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空
へ
至
る
基
本
的
”
論
理
”
と
矛
盾
律

一
　

矛

盾

的
表

現

に

関

す

る

大

ま

か
な

見

通

し

ま
ず

矛
盾
と
矛
盾
的
表
現

の
区
別

を
確
認

し
て

お
く
。
「
中
国
は
社

会
主

義
国

家
で
あ
る
が
、
社
会
主
義
国
家
で

な
い
」
は
矛
盾
的
表
現
で
あ
る
が
、

矛
盾
で

は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
が
修
辞
法
上

の
矛
盾
的
表
現
で
し

か

な
い
こ
と
に
気
づ
か
な
い
な
ら
、
こ
の
文
は
無
意
味
で
不
可
解
な
矛
盾
で
し

か
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
「
社
会
主
義
国
家
」
の
意
味

を
異
な
ら
せ
て
読
ん
で
、

こ
れ
を
単
な
る
矛
盾
と
は
解
さ
な
い
は
ず
で
あ

る
。
こ
こ
で

は
解
釈

の
果

た

す
役
割
が
大
き

い
。
「
思
考
す

る
」

と
は
ど

う
す
る
こ

と
で
あ

る
か
は
む
ず

か
し

い
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
矛
盾

に
陥
ら

な
い
よ
う

に
し

て

い
く
こ
と
だ
と

い
う
こ
と
は
は

っ
き
り
し
て

い
る
。
あ

る
考
え
が
矛
盾
し

て

い
る
と
言

わ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
考
え

る
に
値
し

な
い
と
言
わ
れ

た
に
等

し
い
。
し

た
が

っ
て
矛
盾
的
表
現

に
遭
遇
し

た
と
き

は
、

相
手
が
無
意
味

な

槻
　
木
　
　
　

裕

こ
と

を
言
っ
て

い
る
の
で
な

い
と
仮
定
し
て
、
そ
の
限
り
で
解
釈
者
は
こ
れ

を
矛
盾

が
な

い
よ
う

に
何
と

か
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
例
の

よ
う

に
少
な
く
と
も
中
国
の
実
情
を
知
ら
ね
ば
、
そ
う
い
う
解
釈
を
見
出
せ

な
い
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
も
中
観
派
の
空
の
哲
学
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

空
を
体
得

的
に
知

る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
や
は
り
一
つ

の
状
態
で
あ

る
。

あ
る
一
つ
の
状
態

に
つ

い
て
矛
盾
を
う

ん
ぬ
ん
す
る
こ
と

は
で
き
な

い
。

問
題

は
近
代

に
至

っ
て

こ
れ

を
こ
と
ば
で
真
正
面
か
ら
表
現
し
よ

う
と
し

た

か
ら
生
じ
た
と
も
言
え

る
が

、
公
案

の
よ

う
な
形
で
斜
め
か
ら
暗
示
す

る
こ

と
を
除
く
な
ら
、
古
人

は
端
的
に
「
表
現
で
き
な
い
」
と
し
た
。

こ
こ

は
古

人
に
分
が
あ
る
と
あ
っ
さ
り
認

め
た
方
が

い
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

だ
が

空
へ
と
至
る
論
理
、

理
屈

を
追
う
の
で

あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
『
中
論
』

そ

の
他
の
文
献
を
共
有
し
て

お
り
、
ご
く
普
通

の
立
場
で
そ
の
論
理
の
是
非

の
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判
定

に
参
画
で
き

る
は
ず
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で

「
中

観
派

の
哲
学
」
と

は
言

っ
た
が
、

そ
れ

は
中
観
派

が
た
と

え
ば
あ
る
存
在
論

を
有
す

る
こ
と
を
直
ち

に
は
意
味

し
な
い
。
ナ
ー
ガ
ー
ル

ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）

は
自
分

た
ち
に
は
特
別
の
主
張

は
な
い
と
言
う
。
以
下
で

は
こ
の
主
張
も
吟
味

の
対
象

と
な
る
が
、
特
別
の
存
在
論

的
主
張

な
ど
な
い

と

い
う
主
張
と
矛
盾

律
と
の
関
係
で
念
頭

に
お
い
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

が
、
彼
ら
が
帰
謬
法

に
よ

っ
て
議
論
を
進

め
て

い
る
可
能

性
で

あ
る
。

ご
存

知
の
よ
う

に
帰
謬
法

は
、
あ

る
言
明
ｐ
の
成
立
を
主
張
し

た
い
と
き

、
こ

の

ｐ
の
否
定

言
明
で

あ
る
ｎ
ｏ
ｎ
-ｐ

を
仮
定

的
に
前
提

し
、
こ
れ

と
他
の
前
提

と
か
ら
矛

盾
式
を
引

き
出

し
て
ｎ
ｏ
ｎ
-ｐ

の
不

成
立

な
こ
と
、

す
な
わ
ち
ｐ

の
成
立
を
言
う
の
で
あ
る
が
、
誤
解
さ
れ
や
す

い
論
法
で
も

あ
る
。
帰
謬
法

も
ま
た
「
矛
盾

に
陥

っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
だ

め
な
考
え

だ
」
と

い
う
前
述

の
ラ
イ

ン
に
則

っ
て

い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
ば
し

ば
こ
れ
が
忘

れ
ら
れ
て

誤
用
さ
れ

る
恐
れ

が
な
き

に
し
も
あ
ら
ず
で

あ
る
。

こ
の
あ
た
り
の
こ
と
を

「
最
大
数

は
１
で

あ
る
」

こ
と

を
示
す

。論
証
？
”
で

確
認
し
て

お
き

た
い
。

そ
れ

は
次
の
よ

う
に
進
行
す

る
。

最
大
数
を
Ｍ
と
す

る
と

、
Ｍ

は
最
大
数

な
の
だ
か
ら
。

■

一
方
、
Ｍ

は
１
よ
り
小
さ
く

は
な

い
か
ら
。

■

そ
こ
で
、
二
つ

の
式

か
ら
。

■

と
考
え

ざ
る
を
え

な
い
。
で
、
Ｍ

は
Ｏ
で

な
い
か
ら
、
両
辺
を
Ｍ
で

割

る
と
。

Ｍ
＝
1

と
い
う
。
”
結
論
”
が
導
か
れ
る
。

だ

が
、
こ
れ
は
明

ら
か
に
お
か
し
い
。
誰
だ
っ
て
１

は
最
大
数
で
な
い
こ

と
を

知
っ
て

い
る
。
ど
こ
が
お
か
し
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実

は
こ
の
推
論

過

程
の
ど
こ
に
も
間
違
い
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
ど
う
か
と
言
う
と
、
以
上

は
帰
謬

論
証

の
一
環
で
あ

っ
て
、
論
証

が
終
わ
っ
て

お
ら
ず
、
こ
こ
か
ら
。

（
Ｍ
＝
１
）
か
つ
　
（
Ｍ
≠
ｌ
）

と
矛
盾

に
陥

る
こ
と

を
明
示
し
て
、
当
初
の
仮
定
「
最
大
数
が
存
在
す

る
（
。

そ
れ
を
Ｍ
）

と
す
る
と
」
が
お
か
し
か
っ
た
こ

と
、
す

な
わ
ち
「
ゆ
え

に
最

大
数

は
存
在

し
な
い
」
と
結
論
す
る
ま
で

が
こ
の
論
証

な
の
で
あ
る
。

こ
れ

と
同

様

に
、
か
の

八
不

（
不
生
不

滅
、
不

常
不

断
、
不

一
不
異

、
不

来
不

去
）

の
四

組
そ
れ
ぞ
れ
が
実

は
帰
謬
法
の
過
程
に
お
い
て
引
き
出
さ
れ
る
矛

盾
式
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
八
不
が
あ
た
か
も
最
終
結
論
で

あ
る
か
の
よ
う
に

思
い
な
し
て

、
中
観
派
は
矛
盾
律
を
破

っ
て
み
せ
た
の
だ
と
い
う
議
論
を
し

て

い
る
人
た
ち
が
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
以

後
の
議
論
の
大
ま

か
な
見
通
し
で
あ
る
。

二
　

非

分
析

的
思

考

と

そ

の

全

体

化

縁

起
は
仏
説
の
要
で

あ
る
か
ら
、
中
観
派
が
こ
れ
を
ど
う
考
え
て
い
た
か

を
捉
え

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
素
朴

に
考
え

れ
ば
縁

起
と
は
少
な
く
と
も
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関

係

で

あ

る

か

ら

、

二

つ

以

上

の

項

が

原

因
－

結

果

の
関

係

を

結

ん

で

縁

起

関

係

に

入

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

素

朴

な

段

階

で

考

え

ら

れ

る
縁

起

は

二

項

そ

れ

ぞ

れ

が

別

の

存

在

と

考
え

ら

れ

、

そ

れ

ゆ

え

に
別

々

の

名

辞

で

も

っ
て

表

現

さ

れ

る

。

と

こ

ろ

が

チ

ャ

ン

ド

ラ
キ

ー

ル
テ

ィ

の

『
プ

ラ

サ

ン

ナ

パ

ダ

ー

』

で

は

縁

起

に

つ

い
て

の

こ

の

よ

う
な

常

識

的

理

解

は

ほ

と

ん

ど

通
用

せ

ず

、

部

派

の

四

縁

説

は
も

ち

ろ

ん

「
あ

る
事

物

が

複

数

の

他

の

も

の

か

ら

生

じ

る

」

や

「
自

他

を

原

因

と

し
て

生
じ

る
」

と

い
う

ご
く

常

識

的

な

縁

起

理

解

が

こ

と

ご

と

く

否

定

さ

れ

る
。

い

っ

た

い
こ

の

よ

う

な
常

識

的

理

解

の

何

が

気

に
く

わ

な

い
の

で

あ

ろ

う

か
。

今

あ

る

一

つ

の

因

果

関

係

を
観

察

し

て

い

る
と

し

て

、

こ

れ

を

「

Ａ

と
Ｂ

と

を

原

因

に

し

て

Ｃ

が

結

果

と

し

て

生

じ

た

」

と

表

現

す

る
と

す

る

な
ら

、

こ

れ

は

あ

る

ま

と

ま

り

の

あ

る
現

象

と

し

て

の

関

係

か
ら

分

析

的

に
Ａ

、

Ｂ

、

Ｃ

を

取

り

出

し

て

再

構

成

（

総
合

）

し

た

の
で

あ

る

か
ら

「
分

析

的

思

考
」

と

一

般

に
言

わ
れ

る

（
仏

教

的

に

「

分
別

的

思

考
」

と

言

っ

て

も

い

い

）
。

中

観

派

は
ど

う
も

こ

の
分

析

的
思

考

が
気

に

く
わ

な

い
ら

し

い

の

で

あ

る

。

と

い

う

の

は
、

こ

の

よ

う

な

思

考
法

の
暗

黙

の
前

提

と

言

っ
て

い

い

と

思

わ

れ

る
が

、

こ

の

よ

う

な
思

考

法

に

あ

っ
て

は

「
ま

ず

関

係

が

あ

る

」

で

は

な

く
て

、
「
ま

ず

相

互

に

独

立

の

、

す

な

わ

ち

別

々

の

自

性

（
ｓ
ｖ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
）

を

も

っ

た
Ａ

、

Ｂ

、

Ｃ

が

あ

り

」
、

次

に

そ
れ

ら

が

因

果

関

係

を

構

成

す

る

の

だ
と

い

う
多

項

主

義

的

存

在

論

に

陥

り
や

す

い

か
ら

で
あ

る

。

こ

れ

が

各

項

の
独

立

の
存

在

を

前

提

し

て

言

明

さ

れ

た

も

の
と

す

る

な

ら

、

た

と

え

「

Ａ

と

Ｂ

と

を
原

因

に

し

て
Ｃ

が

結

果

と

し

て

生
じ

た
」

が
世

俗

的

に

は

真

と

認

め
ら

れ

て

い

て

も

、

自

性

を

否

定
し

て

や

ま

な

い

中

観

派

が

こ

れ

を
世

俗

諦

と
し

て

さ

え

認

め

な

い

十

分

な

理
由

が

あ

る

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

を

『
中

論

』

第

一
〇

章

の

「

火
と

薪

（
燃

え

る
も

の

）
」

の

議

論

で

見
て

み

る

と

、

ま

ず

「
燃

え

る

も

の
が

先

に

あ

り

、

そ

れ

に

依

存

し
て

火
が

あ

る
」

と

「
火

が

先

に

あ

り

、

そ
れ

に
依

存

し

て

燃

え

る

も

の

が

あ

る
」

の

両
方

が

否

定

さ

れ

る

。

そ

こ

で

対
論

者

が

縁

起

関

係

の

様

態

の

一

つ
で

あ

る

同

時

的

に

相

互

に

依

存

し

あ

う

関

係

（
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｓ
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｐ
ｅ
ｋ
ｓ
ａ
）

で

考

え

る

こ

と

を

提

案

す

る

と

、

次

の

答

え

が
返

さ
れ

る

。

〔
他

に

〕

依

存

し

て

成

立
す

る

よ

う

な

、

そ

の

よ

う

な

存

在

は
、
〔
そ

れ

が

〕

ま

だ

成

立

し

て

い

な

い
と

き

に

は

、

ど

う

し

て

依

存
す

る

こ
と

が

あ

ろ

う

か

。

し

か

る

に
、

も

し

も

す

で

に

成

立

し

て

い

る
も

の

が

〔
他

に

〕

依

存

す

る

と

す

れ

ば

、

あ

ら

た

め

て

そ

れ

〔
他

〕

に

依

存

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

理

に

合
わ

な

い
。
（
１
０
.　
１
１
）

解
説
の
必
要
が
あ
る
の
は
c
d
句
で
あ
る
。
c
d
句
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

は
、

火

も

燃

え

る

も

の

も

自

性

を
持

っ
て

独

立

に

存

在

し

て

い

る

の
で

あ

れ

ば
、

い

ま

さ

ら

何

を

相

互

に

依

存
し

あ

う

必

要

が

あ

る

か

、

と

い

う

こ
と

で

あ

る

。

も

し

も

依

存

し

な

け

れ

ば
そ

れ

が

そ

の

存

在

物

と

し

て

存

在
し

え

な

い

と

し

た

ら

、

そ

れ

は

そ

の

存

在
が

自

性

の

な

い
も

の

で

あ

る

に

ほ

か

な
ら

な

い

。

自

性

を

持

っ

た
独

立

存

在

に

は
依

存

は

、

あ

る
い

は

ど

ん

な
形

で

あ

れ

「

関

係

に

入

る

こ

と

」

は

不

似
合

い
で

矛

盾

で

さ

え

あ

る

。

少

な

く

と
も

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ

ナ
は

そ

う

考

え

る

の
で

あ

っ
て

、

彼

は

対

論

者

の

主
張

を

受
け

て

、
「
自

性

を

持

つ

存

在

」

を

「
依

存

を

は

じ

め

と

す

る

い

か

な

る
関



係

に
も
入

る
必
要

の
な
い
存
在
で

、
独

立
し
て

お
り

、
そ
れ
自
身
で
完
結

し

て
い
る
存
在
」

と
見
な
す
。

だ
か
ら
結

合
（
ｓ
a
mｓａ
ｒ
ｇ
ａ
）
と

い
う
関

係
も

同

様
に
考
え
ら
れ
る

の
で
あ

っ
て
、
分
析

的
思
考
に
よ
れ
ば
、
相
互

に
別

異

で
独

立
し
て

い
る
も

の
ど

う
し
が

結
合
す

る
と
考
え

る
こ
と

に
な
る
が
、

自

性

を
持

っ
た
も

の
が
相
互
影
響
や

相
互

変
化

を
も

た
ら
す
結

合
関
係

に
入
る

わ
け

が
な

い
。

と
こ
ろ

が
、
こ
う

い
う
分
析
的
思

考
に
反

し
、
一
旦
あ

る
縁
起
関

係
と
い

う
あ
る
全
体
を
認

め
、
そ

の
上
で

「
自
性
な
き
も

の
」
と
し
て
内
部

的
に
項

を
仮
設
し
、

そ
の
縁
起
関

係
を
言
明

す
る
の

な
ら
ば
、

そ
れ

は
中

観
派

に

と

っ
て
も
一
応
は

（
あ
く
ま
で

「
一
応

は
」

で
あ

る
）
許

さ
れ
る
言
明
で

あ

る
。

行

為

者
は
行

為

に
縁

っ
て

〔
起
こ

り
〕
、

ま
た
行
為

は
行

為

者

に

縁

っ
て

起
こ

る
。
そ
れ
以
外

の
成
立
の
原
因

を
わ
れ
わ
れ
は
見

な
い
。

（
８
.　１２
）

こ
う
し
て
、
こ
の
偈
、
ひ
い
て
は
第
二
六
章
観
一
二
因
縁
品
で
は
縁
起
が

肯

定
的
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
の
に
、

前
述
の
偈
を
は
じ
め
と

す
る
多
く
の
箇

所

で
関
係
一
般
が
否

定
的

に
扱
わ
れ

て
い
る
謎
も

解
け
る
。

た
と
え

ば
文

を

例
に
と

る
な
ら
、
文

の
表

わ
す
事

態
こ
そ
が
関
係
の
全
体
と
し

て
先

立

っ
て

存
在
す

る
の
で
あ
り
、
基
体

と
属
性

は
事
態
を
構

成
す

る
相
互

依
存
的
な
二

つ
の
契
機

に
す
ぎ
ず
、
相
対

的
な
独

立
性

し
か
持
っ
て
い
な
い
と

す
る
の
で

あ

る
。
も

っ
と
も
、
中
観
派

は
「
相
対

的
独

立
性
」

即
ち
「
相
対

的
自
性
」

に
形
容
矛
盾
を
見
出
し
、
そ
れ
く
ら

い
な
ら
「
自
性
」
と
言

う
な
、
認
め
る

な
と

、
古
代
哲

学
ら

し
く
も

っ
と
強
く
直
截
に
迫
っ
て
く

る
。

し
か

る
に
わ
れ

わ
れ
の
よ
う

に
解
説
を
試
み
る
も

の
に

は
「
相
対

的
自

性
」

と
い
う
概
念

は
重
宝
な
の
だ
が
、
こ
れ
を
世
俗
諦
と
し
て
も
認

め
な
い

と
な
る
と
大
変
で

あ
る
。

た
と
え
ば
燃
焼
と
い
う
関
係

は
他
の
関

係
か
ら
区

別
さ
れ
る
一
つ
の
関
係

と
見

る
の
が
普
通
だ
が
、
「
一
つ
の
関

係
（
現
象
）
」

と
見
な
す
の
は
分
析
的
思
考
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ

ゆ
え

相
対

的
独

立
性

さ
え
真
諦
と
し
て
は
認
め
よ
う
と
し
な
い
非
分
析
的
思
考
に
従
え
ば
、
”
私
”

と
い
う
主
観
、
主
体
や
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間

的
区
別

も
含

め
て

一
切

の
区
別

は
そ
の
明

確
な
輪

郭
を
失

い
、
一
挙
に
世
界

全
体
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、

わ
れ
わ
れ
が
い
ま
言
詮
不

能
の
神
秘

（
化
）
の

入
口

に
立
っ
て

い
る
こ
と
は
明
ら

か
だ
が
、
も
う
少
し
こ

の
入
口
付
近
を
精

査
し
、
空
へ
の
没

入
を
説
く
跳
躍
台

の
内
部
的
な
仕
掛
け

を
見
て
み
よ
う
。

三
　

論
理
的
相
関

関
係
、
夢
幻
世
界
、

非
定
立
的
否

定

ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
は
、

一
見
何

の
関
係
も
な
い
は
ず
の
瓶
と

布
に
つ
き

次
の
よ
う
に
言
う
。

別
異
で
あ
る
も
の
Ａ

は
そ
れ
と
は
別
異
で
あ
る
他
の
も

の
Ｂ

に
縁

っ

て

、
別

異
で
あ
る
他
の
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り

、
別
異
で
あ

る
も

の
Ａ

は
、
そ
れ
と
は
別
異
で

あ
る
他
の
も
の
Ｂ
を
離
れ
て

は
、
別
異
の

も
の
で

な
く
な

っ
て
し

ま
う
。
し

か
も
、
お
よ
そ
或
る
も

の
Ａ
が
別

の

或
る
も
の
Ｂ

に
縁
っ
て

い
る
場

合
に
は
、
Ｂ
が
Ａ

か
ら
別
異
で
あ
る
と

論゙理､、と矛盾律｜　空へ至る基本的151



い

う

こ

と

は

成

立

し

な

い

。
（
１
４
.　
５
）

瓶

と

布

と

は

因

果

関

係

や

基

体

・
属

性

関

係

に

あ

る

わ

け

で

は

な

い

。

し

か

し

「

別

異

で

な

い

」

関

係

に

あ

る

と

言

う

。

ど

ん

な

関

係

か

と

考

え

る

に

、

「
瓶

で

な

い

も

の

」

と

い

う

限

定

を

加

え

ら

れ

た

も

の

の

一

つ

が

「
布

」

で

あ

る

と

い

う

一

種

の

論

理

的

相

関

関

係

と

し

か

言

い

よ

う

の

な

い

関

係

が

こ

こ

に

考

え

ら

れ

て

い

る

。

そ

れ

は

「
瓶

と

布

は

別

異

で

は

な

い

」

に

つ

い

て

「
そ

れ

は

種

子

と

芽

の

よ

う

で

も

、

ま

た

短

と

長

と

の

よ

う

で

も

あ

る

（
ｂ
ｉｊａ
ｎ
ｋ
ｕ
ｒ
ａ
ｖ
ａ
ｄ
　
ｈ
ｒ
ａ
ｓ
ｖ
ａ
-
ｄ
ｌｒ
ｇ
ａ
ｖ
ａ
ｃ
　
ｃ
ｅ
ｔ
ｉ
）
」

と

い

う

注

釈

か

ら

窺

う

こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
瓶
と
布
と
の
”
関
係
”
が
「
種
子
―
芽
」
と
い
う

物
理
的
な
因
果
関
係
と
同
列
視
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
因
果
関
係
が
「
長
―

短

」

の

よ

う

な

論

理

的

関

係

と

何

ら

区

別

さ

れ

る

こ

と

な

く

並

列

さ

れ

て

い

て

、

驚

く

し

か

な

い

が

、

と

も

か

く

瓶

と

布

は

縁

起

関

係

に

あ

り

、

し

た

が

っ

て

二

つ

と

も

自

性

を

欠

く

と

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

論

理

的

関

係

が

縁

起

関

係

の

中

に

含

め

ら

れ

て

考

え

ら

れ

て

い

る

と

し

て

も

、
「

こ

れ

あ

れ

ば

、

か

れ

あ

り

。

こ

れ

な

け

れ

ば

、

か

れ

な

し

」

と

い

う

原

始

仏

教

以

来

の

縁

起

定

式

に

矛

盾

し

な

い

か

ら

、

中

観

派

が

論
理
的
相
関
性
を
縁
起
の
中
に
入
れ
て
考
え
る
こ
と
も
も
っ
と
も
と
言
え
る

の

で

あ

る

が

、

こ

れ

が

非

分

析

的

思

考

と

並

ん

で

言

説

不

能

の

空

へ

と

至

る

跳

躍

台

に

な

っ

て

い

る

こ

と

、

や

や

も

す

れ

ば

詭

弁

の

温

床

に

な

っ

て

い

る

こ

と

に

注

目

す

べ

き

で

あ

る

。

「
瓶

」

と

記

述

さ

れ

る

事

物

は

、

あ

る

と

き

は

「

特

徴

づ

け

ら

れ

る

も

の

」
、

「

こ

れ

は

瓶

で

あ

る

」

な

ら

広

義

の

「
特

徴

」

と

、
「
認

識

対

象
－

認

識

方

法
」
な
る
対
概
念
に
お
い
て

は
「
認
識
対

象
」
と
、
そ
し
て
「
結
果
」
と
も

「
原
因
」
と
も
、
ま
た
あ
る
漠
然
と
し

た
規
準

の
も
と
で
は
「
短
い
も

の
」
、

「
右
に
あ
る
も
の
」

な
ど
と
記
述

さ
れ
る
。
「
短
（
い
も
の
）
」
は
「
長

（
い

も
の
）
」
な
し
に
考
え
ら
れ
ぬ
か
ら
単
独
で

は
あ
り
え
な
い
が
、
「
自
性
を
欠

く
も
の
は
存
在
性
も
欠
く
」
と
い
う
問
題

含
み

の
論
法
を
使
用
す

る
の
が
中

観
派
で

あ
る
。
こ
う
し
て

論
理
的
相
関
性

を
も
つ
対
概
念
の
一

つ
で
記
述

さ

れ
る
も
の
は
「
（
単
独
の
も
の
と
し
て

は
＝
自
性
を
持
つ
も

の
と
し
て

は
）

存
在
し
な
い
」
、
即
ち
瓶
は
布
と
論
理
的

相
関
性
が
あ
る
と
見

な
さ
れ
て

い

る
か
ら
「
存
在
せ
ず
」
、
「
瓶
で

な
い
も
の

（
瓶

の
他
性
）」

も
「
存
在
し
な

い
」
。
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
る
と
「
自
性
と

し
て
存
在
し
な

い
」

か
ら
い
き
な

り
「
存
在
し
な
い
」

を
引
き
出
す

の
は
詭
弁
く
さ

い
が
、
と
も
あ
れ
「
浄
－

不

浄
」

な
ど
の
対

概
念

に
つ

い
て
も
同
様

な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て

い
る
。
中

観
派
は
こ
の
線
に
沿
い
、
何
と
驚
く
こ
と
に
「
原
因
―
結
果
」
概
念
に
も
論

理
的
相
関
性
を
見
て

い
く
。

こ
う
な
る
と
、
物
理
的
因

果
関
係
で

は
原
因
が

先
だ
が
、
因

果
概
念
の
も

と
で

は
因
と
果

は
同
時
的
に
与
え
ら
れ

る
こ
と

に

な
る
。

さ
ら

に
は
「
無
常

で

あ
る
、

な
い
」
「
空
で

あ
る
、
な

い
」
「
存
在

（
性
）
、
非
存
在
（
性
）
」
も
対

と
し
て
同

様
に
考
え

ら
れ

る
が
、
こ
こ
で

は

空
へ
と
至
る
跳
躍
台
を
別

の
視
点
か
ら
見
て
み

た
い
。

中
観
派
は

『
中
論
頌
』

第
一
七
章
第
三
三
偈

に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
世
界

（
の
事
物
）
を
蜃
気
楼
や
夢
、
陽
炎
に
譬
え
て

リ
ア
リ
テ

ィ
の
希

薄
な
も

の

と
見
、
こ
の
世

界
の
事
物
認
識
を
眼
病
者

の
認
識

に
譬
え
る
。

リ
ア
リ
テ

ィ

の
希
薄
な
も
の
、
二
次
派

生
的
な
も
の
は
自
性
を
欠
い
て
い
る
と
さ
れ

る
か



ら

、

そ

の
よ

う

な

も

の

に

つ

い
て

の

言

明

で

あ

る

「
世

界

は

空
で

あ

る
」

が

ま

と

も

な

言

明

で

な

い

な

ら

、
「
空

で

な

い

」

と

い

う

言

明

も

同

じ

く

ま

と

も

な

言

明

で

は

な

い

。

通

常

な

ら

言
明

ｐ

を
否

定

す
れ

ば

、

そ

の

論
理

的

否

定

（
矛

盾

）

で

あ

る

ｎ
ｏ
ｎ
-
ｐ

を

肯

定

す

る
こ

と

に
な

る
が

、

ｐ

が

ま

と

も

な

言

明

で

な

い

と

き
、

そ

の

否

定

ｎ
ｏ
ｎ
-
ｐ

も

ま

と

も

で

な

い
。

こ

れ

を

ｐ
ｒ
ａ
ｓ
ａ
ｊｙ
ａ
-ｐ
ｒ
ａ
ｔ
ｉｓ
ｅ
ｄ
ｈ
ａ

（
非
定

立

的

否

定

）

と

い
う

。

わ

れ

わ

れ

の

日

常

世

界

で

こ

の

種

の

否

定

が

現

れ

る

の

は

、
「
現

在

の

日

本

の

大
統

領

は

独

身

で

あ

る
」

の

よ

う

な

主

語

の
指

示

物

（
ｒ
ｅ
ｆｅ
ｒ
ｅ
ｎ
ｔ
）

が

な

い

か
、

は

っ
き

り

と

定

ま

ら

な

い
文

を

考

え

る

と
き

で

あ

る

。

Ｂ

・
ラ

ッ

セ
ル

の

記

述

理

論

に
反

対

し

た

ス

ト

ロ

ー

ソ

ン

に
従

っ
て

、

こ

の

文

を

無

意

味

と

す

る

な

ら

、

こ

の

文

の

否

定

形

「
現

在

の

日

本

の

大

統

領

は

独

身

で

な

い
」

も

無

意

味

で

あ

る
。

夢
幻

に
譬

え

ら
れ

て

い
る

世

界

で

の
あ

る
実

在

論
者

の
認

識

「
こ

の
世

界

・

事
物

は

空

で

な

い
」

は

、

ま

と

も

な

認

識

で
な

い

「
空

華

は
青

く

な

い

」

と
違

わ

な

い

と

中
観

派

は

見

な

す

の

で
あ

る

か

ら

、

そ

の
否

定

「
空

華

は

青

い

」

も

無

意

味

な

ら
、

「
こ

の
世

界

・

事
物

は

空

で

あ

る

」
も

無

意

味

で

あ

る

。

け

れ

ど

も

こ

こ

で

は

現

代

の

言
語

行

為

論

（
ｓ
ｐ
ｅ
ｅ
ｃ
ｈ
-ａ
ｃ
ｔ
　
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｙ
）

と

絡

め

て
、

二

諦

説

に

言
及

し

な

い

わ
け

に

は

い

か

な

い

。

Ｊ

・
Ａ

・
オ

ー

ス

テ

ィ

ン

は

言

語

の

機

能

と

し

て
記

述

機
能

だ
け

に

注

目

し

て

き

た

従

来

の

哲

学

の
偏

狭

さ

を

た

だ

そ

う

と

し

た

。
「
私

は

君

に

謝

る
」

と

言

う

と
き

、

こ

の
発

話

は
私

の

心

理

状

態

を

記

述

し

て

い

る

よ

り

も

む

し

ろ

、

こ

う

発

話

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

。
陳

謝

す

る

”

と

い

う

行

為

を

遂

行

し

て

い

る
と

見

る
べ

き

で

あ

る

。
「

～

と

約

束

す

る

」

や

「

～

と

警

告

す

る

」

も

、

そ

う

発

話

す

る

こ

と

自

体

が

そ

の

行

為

を

し

て

い

る

の

だ

と

見

な

さ

れ

よ

う

。
「

無

自

性

、

空

で

あ

る

」

と

発

話

す

る

こ

と

は

世

界

の

記

述

で

あ

る

こ

と

に

よ

っ

て

有

意

味

な

の

で

な

い

。

実

在

論

者

や

眼

病

者

に

対

し

て

、

そ

の

こ

と

を

諭

し

た

り

説

示

し

た

り

す

る

行

為

遂

行

的

発

話

（
ｐ
ｅ
ｒ
ｆｏ
ｒ
m
a
ｔ
ｉｖ
ｅ
　
ｕ
ｔ
ｔｅ
ｒ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
）

で

あ

る

こ

と

で

有

意

味

な

の

で

あ

る

。

従

来

、

二

諦

説

は

記

述

の

厳

密

さ

の

程

度

で

真

諦

と

俗

諦

と

に

分

け

ら

れ

る

か

の

よ

う

に

思

わ

れ

て

き

た

が

、

こ

と

中

観

派

の

場

合

、

そ

の

空

の

境

地

は

「

無

自

性

、

空

で

あ

る

」

と

い

う

こ

と

ば

（

概

念

）

に

よ

る

理

解

さ

え

も

拒

否

す

る

の

だ

か

ら

、

記

述

の

精

度

な

ど

関

係

な

く

、

記

述

以

外

の

言

語

行

為

論

の

観

点

か

ら

考

察

さ

れ

る

べ

き

も

の

と

考

え

る

。

帰

敬

偈

の

「

八

不

」

も

世

界

を

記

述

し

て

い

る

と

考

え

る

か

ら

、

矛

盾

律

を

破

っ

て

い

る

う

ん

ぬ

ん

と

い

う

こ

と

に

な

る

の

で

は

な

い

か

。

八
不

は

記

述

の

不

可

能

性

を

象

徴

し

て

い

る

と

、

す

な

わ

ち

日

常

的

な

こ

と

ば

に

よ

る

分

析

的

思

考

を

進

め

て

い

け

ば

、

か

く

矛

盾

に

陥

る

か

ら

、

分

析

的

思

考

を

打

ち

切

り

、

多

項

主

義

的

な

世

界

観

か

ら

離

脱

す

べ

き

だ

と

言

語

行

為

的

に

「

諭

し

て

い

る

」
、

そ

の

限

り

で

有

意

味

な

の

だ

と

捉

え

る

べ

き

で

あ

る

。

四
　

帰

謬

法

と

『
中

論

』

の

基

本

的

構

造

八

不

の

一

々

に

つ

い

て

は

も

は

や

述

べ

る

ま

で

も

な

い

。

縁

起

観

を

取

る

の

で

あ

る

か

ら

、

同

一

体

、

同

質

体

と

す

る

世

界

観

を

取

ら

な

い

の

は

当

然

と

し

て

、

他

方

ま

た

分

析

的

思

考

、

多

項

主

義

も

取

ら

な

い

の

だ

か

ら

、

何
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か
独
立
の
自
性
を
持

っ
た
も
の
が
生
じ

る
わ
け
も
滅
す

る
わ
け

も
、
去
来
す

る

わ
け

も
な

い
の
で
あ

る
。
わ
れ

わ
れ
は
こ

の
八
不

に
さ

ら

に

「
不
有

不

無
」
を
加
え
て

「
十
不
」

と
す

る
こ
と
も
で
き

る
。

八
不

で
あ
れ
十
不
で
あ

れ
、
そ
れ
ら
は
多
項
主
義

を
背
景

に
持

つ
日
常
的

な
分
析

的
思

考
を
進
め
て

い
け
ば
矛
盾
に
陥

る
と

い
う
こ

と
の
象
徴

な
の
で
あ

る
。

ま
さ
し
く
ナ
ー

ガ

ー
ル
ジ
ュ

ナ
の
基
本
的
戦

略
は
、
わ
れ

わ
れ

か
ら
す

る
と
時

に
強

弁
、
詭
弁

と
し
か
見
え
な
い
理
屈
を

つ
け

た
り
も
し
て
、
何
が
な

ん
で
も

日
常
的
思

考

が
矛
盾
し
た
文

（
思
考
）

に
帰
着
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ

っ
た
と
言

え

る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
去
る
者
は

（
去
ら
れ
る
べ
き
世
路
を
）
去
る
」
と

い
う

ト
ー

ト

ロ
ジ
カ
ル
で
論
理
的
に
当
然
成
立
し
て
い
る
は
ず

の
文
に
つ
い
て
、
そ
の

成
立

を
否
定
し
て

「
去
る
者
は
去
る
、
の
で
な
い
」

と
言
う
。
こ
れ
を
全
称

命
題
の
否
定
と
見
な
せ
ば
、
”
■
"
と
表
記
さ
れ
る
が
、
こ

れ
は
"
■
”
と
等
値
で
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
矛
盾
形
を

呈
し
て

い
る
。

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
ま
た

「
去
ら
な
い
去
る
者
」
な
ど
考
え
ら
れ
な
い

と
も

言
う
。

こ
れ
と
い
ま
述
べ
た
こ
と
を
合
わ
せ
る
と
、
「
去
る
者
は
去
る
、

の
で
も

な
い
し
、
去
る
者
は
去
ら
な
い
、
の
で
も

な
い
」

と
い
う
矛
盾
し
た

文
を
得

る
こ
と

に
な
る
。

い
ま
、
こ
れ
ら

が
矛
盾

だ
と
す
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
理
由
の
妥
当
性

を
問
題

に
し

な
い
な
ら
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
に
し

て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

は
日
常
的
思
考
を
矛
盾
形

に
追
い
込
む
の
で

あ
る
。

そ
れ
で

、
こ

の
よ
う
な

矛
盾

式
を
提
示
す
る
こ
と
を
中
観
派

は
目
指
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
が
「
中
観

派

は
矛
盾
律
を
破

っ
て
み
せ
た
、
矛
盾
を
容
認
し
た
」
と
い
う
誤
解
を
招
く

一
因

と
な

っ
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
し
か
し
ま
た
こ
の
種
の
誤
解

を
招

い
た
の
は
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
自
身
に
も
責
任
が
あ
る
と
も
見
る
。
第

一
に
仮
定

さ
れ

た
前
提

に
当
た
る
も
の
が
何
で

あ
る
か

の
説
明

が
な
く
、

ま

っ
た
く
不

親
切

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
れ
が
何
で
あ
る

か
、
判
り

に
く
い
。
再

び
初
歩
的
な
こ
と
を
述
べ
て
恐
縮
だ
が
、
仮
定
さ
れ

た
前
提
が
連

言
で

あ
る
場

合
、
帰
謬
法
は
そ
の
推
論
過
程
で
矛

盾
式
を
導
出

し
て
仮
定
前
提
の
否
定
「
～
（
ｐ
・
ｑ
…
…
…
）
」
を
結
論
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

こ
の
結
論
中
の
「
ｐ
」
が
偽
で
あ
る
ゆ
え
に
「
ｐ
・
ｑ
…
…
…
」
が
偽
な
の
か
、

「
ｑ
」
が
偽
で
あ
る
ゆ
え

に
そ

う
な
の
か
、
そ

れ
と
も

連
言
肢
の
す

べ
て
が

偽
で
あ
る
ゆ
え
な
の

か
、

に
わ
か
に
は
結
論
づ
け
ら
れ
な

い
。

わ
れ
わ
れ
の
置

か
れ
て

い
る
状
況
は
こ
れ
よ
り
も
う
少
し
悪
く
、
ｐ
や
ｑ

を
十

分
に
特
定
す
る
こ
と
さ
え
で
き

て
い
な

い
。

い
ち
お
う
第
二
、
第
三
節

で
分

析
的
思
考
や
多
項
主
義
、
そ
し
て
瓶
や
布

の
よ
う
な
も
の
ま
で
も
が
論

理
的
に
相
関
す
る
と

は
考
え
な
い
こ
と
、
現
実
世
界
を

わ
れ
わ
れ
は
夢
幻
と

は
見
な
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
ら
の
結
び
つ
き
方
が
、

実
感
の
伴

わ
な

い
こ
と
も

手
伝

っ
て
、
い
ま
ひ
と

つ
分

か
ら

な

い
ま
ま

に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
議

論
は
日
常
的
な
思
考
の
あ
り
方
に
関
係

し
て

い
る
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
（
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
は
人
工

言
語

ま
で

を
も
考
慮
し
、
そ
の
可
能
性
ま
で
っ
ぶ

し
て
み

せ
た
わ
け
で

な
い
）
。

し
た
が

っ
て

今
ま
で
考
察
し
て
き

た
こ
と
か
ら
し
て
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う



な
「
（
も
し
も
）
こ
と
ば
が
有
意
味
で
あ
る
と
す
る
（
な
ら
ば
）」

を
仮
定
前

提
と
し
て
い
た
と
は
思
え

な
い
。
な
ぜ
な
ら
二
諦
説
の
と
こ
ろ
で
見
た
よ
う

に
、
言
語
行
為
論
的
な
事
が
ら
に
う

っ
す
ら
と
気
づ
い
て
い
た
ふ
し
も
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
日
常
言
語
で
記
述
で
き
る
と
す
る

（
な
ら
ば
）
」

を
仮
定
前
提
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
推
定
す
る
。
も
し
こ
う
だ
と
す

る
と
、
『
中
論
』
の
中
心
的

な
帰
謬
論
証

、
あ

る
い
は

『
中
論
』

の
基
本
構

造

は
次
で
あ
る
。

(
1
）
　
〔
前
提
〕
　
真
理
（
＝
空
）
は
、
日
常
の
こ
と
ば
で
は
記
述
で
き
な

い
。

〔
以
下
、
証
明
〕

（
２
）
　【
仮
定
前
提
】
　
か
り
に
真
理
が

日
常

の
こ
と
ば
で
記
述
さ
れ

る
と

す
る
な
ら
ば
、

（
３
）
　（
日
常
の
こ
と
ば
で
記

述
し
よ

う
と
す

れ
ば
）

そ

の
記

述
は
矛

盾

に
陥

る
／

あ

ら
ゆ
る
記

述
が
矛

盾
に
陥

る
（
「
八
不

」
、
「
不

有
不

無
」

に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
）
。

（
４
）
　
ゆ
え

に
（
２

）
の
仮

定
前
提

は
成
立
せ
ず
、
（
１
）

が
証
明

さ
れ

た
。

し
た
が

っ
て

、
中
観
派

が
矛

盾
律
を
破
る
こ
と
を
容
認
し
た
か
の
よ
う
な

解
釈
の
仕

方
は
誤

解
で
あ
ろ

う
し
、
ま
た
以
上
の
こ
と
は
、
弁
証

法
的
に
仏

教

を
解

釈
す
る
仕

方
が
少

な
く

と
も
中
観
派
の
空
思
想
に
は
当
て
は
ま
ら
な

い
こ
と

を
示
す
も

の
と
取

り
た
い
。

＊
　

注
を
割
愛
し
た
が
、
注
を
含

め
て
も

う
少
し
細
か
な
議
論
、

お
よ
び
弁
証
法
的

解
釈
は
不
適
切

で
あ
る
と
す

る
主
張

に
関
心
の
あ

る
方
は
、
平
成
一
五
年
一
〇
月

に
出
版
の
拙
著
『
現
代
の
無
我
論
―
―
古
典
仏
教
と
哲
学
』
（
晃
洋
書
房
）
の
第

１
部
で
展
開
し
た
私
の
考
え
を
検

討
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

（
つ

き

の

き

・

ゆ

た

か

、

比
較

哲

学

、

金

沢

学

院

大

学
教

授
）
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