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次

彦

中
襯

の
論
理
に

つ
い
て
は
、
龍
樹

の
中
論
を
主
た
る
研
究
樹
象
と
し

て
、
す

で
に
種

々
な
る
方
面
か
ら
す

る
優
れ
た
研
究
業
績

が
多
く
獲
表

せ
ら
れ

て
い
る

が
、

こ
の
中
観

の
論
理
に
封
し
て
、
印
度

の
大
乗
佛
教
と
し
て
の
、
も
う

一
つ

の
立
場

で
あ
る
唯
識

に
關

し
て
、
論

理
を
言
う

こ
と
は
で
き
な

い
か
。
中
襯

の

論

理
に
封
し
て
、

唯
識

の
論
理
と
言

い
う
る
も

の
が
あ
る
か
ど
う
か
。
も

し
あ

り
う

る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は

い
か
な

る
形

の
も

の
で
あ
る
か
。

こ
の
問
題
を
解

(
1
)

明
す

る

一
つ

の
手

掛

り

と

し

て
、

世

親

の
三
性

論
 
T
ri-s
v
a
b
h
a
v
a
-k
a
r
ik
a
 を

取
り

上
げ

て
み

る
。

こ

こ

で
三
性

論

を
特

に

取
り

上
げ

る

こ

と

の
安
當

性

に

つ

い
て

は
、

あ

る

い
は

問

題

も

あ

ろ

う

か

と

は
思

う

が
、

こ

れ

に
は

こ

の
際
鯛

れ

な

い
。

三
性

論

の
主

題

が

遍

計

所

執
性

・
依

他
起

性

・
圓

成

實

性
 
k
a
p
lta
,
 pa
ra
-

ta
n
tra
,
 pa
rin
isp
a
n
d
a
 
の
三
性
 
tri-sv
a
b
h
a
v
a
 に
あ

る

こ

と
は
、

こ

こ
に

述

べ

る

ま

で
も

な

い
。

論

で
は

ま

つ

冒

頭

の

第

一
偶

で
、

「
遍

計

所

執

と

依

他

と

圓

成
實

と
は
、

實

に

三

つ

の
自

性

で

あ

つ
て
、

剛

毅
な

る

人

々
の
甚

深

な

る

所

知

で
あ

る
、

と
認

め

ら

れ

る
」

K
a
p
it
a
h
 
p
a
r
a
ta
n
tr
a
sc
a
 
p
a
rin
is-

p
a
n
n
a
 
e
v
a
 
c
a
,
 tr
a
y
a
h
 s
v
a
b
h
a
v
a
 d
h
ira
n
a
m
 
g
a
m
b
h
i
ra
m
 jn
e
y
a
-

m
is
y
a
te
.-

と
、

三

性

を

列

墨

し
、

そ

れ

ら

が
特

に

「
剛

毅

な

る

人

々
の
甚

深

の
所

知

で
あ

る

」

と

し

て

い

る
。

と

こ
ろ

が
、

第

十

偶

に
至

つ

て

こ

れ

を

承

け
、

「有

に

し

て
無

な

る

が
故

に
、

二
に

し

て

一
な

る

が

故

に
、

難
染

と
清

浮

と
の
相

の
差
別
が
あ
る
が
故

に
、

こ
れ
ら

の

(
三
)
自
性

に
甚
深

の
義
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
」

S
a
d
-a
sa
ttv
a
d
d
v
a
y
a
ik
a
tv
a
t
 sa
m
k
le
sa
v

y
a
v
a
d
a
m
a
y
o
h
,
 la
k
s
a
n
a
b
h
e
d
a
ta
sc
e
s
ta
 s
v
a
b
h
a
v
a
n
a
m
 
g
a
b
h
ir
a
ta

-
と
、

三
性

が
意
味

深
き
認
識

封
象

で
あ
る

こ
と

の
理
由
を
、

「有

に
し

て
無

な
る
が
故

に
」
等

の
三
に
麟
し

て
い
る
。

し
た
が

つ
て
、

三
性
を
主
題
と
す
る

三
性

論
に
と

つ
て
は
、

三
性

に
さ
よ
う
な
甚

深
の
義
を
與

え

て

い
る

と

こ
ろ

の
、

こ
れ
ら

の
三

つ
の
理
由

の
説
明
、

あ
る

い
は
謹
明
を

一
論

の
實
質
的
な
課

題
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
三
性
論

の
中
心
的

課
題

に
即

し
つ
つ
、
そ

の
論
理

の
根
擦

と
形
式

を
見
て
み
た
い
。

ま
ず
、

sa
d
a
sa
ttv
a
,
 
d
v
a
y
a
ik
a
t
v
a
 等

の
語

は
、
有

に
し
て
無
で
あ

る
こ

と
、

二
に
し

て

一
で
あ
る

こ
と
、

と

い
う
よ
う
に
、

本
來
そ

の
ま
ま
で
は
結
び

つ
き

え
な

い
、
互

に
相
封
矛
盾
す
る

二
つ
の
概
念
を
結
合
す
る

こ
と
に
よ

つ
て

構
成

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ゆ
え

に
、
三
性
論

の
中
心
的
課
題
は
形
式
的
に
は
、

矛
盾
す

る
も

の
の
自
己
同

一
の
論
理
を
読
く
も

の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

こ

れ
は

「
不
滅

不
生
乃
至
不
來

不
去
」

に
規
定
せ
ら
れ
る
縁
起
を
主
題
的
に
展
開

し
よ
う
と
す
る
器

と
形
式
的
な
課
題
的
近
似
性
を
有
す
る
も
の
と
見
倣
し
う

る
。と

こ
ろ
で
、

三
性
論
で
は
、

三
性

の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

一
々
そ
の
有

に
し

て
無

で
あ
る

こ
と
、

二
に
し
て

一
で
あ
る

こ
と
が
読

か
れ
て
い
る
が
、
第

三
の

三
性
論

の
論

理

(
山

崎
)
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三
」性
論

の
論

理

(
山

欣町
)

「難
染

と
濤

漂

と

の

相

の
差

別

が
あ

る

か

ら

」

に

つ

い

て

は
、

第

十

七

偶

に

「遍

計

所

執

と

依

他

起

と

は
雑

染

め
相

あ

る

所

知

で

あ

る
。

し

か

る

に
圓

成
實

は
濡

澤

を
相

と

す

る

と

認

め

ら

れ

る

」

K
a
p
ita
h
 
p
a
ra
ta
n
tra
s
c
a
 
jn
e

y
a
m

sa
m
k
le
s
a
a
k
s
a
n
a
m
,
 p
a
r
in
isp
a
n
n
a
 
ist
a
st
u
 
v
y
a
v
a
d
a
n
a
sy
a

la
k
sa
n
a
m
.
 
と

あ

る

に

過
ぎ

な

い

か
ら
、

こ
れ

に

は
鯛

れ
ず
、

三
性

が

い
か

に

し

て
有

に
し

て
無

で
あ
り
、

二
に

し

て

一
で
あ

る

か

を
偶

に

し

た

が

つ

て
槍

討

し

て
見

る

こ
と

に

す

る
。

(一)
 

S
a
d
a
sa
ttv
a

こ

れ

に

つ

い
て

は
、

第

十

一
、
第

十

二
、

第

十

三

の
三
偶

が
そ

れ
ぞ

れ
 k
a
l-

p
ita
,
 pa
ra
ta
n
tr
a
,
 pa
r
in
isp
a
n
n
a
 の
 
s
a
d
a
s
a
ttv
a
 を
論

い

て

い
る
。

有

な

る

も

の
と

し

て
把

捉

せ

ら

れ
る

も

の
は
、

印

ち

ま

た
畢

究

し

て
無

で

あ

る
。

故

に
、

遍

計
所

執

な

る

自

性

は

有

と

無

と

を
相

と
す

る
、

と

考

え

ら

れ
る
。

S
a
ttv
e
n
a
 g
rb
y
a
te
 y
a
tta
d
a
ty
a
n
ta
-a
b
h
a
v
a
 e
v
a
 c
a
,
 sv
a

b
h
a
v
a
h
 
k
a
p
ita
s
 te
n
a
 sa
d
a
s
a
la
k
sa
n
o
 m

a
ta
h
.
 (
1
1
)

錯

飢

の
状

態

と

し

て
は

有

る

が
、

現
象

し

て

い

る
通

り

の
も

の
が

有

る

の

で
は

な

い
。

故

に
、

依

他

起

は

有

と

無

と

を

相

と
す

る
、

と
考

え

ら

れ

る
。

-

V
id
y
a
te
 b
h
ra
n
tib
h
a
v
e
n
a
 y
a
th
a
k
h
y
a
n
a
m
 
n
a
 v
id
y
a
te
,
 pa
ra

ta
n
tro
 y
a
ta
s
 te
n
a
 sa
q
a
sa
lla
k
s
a
n
o
 m

a
tt
h
.
 (1
2
)

(3
)

二

の
無

い

こ
と

と
、

二

の
無

の
有

る

こ

と

と

の
故

に
、

そ

の
故

に

圓

成
實

な

る

自
性

は
有

と

無

と
を

相

と

す

る
、

と
考

え

ら

れ

る
。

A
v
id
y
a
tv
e
n
a

y
a
cC
a
st
i
d
v
a
y
a
sy
a
b
h
a
v
a
 
e
v
a
 c
a
, 
s
v
a
b
h
a
v
a
ste
n
a
 n
isp
a
n
n
a
h

sa
d
a
s
a
lla
k
sa
n
o
 m
a
ta
h
.
 (
13
)

と
。

こ

の
中
、

ま

づ
 
k
a
lp
ita
 の
 
s
a
d
a
s
a
g
v
a
 で

あ

る

が
、

k
a
p
ita
 に

つ

(
4
)

い
て

は
第

二
偶

で

「
現

象

せ

し

め

る

も

の
」

(
y
a
t
 k
h
y
a
ti
 s
a
u
)

と

し

て

の

p
a
ra
ta
n
tra
 に

饗

し

て
、

「
現
象

し

て

い
る

状

態

」

(
y
a
th
a
 k
h
y
a
t
i
 sa
)
 で

あ

る
と
さ
れ
る
。

こ
の
現
象
し

て
い
る
状
態
は
有
な
る
も

の
と
し

て
把
捉
せ
ら

れ
る
も

の
に
他
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
畢
究
し

て
無

で
あ
る
、

と
言
う

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
有

と
無
と

の
等
置
關
係

が
、
部
分
的
な
關
係

で
は
な
く
し

て
、
全
謄
的
な
關
係

で
あ

る
こ
と
は
、

y
a
tta
d
 e
v
a
 
な

る
構

文

よ
り
し
て

明
か
で
あ

る
。
有

が
全
髄

と
し

て
、
そ
の
ま
ま
無

で
あ
る
と
す
れ
ば
、

有
無

の

語

に
よ
つ
て
表
現
せ
ら
れ
る
封
象
そ

の
も

の
に
相
違
が
あ
る

の
で
は
な

い
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

同

一
の
封
象
に
野
し
て
、
矛
盾
し
た
立
言

を
同
時
に
成
立
せ
し

め
る
根
擦

は
ど

こ
に
あ
る

か
。

こ
の
偶

に
即
す
れ
ば
、

g
rh
y
a
te
 
に
樹
す

る

a
ty
a
n
ta
 
な
る
限
定
に
そ
れ
を
求

め

る

他

は

な

い
。
 g
rh
y
a
te
 
は
勿
論

g
ra
h
 の
受
動

の
形

で
あ
る
が
、

こ
れ
は
客
襯
的

に
野
象
を
把
捉
す

る

と
言

う

よ
り
は
、

む

し
ろ
主
襯
的
な
執
着

に
も

と
つ
く
把
取
を

意
味

す

る

と

す

れ

ば
、

こ
れ

に
鶉
す
る
 
a
ty
a
n
ta
 
の
語

が
内
容
的
に
明
確

化
さ
れ
る
。
執
着

に

樹
す
る
無
執
、

分
別
に
封
す
る
無
分
別
と
言

う
よ
う

に
。

こ
の
際
、

a
t
y
a
n
ta

(
5
)

a
b
u
a
v
a
 
は
 
a
ty
a
n
tm
 
a
b
h
a
v
a
 
と
解
す

べ
き

で
、

一
つ
の
術
語

と
し
て

取
り
扱
う

べ
き

で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

そ

こ
で
、

同

一
の
甥
象

が
有

で
あ
り
、

且
つ
ま
た
同
時
に
無

で
あ
り
う
る

の
は
、

g
rh
y
a
te
 
に
よ
つ
て
表

わ
さ
れ
る

執
着
、

分
別

の
立
場
か
ら
、

無
執

・
無
分
別
な
る
 
a
ty
a
n
ta
 
の
立
場

へ
の

一

つ
の
韓
換
を
前
提
と
し
て

い
る

の
で
な
け
れ
ば

な

ら

ぬ
。

そ

れ

は

主
燈

の
韓

換

・
韓
依

に
他
な
ら
な

い
。

こ
こ
に
、
存
在
を
識

に
還
元
す

る
唯
識

の
立
場
が

背
景

に
豫
想
せ
ら

れ
る
。

こ
れ
は
 
p
a
ra
ta
n
tr
a
 の
 
s
a
d
a
sa
ttv
a
 に
關

す
る
場
合
に
も
言

い
う

る
よ

う

で
あ
る
。

「
現
象

し
て

い
る
通
り

の
も

の
」
「現
象

し
て

い
る
状
態
」
は
、

能

取
所
取

の

「
二
を
本
質
と
す

る
状
態
」
(
d
v
a
y
a
tm
a
ta
,
 4
.)
 で
あ
り
、

そ
れ

は

「
非
實

の
分
別
」
(a
sa
n
k
a
lp
a
,
 4
.)
 に
も

と
づ

く
も

の
と
し
て

「
分
別
の

み
」
(k
a
p
a
m
g
r
a
,
 24
)
 で
あ

り
、
軍
な
る
形
相

に
す
ぎ

な

い
 (a
k
rt
im
a
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tr
a
,
 

2
9
.)
。
し
た
が

つ
て
、
そ
れ
は
ま
た

「
畢
究
す
る
に
存
し
な
い
」
(
a
ty
a
n

t
a
to
n
a
sti
,
 
2
9
)

と
言

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
畢
究
す

る

に

存

し

な
い
そ

の
も

の
が
、
非
實

の
分
別

に
も
と
つ
く

「錯
気

の
状
態
と

し

て

は
」
、

そ
の
存
在
性

が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
は
明
か
に
識
展
開

の
論
理
に
他
な
ら
ず
、

こ
こ
に
も
錯
翻

の
状
態

か
ら
、

a
ty
a
n
ta
 の
立
場

へ
の
韓
換

に
お
い
て
、
有
と

無
と

の
等
置
關
係
が
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
知
り
う
る
。

P
a
r
in
isp
a
n
n
a
 は
前

二
者
が
 
sa
m
k
le
sa
la
k
sa
n
a
 に
規
定
さ
れ
た

の
に

麹
し
て
、
v
y
a
v
a
d
an
a
a
k
s
a
n
a
 に
規
「定
さ
れ
る
。
そ

し

て
第
三
偶

に
よ
れ

ば
、

「
そ
れ
を
現
象

せ
し
め
る
も

の
は
、
常

に
現
象
し
て

い
る
通

り

に

存
在
し

て
い
る

の
で
は
な

い
こ
と
」

T
a
sy
a
 k
h
y
a
tu
ry
a
th
a
k
h
y
a
m
a
m
 y
a
 sa
d
a

v
id
y
a
m
a
n
a
ta
、

し
た
が

つ
て
、
能
取
所
取

の

「
二
の
無

い
性

質
」
(
a
d
v
a

y
a
d
h
a
rm
a
ta
,
 
4
.)
 に
よ
つ
て
読
明
さ
れ

て
い
る
。

二
の
無
い
こ
と
 
(
a
d
v
a

y
a
tv
a
)
、
二
の
否
定
は
、

こ
こ
で
は

「
二
を
本
質

と
す
る
」
k
a
lp
ta
 の
否
定

を
意
味
す

る
。
k
a
p
 壼

を
離

れ
た
も

の
と
し

て
、

こ
れ
は
 
v
y
a
v
a
d
a
n
a
 を

l
a
k
s
a
n
a
 と
な
し
う
る

の
で
あ
る
。

こ

の
二
の
無
と
、

二
の
無

の
有

る
こ
と
と

に

つ
い
て
は
、

山
口
博
士

の
註
繹

に
よ
れ
ば
、

辮
中
邊
論
相
品
第

十
三
偶

「
無

二
有
此

無
、
是

二
名
塞
相
」
に
よ

つ
て
理
解
す

べ
き

で
あ
る
。

二
の
無
に
鶉
す

る

二
の
無
の
有
は
、

二
の
無
が
能

取
所
取

の
輩
な

る
否
定

で
は
な
く
し
で
、
否

定
に
印

し
た
諸
法
實

相
を
意
味
す

る
も

の
と
考

え
ら

れ
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
眞

塞

に
封
す
る
妙
有
の
關

係
に
置
き
代

え
う
る

で
あ
ろ
う

か
。

こ
れ
は
 
n
is
p
a
n
n
a

の
 
d
v
a
y
a
ik
a
tv
a
 
に
關
し
て
も
適
用

で
き
る
解
繹

で
あ

る
。

(二)
 

d
v
a
y
a
ik
a
t
v
a

遍

計
所
執

の
も

の
に
は

二
相
が
あ
る
故

に
、
有
に
し
て
無
な

る
も

の
と
し

て
は

一
つ
の
状
熊

で
あ
る
が
故
に
、

諸
愚
者

の
遍
計
所
執
な

る
自
性
は
、

二

に
し
て

一
な
る
を
本
質
と
す
る
、

と
考
え

ら

れ

る
。

D
v
a
iv
id
h
y
a
tk
a

p
ita
r
th
a
sy
a
 
sa
q
a
sa
tt
v
a
ik
a
b
h
a
v
a
ta
h
, 
s
v
a
b
h
a
v
a
h
 
k
a
lp
ito

b
a

la
ir
d
v
a
y
a
ik
a
tv
a
t
m
a
k
o
 m

a
ta
h
.
 (
1
4
)

現

象

面

よ
り

す

れ

ば
、

二

の
状

態

で
あ

る

が
故

に
、

錯

齪

に

す

ぎ

な

い
も

の

と

し

て

は

一
の
状

態

で

あ

る

が
故

に
、

依

他

起

と

い
わ

れ

る

自
性

は

二
に

し

て

一
な

る

を

本

質

と

す

る
、

と
考

え
ら

れ
る
。

P
ra
k
h
y
a
n
a
d
d
v
a
y
a
-

bbavena
 bhrang
atrakab
vatah
,
 
sv
abh
avah
 pa
ratantrak

h
y
o
 d
v
a
y
a
ik
a
tv
a
tm
a
k
o
m
a
ta
h
.
 (1
5
)

二
の
状
態
を
自
性

と
す
る

が
故

に
、

二
の
無
と
し
て

一
な

る
状
態

で
あ
る

 

が
故

に
、
圓
成
實

な
る
自
性

は
二
に
し
て

一
な
る
を
本
質

と
す
る
、

と
考
え

ら
れ
る
。

D
v
a
y
a
b
h
a
v
a
sv
a
b
h
a
v
a
tv
a
d
-a
d
v
a
y
a
ik
a
t
v
a
b
h
a
v
a
ta
h
,

sv
a
b
h
a
v
a
h
 p
a
r
in
isp
a
n
n
o
 d
v
a
y
a
ik
a
t
v
a
tm
a
k
o
 m
a
ta
h
.
 (1
6
)

三
性
が

二
に
し
て
具
つ
同
時
に

一
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、

以
上

の
三
偶

に
よ

つ
て
説
か

れ

て

い

る
。

こ

の
中
、
第

十
四
偶

の

「
遍
計
所
執

の
も

の
」

と
、

第
十
五
偶

の

「
現
象
面
」
と
は
共
に
能

取
所

取
の
分
別

せ
ら
れ
た
立
場
に

つ
い
て
言
わ
れ
た
も

の
で
あ
る

こ
と

は

明

か

で
あ

り
、

そ
の
故
に
爾
者
共
に

「
二
の
状
態
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
甥
し
て

「
一
の
状
態
」

と
し
て
の
 sa
d
a
sa
t-

tv
a
 は
、

三
性
を
甚

深
な

ら
し
め
る
も

の
と
し
て

「剛
毅
な

る
人

々
」

の
所
知

で
あ

つ
て

「諸
愚
者
」

の
立
場
に

お
い
て
言

わ
れ
る
こ
と
で
は
な

い
。
ま
た

二

と
し

て
顯
現
す

る
現
象
を

「
錯
齪
に
す
ぎ
ざ

る
も

の
」

と
把

え
う
る

の
も
、

や

は
り
分
別
の
立
場

で
は
あ
り
え
な

い
。

二
に
し
て

一
で
あ
る

こ
と
の
で
き
る

の

は
、

こ
こ
で
も
愚
者

の
立
場
か
ら
剛
毅
な

る
人

へ
の
超
出

に
よ

つ
て
始
め

て
可

能

で
あ
る
。

第
十
六
偶

に

つ
い
て
は
、

第
十
三
偶

に
お
け
る

と
同
じ

理
論

に
よ

つ
て
理
解

で
き
る
。

「
二
の
状
態
を
自
性
と
す

る
」
と
は
妙
有

の
立
場

に
お
け
る

も

の

で

あ
諭
、

そ
の

「
二
の
無
と
し
て

の

一
な

る
状
態
」
と
は
、

妙
有
に

お
い
て
許
さ

三
性
論

の
論
理

(
山

晶附
)
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三
性
論

の
論

理

(
山

皓
)

れ
た
差
別

の
世
界
が
執
着

せ
ら
れ
た
も

の
で
は
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
た

が
つ
て
、
執
着
を
離

れ
た
世
界
に
訟
け
る
、

眞
室
と
妙
有

の
立
場
が
、

二
に
し

て

一
と
把

え
ら
れ
た
も

の
と
認
め
う
る
。

以
上
を
要
す

る
に
、

三
性
論

の
論
理
は
軍
な
る
形
式

に
は
還
元
し
え
な

い
、

唯
識

の
教
義

そ
の
も

の
に
印
し
た
論
理
で
あ
り
、

い
わ
ば
識

展
開

の
論
理
に
他

な
ら
な

い
。
有

に
し
て
無
で
あ
り
、

二
に
し

て

一
で
あ
り
と

い
う

の
は
、
存

在

を
識
に
還
元
し
、
識

と
し
て
把
え
た
主
膿
の
、
執
着

か
ら
無
執

へ
、
分
別
か
ら

無
分
別

へ
、
要
す

る
に
識
を
韓
じ

て
智

を
得
る

と
い
う

一
つ
の
韓
依

・
韓
廻
に

お
い
て
語
ら
れ
て

い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
意
味

に
お
い
て
、

三
性
論

の
論
理
は

識
展
開

の
段
階

に
即

し
た
生
膿
的
生
成

の
論
理

で
あ

る
と
言

い
う

る

か

と

思

う
。

そ
し
て
、

こ

の
黙

で
中
襯
派

の
論
理
と
は
形
式
的
な

課
題
的
近
似
性
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

本
質

的
に
異

つ
た
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

中
襯

派
で
は
、
C
a
n

(
6
)

d
ra
k
irt
i
 の
言

う

よ

う

に
、

自

己

の
主

張
 
(
sv
a
p
a
k
sa
)
 を

持

つ

こ
と

を

許

さ
な

い
。
自
己

の
主
張
を
持
た
な

い
が
故

に
、
顯
謹

は
た
だ
破
邪

に
即

し
て
の

み
可
能

で
あ
り
、

そ

の
破
邪

は
 
P
ra
s
a
n
g
a
v
a
k
y
a
 の
語

に

よ

つ
て
も
知
ら

れ
る
よ
う
に
、

全
く
形
式
的

に
論
理
的
矛
盾

の
指
摘

に
終
始

し
て

い
る
。
勿
論

こ
の
際
、

一
切

の
論
理
乃
至
は
言
読
を
破
し
去

ろ
う
と
す

る
中
襯
派
に
は
、
論

理
を
超
え
た
立
場

の
あ
る
こ
と
む
し
ろ
そ
こ
に

こ
そ
中
襯

派

の
立
場
が
あ

る
の

で
あ
ろ
う
が
は
言

う
ま
で
も
な

い
。
何
れ
に
せ
よ
、

上
述

の
黙

に
唯
識

の
論
理

の
中
翻
派

の
そ
れ
に
封
す

る

一
つ
の
特
質
が
豫

想
せ
ら
れ
る
。

1
 
山
口
釜
校
訂
、

三
性
論
、

宗
教

研
究

八
の
二

(
昭
和

六
年
、

第

三
號
)
。

2
 

「
縁
起
」
が
中
論

の
主
題
で
あ
る
と
言

う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
無
着
、

順
中
論

(
大
正

三
○
、

三
九
頁
下
)
、
清
辮
、

般
若
燈
論

(
大

正
三
○
、
五

一
頁
下
)
、
安
慧
、
大
乗
中
襯
繹
論

(
大
正

三
〇
、

二
二
六
頁
上
)
、
C
a
n
-

d
ra
k
i
rti
,
 
P
ia
s
a
n
m
a
p
a
d
a
 (B
ib
lio
th
e
c
a
 B
u
d
d
h
ic
a
.
 
IV
.
 P
.
 
3
)

等
参
照
。

3
 

チ

ベ

ッ
ト

課
 

g
a
g
h
y
i
r
g
n
i
s
-
p
o
 
m
e
d
-
p
a
 
d
a
n
,
 
g
n
i
s
-
s
u
 
m
e

d
-p
a
r
 y
o
d
-p
a
-ste
,
 参

照
。

4
 
k
h
y
a
ti
 の
課

語

に

つ

い
て
は
、

問

題

が

あ

る

か

も

知

れ

な

い
。

一
つ

の
試

課

と

し

て

「
現

象

せ

し

め

る
」

を

當

て
て
見

た
。

な

お
山

口
博

士

の

註
繹
、

伊

藤

重

敬
、

T
ris
v
a
b
h
a
v
a
-k
a
r
ik
a
 
に
見

ら

れ

る

三
性

の
基

本

的
性

格

に

つ

い
て
 
(
印

度

學
佛

教
學

研
究

二

の

一
、

一
二

五
頁

)

参

照
。

5
 

勝
論

経
、

九
、

一
、

五

に
封

す

る

諸

註

繹

に

は
、

a
ty
a
n
ta
-a
b
h
a
v
a

を

四
無

の

一
つ
と

し

て
取

り
扱

っ
て

い
る
。

G
p
a
sk
a
ra
,
 V
iv
rt
i
,
 
B
h
a

s
y
a
.

な
お
、

山
口
釜
博

士
の

「
三
性
論
」

に
お
け
る
註
繹

に
、
全
般

的
に
負

う
と

こ
ろ

の
多

い
こ
と
を
特

に
附
記
し
て
謝
意

を
表
し
度

い
。
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