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梅

谷

文

夫

内
藤
虎
次
郎
氏
が

､

｢

偏
+

は

言
語
の

原
義
で

あ

り
､

｢

張
+

｢

芝
+

｢

磯
+

(

1
)

｢

反
+

｢

転
+

は

言
語
の

転

義
で

あ

る

と

説
か

れ

て

以

来
､

富
永

仲
基
の

｢

五

類
+

に

つ

い

て

言
及
さ

れ
た

方
の

ほ
と

ん
ど

す
べ

て

が
､

｢

五

菜
+

に

｢

偏
+

が

含
ま

れ

る

か

香
か
で

説
が

分
れ
は

し

た

も
の

の
､

基
本
的
に

は
こ

の

内
藤
氏
の

考
え

か

た

を

う
け
つ

が

れ

て
､

そ

れ

ぞ

れ

説
を

立
て

ら

れ
て

き
た

｡

し

か

し

な

が

ら
､

｢

言
有
三

物
第
十

こ
の

章
の

構

成
に

即

し
て

､

｢

五

顆
+

に

つ

い

て

の

仲
基
の

論
述
を

読
み

返
し

て

み

る

な

ら

ば
､

｢

五

顆
+

ほ
､

言
語
の

原

義
転
義
を

分
類
し
た

も
の

で

は

な

く
､

仏
教
の

用
語
に

お

け
る

､

意
味
の

拡

琴

意
味
の

限
定

､

意
味
の

移
転
の

現

濾
び

つ

い

て

論
じ
た

も

の

と

解
す
る
の

が

正

し
い

こ

と

に

気
づ

く
は

ず
で

あ

る
｡

そ
こ

で
､

こ

こ

で

は
､

そ

の

見
地

か

ら
､

こ

れ

ま
で

の

｢

五

顆
+

に

関
す

る

諸
説
を

検
討
し

な
お

し
､

あ

わ

せ

て

私

案
を

述
べ

る

こ

と

に

す
る

｡

(

1
)

｢

大

阪
の

町

人

学

者
富
永

仲

基
+

(
『

先

哲
の

学

問
』

所
収
)

『

内

藤
湖

南

全

集
』

第

九

巻
三

八

〓
貝
｡

(

2
)

拙

瀾

｢

富
永

仲
基
の

所

謂

五

類
に

つ

い

て
+

(

『

言

語

文
化
』

第

十

号
)

一

プ

チ

一

ル

七

(

ユ

ル

ナ

少

ハ

ナ

ナ

リ

凡
説
仇
レ

実
而
不
レ

濫
者

､

所
謂

偏

也
､

偏
乃

実

也
､

仲
基
は

､

｢

偏
+

に

つ

い

て
､

右
の

よ

う
に

説
明

し
て

い

る
｡

た

だ

し
､

右
の

文
を

含
む

｢

言
有
三

物
第
十

こ

の

第
三

段
第

一

節
ほ

､

｢

泣
+

｢

磯
+

に

つ

い

て

論
じ
て
い

る

第
二

節
や

､

｢

反
+

に

つ

い

て

論
じ

て

い

る

第
三

(

1
)

節
よ

り

も
､

か

な
り

早
い

時
期
に

成
立
し
た

と

考
え

ら
れ

る

の

で

あ

る

が
､

そ
の

た

め
で

あ

ろ

う
､

用
語
や

論

旨
の

ま
と

め
か

た

な

ど
､

第
二

節
第
三

節
と
の

不

統
一

が

か

な
り

目
立
ち

､

右
に

引
い

た

文
に

し
て

も
､

た

と

え

ば

｢

説
+

は

｢

言
+

に

置
き

換
え
て

解
す
る

の

が

適
当
と

思
わ

れ

る
｡

ま

ず
､

｢

実
二

仇
リ

テ

濫
セ

ゲ
ル

者
+

に

つ

い

て

考
え

て

み

ょ

う
｡

｢

実
+

は
､

仲
基
が

例
と

し

て

あ

げ
て

い

る

｢

道

湯
+

｢

段

食
+

｢

舎

利
+

に

よ
っ

て

推
察
す
る

に
､

実
際
に

あ

る

事
物

､

す
な
わ

ち

感
覚
器
官

に

よ
っ

て

し

る
こ

と

の

で

き

る

実
体
を

そ

な

え
た

も
の

を

言
う
よ

う
で

あ

る
｡

｢

道
場
+

は
､

さ

と

り
の

場
所

､

釈
尊
が

さ

と

り

を
ひ

ら

い

た

仏

陀

伽
耶
の

菩
提
樹
の

下
の

金
剛
座
の

こ

と

で

あ

る
｡

｢

段

食
+

は
､

ロ

か

ら

摂
取
す
る

食
料
の

こ

と

で

あ

る
｡

｢

舎
利
+

は
､

仏
陀
の

遺
骨
の

こ

と

で

あ

る
｡

｢

道
場
+

｢

段
食
+

｢

舎
利
+

は
､

そ
の

よ

う
に

実
際
に

あ

る

事

物

に

つ

け

ら

れ

た

名
で

あ
る

｡

｢

仇
+

は
､

当
時
の

学
者
が

愛
用
し

た

字
書

『

字
彙
』

に

は
､

｢

因
也
就

也
重

也

頻
也
+

と

あ

る
｡

『

字
彙
』

は
､

今
日
で

は
､

倍

額
性
に

乏

し

い

と

さ

れ
て

い

る
よ

う
で

あ

る

が
､

当
時
の

学

者
の

文

章
を

読
む
に

は
､

む

†

⊥

し

ろ

大
い

に

参
考
に

す
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

ま

た
､

荻
生

担
裸
は

､

『

訓
訳
示

部
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ル

■

蒙
』

で
､

｢

元
来
ヨ

ル

ト

訓
ズ

仇
レ

旧

意
ユ

ヘ

猶
字
一

同
意
ナ

リ

但
ヨ

ル

ト

ヨ

ム

ト

テ

俵
俺
拠
由
等
ト
ハ

違
フ

ナ

リ

此

伍
ハ

旧

キ

上
二

又

同
シ

様
ナ
ル

物
ヲ

カ

サ

ヌ
ル

意
ナ

リ

故
ニ

カ

サ

ヌ

ル

ト
モ

シ

ゲ
シ

ト
モ

シ

キ

リ

ニ

ト
モ

ヨ

ム

ナ
リ

皆
畢
克
シ

テ
ヨ

ル

ノ

意
ニ

テ

通
ス

猶
字
ハ

畢
克
旧

キ

ガ
ヒ

キ
シ

ラ

フ

テ

残
一丁
ア

ル

意
ユ

ヘ

マ

ヅ
ハ

一

物
一

事
ノ

上
二

用
ユ

仇
ハ

ヨ

リ

カ

サ

ヌ

ル

意
ナ

リ

カ

サ

ヌ

ル

ト

云
ハ

必
二

物
ナ

リ

故
二

微
細
二

論
ス

ル

寸
ハ

猶

ハ

マ

ダ

ナ

リ

仇
ハ

マ

ダ
ヒ

タ
モ

ノ

ナ

リ
+

と

説
い

て

い

る
｡

こ

れ

ら

を

参

考
に

す

る

な

ら

ば
､

｢

実
二

仇
リ

テ
+

は
､

｢

言
+

が
､

｢

実
+

に

よ

り
､

そ

れ

に

重

ね

て

立
て

ら
れ

る
こ

と

と

解
す

る

こ

と
が

で

き
る

で

あ

ろ

う
｡

｢

濫
+

は
､

『

字
彙
』

に

は
､

｢

氾
濫
也
又

水
延
捜
也
+

と

あ

る
｡

祖
彿

ほ
､

『

訳
文
笠
蹄
』

で
､

｢

大
水
ノ

妄
行
ス

ル

ナ

リ
+

と

言
い

､

ま

た
､

ル

ヲ

｢

ミ

タ
リ

ト

訓
ス

妄
字
二

似
テ
マ

ギ
ル

1

意
ナ
リ

濫
レ

真
ハ

ホ

ン

ノ

物
ト

マ

ギ
ル

､

ナ

リ

濫
吹
ハ

マ

キ
レ

ブ

キ

ナ
リ

濫
入
ハ

マ

キ

レ

イ
ル

ナ
リ

濫
階

ナ
ナ
ハ

進
ム

マ

シ

キ

位

階
二

進
ム

ナ

リ

進
ム

ベ

キ

人
ニ

マ

キ
レ

テ

進
ム

意

ナ

リ

濫
賞
モ

箕
ス

マ

シ

キ

人
ヲ

賞
ス

ル

コ

ト

也
濫
刑
モ

刑
ス

マ

シ

キ

人
ヲ

刑
ス

ル

也
水
ノ

芝
濫
シ

テ

他
ノ

モ

チ

分
二

入
ル

ヨ

リ

出
タ
ル

字
也
+

と

説

い

て

い

る
｡

こ

れ

ら

を

参
考
に

す

る

な

ら

ば
､

｢

濫
セ

デ
ル

+

は
､

認

識

内
容
が

認

識
対

象
と

完
全
に

斉
合
す

る

と
い

う
こ

と

を

説
い

て

い

る
の

だ

と

解
す
る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

｢

菩
提
道
場
+

な

る

｢

言
+

は
､

仏
陀
伽
耶
の

菩
提
樹
の

下
の

金
剛
座

を

意
味
し

､

そ
の

ほ

か

の

場
所
を

意
味
す
る

こ

と

は

な
い

｡

認
識
内
容
が

認
識
対

象
と

完
全
に

斉
合
す

る
｡

｢

道
場
+

な
る

言
も

､

も

と

も

と

は

そ

の

金
剛
座
を

意
味
し

た
が

､

後
に

､

学
這
ま

た

は

修
行

修
法
を

行
う
場
所

を

も

意
味
す
る
よ

う
に

な

り
､

ま
た

､

『

推
摩
経

』

に

お

い

て

は
､

さ

と

り

を

も

と

め

る

心
が

道
易
で

あ

り
､

成
し

め

を

た

も
つ

こ

と

が

道
場
で

あ

舵

り
､

智
慧
が

道
場
で

あ

り
､

神
通
が

道
場
で

あ

り
､

縁
起
が

道
場
で

あ

り
､

3

衆
生
が

道
場
で

あ

り
､

三

界
が

道
場
で

あ

り
､

一

刹
部
に
一

切
の

こ

と

が

ら

を

知
る

の

が

道
場
で

あ

る

な

ど

と

説
か

れ

て

い

る
｡

こ

う
し

て
､

｢

道

場
+

な
る

標
識
に

よ
っ

て

し

め
さ

れ
る

認
識
内
容
ほ

､

仏
陀
伽
耶
の

菩
掟

樹
の

下
の

金
剛
座
と
い

う
は

じ

め
の

｢

実
+

な

る

認
識
対

象
と

は
､

斉
合

し

な
く

な

る
｡

そ

れ

が

｢

濫
+

で

あ

る
｡

ま

た
､

｢

段
食
+

な

る

｢

言
+

は
､

肉
野
菜
な

ど

実
際
の

食

物

を

意

味

し
､

そ
の

ほ

か

の

も
の

を

意
味
す

る

こ

と

は

な
い

｡

認
識
対

象
と

認
識
内

容
と

は

斉
合
す
る

｡

｢

食
+

な

る

｢

言
+

も
､

も

と

も
と

ほ

そ

の

内
野
菜

な

ど

実
際
の

食
物
を

意
味
し

た

が
､

感

覚
は

喜
悦
秒

情
感
を

起
し

身
心

を

養
育
す
る

か

ら

食
で

あ

る

と
い

い

､

意
志
作
用
は

そ

れ

に

よ
っ

て

身
体
生

命
が

養
わ

れ

る

か

ら

食
で

あ

る

と
い

い
､

六

識
は

そ

れ

が

働
い

て

身
体
生

命
を

維
持
発
達
さ

せ

る

か

ら

食
で

あ

る

と

い

い

､

段
食

､

触

食
(

更
楽

食
)

､

思
識
(

念
識
)

､

識
食
の

四

食
の

考
え

が

成
立

す

る
｡

｢

食
+

な
る

標
識
に

よ
っ

て

し

め

さ
れ

る

認
識
内

容
と

､

実
際
の

食
物
と
い

う
は

じ

め

の

｢

実
+

な
る

認
識
対

象
と

は
､

斉
合
し

な

く

な
る

｡

ま
た

､

｢

舎
利
+

な
る

｢

言
+

ほ
､

仏
陀
の

遺
骨
を

意

味
し

､

そ

の

ほ

か
の

も
の

を

意
味
す
る

こ

と

は

な
い

｡

認
識
内
容
と

認
識
対

象
と

は

斉
合

し
て

い

る
｡

し

か

し
､

仏
陀
の

仏
陀
た

る

所
以
ほ

そ
の

身
体
に

あ
る

の

で

は

な

く
､

仏
陀
が

説
か

れ

た

教
え
に

あ
る

と

し

て
､

経
巻
を

舎
利
と

す
る

な

ら
ば

､

認
識
内
容
と

認
識
対

象
と

の

斉
合
性
は

く

ず
れ

る
こ

と
に

な
る

｡

仲
基
は

､

こ

の

よ

う
な

氾
濫
拡
張
し

た

｢

言
+

を

｢

張
+

と

し
て

､

｢

偏
+

と

区

別
す

る
の

で

あ
る

｡
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A

ノ

｢

偏
+

は
､

朱
子

学
で

い

う
｢

偏
言
+

に

ヒ

ン

ト

を

得
て

､

｢

五

現
+

の

一

つ

の

名
と

し
た

の

で

ほ

な

か

ろ

う
か

｡

｢

偏

言
+

は
､

程

伊
川

が

『

易

伝
』

に

お
い

て
､

｢

四

徳
之
元
猶
五

常
之
仁

｡

偏
言

則
一

事
｡

専

言

則

包

四

者
｡

+

と

述
べ

た
の

に

由
来
し

､

『

論

語

集
注
』

『

性

理

字

義
』

『

近

思

録
』

『

性
理

大
全
』

『

朱
子

語
類
』

な
ど

､

当
時

､

学
者
の

必

読
書
と
さ

れ

て

い

た

書
物
ほ

､

い

ず
れ

も
こ

れ

を

引
き

､

ま

た
､

解
説
を

そ

え
て

い

る
｡

｢

偏
言
+

の

｢

元
+

と

ほ
､

｢

享
+

｢

利
+

｢

貞
+

に

対
し

て

い

う
と

き

の

｢

元
+

で

あ

り
､

｢

偏
言
+

の

｢

仁
+

と

は
､

｢

義
+

｢

礼
+

｢

智
+

｢

信
+

に

対
し
て

い

う
と

き

の

｢

仁
+

で

あ

る
｡

｢

偏
言
+

の

偏
ほ

全
の

対
で

あ

る
｡

｢

五

類
+

の

｢

偏
+

に

つ

い

て

ほ
､
･

ほ

じ

め
に

述
べ

た

よ

う
に

､

こ

れ

ま

で
､

多
く
の

万
が

一

致
し

て
､

言
語
の

原
義
で

あ
る

と

説
い

て

こ

ら

れ
た

｡

そ

の

見
か

た
が

誤
り
で

あ

る

と

は

必

ず
し

も

言
え

な
い

の

で

あ

る

が
､

仲

基
の

意
図
は

､

右
に

述
べ

■
て

き
た

よ

う
に

､

認
識
内
容
と

認
識
対

象
と

の

斉
合
性
と
い

う
点
に

あ
る

と

見
る

ぺ

き

で

あ

る
｡

｢

偏
+

が

言

語
の

原

義

で

あ

る

と
い

う

見
か

た

は
､

｢

張
+

と

の

関
係
に

お

い

て

皮
り

立

つ

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

は
､

｢

偏
+

に

つ

い

て

仲
基
が

説
明

し
て

い

る
こ

と

と

は
､

別
の

こ

と

で

あ

る
｡

仲
基
は

､

｢

偏
+

に

つ

い

て

の

説
明
を

､

｢

偏
ハ

乃
チ

実
ナ
リ
+

と

ま

と

め

て

い

る

が
､

く

だ

く
だ

し

く

言
う

ま
で

も

な

く
､

そ

れ

が
､

認
識
内
容
の

標
識
で

あ

る

｢

言
+

が

認
識
対

象
で

あ

る

｢

実
+

と

斉
合
す
る

と

い

う
こ

と

を
､

述
べ

た

も
の

で

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

ろ

ゝ

フ
0(

1
)

前
掲

拙
稿

〓

ー

か

､

､

←

】

.

､

〈■

{

ノ
ー

ノ

ニ

ッ

チ

ル

ナ

リ

ト

レ

′

〆

ソ

テ

ユ

如
来
之
義

､

如

而
来
也

､

本

是
心

体
之
名

､

善
悪
未
レ

分
､

於
レ

類

レ

ノ

ト

為
レ

泣
､

携
伽
云

､

如
来
蔵
者

､

是
善
不

善
因

､

般

若
云

､

一

切

衆

生

皆

如
来
蔵

､

是
也

､

仲
基
の

考
え

で

は
､

｢

如
来
+

の

語
義
は

｢

如
ニ

シ

テ

来
ル

+

で

あ

り
､

こ

れ

は
､

本
来

､

心

体
の

名
で

あ
る

と

い

う
｡

こ

の

心

体
の

名
と

し

て

の

｢

如
来
+

を
､

｢

言
+

の

現
に

あ

て

は

め
る

な

ら
ば

､

｢

芝
+

で

あ

る

と
い

う
の

で

あ

る
｡

石
浜
絶
大
郎
氏
は

､

右
の

文
を

､

｢

如
来
の

原

義
は

是
の

如
く

し
て

来
る

と

い

ふ
｡

之
を

拡
め
て

､

善
悪
未
だ

分
れ

ざ
る

心

体
の

名

と

し
て

使
用
す
る

こ

と
､

携
伽
経
や

般
若
経
の

如
く
で

あ

る
の

が

乾
義
で

(

1
)

あ

る
｡

+

と

解
し

て

お

ら

れ

る

が
､

こ

れ
は

何
か

錯
覚
さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

仲
基
は

､

心

体
は

如
に

し

て

来
る

も
の

､

す
な
わ

ち

｢

如
来
+

で

あ

る

か

ら
､

そ

れ

を

以
て

名
と

し

た

と

考
え
て

い

る

の

で

あ

る
｡

今
日
の

通
説
で

は
､

｢

如
来
+

は
､

梵
語
t

p
t

F

爵
p
t

p

(

多
陀
阿
伽
陀
)

の

訳
語
で

､

原
語
は

､

元
来

､

t

邑
F

叉
か

く
の

ご

と

し
)

＋
g

p
t

｡

(

行
け

る
)

の

意
味
で

あ

る

と

説
明

さ

れ
て

い

る
｡

漢
訳
者
は

､

こ

れ
を

､

t

p
t

F
卯

＋

君
臣
p

(

来
れ

る
)

と

解
し
て

､

｢

如
来
+

と

訳
し
た

の

で

あ

る

と

い

う
｡

仏
教
ば

か

り

で

な

く
､

当
時
の

印
度
の

諸
宗
教
の

間
で

､

ひ

ろ

く

修
行
を

完
成
し
た

人
を

指
し

て

使
わ

れ
て

い

た

呼
称
で

あ

る

と

言
わ

れ
る

が
､

仲

基
は

､

お

そ

ら
く

､

そ

の

よ

う

な
こ

と

は

知
ら

な
か

っ

た

で

あ

ろ

う
｡

石

浜
氏
は

､

右
の

文
を

､

こ

の

今
日
の

通

説
に

あ

わ
せ

て
､

解
さ

れ

て

し

ま

っ

た
の

で

ほ

な
か

ろ

う
か

｡

内
藤

虎
次
郎
氏
は

､

ま

た
､

｢

泣
+

に

つ

い

て
､

｢

何
か

一

つ

の

或
物
の

名
前
と
か

考
え
と

か
､

固
有
名
詞
で

あ
っ

た

も
の

が
､

そ

れ

が

後
に

な

る

3

と

変
化
し
て

普
通
名
詞
に

な

る
｡

最

初
の

事

実
は

何
か
一

つ

の

片
寄
っ

た

朗
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も
の

､

極
ま
っ

た

も
の

に

つ

い

て

の

名
前
で

あ
っ

た
の

が
､

そ
れ

が

段
々

に

意
味
が

拡
が
っ

て
､

そ
れ

が

普
通
の

意
味
に

な

り
､

名
前
に

な
る

と
い

(

2
)

ぅ
こ

と

を

(

泣
)

と
い

う
の

で

あ

り

ま

す
｡

+

と

説
い

て

お

ら

れ

る

が
､

こ

れ
ほ

､

｢

言
有
三

物
第
十

こ

の

事
の

構
成
や

文
脈
に

つ

い

て

考
慮

す

る
こ

と

な

く
､

お

そ

ら
く

は

｢

芝
+

の

字
義
に

た
よ
っ

て
､

お

し

は

か
っ

て

立
て

た

説
で

あ

ろ

う
｡

仲
基
が

例
と

し
て

あ

げ
て

い

る

｢

如
来
+

は
､

あ
る

時
期

､

釈
尊
の

別
号
と

し
て

､

｢

極
ま
っ

た

も

の

に

つ

い

て

の

名
前
+

な
い

し

ほ

｢

固
有
名
詞
+

と

み

ら
れ

る

よ

う
な

使
わ

れ

か

た

が

さ

れ
た

の

か

も
し

れ

な
い

が
､

仲
基
が

説
い

て

い

る

の

は
､

そ

の

よ

う
な

｢

極
ま
っ

た

も

の

に

つ

い

て

の

名

前
+

な

い

し

は

｢

固

有
名

詞
+

で

あ
っ

た

｢

如

来
+

が
､

心

体
の

名
と
し

て
､

｢

普
通
名
詞
+

と

し
て

使
わ

れ

る

よ

う

に

な
っ

た

と
い

う
よ

う
な
こ

と

で

ほ

な
い

｡

｢

偏
+

に

し
て

も
､

仲

基
が

例

と

し
て

あ

げ
て

い

る

｢

道
易
+

や

｢

舎
利
+

＼

は
､

内
藤
氏
が

説
か

れ
る

よ

う
に

､

｢

極
ま
っ

た

も
の

に

つ

い

て

の

名
前
+

な
い

し

は

｢

固

有
名

詞
+

で

あ

る

と

見
る

こ

と

も

可
能
で

あ
る

か

も
し

れ

な

い

が
､

｢

段
食
+

は
､

む

し

ろ

｢

普
通
名
詞
+

で

あ

ろ

う
｡

｢

固
有
名
詞
+

｢

普
通
名
詞
+

を

以
て

｢

偏
+

｢

淀
+

を

説
く
の

は
､

い

ず
れ

に

し

ろ
+

適
当
で

は

な
い

｡

内
藤

氏
も

､

ま

た
､

｢

如
来
+

に

つ

い

て

の

今
日
の

通
説
に

為

わ
せ

て
､

｢

乏
+

を

解
さ
れ

て

い

る

の

で

は

な

か

ろ

う
か

｡

ま
た

､

中
村
元
氏
は

､

｢

芝
と

は

(

ひ

ろ

し
)

(

う
か

ぶ
)

の

意
味
の

字

で

あ

る
｡

こ

の

意
味
は

ほ
っ

き

り

わ
か

ら

な
い

が
､

相
対

立
す
る

二

つ

の

観
念
を
い

ま

だ

開
展
せ

し

め

な
い

状
態
に

あ

る

こ

と

を
い

う

ら

し

い
｡

+

(

3
)

と

説
い

て

お

ら

れ
る

｡

多
く

の

方
が

内
藤
氏
石

浜
氏
の

影

響

を

受

け

て

｢

準
+

を

解
さ

れ
て

い

る

な

か

で
､

こ

れ

は
､

唯
一

の
､

独
自
の

説
で

あ

る
｡

た

だ
､

仲
基
が

｢

善
悪
未
ダ

分
レ

ズ
+

と

書
き

そ

え

た
の

は
､

｢

芝
+

043

と

｢

磯
+

と

の

関
係
を

し

め

す
た

め

の

用
意
で

あ
っ

て
､

す
で

に

指
摘
し

た

よ

う
に

､

｢

乏
+

に

つ

い

て

の

仲
基
の

説
明

を

理

解
す
る

手
が

か

り

は
､

｢

如
来
+

が

｢

本
一

心

体
ノ

名
+

で

あ

る

と

述
べ

て

い

る

く
だ

り

な

の

で

あ

る
｡

｢

心

体
+

は
､

心
の

本
体
の

意
で

あ

ろ

う
｡

｢

言
有
三

物
第
十

こ

に

は
､

ほ

か

に
､

｢

之
ヲ

神
道
着
流
ノ

高
天
原
ヲ

以

テ

心

体
卜

為
ル

ニ

誓
フ
+

の

例
が

あ

る
｡

他
の

章
に

も
､

■
経
文
の

引
用
で

は

あ

る

が
､

二

例
あ

る
｡

ま
た

､

｢

八

識
第
十
二
+

に

は
､

｢

心

之
体
+

の

例
も

あ

る
｡

高
天
原
を

以

て

心

体
の

名
と

す
る

の

は
､

『

神
代
巷
口

訣
』

の

｢

高
天
ノ

原

ト
ハ

空

虚

清
浄
ノ

名
人
二

在
テ
ハ

一

念
無
キ

胸
中
ナ

リ
+

に

由
来
す
る

説
で

あ

る
｡

仲
基
が

｢

如
来
+

を

心

体
の

名
と

考
え

る

そ
の

典
拠
ほ

､

未
だ

に

明
ら
か

に

さ

れ
て

は

い

な
い

の

で

あ

る

が
､

『

大
乗

起
信
論
』

に

ヒ

ン

ト

を

得
た

の

で

は

な
い

か

と

想
像
し

て

い

る
｡

そ
の

穿
整
は

､

当
面

､

｢

芝
+

の

理

解

に

直
接
関
係
す
る

こ

と

が

な
い

の

で
､

省
略
す
る

｡

と

こ

ろ

で
､

心
の

本
体
な
る

も
の

が

す
べ

て

の

衆
生

に

あ

る

と

し
て

も
､

そ
れ

は
､

仲
基
の

い

う
｢

芙
+

で

は

な
い

｡

実
際
に

あ

る

も
の

､

言
い

か

え

れ

ば
､

感
覚
器
官
に

よ
っ

て

し

る

こ

と

の

で

き

る

実
体
を

そ

な

え
て

い

る

も
の

で

は

な
い

｡

そ

れ
は

､

道
理
に

お
い

て
､

あ

る

と

考
え

ら
れ

る

も

の

で

あ

る
｡

あ

え
て

言
え

ば
､

そ

れ

は
､

実
の

対
､

す
な
わ

ち

虚
な

る

も

の

で

あ
る

｡

狙
裸
は

､

『

訳
文
茎
蹄
』

で

実
の

字
を

説
い

て
､

｢

実
二

異
物

ア

リ

テ

サ

テ

英
名
ア

リ

其
物
ハ

名
ノ

体
ナ
リ

是
ヲ

実
卜

云

事
実
ト

イ

フ

モ

空
二

其
理
ヲ

イ

フ

パ

カ

リ
ニ

非
ズ

ソ

ノ

体
ト

ナ
ル

モ

ノ

ハ

事
ナ
リ

コ

レ

ヲ

事
実
卜

云

フ
+

と

言
い

､

虚
の

字
を

説
い

て
､

｢

畢
克
体
ノ

ナ

キ
コ

ト
､

心
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得
べ

シ

+

と

述
べ

て

い

る

が
､

心

体
は

､

狙
彿
の

い

う
｢

体
+

で

ほ

な
い

の

で

あ
る

｡

つ

ま
り

､

心

体
の

名
と

し
て

の

｢

如
来
+

は
､

実
体
の

な
い

も
の

を

認
識
対

象
と

す
る

｢

言
+

で

あ

る

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

狙

裸
は

､

ま
た

､

『

弁
名
』

で
､

｢

生

民
ヨ

リ

以

来
｡

物
ア

レ

バ

名
ア

リ
｡

名
ハ

故
ヨ

リ

常
人
ノ

名
ヅ
ク

ル

者
ア

リ
｡

是
レ

物
ノ

形
有
ル

者
二

名
ヅ

ク

ル

ノ

ミ
｡

物
ノ

形
亡
キ

者
二

至
リ

テ
ハ

｡

則
チ

常
人

ノ

隋
ル

コ

ト

能
ハ

ザ
ル

所
ノ

者
ニ

シ

テ
｡

聖
人
立
テ

テ

名
ヅ

ク
｡

然
ル

後
常
人
卜

雄
ド
モ

見

テ

之
ヲ

識
ル

可
キ

ナ

リ
｡

+

と

論
じ
て

い

る
｡

狙

嫌
が

意
図
す

る

と

こ

ろ

は
､

仲
基
の

そ

れ

と
は

全
く

異
質
で

あ

る

が
､

あ

え
て

狙
彿
の

説
に

あ

て

は

め
て

み

る

な

ら

ば
､

仲

基
の

い

う
｢

偏
+

な

る

｢

言
+

は
､

阻

彿
の

｢

形
有
ル

者
+

の

名
に

相
当
し

､

｢

泣
+

な
る

｢

言
+

は
､

｢

形

亡
キ

者
+

の

名
に

相
当
す
る

｡

意
図
す
る

と
こ

ろ
は

異
な
っ

て

い

る

が
､

阻

疎
も

仲

基
も

､

こ

の

二

つ

の

場
合
を

､

名
が

立
て

ら
れ

る

基
本
の

か

た

ち

と

考
え

て

い

る
の

で

あ

る
｡

内
藤
氏
が

試
み

ら

れ
た

よ

う
に

､

言
語
の

原

義
転

義

の

分
類
と
い

う

見
地

で

｢

五

類
+

を

解
す

る

の

で

あ

れ

ば
､

｢

偏
+

と

と

も

に
､

｢

芝
+

皇
一

重
詣
の

原
義
と

す
べ

き
で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

｢

泣
+

は
､

『

字
嚢
』

に
｢

浮
也
+

と

あ

る
｡

『

訳
文
笠
蹄
』

に

は
､

｢

ヒ

ロ

シ

ト

ヨ

ム

ウ
カ

ブ

ト
ヨ

ム

字
ユ

ヘ

深
イ

リ
ノ

セ

ヌ

意
ア

リ
+

と

説
い

て

い

る
｡

｢

ヒ

ロ

シ

+

と

い

う
訓
に

つ

い

て

は
､

時
代
が

下
る

が
､

伊
藤
東

所
編
の

『

操
弧
字
訣
』

に
､

｢

汎
ハ

､

泣
卜

同
字
也

､

何

事
ニ

テ

モ

､

ト

リ
シ

マ

リ

ナ

ク
､

バ

ッ

ト

ス

ル

ヲ
､

法
然

土
石

､

夫
子
ノ

汎

愛
レ

衆

而
近

r

仁
一
ノ

玉
フ

註
ニ

ハ

､

広
也
ト

ア

リ
､

コ

レ

ハ

ヲ

シ

カ

タ
ノ

註
也

､

+

と

あ

る

の

が

参
考
に

な

ろ

う
｡

つ

ま

り
､

｢

芝
+

な

る

言
は

､

｢

実
+

に

仇
ら

ず
し

て

芝
然
と

立
て

ら

れ
た

も
の

で

あ

る

こ

と
､

ま

た
､

そ
の

認
識
内
容

は
､

認
識
対

象
が

実
体
を

も
た

な
い

も
の

で

あ

る

か

ら
､

｢

偏
+

な
る

言

の

ご

と

く
一

定
せ

ず
､

乏
然
と

し
て

い

る

こ

と
､

な

ど
の

点
を
ふ

ま
え

て
､

｢

泣
+

と

名
づ

け
ら

れ

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

『

富

永

仲

基
』

一

〇

三

頁
｡

(

2
)

前

掲

書

(

3
)

『

近

世
日

本
の

批

判
的

精

神
』

(
『

中

村

元

選

集
』

第

七

巻
)

二
一

六

頁
｡

(

一

橋
大

学
教

授
)
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