
彿

数
の

戦

争

観

( 1 ) 沸 教 の 戦 争 観

一

戦
争
は

絶
て

の

破

壊
で

あ

り
､

惨
忍
で

あ
り

､

特
に

多
数
の

人

命
を

傷
失
せ

し

め

る

の

で
､

絶
て

の

宗
教
は

之
れ

を

非
難
し
て

い

る
｡

特
に

係
数
で

は

係
数
徒
の

守
る
ぺ

き
五

戒
の

第
一

に

不

殺
生

が

奉
げ

ら

れ

て

い

る
｡

戦
争
は

不

殺
生

戒
の

大
々

的
破

戒
で

あ

る

か

ら
､

こ

の

鮎
か

ら
み

れ

ば

彿
教
徒
は

嘗
然

戦
争
に

は

反

封
で

あ

る
べ

き
で

あ
る

｡

所
で

人

類
の

歴
史
始
ま
っ

て

以

来
､

戦
争
は

確
聞
な

く

起
っ

て

い

る
｡

所
謂
文

化
と

か

文

明
の

進

歩
は

何

等
こ

の

大

勢
を

欒
更

せ

し

め
る

も

の

で

な
い

｡

香
､

惨
忍

､

人

命
死

傷
と

い

う

鮎
で

は
､

文
明
の

進

展
と

共
に

大

規
模
に

な
っ

て

い

る
｡

で
､

殺
生

戒

を

も

と
に

し

て

彿
教
徒
は

戦
争

紹
封
反

封
だ

と

主

張
し

漬
け

て

も
一

向
に

効
果
は

な

か
っ

た
｡

そ

こ

で

起
き
て

く
る

伊

藤

述

史

問
題
は

､

H

戦
争
反

封
､

恒
久

平

和
は

悌
教

徒
の

目

指
す

目

標
で

あ

り
､

常
に

努
力

す
べ

き

こ

と

で

あ

る
｡

し
か

し

そ

れ

は

｢

カ

ン

ト
+

の

言
っ

て

い

る

よ

う
に

一

種
の

｢

ボ

ス

チ

ラ

ー

ト
+

だ

と

考

え

ら
れ

る
べ

き

も
の

か

香
か

､

何

人

頬
の

生

活
歴

史
は

こ

の

目

標

を

裏
切
っ

て

い

る

と
い

う

現
賓
の

前
に

儒
教
徒
は
こ

の

目

標
理

想

の

賓
際
適
用
に

あ
た

っ

て
､

招
封
か

ら

相

封
の

考
え

方
へ

の

移
行

が

許
さ

れ

な
い

も
の

だ

ろ

う
か

等
の

鮎
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

そ

こ

で

不

殺
生

或

は

そ

れ

と

し
て

､

係
数
全

健
か

ら

み

た

戦
争

と

い

う

命
題
が

出
て

く

る
｡

二

儒
教
聖

典
の

中
に

は

戦
争
に

関
す
る

記

事
が

多
く

出
て

く
る

｡

こ

れ

は

繹

専
の

在
世

時
に

も

戦
争
が

あ
っ

た

の

だ

か

ら

之
れ

に

言

イ
･

ユ

及
さ

れ

た

の

は

自
然
で

あ
る

｡

而
し

て

経
典
の

数
千

も
の

中
か

ら

甜

/

..

.
L

巨
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戦
争
に

関
す
る

記

事
を

摘

出
し
て

､

比

較
研
究
す
る

こ

と
が

出

来

れ

ば
､

そ

れ

が
一

番
確
賓
な

且
つ

良
い

方

法
で

あ
る

｡

こ

の

方

法

に

よ

っ

て

彿
敦
の

も
つ

戦
争
観
と

い

う
よ

う

な

も
の

が

明

瞭
.に

な

る
｡

所
が

資
際
上

幾
千
の

経
典
に

あ

た
っ

て

検

討
す
る

と
い

う
こ

と

は

非
常
に

難

事
で

､

一

人
で

は

出
来
な
い

仕
事
で

あ

る
｡

そ

こ

で

理

澄
の

方

法
に

よ

る

こ

と

に

な

る
｡

悌
敦
の

根
本

数
理
か

ら

出
優

し
て

､

そ

の

観
鮎
か

ら

俄

争
と

い

う

事
賓
を

検
討
判
断
す
る

と

い

う
や

り

方
で

あ

る
｡

例
え

ば
､

諸
行

無

常
､

因
縁
所
生

､

無

自

性
と

言
っ

た

彿
敦
根

本
数
理
か

ら
み

て
､

H

戦

争
は

人

間
生

活
の

一

環

と

し
て

現
わ

れ

る

苦
で

あ

り
､

持
そ

れ

自
慣
濁
立
の

存
在
で

は

な
い

､

肖
従
っ

て

苦
-
無

明

を

取

り

去
る

こ

と

に

よ
っ

て

戦

争
も

な

く

な

り

得
る

と

い

っ

.
た

様
な

論
議
が

成
立

た

な
い

詳
で

も

な
い

｡

又

彿
敦
経
典
に

説
い

て

あ

る

樽
輪
聖
王

(

又

は

金

輪
聖

王
)

即

彿
敦
の

考

え

る

理

想

的
王

者
､

国
王
の

姿
か

ら

出
費

し
て

､

戦
争

に

論
及

す
る

こ

と

も

出

爽
る

｡

係
数
か

ら

み

て

政

治
の

理

想

を

表

現
し

て

い

る

の
.

が

韓
輪
聖
王

で

あ

る

か

ら
こ

の

聖
王
の

理

論
か

ら

戦
争
に

つ

い

て

の

立

論
は

可

能
で

あ

る
｡

が

そ

ん

な

理

論
に

迄

行

か

な

く

と

も
､

普
通
韓
輪
聖
王

の

七

賓
と

し
て

数
え

ら
れ

て

い

る

も
の

の

中
に

は

軍

兵

も
い

る

(

金

輪
賓

､

自

象

軍

紺

馬

琴

紳

.
湖

珠

賓
､

玉

女

賓
､

居
士

賓
一

反

主

兵

賓
＼

所
か

ら
､

軍

兵
の

行

使

即
ち

戦
争
も

金

輸
聖
王
の

権
能
の

一

つ

で

あ

る

と

し
て

戦
争
是
認

(

1
)

の

立

場
が

出
て

く
る

｡

而
し
て

之

等
の

理

讃
方

法
は

適

用

範
囲

が

非
常
に

廣
範
に

な
り

得
る

､

と

同

時
に

注

意
を

要

す

る

論

法
で

も

あ

る
｡

そ

れ

は

第

一

､

出
番
鮎
と

す
る

彿
教
の

根
本
数
理
の

解

繹
と

い

う

鮎
に

於

て
､

廣
範
囲

な

選

揮
の

可

能
性
が

存
在
す
る

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

彿
敦
に

多
数
の

宗
扱
が

存
在
す
る

と
い

う

事
賓
は

正
に

之
れ

を

現

賓
に

澄
明

す
る

も
の

で

あ

る
｡

蓋

し

繹

専
の

教
理

は

深
遠

慶

大

な

も
の

で
､

そ

の

解
繹
に

は

種
々

の

可

能
性
を

許
す
性
質
の

も

の

で

あ

る
｡

第
二

､

憤
り

に

根
本

数
理

に

つ

い

て

の

解

繹
に

一

定

の

型

相

が

見

出
さ

れ

た

と

し

て

も
､

そ

れ

か

ら

人

間
の

現

資
生

活

現

象
へ

の

移
行
と
い

う

経
路

､

一
過

程
に

於
て

適
用

者
又

は

解
繹

者

ゐ

主
観
を

入

れ

る

徐
地
が

非
常
に

大
で

あ

る

結
果

､

種
々

の

異
な

っ

た

議
論
が

成
立

す
る

可

能
性
が

あ

る
｡

そ

れ

で

結

果
に

於
て

は
､

不

殺
生

と

は

正

反

封
に

な
る

様
な

議
論
も

可

能
に

な
っ

て

く

る
｡

第
三

､

之

等
の

論
理

上
の

可

能
性
が

あ

る

と

す
れ

ば
､

彿
教

徒
は

斬
か

る

場
合
に

は

常
に

繹

専
の

教
理

は

極
端
を

避
け

中

道
で

あ

る

と
い

う

根
本
精
神
を

忘
れ

な
い

と
い

う
心

掛
が

な

け
れ

ば

な



ろ=

( 3 ) 俳 敦 の 戦 争 観

ら

な
い

の

が

往
々

忘
れ

勝
ち
で

あ
り

､

往
々

論
者
の

都
合
の

良
い

(

2
)

様
な

結
論
を

導
き

出
す
こ

と
に

な
る

｡

要
す
る

に

こ

の

論
法
は

目

的
は

手

段
を

正

常
化

す
る

と
い

う
類

の

も
の

に

な
る

恐
れ

が

あ

る
?

こ

れ

等
の

理

由
で

困

難
で

は

あ

る

が

出
来
れ

ば

文
語
に

よ

っ

て

彿
敦
と

戦
争
と

い

う
研
究
を

し

た

方

が

よ

り

適
切

で

あ

る

と

思

考
せ

ら
れ

る
｡

l

ニ

彿

教
典
に

は

王

法
に

つ

い

て

の

話
が

相

嘗
の

量

存

在
し

て

い

る
｡

香
そ

れ

が

主

題
と

な
っ

て

い

る

経
さ

え

あ
る

こ

と

は

鼓
に

例

を

引

用
す
る

ま
で

も

な

く
､

周

知
の

こ

と

で

あ

る
｡

そ

の

内
に

は

自
然
戦
争
に

つ

い

て

腐
れ

て

い

る

も
の

が

多
い

｡

之
等
を

一

々

集

め
る

こ

と

も

重

要
で

あ

る

が
､

仲
々

手

間
が

か

1

る
｡

そ

れ

で

放

で

は

文

語
と

し

て
､

多
数
儒
教
典
の

中
で

戦
争
に

つ

い

て

最
も

明

瞭
に

而
も

長
文
の

存
す
る

｢

大

薩
遮
尼
乾
子

所
説

経
+

を

引

用

す

る

こ

と

と

し

た
い

｡

こ

の

経
典
に

つ

い

て

詳
細
な

槍
甜
を

す
る

こ

と

は

本

論
文
の

な

し

得
な
い

所
で

､

そ

の

た

め
の

特

殊
の

研
究
を

必

要
と

す
る

｡

而

し
一

般
の

通

説
に

従
っ

て

最
初
期
の

大

乗
経
典
が

大

髄
｢

ク

シ

ャ

ナ
+

王

朝
に

成
立

し

た
.
も
の

と
し

て
+

而
も
こ

の

王

朝
時
代
の

聴

長
と

し
て

宗

教
上
で

は

融
和

雰
囲

気
が

強
か
っ

た

た

め

大

乗
経
典

は

種
々

の

方

面
か

ら

思

想

的
影
響
を

蒙
っ

た

と

し
て

法

華
経
を

そ

の

例
に

畢
げ

る

と

す
れ

ば
､

大

薩
遮
尼
乾
子

経
は

更
に

こ

の

融
和

的

傾
向
の

進
ん

だ

も
の

で

あ
っ

て
､

法
葦
経
よ

り

以

後
に

成
立

し

(

3
)

た

も
の

で

あ
る

こ

と

は

明

瞭
だ

ろ

う
｡

従
っ

て

こ

の

経
典
の

確
定

的
成
立

年
代
は

西
暦
に

す
れ

ば

第
一

世

紀
よ

り

以

後
と
い

う
こ

と

に

な

る

と

考
え

ら

れ

る
｡

而
し

経
典
で

語
ら

れ

て

い

る

こ

と
は

揮

尊

在

世
の

事

柄
で

あ

る
｡

そ

れ

で

問
題
は

､

繹

尊
在

世
の

こ

七

と

し

て

語
ら

れ

て

い

る

物
語
が

ど

れ

程
数
世

紀
を

下
っ

た

昔
時
の

時
相
に

よ

っ

て

彩
色

さ

れ

て

い

る

か

と
い

う
こ

と

で

あ

る

が
､

之

れ

は

詳
細
な

歴

史

研
究

の

成
果

を

待
っ

て

し
か

検
討
し

得
な
い

こ

と

で
､

鼓
に

は
こ

の

鮎

に

つ

い

て

は

言

及
し

な
い

こ

と
に

し

て

話
を

進
め

る
｡

樺
専
在

世
の

印

度
は

｢

ア

リ

ア
+

人

が

｢

パ

ン

ジ

ャ

ブ
+

地

方

か

ら

｢

ガ

ン

ジ

ス
+

の

中

流
か

ら

下

流
迄

嶺
展
の

過

程
を

経
て

､

こ

の

流
域
に

は

農
業
が

柴
え

､

手
工

業
も

興
り

､

交
易
も

盛
ん

に

な
っ

て

い

た
｡

そ

れ

で

都
市
が

各
地

に

成
立

し
､

そ

こ

に

は

既
に

確
立

し

た

四

姓
制
度
に

よ

.っ

て
､

都
市
を

中
心

と

す
る

政
治
圃

髄

鮎
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一
国
家

-
が

存
在
し

て

い

た
｡

｢

コ

ー

サ

ラ
+

｢

マ

ガ

ダ
+

｢

ア

ブ
ァ

ン

テ
ィ

+

及
｢

ヴ
ア

ー

サ
+

の

四

囲
が

そ

の

内
で

最
も

有
力

な

も
の

で

あ
っ

た
｡

そ

し

て

之

等
の

国
家

は
▼
国
王
に

よ

っ

て

統

治

さ

れ

て

い

た
｡

思

想

界
は

昔
時
非

常
に

自
由
で

あ

り
､

障
っ

て

活

＼

潜
な

状
況

を

呈

し
､

.
各
種
の

思
想

が

各
々

そ

の

説
を

主

張
し
て

い

た
こ

と
は

彿
典
の

中
に

も

そ

の

一

端
が

現

わ

れ

て

い

る
｡

百

家

争

鳴
と

云
っ

た

具
合
は

丁

度
時
代
を

略
同

じ

く

す
る

支

部
の

戦

国

時

(

4
)

代
の

様
で

あ
っ

た
｡

そ

の

諸
思

想
中
の

有
力
な

も
の

に

｢

ジ

ャ

イ

ナ
+

敦
が

あ

る
｡

そ

の

覿

師

｢

マ

ハ

ブ
ー

ラ
+

と

専

科
せ

ら

れ

た

｢

ニ

ガ

ン

タ
､

ナ

(

5
)

-

タ

ブ

γ

タ
+

の

子
に

大
薩
遮
尼
乾
子
が

あ
る

｡

こ

の

人
は

｢

ジ

ャ

ィ

ナ
+

教
徒
で

あ

る

が
､

そ

の

所
説

は

正

義
公

道
に

合
し

些
の

誤
過

な

し

と

渾

尊
が

澄
明
さ

れ
､

而
も

成
彿
の

記
(

澄

明
)

を

授

け

ら

れ

た

の

で

あ
る

｡

だ

か

ら

そ

れ

が

併

設

と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

之
れ

が

大
薩
遮
尼
乾
子

所
説

経
で

あ

る
｡

こ

の

経
典
の

説
く

所
に

よ

る

と

渾
専
は

多
く
の

弟
子
と

共
に

前

(

6
)

記
｢

ア

ブ
ァ

ン

テ
ィ

+

園
へ

行
脚
さ

れ
､

そ

の

首
都
｢

欝
延

城
+

で

国
王
の

園
内
に

留
錫
さ

れ

説
法
の

延
を

開
か

れ

て

い

た
｡

偶
々

大
薩
遮
も

亦

弟
子

と

共
に

行

脚
し

て

首
都
の

城

下
へ

近
づ

か

れ

た
｡

y

し

の

圃
の

国
王

は

厳
桟
王

と

稀
し

｢

ジ

ャ

イ

ナ
+

敦
の

蹄
俵

着
で

あ
っ

た

の

で
､

彼
を

途
中
に

出
迎

え

宮

中
に

伴
い

来
っ

て

厚

捌

く

供
養
し
た

｡

大

薩
遮
は

繹
尊
の

高
徳
と

識
見
と

を

讃
美
し

､

繹

尊
が

城
下
の

園
内
で

説
法

さ

れ

て

居
ら

れ

た

の

で

国
王

も

澤

専
に

拝
謁
し

敦
を

聞

く
が

良
い

と
い

っ

て

国

王

及
び

そ

の

高
官
と

共
に

滞

尊
の

前
に

詣
で

た
｡

そ

こ

で

繹

専
の

方
は

文

殊
､

舎
利
弗

､

日

蓮

等
の

尊
者

､

他
方

厳
俄
王

､

大

薩
遮
等
と

い

う
一

大

座
が

開

展

さ

れ

た
｡

そ

こ

で

大
薩
遮
が

巌

焼
玉

の

間
に

封
す
る

答
の

中
で

政

治

及
び

戦
争
に

関
す
る

所
信
を

批
歴

し
た

｡

繹

専
は

そ

の

所
説

が

間
違
い

な
い

と

讃
明

さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

部

分
は

｢

王

論

晶
+

と

し
て

経
の

後
半
に

あ

る
｡

(

7
)

以

下
王

論
品

第
五

之
三

に

よ
っ

て

大

薩
遮
所

説
を

分
析
す
る

｡

王

の

質
問
は

二

つ

の

場
合

を

仮
定

す
る

｡

一

は

園
内
に

坂
乱
の

起
っ

た

場
合

､

二

は

外

囲
か

ら
の

侵
略
の

場
合

､

即
ち

反
逆

者
が

軍
隊
を

以

て

国
王

と

争
わ

ん

と

す
■る

｡

及
び

外

囲
王

が

軍
隊
を

以

(

7

a
)

て

侵
奪
せ

ん

と

す
る

｡

斯
か

る

場
合
に

は

開
戦
を

な

す
ぺ

き
か

と

い

う
の

で

あ

る
｡

之

れ

に

封
し

大

薩
遮
は

先

ず
国
王

は

熟
思

深

慮

(

8
)

す
べ

き
こ

と

が

肝

要
で

あ

る
､

と

し

て
､

そ

の

熟
慮

す
べ

き

鮎
と

､

そ

の

上
､

凍
る
べ

き

措
置

を

述
べ

て

い

る
｡

斯
か

る

危
機
存
亡
の
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場
合
に

雷
っ

て

は
三

階

段
に

分
け
て

各
階
段
に

邁
應
す
る

措
置
を

講
ず
ぺ

き

で

あ

る
｡

危
機
の

初

期
､

中

期

及

末

期
が

そ

れ

で

あ

る
｡

危
機
の

初
期
に

お

い

て

は
三

種
の

思

惟
措
置
を

講
ず
べ

き
で

る
る

｡

H
に

は

反
逆
者

又

は

外

囲
王

は

戦
争
を

挑
ん

で

い

る

が
､

戦
争
を

す
れ

ば

璧
方

に

損

害
が

あ

る

が

益
は

な
い

の

だ

と

考
え

て

和
解
の

方

法
を

講
ず
る

｡

そ

れ

に

は

反

逆

者

又

は

外

囲

王

の

親

友
､

信
頼
す
る

者
又

は

高
徳

者
を

仲
介
と

す
べ

き

で

あ

る
｡

そ

の

何
に

は

若
し

敵
が

勝
利
を

信
じ
て

､

.
こ

の

方

法
の

和
解
に

應
じ

な

い

場
合
に

は
､

彼
の

願
望
し
て

い

る

要
求
物
を

輿
え

て

戦
争
を

阻

止
せ

し

め
る

｡

肖
に

は

王

は

各
般
の

手

段
に

よ

っ

て

そ

の

軍
力
を

増
強
し

難
攻

不

落
の

惜
別
を

示

し

敵
に

恐

怖
心
を

起
こ

さ

し
て

戦

争
に

至

ら
ざ

ら

し
め

る
｡

こ

れ

が

危
機
の

初
期
に

お

い

て

採
る

､

べ

き

措
置
と

工

夫
で

あ

る
｡

中

期
即
ち

以

上

の

仲
裁
者

､

物

求
承

認
及
び

驚
怖
の

三

方

法
を

使
用

し
て

も

敵
の

戦
争

意

欲
を

停
止

す
る

こ

と
が

不

可

能
で

あ

る

場
合

｡

そ

の

時
は

危
機
の

中

期
だ

が
､

こ

の

1
時
期
に

お

い

て

も

亦

三

工

夫
と

措

置
を

講
ず
る

こ

と
が

肝
要
で

あ

る
｡

第
一

に

は

敵
は

無
謀
に

人

民

を

殺
害
せ

ん

と

し
て

い

る

が

王

白
身
は

決
し
て

そ

の

様
に

人
民

を

傷
殺
せ

し

め

な
い

｡

人

民
を

擁
護
す
る

と

い

う

慈
悲

心
の

上
に
･
立
つ

こ

と

を

決
意

す
る

｡

第
二

に

は

凡

ゆ

る

手

段
方

法

を

講
じ
て

反

逆
者
を

降
伏
せ

し

め

る

枝
に

努
力

す
る

｡

第
三

に

は

萬
般
の

方

法

を

講
じ
て

敵
の

行

動
の

自
由
を

喪
失
せ

し

め
､

戦
争

の

出
来
な
い

様
に

す
る

｡

一
こ

の

三

工

夫

は

彿
敦
で

の

慈
悲
心

の

賓

現
で

あ

る
｡

六

以

上
の

様
に

工

夫

し
､

努
力
し

､

各
般
の

措
置
を

講
じ
て

和
平

解
決
を

計

り
､

戦
争
を

回

避
す
べ

く
し

て

も

尚
相

手
が

こ

れ

に

應

0

0

ぜ

ず
､

反

乱
を

起

し

或
は

外

国
王

が

侵
略
を

す
る

場
合
に

は

そ

の

○時
は

致
し

方

な

し
､

防
禦
戦
を

な

す
べ

き
で

あ

る
｡

即
ち

殺
生

戒

の

極
鮎
で

あ

る

戦
争
を

や
っ

て

よ

い
｡

而
し

て
､

こ

の

場
合
の

戦
術
迄
大

薩
遮
は

述
べ

て

い

る
｡

西

暦

紀
元

前
五

世

紀
の

印

度
で

あ

り
且

つ

国
家
と

い

っ

て

も

未
だ

小

国

膿
で

あ

り
､

且

つ

兵
器
の

畿

達

も

幼

稚

な

時
期
で

あ
っ

た

か

ら
､

そ

の

戦
術
な
る

も
の

も

そ

れ

に

相
應
し

た

も
の

で

あ

る
｡

嘗
時
の

軍
力
は

地
上

軍
力
で

､

そ

れ

は

象
部
隊

､

馬
部

隊
､

車
部
隊
と

歩

兵

隊

と

の

四

部

除
か

ら

編
成
せ

ら

れ

て

い

た
｡

戦
法
は

こ

の

四

軍
の

配

置
か

ら

始
ま

る
｡

糾
そ

れ

に

は

軍
隊
を

そ

の

勇
健
な

度
合
に

よ
っ

て

上

中

下
に

直
別

す
る

｡

糾
そ

し

て

敢

に

封
し
て

戦
術
上

最
適
嘗
な

配

置
を

考
え
る

｡

H
そ

れ

は

第
一

線

β0 ∂
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リ

〉

㌦

∵
∵

リ

+
｢

t

リ
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?

+
｢

-
｡

i

+
ヰ

j
-

1

】
‥

ミ
1

‥

＼

.■

に

は

上

部
の

内
の

中
以

下
の

素
質
の

軍
隊
を

配
置
す
る

｡

第
二

線

に

は

中
部
の

軍
隊
を

配
す
る

｡

付
こ

れ

等
第

一

､

第
二

級
の

左

右

両

翼
に

上

部
の

最
勇
軍

隊
を

配
置

す
る

｡

こ

れ

で

歩
兵
隊
の

窮
部

隊
を

擁
護
し

恐

怖
心
を

起
こ

さ

せ

な
い

様
に

す
る

｡

糾
国
王

は

最

優
秀
な

軍
隊
を

率
い

て

陣
中
に

立
つ

｡

斯
様
な

配
軍

準
備
を

整
え
て

戦
闘
開
始
の

階
段
に

入

る
｡

斯
く

す
れ

ば

国
王

は

戦
勝
を

得
る

こ

と

確
賓
で

あ

る
｡

そ

の

理

由
は

五

(

9
)

つ

あ

る
｡

一

に

は
､

国
王
が

如
何
に

平

和
に

努
力
し

た

に

も

不

拘

戦
争
に

な
っ

た

の

で

国
王
の

意
思
を

軍
兵
は

よ

く

知
っ

て

い

る
｡

二

に

は
､

国
王

の

徳
に

畏

れ

る
｡

三

に

は
､

斯
か

る

国
王

に

封
し

て

は

自
己
を

祉
じ

る
｡

四

に

は
､

軍
兵
は

銃
後
を

心

配
し

な
い

｡

五

に

は
､

国
王

の

恩
に

報
い

ん

こ

と
を

軍

兵
が

願
う

様
に

な

り
､

勇

敢
に

戦
い

不

退
樽
で

進

軍
す
る

か

ら
で

あ

る
｡

如
何
に

努
力
し

同

避
せ

ん

と
し

た

と

し
て

も

戦
争
に

な
れ

ば

そ

れ

は

殺
生

戒
を

破
る

こ

と

に

な
る

｡

而
し

以

上
の

様
に

思

惟
工

夫

し
て

防
禦
戦
を

除
儀
な

く
さ

れ

た

場
合
に

は

そ

の

破

戒
の

罪
軽
微

で

あ
っ

て

儀
侮
で

滅
し

得
る

程
度
の

も
の

で

あ

る
｡

そ

の

理

由
は

国
王

が

こ

の

戦
争
に

入
る

に

先

立
っ

て

三

種
の

大
慈
悲
心

(

岩
守

F

㌣
ヨ
P

洋
3 .

)

を

起
し

た
か

ら
で

あ
る

｡

元

来
人

民

を

し

て

宗

教

甜り
〟

を

敬
せ

し

め
､

人

民

を

擁
護
し

､

又

危
機

存
亡
の

秋
に

は

身
命
を

捨
て

､

又

物
財
を

顧
み

ず
､

和
平
の

た

め
に

努
力
し

た

国
王

は

そ

の

仕
事
に

封
し

て

無

量
頑
を

得
る

の

で

あ
る

｡

国
家

を

護
り

人

民

を

養
育
し

内

乱
外
冠

に

際
し
て

は

和
平
解
決
策
を

講
じ

而
し
て

不

得
止

應
戦
す
る

様
な

国
王

は
､

頑
こ

そ

あ
れ

罪
は

無
い

事
を

知
る

べ

し

だ

と

し
て

､

厳
俄
王
の

質
問
に

大

薩
遮
は

答
え

て

戦
争
に

闇

(

1 0
)

す
る

問
答
を

終
っ

て

い

る
｡

(

漢

詩
全

文

別

添
の

通
り
)

八

文
語
は

以

上
の

過
少
で

あ

る
｡

そ

れ

か

ら

出
る

結
論
は

自
ら

明

瞭
で

あ

る

が
､

烏
念
再
録
す
る

と
､

第
一

､

.

彿
敦
で

は

殺
生

戒
が

あ

り
､

.
そ

の

極
致

と

も

言
う
べ

き

戦
争
は

罪
で

あ

る
｡

第
二

､

而
し

外

部
か

ら

戦
争
を

挑
ま

れ

る

様
な

場
合
は
あ

る
｡

そ

の

際
に

は
､

あ

ら

ゆ
る

努
力
を

し

て

和

平

解

決
を

計
る

べ

き

で
､

あ

る

程
度
の

譲
歩
も

節
し
て

は

な

ら
な
い

｡

第
三

､

そ

れ

で

も

挑
戦
国
が

和
平
に

應
じ

な
い

場
合
に

は

應
戦

す
べ

き
で

濁
る

｡

第
四

､

こ

の

應
戦
は

破

戒
で

ほ

あ

る

が
､

そ

の

罪

軽

微
で

あ
･
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･り
､

若
し

国
王

が

国
土

防
衛

､

人

民

擁
属
の

た

め
に

應
戦
し

た

な

ら

ば

罪
も

な

く

香
､

頑
さ

え

受
け

る

と
い

う
の

で

あ

る
｡

右
の

経
典
か

ら

得
た

戦
争
観
は

大

要
叙

上

の

棟
な

も

の

で

あ

る
｡

而
し

之
れ

は

単
に

便
数
に

限
っ

た

こ

と
で

な

く
､

他
の

多
く

(

1 1
)

の

宗
教
々

義
に

も

之
れ

と

類
似
し

た

も
の

が

あ
る

｡

就
中

｢

キ

リ

ス

ト
+

敦
の

｢

正

し
い

戦
争
+

〔
言
∽

t

W
罵
)

論
が

之
れ

に

該
嘗

(

1 2
)

す
る

｡

之
れ

は

西

暦

第
四

世

紀
か

ら

第
五

世

紀
に

亘
っ

て

在
世

し

｢

キ

リ

ス

ト
+

敦
界
に

特
殊
且

つ

重

要
な
地

位
を

占
め

て

い

た

聖

(

1 3
)

｢

ア

ウ

グ

ス

チ

ヌ

ス

+

(

ヒ
牟

～
£
○
)

が

先

ず
提
唱
さ

れ
､

以

爽
敦

食
草
者
間
に

議
論
さ

れ

た

が

遽
に

第
十
三

世

紀
に

至
っ

て

聖
｢

ト

マ

､

ダ

キ

ノ

ス
+

に

よ
っ

て

大

成
さ

れ
､

以

束
キ

リ

ス

ト

教
界
特

(

1 4
)

に

｢

カ

ト

リ

ッ

ク
+

敦
合
で

の

定

説
と

な
っ

て

き

た

も
の

で

あ
る

｡

聖
ト

マ

ス

は

『

戦
争
を

す
る

こ

と

は

常
に

罪
で

あ

る

か
』

と
い

う

質
問
を

設

け
､

そ

れ

に

封
す
る

答
と

し

て

『

然
ち

ず
､

蓋
し

…

…
』

と

し

て

三

傑
件
を

挙
げ
て

い

る
｡

第
一

に

王

侯
(

君

主
)

が

之
れ

を

裁
可
し

得
る

こ

と
(

A

g
t

O
】

き
P
∽

胃
-

2 .

p
-

∽

)
､

第
二

､

正

嘗
な

原
因

､

理

由
(

l

岳
t

p

C
P

宏
P
)

が

あ

る

こ

と

一
郎
ち

敵

嘗
事

者
そ

の

者
の

過
失
で

(

勺

3
官
e
→

む

ヒ
q

⊆
p

m

O

已
匂

P

m
)

之
れ

を

撃
つ

に

値
い

す
る

こ

と
､

第

三
､

戦

闘

者
に

｢

正

し

い

意

思
+

(

詔
O

t

p

旨
t

e

已
i

O
)

即
ち

善
を

す
～

め

悪
を

し

り

ぞ

け

る

と
い

う

精

神
を

も
つ

こ

と
｡

こ

の

三

保
件
の
′
内

第
一

は

昔
時
西

欧
封
建

社

食
の

特
別

状
態
か

ら

来
た

も
の

に

過

ぎ

な
い

の

で
､

第
二

の

條
件

即
ち
J

宏
t

p

C
O

亡

岩
｢

正

常
な

事
由
+

が

最
重

要
視
さ

れ
､

以

後
､

こ

の

正

常
な

事
由
が

あ

る

か

な
い

か

に

よ
っ

て

戦
争
を

｢

正

し
い

戦

争
+

(
‥

言
切
t

弓
賀
)

と

然
ら

ざ
る

も
の

に

分
類
す
る

に

至
っ

て

近

世
に

ま
で

備
わ
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

｢

正

し
い

戦
争
+

論
は

｢

カ

ト

リ

ッ

ク
+

敦
合
の

撃
者
に

(

柑
)

よ
っ

て

精
細
に

研
究
議
論
さ

れ

た

も
の

で
､

近

世
に

入
っ

て

国

際

法
畢
の

先

駆
者
と

科
せ

ら

れ
.
る

｢

ス

ペ

イ
ン

+

撃
沈
に

よ

っ

て

受

け

継
が

れ
､

又

｢

グ

ロ

シ

ウ

ス

+

の

国
際
法
畢
は

戦
争
論
が

大

部

分
を

占
め

る

位
に

な
っ

た

の

も

之

れ

の

影
響
で

あ

り
､

之
れ

が

十

九

世

紀
の

国
際
法

寧
の

茸
讃
主

義
者
に

よ
っ

て

放
棄
さ

れ

た

等
の

諸
鮎
は

周

知
の

こ

と

で

あ

る
｡

た
ゞ

忘
れ

て

な

ら

な
い

こ

と

は

十

九

世

紀
か

ら

現

在
で

も
､

こ

の

｢

正

し
い

戦
争
論
+

は

｢

カ

ト

リ

ッ

ク
+

的
傾
向
の

あ

る

筆
者
に

よ
っ

て

横
行
さ

れ
､

又

主

張
さ

れ

(

1 6
)

て

居
る

こ

と

と
､

ソ

連
の

国
際
法
学
者
が

｢

正

し
い

戦
争
+

と
い

(

1 7
)

う
理

論
を

展
開
し
て

い

る

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

筆
者
は

裁
で

｢

キ

リ

ス

ト
+

敦
の

展
開

し

た

｢

正

し
い

戦
争
+

論
を

詳
細
に

検
討
し

た

り

議
論
し

た

り

す
る

考
え

は

な
い

｡

そ

れ

■7

は

十

九

世

紀
問
欧
米
の

尊
者
が

や
っ

た
こ

と
で

あ

る
｡

た

だ

〓
音

加

計′
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し

た
い

こ

と

は
､

第
一

､

十

九

世

紀
に

西

欧
の

畢
者
が

主
張
し

､

学
界
の

主

流
に

な
っ

た

賓
讃
主

義
(

p
O
S

E
ま
s

ヨ
)

は

外

観
恰
も

科
挙
的
で

あ

る

か

の

様
に

考
え

ら

れ

勝
ち
で

あ

る

が
､

国
際
法
挙

が

国
際
政

治
の

現

貴
に

印
し

た

も

の

と

し
て

､

国

際
政

治
上

に
一

つ

の

規
準
を

輿
え
る

様
な

も

の

と

な

る

に

は
､

慣
値
判
断
と

言
わ

れ

て

い
.

る
､

安
定
主

義
以

外
の

何
も
の

か

を

考

慮
し
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

鮎
か

ら

し
て

､

キ

リ

ス
､

ト

散

骨
か

ら

畿
属
し
た

正

し
い

戦
争
理

論
は

大
い

に

検
討
の

慣
侶
の

あ

る

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

注
意

し

た

い

第
二

の

鮎
は

､

こ

の

正

し

い

戦
争
理

論
は

そ

の

決
定
に

主

観
分
子
が

入

り

や

す

く
､

客

観
的

決
.
定

に

非
常
の

困

難
を

伴
う
と

い

う
こ

と
で

あ
る

｡

そ

れ

で

こ

の

鮎
か

ら

考
慮
し
て

み

る

と

我
々

係
数
徒
の

遵

守
し

て

い

る

彿
教
典
に

表

現
さ

れ

て

い

る

戦
争
観
の

方
が

決
定
基

準
に

客
観
性
が

多
く

簡
単
で

あ

る

と

信
ず
る

｡

大

薩
遮
尼

乾
子

経
の

所

説
を

現

代

語
に

郡

詳
し

て

み

る

と
､

係
数
の

教
義
で

は
､

第
一

､

侵
略
戦

争
(

W
告
O
f

品
g

詔
詔
-

O

n
)

は

禁
止

す
る

第
二

､

防
衛
戦
争
(

W
P
→

O
f

d
e

訂
ロ
O

e
)

ほ

認
め
る

第
三

､

防
衛
戦
争
に

お

け

る

軍

力

行

使
(

平
時
か

ら
の

軍
備
の

存
在
を

前
提
と

し

て

い

る
)

は

罪
悪
と

し

て

も

大
し

た

も

の

で

は

な
い

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

附

言

本
論
文
は

中
学
の

先

輩
今
澤
鼓
海
氏
の

示

唆
に

よ

る

も
の

で
､

鼓
に

謝
意
を

表
明

す
る

｡

(

1
)

林

星
友

次

郎
､

島

影

盟

共

著
｢

彿

致
の

戦

争
観
+

(

昭

和

十
二

年

大

東
出

版
社
)

第

十

九

頁
以

下
に

こ

の

種
の

見

解
が

述
べ

ら

れ

て

い

る
｡

(

2
)

前

掲
｢

係

数
の

戦

争

観
+

は

そ
の

一

例
｡

尤
も

此

の

書

物

は

昭

和

十
二

年
出

版

で

あ

り
､

そ

の

所

説

も

随
っ

て

常
時
の

世

界
情

勢

を

も

考

量
し

て

判

断
す
べ

き
こ

と

は

多
言
を

倹
た

ぬ
｡

(

3
)

中

村
元

博
士

は
こ

の

経

典

は

｢

大

乗

彿

敦
の

遅
き

時

代
に

成

立

し
た

も

の

+

(

官

本

正

孝

編
､

大

乗
儒

教
の

成

立

史

的

研

究
､

第
三

八

四

頁
)

と

さ

れ

て

年
代

は

明

記
さ

れ

て

い

な
い

｡

但

し

同

博

士

は

そ
の

著
｢

.
イ
ン

ド

思
想

史
+

で

｢

ま

た

法

華

経
の

容
和

的

態

度

は
さ

ら
に

畿

展
し

て

｢

大

薩

遮

尼

乾

子

所

説

経
+

や

｢

大
般

理

髪

経
+

に

お

い

て

は
､

彿

敦
以

外
の

異

端

説
に

も

そ
の

存

在
意

義
を

認

め
る

に

至
っ

た
+

(

第
一

二

三

頁
)

と

し
て

い

ら
れ

る
｡

か

1

る

判

断
は

研

究

者
の

立

場

如

何
に

よ

っ

て

異

る

も
の

で

あ
る

が
､

例

と

し
て

挙

げ
て

お

く
｡

(

4
)

四

囲
は

A
う
P

n
t
-

〉

内
○

若
-

p
)

旨
P

管
P

F
P

〉

く

監
t

P

で
､

之

等

に

つ

い

て

簡

単

な

記

述
は

､

戦

後

｢

イ

ン

ド
+

の

歴

史

家
で

編

纂
さ

れ

た
｡

A
ロ

A
d

弓
P

n
O

e

打

出
F

監
○
→

叫

O
f

H

n

d

阜
b
叫

声

C
.

呂
且
仁

m
･

d

賀
)

H
･

C
･

声
P
七

d

F
P

ロ

d

F

声
ロ

､
紆

内
巴
i

打

F
d
-

賀
口
巳
t

P
､

P
O

ロ

臣
U

n

-

設
○

第

五

章
(

五

七

頁
以

下
)

参

照
｡

ま

た

昔
時
の

思

想

界
に

つ

い

て

は

中

村

元

博
士

の

イ
ン

ド

思

想

史

2 0 β



( 9 ) 沸 教 の 戦 争 観

(

君

波

刊
)

第
三

章
に

簡

単
だ

が

要
敏
よ

く

ま

と

め
て

あ

る
｡

洋

舞

陸

漂
ま

(

5
)

大

薩
遮
尼

乾
子
と

は
､

E

旨
苧
S
p

思
苧

呂
蒜
岩
ロ
ー

t

p

の

梵
漠

雨

音

併

鳥
で

あ
る

｡

(

6
)

｢

ア

ダ
ン

テ

ー

+

園
の

首

都

欝
延

城

又

は

欝
開
廷

城

又
は

梶

遮

洲
と

も
い

う

(

亡

苦
甘
口
山

)

は

現

在
で

は

○

喜
n

市
と

な
っ

て

い

る
｡

こ

の

都
市
の

イ

ン

ド

古

代
に

お

け

る

重

要

性

に

つ

い

て

は

J
√

H

日

計

A

邑
q

亡
e

e

ニ
a

O
-

ま
】
-

邑
i

O

n

I

n

d
-

2

日

n
e

リ

¢
山

二
〔
E

言
･

-

ま
ー

O

n

計
-

J
H

仁

m
P
ロ

旨
か
)

を

参
考
せ

ら
れ

よ
｡

(

7
)

大

薩

遮

尼
乾

子

所
説

経

元

親
書

提

支

諾
十

奄

(

大
薩
遽

尼

乾

子

受
記

経
)

大
正

新

修

大

頼
経

第
九

巻

所
載

に

ょ

る
｡

(

梵
文

は

未
だ

蔑

見
.

さ

れ

て

な
い

｡

)

本

文
の

説
明

は

既
に

H
日

生

氏

著
｢

大

帝
経

要
義
+

第
一

奄
に

H
前

掲
大

乗
係

数
の

成
立

史
的

研

究
に

於
て

中

村

元

博
士
の

解

説

が

あ
る

｡

而

し

南

解

説

と

も

簡

単
で

あ
っ

て
､

或
は

重

要
と

思
わ

れ

る

鮎
に

ま
で

解
れ

て

い

ら

れ

な
い

感
が

あ
る

の

で

重

複
と

は

思
い

な

が

ら

却

て

再

説

す
る

｡

(

7

a

)

鼓

に

は

現
在

吾
々

の

言

う

戦

争

(

弓
控
ユ

即

ち
二

国

家

間
の

武

力

争

闘
と

内

乱

(

C

才
i
-

W

且
即

ち
一

国

家
内
に

お

け
る

武

力

学
田
と

を

直

別
し
て

考

え

て

い

る

こ

と

を

注

意

す
べ

き

で

あ

る
｡

而

し
て

雨

着
の

場
合
に

も

之
れ

が

武

力

を

以
て
■
封

抗

す
る

こ

と

を

間
取
(

P

瞥
-

)

と
い

っ

て

い

る
｡

こ

れ

は

悌

数
々

徒

か

ら

す

れ

ば
､

ヽ

ヽ

武
力
闘

争

帥

ち

人

間
の

死

傷

-
殺
生

と
い

う

粘
か

ら

見
れ

ば

よ

い

の

で

あ
･
る

か

ら
で

あ

り
､

現

在
の

様
な

戦

争
と

内
乱
の

直

別

な

ど

は

問
題
と

は

な

ら

な
い

の

で

あ
る

｡

(

8
)

思

惟

(

C

巨
岩
且

と

は

た

だ

考

え
る

と
か

熟
考

す
る

と
.い

ぅ

の

で

は

な

く
､

彿
の

大

慈
悲
に

照
し

て

良
く

思

念
す
る

こ

と
で

､

理

想

抜
き

の

政

策

的

思

慮
で

は

な
い

｡

(

9
)

大

蔵

経
要
義
の

著
者
日

生

氏

は

以

下
の

五

鈷
に

別
な

解

繹
を

し

て

い

ら
れ

る
｡

日

く

『

猶

部
下

に

は

平

素
よ
▲
り

精

神

教

育

を

施
し

て
､

次
の

如

き

軍

人

精
神
を

鍛
え

上

げ
て

あ

る

べ

き

で

あ
る

｡

然
ら

ば

士

軍
は

勇
み

競
う
て

前
進

し
､

決
し
て

退

却

す

る

如

き

事

は

な

い

｡

』

(

要
戦

第
一

省
一

八

四

-
五

頁
)

か

ゝ

る

見

解

は

成
立
つ

か

も

知
れ

な
い

が
､

筆

者
の

解

繹
の

方
が

自

然
で

あ

る

よ

う
に

考

え

ら
れ

る
｡

(

1 0
)

鰍
雛

大

穂

鮭
第
九

奄

誤
聖

二

二

三

七
ノ

八

頁

大

薩
遮

尼

乾

子

所

説

経
巻

第
五

王

論
品

第
五

三

三

ノ

内

岩
英

国

内
有

逆

賊

主
､

具

四

種
兵

､

輿

法

行
王

囲
諸

国
土

､

及
外

国

玉

来

相

侵

奪
､

欲

輿

大

尉
､

集

四

部

兵
一

切

現

前
､

行

法
王

云

何

輿

彼
而

共

闘
戦

､

答
日

､

ヽ

ヽ

大

王
■､

行

法

行
王

宮
､

應
思

性
､

於
三

時

中
､

出
三

方

便
､

入

陣

闘

､

(

1
)

戦
､

何

等
三

時
､

謂

初

入

時

中

入

時
､

後

入

時
､

大
王

嘗
知

｢

初

欲

ヽ

ヽ

ヽ

入

時

作
方

便

者
､

行

迭

行
王

､

若

見

逆
王

､

平

時

復

作
三

種
思

惟
､

ヽ
一

者

思

惟
､

此

返

逆
王

所

有

兵

馬
､

問
輿

我

等
､

馬

首
勝

我
､

若

興

我

等
共

闘
職

者
､

倶

損

無

益
､

若
其

勝

咽
い

彼

括

戦

死
■､

沖
是
念
己

∵

9

應

寛
逆
王

所
有

親

友

及

善
知

識
､

官
命

和

解

滅
此

固
静

｡

二

者

行

法

討

十
㌃

臣
F
一



一

橋論叢 第 四 十
一

葛 第 三 兢 ( 1 0 )

咋撃買野

行
王

､

見

彼
逆
王

輿

己

平

等
反

勝
己

中

者
､

心

自

思

惟
､

不

慮

輿

戦
｡

○

ヽ

雷
輿
其

物
求

滅

固
辞

､

三

者

若

見
逆

王
､

多

有

士

衆
脊
属

朋

薫

象
馬

車
歩

四

兵

中

勝
､

行

浩

行
王

士

衆
量

少
､

･

能
以

方

便

現

大

勇
健
難

敵

○

之
相

､

令
彼
逆
壬

生

駕

畏

心

以

滅
聞

評
､

如

是

名

簡

於

初

時

中
思

惟

(

2
)

三

種

方

便
之

用
+

大

王

嘗

知
､

若

以

親

友

輿

物

驚
怖

､

如

是
三

幸
､

○

不

能
滅
彼
聞

諸
事

者
､

爾

時
復

起
三

種

思

惟
入

陣
闘

撃
何

等
三

種
､

○一

着

思

惟
､

此

返

逆
王

､

無

慈

悲
心

自

殺

衆
生

､

僚

入

寂

者

亦

不

遮

○

茸
､

我

今

不

令
如

此

相

殺
､

此

是
初

心

護

諸

衆

生
､

二

者

思

惟
､

嘗

､

､

○

以

方

便

降
伏

返

逆
生

､

士

馬

兵

衆
不

興

闘

戦
､

三

者

思

惟
､

嘗
以

方

､

､

ヽ

ヽ

0

0

0

(

3
)

ヽ

ヽ

便

清

繋
縛
取

不

作
殺

畜
､

生

些
二

種
慈
悲

心

巳
､

然

後
荘

厳
四

程
兵

衆
､

分
布

士

馬
唱

説

米
今

､

簡

選
､

兵

衆

合
作
三

晶
､

於
上

品

中
有

､

ヽ

ヽ

上

中
下

､

以
上

晶

中

下

勇

猛

者

列
在
於
前

､

攻

列

第
二

中

晶

健

者
､

次

列
上

前
最
健

兵

馬

分

在

雨

廟
､

令
少

後
歩

､

衆
不

生

長

心
､

行

浩

行
王

鹿
在

軍
中

､

輿
最

上

品

象
馬

車
歩
前

猛

健

衆
倶

､

如

是
入

国
､

何
以

故
有

五

経

事
､

一

着

漸

悦
王

､

二

者

畏

王
､

三

者

取

王

者
､

四

ヽ

者
令

衆

背

後
無

長
､

五

者

令

念
報

国
王

思
､

如

力

如

分
､

不

生

退

療
､

(

4
)

能
勇

戦
闘

｡

大
王

嘗

知
､

′
行

法

行
王

､

設

是
方

便
入

陣
闘

撃
爾

時

雄

復
殺

害
衆
生

､

而

彼
王

得
軽
微

少

罪
､

非

決
定
受

憾

侮
能
滅

､

何

ヽ以

故
､

彼
浩

行
王

､

鳥
欲

入

野
先

生
三

種

慈

悲

心

故
､

真

作
此

悪

復
罪

軽
微

､

非

決

定

受
､

大

王

昔
知

､

後
浩

行
王

､

烏
合
衆
生

､

名

護
沙

門

護

沙

門

法
､

鳥

護
妻

子

族

姓

知

識
､

能
捨

自

身
及

安
生

物
､

ヽ

1

1

(

5
)

作
如

是
業

､

因
此

事

故
､

彼
法

行
王

得
無

量

肩
､

大

王

嘗

知
､

若

鳥

固
着
活

人

民
､

輿

兵

闘
戦

､

彼

時

国
王

､

應

嘗
先

螢

如

上
三

心
1

護

令
主

将
一

俵

王

敦
､

如
是

同

有
礪

無

罪
｡

(

■1 1
)

瀧
て

の

票

数
を

研

究
し

た

讃
で

も

な
い

が
､

筆
者
は

こ

の

鮎

で

同

数
(
Ⅰ

巴
P

且
は

特

殊
の

地

位
を

も
っ

て

い

る

と

思
う

｡

｢

イ
ス

ラ

ム

+

は

｢

コ

ー

ラ

ン

+

を

中

心

と

し
て

絶
て

の

理

論
が

構

成
さ

れ

る

と

い

う

組

織
に

な
っ

て

い

る

の

で
､

根
本
か

ら

研

究
し

な
け

れ

ば

な

ら

ず
､

筆
者

は

ケ

れ

を
や

っ

て

い

な

い

か

ら

断
言

は

出

爽
な

い

が
､

同

数

尊
者
の

法

律
書
を

見
る

と
､

同

数
で

は

悌
敦
や

キ

リ

ス

ト

教
と

は

異

な
っ

た

考

え

方
を

戦

争
に

関
し

て

も
っ

て

い

る

よ

ぅ

で

あ

る
｡

例
え

ば
､

己

鼻
血

R

訂
d
P

ユ

(

出
P
g

計
d
)

-

→

訂

P
P

司

O
f

W
P
→

幹

竹
2

a
0
2

-

ロ

Ⅰ

巴
P

2
)

-

空
T

-

は

同

数
徒
は

好
戦
的
だ

と

し

て

い

る
｡

な
お

こ

の

鮎
に

つ

い

て

は
､

古

く

は

H
P

n
e

訂

串
U
P
∽

冒
亡

巴

ぎ
i

岩

訂

内
ロ
e

叫

当
e

O

貫
-

翌
-

盲
エ
e

〉

→

訂
Ⅰ

巴
P

目
ユ
○

→
F
2

0
r

呵

O

f

W
寛
人
呂

邑
e

m

W
O

ユ
♀

対
内
舛

〉

-

窒
○
)

を

見

ら

れ

よ
｡

(

1 2
こ

並
で

は

｢

キ

リ

ス

ト
+

教
徒
と

し

て

論
じ
て

い

る

が
､

そ

の

起

源
は

｢

ロ

ー

マ

+

法
に

よ

る

も
の

で

あ
る

｡

即
ち

西

暦

紀
元
五

〇

〇

年
以

前
｢

｡

-

マ

+

が

伺

王

政

時
代
の

頃
か

ら

馨

達
し

た

P
亡
e

g
-
一

｡

m

句
｡

t

邑
ど
m

が

蜃

達
し

た

｢

正

し

く

且
つ

敬

し
い

戦
争
+

官
.

-

仁

日

首
t

巨
e
t

甘
亡

m
)

が

そ

も

そ

も
の

起
渡
で

あ
る

｡

そ

れ
が

｢

｡

-

マ

+

を

中
心

と

し

た

｢

キ

リ

ス

ト
+

致
合
に

受
け

入
れ

ら
れ

た

が
､

東
｢

ロ

ー

マ

+

帝
国
の

｢

キ

リ

ス

ト
+

敦
合

-

次
で

中

世
の

所

謂

｢

オ

ル

ソ

ド
ッ

ク

ス

+

散
骨
で

は

こ

の

ロ

ー

マ

法
■

の

正

し
い

戦
争

論

は

纏
承

さ

れ

な
か

っ

た
｡

そ

れ

は

｢

ジ

ス

チ

ェ

ア

ヌ

ス

+

の

有
名

な

C
O
→
叫

2
∽

甘
ユ
∽

C
ご

ユ
ー
一

也

に

は

句
e
t

巨
e

∽

の

こ

2 ヱ0



♪

､
れ

y

■汁

( 1 1 ) 沸 教 の 戦 争 観

と

は

取
り

入

れ

ら

れ

て

な
い

こ

と
で

も

判
明

す
る

｡

(

1 3
)

聖
｢

ア

ウ

グ
ス

チ

ヌ

ス

+

の

こ

の

鮎
に

関
す
る

説
に

つ

い

て

は
､

､

n
p

2

訂
払

P
p

O
0
0
t

ユ
ヨ
e

匂
○
-
-

t
-

q

宝
d
e

S

巴

已
L
r

点
岳

t

-

ロ
e

(

せ
O

a
e

p

ロ

メ

}

諾
○

内
○
∽
t

e

き

卜
e

D
O

ユ

計
∽

的
e

ロ
の

○

訂
N

∽
a
}

邑
･

A

貞
仁

邑
n
e

〉

(

押
e

く

一
U
r
.

H

ロ
t

+
芝
山
)

(

1 4
)

聖
｢

ト

マ

+

の

祝

は

有

名

な

S

仁

m
ヨ
P

→
F
e

O
-

O
g

i

｡

｡

の

第
二

部
に

詳
説

さ

れ
て

い

る
｡

｢

ト

マ

+

に

つ

い

て

は

S
c

E
-
-

-

n

g

∴
口

髭

弓
U
-

打
e

ヨ
2

0

E
n
P
C

せ

→

ど
ヨ
宏
一

さ
ゴ

A
皿

七
i

戸

-

望
¢

を

参
照

す
べ

し
｡

(

15
)

こ

の

鮎
に

つ

い

て

は
､

く

岩
倉
ぷ
阜

J
P

D
｡

C
t

エ
ロ
e

S
c

ど
ー

P
S
t

-

空
ト

e

計
d

邑
t

紆

G
仁
e

→

ぷ
忘
-

¢

を

参
照

す
べ

し
｡

同

書
に

は

中

世

の

｢

テ

キ

ス

ト
+

の

重

要
な

も
の

の

釈

詳
も

あ

り

便

利
で

あ

る
｡

(

1 6
)

今

世

紀
に

入
っ

て

か

ら
の

重

要
な
も

の

は

S

已

5 ･

〇
-

-
】

｢
e

9
ロ
0

2

p
t

計
-

P

G

宅
1

e

〕

宏
訂

d

〕
音
仁

訂
-

2

∽

e

已
+

才
巳
ロ
ロ

p

已
e

ユ
e

仁

詔

P

G
→

O
t

ど
∽

-
-

心

-

∞

G
O

笥
ロ

ー

〔
肖
的

亡
芳

C

巳
F
｡
-

古
亡
e

e

t

-

打

d

邑
t

d
e
仏

G
e

n
∽

･

(

河
e

O
.

計
の

C
O

弓
払

d
e

-
〉

A
O

邑
2

邑
e

d
e

H
キ
･

H

阜
訂
H
P
叫

タ

ー

¢

N

山

)

声
e

電
卓
S

+
･

ど

曾
○
-

ユ
ゴ
2

d
2

G
仁
e

∃
e

首
t

e

d
①

紆
巨

･

A
一

品

宏
什
-

n
①

P

Z
O

∽

]

○

弓
払

+
空
中

呂
g
→
.

計
∽
○
-

品
2

∽
】

L
p

→
F
2

0
-

O

g
-

2

計
-

三
岳

t

2

G

琵
∃
e

･

-

¢

阜
N

(

1 7
)

こ

の

拓
に

つ

い

て

は

国
際

法
に

関
す
る

ソ

連
の

見

藤
一

厳
か

ら

論
じ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

が
､

そ

ん

な
こ

と

は

本

論
文

外
で

あ

る
｡

鼓

で

は

単
に

解
れ

て

お

く
に

留
め

る
｡

一

層

詳
細

に

は

｢

→

寛
p
O

呂
N
i

O
〉

→
F
e

S
O

ま
e

-

q
ロ
i

O

n

紆
H

巳
2

⊇
P

江
○
ロ

巴

P
P

弓
〉

-

¢

N

u

～
.

卜

訂
叶

t

ぢ
n

)

河
2

0

e

ロ
什

S
O

ま
2

-

｢
小

首
P
t

弓
2

-

n

H

ロ
t
e

岩
p
{

6.
n

巴

｢
P

弓
〉

(

P

m
e

→

訂
P

S
-

P

ま
c

紆

内

覧
t

E

弓
○

官

賀

河
e

ま
e

弓
”

-

漂
N
)

山
.

内
O

r

O

ユ
ゴ

ー

E
.

内

岩
-

打

ご

･打
弓
∽

m
e

N

ロ

P

岩
d

ロ
○

く

〇

七

イ
P

召
〉

E
?

S

付

く
P

〉

-

官
T

N

を

参

照
さ

れ

た
い

｡

な
お

､

〕

①

P

苧
ぺ

諾
∽

C

巴

諾
N

-

冒
∴
ロ
t

.

e

t

岩
亡

諾

邑
n
t

か

e

n

亡
国
∽
S

〉

勺
P

ユ
払

､

-

芝
山

に

簡

単

な

説

明
が

あ

る
｡

こ

れ

で

も
一

應

は

判
明

す
る

｡

(

改
革
博

士
)

一

⊥

ィ
･

⊥
ウ

～

;
卜

. ト

ト

卜
駁

腎
虹




