
〈
研

究

論

文

７

〉

般

若

の

空

と

零

の

発

見

松
　
尾
　
宝
　
作

私

は
第
九
回
佐
渡
学
会

に
お
い
て
、
二
つ
の
参
考

資
料
を
提
示

し
て
、
こ

れ
に
添

っ
て
私

の
発
表

を
行

っ
た
。
そ
の
第
一
の
資
料
は
、
私

の
主
張
で
あ

る
「
心
源

の
次
元
的
構
造
」

を
、
西

洋
と
東

洋
に
分

け
て
示

し
、
更

に
同

様

の
こ

と
を
、
幾
何
学
的
図
式

と
、
方
程
式
と
で
示

し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
本

論
文

に
お
い
て
は
、
こ

れ
を
第
一
章

と
し
て
、
そ
の
構
造
を
簡
単
に
説
明
し
、

何

が
故
に
比
較
思
想
に
方
法
論

と
し
て
心
源
の
自
覚

が
必
要
で
あ
る
か
を
説

明
し
、
第
二
章
に
於
て
は
こ
の
必
要
性
を
実
証
す
る
た

め
、
東
西
哲
学
に
関

す
る
手

近
か
な
論
文
の
二
、
三
の
例
を
あ
げ
て
、
こ
の
方
法
を
自
覚
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
東
西

の
哲
学
論
文

が
、
一

様
の
基
準
を
以

て
解
釈
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
東
西

哲
学
の
相
異

な
る
焦
点
は
、
般
若
の
空
の
自
覚
と
、
そ
の

直

観
的
無
意
識
と
の
差
で

あ
っ
て

、
し

か
も
心

源

の
構
造

に
お
い
て
は
、
般

若
の
空

と
数
学

の

零
と
は
、
全
く
同
一
の
構
造
を
も
ち
、
科
学
的

真

理
と
、
哲
学
的
真
理
は
別

な
も
の
で

は
な

く
、

従

っ
て
科
学
的
真
理
と
哲
学
的
真
理

は
、
同
一

の
歩
調
を
以

て
進
歩
し
得

ら
れ
る
も
の
で
あ
る

こ

と
が
実
証
で
き
る
訳
で
あ

る
。



第

一
章
　

心

源

の

自

覚

右
の
図
式
は
私

が
既
に
発
表
し
た
私
の
著
書
、
『
比
較
哲
学
方
法
論

の

研

究
』
及
び
『
一
の
論
理
』

に
お
い
て
、
既

に
く
り

か
え

し
説
明

し
た
も
の
で

あ

る
か
ら
、
い
ま

は
紙
数

の
都
合
上
、
そ
の
詳
細

な
説
明

は
、
こ

れ
を
省
略

す
る
こ

と
に
す

る
。
し
か
し
簡
単

に
こ
の
大
要

を
示

す

と
、

Ｉ
　

カ
ン
ト

の
感
性
・

悟
性

・
理
性

と
い
う
精

神
分

析
を
、
次
元

的
構
造

と
し
て
示

し
た
も
の

Ⅱ
　
仏
教
の
精
神
分
析
の
基
本
で
あ
る
五
蘊
皆
空
を
同
じ
く
次
元
的
構
造

と
し
て
割
り

あ
て

た
も
の

Ⅲ
　

心
理
学

に
お
い
て
、
ル

ビ
ン
の
図
式

と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で

、
一

種
の
錯
覚
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
認
識
論
的

に
見

れ
ば
、
す

べ
て
の
形

あ
る
も
の
の
認
識

が
、
こ
の
通
り
、
有
即

無

、
無

即
有
な
の
で
あ
っ
て
、
無

が
な
け
れ

ば
有

が
認
識
で
き

な
い

こ
と
を
示

す
幾
何
学
的
原

理
で

あ
る
。

Ⅳ
　

見

た
通
り
、
数

学
方
程
式
の
最
も
基
本
的
な
形
で

あ
っ
て
、
直
観

と

そ
の
反

省
を
示

す
も
の
で
あ
り
（
一
心
・
二
門

・
三

観
）

零
が
つ
ね

に
限
界

と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
一
切

の
方
程
式
は
成
立

し
な
い
。

以
上

が
私
の
主
張
す
る
「
比
較
哲
学
方
法
論
の
図

式
」
で
あ

り
、
こ
れ
を

言
葉
で
説
明
す
れ
ば
、
「
心
源
の
自
覚
と
、
そ
の
直
観
的
無
意
識
」
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
て
こ
の
四
つ
の
図
式
は
、
心
源
の
構
造
か
ら
見
れ
ば
、

す

べ
て

一
つ
の
構
造
に
帰
着
す

る
の
で
あ
り
、
そ
の
直
観
的
無
意
識

と
い
う

の
は
、
そ
の
総
合
判
断
す
な
わ
ち
、
哲
学
に
於
て
は
般
若
の
空
の
と
こ
ろ
、

科
学
的
に
言
え
ば
数
学
の
零
の
と
こ
ろ
に
起
る
の
で
あ
る
。

次
に
私
の
比
較
哲
学
に
つ
い
て
の
考
え
方
、
並

び
に
主
張
に
つ
い
て
簡
単

に
項
目

的

に
述

べ
た
い
と
考
え

る
。

「

、
真
理
は

一
つ
し
か
な
い

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

と
東
洋
人
と
数

学
の
答
え

が
異

な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た

幾
何
学
の
答
え
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
同
じ
頭
で
考

え

る
思
想

や
哲
学

が
な
ぜ
一
致
し
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
に
比
較
思

想

の
大
き

な
根
本
問
題

が
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
こ
と
自
体
、
哲
学

は
ま
だ
学
と
し
て
は
完
成
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

と
言

わ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
同

じ
頭

で
考
え

た
科
学

的
心
理

は
、
万

人
共

通
な
の
に
、
哲
学
的
な
真
理
が
、
幾
つ

も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
に

は

真
理

が
、
い
く
つ
も
あ
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
哲
学
的
真
理

が
、
ま
だ
把
握

さ
れ
て
い
な
い
か
、
或

い
は
真
理
で

な
い

も
の

が
、
そ
れ
に

混
在
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
比
較
哲
学
の
必

要
が
あ
り
、
方
法
論

が
必
要
に
な
る
の

で
あ
る
。
真

理
は
一
つ
で
あ
っ
て

こ

そ
、
真
理
で

あ
る
の
で
、

ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
い
う
真

理
は
あ
り
得
な
い
の

で
あ

る
。

こ
、
方
法
論
の
な
い
学
問
は
な
い

現

在
の
比
較

哲
学

に
は
確
実
な
方
法
論

が
な
い
と
言

っ
て
も
差
し
つ
か
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
比
較
思
想
に
確
実
な
方
法
論
が
な
い
の
み
で
な
く
、



一
般
の
思
想
や
哲
学
と
い
わ
れ
る
も
の
に
も
一
定
の
方
法
論
の
な
い
ま
ま
に
、

単
な

る
権

威
主
義
を
、
ふ
り
廻
し
な

が
ら
、
甲
論
乙
駁

を
繰
り
返

し
て
い

る

と
言

っ
て

も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
つ
い
に

は
、

そ
の
権
威

を
国
外

に
求

め
、
翻
訳
す
る
こ
と

が
即
哲
学
者
で
あ

る
と
考
え

ら
れ
る
よ
う

に

な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
翻
訳

は
必
要

が
な
い

と
は
言

う
つ
も
り
は
な

い

が
、
翻
訳

す
る
こ
と
は
、
語
学
者

の
や

る
こ
と
で
、
翻
訳
即

哲
学
で
は
な

い

の
で
あ
る
。
翻

訳
に
は
翻
訳

の
方
法
論

は
勿
論

あ
る
が
、
哲
学
の
方
法

論

は
何

も
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
戦
後

は
こ
の
傾
向

が
激
し
い

の
で
、
自
己

を

見
失

っ
た
翻
訳
哲
学

が
権
威

あ
る
哲
学
で
あ
り
、
哲
学
者
で

あ
る
と
考
え

ら

れ
て
い
る
か
ら
、
日
本
の
中

に
も
西
洋
思
想

が
、

は
び
こ

っ
て
、
比

較
思
想

は
益

々
困
難
に
な

る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
数
学
を
学
ぶ

と
い
う
こ

と
は
、

数
学

の
方
法
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
医
学
を
学
ぶ
と
い
う
こ

と
は
、
医
学

の

方
法

を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
法
に
立
て

ば
、
今
日

の
哲
学

と

は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ

う
し
て
真
の
比
較
哲
学
方
法
論

が
な
く
て

、

比

較
哲
学

は
成
立
す

る
で

あ
ろ
う

か
。
わ
れ

わ
れ

は
、
こ
こ

で
数
十

年
前

か

ら
開
か
れ
た

ハ
ワ
イ

の
東
西
哲
学
者
会
議

を
反
省
せ

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
は

ム
ー
ワ
教
授

の
異
常
な
熱
意
と
努
力
に
も
か

か
わ
ら

ず
、
ま
た

モ

こ
に
集

っ
た
東
西
哲
学
者

の
優

れ
た
顔
ぶ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず

、
遂

に
見

る

べ
き
成
果

は
得
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私

は
こ
れ

は
や
は
り
方
法
論

の
欠
如
の
為
で
な
か

っ
た

か
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
私

は
新

ら
し
い

日

本
の
比
較
思
想
学
会

は
、
再
び
こ

の
ハ
ワ
イ
学
会

の
轍

を
踏

ん
で
は
な
ら

な
い
と
思
う
の
で
、
こ
の
学
会
の
出
発
以

来
、
方
法
論
の
研
究
に
専
念
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

三

、
比
較
と
対
比

比
較
思
想
で
現
在
最
も
問
題
に
な
っ
て

い
る
こ

と

は
、「
比
較
と
対
比
」

と
い
う
こ

と
で
あ

る
が
、
私

の
考
え
を
率
直

に
一
言
で
言
え

ば
、
比
較
に
は

確
実
な
方
法
論

が
な
く
て

は
な
ら
な
い
が
、
単
に
東

洋
の
思
想
と
西
洋
の
思

想
と

を
比
較
す

れ
ば
、
そ
れ
は
対
比
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
の
で
あ

る
。
何
故
な
ら

ば
、
東
洋

の
論
理
と
西
洋

の
論
理

は
、
根
本
的
に
異
な
る
か

ら
で
あ
る
。
西
洋

の
論
理

は
形
式
論
理
を
唯
一

の
指
針
と
し
て
、
そ
の
形
式

論
理
に
よ

る
合
理
性

の
み

を
追
及
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
東
洋

の

論

理

は

因
・
縁
＝
果
の
弁
証
法
的
論
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
起
信
論
に
到
っ
て
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
心
源
の
自
覚
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
幾

何
学

の
図
形

的
認
識
に
も
適
応
し
、
数
学
の
方
程
式
認
識
に
も
対
応

し
う
る

の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
東
洋
の
論

理
（
弁
証
法
的
論
理
）
と
西

洋
の
形
式
論

理
と
を
比
較
す
る
場
合
は
、
こ
の
両
方
の
論
理
の
根
底
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

た
、
心
源
の
自
覚
に
ま
で
到
ら
な
い
と
、
東
・
西
共
通
の
尺
度
が
得
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
即
ち
も
の
を
比
較
す
る
と
き

、
そ
こ
に
共
通
の
尺
度

を
持
つ

と
い
う
こ
と

が
必
要

な
の
で
あ
っ
て

、
そ
の
共
通
の
尺
度
を
持
た
な
い
で
、

比
較

す
れ
ば
、
そ
れ
は
方
法
論
を
持

た
な
い
比
較
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
単

な
る
対
比

に
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
比
較
哲
学
乃
至
比
較
思

想

を
「
学
」

と
し
て
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
自
己
を
自
覚
す
る
こ

と
が

必
要
で

あ
り

、
そ
れ

は
方
法

論
と
し
て
は
、
心
源
の
図
式
を
完
成
す

る
こ
と

で
あ

る
。



私
が
比
較
思
想
方
法
論
と
し
て
心
源
の
自
覚
を
主
張
す
る
根
本
の
理
由

は
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
心
源

の
構

造
な

ど
と
い
う
も
の
は
、

見
え

な
い
も
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
に
直
観
智

が
働

く
よ
う

に
図
式
化
す
る

必
要

が
あ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
図
式

の
な
い
幾
何
学

は
解
け
な
い
と
同

じ

だ
か
ら
で

あ
る
。
故

に
私

は
今
こ
こ

に
示

し
た
図
式

が
、
絶
対
不
変
の
真

理
で

あ
る
と
主
張
す

る
つ
も
り

は
な
い

が
、

し
か
し
比
較
哲
学
探
求

の
方
法

と

し
て

は
、
こ

の
方
向

に
研
究

を
進

め
て

、
よ
り

完
全
な
も
の
に
向

っ
て
進

む

べ
き
こ

と
は
確
実
で
あ

る
と
思
う

の
で
あ

る
。

第

二

章
　

自

燈

明

・
法

燈

明

こ

の
章

に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
普
段
手

ぢ
か
に
読

ん
で
い

る
哲
学
書

の
中

か
ら
、
二
、
三

の
部
分

を
抜
粋

し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
比

較
思
想

を
行

う

場

合
、
如

何
に
、
そ
の
解
釈

な
い
し
、
い
ろ
い
ろ
の
難
問

の
解
決
に
当
り

、

わ
れ
わ
れ

が
「
方
法

論
」

を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
あ

る
か
を
実
証
し
よ
う
と

試
み

た
も
の
で
あ
る
。

一
、
弁
証
法
に
も
真
諦
と
俗
諦

龍
樹
は
縁
起
を
八
不

に
よ
っ
て
説
明

し
、
空
不
可

得
の
真
理
を
明

ら
か

に
し
た
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
真
実
を
空
性
と
い
い
、
勝
義
諦
と
い
う
。

そ
し
て
彼
は
縁
起
の
道
理
に
よ
っ
て
表

さ
れ

る
存
在
（
縁
生
法
）
を
世

俗
諦
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
空
性

が
わ
れ

わ
れ
の
能
所
の
認
識
を
超

越
し
た
無
相
の
真
実
で
あ
る
に
対
し
、
世
俗
諦

は
わ
れ

わ
れ
の
能
所

の

認
識
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
有
相
の
真
実
で
あ

る
。
…
…
「
勝
義
諦

は

縁
起
の
一
切
法
自
性
空
と
い
う
の
み
。
し
か
し
仏
は
縁
起
の
世
間
的
実

用

と
い
う
立
場

か
ら
一
切
法

を

施

設
し
た
」
（
空
七
十
論
）
の
で
あ
っ

て
…
…
龍
樹
は
中
論
の
中

で
次

の
如
く
い

っ
て
い
る
。「
縁
起

な

る

も

の
、
わ
れ
は
こ
れ
を
空
性

と
い
う
。

か
の
縁
起
は
仮
設
で
あ
り
、
そ
れ

は
ま
た
中
道
で
あ
る
。」

中
村
元
氏
外
編
集
　
現
代
仏
教
講
座
　
第
二
巻
　
一
三
頁

こ
の
短
文
は
山
口
益
博
士
の
「
大
乗

と
し
て

の
般
若
空
観
説
」

の
講
義
の

一
部
で
あ
る

が
、
わ
れ
わ
れ
が
も
し

、
心
源

の
自
覚

が
、
哲
学

に
も
、
幾
何

学
的
認
識
に
も
、
数
学
の
方
程
式
論

理
に
も
共
通
の
次
元
的
構
造
を
も
っ
て

い
る

と
い
う
自
覚
を
既
に
（
第
一
章

の
説
明

の
如
く
）
も
っ
て
い
る
と
す

れ

ば
、
こ
こ
に
提
示
し
た
こ
の
小

論
文

の
内
容

が
、
如
何
に
第
一
章
Ⅳ

の
数
学

方
程
式
の
構
造
に
よ
く
一
致
す
る
か
を
、
た
だ
ち
に
発
見
し
う
る
で

あ
ろ
う
。

龍
樹

の
中
論
の
こ

の
解
説
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
一
種
の
数
理
哲
学
と
も

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
直
如
＝
次
元
」
と
考
え
な
け
れ
ば
、
八

不
中

道
や
三

諦
の
偈

な
ど
の
説
明
は
な
か
な
か
説
明

が
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

不

生
・
不

滅
と
い

う
の
は
何

が
不
生
・
不
滅
な
の
か
、
こ
れ
は
仏
教
哲
学
で

も
大
き
な
疑
問
で
あ
り
、
解
説
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
源
の
構

造

が
、
次
元

的
で
あ
り
、
真
如
法
性

と
解
す
れ
ば
、
容
易
に
解
釈
し
う
る
こ

と
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
は
縁
起
の
道
理
に
よ

っ
て
表

さ
れ
る
存
在
（
縁
生
法
）
１
＋
2

＝
３
…
…
で
、
反

―
合
を
世

俗
諦

と
い
う
。
し
た

が
っ
て
、
空
性

が
わ
れ
わ

れ
の
能
所
の
認
識
を
超
越
し
た
無
相
の
真
実
で
あ
る
に
対
し
（
Ｉ
＋
２
）
ー



３
＝
０

…
…
世

俗
諦
（
正

・
反

・
合

の
弁

証
法

）
は
、

わ
れ
わ
れ
の
能
所
の

認
識
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
有
相
の
真
実
で
あ
る
。
…
…
勝
義
諦
は
縁
起
の

一
切
法
自
性
空
と
い
う
の
み
…
…
こ
の
意
味
は
言
説
で
は
大
変
わ
か
り
に
く

い
論
理
で
あ
る
が
、
方
程
式
と
し
て
（
一
心
・
二
門
・
三
観
）
の
心
源
の
働

き
か
ら
考
え
れ
ば
、
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
普
通
へ
ー

ゲ
ル
や

マ
ル
ク
ス
の
正

・
反
―
合
の
形

式
を
も

っ
て
安
易

に
弁
証
法

と
称
し

て
い
る
が
、
仏
教
の
弁
証
法
は
、
誰
に
で
も
真
理
で
あ
る
と
肯
定
さ
れ
る
数

学
的
論

理
を
も
既
に
含
む
も
の
で

あ

り

、
（
自
然
数

の
数
詞

は
量
に
限
定

さ

れ

た
一
種
の
言
語
で
あ
り
、
方
程
式
は
人
間

が
考
え

る
と
き

の
心
源

の
働
き

を
、

そ
の
ま
ま
示
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
）
こ
の
点
西
洋
哲
学

の

弁
証
法

と
、

仏
教
哲
学
の
弁
証
法
に

は
大
き
な
相
違

が
あ
る
こ

と
を
知

ら
な
く
て
は

な
ら

な
い
。
故
に
イ

ン
ド
で
は
イ
ン
ド
数
学
発
見
の

か
な
り
以
前
か
ら
、
般

若
空

の
発

見

が
あ
り
、
人
間
の
心
の
働
き

が
深
く
研

究

さ
れ
て
い
た
も

の
と

考
え

ら
れ
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
イ

ン
ド
の
論
理
学

に
は
譬
喩

量

と
い
う
も

の
の
あ

る
こ

と
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
が
、
い

ま
仏
教
弁
証
法

を

方

程
式
を
例

に
と
っ
て
考
え

る
こ
と
も
、
一
種

の
喩

と
見

て
も
い
い

の
で

は

な
い
か
。
そ
し
て
方
程
式

は
量

に
限
定

さ
れ

た
特
種

の
数
詞

を
使

っ
て

、
心

源
の
働
き

を
よ
く
表
出

す
る
が
、
普
通

の
形
式
論
理

を
使

っ
て
行
う
幾
何
学

は
、
直
観
知

の
働

く
図

式
が
な
け
れ
ば
解
け

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

れ
は
形

式
論
理

の
不

完
全
さ
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
方

程
式
論

理
が
よ
く
心

源

の
働
き

を
表
出
す

る
こ

と
と
の
相
違
点
で

は
な
い

か
と
考

え
ら
れ
る
。
従

っ
て
比
較
哲
学

方
法

論
に
は
、
心
源

の
図
式

が
必
要

な
の
で
あ
る
。

二

、

西

洋

哲

学

に

は

総

合

判

断

が

な

い

ヤ

ス

パ

ー

ス

は

い

う

。

哲

学

は
W
a

ｓ

　
ｉ
ｓ
ｔ

？
　

と

問

い

を

も

っ

て

始

ま

っ
て
い
る
。
…
…
こ
の
問
い
に
対
し
て
数
千
年
の
間
に
驚
く
ほ
ど
多
く

の

答

が

与

へ

ら

れ

た

。

唯

物

論

・

唯

心

論

・

物

話

論

と

か

呼

ん

で

い

る

。

し

か

し

そ

れ

ら

の

中

の

ど

の

一

つ

も

、

そ

れ

が

真

実

で

あ

る

こ

と

の

証

明
さ
れ
た
も
の
の
無
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
見
地
が
ど
れ
も
み
な
存
在

D
a
s
 
s
e
i
n
 
を
私
に
対
象
と
し
て
捉
へ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
…
…
わ
れ

わ

れ

の

思

惟

す

る

現

存

在

の

、

こ

の

よ

う

な

状

態

を

、

主

観

客

観

の

分

裂
Ｓ
ｕ
ｂ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
-
Ｏ
ｂ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
　
Ｓ
ｐ
ａ
ｌ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
と
い
う
。
（
Ｅ
ｉ
ｎ
ｆ
u
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｉ
ｅ

Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
e
）
し
か
し
存
在
は
全
体
と
し
て
は
主
観
で
あ
る
こ
と
も

客

観

で

あ

る

こ

と

も

で

き

な

い

の

で

あ

っ

て

、

む

し

ろ

包

越

者

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

と

。

前

掲

書

一

七

五

頁
　

上

田

義

文

氏

論

文

こ

こ

で

参

考

と

し

て

引

用

し

た

ヤ

ス

パ

ー

ス

の

論

文

は

、

西

洋

の

哲

学

者

が

西

洋

哲

学

を

ど

の

よ

う

に

見

て

い

る

か

を

、

彼

ら

自

ら

に

語

っ

て

も

ら

っ

た

こ

と

に

な

る

。

こ

の

論

文

を

三

段

に

区

切

っ

た

の

は

、

西

洋

の

論

理

を

形

式

論

理

と

し

、

東

洋

の

論

理

を

弁

証

法

論

理

と

し

て

仮

定

し

、

そ

れ

は

前

記

の
理
由
か
ら
一
心
・
二
門
・
三
観
を
、
一
つ
の
連
継
と
し
た
方
程
式
論
理
即

ち

弁

証

法

論

理

と

見

た

場

合

、

こ

の

段

で

こ

の

三

つ

の

点

が

、

比

較

哲

学

の

問

題

点

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

１
　

何

が

故

に

西

洋

哲

学

に

「

主

観

・

客

観

の

分

裂

」

が

起

る

か

？

２
　
一
切
の
疑
い
に
答
え
る
こ
と
が
哲
学
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
　
Ｗ
ａ
ｓ
　
ｉ
ｓ
ｔ



s
e
i
n
?
　
で
な
く
、
W
a
s
 
i
s
t
 
d
a
s
?
 
と
考
え
る
べ
き
で
な
い
か
。
即
ち

方
程
式
の
未
知
数
Ｘ
を
解
く
こ
と
で

は
な
い

か
。
こ
こ
に
同
じ
く
「
あ

る
」

を
問
題

と
す
る

の
で
あ
る

が
、
東
洋

の
「

あ
る
」

は
…
…
で
あ
る
、

と
い
う

認
識
判
断
で
あ
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
ザ
イ
ン
と
い
う
存
在
判
断
を
問
題
に

し
て
い

る
の
で
あ
る
。

３
　

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
超
越
者

を
、
心
源

の
構
造

か
ら
見
れ

ば
、
般
若

の
空

で
あ
り
、
ま
た
方
程
式
の
零
に
当
る
構
造

を
持

っ
て
い

る
は
ず
で
あ

る
が
、

こ
の
矛
盾
的
自
己
同
一
で
あ
る
般
若
の
空
を
自
覚
し
て
い
な
い
ど
こ
ろ
に
、

超
越
者
も
ま
た
主
観
・
客

観
の
分
裂

を
起
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
私

が
西

洋
哲
学
に
は
、
零
の
発

見
が
な
い
と
主
張
す
る
根
本
の
理
由
で
あ
る
。

西

洋
の
哲
学
に
総
合
判
断

が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
も
既
に
言

っ

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
カ
ン
卜
の
第
一
批
判
の
主
た
る
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。

即
ち１

　

如
何
に
し
て
総
合
判
断

は
可

能
で
あ

る
か

２
　

認
識
論
的
主
観
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

の
二
つ
で
あ
る

が
、
西

洋
哲
学
に
は
遂
に
彼
等

の
希
望
す
る
総
合
判
断

は
今

日
に
到
る
ま
で
解
決
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
主
な
理
由
は
、
方
法

論
の
問
題
で
あ

る
。
彼
等

は
、

ギ
リ

シ
ヤ
以
来

の
形

式
論
理
を
金
科
玉

条
の
真
理
と
考
え
て
、
そ
れ
以

上
に
人
間
そ
の
も
の

の
本
質

に
ま
で
逆
上

っ
て
研

究
す
る
と
い
う
こ

と
が
、
今
ま
で
か
つ
て
無
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
汝
自

身
を
知
れ
、
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
口
頭
禅
に
終

止

し
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
心

源
を
探

求
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
、

で
あ
る
。
そ
の
こ

と
を
証
明
す

る
た
め
に
、
こ
こ
に
示

し
た
参
考
文
献
一
と

二
を
、
よ
く
比
較

し
て
見

る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

即
ち
一
の
東
洋

論
理
は
、
心
源

の
自
覚

を
根
本
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
中

論
の
般
若
空
の
論
理
は
、
方
程
式
論
理

と
共
通
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
洋
の
形
式
論
理
は
、
演
繹
法
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
帰
納
法

の
な
い
論
理
で
あ
り
、
従
っ
て
総
合
判
断

の
不
可

能
な
こ
と
は
当
然

の
こ

と

な
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
実
証
す

る
為

に
は
、
カ
ン
ト
の
第

一
批
判

の
主

た
る
テ
ー
マ

１
　
如
何
に
し
て
総
合
判
断
が
可
能
か

２
　
認

識
論
的

主
観

主
義

の
二
つ
に
対
し
て

、
直
接

わ
れ
わ
れ
の
主
張
で
あ
る
「
心
源

の
自
覚

と
そ
の

直
観
的
無
意
識
」
を
適
用
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
長
々
と
第
一
批
判
の
論

義
を
重
ね
な
く
と
も
一
瞬
の
う
ち
に
解
決
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
ヤ
ス
バ
亅

ス
の
超
越
の
問

題
が
、
神
と
実
存

と
に
分
裂
す
る
こ
と
も
、
般
若

の
空

と
零

の
発
見

が
、
心
源
の
自

覚
に
於

て
は
、
全

く
同

様
の
構
造
を
持

つ
も
の
で

あ

る
と
い
う
哲
学
の
根
本

と
し
て
の
方
法

論
を
も

っ
て
い
な
い
こ
と
が
原
因

と

考
え
ら
れ
る
。

重
ね
て
注
意
す
る
が
、
西
洋
の
哲
学
は
論
理
主
義
で
あ
び
、
東
洋
の
論
理

は
、
人
間

の
自
覚

を
基
本
と
す

る
、
心
源

の
自
覚
に
基
因

す
る
弁
証
法
論
理

な
の
で
あ
っ
て

、
そ
の
最

も
大

き
な
差

は
、
空

を
自
覚
す
る
か
、
そ
れ
が
出

来
な
い
か
の
点

に
最

も
よ
く
表

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
仏
教
の
唯
識
無
境
に
つ
い
て
（
認
識
と
存
在
の
問
題
点
）



陳
那

の
観
所

縁
論
第
七
偈

は
、
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
識
は
対

象

の
形
相
を
具
し
て
現
れ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
よ
っ
て
、
識
は
所
取
の
相

と
し
で
成
立
す
る
。
ま
た
そ
の
形
相
を
因
と
し
て
識
は
、
能
取
の
行
相

’に
於

て
生

起
す
る
。
そ
し
て
識

が
対

象
と
し
て
顕
現
し
て
、
所
取

態
と

な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
習
気
と
な
り
、
そ
れ
が
更
に
ま
た
、

そ

の
識
が
所
取
態

と
な
っ
て

顕
現

す
る
た
め
の
功
能
（
種
子
）

と
し
て

存

し
、
こ

の
因
果
の

展
転
性

は
無
始

時
来
性
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ

る
識

転
変
説
で

あ
り
、

た
だ
識

と
い
う
事
態
に
お
い
て
、
能
所
な
る
世

間

の
縁
趨
的
性

格
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
唯
識
縁
起
説
で
あ
る
。

前
掲
書
一
七
頁
か
ら
の
引
用

龍
樹

の
体
系
づ
け
た
中
観
学
説

は
、
仏
陀
の
説

か
れ
た
縁
起
説
に
対

し
て

正

し
い
哲
学
的

な
見
方

を
示

し
、
縁
起
説

を
真

に
学

と
し
て
の
原

理
（
弁

証

法
）
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
縁
起
の
世

界

を
世

俗

的
な
仮
説
と
し
て
肯
定
し
つ
つ
、

そ
こ
に
勝
義
空
性
を
示

す
と
い

う
龍
樹
の
学
説
は
、
方
程
式
も
零
の
発
見
も
な
い
古
代
に
人
々
の
理
解
を
う

る
こ
と
は
誠
に
至
難
の
業
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
現
在
に
於

て
も
西
洋
哲
学
者
に
す
ら
判
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
総
合
判
断
が
欠
如

し
て
い
る
こ
と
は
判
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
非
無
で
あ
り
、
方
程
式
の
零
に

相
当

す
る
心
源
の
自
覚
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
今
で
も
わ
か
っ
て
い

な
い
こ
と
を
見
て
も
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
縁
起
の
世
界
の
真

俗
二

諦
は
表
裏
一
体

な
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
名
と
し
て
の
縁
起
の
世

界
を
ま

ず
肯
定
し
よ
う
と
す
る
方

便
の
教
学

が
あ
ら
わ
れ
て
来
た
こ
と
も
当
然
の
こ

と
と
考
え

ら
れ
る
。
そ

れ
は
哲

学
と
宗
教

の
関
係

を
考
え

れ
ば
、
自
然

の
こ

と
と
考
え

ら
れ
る
。
解
深
密
教
・
勝
鬘
経
・
楞
伽
経

な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
中
期

大
乗
経
典

が
そ
れ
で
あ
り
、
四
世
紀
初
頭

に
出
た
無
着
・
世
親
の
唯
識
学
説

は
、
こ

れ
を
体
系
化

し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
大
乗
空
観
の
理
解

を
容
易
な
ら
し
め
よ
う
と
し
て
、
仮
設
と
し
て
の
ア
ラ
ヤ
識
縁
起
説
を
立
て

て
大
衆

の
理
解

を
容
易

な
ら
し
め
よ
う

と
し
た
中
期
大
乗

経
典

も
、
こ

れ
を

哲
学
的

に
説
明

し
よ
う

と
す
る
唯
識
縁
超
説
と
な

る
と
、
や
は
り
仲
々
困
難

で

か
え

っ
て
後
世

の
仏
教
徒
に
大
き
な
問
題
を
な
げ
か
け
た
よ
う
に
も
考
え

ら

れ
る
。
こ
こ

に
引
用
し

た
、
能
取
所
取

の
識
転
変
説

に
し
て
も
、
大
乗

空

覩

と
如
何

よ
う
に
連
関
す

る
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
な
る
と
、
言
説
の

理
論

だ
け
で
は
難

か
し
い
問
題

が
続
発
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
心

源

の
図
式

に
ま
で

さ
か
の

ぼ
っ
て
考
え
れ
ば
、
理
解
が
大
変
ら
く
に
な
る
の

で

、
唯
識

縁
起
説
で
も
、
識
転

変
説
で
も
心
源
の
自
覚
に
お
い
て

は
全
く
変

ら

な
い

の
で
、
同
じ
図
式

を
以
て
理
解
で
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

私

は
比
較

哲
学
方
法
論
と
し
て

は
、
心
源
の
図
式

が
必
要

で
、
そ

れ
は
幾
何

学

の
解
説

に
図
式

が
必
要

な
の

と
同
じ
く
、
図
式
の
な
い
幾
何
学

が
解
け

な

い
と
同
様

、
図
式

の
な
い
哲
学

は
解
け
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ

る
。
し

か

し
わ
れ
わ
れ
は
今

や
、
そ

の
図
式

を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

、
こ
の
図

式

を
見
れ

ば
、
識

の
中
に

は
（
一
心
）
能

取
も
所
取

も
、
主
観

も
、
客
観
も
、

す

べ
て
備

っ
て
い

る
と
い
う
こ

と
は
一
目
で
判

る
こ
と
で
、
仏
教

そ
の
も

の

が
、
釈
尊

の
始

め
か
ら
縁
起
説
で

あ
り
、
心
源
の
自
覚
で
あ
り

、
そ
れ
が
大

乗

空
観

に
ま
た
唯
識
縁
起
説
に

、
更
に
ま
た
ア
ラ
ヤ
識
縁
起
説

に
、
如

来
蔵



縁
起
説
に
、
そ
し
て
真
如
縁
起
説
に
、
次
第
に
変
化
し
た
こ
と
が
、
容
易
に

理
解

さ
れ

る
の
で
あ
る
。

（
１
）
　
『
比
較
哲
学
方
法
論
の
研
究
（
心
源
の
研
究
）
』
東
京
書
籍

（
２
）
　
『
一
の
論
理
』
北
樹
出
版

（
３
）
　
中
村
元
外
編
集
「
現
代
仏
教
講
座
　
第
二
巻
」
角
川
書
店

（
ま
つ
お
・
ほ
う
さ
く
、
比
較

哲
学

・
会
員
）

見発の零と空の若般19
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