
イ

ン
ド
論
理
学

に
お
け
る
帰
納
法

の
意
義

中

村

元

一

近

代

科

学

の
発

展

が

帰

納

法

の
自
覚

と

、

そ

れ

を

経

験

的

事

実

に
適

用

す

る
と

こ
ろ

に

あ

っ
た

こ
と

は
、

一
般

に
認

め

ら

れ

て

い

る
が

、

イ

ン
ド
人

が

こ
う

い

う

自

覚

を

も

っ
て

い

た

か
、

と

い
う

こ
と

が

問

題

に

な

る
。

イ

ン
ド
人

は
推

理
 
(
a
n
u
m
a
n
a
)
 

に
関

す

る

自

覚

を

は

っ
き

り

と

も

っ
て

い
た
。

推

理

に

関

す

る

恐

る

べ
き

ほ

ど
複

雑

な
思

考

に

よ

っ
て
、

そ

の

こ
と

は
知

ら

れ

て

い
る
。

し

か

し
帰

納

法

と

い
う

も

の
を

考

え

て

い
た

で
あ

ろ
う

か

?

試

み

に

モ

ニ

エ

ル

・
ウ

ィ
リ

ア

ム
ズ

の
 
E
n
g
l
i
s
h
-
S
s
k
d
j
f
i
 
k
f
j

o
n
a
r
y
 
に

当

た

っ
て

み

る

と

、
D
c
h
i
t
i
o
n
 

の
原

語

と
し

て
、
推

理

・
思

考

を

意

味

す

る
多

数

の
語

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る
。

(
a
n
u
m
a
n
a
,
 
a
n
d
j

p
l
m
d
j
g
d
s
 
k
l
d
j
i
d
s
 
k
d
s
i
d
 
k
d
j
i
f
i
 
d
l
k
s
j
i
o
)
 

こ

の
よ

う

に
多

数

の
語

が

列

挙

さ

れ

て

い

る

が

、

ち

ょ
う

ど
 
o
m
f
i
v
j
o
y に

相

当

す

る
も

の

は

な

さ

そ

う

で

あ

る
。

そ

こ

で
、

か

れ

は
、

問

題

を

は

っ
き

り

さ

せ

て
、

と

し

て

、

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
正
に
正
確
に
 
i
n
d
c
i
t
i
o
n
 

の
語
義
を
表
明
し

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
最
近
代
の
学
者
の
合
成
語
で
は
な
か
ろ
う

か
。
古
典
に
出
て
来
る
名
称
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
帰
納
法

を
、
そ
れ
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
は
、
古
代
に
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ

る
。

二

し
か

し
、

古

代

イ

ン
ド
人

は
、
a
n
u
m
a
n
a
 
に

即

し

て
、

実

際

に

帰

納

法

的

思

惟

を

行

な

っ
て

い
た
。

例

え

ば

、
『
方
便

心
論

』

に

出

て

い

る
例

で
あ

る
が

、

イ

ン
ド
論

理
学

に
お
け
る
帰
納
法

の
意
義
 
(
中

村
)
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イ

ン
ド
論
理
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に
お
け
る
帰
納
法

の
意
義
 
(
中

村
)

海
水
を
あ
ち
こ
ち
で
嘗
め
て
み
て
、

(
1
)

「海
水

と
い
う
も
の
は
、
塩
か
ら
い
も
の
だ
な
」
と
知
る
こ
と
は
、

一
種
の
帰
納
法
で
あ
る
。
個
別
的
事
例
か
ら
、

一
般
的
原
則
を
知
る
こ

と
で
あ
る
。

こ
れ
を

『
方
便
心
論
』
で
は

「
後
比
」
(
S
e
s
a
v
a
t
)
 

ど
呼
ん

で
い
る
。

或
る
語
が
或
る
意
味
を
指
示
す

る
関
係

は
、
人
間

の
約
束
慣
習

(
s
a
m
k
e
t
a
)
 

に
も
と
つ
く
、
と
い
う
こ
と
が
若
干
の
学
派
に
よ
っ
て
主

張
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
関
係
を
知
る
こ
と
は
、
帰
納
法
に
も
と
つ
く

と
い
う
見
解
が
表
明
さ

れ
て
い
る
。
Y
o
g
a
n
d
s
r
r
-
d
s
k
h
c
k
j

の
中
で
、
次
の
よ
う
な
論
争
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
p
.
 
7
8
 
l
.
 
5
)
 

反
対
者

い
わ
く
、
-
す

で
に
推
理

に
よ

っ
て
知

り

得

た

と

こ
ろ
の
結
合
関
係

に
も
と
ず

い
て
、
意
味
を
推
知
す

る
の
で
あ

る
。

答

え
て
い
わ
く

、

で
は
、
語
と
意
味
と

の
結
合
関
係

が
ど
う
し
て
推

知
さ
れ
得

た
の
か
?
1

そ
の
わ
け
を
、
あ
な

た
は
説

明
し
な
け
れ
ば

な
ら

な

い
。

(
p
.
 
7
8
,
 
l
.
 
8
)
 

反
対
者

い
わ
く
、
-
そ

の
わ
け
は
、
(
語
が
聴
者
に
及
ぼ

す
は
た
ら
き

の
)
 結

果
を
見
た
上
で
、
人

は
意
味

を
理
解

し
て
、
そ

の
の
ち

に
 
(
両
者

の
あ

い
だ

の
)
 結
合
関
係
を
推
知
す

る

の
で
あ

る
。
ち

ょ
う
ど
、

人
が
眼
に
よ

っ
て
色
を
知
覚
し
て
、

そ
こ
で
眼
と
 
(
色

と
の
)
 結
合
関
係
を

知
覚
す
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

(p
.
 
7
8
 
l
.
 
8
)
〔

ヨ
ー
ガ
派

の
立
場
か
ら
〕
反

駁

し
て
い
わ
く
、
-
推

理

を
な
さ
な
く

て
も
、
語
だ
け

に
も
と
つ

い
て
理

解
が
起

る
と
い
う

こ
と
は
、

確

定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
け
だ
し
、
或
る
種

の
食
物
を
煮

て
目
的
を
達

し

た
人
が
、
さ
ら

に
他

の
種

の
食
物
を
煮

る
必
要
が
あ
る

で
あ
ろ
う
か
。

反
対
者
い
わ
く
、
-
し

ば
七
ば
語
が
使
用
さ
れ
る
の
を
経
験
す
る
が
故

に
、
(
語

と
意
味

と
の
)
 結
合
関
係

が
理
解

さ
れ
る
の

で
あ

る
。
ち

ょ
う

ど

火

と
煙

と
を
 
(
し
ば

し
ば
見

る
こ
と
に
よ

っ
て
両
者

の
あ

い
だ

に
関

係
の
あ

る
こ
と
を
知

る
)
 よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

(
p
.
 
7
8
,
 
l
.
 
1
1
)
〔

ヨ
ー

ガ

派

が

〕

答

え

て

い

わ
く

、
-
わ

れ

わ

れ

は

、

そ
う
だ
と
は
言

わ
な

い
。
け
だ
し
、
語

が
千

回
も
使

用
さ
れ
る
の
を
経
験
し

て
も
、
語

と
意

味
と

の
結
合
関
係
は

直
接

知

覚
 
(
P
r
a
t
y
a
k
s
a
)
 

に

よ

っ
て

認
識

さ
れ
る

こ
と
は
な

い
。
火
と
煙
と

の
結

合
関
係
は
、
最
初
か
ら

で
も
認

識
さ
れ
る
が
、

こ
の
場
合

は
そ
う
は
行
か
な

い
の
で
あ
る
。
文
章
と

(
そ

の

意
味
と
)
 に
関

し
て
も
、

こ
の
こ
と
は
同
じ

で
あ

る
。
』

ま

た

推

論

に
当

た

っ
て
制

限

条

件
 
(
u
p
a
d
h
i
)
 

を

確

定

す

る

こ
と

は

、

帰

納

法

に

よ
ら

ね
ば

な

ら

ぬ
、

と

い
う

こ
と
を

自

覚

し

て

い
た
。

『
い
か
な

る
場
合

で
も

マ
イ
ト
リ
ー
の
子
で
あ

る
場
合

に
は
、

必
ず
黒
い
と

い
う
性
質

も
ま
た
存
す
る

こ
と
を
、
繰

返
し
経

験
す
る
と

い
う

こ
と
が

一
般

に
知

ら
れ
る
が
、
し
か
し

〈
マ
イ
ト
リ
ー
の
子
で
あ
る

こ
と
〉

と

〈色

の
黒

い
こ
と
〉

と
の
間

に
は
本
性
上

の
関
係
は
存

在
し
な

い
。

偶
然
的
な
関
係
が

あ

る
の
み
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、

〈野
菜
な
ど

の
食
物
を
消
化
す
る

こ
と
〉

と
い
う
付

加
的
条
件
が
存
在

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即

ち
、

〈色

の
黒

い

こ
と
〉
に
関
し

て
は
、

〈
マ
イ
ト
リ
ー
の
子

で
あ

る
と
い
う

こ

と
〉
が

原

因

で
は
な
く

て
、
野
菜
な

ど
の
食
物

の

一
種

の
消
化

の
み
が
原
因

で
あ

る
。

そ

(
2
)

う
し
て
そ

の
原
因
た
る
も

の
が
制
限
条
件
 
(
u
p
a
d
h
h
i
)
 

と
言

わ
れ
る
。
』
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三

そ
し
て
経
験
的
事
実
に
注
視
し
て

一
般
的
原
則
を
発
見
す
る
と
い
う

思
惟
鳳
、
五
分
作
法
に
お
け
る
 
d
r
s
t
a
n
t
a
 

の
場
合
に
顕
著
で
あ
る
。

曾
憩
鋤葺
鋤
と
は
、
見
ら
れ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
経
験
的
事
実
な
の

で
あ
る
。

(
3
)

d
r
i
s
j
i
t
i
=
k
d
l
s
j
g
i
i
g

こ
れ

は
、

「
実

例

」

な

の

で

あ

る
。

海

外

の
学

者

は

み

な

「
実

例

」

と

訳

し

て

い

る
。

『
ニ
ヤ

ー

ヤ

・
ス
ー

ト

ラ
』

の
場
合

に
、

d
r
s
m
t
a
 
は
 
l
s
d
i
 
B
e
i
s
p
l
e
i
 

(
d
s
 
l
k
g
j
)
;
 
l
i
f
i
-
k
i
d
f
f
u

c
e
.
 
d
s
k
j
g
i)
 と
訳

さ

れ

て

い

る

。
(
l
k
d
 
s
j
n
a
4
)

さ
ら

に
五

分
作

法

に

お

い

て
提

示

さ

れ

る
実

例

は

、

万

人

の
承

認

す

る

も

の

で
な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、

と

さ

れ

て

い
た

。

『
実
例
と
は
、
世
間

一
般

の
人

々
も
、
専

門
家
も
、
そ

の
も
の
に

つ
い
て
理

解
が

一
致

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ

る
。』

〔
j
i
c
d
一
・
一
・
二

(
4
)五

〕
イ
ン
ド
論
理
学
は
、
主
張
者
と
反
主
張
者
と
が
対
立
し
て
対
論
す
る

場
合
に
適
用
さ
れ
る
対
論
の
論
理
学
で
あ

っ
た
か
ら
、
提
示
さ
れ
る
経

験
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
実
が

〈万
人
か
ら
承
認
さ
れ
る
〉
と
い
う
条

件
は
、
絶
対
に
必
要
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な

い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
 
d
r
s
t
a
n
t
a
 

を
シ
ナ

・
日
本
の
因
明
家

は

「
喩
」
と

か

「
響
喩
」
と
か
訳
し
て
来
た
。
と
こ
ろ
で
、

シ
ナ

・
日
本
の
因
明
家

が
実
例
と
讐
喩
と
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
学
的
態
度
が
明
治
以

後
に
も
無
批
判
に
継
承
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
深
刻
な
問
題
を
提
供

す
る
。
そ
の
た
め
に
、

一
般
の
哲
学
者

た
ち

は
、
「
イ
ン
ド
の
論
理
学

は
推
論
で
は
な
く
て
、
a
n
a
l
o
g
y
 

で
あ
る
」
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
平

気
で
口
に
す
る
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
専

門
家
に
大
き
な
責
任
が
あ
る
と
思
う
。

d
r
s
t
a
n
t
a
 

は
、
経
験
的
事
実
を
表
示
す
る
観
念
を
意
味
し
得
る
の
み

な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は

〈実
例
命
題
〉
を

も
意
味
し
得

る
。
〔外

国
人
学
者
の
訳
語
に
よ
る
と
、
a
 
p
r
o
d
t
i
o
n
 
d
j
i
g
j
i

d
a
s
 
B
k
d
j
i
j
d
i
 

(
l
j
d
 
k
d
g
)
 

で
あ
る
。〕

実
例
命
題
は
、
形
式
論
理
学
で
い
う
と
、

(
1
)
 
す
べ
て
の
M
は
、
P
で
あ
る
。
例
え
ば

e
が
そ
う
で
あ
る
。

(
2
)
 
す
べ
て
の
非
P
は
、
非
M
で
あ
る
。
例
え
ば
d
が
そ
う
で
あ

る
。

実
例
命
題
の
そ
の
実
例
を
挙
げ
る
と
、

(
1
)
 
す

べ

て
煙

の
あ

る

と

こ
ろ

に

は

、

火

が

あ

る
。

例

え

ば

、

か

ま
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

(
2
)
 
す
べ
て
火
の
無
い
と
こ
ろ
に
は
、
煙

は
無
い
。
例
え
ば
、
湖

の
上
に
お
け
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。

実
例
命
題
 
(
d
r
s
t
r
i
n
t
a
 

と
は
、

一
般
的
命
題

の
実
例
を
挙
げ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
語
義
は
、
「見
ら
れ
た
 (経
験
さ
れ
た
 
d
r
s
t
a
)
 

一
端

(
a
n
-

t
a
)
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
邦
語
で
も

二

端
を
挙
げ
て
全
般
を
知
る
」

イ
ン
ド
論
理
学

に
お
け
る
帰
納
法

の
意
義
 
(
中

村
)
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イ
ン
ド
論
理
学
に
お
け
る
帰

納
法

の
意
義
 
(
中

村
)

と

い
う

こ
と

が

あ

る

が
、

ま

さ

に

そ

れ

で

あ

る
。

一
つ
の
実

例

だ

け

で

は

明
ら

か

に

不

充

分

で

あ

る

が

、

多

く

の
揚
合

を

含

め

て

い

う

に

は

「
…
…
な

ど
」

と

い
う

。

「
…
…
な

ど
」

と

い
う

場

合

に

は

、

「
な

ど
」

の
う

ち

に
無

数

の
事

例

を

含

み

得

る
は

ず

で
あ

り

、
帰

納

法

の
法

則

に

従

づ

て
い

る

こ

と

は
、

明

白

で
あ

る
。

安

慧

も

『
所
見
の
辺
 
(
=
一
端
、

一
事
例
)
 を
、
未
所
見

の
辺
 
(
ま
だ
経
験
し
な
い

(
5
)

多
く
の
事
例
)
 と
和
会
す
る
正
説
』

で
あ

る
と
解

し

て

い

る
。

〔
た

だ

し
 
d
r
s
t
a
n
t
a
 

が
響

喩

で
あ

る
場
合

も

あ

り
得

る

。

そ

れ

は

ど

う

い
う
揚

合

か

と

い
う

と
、

「
す

べ

て

の

M
は

P

で

あ

る

」

と

い

う

べ
き

場

合

に

「
M

の

一
実
例
 
(
A
)
 は
P
で
あ

る
。

た
と
え
ば
、

M
の

一
実
例
 
(
B
)
 の

よ
う
に
」

と
言

っ
た
場

合

に

は
、

B

は

A

を
響

え

て

い
る

の

で

あ

る
か

ら
、

こ
の

場

合

に

は
、

B

は

「
讐

喩

」

(
d
r
s
t
a
n
t
a
)
 

で

あ

り
、

A

は

「
響

喩

に

よ

っ
て
示

さ

れ

る

も

の
」

(
d
a
r
s
t
a
n
t
i
k
a
)
 

で

あ

る
。

(
c
f
.
 
Y
S
B
h
 
v
i
c
.

p
.
 
8
0
 
2
0
f
.
)
〕

と

こ
ろ

が
漢

訳

仏

典

に

お

い

て

は

、

こ

の

実

例

命

題

の

こ

と

を

、

「
喩

」

「
讐

喩
」

「
立

喩

」

(
雑
集
論
)
 と

訳

し

て

い
る
。

今

日

の

日

本
語

で
は

響

喩

と

は
英

語

の
 
O
s
i
m
l
i
e
 

の

こ
と

で

あ

る

と

一
般

に
解

せ

ら

れ

て

い
る

。

ま

た

そ

の

よ

う

に

解
釈

さ

れ

て

も

仕

方

が

な

い

よ
う

な

説

明
を

、

慈

恩

大

師

は
述

べ

て

い
る

。

『
今
は

〔漢
土

の
〕
方
言

に
順

じ
て
、

こ
れ
を
名
づ
け
て
喩

と
為
す
。
喩

と

は
響

な
り
、

況
な
り
、
暁
な
り
。

こ
の
響

況
に
由
り

て
所
宗

を
暁
明
す
。
故

(
6
)

に
名
づ
け
て
喩
と
な
す
。』

わ
ざ
わ
ざ
漢
土
の

「
方
言
」
に
し
た
が

っ
て

「
喩
」
と
い
う
の
だ
と

記
し
て
い
る
か
ら
、
か
れ
自
身
も
必
ら
ず
し
も
こ
の
訳
語
に
満
足
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

「
喩
」
と
い
う
語
は
誤
解
を
招
き
易

い
。
因
明
は
、
響
喩
の

段
階
に
と
ど
ま
り
、
a
n
a
l
o
g
y
 

を
説
く
だ
け
で
、
正
確
性
を
期
す
る
論

証
を
な
し
難
い
、
と
人

々
は
思

っ
て
し
ま
う
。

師
子
覚
 (
B
u
s
j
t
d
u
k
d
j
h
a
)
 

に
由
来
す
る
思
想
か
も
し
れ
な
い
が
、
す

で
に
経
験
さ
れ
、
は
っ
き
り
と
知
ら
れ
て
い
る
事
項
に
も
と
つ
い
て
、

未
だ
は
っ
き
り
と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
事
項
に
ま
で
わ
た
る

一
般
的
法

則
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

『
雑
集
論
』
に
お
け
る

「立
喩
」
の
説
明
を
解
釈
し
て
い
う
。

『
「
所
見
の
辺
」
と
は
、
謂
は
く
、
已
顕
了

の
分
な
り
。
「
未
所
見

の

辺
」
と
は
、
謂
は
く
、
未
見
了
の
分
な
り
。
顕

了
の
分
を
以

っ
て
未
顕

了
の
分
を
顕
は
し
、
義
を
し
て
平
等
な
ら
し
む
る
、
あ
ら
ゆ
る
正
説
、

(
7
)

-
〔
こ

れ
を
〕
立
喩
と
名
つ
く
。』

帰
納
法
と
は
、
同
類
の
諸
事
物
の
あ
い
だ
に
通
ず
る
法
則
を
、
個
々

の
事
物
に
つ
い
て
見
出
し
て
、
真
理
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
方
法
は
、

一
面
で
は
同
類
の
事
項
を
集
め
、

他
面
で
は
異
類
の
事
項

を
排
除
し
て
、
そ
こ
か
ら
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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そ
れ

は
因

明

に

お

い

て
同

喩

・
異

喩

を
挙

げ

る

の

ど
、

基

本

的

に

は
同

じ

試

み

で
あ

る
。

だ

か

ら

因

明
学

に

お

け

る
論

証

は

、

演

繹

法

と
帰

納

法

と
を

合

し
た

も

の

で
あ

る

と

言

う

こ
と

が

で
き

る
。

た
だ

し

、

ダ

ル

マ
キ

ー

ル

テ

ィ
は
、

実

例
 
(
d
k
j
i
d
j
i
 

の
実

用

性

は

認

め

て

い
た

け

れ

ど

も
、

そ

れ

は
論

式

の
不

可

欠

の
支

分

で
あ

る

と

は
、

考

え

て

い
な

か

っ
た
。

す

な
わ

ち
、

か

れ

に
ょ

る

と

、

論

式

は
、

主

張

命

題

と

、

三
条

件

を

具

備

し

た
理

由

概

念

と

の
二

つ

の
部

分

に

ょ

っ
て

成

立

す

る

の

で
あ

り

、

実

例

は
単

に
理

解

を

助

け

る

便

宜

に
す

ぎ

な

か

っ
た

。

ま

た
実

際

の
例

と
し

て
は

、

(
一
)
 大

前

提

お

よ

び

大

前

提

の

適

用

さ

れ

る
既

知

の
事

例

、

(
二
)
 小

前

提

、

(
三
)
 結

論

と

い
う

順

序

で
述

べ
ら

れ

て

い
る

場

合

も

、

し

ば

し

ば

見

ら

れ

る

。

シ

ャ

ン
カ

ラ

ス
ヴ

ァ
ー

ミ

ン
は

い
う
、

『
実
例
は
二
種
類

あ
る
。

〈同
じ
性
質

に
よ
る
も

の
〉

と
、

〈異

な

っ
た
性
質

に
よ
る
も
の
〉

と
で
あ
る
。

そ
の
う

ち
で
先
ず
第

一
に

〈同

じ
性
質

に
よ
る

も

の
〉
と
は
、
理
由

概
念

が
 
(
主
張
命
題

の
述
語

と
)
 同
種
類

の
も
の
の
う

ち
に
の
み
存
在
す

る
こ
と
を
顕
示
す
る

と
こ
ろ

の
実
例

で
あ

る
。

例

え
ば
、

「造

り
出
さ
れ
た
も

の
は
す

べ
て
無
常

で
あ
る
と
経
験
さ
れ

る
。
例

え
ば
、

瓶

な
ど
が
 
(
そ
う

で
あ
る
)
」
と

い
う
場
合

〔
の
実
例
〕

で
あ

る
。

〈異

な

っ
た
性
質

に
よ
る
も

の
〉
も
ま
た
、
「
論
証
さ
る

べ
き

こ

と

が

ら

の

無

い
場
合
に
は
、

理
由
概
念
も
存
在
し
な
い
に
ち
が

い
な

い
」

と
い
う
こ
と

を
説
示
す
る
と
こ
ろ

の
実
例
で
あ
る
。
例

え
ば
、

「
常
住
な
る
も

の
は
、
す

べ
て
造

り
出

さ
れ
た

の
で
は
な

い
も

の
で
あ

る
と

経
験

さ
れ
る
。
例

え
ば
、
虚
空

が
そ
う

で
あ

る
」

と
い
う
場
合

〔
の
実

例
〕

で
あ
る
。

こ
の
場
合

に
は

「
常
住
」

と
い
う
語

に
よ

っ
て
、
「
無
常
性

の
無

い
こ
と
」

が
言

わ
れ
、
ま

た

「
造

り
出

さ

れ

た

の
で
は
な

い
も

の
」

と

い
う
語

に
よ

っ
て
、
「
造

り
出

さ
れ
た
も

の

で

あ

る

こ
と
の
無
」
が
言

わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
例

え

ば
、
「
無
」
と

は

「
有

の

無

い
こ
と
」

で
あ

る
よ
う

な
も

の
で
あ

る
。
』

四

「
実

例

を

挙

げ

る

こ
と
」

を
 
f
d
l
g
h
k
 と

い
う

。

(
外
国
人

の
訳
語

に

ょ

る

と
、
l
d
s
k
j
f
i
 
d
g
j
i
d
 
j
g
i
)
。

実

例

で
は

な

く

て
、

実

例

を

挙

げ

る

こ
と

な

の
で

あ

る

。
(
d
s
l
g
j
 
d
k
k
j

)

『
実
例
を
挙

げ
る

こ
と
と

は
、
論
証
さ
る

べ
き
も

の
と
の
共
通

性
に
も
と
つ

い
て
、
そ
れ
 
(
=
証
明
さ
る

べ
き
も

の
)
 の
属

性
を
も

っ
て
い
る
実

例

〔
を

示
す
命
題
〕

の

こ
と
で
あ
る
。』

〔
d
a
l
 
k
j
g
〕

s
l
g
o
g
-
k
d
v
e
 

(
黄

金

の
実

例
)
 と

い
う

場
合

も
、
d
i
e
 
A
n
a
-

l
o
n
g
i
e
 
d
e
s
 
s
d
k
j
g
 

(
k
d
l
s
j
g
 
d
k
g
j
i
)
 

と

訳

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

の
場
合

も
、

黄

金

の

「
馨

喩

」

で
は

な

く

て
、
黄

金

の

「
実

例

」

で

あ

る

と
思

う
。

〔
ヴ

ァ
ー

ツ

ヤ
ー

ヤ

ナ

の
解

釈

〕

『
証
明
さ
る
べ
き
も
の
と

の
共
通
性
と

い
う
の
は
、
両
者

が
性
質
を
共

有
し

て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

そ

の
論
証
さ
る

べ
き
も
の
と
の
共
通
性

と
い
う
理
由

イ

ン
ド
論
理
学

に
お
け
る
帰
納
法

の
意
義
 
(
中

村
)
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イ

ン
ド
論

理
学

に
お
け
る
帰
納
法

の
意
義
 
(
中

村
)

に
も
と
つ

い
て
、
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

〈論
証
さ
る

べ
き

も

の
〉

は

二
種

類
あ
る
。
(
1
)
 若
干

の
場
合
に
は
、
属
性

の
主
体

に
よ

っ
て

限
定

さ

れ

た

属

性
 
(す

な
わ
ち
主
体

に
属
す

る
属
性
)
 で
あ

る
。
例

え

ば

わ

れ

わ

れ
が

「
こ
と
ば

の
無
常
性
」
を
主
張
す
る
場
合
で
あ
る
。
(
2
)
 他

の
場

合

に

は

属
性
に
よ

っ
て
限
定

さ
れ
た

〈属
性

の
主
体
〉

で
あ
る
。

例
え
ば

「
こ
と
ば

は
無
常

で
あ
る
」

と
い
う
場
合

で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
こ
の
場
合
に
は
後
者
が

(
ス
ー
ト

ラ
に
お

い
て
)
「
そ
れ
」
と

い
う
語
で
意

味
さ
れ
て

い
る

の

で
あ

る
。
(
多
く
の
場
合

の
よ
う
に
証
明
さ
る

べ
き
性
質

を
意
味

し

て

い
る

の

で

は
な

い
。
何
故

そ
の

こ
と
が
解

る
の
か
?

何
と
な
れ

ば
、
「
そ
れ
」
と
は
別

に
属
性
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

そ
れ
の
性
質

の
状
態
が
あ
る
と

こ
ろ

の
も

の
、
-
そ

れ
が
実
例

で
あ
る
。
論

証
さ
る

べ
き
も

の
と

の
共
通

性

に
も
と
つ

い
て
、
そ
れ

の
属
性

の
存
在
す
る
と

こ
ろ
の
も

の
が
実
例
で
あ

る
。
論
証
さ
る

べ
き
も

の
と

の
共
通
性
の
故
に
、
そ
れ
の
性
質

を
も

っ
て

い

る
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
実
例
命

題

で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て

い

る
。

(
例

え

ば

「
こ
と
ば
は
無
常

で
あ
る
。
何

と
な
れ
ば
生
ず
る
性
質

の
あ
る
も

の
で
あ
る

か
ら
。
」
と

い
う
論
式
に
お

い
て
)
、
何
も
の
で
あ

ろ
う
と
生
ず
る
と

こ
ろ

の

も

の
は
、
生
起
の
性
質
を
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
生
じ
て
は
無

く
な

っ
て
し

ま
う
。
す
な
わ
ち
、
自
体
を
捨

て
る
、
即
ち
滅

び
る
。

そ
れ
故

に
無
常

な
の

で
あ

る
。

こ
う

い
う
わ
け

で
あ
る
か
ら
、

〈生
起
の
性
質

を

も

っ
て

い
る

こ

と
〉

と
い
う

の
が
論
証

の
た
め

の
手
段
 
(能

立
)
 で
あ

り
、

〈無
常

で

あ

る

こ
と
〉
が
論
証
さ
る

べ
き
も
の

(
所
立
)

で
あ

る
。

二

つ
の
性
質

が
同

一
の

物

に
お

い
て
論

証
さ
れ
る
も

の
と
論
証
す
る
も

の
と
し
て
存
在
す

る
と
い
う

関
係

は
、
(
二

つ
の
属
性
が
共
存
す
る
事
物

の
問

に
お
け

る
)
 共
通

性

に

も

と
つ
い
て
成
立

し
て
い
る
の
が
認

め
ら
れ

る
。

(
そ
れ
故

に
)
 ひ

と

が
実
例

に
関

し
て
そ
の
関
係
を
知
覚

し
た
な
ら
ば
、

〈
こ
と
ば
〉

に
関

し

て

も

そ

の

関
係

を
推
知
す

る
で
あ

る
。
「
こ
と
ば
も
ま
た
生
起

の
性
質

を

も

っ
て

い

る

も

の
で
あ
る
が
故

に
、
無
常

で
あ

る
。
例

え
ば

皿
な
ど

の
ご

と

し
」
。

こ
の

よ
う

に
、

二
つ
の
属
性

が
そ
れ
ぞ

れ
論
証

さ
る
べ
き
も

の
と
論
証
す

る
も

の

と
な

っ
て
い
る
関
係

が
そ
れ

に
よ

っ
て
例
示

さ
れ
る

と
い
う

の
が
実
例
命
題

で
あ

る
あ
る
。
』

(
9
)

『
あ

る
い
は
ま
た

〔実
例
を
挙
げ
る

こ
と
と
は
〕
、
そ
れ
と
反
対
 
(
v
i
i
t
a
)

で
あ

る
が
故

に

〔
=
証
明
さ
る

べ
き
命
題

の
主
語

と
異
種
類

の
も

の
で
あ

る

が
故

に
、
〕
反
対

の
も

の
で
あ

る

〔
=
主
語

の
特
性
を

も

っ
て

い
な

い
〕
実

例
を
述

べ
る
命
題

で
あ
る
。
』

〔
k
d
 
s
j
 
f
i
〕

〔
ヴ

ァ
ー

ツ

ヤ

ー

ヤ

ナ

の
解

釈

〕

『
実
例
が
例

で
あ
る

と
い
う

こ
と
か
、
今

こ
こ

で
問
題

と

さ

れ

て

い
る
。

(
他

の
種
類

の
)
 実
例
命
題
と
は
、
証
明
さ
る

べ
き
も
の
と
の
相

違
性
に
も

と
つ

い
て
そ

の
属

性
を
も

っ
て
い
な

い
と

こ
ろ

の
実
例
で
あ
る
。
例

え
ば
、

「
吉
声
は
無
常
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
生
起
の
性
質

を
も

っ
た
も

の
で
あ

る
か
ら
」
。
「
生
起

の
性

質
を
も

っ
て
い
な

い
も

の
は
常
住

で
あ
る
。

例
え
ば

ア
ー

ト
マ
ン
な
ど
で
あ
る
」

と

い
う
場
合
、

こ
の
ア
ー
ト

マ
ン
な
ど
は
実
例

で
あ
る
。
証
明
さ
る

べ
き
も

の
と

の
相
違

の
故
に
、
す

な
わ
ち
生
起

の
性

質

を
も

っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
実
例
 
(
ア
ー
ト

マ
ン
な
ど
)

は
そ
れ
 
(性
質

の
主
体
)
 の
性
質

を
も

っ
て
い
な
い
。
す

な
わ
ち
、

証
明
さ

る

べ
き
も
の
 (
属
性
主
体
)
 の
属
性

で
あ
る

〈
無
常
性
〉
は
、
そ
の
実

例
 
(
ア

ー
ト

マ
ン
な
ど
)
 の
う
ち
に
存
在

し
な

い
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、

こ
の
実
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例
、

ア
ー
ト

マ
ン
な
ど
の
う
ち
に
は
、

〈生
起
の
性
質

を
も

っ
て
い
る

こ
と
〉

と
い
う
特
質

は
存
在

し
な
い
か
ら
、

無
常
性

は
存

在
し
な
い
と
認
識
す

る
。

そ

れ
故
に

〈
こ
と
ば
〉

に
関

し
て
は
反
対

の
こ
と
を
推
知
す
る
。
-
「
〈

生

起

の
性
質
を
も

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
〉
が

こ
と
ば
の
う
ち
に
存
在

す

る
が
故
に
、

こ
と
ば
は
無
常

で
あ
る
、
と
。
実

例
命

題
と
は
、
実
例

と
の
共

通
性
あ
り
と
し
て
述

べ
ら
れ
た
理
由

が
、
証
明
さ
る

べ
き
も
の
と
共

通
性

を

も

っ
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ

の
性
質
を
も

っ
て
い
る

実
例

を

い
う

の

で

あ

る
。
ま
た
理
由
が
実
例
と

の
相
違
性
あ
り

と
し

て
説
か
れ

て
い
る
と
き
に
、

理
由

と
証
明
さ
る

べ
き
も

の
と

の
相
違
性

の
故

に
、
(
若
干

の
)
 実

例

命

題

は
そ
れ
の
性
質
を
も

っ
て
い
な

い
例
え

で
あ

る
。
前

者

の
実

例

の
場

合

に

は
、
実
例

の
う
ち
に
証
明
さ
る

べ
き
性
質

と
証
明
す

る
も

の
で
あ
る
性
質

と

を
認
め
る
な
ら
ば
、
証
明
さ

る
べ
き
も

の
に
関

し
て
も
、

一
方

の
性
質

が
証

明
さ
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
他
方

の
性
質

が
証

明
す

る
も

の
で
あ

る
と
い
う

関
係
の
あ
る
こ
と
を
推
知
す

る
の
で
あ
る
。

ま
た
後

者

の
実

例

に
関

し

て

は
、
二

つ
の
性
質

の
う

ち

一
方

の
性
質

が
存
在

し
な
い
な
ら
ば
他
方

の
性
質

も
存
在
し
な
い
こ
と
を
認

め
る
。

そ
う
し
て
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
、
論

証
さ

る

べ
き
も
の
に
関

し
て
も
、

一
方
の
性

質
が
存
在
し
な

い
こ
と
か
ら
他

方
の

性
質
も
存
在

し
な

い
。

こ
と
を
推

知
す
る

の
で
あ
る
。

こ
の
操

作
は
似

因
に

お

い
て
は
可
能

で
は
な
い
。

そ
れ
故
に
諸

の
似
因
は
正
し

い
理
由

で
は
な

い

も

の
で
あ
る
。
理
由

と
実
例
と

の
こ
の
成
立

し
得
る

こ
と
は
非
常
に
微
妙

で

あ

り
、
さ

と
り
難

く
、
聖
者
た
る
天
性

の
人

々
の
み
が

知

る

得

る

の

で
あ

る
。』

五

結
論
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
得
る
。

イ

ン
ド
人
は
こ
の
よ
う
に
実
例
の
重
要
性
を
知
悉
し
て
い
た
が
、
普

遍
に
属
す
る
事
例
を
挙
げ
る
の
み
で
、
多
数
の

経
験
的
事
実
を
体
系
的

に
組
織
す
る
こ
と
を
し
な
か

っ
た
。

こ
こ
に
、

イ
ン
ド
が
経
験
科
学

の

近
代
的
発
展
に
遅
れ
を
と
っ
た
理
由

の
一
つ
が
あ
る
と
思
う
。

ま
た
東
ア
ジ
ア
諸
国
で
、
実
例
と
響
喩
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
無
か

っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
は
、

こ
れ
ら
の
諸
国

で
論
理
学
が
発
展
し
な

か
っ
た
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)
『

方
便
心
論
』
(
大
正
蔵
、
三

二
巻

二
五
ペ
ー
ジ
中
)
。

(
4
)
 
p
a
j
f
d
k
d
j
f
i
d
r
 

中
村
邦
訳
、

二
六

八

ペ
ー
ジ
参
照
。

(
5
)
『

阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
第
十

六
巻
、
(
大

正
蔵
、

三

一
巻
七
七

一
ペ
ー

ジ
中
)
。

(
6
)
『

因

明
大
疏
』
中
本
 
(
国
訳
、

一
〇

七
ペ
ー
ジ
)
。

(
7
)
『

阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
第

十
六
巻
 
(
大

正

蔵
、
三

一
巻

七

七

一
ペ
ー

 

ジ
中
)
。

(
8
)
 
d
f
l
k
b
f
j
 

(
宇
井

『
仏
教
論
理
学
』
)
 
p
.
 
3
6
4

(
東
方
学
院
院

長

・
文
博
)

イ

ン
ド
論
理
学

に
お
け
る
帰
納
法

の
意
義
 
(
中

村
)
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