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本
論
は

キ

リ

ス

ト

教
や

仏
教
と

い

っ

た

世
界
宗
教
を

数
学
的
に

表

現
し

解
析
す
る

試
み

で

あ
る
。

宗
教
は
、

そ

の

哲
学
的
な
表
現
で

あ

　
る

存
在
論
あ
る
い

は
形
而
ヒ

学
と

同
様
に
、

科
学
と

同
じ

意
味
に

お

け

る

検
証
可
能
性
は

持
ち

え

な
い

が
、

論
理
的
一

貫
性
を

問
う
こ

と

は

出
来
る

。

　
数
学
も

ま

た

検
証
可
能
性
は

持
ち

え
な
い

が
論
理
的
一

貫

性
は

問
わ

れ

ね

ば
な

ら

な

い
。

そ

こ

に

宗
教
分
け

て

も
存
在
論
と

し

て

哲
学
的
に

表
現
さ

れ

　
る

宗
教
を

数
学
的
に

表
現
し

解
析
す
る
可
能
性
が

開
け

て

来
る

。

　
　
本
論
は

ま

ず
第
一

節
に

お

い

て
、

キ
リ

ス

ト

教
や
仏
教
と
い

っ

た

世
界
宗
教
を

哲
学

的
に

表

現
し
う
る

存
在

論
を

提
示
し、

続
い

て

第
二

節
に

お

い

　
て

、

そ

の

存
在
論
に

よ

る

キ

リ

ス

ト
教
と

仏
教
の

哲
学
的
な
表
現
を

試
み

る
。

こ

れ

を
受
け

第
三

節
に

お

い

て
、

宗

教
を
数

学
的
に

表

現
し

う
る

可
能

　
性
を

持
つ

数
学
で

あ
る

集
合
論
の

基
本
的
な

結
果
を
整
理
し、

最
後
に

第
四
節
に

お

い

て
、

そ

の

集
合
論
に

よ

る

宗

教
の

数

学
的
な

表

現
と

解
析
を

試

　
み

る
。

〈
キ
ー
ワ

ー
ド
V
　
存
在、

無

限
、

仏
教、

キ

リ

ス

ト

教
、

集
合
論
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限
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存
在
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存

在
論
の

端
緒
は

存
在
で

あ

る
。

存
在
と

は
、

何
者
か

と

し

て

存
在
す
る

通
常
の

存
在
す
る

者
、

存
在
者
で

は

な
く

、

何

者
と

し

て

　

俗

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　
1

も

限

定
さ

れ

な
い

唯
の

存

在
す

る
こ

と
、

単
に

有
る

こ

と

を
指
し

示

す
。

す
な

わ

ち

存
在
と

は
、

通
常
の

存
在
者
が

何
者
か

と

し

て

限



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

定
さ

れ
た

存
在
で

あ
る

の

に

対
し

て
、

何
者
と

し

て

も

限
定
さ

れ

な
い

存
在
そ

れ

自
体
を
指
し

示

す
。

こ

の

通
常
の

何
者
か

と

し

て

限

定
さ

れ
た

存
在
者
と
、

そ

の

根
底
に

横
た

わ

る

何

者
と

し

て

も

限
定
さ

れ

な
い

存
在
そ

れ

自
体
の

差
異
を
、

存
在
論
的
差
異
と

呼
ぶ

。

　

存
在
論
的
差
異
を

内
包
す
る

存
在
論
は
、

ハ

イ

デ
ガ

ー

の

専
売
特
許
の

よ

う

に

言
わ

れ

る

が
、

存
在
論
の

歴
史
を

遡
れ

ば
、

そ

れ
が

存
在
論
の

創
始

者
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

は

無
く

、

キ

リ
ス

ト

教

受
洗
以

降
の

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

哲
学

、

す

な

わ

ち

ギ
リ
シ

ャ

教
父

あ
る

い

は

ス

コ

ラ

学
徒
た

と

え

ば
ト

マ

ス

に

な
っ

て

出
現
し

た

こ

と

が

分
か

る
。

ア

リ
ス

ト

テ
レ

ス

の

知
ら

な
か

っ

た

存
在
論

的
差
異
が
、

何
故

キ

リ
ス

ト

教
受

洗
以

降
に

発
見
さ

れ

る

の

か

は

項
を

改
め

て

考
察
す

る

が
、

こ

こ

に

も
存
在
論
の

キ

リ
ス

ト

教
的

、

宗
教

的
な

特
質
が

色
濃
く
反
映
し

て

い

る
。

　

存
在
論
的
差
異
を
内
包
す
る

存
在
論
は

、

存
在
が

何
者
と

し

て

も

限
定
さ

れ

な
い
、

無
限
で

あ
る

こ

と

に

そ

の

特
質
を

見

出
す

。

あ

る

者
を
限
定
す
る

と

は
、

そ
の

者
を
そ

の

者
で

な
い

も
の

、

す

な

わ

ち

そ

の

者
の

否
定
か

ら

区
別
す

る
、

境
界
付
け

る

こ

と

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て

存
在
が

何
者
と

し

て

も

限
定
さ

れ

な
い

と
い

う
こ

と

は
、

存
在
は

何
者
か

ら

も

区
別
さ

れ

な
い
、

何
者
か

ら

も
境
界

付
け

ら

れ

な
い

、

言
わ

ば

外

部
を

持
た

な
い

全

体
で

あ
る
こ

と

を

意
味
す
る

。

す

な

わ

ち

存
在
は

自
ら

の

否
定
を

も

含
む

全

体
な

の

で

あ

〔
1）る

。

　
こ

の

と

き

存

在
は

自
ら
の

否
定
で

あ

る

無
と

区
別
さ

れ

え

な
い

。

存
在、

有
は

無
と

同
一

で

あ
る

。

少
な

く
と

も

キ

リ
ス

ト

教
受
洗

以
降
の

存
在
論
に

お

け

る

存
在
は
、

こ

の

よ

う

に

無
と

区
別
さ

れ

え

な
い

存
在
で

あ
っ

た
。

存
在
と

区
別
さ

れ

え

な
い

無
を

絶
対
無
と

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　　
ワ

ご

呼
び

、

そ

の

無
が

存
在
と

同
一

で

あ
る
こ

と

を

絶
対
無
の

自
己

同
］

と

呼
ぶ

の

は
、

い

わ

ゆ

る

「

京
都
学
派
」

の

伝
統
で

あ
る

。

仏
教

に

お

け

る

空

あ
る

い

は

無
の

形
而
ヒ
学
が

そ

の

伝

統
に

先
行
し

た
こ

と

も

「

京
都
学
派
」

の

言
う

通
り

で

あ

ろ

う
。

仏
教
の

空
無
論
に

よ

れ

ば
、

何
者
か

と

し

て

限
定
さ

れ

て

存
在
す
る
一

切
の

存

在
者
の

限
定
が

幻
の

如
く

消
え

失
せ

た

時
立

ち

現

れ

る

何
者
と

し

て

も

限

（630， 2
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定
さ

れ

え

な
い

真
実
こ

そ

空
無
で

あ

る

の

だ

か

ら
、

こ

の

空

無
と

存
在
そ

れ

自
体
と

の

問
に

何
の

亀
裂
も

無
い

こ

と

は

明
ら

か

だ

か

ら

で

あ
る

。

　
こ

の

事
実
は
、

仏
教
の

空
無

論
と

キ

リ
ス

ト

教

の

存
在
論
が

お

そ

ら

く
は

独
立

に

同
一

の

形
而
辷
学
に

到

達
し
て
い

た

と
い

う

こ

と

を

意
味
す

る
。

も
っ

と

も
形
而
上

学
の

同
冖

性
は

こ

こ

ま

で

で
、

存
在
論
か

ら

他
者
論
さ

ら

に

は

無
限

論
と

進
む
に

連
れ
て

、

両
者
の

形
而
上
学
は

趣
を

異
に

し
て

行
く

の

で

あ

る

が
、

少
な

く
と

も

形
而
上

学
の

出
発
点、

存
在
論
の

端
緒
に
お

い

て
、

宗
教
の

思
弁
に

洋

の

東
西
の

違
い

は

な
い

こ

と

を

確
認
し

て

お

く
べ

き

で

あ
る

。

無
と

区
別
さ

れ
え

な
い

存
在
の

概
念
は

、

洋
の

東
西
い

ず
れ
か

に

固
有

の

発
明
品
で

は

な

く
、

人

類

共
通
の

形
而
上

学
な

の

で

あ
る

。

　
2
　
他
者

　

有
る

者、

存
在
す

る

者
、

存
在
者
は

何
者
か

と

し

て

限
定
さ

れ

て

存
在
す
る

。

存
在
者
が

何
者
か

と

し
て

限
定
さ

れ

る
と

は、

存
在

者
が

そ

の

存
在
者
で

な
い

者
、

そ

の

存
在
者
の

否

定
か

ら

区
別
さ

れ
、

境
界
付
け
ら

れ
る

こ

と

で

あ
る

。

こ

の

存
在
者
で

な
い

者
、

存

在
者
の

否
定
を
、

そ
の

存
在
者
の

他
者
と

呼
ぶ

。

し

た

が
っ

て

何
者
か

と

し

て

限
定
さ

れ

て

存
在
す
る

全
て

の

存
在
者
に

は

固
有
の

他

者
が

存
在
す
る

。

　

存
在
者
が

何
者
か

と

し

て

限
定
さ

れ

る

と

は
、

存
在
者
が

そ

の

他
者
か

ら

区
別
さ

れ
、

境
界
付
け

ら

れ

る
こ

と
で

あ
っ

た
。

こ

の

と

き

図
と

地
を
逆
転
さ
せ

て

見
れ

ば
、

存
在
者
は

そ

の

他
者
に

よ

っ

て

境
界
付
け

ら

れ
、

限
定
さ

れ

る

と

見
る
こ

と
が

出
来
る

。

言
い

換

え
れ
ば

存

在
者
は

そ
の

否
定
に

よ
っ

て

限
定
さ

れ

る

の

で

あ

る
。

　

存

在
者
は

限

定
さ

れ

た

存
在
な

の

で

あ

る

か

ら

有
限
で

あ

る
。

こ

れ

に

対
し

て

そ

の

他

者
は

存
在
者
の

否

定
で

あ
る

の

で

無
限
で

あ

る
。

も
し

有
限
な

存
在
者
の

他
者
が

無
限
で

な
い
、

す

な

わ

ち

有
限
で

あ

る

と

し

た

な
ら

ば
、

そ

の

他
者
を

限
定
す

る

他

者
、

言
わ
ば

3 〔631）
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他
者
の

他
者
が

要
請
さ

れ

よ

う
。

こ

の

他
者
の

他
者
を

た

と

え

も

と

の

存
在
者
が

引
き

受
け
た

と

し
て

も
あ
る
い

は

新

た

な

他
者
が

現

れ

た
と

し

て

も
、

そ

れ

ら

が

有
限
で

あ
る

限
り、

そ

の

者
を

限
定
す

る

更
な

る

他
者
が

要
請
さ

れ

る
。

こ

の

過

程
は

、

最

後
の

他
者
が

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
（
3）

無

限
で

な
い

限
り

、

無
限

に

進
行
す

る
。

へ

ー

ゲ
ル

の

言
う
悪
無
限
で

あ

る
。

し

た
が

っ

て

他
者
は

無
限
で

あ
ら

ざ
る

を
え

な
い

。

す

な

わ
ち

他
者
も

ま

た
、

存

在
そ

れ

自
体
と

同
様
に

、

何
者
と

し

て

も

限
定
さ

れ

え

な
い

、

無

限
で

あ
る

他
は
な

い

の

で

あ
る

。

　

存
在
者
は

何
者
か

と

し

て

限
定
さ

れ

た

有
限
な

存
在
で

あ
る

。

そ

の

他
者
は

何
者
と

し

て

も

限

定
さ

れ

な
い

無
限
な

存

在
で

あ
る

。

し

か

し

他
者
は

何
者
と

し

て

も

限
定
さ

れ

な
い

無
限
な

存
在
そ

れ
自
体
と

は

異
な

る
。

何
故
な
ら

他
者
は

、

存

在
者
を

境
界

付
け
る
そ

の

外
部
で

あ
る

の

で
、

存
在
そ

れ

自
体

、

存
在
の

全
体
か

ら

存
在
者
と

し

て

境
界
付
け

ら
れ

た

有

限
な

部
分
を

除
い

た

残
余
の

部
分
と

な

る

か

ら
で

あ
る

。

す
な

わ

ち

他
者
は

無
限
な

全
体
で

あ
る

存
在
の

無
限
な

部
分
な

の

で

あ

る
。

無
限
に

お

け
る

部
分
と

全

体
の

関
係

は

無
限
集
合
論
の

主
要
な

問
い

の
一

つ

と

し

て

再
び
問
う
こ

と

に

な

ろ

う
。

　

と

こ

ろ

で

本
節
に

述
べ

た

存
在
者
の

何
者
で

あ
る
か

の

他
者
あ
る

い

は

否
定
に

よ

る

限
定
と

い

う
発
想
を

、

ソ

シ
ュ

ー
ル

以

来
の

フ

ラ

ン

ス

構
造
主
義
に

由
来
す

る

と

思
っ

た

読
者
も
い

る

に

違
い

な
い

。

あ

る

言
葉
の

意
味
は

他
の

言
葉
の

意
味
と

の

対

比
に
お

い

て

決

定
さ

れ

る
と

い

う
思
想
で

あ
る

。

し

か

し

本
節
に

述
べ

た

他

者
あ
る

い

は

否
定
に

よ

る

限
定
と
い

う

発
想
は

、

差
し

当

た

り
ス

ピ

ノ

ザ

に

端
を
発
し
へ

ー

ゲ
ル

が

全
面
的
に

展
開
し

た

思
想
で

あ
り

、

ソ
シ
ュ

ー
ル

よ

り
一

世
紀
先
行
す

る
。

へ

ー
ゲ

ル

を
頂

点
と

す

る
ド

イ

ツ

観
念
論
を
古
臭
い

と

言
っ

て

切
り

捨
て

る

の

は

ま
だ

早
い

。

　

3
　
無
限

　

存
在
も
他
者
も

、

何
者
と

し

て

も

限
定
さ

れ

え

な
い

、

無
限
で

あ
る

。

存
在
は

無
限
の

全
体
で

あ

り
、

他
者
は

そ
の

無
限
の

部
分
で

あ
る

。

こ

の

無
限
こ

そ

存
在
論
の

歴
史
を
二

度
に

わ

た
っ

て

大
転
換
さ

せ

た

鍵
概
念
な

の

で

あ

る
。

（632） 4
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ア

リ
ス

ト

テ
レ

ス

は

ギ

リ
シ

ャ

哲
学
あ

る
い

は

古

典
古
代
哲

学
に

お

け

る

存
在
論
の

完
成
者
で

あ
る

と

同

時
に

無

限
論
の

完

成
者
で

あ
る

。

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

と

っ

て

無

限
は

極
め
て

逆
説

的
な

存

在
で

あ
っ

た
。

無
限
に

は

限
り
が

無
い

。

た
と

え

ば

自
然

数
1

、

2
、

3
、

…

…
n

、

n

＋

1
、

…

…
は

無
限
に

存
在
す
る

。

何
故
な

ら

任
意
の

自
然
数
n

の

後
に

は
必
ず
そ

れ

に

続
く

自
然
数
n

＋

1

が

存
在
し
、

限
り

が

無
い

。

ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

は
こ

の

よ

う
に

無
限
に

後
続
す
る

、

限
り
が

無
い

、

完
結
し

な
い

無
限

を
、

可
能
態
に

お

け

る

無
限

と

呼
ん

だ
。

　

可
能

態
と

は
、

事
態
が

潜
在
的
で

あ
り

未
だ

完
結
し

な

い

状
態
を

指
し
示

す
。

事
態
が

顕
在
的
に

な

り

既
に

完
結
し

た

状
態
を

指
し

示
す
、

現
実
態
と
い

う

概
念
と

対
で

用
い

ら

れ

る、

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

存
在
論
の

基
本
概
念
で

あ

る
。

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

と

っ

て

無

限
は

可

能
態
に

お

い

て

し

か

あ
り

え
な

い

と

考
え
ら

れ

た
。

何
故
な

ら

現
実
態
に

お

け

る

無
限、

完
結
し

た

無

限
と

は
、

限
り
の

無
い

無
限
が

完
結
す

る
、

限
り

を

有
す

る
、

極
め

て

逆
説
的
な

概
念
に

見
え

た
か

ら

で

あ
る

。

　

実
際
、

現

実
態
に

お

け

る

無
限、

た

と

え

ば

自
然
数
の

全
体
と
い

う
完
結
し

た

無
限
を

考
え
れ

ば
、

偶
数
の

全

体
と
い

う

完
結
し
た

無
限
も

考
え

る
こ

と
が

出
来
る

。

こ

の

と

き

偶
数
の

全
体

は

明
ら

か

に

自
然
数
の

全

体
の

部
分
で

あ
る

。

と
こ

ろ

が

自
然
数
の

n

に

偶

数
の

2n

が

対

応
す

る

よ

う

に

自
然
数
の

全
体
と

偶
数
の

全

体
か

ら

数
を
取
り

出
せ

ば
、

両

者
か

ら

常
に

同
じ

だ

け

の

数
が

取
り

出
せ

る
。

自
然
数
の

全

体
と

偶
数
の

全

体
は

数

に

お

い

て

等
し
い

の

で

あ

る
。

こ

れ

は

全
体
と

部
分
が

等
し

く

な

る

こ

と

を

意
味
す

る
。

全

体
は

部
分
の

総
和
以

上
の

も

の

で

あ
る

と

さ

え

言
っ

た

ア

リ
ス

ト

テ

レ

ス

に

と
っ

て

こ

の

帰
結
は

受
け

入

れ

ら

れ

る

筈
も

無
い

。

ア
リ

ス

ト

テ
レ

ス

は

現
実
態
に

お

け

る

無
限

を

認
め

れ
ば

矛
盾
が

帰

結
す

る

と

考
え
た

の

で

あ
る

。

　
そ

も

そ

も

ア

リ
ス

ト

テ
レ

ス

達

古
代

ギ
リ
シ

ャ

人

に

と

っ

て
、

無
限

、

何
者
か

と

し

て

限
定
さ

れ

え

な

い

者
、

境
界
付
け
ら

れ

な
い

者
、

形
無
き

者
は

、

形
、

形
相
の

反
対

概
念
で

あ
る

質
料
の

特

質
で

あ
る

。

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

存

在
論
に

お

い

て

は
、

何
者
と

し

て

も
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限
定
さ

れ

な
い

可
能
態
に

あ

る

質

料
が

形
相
に

よ
っ

て

何
者
か

と

し

て

限

定
さ

れ

て

初
め

て

現
実

態
と

な

る
。

言
い

換
え

れ

ば

現
実

態、

完
結
し

た

者
は

限
定
さ

れ
た

者
で

あ
り
、

可
能
態

、

完
結

し
な
い

者
こ

そ

限
定
さ

れ
な
い

者
、

す
な

わ

ち

無

限
な

の

で

あ
る

。

　

キ

リ
ス

ト

教
受
洗
は

存
在
論
の

大
転
換
を

も

た

ら

し

た
。

キ

リ

ス

ト

教
の

神
は

、

人
間
の

把
握
を

超
越
し

て

お

り
、

何
者
と

し

て

も

限

定
さ

れ

え

な
い
、

無
限
で

あ
る

他
は
な

か
っ

た

の

で

あ

る
。

キ

リ
ス

ト

教
を

ギ
リ
シ

ャ

哲
学
の

教

養
に

お

い

て

理

解
し

よ

う
と

し
た

キ

リ
ス

ト

教
受
洗
後
の

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

の

知
識
人、

ギ
リ

シ

ャ

教
父
や
ス
コ

ラ

学
徒
は

当
惑
し

た
。

ギ
リ
シ

ャ

哲
学
に

お

い

て

最
も

低
い

場
所
に

位
置
す
る

質
料
の

特
質
が
、

キ

リ
ス

ト

教
に

お

い

て

最
も

高
い

場
所
に

位
置
す

る

神
の

特
質
で

あ
ろ

う

と

は
。

少
な

く
と

も

神

は
、

未
だ

完
結
し

な
い

可
能
態
で

は

あ

り

え

ず
、

既
に

完
結
し

た

現
実
態
で

あ

る

他
は

な
い

。

神
は

、

質

料
の

よ
う
な

可
能
態
に

お

け

る

無
限
で

は

あ
り

え

ず
、

現
実
態
に

お

け

る

無

限
で

あ
る

他
は

な
い

の

で

あ
る

。

　
こ

の

こ

と

を

最
初
に

宣
言
し

た

の

は

ギ

リ
シ

ャ

教
父
で

あ
っ

た

が
、

こ

の

こ

と

を

存
在
論
と

し

て

表
現

し

た

の

は

ス

コ

ラ

学
徒
分
け

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
（
↓

て

も

ト
マ

ス

・

ア

ク
ィ

ナ
ス

で

あ
っ

た
。

ト
マ

ス

は

神
が

現
実
態
に

お

け
る

無
限
で

あ

る
こ

と

を

存

在
論
的
に

表
現
す

る

た
め

に
、

何

者
か

と

し
て

限
定
さ

れ

た

有
限
な

存
在
者
と

何
者
と

し
て

も

限
定
さ

れ

な
い

無
限
な

存
在
そ

れ

自
体
の

区
別、

す
な

わ
ち

存

在
論
的
差

異
を

導
入
し

た
。

そ

の

上

で

ト
マ

ス

は

事
態
が

現
実
態
に

あ

る
こ

と

を

そ

れ
が

存
在
す
る

こ

と

と

捉
え

直
し
、

神
が

無
限
の

現
実
態
で

あ
る

こ

と

を
、

神
が

無
限
の

存

在
そ

れ

自
体
で

あ

る
と

表

現
し

た

の

で

あ
る

。

　

存
在
論
的
差
異
を

内
包
す

る

存
在
論
は、

無
限
の

場
所
を

可

能
態
か

ら

現
実
態
に

転
換
す
る
た

め

に

見
出
さ

れ
た

と

言
え

よ

う
。

こ

の

よ

う
に

し

て

存
在
は

現
実
態
に

お

け

る

無
限、

完
結
し

た

無
限、

全

体
と

し

て
の

無
限
の

場
所
と

な
っ

た

の

で

あ
る

。

こ

の

存
在
論

を
、

ア

リ
ス

ト

テ

レ

ス

の

ギ
リ
シ

ャ

的
あ
る
い

は

古
典
古
代
的
存
在
論
と

区
別
し
て

、

ゲ
ル

マ

ン

的
存
在
論
と

呼
ぶ

こ

と

に

し

よ

う
。

　
へ

ー

ゲ
ル

が

ス

ピ

ノ

ザ

を

経
由
し

て

受
け

取
っ

た

の

は
、

こ

の

存
在
論
し

た
が

っ

て

無

限
論
で

あ
る

。

た

だ

し
へ

ー
ゲ
ル

は

現
実
態
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宗 教 の 数理 解析

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

コ

ヨ

に

お

け

る

無

限
を

真
無

限
と

呼
び
直
し

て

い

る
。

古
典
古
代
的
存
在
論
に

お

い

て

は
ほ

と

ん

ど

「

悪
」

で

あ
っ

た

無

限
が

、

ゲ
ル

マ

ン

的
存
在
論
に

お
い

て

は
つ

い

に

「

真
」

の

場

所
を

獲
得
し

た

の

で

あ
る

。

　

既
に

述
べ

た
よ

う
に

へ

ー

ゲ
ル

は
、

こ

の

ゲ
ル

マ

ン

的
存

在
論
に

基
づ
い

て

他

者
論
を

構
築
し

た
。

こ

の

と

き
へ

ー

ゲ
ル

は

存
在
の

無
限
と

は

区

別
さ

れ

る

他
者
の

無
限
を

悪

無

限
と

呼
ん

だ
。

他
者
の

無
限
を

、

無
限
に

進
行
す
る

、

完
結
し

な

い

無

限、

す
な

わ

ち

可

能
態
に

お

け

る

無

限
と

考
え

た
か

ら
で

あ
る

。

し

か
し

他
者
の

無

限
は
、

存
在
の

全
体
と

し

て

の

無
限
か

ら

存
在
者
の

有
限
の

部
分
を

除
い

た

残
余
の

部
分
と

し
て

の

無
限
で

あ
る

以
上

、

可
能
態
に
お

け

る

無
限
で
は

あ
り

え

な
い

。

他
者
の

無
限
も

ま

た
、

存
在
の

無
限

と

同
様
に
、

現

実
態
に

お

け
る

無
限

、

完
結
し

た
無
限

、

す

な

わ

ち

真
無
限
な
の

で

あ
る

。

　
こ

の

こ

と

に

へ

ー

ゲ

ル

が

思
い

至
ら

な

か
っ

た

の

は
無
理

も

な
い

。

全

体
と

し

て

の

無

限、

無
限

集
合
と

そ

の

部
分
と

し

て

の

無

限
、

無

限
部

分
集

合
の

驚
く
べ

き

関
係
が

証
明
さ

れ
る

の

は
、

へ

ー

ゲ
ル

没

後
の

十
九
世
紀
後
半

、

ゲ
オ
ル

グ
・

カ

ン

ト

ル

の

集
合
論

を

待
っ

て

だ
か

ら

で

あ

る
。

カ

ン

ト

ル

の

集
合
論
の

登

場
に

よ

っ

て
、

無
限
論
し

た

が
っ

て

存
在
論
は

第
二

の

大
転

換
を

迎
え

る
。

敢

え

て

名
付
け

れ
ば

ゲ
ル

マ

ン

的
存
在
論
か

ら

近
代
的
存

在
論
へ

の

転
換
で

あ

る
。

本
論
は

カ
ン

ト

ル

の

集
合

論
を
、

存
在
論
の

第
三

段

階
、

近

代
的
存
在
論
と

し
て

読
み

解
く
作
業
で

あ
る

と

言
っ

て

も
よ

い
。

し

か

し

そ

の

作
業
は

第
三

節
以

降
に

譲
り

、

次

節
で

は

第
三

節
以
降
の

準
備
と

し
て

本
節
に

お

い

て

述
べ

た

存
在
論
を

宗
教
の

哲

学
的
な

表
現

と

し

て

捉
え

直
す

作
業
を

行
い

た
い

。

二

　
一

神
教
と

汎
神
教

1
　
神
は

無
限

、

仏
は
無
量

神
と

は

何
か

。

神
と

は
、

こ

の

世
界
の

存
在
者
で

な
い

者、

こ

の

世
界

の

存
在
者
の

否
定、

す

な

わ

ち

こ

の

世

界
の

他
者
で

あ
っ
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て
、

こ

の

世
界
を

超
越
し

、

こ

の

世
界
の

何

者
と

し
て

も

限
定
さ

れ

え

な
い

、

無
限
で

あ
る

。

神
は

他
者
で

あ
り

そ

れ

ゆ

え

無
限
で

あ

る
。

こ

れ

は
ユ

ダ
ヤ

教
、

キ
リ

ス

ト

教
、

イ
ス

ラ

ー
ム

と

い

っ

た
一

神
教
に

共
通
す

る

神
了
解
で

あ

る
。

神
の

他
者
性
と

無
限
性

、

こ

の

こ

と

は
一

神
教
の

内
部
の

視
点
に

立
つ

神

学
に

と
っ

て

決
し
て

譲
れ
ぬ
一

線
で

あ

ろ

う
。

　

仏
と

は

何
か

。

仏
と

は
、

こ

の

世
界
の

存

在
者
が

覚
り
を

開
く
こ

と

に

よ
っ

て

到
達
す
る

場
所

、

こ

の

世
界
の

全

て

の

存
在
者
が

到

達
す

る

可
能
性
を

持
つ

と

い

う
意
味
に

お

い

て
、

こ

の

世
界
の

全
て

の

存
在

者
の

根
底
に

潜
在
す

る

場
所
で

あ

る
。

存
在

者
が

覚
り

を

開
く
こ

と

と

は
、

取
り
も

直
さ

ず
存
在
者
が

自
己
の

限
定
さ

れ

て

有
る
こ

と

か

ら

解
き

放
た

れ

る
こ

と

で

あ
る
と

す

る

な
ら

ば
、

そ
の

よ

う
な

存
在
者
の

到
達
す

る

場
所

、

そ
の

よ

う
な
存
在
者
の

根
底
に

潜
在
す
る
場
所
と

は
、

い

か

な

る

限
定
も

有
り

え

な
い

、

無
限
の

場
所、

空
で

あ

り
無
で

あ
る

場
所、

し

た
が
っ

て

無
限
の

存
在
そ

れ

自
体
で

あ
る

他
は

な
い

。

仏
と

は
、

無

限
、

空
あ
る
い

は

無、

し

た
が
っ

て

存
在
そ

れ

自
体
な
の

で

あ
る

。

　

仏
教
で

は
、

こ

の

仏
の

無
限
を

無
量
と

漢
訳
し
て

来
た

。

無
量
の

原
語

、

サ
ン

ス

ク

リ
ッ

ト

語
の

「

ア
ミ

タ
」

こ

そ
「

阿
弥
陀
」

の

語
源
で

あ
る

。

「

南
無
阿
弥
陀
仏
」

と

は
、

無
限
で

あ

る

仏
に

帰
依
す
る
こ

と

に

他
な

ら
な
い

。

　

仏
は

無
限
で

あ
り
そ

れ

ゆ

え
空

あ
る
い

は

無
で

あ
る

。

こ

の

空
あ
る
い

は

無
を

存
在
そ

れ

自
体
と

同
一

視
す

る

の

は

形
而
上

学
で

あ

る
。

し

か

し

仏
は
、

全
て

の

存
在
者
が

到
達
し
う
る

と
い

う
意

味
に

お

い

て
、

全

て

の

存
在
者
の

根
底
に

存
在
す

る
、

遍
在
性
を

持
っ

て

い

る
。

し

た

が
っ

て

仏
教
は
、

仏
が

遍
在
す
る

、

全
て

の

存

在
者
に

仏
が

内
在
す
る

宗
教
で

あ
り

、

汎
神
論

、

汎
神
教
で

あ
る

と

言

っ

て

よ

い
。

こ

う
考
え

れ

ば
、

仏
が

空
あ
る

い

は

無
と

区

別
さ

れ

え

な
い

存

在
そ

れ

自
体
で

あ

る
と

言
う
こ

と

に

無
理
は

な
い

。

い

ず

れ
に

せ

よ

仏
の

無
限
性

、

空
性
あ

る
い

は

無
性

、

し

た

が
っ

て

存
在
性
は

、

仏
教
と

い

う

汎

神
教
の

内
部
の

視
点
に

立
つ

教

学
に

と
っ

て

差
し

当
た

り

譲
れ

ぬ
一

線
と

な
っ

て

い

る
。
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宗教 の 数理解析

　
2
　
キ
リ
ス

ト
教

　
キ

リ

ス

ト

教
と
い

う
宗

教
の

核
心
に

は

愛
あ
る

い

は

他
者
が

あ

る
。

愛
と

い

う
関

係
は

、

人
間
と

人

間
の

関
係
に

あ
っ

て

も
、

人
間

と

神
の

関
係
に

あ
っ

て

も
、

あ

る

存
在
者
に

対
し

て

そ

の

他
者
が

存
在
し

て

初
め

て

可
能
に

な

る

関
係
で

あ
る

。

も
っ

と

も

自
己

愛
と

い

う

愛
の

「

関
係
」

が

あ

り

う

る

の

で

あ
る

が
、

こ

の

「

関
係
」

を
、

自
己
の

内
部
に

他

者
が

存

在
す

る

と

見
る

か
、

病
理

と

見

る
か

は

別
と

し

て
、

差
し

当
た

り

愛
の

関
係
か

ら

除
外
し

て

お

こ

う
。

　

愛
は

他
者
が

存
在
す

る

だ

け

で

は
、

片
思
い
、

ス

ト

ー
カ

ー
、

お

節
介
の

類
の
一

方
的
な

関
係
に

陥
っ

て

し

ま

う
の

で

あ
っ

て
、

他

者
が

振
り
向
く、

寄

り

添
う
、

臨
在
す

る

と
い

っ

た

双
方
向
性
が

な

け

れ

ば

成
り

立

た
な
い

。

愛
の

関
係
に

は
、

あ
る

存
在
者
に

と
っ

て

固
有
な

他
者
が

臨

在
す

る
こ

と

が

必
要
な

の

で

あ
る

。

前
章
に

述
べ

た

存
在
論
的
な
他

者
と

は
、

ま
さ

し

く
こ

の

よ

う
な

他
者
に

他

な

ら

な
い

。

　

神
は

存
在
者
一

人
一

人

に

こ

の

よ

う
な

他
者
と

し

て

臨
在
す
る

。

神
に

よ

る

存
在
者
の

創
造
と

い

う
発
想
は

、

現
代
人
に

は

極
め
て

受
け

入

れ

難
い

よ

う

に

思

え

る

が
、

神
が

存

在
者
一

人
一

人

を
そ

の

者
と

し

て

限

定
す
る

他
者
で

あ
る

と

す
る

な

ら

ば
、

神
に

よ

る

存

在
者
の

創
造
を

、

神
に

よ

る

存
在
者
の

限
定
と

捉
え

直
す
こ

と

が

出
来
よ

う
。

し

た
が
っ

て

神
に

よ

る

存
在
者
の

創
造
す
な

わ

ち

限
定

は
、

生

命
誕
生
の

瞬

間
だ

け

で

な
く
生

涯
の

あ

ら
ゆ

る

瞬
間
に

持
続
し

て

い

る
こ

と

に

な

る
。

存
在
者
は

神
の

臨
在、

神
の

愛
に

ょ
っ

て

そ
の

者
と

し

て

存

在
す

る
こ

と

を

贈
ら

れ
て

い

る
の

で

あ
る

。

　

神
は

自
ら

の

分
身
で

あ

る

イ
エ

ス

・

キ

リ
ス

ト

を

人

間
の

隣
人

と

し

て

こ

の

世
界
に

贈
ら

れ

た
。

こ

こ

で

も
ま

た

神
は

、

自
ら

を

存

在
者
に

他
者
と

し
て

臨
在
さ
せ

、

存

在
者
を
救
済
し

よ

う
と

試
み

た
。

あ
ま

つ

さ

え

神
は

、

イ
エ

ス
・

キ

リ

ス

ト
が

人

間
達
の

犠
牲
に

な
っ

た

後
も
、

自
ら

の

聖

霊

を

存

在
者
に

そ
の

他
者
と

し
て

臨
在
さ
せ

続
け
て

い

る
。

神
の

愛
と
い

う

他
は

な
い

。
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「

神
は

愛
で

あ
る
」

〔
第
一

ヨ

ハ

ネ

第
四

章
第
八

節
）

。

神
が

愛
で

あ
る

た

め

に

は
、

神
は

臨

在
す

る

他
者
で

あ

ら

ね

ば

な
ら

な
い

。

も
っ

と

も
キ
リ

ス

ト

教
に

お

い

て

も、

神
は

人
間
の

到
達
す
べ

き

場
所
で

あ
り
、

人

間
の

根
底
に

潜
在
す
る

存
在
そ

れ

自
体
で

あ
る

と

捉
え

る

伝

統
が

無
い

訳
で

は

な
い

。

い

わ

ゆ

る

キ
リ

ス

ト

教
神
秘
主
義
で

あ
る

。

実
際

、

ト
マ

ス

の

存
在
論、

神
は

存
在
そ

れ

自
体
で

あ
る

と
い

う
存

在
論
に

、

キ

リ
ス

ト

教
神
秘
主

義
の

奥
深
い

影
響
を

見
て

取
る

こ

と

も

出
来
よ

う
。

　
キ

リ
ス

ト

教
神
秘
主

義
は

、

キ
リ
ス

ト

教
と

い

う
一

神
教
か

ら

出
発
し

て

い

る

に

も
関
わ
ら

ず、

人

間
が

神
と
一

致
す
る

可
能
性
を

受
け

入
れ

る

以

上
、

全
て

の

存
在
者
が

神
を

分
有
す

る

可
能

性、

全
て

の

存

在
者
に

神
が

内

在
す
る

可

能
性

、

言
い

換
え
れ

ば

汎

神

論
、

汎
神
教
を

受

け

入
れ
る

方
向
に

向
か

わ

ざ
る

を

え
な
い

。

そ
の

こ

と

自
体
は
、

世
界
宗
教
と

呼
ば

れ

る

程
の

宗
教
は
一

神
教

、

汎

神
教
い

ず
れ

の

方

向
を

も

内
包
す
る

と

考
え

れ

ば
問
題
で

な
い

。

し
か

し

神
を

他

者
と

し
て

捉
え

る

こ

と

と

存
在
そ
れ

自
体
と

し

て

捉

え

る
こ

と

の

間
に

は
、

→

見
す

る
と

越
え

難
い

深
淵
が

横
た

わ
っ

て

い

る
。

　

神
が

他

者
で

あ

る

と
い

う
こ

と

は
、

人
問
の

救
済
が

神
の

愛
に

よ
っ

て

他
者
で

あ
る

神
の

側
か

ら

贈
ら

れ

る

恩
恵
で

あ
る

こ

と

を

意

味
す

る
。

こ

れ

に

対
し

て

神
が

存
在
そ

れ

自
体
で

あ

る

と
い

う

こ

と

は
、

人

間
の

救
済
が

自
己
の

限
定
か

ら

解
き

放
た

れ
て

存
在
そ

れ

自
体
で

あ

る

神
と
一

つ

に

成
る

人

間
と

神
の

「

共
同
行

為
」

で

あ
る

こ

と

を

意
味
し

よ

う
。

こ

の

「

共
同
行
為
」

に

お

い

て

神
の

側
の

行
為
は

恩

恵
と

区
別
し

え

な
い

の

で
、

人
間
の

側
の

行

為
の

み

が

問
題
と

な

る
。

す

な

わ

ち

神
が

他
者
で

あ

る
と

き

救
済
は

神
の

恩
恵

の

み

に

よ

る

が
、

神
が

存
在
で

あ
る
と

き

救
済
は

人

間
の

行
為
に

よ

る
と
い

う
対
立

が

浮
き

彫
り

と

な

る
の

で

あ
る

。

　

救
済
は

神
の

恩
恵
に

よ

る

の

か
、

人

間
の

行
為
に

よ

る

の

か

と

い

う
対
立

、

仏
教
的
に

表
現
す

れ

ば
、

他
力
救

済
か

自
力
救
済
か

の

対
立

は
、

キ

リ

ス

ト

教
誕
生
以
来、

時
代
の

節
目
毎
に

現
れ

る

対
立
で

あ
る

。

キ

リ

ス

ト

教
の

歴

史
に

お

い

て
、

聖

書
記
者
パ

ウ

ロ

と

宗
教
改
革
者
ル

タ
ー

が

恩
恵
に

よ

る

救
済

、

他
力
救
済
論
の

急
先
鋒
で

あ
っ

た

こ

と

は

記
憶
さ

れ
て

よ
い

。

現

代
の

キ

リ
ス

ト

教
も
ま
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も　

た
、

人

間
の

行
為
に

よ

る

救
済

、

自
力

救
済
論
に

傾

く
キ

リ

ス

ト

教

神
秘
主
義
に

か

な
り

手
厳
し
い

。

二

十
世
紀
の

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト

を

代
表
す

る

カ

ー
ル

・

バ

ル

ト

の

神
秘
主

義
批

評
「

自
己
に

よ

る

救
済
の

空
し

い

試
み
」

は

言
う
に

及
ば
ず
、

本
論
執
筆
現
在
の

カ

ン

タ
ベ

リ

ー

大
主
教
ロ

ー

ワ

ン
・

ウ

ィ

リ

ア

ム

ズ

も
ロ

ー
マ

教
皇
ベ

ネ

デ
ィ

ク
ト

十
六

世
も

、

そ

の

神
秘
主

義
批
判
の

業
績
が

高
く

評

価

さ

れ

て
、

そ

れ

ぞ
れ

英
国
国
教
会
と

カ

ト

リ
ッ

ク

教
会
の

頂
点
に

登
り

詰
め
た

こ

と

は

よ

く
知
ら

れ

て

い

る
。

　
彼
ら

の

宗
教

感
情
は

理

解
出
来
る

。

も

し
神
が

私
達
に

臨
在
す

る

他
者
で

は

な

く
私
達
も
分

有
す

る

存

在
で

あ

る

と

す
る

な

ら

ば
、

私
達
を

愛
す

る

者
は

何
処
へ

行
っ

て

し

ま

う
の

だ

ろ

う
か

。

私
達
が

、

私
達
の

根
底
に

内

在
す
る

「

私
達
そ

れ

自
身
」

と

し

て

の

神
と

一

っ

に

成
り

、

そ
の

「

私
達
そ

れ

自
身
」

に

愛
さ

れ

た

と

こ

ろ

で
、

そ

れ

は

自
己
愛
と

い

う
空
し
い

試
み

に

過
ぎ

な
い

の

で

あ
っ

て
、

私
達
が

救
わ

れ

る
こ

と

な

ど

あ

り

え

な
い

。

私

達
が

救
わ

れ

る

た

め

に

は

私
達
で

は

な
い

他
者
に

愛
さ

れ

ね

ば
な

ら

な
い

の
で

あ
る

。

　
神
を

他
者
と

し
て

捉
え、

救
い

を

他
者
の

臨

在
と

考
え

る

宗

教
に

と
っ

て
、

神
を

存
在
と
し

て

捉
え

、

救
い

を
存

在
へ

の

回

帰
と

考

え

る

宗
教
は
、

他
者
に

よ

る

愛
あ

る
い

は

他
者
へ

の

愛
を

失
っ

た
、

自
己

愛
の

宗
教
に

感
じ
ら

れ
る

。

存

在
者
へ

の

他
者
の

臨
在
が

愛

で

あ
る

宗

教
に

と
っ

て
、

存
在
者
の

存
在
へ

の

回
帰
が

目
的
で

あ

る

宗

教
は、

恐
る

べ

き

自
己

神
化

、

恥
ず
べ

き

自
己
過

信
、

お

気
楽

な

自
己

肯
定
の

宗
教
に

し

か

見
え

な
い

の

で

あ
る

。

チ
ベ

ッ

ト

仏
教
の

ダ
ラ

イ
・

ラ

マ

の

講
演
を

聴
い

た
カ

ト

リ
ッ

ク

の
一

枢
機
卿
の

感
想
が

印
象
に

残
っ

て

い

る
。

「

ダ
ラ

イ
・

ラ
マ

の

お

話
に

は
一

言
も

愛
と
い

う

言
葉
が

出
て

来
な

か
っ

た
」

。

　
3
　
仏
教

　

仏
教
と
い

う
宗
教
の

核
心
に

は

生
あ
る
い

は

存
在
が

あ
る

。

言
う
ま

で

も
な

く
仏
教
の

目
的
は

、

覚
り

を

開

く
、

仏
に

成
る
こ

と

で

あ

る

が
、

そ
れ

は

存
在
者
が

自
己
の

何
者
で

あ
る
か

を

限

定
さ

れ

て

存
在
す
る

存
在
の

仕
方
か

ら

解
き

放
た

れ
、

何
者
と

し
て

も

限
定

さ

れ

え

な

い

存

在
そ

れ

自

体
に

回
り

帰
る
こ

と
と

し

て

哲

学
的
に

表
現
さ

れ
よ

う
。

存
在
者
の

限
定
か

ら

の

解
放
と

存
在
へ

の

回

帰、
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、

人
間
の

凡
夫
の

生
か

ら

の

離
脱
と

仏
と

い

う
根
源
的
な
生
へ

の

帰
還、

死

と

再
生

、

仏
教
と

い

う

宗
教
は

、

有
る

こ

と

あ
る
い

は

生

き

る
こ

と

の

否
定
と

再
肯
定
の

物
語
で
あ

る
。

　

そ

こ

で

「

一

切
衆
生
悉

有
仏
性
」

。

全
て

の

存
在
者
は

仏
に

成
る

可
能

性
を

持
っ

て

い

る
。

し

た

が

っ

て

全
て

の

存
在
者
の

根
底
に

は

仏
が

内
在
し

て

い

る

に

違
い

な
い

。

な

る
ほ

ど

存
在
者
は

存
在
の

限
定

さ

れ
た

部
分
な
の

で

あ
る
か

ら
、

仏
が

存
在
で

あ
る
と

す

る

な
ら

ば
、

全
て

の

存
在
者
は

仏
を
分
有
し

て

い

る

こ

と

に

な

る
。

言
い

換

え
れ
ば

全
て
の

存
在
者
は

限
定
さ

れ

て

存
在
す

る
こ

と

に

お

い

て
、

す
で

に

仏
を

分
有
し
そ

の

部
分
と

な
っ

て

い

る

の

で

あ

る
。

し
か

し
た
と

え

全
て

の

存
在
者
が

仏
を

分
有
し

そ

の

部
分
と

な
っ

て

い

る

と

し

て

も
、

そ

れ

は

仏
の

限
定
さ

れ
た
、

有
限
な

部
分
に

過
ぎ
ず

、

仏
の

無
限
な

全
体
は

お

ろ

か
、

そ

の

無
限
な

部
分
と

も

決

し

て

同
一

で

は

あ
り

え

な
い

。

す
な
わ

ち

存
在
者
が

分
有
す

る

存
在
は
、

有

限
の

存
在
で

あ
り、

無
限
の

存
在
で

あ

る

仏
と

は

似
て

非

な

る

者
な
の

で

あ
る

。

　

と

こ

ろ

が

仏
教
は

有
限
の

存
在
者
が

無
限
の

存
在
で

あ
る

仏
と
一

つ

に

成
る
こ

と

を
目
的
と

す
る

宗
教
で

あ

る
。

し
た
が
っ

て

仏
教

は

存
在
者
が

存
在
の

有
限
な

部
分
で

は

な

く
少
な

く

と

も

そ

の

無
限
な

部

分
と
】

致
す
る

事
態
を

受
容
し

さ

ら
に

は

要
請
せ

ざ
る

を

え

な
い

。

こ

れ

は

有
限
で

あ
る

者
が

同
時

に

無
限
で

あ
る
こ

と
、

す

な

わ

ち

論
理
的
な

矛
盾
を

受
容
し

要
請
す

る
こ

と

に

他
な

ら

な
い

。

仏
教
は

論
理

的
な

矛

盾
を
敢
え
て

引
き

受
け

ざ

る

を
え

な
い

の

で

あ

る
。

こ

れ
は

全
て

の

有
限
な

存
在
者
に

無
限

な

存
在
が

内
在
す
る

こ

と

を

引
き

受
け

る

汎

神
論

、

汎
神
教

の

避
け

て

は

通
れ

な
い

帰
結
で

あ

る
。

　

論
理

的
な

矛

盾
を

内
包
す

る
こ

と

は
、

理

論
の

無
矛
盾
性
を

放
棄
す

る

致

命
的
な

欠
陥
に

は

違
い

な
い

が
、

た

と

え
ば

瞑

想
や

坐

禅

や

念
仏
と
い

っ

た

宗
教
的
な

実
践
の

緊

張
に

お

い

て

辛
く

も

引
き

受
け

ら

れ
る
こ

と

な

の

か

も
知

れ
な

い
。

し
か

し

全
て

の

存
在
者
に

無
限
な

存
在
で

あ
る

仏
が

常
に

内
在
す

る

の

で

あ

る

な

ら

ば
、

存
在

者
は

わ
ざ
わ

ざ

有
限
な

存
在
す
な

わ

ち

凡
夫
の

生
か

ら

離
脱
し

な
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く

と
も

、

限
定
さ

れ

て

存
在
す

る

有
り

の

ま

ま

の

生
に

お

い

て

す

で

に

仏
な

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

存
在
者
は

存
在
す
る
、

生

き

て

い

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　（
7）

る

そ
の

ま

ま

で

す

で

に

覚
っ

て

お

り
、

仏
で

あ
る

。

こ

れ

が

日

本
仏
教
の

到
達
し

た

地
平

、

本
覚
思

想
に

他
な

ら

な
い

。

　

本
覚

思
想
は
、

日
本
仏
教
の

鬼
子
で

あ
る

。

全
て

の

存
在
者
は

「

有
り
の

ま

ま
で

救
わ

れ
て

い

る
」

と

言
い

募
っ

て

い

る

日

本
仏
教

は

本
覚

思
想
そ

の

も
の

で

あ

る

よ

う
に

見
え
る
一

方
で

、

日

本
仏
教
の

神
秘
主
義
を

代
表
す

る

天

台
宗
・

真

言
宗
も

、

自
己

の

行
為
に

よ

る

救

済
論
を

代
表
す

る

臨
済
宗

・

曹
洞
宗
も

、

他

者
の

恩

恵
に

よ
る

救
済
論
を
代
表
す
る

浄
土
宗
・

浄
土
真
宗
も

、

本
覚
思
想
と

は

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

〔
8）

差
し
当

た

り
一

線
を
画
し

て

い

る
。

密
教
は

瞑
想

、

禅
は

坐
禅
と
い

っ

た

修
行

、

行
為
を
通
じ

て

初
め

て

覚
り

を

得
、

仏
に

成
る

こ

と

が

出
来

る

と

す
る

こ

と

に

お

い

て
、

修
行

、

行
為
な
ど

要
ら

な
い

と

す
る

本
覚
思
想
と

の

差
異

化
を

図
っ

て

い

る
。

浄
土

仏
教
は
、

何

し

ろ

他

力
救
済
論
で
あ

る

か

ら
、

自
力
で

は

何
も
し

な
い

「

有
り
の

ま

ま

で

救
わ

れ

て

い

る
」

の

は

当
然
で

あ
る

と

も
言
え

よ

う
。

念

仏
と
い

う
行
為
が

救
済
に

は

必
要
な

ど

と

言
お

う
も

の

な

ら
、

絶
対
他
力
に

よ

る

救
済
論
に

矛
盾
す
る

。

そ

れ

で

は

浄
土
仏
教
は

本
覚

思

想
そ

の

も

の

で

あ
る

の

か
。

　

浄
土

仏
教
は
、

存
在

者
が

存
在
に

回

帰
す

る

こ

と

を
救
済
と

考
え
る

仏
教
で

あ

り
な

が

ら
、

存
在
者
が

他
者
に

臨
在
さ

れ

る

こ

と

を

救
済
と

考
え

る

他
者
の

恩
恵

に

よ

る

救

済
論
に

到
達
し

た

宗
教
で

あ
る

。

阿
弥
陀
仏
の

慈
悲

、

他
者
の

愛
の

み

が

存
在
者
を

浄
土
に

往

生

さ
せ

る

唯
一

の

可
能

性
で

あ

る
。

こ

の

浄
土

仏
教
が

本
覚
思
想
を
回
避
す

る

た

め

に

は
、

阿
弥
陀
仏、

仏
は

存
在
者
の

他
者
で

あ
っ

て

存
在

者
に

臨
在
は
す

る

が

決
し

て

内

在
は

し

な
い
、

そ

れ

ゆ

え
仏
は

存
在
者
と

同
一

で

は

あ

り

え

な
い
、

と

い

う
解
釈
に

徹
底
す

る

こ

と
で

あ
ろ

う
。

こ

の

場
合、

存
在
者
は

差
し

当
た

り

存
在
と

同
「

で

は

な
い

の

で

あ
る
か

ら

「

有
り

の

ま

ま

で

救
わ
れ
て

い

る
」

こ

と

は

あ

り
え

な
い

。

　

も
っ

と

も

救
済
を

、

存
在
者
が

他
者
に

臨
在
さ

れ

て

す

な

わ
ち

限
定
さ

れ

て

存
在
す

る
こ

と

そ

れ

自
体
で

あ

る
と

考
え
る

な

ら

ば
、
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全
て

の

存
在

者
は

限
定
さ

れ

て

存
在
す

る

「

有
り
の

ま

ま

で

救
わ

れ

て

い

る
」

と

言
う
こ

と

も

許
さ

れ

よ

う
。

た

だ

し

こ

の

場
合
の

「

有
り
の

ま

ま

で

救
わ

れ

て

い

る
」

は
、

存

在
者
と

存
在
の

も

と

か

ら

の

同
】

、

存

在
論
的

差
異
の

も
と

か

ら
の

不
在

、

す

な

わ

ち

本

覚
思
想
を

意
味
し

な
い

。

有
限
の

存
在
者
が

無
限
の

他
者
に

臨
在
さ

れ

て

存
在
す

る

そ

の
こ

と

自
体
が
、

他

者
の

愛
で

あ
り

、

存
在

者

の

救
い

で

あ
る

と

言
う
の

で

あ
る

。

こ

の

と

き

存
在
者
は
、

阿
弥
陀
仏
の

慈
悲
に

よ
っ

て
、

あ
る

い

は

神
の

愛
に

よ
っ

て

「

有
り
の

ま

ま
で

救
わ

れ

て

い

る
」

。

そ

れ
で

は
、

す
で

に

救
わ

れ

て

い

る

存

在
者
が

、

何
故
改
め

て

救
い

を

求
め

る

必
要
が

あ
る

の

か
。

キ

リ

ス

ト

教
の

問
い

は
こ

こ

か

ら

始
ま

る
。

三

　
数
学
的
無
限

　

1
　
無
限

集
合

、

部
分

集
合

、

ベ

キ

集
合

　

無
限

、

分
け
て

も

無
限
の

全

体
と

い

う

概
念
が

、

存

在
論
の

鍵

概
念
で

あ
っ

た
。

無
限
の

全
体

、

ア

リ
ス

ト

テ

レ

ス

的
に

表
現
す

れ

ば

現
実
態
に

お

け

る

無

限
、

へ

ー

ゲ
ル

的
に

表
現
す

れ

ば
真
無
限
で

あ
る

。

こ

の

無
限
の

全

体
に

ゲ
オ
ル

グ
・

カ
ン

ト
ル

は

無
限
集
合

と
い

う
数
学
的
な
表
現
を

与
え

た
。

無
限
集
合
と
は

、

無
限
の

要
素
を

含
む

全
体
の

こ

と

で

あ
る

。

こ

の

と

き

無
限
の

要
素
そ

れ

自
体

も

集
合
で

あ
っ

て

差
し

支
え
な

い
。

い

わ
ゆ

る

集
合
一

元
論
で

あ
る

。

　

た
だ

し

無
限
の

集
合
を

含
む

全

体
と

し

て

の

集
合
は
、

自
ら

に

含
ま

れ

る

要
素
と

し

て

の

集
合
と

同
じ

性
質
を

持
つ

と

は

限
ら

な

い
。

た

と

え
ば

自
然
数
n

を
n

個
の

要
素
の

集
合
で

あ
る

と

考
え
れ
ば

、

自
然
数
全
体
の

集
合
は

こ

の

集
合
の

無
限
集
合
で

あ

る
こ

と

に

な
る

。

し

か

し

こ

の

無
限
集

合
そ

れ

自
体
は

自
然
数
で

は

あ
り
え
な
い

。

何
故
な

ら

自
然
数
n

は

n11

と

い

う
自
ら
に

直
前
の

集

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
ユ

合
を
持
つ

が
、

こ

の

無
限

集
合
は

自
ら
に

直
前
の

集
合
を
持
ち

え
よ

う
も
な
い

か

ら

で

あ
る

。
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無
限
集
合
に

含
ま
れ

る

要
素
の

集
合
を
、

そ

の

集
合
の

部
分
集

合
と

呼
ぶ

。

部
分
集

合
に

は
、

有
限
の

要
素
を
含
む

有
限
部
分

集
合

と
、

無
限
の

要
素
を
含
む
無
限
部
分
集
合
が

あ
る

。

ま

た

も

と
の

無
限

集
合
を
そ

の

部
分

集
合
に

対
し

て

全
体
集
合
と

呼
ぶ

。

こ

の

と

き

存
在
論
に

お

い

て

無

限
の

全
体
と

区
別
さ

れ

た

有
限
の

部

分
は

、

無
限
集
合
の

有
限

部
分
集

合
と

し

て

数
学
的
に

表
現
さ

れ

よ

う
。

ま

た

存
在
論
に
お

い

て

無
限
の

全
体
か

ら

有
限
の

部
分
を
除
い

た

残
余
と

し

て

定
義
さ

れ
た

無
限
の

部
分
は
、

無
限
集
合
の

無
限
部
分

集
合
と

し
て

数
学

的
に

表
現
さ

れ
る

。

存
在
論
と

集
合
論
は

ほ
と

ん

ど

同
型

的
に

対
応
す
る

の

で

あ

る
。

　

無
限
集
合
の

全
て
の

部
分

集
合
の

集
合
を

、

そ

の

集
合
の

べ

キ

集
合
と

呼
ぶ

。

自
ら

の

全
て

の

部
分
の

全

体
と
で

も

言
え

よ

う

か
。

こ

の

べ

キ

集

合
と

い

う

概
念
を

敢
え

て

導
入
す

る

の

は
、

ベ

キ

集
合
が

も

と

の

集
合
を

超
越
す

る

と

い

う

性
質
を
持
つ

か

ら

で

あ

る
。

す

な

わ

ち

無

限
の

全
体
は

自
ら

の

全
て

の

部
分
の

全
体
に

超
越
さ

れ
る
、

言
い

換
え
れ

ば
全
体
は

部
分
の

総
和
に

超
越
さ

れ
る

の

で

あ

る
。

こ

れ
は

驚
く
べ

き

性
質
で

あ
る

。

存
在
論
的
に

も

極
め

て

興
味
深
い

。

こ

れ

ま

で

の

存
在
論
に

お

い

て

ほ

と
ん

ど

全
く
隠
さ

れ
て

い

た

性
質
が

露
わ

に

な

る
の

で

あ
る

。

　

2
　
無
限
に

お

け
る

全
体
と

部
分
の

同
一

　

無
限
集
合
は

自
ら
と

同
一

の

無
限
部
分
集
合
を

持
つ

。

無
限
集
合
に

お

い

て

は

全
体
と

部
分
が

同
一

で

あ
る

。

こ

こ

に

異
な

る

二

つ

の

集
合
が

同
一

で

あ
る

と

は
、

そ

れ

ぞ

れ

の

集
合
の

全
て

の

要
素
が
冖

対
一

に

対
応
す

る
こ

と
、

す

な

わ

ち

集
合
A
の

任
意
の

要

素
に

集
合
B
の
一

つ

ず
つ

の

要
素
が

対
応
し

、

か
つ

集
合
B
の

任
意
の

要
素
に

集
合
A
の
一

つ

ず
つ

の

要

素
が

対

応
す
る

こ

と

で

あ
る

。

　

こ

の

集

合
A
の

任
意
の

要

素
に

集
合
B
の
一

つ

ず
つ

の

要
素
が

対
応
す

る

こ

と

を

集
合
A
か

ら

集
合
B
へ

の

写
像

、

集
合
A
か

ら

集

合
B
へ

の

写

像
で

あ
っ

て

集
合
B
の

要
素
に

集
合
A
の
一

つ

ず
つ

の

要

素
が

対
応

す

る

こ

と

を

単
射
、

集
合
A
か
ら

集
合
B
へ

の

写
像

で

あ
っ

て

集
合
B
の

任
意
の

要
素
に

集
合
A
の

要
素
が

対
応
す
る

こ

と

を

全

射、

そ

し

て

集
合
A
か

ら

集
合
B
へ

の

単
射
か

つ

全

射、
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す

な

わ
ち

集
合
A
の

任
意
の

要
素
に

集
合
B
の
一

つ

ず
つ

の

要

素
が

対

応
し

（

集
合
A
か

ら

集
合
B
へ

の

写
像
が

存
在
し

）

、

か

つ

集

合
B
の

任
意
の

要
素
に

集
合
A
の
一

つ

ず
つ

の

要
素
が

対
応
す

る

（

集
合
B
か

ら

集
合
A
へ

の

写
像
が

存
在
す
る
）

こ

と

を

全
単
射
ま

た

は

双

射
と

呼
ぶ

。

し
た

が
っ

て

異
な

る
二

つ

の

集
合
A
、

B
が

同
一

で

あ

る

と

は
、

集
合
A

、

B
間
に

全
単
射
ま

た

は

双
射
が

存
在

す

る
こ

と

に

他
な

ら

な
い

。

　

無
限
集
合
は

自
ら
と

同
→

の

無
限

部
分

集
合
を

持
つ

。

こ

の

命
題
を

同
一

定
理

と

呼
ぼ

う
。

同
一

定
理
を

証
明
す

る

た

め

に

は
、

無

限

集
合
と

そ

の

無
限

部
分

集
合
の

間
に

双

射
が

存
在
す

る
こ

と

を

証
明
す

れ

ば
よ
い

。

　
同
一

定
理

　
　
任
意
の

無
限
集
合
は

、

自
ら

と

同
一

の

無
限
部
分
集
合
を

持
つ

。

　
証
明

　
無
限
集
合
A
か

ら

そ

の
一

つ

の

要
素

恥

を

取
り

出
し

、

残
余
の

集
合
を

へ
と

す

る
。

A
は

無
限
の

要
素
を

含
む

の

で

あ
る

か

ら

そ
こ

か

ら
一

つ

の

要
素
を
取
り

出
し

た

集
合

ム
も

無

限
集
合
で

あ
る

。

こ

の

無

限
集
合
へ
か

ら

そ

の
一

つ

の

要
素
衡

を

取
り

出
し

、

残
余
の

集
合
を

ん
と

す
る

。

こ

の

ん
も
ま

た

同
様
に

無
限
集
合
で

あ
る
か

ら
、

そ

の
一

つ

の

要
素

鼬

が

取
り
出
せ

、

残
余
の

集
合
を

馬

と

し

う
る

。

　
こ

の

よ

う

な

手
続
き

を

無
限
に

繰
り

返
せ

ば
、

取
り

出
し

た

全
て

の

要

素
の

無

限
集
合
M

、

　

ζ
11
｛
 

9
曽

ご

餌

ぎ

餌
ら゜曽

…
｝

を

作
る

こ

と

が

出
来
る

。

　
い

ま

こ

の

集
合
M
か
ら
→

つ

の

要

素
恥

だ
け

を
取
り

出
し

た

集
合
N
、

　
乞

“
｛

四一

b
卜゜

b
掣

…
｝

を

考
え
れ

ば
、

集
合
N
は

無
限

集
合
M
の

無
限

部
分
集
合
と

な
っ

て

お

り
、

か

つ

M
と

N
の

間
に

は

双
射
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　］
≦

11
｛

m〔
ご

 

ご

四

ジ

…
｝

　
　

　

　
H

　
H

　
H

　
Z11

蚕
ご

餌
卜∂曽
餌

ω

 
：

｝

が

存
在
す

る
。

　
と

こ

ろ

で

無
限

集
合
A
か

ら

M
を

除
い

た

残

余
の

集
合
に

N
を

加
え

た

集
合
B

、

　
じ011

訪

ー］
≦
十

Z

を

考
え

れ
ば

、

集
合
B
は

無
限

集
合
A
か

ら
一

つ

の

要
素

衡

だ

け
を
取
り

出
し

た
そ

の

無
限

部
分

集
合
と

な
っ

て
い

る
。

　
無

限

集
合
A
は

明
ら
か

に

　
＞

11
＞

1
ζ
十

ζ

と

表
せ

る
。

　
こ

の

と

き

無
限
集
合
A
と

そ

の

無
限
部
分
集

合
B
の

間
に

は
、

AIM

か

ら

AlM

へ

の

写
像
は

自

己

自
身
か

ら

自
己
自
身
へ

の

写

像
で

あ

る

の

で

双
射
で

あ
り
、

M
か

ら
N
へ

の

写
像

は

す

で

に

見
た

よ

う

に

双

射
で

あ

る
の

で
、

双

射

が

存
在
す
る

。

（

終）

　

無
限
集
合
に

お

い

て

は

全
体
と

部
分
が

同
一

で

あ

る
。

こ

の

よ

う
な
こ

と

は

有
限
集
合
に

お

い

て

は

決
し

て

起
こ

ら
な
い

。

た

と

え

ば
肯
定
と

否

定
と
い

う
二

つ

の

要
素
し

か

含
ま

な
い

有
限
集
合
に

お
い

て

全
体
と

部
分
が
一

致
す

る

な

ら

ば
、

肯
定
は

同
時
に

否

定
で

あ

る
こ

と

に

な

り
、

論
理
の

無
矛
盾
性
は

お

ろ

か
、

言
葉
の

意
味
の

弁
別
で

さ

え

不
可
能
に

な

ろ

う
。

し

か

し

無
限
集
合
に

お
い

て

は

全
体
と

部
分

が

必
然
的
に
一

致
す

る
の

で

あ
る

。

か

つ

て

ア
リ

ス

ト
テ

レ

ス

は

無
限
集
合、

現
実
態
に

お

け

る

無
限
を

受
け

入
れ

る

な

ら

ば
こ

の

帰
結
を

受
け

入
れ

ざ
る

を

え
な

い

こ

と

を

忌
避
し

た

の

で

あ
っ

た

が
、

カ

ン

ト
ル

は

こ

の

帰
結
を
無

限
集
合
の

特
質
と

し

て
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証
明
し

た
の

で

あ
る

。

　
3
　
無
限
に

お
け
る

全
体
と

部
分
の

全
体
の

差

異

　

無
限
集
合
は

自
ら

の

全
て

の

部
分
集
合
の

集
合、

す

な

わ
ち

自
ら

の
べ

キ

集
合
に

超
越
さ

れ

る
。

無

限
集

合
に

お

い

て

は

全

体
が

自

ら

の

部
分
の

全
体
に

超
越
さ

れ

る
。

こ

こ

に

集
合
A
が

集
合
B
に

超
越
さ

れ

る

と

は
、

集
合
A
か

ら

集
合
B
へ

の

単
射
が

存
在
し
か

つ

全
射
が

存
在
し

な
い

こ

と

で

あ

る
。

何
故
な
ら

集
合
A
か

ら
集
合
B
へ

の

単
射
が

存
在
す
れ

ば
、

集
合
A
の

任
意
の

要
素
の
一

つ

ず
つ

に

集
合
B
の
一

つ

ず
つ

の

要
素

が

対
応
す
る
の

で
、

集
合
A
の

要
素
の

数
は

集
合
B
の

要
素
の

数
よ

り

大
き

く
な
い

、

か

つ

集
合
A
か

ら

集
合
B
へ

の

全
射
が

存

在
し

な

け

れ

ば
、

集
合
A
と

集
合
B
の

間
に

双
射
は

存
在
し
な
い

の

で
、

集
合
A
の

要
素
の

数

は

集
合
B
の

要

素
の

数
と

等
し

く
な
い

、

し

た

が
っ

て

集
合
A
の

要

素
の

数
は

集
合
B
の

要
素
の

数
よ

り
小
さ

く

な

る

か

ら

で

あ

る
。

　

無
限

集
合
は

自
ら
の

ベ

キ

集
合
に

超
越
さ

れ

る
。

こ

の

命
題
を

差
異
定
理
と

呼
ぼ

う
。

差
異
定
理

を

証
明
す
る

た

め
に

は
、

無
限
集

合
か

ら

そ

の
ベ

キ

集
合
へ

の

単
射
が

存
在
し

か

つ

全
射
が

存
在
し

な
い

こ

と

を

証

明
す
れ

ば
よ
い

。

　

差
異
定
理
　
　
任
意
の

無
限
集
合
は

、

自
ら
の

べ

キ
集
合
に

超
越
さ
れ

る
。

　

証
明

　
無
限
集
合
A
か

ら

そ

の
べ

キ

集
合
踊
へ

の

単
射
が

存
在
す
る
こ

と

は

明
ら

か

で

あ
る

。

何
故
な
ら

ベ

キ

集
合
臨
は

無
限
集
合

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　

ラ
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　　
　

A
の

任
意
の

要
素
a

の

み

を
要
素
と

す

る

部
分
集
合
伽
を

含
ん
で

い

る
。

し

た

が
っ

て

無
限
集
合
A
の

任
意
の

要
素
a

に

ベ

キ

集
合
幽

　
　
　

　

の

要
素
a
を

対
応
さ

せ

る

写
像
は

単
射
で

あ
る

。

　
　
　

｛

　

そ

れ
で

は

無
限
集
合
A
か

ら

そ

の

ベ

キ

集
合
帆
へ

の

全

射、

し

た

が
っ

て

双

射
が

存
在
す
る
と

仮
定
し

よ

う
。

こ

の

と

き
無
限
集
合

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　

P

A
の

任
意
の

要
素
p
が

双

射
に

よ
っ

て

対
応
す
る
ベ

キ

集
合
躙
の

要
素
Q
が

存
在
す
る

。

Q
は

無

限
集
合
A
の

部
分
集
合
で

あ
る

か

ら
、

p
は

Q
に

含
ま

れ

る

か

否
か

の

い

ず
れ
か

で

あ
る

。
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い

ま

Q
に

含
ま

れ

な
い

全
て

の

p

の

集
合
R

　
男

凵
｛

竺
O
甫

£
｝

を

考
え

る
。

こ

の

集
合
R
も
ま
た

無
限

集
合
A
の

部
分
集
合
で

あ
る

の

で
、

ベ

キ
集

合
硫
の

要

素
と

な
っ

て
い

る
。

し

た
が

っ

て
こ

の

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

P

R
に

双
射
に

よ
っ

て

対
応
す
る

無
限

集
合
A
の

要

素
s

が

存
在
す
る

。

　

そ

れ

で

は
こ

の

s

は

R
に

含
ま

れ

る
か

否
か

。

も

し
s

が

R
に

含
ま

れ

る

と

す
れ
ば

、

R
の

定
義
す

な

わ
ち

、

　
菊

11
｛

°。

房
甫

菊
｝

に

よ

っ

て
s

は

R
に

含
ま

れ
な
い

。

逆
に

s

が

R
に

含
ま

れ

な
い

と

す
れ

ば
、

再
び
R
の

定
義
に

よ
っ

て
s

は

R
に

含
ま

れ
る

。

　

こ

れ

は

矛
盾
で

あ

る
。

ゆ

え

に

無
限
集
合
A
か

ら

そ
の

ベ

キ

集
合
俗
へ

の

双

射
、

し

た
が

っ

て

全
射
は

存
在
し
な
い

。

（

終）

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

P

　

無

限
集
合
に

お
い

て

は

全
体
が

自
ら

の

部
分
の

全

体
に

超
越
さ

れ

る
。

無

限
の

全
体
よ

り

そ

の

部
分
の

全
体
の

方
が

大
き
な

無
限
だ

と

言
う
の

で

あ

る
。

無
限
集
合
に

は

常
に

よ

り

大
き

な
無

限
集
合
が

存
在
す
る

。

し
か

も
そ

の

よ

り

大
き

な

無

限
集
合
は

も
と

の

無
限

集
合
の

全
て

の

部
分
集
合
の

集
合
な

の

で

あ
る

。

こ

の

帰

結
は

驚
き

で

あ
る

と

言
う
他
は
な

い
。

差
異
定
理
を

最
初
に

証
明
し

た
カ

ン

ト
ル

の

偉
業
を

讃
え

て
、

こ

の

定
理

を
カ

ン

ト

ル

の

定
理

と

呼
ぶ

こ

と

が

普
通
で

あ
る

。

カ

ン

ト
ル

の

定
理
は

、

ア

リ
ス

ト
テ

レ

ス

の

無
限
論
に

お

い

て

も
へ

ー

ゲ
ル

の

無

限
論
に

お

い

て

も

夢
想
す

ら

出

来
な

か
っ

た
、

近
代
無
限
論
の

画
期
を
な

す
定
理
で

あ
る

。

し

た

が
っ

て

そ

の

存

在
論

的
な

含
意
も
ま

だ

充
分
に

は

導
き

出
さ

れ

て

い

な
い

。

漸
く

カ

ン

ト

ル

の

集
合
論
を

存
在

論
さ

ら

に

は

宗
教
の

数

学
的
な

表
現
と

し

て

解
釈
す

る

準
備
が

整
っ

た
。
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四

　
無
限
に

お
け

る

同
［

と

差
異

　
1
　
同
一

定
理

　
存
在
者
が

何
者
か

と

し

て

限
定
さ

れ
る

場
所
で

あ

る

存
在
そ

れ

自
体
は

無
限
の

全

体
、

存

在
者
を

何
者
か

と

し

て

限
定
す
る

そ
の

他

者
は

無
限
の

部
分
で

あ
っ

た
。

し

た

が
っ

て

無
限
集
合
を

存
在
そ

れ

自
体
の

、

そ
の

無
限
部
分

集
合
を
他
者
の

数
学
的
な

表
現
と

見
る

こ

と

が

出
来
る

。

こ

の

と

き

同
】

定
理

、

任
意
の

無
限
集
合
は

自
ら
と

同
」

の

無

限
部
分
集

合
を

持
つ

と
い

う

定
理

は
、

存
在
そ
れ

自

体
と

他
者
の

同
一

を

数
学
的
に

表
現
す
る

命
題
と

し

て

解
釈
す
る
こ

と

が

出

来
る

。

す
な

わ

ち

存
在
そ

れ
自
体
と

し

て

の

仏
と

他
者
と

し
て

の

神
は

同
一

な

の

で

あ
る

。

　
他
者
と

し
て

の
一

神
教
の

神
と

存

在
と

し

て

の

汎
神
教
の

仏
は

、

神
の

他
者
性

、

超
越

性
と

仏
の

遍

在
性、

内
在
性
と
い

っ

た
対
比

の

さ

れ

方
に

お

い

て

鋭
く

対
立
す

る

と

考
え

ら

れ

て

来
た

。

浅
薄
な

論
者
の
一

部
に

は
、

こ

の
一

神
教
の

神
と

汎

神
教
の

仏
の

対

比

を
、

洋
の

東
西
を
区
分
す

る

最
も

根
本
的
な

原
理
で

あ

る
と

見
做
し

、

自
然
と

人

間
の

外
部
に

立
つ

西

洋
の
一

神
教
文
明
に

対
し
て

、

自
然
と

人

間
の

内

部
に

住

ま

う

東
洋
の

汎
神
教
文
化
を

広
宣
流
布
し

な

け

れ

ば

地
球
人
類
に

未
来
は

な
い

、

と

言
う
者
ま

で

現
れ
る

始

末
で

あ

る
。

　
し

か

し

他
者
と

し
て

の
一

神
教
の

神
と

存
在
と

し

て

の

汎
神
教
の

仏
の

対
比
は
、

洋
の

東
西
の

差
異
で

は

な

く
、

す
で

に

見
て

来
た

よ

う

に

西
洋
の

キ

リ
ス

ト

教
の

内
部
に

お

い

て

も
、

東
洋
の

仏
教
の

内
部
に

お

い

て

も
存
在
す
る

対
立
で

あ

る
。

す
な

わ
ち

キ

リ
ス

ト

教
内

部
に

お

け

る

恩
恵
主

義
あ

る
い

は

預
言
主
義
と

神
秘
主
義
の

対
立

、

仏
教
内

部
に

お

け

る

密
あ

る
い

は

禅
と

浄
土
の

対
立
で

あ

る
。

し

た

が
っ

て

他
者
と

し

て

の

神
と

存
在
と

し

て

の

仏
の

対
比
は

、

人
類
の

宗
教
に

共
通
す
る

宗
教
的
な

対
象
の

二

つ

の

類
型

、

そ

て648） 20
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の

両
極
で

あ
る

と

言
っ

て

よ
い

。

　

同
一

定
理
に

よ

れ
ば

、

こ

の

宗
教
的
な

対
象
の

両
極

、

他
者
と

し

て

の

神
と

存

在
と

し

て

の

仏
が

同
→

で

あ

る

こ

と

に

な

る
。

存
在

者
「

人
冖

人
に

臨
在
し

存
在

者
を
そ
の

者
と

し
て

限
定
す

る

他
者
は

、

存
在
者
が

そ
の

者
と

し

て

限
定
さ

れ

て

来
る

場
所
で

あ
る

存
在

そ

れ

自
体
と

同
一

な
の

で

あ
る

。

し
た

が

っ

て
一

神
教
と

汎

神
教
は

対
立
す

る

宗
教
で

は

な

く、

同
】

の

神
あ

る

い

は

仏
を
ど

の

よ

う

な

視
角
か

ら
眺
め

る
か

の

差
異
に

過
ぎ
な
い

。

一

神
教
は

そ

れ
を

自
己

に

臨
在
す

る

他

者
と

し

て
、

汎
神
教
は

そ

れ
を

自
己
の

根
底
に

潜
む

存
在
と

し

て

眺
め

て

い

る
に

過
ぎ
な
い

の

で

あ
る

。

　

決

定
的
な
差
異
は、

一

神
教
の

神
は

存
在

者
の

外
部
に

自
ら

を

留
め

る

の

に

対
し
て

、

汎

神
教
の

仏
は

全

て

の

存
在
者
を
自
ら

の

内

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
〔
10）

部
に

含
む

と

い

う
一

点
に

あ
る

。

神
は

存
在

者
を

超
越
し

、

仏
は

存
在
者
を

内
在
さ
せ

る
の

で

あ

る
。

に

も

か

か

わ
ら

ず
神
と

仏
は

同

一

で

あ
る

。

こ

の

帰
結
は
一

神
教
と

汎
神
教
を

数

学
的
に

表
現
す

る

こ

と

に

よ
っ

て

初
め
て

導
き

出
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

　
2
　
差

異
定
理

　

密
教

、

禅
あ

る

い

は

キ

リ

ス

ト

教

神
秘
主

義
は

、

存

在
者
が

仏
あ
る

い

は

神
す
な

わ
ち

存
在
そ

れ

自

体
と
一

つ

に

成
る

こ

と
、

成

仏
、

神
化
あ
る

い

は

神
秘

的
合
一

を

目
的
と

し
て

い

る
。

し

か

し

有
限
の

存

在
者
が

無

限
の

存
在
そ

れ

自
体
と
一

致
す
る

こ

と
は

論
理

的
な

矛
盾
で

あ
る

。

も
っ

と
も

有
限
な

存
在
者
は

、

存

在
の

限
定
さ

れ

た

者
な

の

で

あ
る

か

ら、

（

存
在
が

内
在
す

る
の

で

は

な

く
）

存
在
に

内

在
し

て

い

る
。

有
限
な

存
在
者
は

無
限
な
存
在
に

内
在
す

る
。

し

か

し

こ

の

こ

と

は

有

限
な

存
在
者
が

無
限
な

存
在
と

同
一

で

あ
る
こ

と

を

意
味
し

な
い

。

し
た

が
っ

て

存
在
者
が

存

在
そ

れ

自
体
と
→

致
す
る

こ

と

は

依
然
と

し

て

論
理

的
な

矛

盾
で

あ
る

。

　
し

か

し

密
教

、

禅
あ
る
い

は

キ
リ

ス

ト

教
神
秘
主
義
は

、

存
在
者
と

存
在
そ
れ

自
体
が
冖

致
す
る
こ

と

を
、

た
と

え

理

論
的
に

は

矛

盾
で

あ
っ

て

も

実
践
的
に

は

真
実
で

あ
る

と

主
張
し

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
、

ひ

と

ま

ず
こ

の
こ

と

を
受
け

入

れ

る

と

し

よ

う
。

す

な
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わ
ち

存
在
者
が

存
在
そ

れ

自

体
と
一

致
し
た

と

仮
定
す

る

の
で

あ
る

。

す

で

に

見
た
よ

う
に

存
在
そ

れ
自
体
は

無
限
集
合
と

し

て

数
学

的
に

表
現
さ

れ

る
。

無

限
集
合
は

そ

の

無
限
部
分
集
合
と

同
一

な

の

で

あ

る

か

ら
、

存
在
者
が
一

致
し

た

存
在
そ

れ

自
体
は

そ

の

無
限

部
分
集
合
で

あ
っ

て

構
わ

な
い

。

ま

た

存
在
者
そ

れ

自
身
は

存
在
そ

れ

自
体
の

有
限
部
分
集
合
で

あ
る

。

い

ま

存
在
者
の
一

致
し

た

あ

る

い

は

存
在
者
そ

れ

自
身
で

あ
る

全
て

の

部
分
集
合
の

集
合

、

す

な

わ

ち

存
在
そ

れ

自
体
の

べ

キ

集
合
を

考
え

よ

う
。

　

こ

の

と

き

差
異
定
理

、

任
意
の

無
限
集
合
は

自
ら

の
べ

キ

集
合
に

超
越
さ

れ

る

と
い

う
定
理
に

よ

れ
ば

、

存
在
者
が
一

致
し

た

存
在

そ

れ

自
体
で

あ
る

無
限

集
合
は

、

自
ら

の

全
て

の

部
分
集
合
の

集
合
に

よ
っ

て

超
越
さ

れ
る

。

す
な

わ
ち

存
在
者
は

た

と

え

存
在
そ

れ

自
体
と
一

致
し

た
と

し

て

も
、

存
在
そ

れ

自
体
は

自
ら

の

部
分
の

全

体
で

あ

る

さ

ら

に

大
き

な

無
限
に

よ
っ

て

超
え
出
ら

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

存
在
者
が

仏
あ
る
い

は

神
と
一

つ

に

成
っ

た

と

し

て

も
、

そ

の

仏
あ
る
い

は

神
は

自
ら

を
超
え
出
て

し

ま
っ

て

い

る

と
い

う

他
は

な
い

。

存
在
者
は

究
極
の

仏
あ
る
い

は

神
と
一

つ

に

成
る
こ

と

は

あ

り

え

な
い

。

仏
あ
る

い

は

神
は

存
在
者
を

無
限
に

超
越
し

続

け

る

の

で

あ
る

。

仏
あ
る
い

は

神
は

自
ら
を

超
越
す
る

。

自
己

超

越
す

る

仏
あ
る
い

は

神
に

存
在
者
が
一

致

す

る
こ

と

は

絶
対
的
に

不

可
能
で

あ
る

。

　

し

た

が
っ

て

た
と

え

存
在
者
が

存
在
そ

れ

自
体
と
→

致
し

た

と

し

て

も
、

存
在
者
は

究
極
の

仏
あ
る
い

は

神
と
一

致

す

る

こ

と

は

不

可
能
で

あ
る

と
い

う
意

味
に

お
い

て
、

神
秘・
王

義
の

目
的
は

未
完
に

終
わ

ら

ざ
る

を

え

な
い

。

神
秘
主
義
は
、

あ

た

か

も

可
能
態
に

お

け

る

無
限
あ

る
い

は

悪

無
限
で

あ

る

か

の

よ

う
に
、

永
遠
に

完
結
し

え

な
い

こ

と

が

予
め

証
明
さ

れ
て

い

る

試
み

な

の

で

あ
る

。

注
（

1）

存
在
が

全
体
集
合
で

あ
る

と

す

れ
ば
、

そ

の

否
定
で

あ
る

無
は

空
集
合
で

あ
る

。

こ

の

と

き

存
在
は

無
を
含
む
。
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（
2）
　
藤
田

正

勝
『
京
都
学
派
の

哲
学
』

昭
和
堂

、

二

〇
〇
一

年
、

二

ー
一

五

頁、

三
一

七

⊥
三
＝

二

頁
。

（
3）
　
へ

ー

ゲ
ル

（
武
市
健
人
訳）

『

大
論
理

学
（
上
巻
の
一

ご

岩
波
書
店、

二

〇
〇
二

年、

一

六

二

ー
一

六

九
頁

。

（
4）
　
落
合
仁

司
『

地
中
海
の

無

限
者
』

勁
草
書
房、

一

九

九
五

年、

四

ニ

ー

五
二

頁
。

（
5）
　
へ

ー

ゲ
ル

（
武
市
健
人
訳）

『

大
論
理

学
（
上
巻
の
一

ご

岩
波
書
店、

二

〇
〇
二

年、

一

七

六

1
一

七

九
頁

。

（
6）
　
田

川
建
三

『
キ

リ

ス

ト

教
思

想
へ

の

招
待
』

勁

草
書
房、

二

〇
〇

四
年、
一

＝

七

−
二

四
一

頁
。

（
7）

末
木
文

美
士

『

日

本
仏
教

史
』

新
潮
社、

一

九

九
六

年、

］

五

七

−
二

〇
四

頁
。

（
8）
　
本
覚
思

想
が

天

台
教

学
に

端
を

発
し
た

こ

と

は

言
う
ま

で

も
な

い

が、

そ
こ

か

ら

日

本
仏

教
の

全
て

の

宗
派
に

決
定

的
な

影
響
を
与

え
た

こ

と

も

否

　
　

定
し

え

な
い

。

〔
9）

齋
藤
正

彦
『
数
学
の

基
礎

　
　

集
合
・

数
・

位
相
』

東
京
大

学
出

版
会、

二

〇

〇
二

年、

二
「

六

⊥
＝

八

頁
。

（
10）
　
汎
神
教、

汎

神
論
の

中
で

も
万

有
在
神
論
が

こ

の

特
徴
を

よ
く
示
し

て

い

る
。

＊

本
稿
は

二

〇

〇
五

年一，、

月
に

開
催
さ

れ

た

第
十
九
回
国

際
宗
教

学
宗
教

史
会
議
世
界

大
会
に

お

い

て

英
語
で

口

頭

発
表
さ

れ
た

拙
論
を

全

面
的
に

再
考
し

た

上
で

書
き

下
ろ

し

た

も

の

で

あ
る

。

大
会
に

お

け

る

司
会
者
の

意
見
に

感
謝
す

る。
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