
室
観
の
記
號
論
理
學
的
解
明

中

村

元

一

論
理
學
は
普
遍
的
な

學
問

で
あ
る

べ
き
は
ず

の
も

の
で
あ
る
が
、
現
實

に
成

立

し
た
論
理
學
禮
系

は
、

何
ら
か

の
意
味

で
當
該
論
理
學
者
を
生

み
出

し
た
歴

史
的
就
會
的
基
盤
に
制
約
さ

れ
て
ゐ
る

の
が
歴
史
的
事
實

で

あ

る
。

「
因
明
」

す
な
は
ち
佛
教
論

理
學
も
恐
ら
く
佛
教

の
根
本
眞

理
乃
至
根
本
的
立
場

か
ら
何

ら
か
の
影
響
、
制
約

を
受
け

て
ゐ
る

の
で
は
な
か
ら
う
か
と
考

へ
ら

れ
る
。

と

こ
ろ
で
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

の
場
と
し
て
こ

ゝ
で
は
現
代

の
記
號

論
理
學
を
用
ひ
た

い
。
從
來

の
イ
ン
ド
論
理
學

の
研
究

は
、

「
ア
リ

ス
ト
テ
レ

ー
ス
論
理
學
」
と
呼
ば
れ
る
と

こ
ろ

の
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ー

ス
に
由
來
し
中
世

の
論
理
學
者

に
よ

つ
て
完
成
さ
れ
た
傳
統
的
な
形
式
論

理
學

の
立
場
か
ら
な
さ

れ
て
ゐ
る
。
し
か
し

こ
の
論
理
學
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言
語

に
も
と
つ

い
て
成
立

し
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
言
語

の
制
約
を
受
け
て
ゐ
る
黙
が
多

い
。
だ

か
ピ
そ
れ
は

一
つ
の
論
理
學

の
潮
流

と
し
て
、
比
較
研
究

の
た
め

の

一

つ
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
と

い
ふ
意
味
は
あ

る
が
、
そ
れ
を
基
準

と
す

る

こ
と
は
、

現
在
で
は
も

は
や
不
適
當

で
あ

る
。
そ

の
基
準
は
近
代

の
論
理
學
、

す
な
は
ち
記
號
論

理
學
或
ひ
は
藪

學
的
論

理
學
、

精
密
論
理
學
と
呼
ば

れ
る
も

の
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
な

い
。

伊か

ゝ
る
研
究

の
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
す

で
に
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
シ
ャ
イ

エ
ル

(
1
)

s
t
.
 
SO
c
h
a
y
e
r
)
 に
よ
つ
て
唱
導

さ
れ
、
現
在

で

は
ア
メ
リ
カ

・
ハ
ー
ブ
ー

ド

大
學

の

イ

ン
ゴ

ー

ル
ズ
 
(D
a
n
ie
l
 H
.
 
H
.
 In
g
a
ls)
 教

授

が
新

ニ
ヤ

ー

(
2
)

ヤ
派

に
つ
い
て
、

注
目
す

べ
き
成
果
を
墨
げ

て
ゐ
る
。

筆
者
は
記
號
論

理
學
を

一
種

の
リ
ト

マ
ス
試
験
紙

と
し
て
佛
教
論
理
學

に
適
用
し
て
み
よ
う

と
思
ふ
。

す

な
は
ち
、

佛
教

の
論
理
思
想

を
能

ふ
限
り
詑
號
論
理
學

の
籔
式

を
適

用
し
て

表

現
し
て
み
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

さ
う
す

る
と
、
現
代

の
論
理
學

者
が
常

識
的

に
理
解
し
て
ゐ
る
も

の
と
の
間

に
重
大
な
ず
れ
や
喰
ひ
運

ひ
を
護

見
す

る

こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
を
手
が
か
り

に
し
て
佛
教

の
論
理
思
想

の
特
徴

を
明
ら

か
に
し
、
そ

こ
に
佛
教
的
思
惟
と
し

て
の
塞
襯

の
影
響

を
認

め
た
い
と
思
ふ
。

も

ち
ろ
ん
記
號

論
理
學
は
西
洋
的
思
惟

の
基
盤

か
ら
現
れ

出

た
も

の

で
あ

る
。

イ
ン
ド
に
も
記
號
的
思
惟
は
存
在

し
た
が
、

可
攣
的
部
分
 
(
v
a
r
ia
b
le
)

と
し
て
の
記
號

に
よ
る
思
惟
は

つ
ひ
に
現
れ
な
か

つ
た
や
う

で

あ

る
。

(
こ

の

(
3
)

黙

は
他

の
機
會
に
論
じ
て
お
い
た
か
ら
、

こ

ゝ
で
は

省
略

す

る
。
)
だ

か
ら
、

い
ま
わ
れ
わ

れ
の
め
ざ
す
考
究
に
お

い
て
も
西
洋
的
思
惟

の
所
産

を
以

て
東
洋

の
思
惟
を
わ
り
切
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る

の
は
冤
れ
な

い
が
、

し
か
し
現
在
と

し
て
は
記
號
論
理
學
が
い
つ
そ
う
す
ぐ
れ
た
、

よ

り

進

歩

し

た

論

理
學

で
あ

り
、

既
存
諸
言
語

の
制
約
を
離
れ
て
ゐ

て
、
そ

の
た
め
に
ま
た
イ

ン
ド

思
想
乃

至

イ
ン
ド
論
理
學

の
解
明

の
た
め
に
よ
り
好
都
合
で
あ
る
と
い
ふ
な

ら
ば
、

や

は
り

こ
れ
に
た
よ
る

べ
き
で
あ
ら
う
。

從
來

の
イ
ン
ド
論

理
學
研
究
者
が
西
洋

の
傳
統
的
論

理
學

の
立
場

に
立

つ
て

窪
観

の
記
號
論

理
學
的
解

明

(
中

村
)
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空
観

の
記
號
論

理
學
的
解
明

(
中

村
)

研
究
し
て
ゐ
た
た
め
に
、

イ
ン
ド
論

理
學

の
膿
系
は
は
な

は
だ
不
齊

合
で
あ

る

と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
近
代

の
論

理
學

の
立
場
か
ら
吟

味
す
る
と
、

そ
れ
は

少
し
も
不
齊
合
な

の
で
は
な

く
て
、
却

つ
て
西
洋

の
傳
統
的
論

理
學
が
無
用
な

規
則
を
固

執
し
て
ゐ
た
こ
と
の
到
明
す
る
場
合
が
少
く
な

い
。
い
ま
そ

の
實

例

を
若
干
指
摘
し
て
み
よ
う
。

ア
リ

ス
ト

テ
レ
ー
ス
に
由
來
す

る
傳
統
的
論
理
學
に
お

い
て
は
、
概
差

)の

も

の
は
常
に
主
格
 (
n
o
m
in
a
tiv
e
)
 で
表
示
さ
れ
ね
ば

な
ら
な

か
つ
た
。

イ
ン

ド

の
論
式
に
お

い
て
も
、

同
様

に
主
格
を
以

て
表
示
さ
れ
る

こ
と
が
非
常

に
多

い
。
例

へ
ば
、

煙

を
見

て
火

の
存

在
を
知
る
場
合

の
論
式
に
書

て
は
、
(6

)

『
か

の
山
は
火

を
有
す

る
も

の
な
り
。
』
(p
a
r
v
a
to
 y
a
n

v
a
h
n
im
a
n
)

と
い
ふ
。
し
か
し
な

が
ら
こ

の
論
式

に
お
い
て
主
張
命
題
は
し
ば

し
ば

(
6
)

『
こ
ゝ
に
火
あ

り
』
(a
g
n
ir
a
tra
)

と

い
ふ
文
章
で
表

現
さ
れ
る
。
普
通

の
サ
ン

ス
ク
リ

ツ
ト
文
法
書

に
よ
る

と
、

「火

」
が
主
語
で
あ
り
、

「
こ

ゝ
に
あ
り
」

が
述
語

で
あ
る
と
読
明

さ

れ

る
。

と

こ
ろ
が
イ

ン
ド

の
論

理
學
者

た
ち
に
よ
る
と
、
「
こ

ゝ
に
」
(a
tr
a
)

が
主
張

命
題

の
主
語

(p
a
k
s
a
)

な

の
で
あ
る
。

西
洋

の
傳
統

的
論

理
學

の
膿
系
に
慣

れ
て
ゐ
る
人

々
の
眼

に
は
、

イ
ン
ド

の
か

ゝ
る
表
現
形
式
は
は
な

は
だ
錯
難
し

て
ゐ
る
や
う

に
見

え
る
。

(
つ
ま
り
西
洋

の
傳
統
的
論
理
學
に

よ

る

と
、

前
者

は
包
囁
釧
箇

で
あ
り
、

後
者

は
存
在
到
断

で
あ
る
。
)

 

し
か
し
近
代
論

理
學

の
立
場

か
ら
見

る
と
、

そ
れ
は
少

し
庵

奇
異

で

は

な

い
。
プ

ー
ル
 
(
B
o
o
le
)
 及
び

シ

ュ
レ
ー
ダ

ー
 
(s
c
h
ro
d
e
r)
 の
論
理
代
籔
學

の
立
場

で
は
、
煙
を

a
、
火
を

b
と
す

る
と
、

(
7
)

-
a
+
b
=
1
ま

た
は

a
<
b

で
表

示
さ
れ
る
。
(
前
者

の
式

の
表
示
す

る
意
味
は

「
あ
ら
ゆ
る

も

の
は

a
な

ら
ざ
る
も

の
か
ま

た
は
b

で
あ
る
」

と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
)
或

ひ

は

他

の
式

を

用

ひ

る

と

a
-
b
=
0

(
a
で
あ

つ

て
b

で
な

い
も

の
は

有

り
得

な

い
)

(
8
)

a
b
=
a
(
a
に
し

て
b
で
あ

る
と
こ
ろ
の
も

の
は

a
で
あ
る
)

と
表
示
さ
れ
る
。

し
か
ら
ば

こ

ゝ
で
は
主
格
を
用
ひ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
い
ふ

傳
統
的
論
理
學

の
問
題
は
解
浩
し

て
し
ま
ふ

の
で
あ
る
。

ま
た
イ

ン
ド

の
論
理
學
は
全
構
肯
定
剣
断
を
主
と
し
て
扱
ひ
、
全
構
否
定
剣

臨

は
全
構
肯
定
到
断
に
書
き
換

へ
て
し
ま
ふ

こ
と

が

多

い

(e
.
 
g
.
 an
it
y
a
h

s
a
b
q
a
h
)
。
ま
た
特
穆
釧
断

と
い
ふ
も

の
に
特
別

の
位
置
を
與

へ
て
ゐ
な

い
。

こ
れ
は
イ
ン
ド
論
理
學
が
不
精
密

で
あ
る
か

の
ご
と
き
印
象

を

與

へ
て

ゐ

た

が
、

し
か
し
必
ら
ず
し
も

さ
う
は
言

へ
な

い
の
で
あ

つ
て
、

こ

の
四
種

の
匠
別

そ
の
も

の
も
現
代

の
論

理
學

に
お
い
て
は
解
清
し
て
し
ま

つ
た
。
も
ち
ろ

ん
か

ゝ
る
到
漸

の
種

別
を
論

理
代
藪
學
に

お
い
て
表
現
す

る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。

A
 

A
ll
 a
 is
 b
: 

a
n
b
;
 ab
=
a
;
 a
-
b
=
0
.

E
 

N
o
 a
 is
 b
:
 

a
n
-
a
;
 a
-
b
=
a
;
 ab
=
0
.

I
 

s
o
m
e
 a
 is
 b
:

 
a
-
b
≠
a
;
 ab
≠
0
.

O
 
s
o
m
e
 a
 is
 n
o
t
 b
:
 a
b
≠
a
;
 a
-
b
≠
0
.

し
か
し
か

ゝ
る
四
種

の
匿

別
は
、
表
示

の
よ
り
多
様
な
可
能
性

の
う
ち
に
含
ま

(
9
)

れ
て
、
特
別
に
重
要
な
意
義
を
主
張
し
得
な

い
。
ま
た
論
理
代
籔
學

で
は
實
在

し
な

い
も

の

(
0
で
表
示
さ
れ
る
)
を
主
語
と
す
る

全
構
釧
断

は

眞

で

あ

る

が
、
特
構
剥
断
ば
 
in
v
a
id
 で
あ
る
と
し
て
、

こ

の
場

合
の
直
接
推
理
を
否
認

(
10
)

し
て
ゐ
る
。

も

つ
と
も
論
理
計
算

で
は
眞
偏

の
問
題
を
除
外
す
る

か
ら
直
接
推

理
は
成
立
す
る
。

(
x)
s
xh

(
E
g
)
・s
a

(
1
1)

す
な
は
ち

s
a
.s
b
c
c
.…
…
:
∩
o
a
<
o
b
<
o
6
…
…
.
 
し
か
し
直
接
推

理

と

い

ふ
名
構
は
與

へ
ら
れ
て
ゐ
な

い
。
〔
さ
う
し
て
論
理
代
藪

學

で

は

特
禰
到
断
を
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含
む
推
論
を
表
現
す
る

の
に
、
特
稔
と
い
ふ
特
別

の
カ

テ
ゴ

リ

ー

を

立

て

な

い
。
例

へ
ば

(
12
)

E
1
0
 

a
b
n
O
. 
b
o
≠
o
. 
a
-
c
≠
0
.〕

ま
た
特
構

到
断

に
關
連
し
て
言

は
れ
得

る

こ

と

で

あ

る

が
、
主

と
し
て
シ

ナ

・
日
本
で
は
特
構
側
噺
は
存
在
到
断

の
形
式
を
以
て
表
現
さ
れ
る

こ
と
が
多

か
つ
た
。
例

へ
ば
、

有
人
日
、

…
…

花
見
に
行

く
人
も
あ
る
。

と

こ
ろ
が
論

理
計
算

に
よ
る
と
、

劣
を

「
人
」
、
9
を

「
花
見
に
行
く
」
に
あ

て

る
と
、

(13
)

(E
8
)c
x
.=
.～
(
x
)
.～
s
x

で
示
さ
れ
る
。

こ
の
意
味
内
容
は
言
語

表
現

の
上
で
は
特
構
側
噺
と
し
て
も
存

在
到
箇

と
し
て
も
表
現
し
得
る
。

し
か
ら
ば

こ
の
黙

で
は

シ
ナ
人

・
日
本
入

の

言

語
表
現
が
非
論
理
的

で
あ
る
と

い
ふ
非
難

は
當
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。

(
14

)

次

に
間
接
推

理
に

つ
い
て
見
る
に
、

こ
れ
は

シ
ャ
イ

エ
ル
の
指
摘

し
た

こ
と

で
あ
る
が
ミ
イ
ン
ド
論

理
學
に

お
け
る
結
論
、
す
な

は
ち
主
張
命
題
に
は

二
つ

の
表
現
法
が
あ
る
。

一
つ
は

「
煙
を
有
す

る
も

の
は
火
を
有

す

る

も

の
で

あ

る
」
(
y
o
 y
o
 d
h
q
m
a
v
a
n
,
 so
'g
n
im
a
n
)
 で
あ
り
、

他
は

「
煙

の
あ
る
と

こ

ろ
に
は
火
が
あ
る
」

(y
a
tr
a
 y
a
tr
a
 q
h
u
m
a
g

ta
tra
 ta
tra
g
m
h
)
 で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ー
ス
か
ら
護

し
て
西
洋

中
世

に
完
成
さ

れ
た
傳

統

的
論

理
學
に

診
い
て
は
、

前
者

の
み
が
扱
は
れ
て
ゐ
た
。
後
者
は
前
者

の
や

う

な
全
禰
肯
定
到
断

(
A
)
に
書
き
換

へ
ら
れ
る
か
、

さ
も
な

く
ば
假
言
到
箇

の
か
た
ち
に
書
き
換

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
。

と
こ
ろ
が
記
號
論

理
學

の

立
場
に
立
つ
と
、
後
者

の
表
現
形
式
が
原
型
を
保
存

し

つ
ゝ
解

明
さ
れ
得
る
。

す

な
は
ち
後
者

の
實

例
全
燈
が
次

の
や
う

に
読

明
さ
れ
る
。

*

(1)

主

張

(
宗

)

y
g
 

s

(
こ

の
山
)

に
火

あ

り

*

(2)
理
由

(
因
)
o
s
 

s
(
こ
の
山
)
に
煙
あ
り

(3)
周
延
關
係
 
(
v
y
a
p
ti)
 の
確
定

(
喩
)

(
x
)o
x
∪
4
x
.
 ど
こ
で
も
任
意

の
場
所

劣
に
次

の
法
則
が
適

合
、

す

る
。

劣
に
煙

が
あ
る
と
き
に
は

幻
に
火
も

ま
た

存
在
す
る
。

*

(4)
適

用
 
(合
。

p
a
k
s
a
d
h
a
rm
a
ta
 の
確

定
)

o
s
.∪
y
s
.
 

そ

の
規

則

は

x
=
s
(
p
a
k
sa
)
 に

關

し

て
も

適

合

す

る
。

*

(5)
結

論
 
(結
。

aa
d
h
y
a
 の
確
認
)

規
則

は

x
=
a

に
も
適
合
す
る
し
、
s
s

と
い
ふ
陳

述
が
眞

で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
故

に

言

と
い
ふ
陳
述

も
ま
た
眞

で
あ

る
。

從
來
イ

ン
ド
論

理
學
の
研
究
は
西
洋

の
傳
統
的
論

理
學
を
基
準

と
し
て
行

は

れ
た
。

し
た
が

つ
て
五
分
作
法
が

五
つ
の
支
分
を
有
す

る
の
は
冗

長
で
あ
り
、

實
際
は
三

つ
だ
け
で
よ

い
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た
。

し
か
し
記
號
論

理
學

を
使

つ

て
解
明
す
る
と
、

五

つ
の
支
分
に
そ
れ
ぞ
れ
場
所

が
與

へ
ら
れ
る

の
で
あ
り
、

決
し

て
冗
長
な
も

の
で
は
な

い
と
い
ふ
こ
と
が
理
解
さ
れ
得

る
。

 

と
こ
ろ
で
上
に
墾
げ
た
論

式
を

一
つ
の
條
件
文
に
要
約

す
る
と
、

(
x
)
c
X
.∪

y
x
:
o
s
.∪
y
s
.

と
い
ふ
式

で
表
現
さ
れ
る
 
(
ラ

ツ
セ
ル
の
い
ふ
 
th
e
o
r
y

o
f
 a
p
p
a
re
n
t
 v
a

r
ia
b
le
s)
。
可
攣
的
部
分
 
(
v
a
ria
b
le
)
 で
あ

る

%
の
す

べ
て
の
値

に

勢

し
、

p
と
い
ふ
陳
述
作
用
が

ψ
と

い
ふ
陳
述
作
用
を
含

め
て
意
味

し
て
ゐ
る
と
す

る

と
、
翼

と

い
ふ
陳
述

は

言

と

い
ふ
陳
述

を
含

ん
で
ゐ
る
。

イ

ン
ド

の
前
掲

の
例
に

つ
い
て
い

へ
ば

空
襯

の
記
號
論

理
學
的
解
明

(
中

村
)

-225-



空
観

の
記
號
論

理
學
的
解

明

(
中

村
)

φ
=
…
…
の

上

に
煙
あ
り
、

ψ
=
…
…
の

上

に
火
あ
り
、

α
=
こ
の
山

だ
か
ら
、
私
見

に
よ
れ
ば
、
前
掲

の
詳

し
い
五
分
作
法

の
論
式
を

一
つ
の
條
件

文

の
か
た

ち
に
要
約
さ
れ
た
も

の
が
、

い
ま

こ

ゝ
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
も

の
で
あ

り
、

そ
れ
が
デ

ィ
グ

ナ
ー
ガ
の
論

理
學
改
革
と
呼
ば
れ
る
も

の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
デ

ィ
グ

ナ
ー
ガ
以
後

の
佛
教
論

理
學

の
論
式
は
、

西
洋

の
形
式
論

理
學

の

や
う

に
三
つ
の
文
章
よ
り
な
る

の
で
は
な
く
て
、

三
支
作
法
全
腱

が

一
つ
の
文

章

で
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
多

い
。

シ

ャ
イ

エ
ル
が
す

で
に
指
摘
し

て
ゐ
る

こ
と
で
あ
る
が
、

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ー

ス
の
推
論
は

二
つ
の
包
囁
關
係

の
間

の
 
im
p
lic
a
tio
n
 で
あ

る
。
(
す

な
は
ち

一
方

で
は
 
s
a
M
.
 M
a
P
 と
他
方

で
は

s
a
P
 で
あ
る
。
)

と
こ
ろ
が
、

イ

ン
ド

の
推

理
は
二
つ
の
陳
述

の
間

の
 
im
p
lic
a
tio
n
 よ

り

成

る

(
す
な
は
ち

一
方

で
は

o
xU
y
x
、
他
方

で
は

y
s

で
あ
る
。
)
。

(15
)

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ー

ス

の
推

理
 

s
a
M
.
 M
a
P
.U
s
a
P
.

イ

ン
ド

の
論

理
 

(
x
)
s
xU
y
x
=
3
s
:U
y
s
.

1
 

s
t
.
 scb
a
y
e
r
:
 u
b
e
r
 d
ie
 
M
e
t
h
o
d
e
 de
r
 
N
y
a
y
a
-F
o
r
sc
h
u
n
g

(F
e
stsc
h
r
ift
 M
o
r
itN
 W
i
n
t
e
r
n
i
t
u
,
 

L
e
ip
u
ig
 1
9
3
3
.
 
s
.
 24
7
-
2
5
7
.
)

な

ほ

同
教

授

の
 
A
n
fa
n
g
e
 d
e
r
 A
u
ss
a
g
e
n
lo
g
ik
 
in
 Hn
d
ie
n
 (
B
u
j

U
e
t
in
 d
e
 l
'A
c
a
d
s
m
ie
 P
o
lo
n
a
is
e
 d
e
s
 S
c
ie
m
e
s
 e
t
 d
e
s
 L
e
ttr
e
s
,

C
ra
o
o
v
ig
 
19
3
3
)
 は
ま

だ

被

見

の
機

會

を
得

な

い
。

2
 

D
a
n
ie
l
 H
e
n
r
y
 H
o
lm
e
s
 ln
g
a
U
s
:
 M
a
t
e
r
i
a
s
 

fo
r
 th
e
 s
tu
d
y

o
f
 N
a
v
y
a
-Z
y
a
y
a
 L
o
g
ic
.
 H
a
r
v
a
r
d
 O
rie
n
ta
l
 s
e
r
ie
s
,
 vo
l
.
 40
.

C
a
m
b
rid
g
e
,
 M
a
ss
.
,
 
19
5
1
.
 な

ほ
同

氏
は

シ

ャ

ン

カ

ラ

の
無

明

の
観

念

の
う

ち

に
多

値

論

理
學

的
思

惟

の
繭
芽

を

認

め

て

ゐ

る
 
(
S
a
m
k
a
r
a
 o
n

th
e
 O
u
e
st
io
n
:
 W
h
o
s
e 
is
 a
v
id
y
a
?
 
P
h
n
o
so
p
h
y
 
E
a
s
t
 a
n
d

W
e
s
t
,
 
v
o
l
.
 
IH
I
,
 no
.
 1
,
 19
5
3
,
 pp
.
 69
 f
.)
。
も

し

そ

の
議

論

を

探

用

す

る
な

ら
ば
、
佛

教

の
無

明
に
も
同
様

の
意
義

を
認
め
る
こ
と
が

で
き

る

は
ず

で
あ

る
。

3

 
拙

稿

「
思

惟

と
表

現

形

式
」

(
筑
摩

童
日
房

「
哲

學

講

座

」
第

一
巻

一
六

八

頁

以

下

)
。
な

ほ
イ

ン
ド

の
論

理
學

は
敷

學

と

結

び

つ

か

ず
、

を

し

ろ

文

法

學

と

結

び

つ

い

て
磯

展

し

た
。

(
I
n
g
a
ls
:
 T
h
e
 C
o
m
p
a
ris
o
n
 o
f

Hn
d
ia
n
 a
n
d
 W

e
s
te
m
 
P
h
ilo
so
p
m
y
.
 T
h
e
 Jo
u
m

a
l
 o
f
 O
r
ie
n
ta
l

R
e
se
a
rc
h
 M
a
d
r
a
s
,
 X
X
H
I
,
 19
5
4
,
 p
.
 1

f
.)

4
 

C
a
r
i

r
a
n
t
l
:
 G
e
s
c
h
ic
h
t
e
 
d
e
r
 L
o
g
ik

i
m
 
A
b
e
n
d
l
a
n
d
e
,
 B
d
.

H
,
 S.
 30
2
.
 (須

藤
新

吉

先

生

の
御

教

示

に

よ

る
。)

5
 

e
.
 g
.
 T
a
r
k
a
b
h
a
s
a
,
 s
.
 v.
 a
v
a
y
a
v
a
h
 

c
b
.
 Ta
rk
a
sa
m
g
r
a
b
a
,

A
n
u
m

a
n
a
p
a
r
i
c
h
e
d
a
.

6

『
因

明

入

正

理
論

』

梵

文

(
宇

井

博

士

『
佛

教
論

理
學

』

三
七

四
頁

)
。

a
g
n
ir
 a
tr
a
,
 du
i
m
a
t
 (
N
y
a
y
a
b
in
d
u
 
II
,
 1
8)

7
 

C
.
 H
.
 
L
e
w
is
 a
n
d
 C
.
 H
.
 L
a
n
g
jo
rd
:
 s
y
m
b
o
lic
 L
o
g
ic
,
 p
.
 34
.

8
 

ib
.
 p
.
 67
.

9
 

ib
.
 p
.
 5
1
.
 cf
.
 p
.
 58
.

10
 

ib
.
 pp
.
 62-

6
4
.

11
 

ib
.
 p
.
 94
.

12
 

ib
.
 p
.
 6
1
.
 cf
.
 p
.
 10
1
.

13
 

ib
.
 p
.
 93
.

14
 

s
c
h
a
y
e
r
:
 op
.
 cit
.

15
 

從

來

の
傳

統

的
論

理
學

に

お

け

る
全

構

肯

定

剣
断

(
A
)

は
、

記

號
論

理
學

の
立

場

か

ら

は
、

二

っ

の
概

念

の
間

に
成

立
す

る
可

能

的

な

種

々

の

關

係

の
う

ち

の

一
つ
に
す

ぎ
な

い
と

い
ふ

黙

で
、

小
文

字

の

a
を

以

て
表

示

す

る

こ
と

が
、

一
部

の
論

理

學

者

に

よ

つ
て
行

は

れ

て

ゐ

る
。

末

木

氏
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の
教
示
に
よ
る
と
、

o
c
h
e
n
sk
i
:
 
A
n
c
ie
n
t
 F
o
rm
a

L
o
g
ic
.
 
N
o
rt
h

H
o
lla
n
d
 19
5
3
.
 に
も
使

は
れ
て
ゐ
る
と

の
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
現
在

多
く

の
學
者
は

こ
れ
を
用
ひ
な

い
や
う
で
あ

る
。

二

と
こ
ろ
で
近
代

乃
至
現
代

の
論
理
學
を
塞
観

の
解
明

に
適
用
す

る
と
、
ど
う

い
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ

ら
う

か
。

〔
一
〕
イ

ン
ド

の
哲
學
書
に
は
、
關

係
代
名
詞
を

い
く

つ
も

用
ひ
た
複

文
よ

り
成
る
陳
述
が
非
常
に
多

い
。
そ
れ
ら
は
西
洋

の
傳
統
的
論
理
學

の
表
現
形
式

に
書
き
か

へ
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
か
、
或
ひ
は
サ

ン
ス
ク
リ

ッ
ト
文

の
表
現
に
無
理
を
加

へ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
と

こ
ろ
が
記
號
論

理
學
で
は
そ

れ
が
割

合
に
樂
に
で
き
る

の
で
あ
る
。

例

へ
ば
、

龍
樹

の
主
張

『
甲
に
依
存
し
て
乙
が
あ

る
と
き
、

甲
が

乙
と
別
異
な
る
も

の
で
あ
る

と

い
ふ
こ
と
は
有
り
得
な

い
。』

(『
中
論

』
四

ノ
五
)

Y
a
t
p
ra
t
1ty
a
 c
a
 y
a
t
,
 
ta
s
m
a
d
 a
n
y
a
n
 n
o
p
a
p
a
d
y
a
te
.

と
い
ふ
命
題
は

(
x
,y
)
.xR
y
.U

(
x
≠
y
)
.

(
劣
と

g
と
が
關
係

が
あ

る
と
き
、

x
と

g
と
が
同

一
で
な

い
と
い
ふ
の

は
誤
り
で
あ
る
)

(
1
)

と
表
示
し
得
る
。

こ
れ
は

シ
ャ
イ

エ
ル
の
指
摘

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

し
か
し

『
中
論

』
全

膿
と
し
て
ね
相
互

に
關
係
あ
る

二
つ
の
も

の
が
不

一
不
異
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

を
主
張
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る

か
ら
、

『
中
論
』

の
基
本
的
立
場
す

な

は

ち
縁
起

説
は
家

の
や
う
に
表
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

(x
,y
)
.xR
y
.U
.

(x
≠
y
)
.
(x
=
y
)
.

こ
れ
は
嘉
群

大
師
吉
藏

の
い
ふ

一
異
門
破
を
論

理
學
的
に
表
現
し
た
わ
け
で
あ

る
。

〔
二
〕

さ
て
中
観
派
に

お
け
る
塞

の
論

謹
を
見
る
に
、
個

々
の
場
合

の
議
論

に
は
、

形
式
論
理
學
乃
至
記
號
論
理
學

の
原
則
を
充
分
に
守

つ
て
ゐ
る
。

(1)
例

へ
ば

「
ニ
ル
ブ
ー
ナ
が
非
有

且

つ
有

で
は
あ

り
え
な

い
」
と

い
ふ
こ
と
を

論
謹

し
て
、

『
ニ
ル
プ
ー
ナ
の
う
ち
に
ど
う

し
て
非
有

と
有

と
の
爾
者
が
あ
ら
う
か
。

こ
の
爾
者
が
同

一
の
と

こ
ろ
に
存

し
得
な

い
こ
と
は
、

あ
た
か
も
明
と
暗

と

の
ご
と
く
で
あ
る
』
(
『
中
論

』
二
五

・
一
四
)

と
い
ふ
。

こ
れ
を
チ

ャ
ン
ド
ラ
キ
ー

ル
テ

ィ
は
解
羅

し
て
い
ふ
、

『
宥

と
無
と
は

と
も
に
互
ひ
に
矛
盾

し
て
ゐ
る
か
ら
、

ニ
ル
プ

ー
ナ
と
い

ふ

一
つ
の
も

の
の
う
ち
に
爾
者

が
と
も

に
存

在
す
る

こ

と

は

あ

り

得

な

(2
)

い
。
』

こ
こ

で

は
形

式

論

理
學

に

い
ふ
矛

盾

律

を

適

用

し

て
ゐ

る

の
で
あ

る
。

と

こ

ろ

で
プ

ー

ル
に

よ

る

と
、

「
何

も

の
も

x
と

非

x
で

は
あ

り

得

な

い
」

と

い

ふ

こ

と

は
x
(
1
-
8
)
=
x
-
x2
=
x
-
x
=
0

(3
)

と

示

さ

れ
る
。

シ

ュ
レ

ー
ダ

ー

に
よ

る

と
、

(4
)

a
(
-
a
)
=
0
=
-
a
a
.

と

示

さ

れ
、

現

代

の
論

理

學

で
は

-

(p
.
-p
)

(5
)

と
示
さ
れ
る
。
さ
う
し
て

シ
ュ
レ
ー
ダ

ー
の
論

理
代
藪
學
に
よ
る
と
、

a
が

a

で
あ

つ
て
し
か
も
無

で
あ
る
な
ら
ば
、

a
は
無

で
あ
る
。

(6
)

a
×
0
=
0

ま

た
、
例

へ
ば
、

現
在
去
り

つ
ゝ
あ

る
現

在
と

い
ふ
も

の
が
有
り
得
な

い
と

窒
襯

の
記
號
論
理
學
的
解
明

(
中

村
)

-227-



空
観

の
記
號
論

理
學
的
解

明

(
中

村
)

い
ふ
こ
と
を
主
張
し
て

『
す

で
に
去

つ
た
も

の
と
未
だ
去

ら
ざ

る
も

の
と
を

離

れ

て
、
「
い
ま
去

り

つ
ゝ
あ

る
も

の
」
と

い
ふ
他

の
第

三
の
世
路

の
種
類

を
わ
れ
わ

れ
は
認

(
7
)

め
な

い
。』

と
い
ふ
。

こ
の
議
論
は
排
中
律
に
從
つ
て
ゐ
る

り
で
あ
る
が
、

そ
れ
は

シ
ュ
レ
ー
ダ

ー

に
よ
る
と

a
+
I
a
=
1

(8
)

と
示
さ
れ
る
。

さ
て
主
要
な
思
考

の
法
則
を

こ
の
や
う
に
適
用
し
て
龍
樹
は

研
究
を

進
め
て

行

く
の
で
あ
る
が
、

か
れ
は
佛
教

の
傳

統
的

な
考

へ
に
從

つ
て
、
わ
れ
わ
れ

の

存

在
を
構
成
す
る
幾

つ
か
の
領
域
ま
た
は
要
素

に
わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
分
析
し

て
、
そ

の

一
つ

一
つ
に
つ
い
て
塞
な
る
所
以
を
論
謹

し
て
ゐ
る
。

例

へ
ば

か
れ

は
わ

れ
わ
れ

の
存
在
を
構
成
す

る
六

つ
の
機
官

(
六
根
)
と
そ
れ
に
封
憲

す
る

六
つ
の
樹
象
領
域

(
六
境
)
に

つ
い
て
、
先
づ

視
畳
機
官

が
塞

で
あ
る
と
論
謹

(
9
)

し
て
他

の
諸
機
官
及
び
諸

の
樹
象
領
域
も
同
様

で
あ
る

と
主
張
す

る
。

ま
た
五

つ
の
あ

つ
ま
り

(
五
薙
)
に

つ
い
て
も
、

そ
の

一
つ
で
あ
る
物
質
的
な
か
た
ち

(
10
)

(
色
)
を
論
じ

て
、
そ

の
論

理
を
他

の
四
つ
に
適
用
す
る
。

そ
れ
に
よ

つ
て
塞

観

の
立
場

に
お
け
る
無
我
読

が
成
立
す
る

こ
と
に
な
る
。

と

こ
ろ
で
こ

の
論

理

は
、

シ
ュ
レ
ー
ダ

ー
の
論

理
代
籔
學
に
よ
る
な
ら
ば
、

「も

し
も

a
=
0
,
 
b
=
0
,…
…
で

あ

る
な
ら
ば
、

a
+
b
+
…
…
=
o
」

(
1
1
)

の
か
た
ち
で
示
さ
れ
得
る
。

〔
三
〕
ま
た
從
來
西
洋

の
傳
統
的
論

理
學

の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、

龍
樹

の
立
論

が
明
ら
か
に
形
式
論

理
學
的
な
誤
謬
を
犯
し

て
ゐ
る

に
も

か

瓦
は

ら

ず
、

二
値
論
的

な

シ
ュ
レ
ー
ダ

ー
の
論
理
代
藪
學

の
立
場
か
ら
見

る
と
誤
謬

に

は
な
ら
ず
、

正
し

い
立
論

で
あ

る
場

合
が
あ
る
。

例

へ
ば

龍
樹

は
い
ふ
、

『
も
し
も

何
か
不
塞

と
い
ふ
も

の
が
あ
る
な
ら
は
、

何
か
塞

と
い
ふ
も

の

が
あ
る
で
あ
ら
う
。

し
か
る
に
不
塞
と
い
ふ
も

の
は
何
も
存
在
し
な

い
。
ど

こ
に
室
と

い
ふ

(
12
)

も

の
が
あ
る
で
あ
ら
う

か
。
』

(『
中
論
』

二
二
・
七
)

こ
の
頽

の
前
牛
は
假
言
到
薗

で
あ

る
。
だ

か
ら

こ
の
命
題
か
ら
導
き
出

し
得

る
こ
と
は
、

「
何
か
塞
と
い
ふ
も

の
が
あ

る
で
あ
ら
う
」
と

い
う

後
件

の
否
定

か
ら

「
も
し
も
何
か
不
塞

と
い
ふ
も

の
が
あ
る
な
ら
ば
」
と
い
ふ
前
件

の
否
定

を
導
き
出
し
て
來

る
こ
と

で
あ
る
。

し
か
る
に
龍
樹
は
前
件

の
不
定
か
ら
後
件

の
否
定
を
導
き

出
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
換
質
換
位

の
法
則

を
誤

つ
て
ゐ
る
。

し

か
し
論
理
代
籔
學

の
立
場

か
ら
考

へ
る
と
、

い
ま
室
を
か
り

に

a
で
示
す
と
、

塞

と
不
塞
は
相
互
に
 
e
X
c
lu
s
iv
e
 で
あ

る
か
ら
、
右

の
立
論
は

l
a
+
a
=
1

で
示
さ
れ
る
。

こ
れ
を
書
き

か

へ
る
と

a
+
1
a
=
1

で
あ

つ
て
形
式
的
に
は

排
中
律

の
式
に
相
當
す
る
。

そ
れ
を

さ
ら

に
書
き
か

へ
る
と

「
(
-
a
)
+
-
a
=
1

と
な
る
。

こ

の
a
に

「
塞
」

と
い
ふ
概

念
を

あ

て
は

め

て
言
語

で
表
現
す
る

と
、

「
不
塞
と
い
ふ
も

の
は
な

い
し
、
室

と
い
ふ
も

の
も

な

い
。
(
さ
う

し
て

そ
れ
以
外

の
選
言
肢
は
成
立
し
得
な

い
、
と

い
ふ
)

の
が
眞

理
で
あ
る
」

と

い
ふ
こ
と
に
な

る
。
し

か
ら
ば

こ
の
場
合
、

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ー
ス
以
來

の
論

理
學

の
立
場

か
ら
見

て
誤
謬

と
さ

れ
る
も

の
が
、

論
理
代
藪
學
を
適

用
す

る
と

何
故
に
誤
謬

と
さ
れ
な

い
の
か

そ
れ
は

シ
ュ
レ
ー
ダ

ー
の
論
理
代
歎
學

が
眞

儒

の
實
質
内
容
を
と
も
な

つ
た

二
値
論
的

立
場
を

と
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
。

龍
樹

の
他

の
立
論
も
同
檬

に
解
繹
す
る

こ
と
が

で
き
る
。
例

へ
ば
、
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『
も
し
も
未
だ
生
じ
な

い
何
も

の
か
が
ど

こ
か
に
存

在
す

る
な
ら
ば
、

そ

の
も

の
は
生
ず
る

で
あ
ら
う
。

し
か
し
そ
の
も

の
は
存

在
し
な

い
か
ら
、

何
が

生
ず
る

で
あ
ら
う
か
。
』

(
『
中
論
』

七

・
一
七
)

こ
れ
も
換
質
換
位

の
法
則

を
誤

つ
て
ゐ
る
。

し

か

し

論
理
代
藪
學

に
よ

り
、

「
も

の
」
を

a
、
「
生
ず
る
」
を

b
で
示
す
と
、

a
b
=
1
 

1
(a
σ
)
=
-
1

と
な

る
。

こ

ゝ
へ

a
=
-
1
を
導

入
す

る
と
、

1
(
-
1
・b
)
=
1

1
.-
b
=
1

す
な
は
ち

「
生
ず

る
」
(
b
)
と

い
ふ
こ
と
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

〔
四
〕
し
か
し
な
が
ら
佛
教
、

特
に
中
翻
派
で
は
、
現
代

の
論
理
學

の
立
場

か
ら

は
そ

の
ま

ゝ
了
解

し
難

い
や
ち

な
議
論
も
述

べ
ら
れ

て

ゐ

る
。

『
中
論
』

で
は
し
ば
し
ば
佛
教

に
傳
統
的
な

「輩

々
倶
非
」

の
四
句
分
別
を
用
ひ
て
あ
ら

ゆ
る
も

の
の
塞
な

る
こ
と
を
論
謹
し
て
ゐ
る
。
も
し
も
第

一
句

(
軍
)
と
第

二

句

(
輩
)
と
が
矛
盾
關
係

に
あ
る

の
で
は
な
く
て
多
少
外
延
的

に
重
な
り
合

つ

て
よ

い
と

い
ふ
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
v
e
n
n
 d
ia
g
ra
m
 
が
適
用

さ

れ

る
。

さ

う
し

て
そ
れ
は
論

理
代
撒
學
に
よ
れ
ば
、

a
b
+
a
b
+
-
a
b
+
-
a
-
b
=
1

(13
)

と
示
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
が

『
中
論
』

に
出
て
來
る
第

一
句
と
第

二
句
と
は
互
ひ

に
矛
盾
關

係
に
あ
る
。

例

へ
ば

「
如
來
は
常

で
も
な
く
、

無
常

で
も
な
く
、

常

か

つ
無
常

で
も
な
く
、

非
常
か

つ
非
無
常

で
も
な

い
。
有
限

で
も
な
く
、

無
限

で
も
な

く
、
有
限
か

つ
無
限
で
も
な

く
、
有
限

に
も
非
ず
無

限

に

も

非

ず

と

(
14
)

い
ふ
の
で
も
な
い
」
な
ど
と
読

く
。

こ
の
議
論
は
非
常
に
多
く
用
ひ
ら
れ
て
ゐ

る
。

こ
の
場
合
、

第

一
句

(常
、

有
限
な
ど
)
と
第

二
句

(
無
常
、
無
限
な
ど
)

は
外
延
的
に
重
な
り

合
ふ

こ
と
な
く
、

矛
盾
し

て
ゐ
る
。

し
か
ら
ば
、

四
句
は

a
,
 -
a
,
 a(
-
a
)
,
 -
a
-
(
-a
)
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ

こ
で
こ
の

四
句

を
合

し
て
 
e
X
t
ric
a
te
 す
る
と
、

a
+
-
a
+
a
(
-
a
)
+
-
a
-
(
-
a
)

=
a
+
-
a
+
0
+
-
a
a
=
a
+
-
a
+
0
+
0

=
a
+
i
a
=
1

と
な

る
。

つ
ま
り
四
句

の
う
ち

の
第

三
句
、

第
四
句
は
實
質
的
内
容
的

に
は
意

味
を
も

た
ぬ
の
で
あ
る
。

こ
の
黙

で
四
句
分
別

の
論
理

そ
れ
は
も

う
原
始

佛
教
時
代

に
現
れ
た
も

の
で
あ

る
が

は
實
質
的
に
は
無
意
味
な
も

の
を
立

て

ゝ
ゐ
る
。

の
み
な

ら
ず
最
後
に
出
て
來

る

a
+
l
a
U
1

と

い
ふ
結
論
は
、

塞
観

の
認

め
得
な

い
も

の
で
あ
る
。

室
観

に
よ
れ
ば
、

a
も

-
a
も

と
も
に
塞

で
あ
り
、

塞

の
原
語
 
sq
n
y
a
 は
藪
學

で
は

ゼ

ロ
を
意
味
す
る
か
ら

a
+
i
a
+
a
(
l
a
)
+
1
a
I
(
l
a
)
=
…
…

=
B
+
0
+
0
+
0
=
0

と
表
示
さ
れ
得

る
。

と
こ
ろ

で
こ
れ
は
ま
さ
に
中
襯
派

の
意
圖
す
る
と

こ
ろ
で

あ

つ
た
。

『
眞

理
は
有

に
非
ず
、

無
に
非
ず
、

有

具
つ
無

に
非
ず
、

ま
た
爾
者

よ
り

(
15
)

成
ら
ざ

る
に
も
非
ず
、

と
中
観
派
は
知

る
。
』

中
観
派
に
お

い
て
は
、
事
物
が
絶
甥
的
に
有

で
あ
る
と
説

く

こ

と
も

で
き

ず
、

ま
た
絶
鞠
的

に
無
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も

で
き
な

い
と
い
つ
て
非
有
非

無

の
中
道
を
読
く
の
が
縁
起
と
同
趣
意
で
あ

る
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

こ
の

黙
を

サ
ー
ン
キ
ヤ
學
派
は
論
難
す
る
。
『
金
七
十
論

』
は
い
ふ
、

『
わ
れ
先
づ
繹
迦

の
執
を
破
し
、

後
に
衛

世
郎

(
1ー
ヴ

ァ
イ

シ
ェ
ー

シ
カ
)

を
破

さ
ん
。
羅
迦

の
所
説
の
非
有
非
無
、

こ

の
義

は

然

ら

ず

(
=
正
し
か
ら

ず
)
。
(
何
と
な
れ
ば
、

有

と
無
と
は
)
自
ら
相
運

(
=
矛
盾
)
す

る
が
故

に
。

も

し
非
有
な
ら
ば
、
す

な
は
ち
無
を
成
ず
。

も
し
非
無
な
ら
ば
、

す

な
は
ち

こ

塞
襯

の
記
號
論

理
學
的
解
明

(
中

村
)
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塞
観

の
記
號
論

理
學
的
解
明

(
中

村
)

れ
有
な
り
。

こ
の
有
無
な
る
も

の

一
慮

に
あ
る
は
、

相
運

の
故

に
、

立

つ
る

こ

と
を
得
ず
。

警

へ
ば

「
こ
の
人
は

(同
時

に
)
死
し
ま

た

活

く
。
」

と
読
く

こ

と
あ
る
が
ご
と
し
。

こ
の
言
、

相
運
す

れ
ば
、

成
就

せ
ず
。

繹
迦

の
言
も
ま

た

か
く

の
ご
と
し
。
』

こ
れ
に
樹
し
て
眞
諦
三
藏
は
反
駁
す

る
。

『
三
藏

曰
く
、

こ
の
計
は
然
ら
ず
。

何
を
以
て

の
故

に
。
(
何
と
な
れ
ば
)

繹
迦
に
は
こ
の
執
無
き

が
故

に
。
も
し
繹
迦
は
非
有

と

説

く

も
、

無

を

執
せ

ず
。

(も

し
)
非
無
と
読

く
も
、

有

を

執

せ
ず
。

(繹
迦

の
読

は
)
有
無

の
執

(
16
)

を
、

離
れ
た
る
が
故

に
、

(
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
論
難

は
)
破
を
成
ぜ
ず
。
』

サ
ー
ン
キ
ヤ
學
派

が
矛
盾
律

乃
至
排
中
律

の
原
則
を
固
執

す

る

の

に

野

し

て
、
佛
教
は
そ
れ
と
は
異

つ
た
思
惟
を
容
認

し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

最
後

に
問
題

が
残
る

の
で
あ
る
が
、

た
と
ひ
塞
の
原
語
 
s
n
n
y
a
 
が
ゼ

ロ
を

意
味
し
た
と
し

て
も
、

論
理
代
籔

學
の
0
と
同

一
覗
し
て
よ

い
か
ど
う
か
と

い

ふ
こ
と

で
あ
る
。
現
代

の
論
理
計
算

に
お
い
て
は
眞
偏

の
便
値

判
漸
を

い
ち
お

う

除
外
覗
し
て
ゐ
る
が
、

し
か
し
論
理
代
数
學

で
は
、

二
値

論

の
立
場
に
立

つ

が
故

に
、
無
 
(n
o
th
in
g
)
 は
0
で
示
さ
れ
、
存
在
し
な

い
も
め

は
す

べ
て
0

(
17
)

で
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、

n
u
ll
 cla
s
s
 博
と
よ
ば
れ
、

そ
れ
は
有

り
得
な

い
こ

と
、

盧
儒
を
も
表
示
す
る
。

こ
れ
に
樹

し
て
1
は
眞

を
意
味
す

る
。

し
た
が

つ

て
そ

の
限
り
に
お
い
て
は
、

0
を
以
て
塞
を
表
示
す
る

こ
と
は
や
は
り
許

さ
れ

ね
ば
な
ら
な

い
。
た

ゞ
塞
観
に
は
記
號
論
理
學

の
思
惟
と
矛
盾
す

る
側

面
、
或

ひ
は
そ
れ
を
以

て
は
蓋
し
得
な

い
側

面
が
あ
る
。

そ
れ
は
多
値

論
理
學
的
に
取

り
上
げ

ら
れ
る
べ
き

も

の
で
あ

る
か
、
或
ひ
は
辮
謹
法
と
し
て
解
決

さ
る
べ
き

で
あ
る
か
、
大
き
な

問
題

で
あ

る
。

こ
れ
を
開
明
す

る
こ
と
が
今
後

の
課
題

と

し
て
残
さ
れ
ね
ば
な

ら
な

い
。

1
 

sa
c
h
a
y
e
r
:
 o
p
.
 O
it
.

2
 

b
h
a
v
a
b
h
a
v
a
y
o
r
 a
p
i
 p
a
r
a
s
p
a
r
a
v
ir
u
d
d
h
a
y
o
r
 e
k
a
t
r
a
 n
i
r
v
a
n
e

n
a
s
t
i
 s
a
m

b
h
a
v
a
 
it
i
.
 (M

v
r
.
,
 
p
.
 5
3
2
,
 l
.
9
)

こ

の
論

理

は

ま

た

シ

ャ

ン

カ

ラ

が

ヂ

ャ

イ

ナ

教

の

七

句

表

示

法

を

論

難

す

る

揚

合

に

竜

用

ひ

ら

れ

て

ゐ

る
。

n
a
 
b
y
 
e
k
a
s
m

in
 
d
b
a
r
m

in
i

y
u
g
a
p
a
t
 s
a
d
-a
s
a
t
t
v
a
d
iv
ir
u
d
d
h
a
d
h
a
r
m

a
-
s
a
m

a
v
e
s
a
h
 
s
a
m

b
h
-

a
v
a
t
i
 
s
i
t
o
s
n
a
v
a
t
 (
a
d
 
B
r
a
b
m

a
-s
u
t
r
a
 
H
,
 
2
,
 3
3
,
 A
n
e
s
.
 v
o
l
.

1
,
 p
.
 5
9
4
,
 l
.
 4
.)
.

3
 

L
e
W
is
 
a
n
d
 
L
a
n
g
f
o
r
d
:
 o
p
.
 C
it
.
 p
.
 1
1
.

4
 

o
p
.
 c
it
.
:
 p
.
 3
0
.
 c
f
.
 p
.
 3
3
.

5
 

o
p
.
 c
it
.
:
 p
.
 3
5
.

6
 

o
p
.
 c
it
.
:
 p
.
 2
9
.

7
.
 
n
a
 
c
a
 
g
a
t
a
g
a
t
a
v
y
a
t
ir
e
k
e
n
a
 
t
r
t
i
y
a
m
 
a
p
a
r
a
m
 
a
d
h
v
a
j
a
t
a
m

p
a
s
y
a
m
o
 g
a
m
y
a
m
a
n
a
m
 
n
a
m
a
.
 (M
v
r
.
,
 

p
.93
,
 l
.7
)

8
 

L
e
w
is
 
a
n
d
 
L
a
n
g
h
o
r
d
:
 o
p
.
 c
it
.
 p
.
 3
4
.

9

 

『
中

論

』

第

三

章
。

10

 

『
中

論

』

第

四
章
。

11
 

L
e
w
is
 
a
n
d
 
L
a
n
g
h
o
r
d
:
 
o
p
.
 c
it
.
 p
.
 3
9
.

12
 

プ

ラ

サ

ン

ナ

パ

ダ

ー

に

よ

り
、

s
q
n
y
a
m
=
s
q
n
y
a
t
a
,
 a
s
n
n
y
a
m
=

a
s
n
n
y
a
t
a
 
と

解

す
。

13
 

L
e
W
is
 
a
n
d
 
L
a
n
g
f
o
r
d
:
 
o
p
.
 c
it
.
 p
.
 5
3
,
 c
f
.
 p
.
 4
2
.

14

 

申

論

X
X
H
,
 
v
v
.
 1
2
.
 c
f
.
 1
1
.
 c
f
.
 X
X
V
,
 
4
-

1
8
;
 2
2
;
 2
3
.

15
 

n
a
 
s
a
n
 
n
a
s
a
n
 
n
a
 
s
a
d
a
s
a
n
 
n
a
 
c
a
p
y
 a
n
u
b
b
a
y
a
t
m

a
k
a
m
/

c
a
t
n
s
k
o
t
iv
in
ir
m
u
k
t
a
m
 

t
a
t
t
v
a
m
 

M
a
q
h
y
a
m
i
k
a
 
v
id
u
h
/
/

B
o
d
h
i
c
a
r
y
a
v
a
t
a
r
a
p
a
n
j
ik
a
,
 p
.
 
3
5
9
,
 ll
.
 1
0
-
1
1
.
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a
t
a
s
 ta
ttv
a
m
 
sa
d
a
sa
d
u
b
h
a
y
a
n
u
b
h
a
y
a
tm

a
k
a
-c
a
tu
s
k
o
tiv
i

n
irm

u
k
ta
m
 

sn
n
y
a
m
 
ev
a
.
 s
D
s
.
 lI
,
 l.
 15
9
.
 ch
.
 l.
 16
0
 f
.

『
若

菩

薩
摩

詞

薩

修

行

般

若

波

羅
蜜

多

時
、

於

一
切

法
、

若

取

有
、

若

取

非

有
、

若

取

亦

有

亦

非

有
、

若
取

非

有

非

非
有
、

若

取

不

取
、

非

行

般

若

波

羅

蜜

多

』

(『
大
般

若
輕

』

第

四

一
巻
、

大

正
、

五
巻

二

二
九

頁

中
)

e
ta
y
a
 c
a
tu
sk
o
tik
a
y
a
 M
a
h
a
m
a
t
e
 
ra
h
ita
h
 sa
rv
a
d
h
a
rm
a
 
ity

U
o
y
a
n
te
.
 (L
a
n
k
a
v
a
ta
ra
,
 e
d
.
 by
 N
a
n
jio
,
 p
.
 12
2
,
 ll
.
 2-
8
)

『
分

三
別

推

二
求

諸

法

有

亦

無
、

無

亦

無
、

有

無

亦

無
、

非

有

非

無

亦

無
、

是

名

二
諸

法
實

相

亦

名

二
如

法
性

實

際

浬
薬

組
』
(
『
中

論

青

目

繹

』
大

圧
、

三

〇

巻

三

六
頁

中
)

s
a
d
 a
s
a
t
 s
a
d
 a
s
a
c
 c
e
ti
 y
a
s
y
a
 p
a
k
s
o
 n
a
 v
id
y
a
te
/

u
p
a
la
m
b
h
a
s
 c
ire
n
a
p
i
 ta
sy
a
 v
a
k
tu
m
 
n
a
 s
a
k
y
a
t
e//

-

M
v
r
.
 p.
 16

漢

課

『
廣

百
論

本

』
第

八
品

第

二

五
偶
。

16

 
『
金

七

十

論

』
第

九

願

の
序

文

長

行
。

17
 

L
e
W
is
 a
n
d
 L
a
n
g
fo
rd
:
 o
p
.
 cit
.
 p.
 28
.

附

記

 

こ

の
論

文

は

文

部

省

科

學

研

究
費

に

よ

る
宮

本

正

奪

・
川

田
熊

太

郎

爾
博

士

の
綜

合

研
究

「
佛

教

に

お

け

る
根

本

眞

理

と

そ

の
諸

形
態

」

の
う

ち
筆

者

の
憺
當

し

た
部

分

の
報

告

で

あ

る
。

一
つ

の
試

論

に
す

ぎ

な

い
が
、

記

號
論

理

學

の
問

一題

に

つ

い
て
は
、

末

綱

恕

一
博

士
、

鶴

見
俊

輔
、

ゴ

ー

ヒ

ー

ン
爾
教

授

よ

り
示

唆

教

示

を

受

け
た

貼

多

く
、

專

門

的

な
問

題

に

つ

い

て
は

末

木

剛

博

氏

の
懇

切

な

示

教

に

あ

つ

か

つ
た
。

こ

ゝ
に

記

し

て
深

い
感

謝

の

意

を

表

す

る
。

塞
襯

の
記
號
論
理
學

的
解

明

(
中

村
)
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