れ

て

い

る
。

嘉

祥
大

師
吉

蔵
の

「

三

時
門
破
」

ー
過
去
・

現

在
・

未
来
（
三

時）

に

お

い

て、

運
動
は

（
あ
る

意
味
で）

存
在
し
な
い

ー
に

関
連
す
る

有

名
な

一

連
の

偈
で

あ
る
。

端
的
に

述
べ

る
と

、

「

〈

去
る
も
の
V

は

去
ら
な
い
」

「

〈

飛
ぶ

鳥
〉

は

飛
ば
な
い

」

と

い

う
こ

と

に

な
る
。

　

龍
樹
は

第
5
偈
で

こ

う

述
べ

る

　
　
「

A

い

ま
現
に

去
り

つ

つ

あ

る

も

の
〉

に

〈

去
る

こ

と
〉

が

有
る、

と

主

張
す

る

な

ら
ば、

二

種
の

〈

去
る

こ

と
〉

が

有
る

、

と

い

う

誤
謬
が

付
随
し
て

来
る

。

す
な
わ

ち
、

〈

い

ま

現

に

去
り

つ

つ

あ
る

も
の
〉

を

成
り

立

た
せ

る

〔
内
な
る
）
〈

去
る

こ

と
〉

と
、

〈

い

ま

現
に

去
り
つ

つ

あ
る

も
の
〉

に

A

去
る
こ

と
〉

が

有
る
、

と

言
う
と

き
の

（
外
な

る）

〈

去
る

こ

と
〉

と

で

あ
る
」

。

　
こ

れ

に

対
す
る

黒

崎
の

註
釈
は

こ

う
で

あ

る

　
　
「

も
し

も

ズ

い

ま

現
に

去
り

つ

つ

あ
る

も
の
〉

が

去
る」

と

い

う
な

ら

ば
、

主

語
の

「
〈

い

ま

現
に

去
り
つ

つ

あ
る

も

の
〉

」

の

中
に

含
ま

れ
て

い

る
「

去」

に

付
随
す

る

〈

去
る
こ

と
〉

と
、

新
た
に

述

語
と

し
て

付
加
さ

れ

る
「

去」

に

付
随

す

る
〈

去
る

こ

と
〉

の
、

二

つ

の

〈

去
る
こ

と
〉

が

付
随
す
る

こ

と

に

な

る

の

で

あ
る
」

（
43
）

。

し

か

し、

こ

れ

は
奇
妙
で

あ
ろ

う
。

「

去
る

こ

と
」

は
一

つ

し

か

な

い

の

だ
か

ら
。

　
さ

ら

に
、

黒

崎
は

別
の

説
明
を
す
る

　

　
「

「

〈

い

ま

現
に

去
り
つ

つ

あ
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る

も
の
V

が

去
る
」

と

い

う
主
張
を

成
立
さ

せ

る
た

め

に

は
、

そ

の

主
語

〈

い

ま

現
に

去
り
つ

つ

あ
る

も

の
〉

は
、

そ

れ

自
体
と

し

て

は、

述
語
が

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　ヘ
　
　
　へ

表
す

〈

去
る

こ

と
〉

を

有
し
な

い

も

の

で

な

け
れ
ば
な

ら

な
い

が
、

〔
す

で

に

去
り
つ

つ

あ
る

の

だ

か

ら、
〕

そ

の

よ
う
な

こ

と

は

あ
り
え
な
い

。

　

　
　

　
　

　
　あ
　　　ヘ　　　へ
　　
　も　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　　へ　　　あ　　　モ　　　ヘ　　　　　　
　　ヘ　　　ヘ
　　
　　
ギ　
　　
　　
　　お　　
　あ
　　　
モ　　　　へ

し
た

が
っ

て、

天

い

ま
現
に

去
り

つ

つ

あ
る

も
の
〉

が

去
る
」

と

い

う
こ

ヘ　　　ヘ　　　
ヘ　
　　ヘ　　　　ヘ　　　へ　　　ぬ　　　ヤ

と

は

成
り
立
た

な
い

の

で

あ
る

。

そ

れ

は

丁

度
、

〈

い

ま

現
に

倒
れ
て

い

　

　
　

　
　
ヘ　　　ヘ　　　ヘ　
　
　ヘ
　
　
　へ

る

人
〉

が

（
そ

の

上

更
に
）

倒
れ

る
、

と

い

う
こ

と

は

論
理
的
に

不

可
能

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ヘ
　　　モ　
　
　
へ
　　　も
　
　　マ

で

あ
り
、

〈

い

ま
現
に

飛
ん
で

い

る

鳥
〉

が

（
そ
の

上

更
に）

飛
ぶ、

と

い

う
こ

と

も
論
理

的
に

不

可
能
で

あ

る、

と
い

う

事
と

同
じ
で

あ
る
」

（
40）

。

　

以
上
が

コ

重
の

原
理
」

と

呼
ば

れ
る

も

の

で

あ
る

。

　

　
　

　
　

　
　

　
の　　　　コ
　　
　　リ　　　　
　　
　　じ　
　　　　　　　　ロ　
　　
　サ　　　ロ　
　　　　
　　　ロ　　　　サ

　
し

か

し

な

が

ら、

黒

崎
は、

こ

の
一

重
の

原
理
を
、

別
の

と
こ

ろ

で

　

　
ロ　　　　　　　サ　　　　　　
　コ　　　
　　
　　コ　　　
リ　
　　ロ　　　サ　
　　　　　　ロ　　　コ　　　コ　　　　　　　の　　　
　　
　　サ

は、

言
語
ゲ
ー

ム

論
の

射
程
の

中
で

説
明
し

て

い

る
。

こ

れ
は

非
常
に

重

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
ロ
　
　
　コ　
　
　ほ
　
　
　コ

要
だ

と

思
わ

れ

る
。

な
ぜ

な
ら、

二

つ

の

原
理
と

い

っ

て

も
、

彼
は
一

重

　　　　　
　　
　コ　　　　
　　
　　ロ　　　ロ　
　　　　　　　
サ　
　　コ　　　
サ　
　　ロ　　　コ
　　　　　　　ロ
　　
　コ　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　
　コ　　
　サ　
　　サ　　　ロ
　　
　ロ　　　サ
　　
　サ　　　サ
　　
　　

の

原
理
よ

り

も

「

縁
起
11
言
語
ゲ
ー

ム

の

原
理
」

の

ほ

う
を
重
視
し

て

い

る

可
能
性
が

あ
る

か

ら
だ
。

（
お

そ

ら

く
、

『

中
論
』

に

お

い

て

も
、

冖

重

の

原
理

よ

り

も

縁
起
の

原
理
の

ほ

う
が

よ
り
本
質
的
な
も
の

と

さ

れ

て

い

る
。）

　

第
9
章
第
12
偈
は

、

「

ア

ー

ト
マ

ン

に

つ

い

て

は、

有
る

と

か

無
い

と

か

言
え

な
い
」

と

い

う
主
旨
の

も
の

で

あ
る

が
、

こ

れ
に

た
い

す
る

黒
崎

の

解
説
の

要
点
は

「

ア

ー
ト

マ

ン

は
た
だ
言
語
ゲ
ー

ム

の

中
に

お

い

て

の

み

存
在
す
る

の

で

あ
り、

言
語
ゲ
ー
ム

を

離
れ
て

ア

ー
ト

マ

ン

が

有
る
と

か

無
い

と

か

は

言
え

な
い

」

と
い

う
も
の

で

あ
る

。

そ
れ

は
そ

れ
で

い

い

の

だ

が
、

こ

の

偈
に

つ

け
た
解
説
が
一

重
の

原
理
の

黒

崎
1ー
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ
ン

的
説
明
に

な
っ

て

い

る
こ

と

は
、

注
意
し
て

も
い

い

の

で

は

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ロ　
　　サ　　　ロ　
　　　　　　コ　
　　コ　　　　　　　　　　

な

い

か
。

以
下

、

こ

れ

を

紹
介
す

る

こ

と

に

よ
り

、

一

重
の

原
理
も

縁
起

ロ　　　コ　　　ロ　　
　　　
　　ロ　　　ロ
　　
　　　　　　ロ　　　ロ　　　　　　　コ　　　　　　　　
　　　コ　　　リ

の

原
理
に

回
収
さ

れ

る

可
能
性
が

あ
る

こ

と

を
示
し
た

い
。

　
文
章
は
、

全
体
と

し

て

言
語
ゲ

ー
ム

の

中
で

い

か

に

用
い

ら
れ、

い

か

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ヘ　　　モ

に

働
い

て

い

る
か

に

よ

っ

て、

そ
の

意
味
が
決
ま

る
。

ゆ

え

に、

「

文

章

あ
　
　

で
　
　も
　
　ヘ
　
　

ヘ
　　ヘ
　
　ヘ　
　ヘ
　
　

へ
　　も
　
　

ヤ
　
　へ
　
　ぬ
　
　ヘ　　
ヘ　
　
　　　
　ヘ　
　へ　
　も　　
ヘ　
　

ヘ
　　　
　
　　
ヘ
　　
へ
　　
も
　
　ね
　
　　も　
　へ

を
そ

れ
を
構
成
す
る

単
語
］

つ

】

つ

に

〔
原
子
論
的
に
V

分
解
し

て

は

な

へ
　

　

も
　

　ヘ
　
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
　

　ガ　
　ヘ
　
　へ
　　あ
　

　ヘ
　

　ヘ
　

　ヘ　
　へ
　
　

ち
　

　
　

　

　ヘ
　
　へ
　　　
　

　

ヘ
　

　ヘ
　
　ヘ
　　ヘ
　

　

ヘ
　

　ヘ
　

　へ

ら
な
い
」

。

こ

の

「

反

原
子
論
的
思
想
こ

そ
、

ま

さ

に

後
期
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

ヘ　　　ヘ　　　ヒ　　
　へ　
　　　も　　　ヘ
　　
　ヘ　　　ヘ

シ

ュ

タ
イ
ン

の

も
の
」

で

あ
る

。

も
し

も

単
語
を

問
題
に

す
る

な
ら
ば

、

そ

の

単

語
は
そ

れ

を

ふ

く

む

文
章
に

お

い

て

問
題
に

さ

れ
ね

ば

な

ら
な

い
。

さ

ら

に
、

そ

の

文
章
を

問
題
に

す

る

な

ら、

そ
の

文

章
は

そ

れ
が

使

用
さ

れ
る
言
語
ゲ

ー
ム

に

お

い

て

問
題
に

さ

れ

な
け
れ

ば

な
ら
な

い
。

し

た
が
っ

て
、

「

単
語
と

い

え

ど

も
、

そ

の

単
語
を
一

部
と

し

て

含
む

文

章

を
と

お

し

て
、

結
局
は
言
語
ゲ
ー

ム

に

お

い

て

問
題
に

さ

れ
ね

ば

な
ら
な

い
」

の

で

あ
る
（
92
−
93
参
照）

。

　
以
上
の

見
解
を、

黒

崎
は

「

A

去
る
も
の
〉

は

去
ら

な

い
」

を

明
ら

か

に

意
識
し
て

い

る

「

私
は

行
く

」

と

い

う
文
章
に

適
用
す
る

。

こ

の

文

章

を
原
子
論
的
に

主
語

・

述
語
に

分
解
し、

そ

の

主
語
に

つ

い

て
、

「

〈

私
〉

と

は

何
か
」

と

問

う
と

す
れ
ば、

そ

の

答
え
は

八

行
く

私
V

で

あ

ろ

う

か
。

そ
う
で

は

な
い

。

そ
の

理

由
は

、

「

も

し

そ

う
で

あ
る

と

す
れ

ば、

「

私
は

行
く」

は

〈

行
く

私
〉

は

行
く

」

と

い

う

こ

と

に

な
り

、

同
語
反

復
に

な
っ

て

し
ま

う
」

か

ら

で

あ
る

。

し

か

し、

そ
の

答
え
は
〈

行
か

な

い

私
〉

で

も
な
い

。

そ
の

理
由
は
、

「

も
し
そ
う
で

あ
る

と

す
れ

ば
、

「
私

は

行
く
」

は

「

〈

行
か

な
い

私
V

が
行
く

」

と

い

う

こ

と

に

な
り、

矛

盾
し

た

こ

と

に

な

っ

て

し
ま

う
」

か

ら
で

あ
る

（

92
−
93
参
照
）

。

　
黒

崎
に

よ

れ
ば、

こ

こ

か

ら

導
き

出
さ
れ

る

教
訓
は
、

「

「

私
は

行
く

」

　
　

　

　
　

　
ヘ　　　ヘ
　
　　ヘ
　
　
　ヘ
　　　
モ

と

言
う
と
き、

こ

の

言
明
は
、

あ
る
一

定
の

言
語
ゲ
ー

ム

の

中
で

用
い

ら

204（832）
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書評 と紹介

れ
る

な
ら

ば

完
全
に

意

味
を

な
す
が

、

（
原
子

論
的
に
）

主

語
・

述

語
に

分
解
し

て

は

な

ら

な

い
」

（
93
）

と

い

う

こ

と

で

あ

る
。

　

龍
樹
な

ら
ば
、

黒

崎
肺

ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン

が

「

同
語
反
復
や

矛

盾
に

お

ち

い

る
」

と

述
べ

た

と

こ

ろ
を、

「

理

に

合
わ

な
い
」

と

言
う
で

あ
ろ

う
。

そ

う

仮
定
し
た

上
で
、

黒
崎
は

「

後
期
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ

ン

と

龍
樹
は、

ど

ち

ら
が

正

し

い

の

か
」

と

自
問
し

て、

「

龍
樹
の

方
で

あ

る
」

と

意

外
に

も

龍
樹
に

軍
配

を
ヒ

げ
て

い

る

（
93194

参

照）
。

し

か

し、

筆

者
は、

コ

重
の

原
理
」

も
最

終
的
に

「

言
語
ゲ
ー

ム
一

元
論
」

の

な

か

に

包
摂
さ

れ

る

と

す
れ

ば、

必

ず
し
も

龍
樹
に

軍
配
を

あ
げ
る

必

要
は

な
い
、

と

思
う

。

　

そ

の

2
　

　
「

縁
起
の

原
理
」

　

ま

ず
注
意
す
べ

き
こ

と

は、

「

〈

八

不
の

世
界
V

と

は
、

あ
る

意
味
で

実

在
の

世
界
で

は

あ
る

が

実

体
の

世
界
で

は
な

い
」

こ

と
で

あ
る

。

わ

れ

わ

れ

は
、

言
語
ゲ

ー
ム

の

よ

う
な
「

実
在
」

と
、

人
ぴ

と

が

執
着
し
て

い

る

「

実
体
」

と

を

区
別
し
な
く
て

は

な
ら

な
い

。

わ
れ

わ
れ

が

生
き

て

い

る

こ

の

現
実
の

世
界
は

、

い

や

お

う

な

し

に

存
在
し
て

い

る

「

実
在
」

の

世

界
で

あ

る
。

そ

れ

は、

生

あ
り
滅

あ
り

の

変
わ

り
ゆ

く
世
界
で

あ
る

。

こ

の

無
常
な

世
界
を

「

実
体
」

と

し

て

見
て

は

な
ら

な
い

。

も

し

も
こ

の

無

常
な

世
界
が

実

体
で

あ
る

と

す
れ

ば
、

い

か

な
る

救
い

も

有
り

得
な
い

で

あ
ろ

う
（
20121

参
照）

。

な

ぜ
な

ら
ば、

筆
者
が

思
う

に
、

救
わ

れ

て

い

な
い

衆
生
が

実
体
と
し

て

存
在
す
る

の

な

ら

ば、

実
体
は

変
わ

ら

な

い

の

だ
か

ら
、

衆
生
は

救
わ

れ
て

い

な
い

状
態
か

ら
救
わ
れ
た

状

態
に

変
わ

る

こ

と

は

で

き

な

い

か

ら

で

あ
る。

　
黒
崎
は

「

大
乗
仏
教
の

根

本
は
、

こ

の

無
常
な
世
界
を
実
体
と

し
て

見

る

世
界
観

を
そ

の

根
底
か

ら

否
定
す
る

こ

と

に

あ
る
」

（
21
）

と

言
う。

そ
も

そ

も
実

体
な

る
も
の

は

存
在
せ

ず、

コ

切
は

空
で

あ
る
」

と

い

う

の

が
、

大
乗
仏
教
の

根
本
思
想
な

の

で

あ
る

。

で

は
、

そ

の

「

空
」

と

は

何
か

。

　

　

そ

れ

〔

空
と〕

は、

「

縁
起
に

よ

っ

て

存
在
し

て

い

る
」

と

い

う
こ

　

　

と

で

あ

る
。

そ

れ

で

は、

「

縁
起
」

と

は

何
か

。

そ

れ

は、

「

意
味
的

　

　

諸
関
係
」

と

い

う

こ

と

で

あ
る

。

し

た

が

っ

て
、

大
乗
仏
教
の

根
本

　

　

思
想
は

コ

切
は

意

味
的
諸
関
係
に

よ

っ

て

存
在
し

て

い

る
」

と

い

　

　

う
こ

と

で

あ
る、

と

い

う
こ

と

に

な
る

。

口

切
は

意

味
的
存
在
で

　

　

あ
る

」

と
い

う

わ
け
で

あ
る

。

あ
る

い

は
、

「

一

切
は

言

語
的

存
在

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　

ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ
　　
　ヘ　　　ヘ
　　
　ヘ　　　ヘ　　
　　へ

　

　
で

あ
る
」

と

言
っ

て

も

よ

い
。

そ
し

て、

こ

れ
こ

そ

ま

さ

に

ウ

ィ

ト

　

　
ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ
ン

の

「

言
語
ゲ
ー
ム

論
」

の

核
心
に

他
な

ら

な
い

。

　

　
（
21）

　
「

一

切
は

意
味
的

存
在
で

あ
る
」

と

は、

次

の

よ

う
な

事
態
の

こ

と

で

あ
る
。

た

と

え
ば、

「

屋
根
」

と

い

う

部
分
が

あ
っ

て

は

じ

め

て

「

家
」

と

い

う
全
体
が
あ

る

の

だ
が

、

「

家
」

と

い

う

全
体
が

あ
っ

て

は

じ

め

て

「

屋

根
」

と

い

う

部
分
が

あ
る

。

「
屋
根
」

な

く
し

て

は

「

家
」

は

な
く

、

「

家
」

な
く
し

て

は

「

屋

根
」

は

な
い

。

ゆ

え

に

「

〈

屋

根
〉

の

中
に

は

意
味
上
八

家
V

が

入
り

込
ん

で

お

り、

ま

た
く

家
V

の

中
に

は
、

事
実
上

の

み

な

ら

ず
、

意

味
上

も

〈

屋
根
〉

が

入
り
込

ん
で

い

る

の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う

に

〈

屋
根
〉

と
〈

家
〉

は、

意
味
」

相
互

に

入
り

込
ん

で

い

る

ー

へ
　　　も　
　　も
　　
モ　　　も
　
　　ヘ　　
ヘ　
　
　ヘ　　
ヘ　
　
　ヘ　　
　ヘ　　
　
　　　
　
　
　　　
　
　ヘ　
　
　ヤ
　　
ヘ
　
　　へ

「
意

味
上

相
互
浸

透
し

て

い

る
」

　
　

の

で

あ

る
」

。

；
冖

で

い

う
な

ら

ば
、

「

縁
起
の

関
係
」

と

は

「

意
味
関
係
」

の

こ
と

で

あ
り、

「

論
理

的
相

関
関
係
」

の

こ

と

な
の

だ

（
84
−
85
参
照
）

。

　
さ
ら

に

「

意
味
」

に

つ

い

て

敷
衍
す
る

な

ら

ば
、

後
期
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ

ン

の

い

う

憙
味
」

と

は
、

「

言
語
の

外
に

あ

る

何
ら

か

の

も
の

205 （B33｝
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（
対
象）

で

は

な

く、

言
語
ゲ
ー

ム

の

中
で

説
明
さ

れ

る

も
の
」

で

あ

り
、

「

言
語
ゲ

ー
ム

と

い

う
「

場
」

に

お

い

て

初
め

て

存
在
を

確
保
す
る

も

の
」

で

あ
る

。

じ

っ

さ

い

の

と

こ

ろ
、

「

屋

根
」

を
説

明
し

よ

う
と

す

れ

ば
「

家
」

に

言

及
せ

ざ

る

を
え

ず
、

「

家
」

を
説
明
し

よ
う
と

す
れ

ば

「

屋
根
」

に

言
及
せ

ざ
る

を

え

な

い

〔

85
参
照）

。

　
以
上、

＝

重
の

原
理
」

と

「

縁

起
の

原
理
」

と

い

う
二

つ

の

原
琿
に

つ

い

て

説
明
し
た。

お

そ

ら

く
黒

崎
は

後
者
を
重
視
し
て

い

る

と

推
察
で

き

る

が
、

こ

の

二

つ

の

原
理

を

念
頭
に

お

い

て

お

け
ば、

一

般
の

読
者
に

と

っ

て

「

中
論
』

は

少
し

は

近
づ

き

や

す

い

も
の

と
な
ろ

う
。

た

だ

し、

そ

う
し

た

先
入
観
を
も
っ

て

テ

ク

ス

ト
に

接
す
る

こ

と

に

批
判
的
な

研
究

者
も

た

く
さ

ん

い

る

に

は

違
い

な

い
。

　
お
わ

り
に

　
こ

れ

ま

で、

黒

崎
が

非
常
に

強
い

個
性
を

も
っ

て

「

訳
」

し

解

説
し

た

「

私
説
『

中
論
』

」

（
サ

ブ

タ
イ

ト

ル
）

を
見
て

き

た
。

筆
者
に

は、

実
に

　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　　
　
　
　ロ
　　　コ

面
白
い

著
作
で

あ
っ

た
。

テ

ク

ス

ト
の

読
み

方
の
一

つ

と

し

て、

テ

ク

ス

レ
（
原
典
で

は

な
く

、

種
々

の

訳
本
で

あ
っ

て

も
、

そ

れ
ら

は

テ

ク

ス

ト

　
　
　

　
　　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　　　　　コ　　　ロ　　　ロ　
　　ロ　　　
　　
　　コ　　　の　
　　コ　　　の
　　
　の　　　の
　　
　　ロ　　　コ
　　
　の　　　の　　　　　　　の　　　の
　　
　の

で

あ
る）

が

開
示

す
る

世
界
と

自
分
が
い

か

に

深
く
か

か

わ
る

か

を
重
視

ロ　　　　　
　　　　　　　　　　の　　　　
　　　　　　　　コ　　　ロ　
　　　　　　　　　　　コ　　　
ら　
　　　り

す
る

読
み

方
が

許
さ

れ

る

と
す

れ

ば、

黒
崎

の

「

私
説
『

中
論
』

」

は

そ

う
し
た
読
み

方
の

手
本
と

も
な

ろ

う
。

　

黒

崎
は

「

『

中
論
』

を
わ
が

も

の

と

す
る

最
高
の

秘
策
」

と

し

て
、

次

の

よ
う
に

語
っ

て

い

る
。

　
　

神
秘
的
な
こ

と

は

勿
論
の

こ

と、

超
越
的
な

も
の

も

仮
説
的
な
も
の

　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
ヘ
　　　ヘ　　　ヘ
　　
　ヨ　　　ヘ
　　
　ヘ　　　
ヘ　　　ヘ　　　ヘ　
　　ヘ　　　ヤ　　　ヘ　　　　　　　
　　
　　
　エ
　　　
ヘ　　　ヘ　　　
へ

　
　

も
一

切
排
除
し
て
、

た

だ
ひ

た

す

ら

事
柄
そ

の

も
の

ー
そ

れ
を
私

　
　
　

　
ヘ　　
　ヘ　　　
モ　
　　も　　　
ヘ　
　　
　　
　　　ヘ
　　　ヘ　　　ヘ
　　
　ヘ　　　ヘ
　　
　ヘ　　　　　　　　　　　　ヘ　　
　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ
　　
　ヘ　
　　
ヘ　　　ヘ　　　
へ

　
　

は

〈

言
語
ゲ

ー

ム
〉

で

あ
る

と

す

る

ー
に

肉

薄
す

べ

き

な

の

で

あ

　
　
へ

　
　
る

。

（
V）

　
そ
し

て、

本
書
『

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ
ン

か

ら

龍

樹
へ
』

は
、

黒

ロ　　　　　　　
　　　　　コ　
　　
　　　　コ
　　
　ロ　　　　　　　コ　　　　　　　
り　
　　　　　　　
　　　　　　　ロ
　　
　　　　　コ
　　
　　　　　サ　　　　　　　
　ロ　　　ロ
　　　　　　　　ロ
　　
　の　　　ロ
　　
　サ　　　コ

崎
U
ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ
イ
ン

の

哲
学
を
龍
樹
の

『

中
論」

を
と

お

し

て

コ
　　　ロ　　　　
　　　コ
　
　　ロ

語
っ

た

も
の

で

あ
る

。

註

（
1
）

　
文
中

、

〔

）

内
の

数
字
は

『

ウ
ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ
ン

か

ら

龍

樹
へ

』

の

頁
数
を
し

め

す
。

そ
し
て

、

引
用

文
中
の

傍

点
「 、
」

は
、

　
ひ

じ

ょ

う

に

多
い

が、

す
べ

て

著
者
自
身
の

も
の

で

あ
る

。

ま

た
、

筆

者
が

強
調
し
た

い

が

た

め

に

付
し
た

傍
点
に

は

「

・
」

を
用
い

た
。

（
2）
　
大
森
荘
蔵
・

飯
田

隆
な

ど

著
名
な

哲

学
者
た

ち

が、

コ
言

呈
叩

ゲ
ー

　
ム
」

に

つ

い

て

自
説
を

展
開
し

て

い

る
。

黒

崎
の

言
語
ゲ
ー
ム

解
釈
に

　
異
論
を
唱
え

る
研
究
者
も
い

よ

う
。

し

か

し、

筆

者
は
、

基
本
的
に
、

　
彼
の

言
語
ゲ

ー

ム

解
釈
（

一

種
の

「

汎
言

語
ゲ

ー
ム

主

義
」）

に

賛
成

　
す
る

。

（

3）
　
つ

い

で

に

言
え
ば

、

第
21
章
第
21
偈
を
「

こ

の

よ
う
に、

三

つ

の

　
時
〔
前
世
・

現
世
・

来
世）

に

わ

た
っ

て

生

存
が

連
続
す
る、

と

い

う

　
の

は

正

し

く
な
い

（
理
に

合
わ
な
い
）

。

そ

し

て、

そ
う
で

あ

る
と

す

　
れ

ば、

ど
う
し
て

（
そ
も
そ
も

）

三

つ

の

時
に

わ

た
っ

て

の

〈

生

存
の

　
連
続
〉

が

存

在
し
う
る
で

あ
ろ

う

か
。

（
存
在
し

え
な
い
）
」

と

訳
し

て

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　ヤ　　　ヘ　　　ヘ
　　
　エ　　　ヤ
　　
　ヘ　　　
ヤ　
　　へ

　
お

い

て、

わ
ざ
わ

ざ
傍
点
を
ふ

り

な

が

ら

「

輪
廻
は

存
在
し
な

い

の

で

　
あ
る

」

と

い

う
註

釈
を
つ

け

て

い

る

（
覇）

。

さ
ら
に

、

輪
廻
や
生

ま

　
れ

変
わ
り
を

信
じ

な

い

黒

崎
の

姿
勢
に

つ

い

て

は
、

『

ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

　
ュ

タ

イ
ン

か

ら

道
元
へ
』

（
哲

学

書
房
）

の

中
に

あ

る

「

現

成
公

案

　
（
2）

」

も

参

考
に

な
る

だ
ろ

う。
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