
〈
研

究

論

文

７

）

大
乗
仏
教
の
言
明
形
式
と
論
理
形
式

宗
教
を
言
語
文

化
と
し
て
と
り
上
げ
る
時
、
宗
教
命
題
も
学
問
的
考
察

の

対

象
に
な
る
。
そ
の
目
的
は
、
は
な
は
だ
ヴ

ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
的
に
な

る
が
思
想
の
論
理
的
明
晰
化

に
あ
る
。
ワ
イ

ス
マ
ン
の
言
う
よ
う

に
言
葉

は

譬
喩
や
比
論
に
満
ち
て
い
る

か
ら

で
、
「
思
考

に
対
す

る
言
葉
の
専

制
を
斥

け
る
」
（

フ
レ
ー
ゲ
）
こ
と

に
よ

っ
て

思
考

は
論
理
化

し
、
ま
た
逆

に
命
題

の
言
明
形

式
を
学
的
批
判

的
に
析
出

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
方
法

は

譬
喩
的
に
言
え
ば

宗
教
言
語

の
非
神

話
化
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
た

か
も
倫

理
命
題
を

メ
タ
言
語

に
よ

っ
て
論
理
的
に
分
析
す
る
だ
け
の
、
つ
ま
り
価
値

判

断
を
離

れ
た
学

的
分
析

の
み

を
目

的
に
す
る

メ
タ
倫
理
学
と
似
て

い
る
。

倫
理
学

の
矢
島
羊
吉
先
生

が
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
の
空
の
命
題

を
哲
学
的

に
考
察

さ
れ
た
が
、
今

か
ら

考
え
る

と
そ
れ
は
、
甚
だ

メ
タ
倫
理

学
的
で

あ

っ
た
。
宗
教

的
価
値
観
を
離
れ

た
と

こ
ろ

で
、
思
想
つ
ま
り
宗
教

命
題
を
哲

学
と
し
て
考
察

す
る
と
い
う
こ
と
だ

か
ら
で

あ
る
（
『
空
の
哲
学
』
）。
我

々
は

木
　
村
　
俊
　
彦

そ
う
い
っ
た
大
乗

仏
教
命
題

を
更

に
論

理
実
証
主
義
的
に
と
り
上

げ
て
み
た

い
と
い
う
こ

と
で
あ

る
。

単
に
宗
教
言
語
と

い
う
時

、
ひ
と

つ
は
宗
教
文
学
の
捉
え
方
が
あ

る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
譬

喩
や

そ
の
他
の
文
学
的

装
飾
で
満
ち
て

い
る
。
解
釈
学
も
可

能
だ
ろ
う
。
他
方

、
命
題
と

し
て
捉
え

る
と
、
そ
こ
に
何
ら

か
の
論
理
構
造

が
あ
る
こ
と
を
期
待

す
る
。
事

実
、
初

期
仏
典

は
そ
の
点
は
な
は
だ
明
快
で
、

そ
れ
は
開
祖

ゴ
ー

タ
マ
の
指
示

「
人

々
の
語
る
言
葉
で
法

を
説
け
」
（
律
小

品
）
と
か
、
「
弟
子

達
が
論
駁

し

説
法
で

き
な

い
う
ち

は
涅

槃
に

入
ら
ず
」

（
『
マ
ハ
ー
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』
）
と
い
っ
た
姿
勢
に
も
起
因
し
よ
う
。
こ
の
こ

と
は
ま

た
「
法
」
が

無
条
件

に
或
る
内

容
を
主
張
す
る
定
言
命
題
で
あ
る
こ

と
も
表
現
し
て

い
る
。

そ
の
論
理
性

に
つ
い
て
は
、
小
論

「
起
り
し
も
の
の

滅

び
の
論
理
」
（
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
五
七
号
）
で
見

た
。

言
葉

は
、
１
、
情
報

を
伝
達
す
る
機
能
と
、
２
、
感
情
や
意
志
を
表
わ
す

式形理論と式形明言の教仏乗大
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機

能
と
が
あ
る
。
言
葉
と
精
神
と

は
深

い
関

わ
り
が
あ
る
か
ら
、
精
神
作
用

の
古
典
的
分
類
で

あ
る
「
知
・
情

・
意
」

に
配

当
す
れ
ば
、
１
は
知
、
２
は

情

・
意

に
関

わ
る
。
宗
教

は
三

者

一
体

の
深

き

精
神

作
用

（
西
田
幾
多
郎
）

で
あ

っ
て

み
れ
ば
、
宗
教
的
言
語

も
当
然
１
と
２

に
該
当
す
る
が
、
宗
教
命

題

は
「
法

を
説
く
」
も
の
で
あ

っ
て
、
１
に
該
当
す

る
。
命
題

に
は
真

・
偽

の
二
値
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
情
報
を
発
す

る
側

か
ら

は
当
然
真
で

あ

る
こ
と
を

（
故
意
の
偽
で
な
け
れ
ば
）
信
じ
て

い
る
が
、
客

観
的
に
は
、
も

し
真
で
な

か
っ
た
ら
偽
と
な
る
だ
け
で
あ

る
。

二
値
と
い
う
の
は
そ
う
い

っ

た
こ
と

だ
。

「
法

（
ダ
ル
マ
）
」
自
体
、
「
真
理
」

を
意

味
し
て
い
る
が
、
ブ

ッ
ダ
の
語
、

あ
る

い
は
仏
教

的
立
場
で
説

く
法
は

「
教
理
」
と

な
る
。
「
仏
教
命
題

」
と

言
う
時

、
こ
の
「
教

理
」

を
表
現
す

る
。
論
理
実
証
主
義
的
立
場
で
は
、
命

題
内

容
の
真
・
偽
を
実
証
す

る
の
で

は
な
く
、
命
題
の
言
明

に
お
け
る
論
理

的
明
晰
化
を
は

か
っ
て
、
論
理
分
析
し
、
言
明
形
式

を
探
る
の
で
あ

る
。

初
期
仏
典
の
場
合

は
、
充
足
理
由
律

に
あ

た
る
因
果

律
が
推
論
的
な
言
明

の
根
拠

に
な
っ
て

い
る
の
で
、
分
析
的
で

あ
る
よ
り
は
総
合
的
で
あ
る
。
そ

し
て
媒

概
念

に
あ
た
る
も
の
は
直
観

的
瞑
想
つ
ま
り
観
照
に
よ

っ
て
得
ら
れ

る
も

の
と
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
生

・
老
・
病
・
死
の
四
苦
を
無
明
と
い
う

人
間

学
的
愚
か
さ
か
ら
推
察
さ
せ

る
十
二
支

縁
起

観
や
、
無
常

か
ら
苦
を
、

苦
か
ら
無
我
性
を
推
察
さ
せ
る
三
法

印
の

カ
テ
キ

ズ

ム
が
あ

る
。
苦
と
苦
の

因

、
苦
滅
と
苦
滅
の
因
の
四
聖
諦
は
直
接
推
理
的
で

あ
る
。

無
我
性
を
有
我

性
か
ら
無
病
と

い
う
矛
盾
を
導
い
て
証
明
す

る
帰
謬

論
法
も

あ
る
（
律
大
品
）
。

西
暦
六
百
年
頃

の
仏
教
論

理
学
者
ダ

ル
マ
キ

ー
ル
テ

ィ
は
宗
教
（
仏
教
）

命
題

の
論

理
性

の
実

例
を
初
期
仏
典
の
中

か
ら
容
易
に
開
示

す
る
こ
と
が
で

き

た
。

こ
と
に
「
起
り
し

も
の

は
無
常

な
も

の
（
滅
ぶ

べ
き
も
の
）
な
り
」

と
い
う
『
マ
ハ
―
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』
や
律
・
大
品
の
仏
伝
で
の
命
題
な

ど
は
、
無
常
証
明
の
帰
結
を
導
び
く
正

確
に
論

理
的

な
大
前
提
で
あ

っ
た
。

媒
概
念
（
中
項
）
で
あ
る
「
起
り
し
も
の
」
が
大
概
念
で
あ
る
「
滅
ぶ
べ
き

も
の
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
て
、
集
合
論
で
言
う
推
移
律
、

■
　
か
つ
　
■
　
な
ら
ば
　
■

に
相
当
す

る
の
で
あ

る
。

か
く
し
て
無
常
性
は
、
観
照

の
対
象
で
あ
る
と
と

も

に
推
論

の
対
象

に
も
な

っ
た
。

単
純

に
定
言
命
題
と
な
り
得

た
初
期
仏
典
の
も
の
に
較
べ
、
大
乗
経
典
の

テ

ー
ゼ
は
一
見
非

論
理
的
で
あ
り
、
矛
盾
と
逆
説

に
満
ち
て

い
る
。
し

か
も

ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
理
論

に
よ

れ
ば

、
矛
盾
と
逆
説
こ
そ
宗
教

の

本
質
で

あ

っ
て

、
彼
の
言
う
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
的
に
非

合
理
な
表
現
形

式
を
と
ら

ざ

る
を
得

な

い
こ

と

に
な

る
。

神
秘

主
義

は
そ

の
極
端

な
も

の
で

あ
り
、

『
聖
な
る
も

の
』
の
続
篇
論
文
で

は
、
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
と
禅
を
そ

の
実

例
と

し
て
挙
げ
た
が
、
こ
こ
で
は
禅

が
神

秘
主
義
で

あ
る
か
否

か
は
問

わ
な
い
。

大
乗
経

・
論

に
あ

る
命
題

に
つ

い
て
、
同
じ
く
非
合
理
に
見
え

る
言
明
を
論

理
実
証

的
に
分
析
し
て
、
言
明
形
式
を
把
握
し
て
み
た
い
。

こ
の
試
み

は
昔

、
鈴
木
大
拙

が
「
般
若
即
非
の
論
理
」
と
し
て

「
金
剛

経

の
禅
」
の
中
で

紹
介
し
た
こ

と
が
語
ら

れ
て

い
る
が
、
な
ん
ら
論
理
学
的
分

析
で

は
な
く
、
た
だ
経
典
の
内

容
を
叙
述
し

た
に
す
ぎ
な
い
。
ナ
ー
ガ
ー
ル

ｎ

ｚ

・

‘
８



ジ

ュ

ナ

の

『
中

論

』

に

つ

い
て

は

、
文

献

学

的
研

究

の
後

の

イ

ン
ド

的

解

釈

学

に

続

い
て

、

論

理

解

釈
も

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。
し

か

し

「

空

」

の

解

釈

に

つ

い
て

も

、

存

在

論

（
無
）

で

あ

る

と

し

た

り

（
立

川

）
、

実

践

論

で

あ

る
と

し

た
り

（
江

島
）
、
解

釈

学

的

に

発

表

者

と

同

世

代

の

学

者

で

見

方

が
異

な

っ
て

い

る
。

論
理

形

式

を

考

え

る

こ

と

は

構

文

論

に

つ

な

が

り

、

意

味

論

に
も

関

わ

っ
て

く

る
で

あ

ろ

う

。

つ

ま

り
純

粋

な
論

理

学

は

集

合

論

の

ご

と
き

数

理

論

理

学

に

な

り

、
公

理

論

的

な
形

式

論

に

な

る

が

、
思

想

命

題

の
分

析

は

認

識

論

的

な

一
方

法

と

し

て

扱

わ

れ

な
く

て

は

な
ら

な

い

。

し

か
し

全

体

と

し

て

は

メ

タ
宗

教

論
で

あ

る
。

そ
こ

で

メ

タ
言

語

が

扱

う

対

象

言

語

を
定

め

る
こ

と

が

ま

ず

必

要

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

文

献

的

問

題

は
解

釈

問

題

と

と
も

に
訳

文

の

中

に
含

め
ら

れ

、

更

に
命

題

の

言

明

と

し

て

対

象

言

語

を

設

定
す

る

。

メ

タ
言

語

に

よ
る

分

析

は

こ

の
言

明

に
つ

い
て

行

わ
れ

る
。

大

乗

仏
教

の
定

言

命

題

は
空

思

想

が
最

も

よ

く

知
ら

れ

、

そ

れ

は
仏

典

と

し

て

最

も

親

し

ま

れ

て

い

る

『
般

若

心

経

』

に
簡

潔

に
記

さ

れ

て

い

る
の

で

、

は
じ

め

に

そ

れ

を
対

象

言

語

と

す

る
。

漢

訳

の
ま

ま

人

口

に

膾

炙

し

て

い

る
と

す

れ
ば

、

次

の
句

で

あ

る
。

色

即

是

空

、

空

即

是

色

。

こ

の
言

明

形

式

は

面

白

い
こ

と

に
集

合

論

の
定

理
。

■
　
か
つ
　
■
　
の
と
き
、
■

と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
（
■
）
　
（
■
）
　
の
時
は
同
延
同
義
と
い
う

対

称

律

を

踏

ま

え

て

い

る
。

上

記

の

漢

訳

語

だ

け

を

解

釈

す

れ

ば

、
「
物

は

空

で

あ

り

、

空

が

物

で

あ

る

」

と

い

う

こ

と

に

な

る
。

対

称

律

に

よ

っ
て

、

物
と
空
な
る
も

の
と
が
同

延
同
義
と

い
う
こ
と
を
言
明
し
て
い
る
。
し
か
し

空

（
シ
ュ
ー
ニ
ヤ
）
と
は
イ
ン
ド
数
学
の
様
に
零

、
つ
ま
り
無
を
表
現
し
て

い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
さ
す

れ
ば
有
が
無
で
あ

る
と
い
う
こ

と
は

Ａ
＝
～

（
～
Ａ
）
と
い
う
矛
盾
律
に
反
し
て
い
て
、
矛
盾
は
埋
め
ら
れ
な
い
。
無
論
理

か
ら
得
ら

れ
る
も
の
は
な
い
。
し

か
し
西
田
哲
学
、
田
辺

哲
学
、
矢
島
倫
理

学
と
も

こ
の
空
と
か
無
と
い
う
こ
と
を
言

い
、
そ
れ
は
有

の
根
底

に
あ
っ
て

有
を
成
り

立
た
し
め
る
と
い
っ
た
存
在
論
で
捉
え
る
か
ら

、
矛
盾

の
方

に
意

義
を
認

め
て
い
る
。
ま
た
科
学
的
存
在
論
で
あ
る
物

理
学
で

は
、
真

空
の
持

つ

Ｉ
ネ
ル
ギ
ー
が

物
質

の
起
源
で
、
有
は
無
の
特
異

点
で

あ
る
と
表
現
す
る

（
本
間
三
郎
）。
論
理
学
上
の
矛
盾
は
、
存
在
論
と
関
係
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

単
に
推
論
形

式
の
命
題

と
捉
え
れ
ば
、
対
象

言
語
は
対

称
律

に
よ

っ
て

「
色
＝
空
」
で
あ
る
こ
と
を
導
び
く
も
の
で
あ
る
。
「
色
不
異
空
、
空
不
異

色
」
も

、
群
論
的

に
回
帰
す

る
二
重
否
定
。

～
（
～
p
）
＝
p

に
よ
っ
て

、
同
命
題

に
な
る
。
そ
こ
で
論
理
形

式
と
し
て

は
こ
の
命
題
を
導

く
も
の
と
し
て
捉

え
れ
ば
良
く
、
そ
れ
以
上
に
「
有
」
と

「
無
」
と

い
っ
た

意
味
論
ま
で
付
与
す

る
こ
と

は
な

い
の
で
あ
る
が
、
我

々
は
こ
の
命
題
を
思

想
と
し
て

、
つ
ま
り
宗
教
的
世
界
観

の
言
明
と
し
て
見

る
の
で

あ
る
か
ら
、

更

に
歩
武

を
進

め
る
。

「
色

（
ル
ー
パ
）
」

は
経
典
で

は
人

間
存

在
の
う

ち
の
肉
体
を
指

し
た
も

の
だ
が
、
こ
こ
で

は
そ

う
い
っ
た
文

献
学
的
及

び
解
釈
学
的
問
題

は
不
要

で

あ

り
、
た
だ
、
対

象
言
語
の
命
題
が
或
る
情
報

を
伝
達
し

よ
う
と
し
て
い
る

式形理論と式形明言の教仏乗大－8
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時

、

論

理

分

析

に

必

要

な

限

り

の
意

味

論

が

要

せ

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

そ

こ

で

「
色

」

は

「
物

」

で

よ

く

、

問

題

は

述

語

に
含

ま

れ

る

「
空

」

の

意

味

で

あ
る
。
先
に
「
有
は
無
で
あ
る
」
と
解
釈
し
た
時
に
p
＝
～
p
と
な
っ
て

矛

盾

律

を

犯

す

よ

う

に
言

っ
た

が

、

そ

れ

は
全

く

数

理

論

理

学

的

な

問

題

で

あ
っ
て
、
そ
の
様
な
世
界
で
は
p
＝
p
は
恒
に
真
な
式
と
称
し
て
、
ト
ー

ト

ロ

ジ

ー
を

尚

ぶ

。

し

か

し

情

報

伝

達

に
関

わ

る
命

題

は
、

現

実

に
よ

っ
て

真

・

偽

を

決

定

す

る

（
ワ
イ

ス

マ

ン
）
。

問

題

は

意

味

論

に

遡

る
。

命

題

が

ア

・
プ

リ

オ
リ

に

真

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は
、

ト

ー

ト

ロ

ジ

ー
だ

と

い
う

こ

と

だ

が

、

そ

れ

だ

け

で

は

事

実

（
現

実

）

に

つ

い
て

の
如

何

な

る

情

報

を

も

伝

え

る

も

の

で

は

な

い

（
Ａ
ｙ
ｅ
ｒ
）
°

「
空
」
の
語
は
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
―
夕
』
に
出
て
い
る
。
「
常
に
意
を
用
い
、

自

我

に
執

す

る

見

方

を

捨

て

て

、

世

界

を

空

な

り

と

照

見

せ

よ

。

さ

す

れ

ば

死

を

渡

り

得

よ

う

、

モ

ー

ガ
ラ

ー

ジ

ャ
よ

。

世

界

を

こ

の

様

に
照

見

す

る

人

を

死

神

は
見

る
こ

と

が

な

い

。
」
『
ダ

ン

マ

パ

ダ
』

で

は

「
世

界

を

う

た

か

た

、

幻

と

見

る
人

を
死

神

は
見

る

こ

と

が

な

い

、
」

と

う

た

っ
て

い

る
。

イ

デ

ア

と

か

ブ

ラ

フ

マ

ン
と

か
の

真

実

在

を

想
定

す

れ
ば

、

こ

の
現

象

界

は
空

な

る

も

の

と

し

て

偽

と

な

る
。

し

か
し

仏

教

的

世

界

観

で

は

、

空
で

あ

る
こ

と

が

有

の

在

り

様
で

あ

り

、
真

な

の

で

あ

る
。
『
伝

道

の
書

』

に
言

う

、
「

空
の

空

な

る

か

な

、
す

べ

て

空

な

り

」

と

同

義

と

い

う

こ

と

に

な

る
。

『
ス

ッ

タ

ニ

パ

ー

タ
』

で

無

我

観

と

関

連

し
て

説

い
て

い

る

よ

う

に
、

無

常

観

と

も

意

味

論

的

に

つ

な

が

る
。
『
維

摩

経

義

疏

』

で

は

聖

徳

太

子

が

「
無

常

も

無
我

も

空

の

義

」

と

説

い
て

い

る

が

、
「

空
」

と

は
有

の

様

態

な

の

で
あ

る
。
無
で
は
な

い
。
大
乗
仏
教
最
初
の
哲
学
者

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は

『
中
論
』
で

、「
縁
起
的
存
在

を
空
な

り
と
説
く
」
と
言

っ
て

い
る
。
「
有
＝

無
」
と

い
う
意
味
論

に
は
な
ら
ず
、
矛
盾
律
に
は
反
し
な

い
。
先

ほ
ど
の
物

理
学
的
世
界
観

は
興
味
深

い
が
、
論
理
実
証
主
義
は
物
理
学
的
方
法
論
と
は

ま
た
違

い
、
対
象
言
語

を
現
実

に
即
し
て
論
理
分
析
す

る
の
で
、
こ
こ
で
は

問
わ
な
い
。

次
に
、
い
わ
ゆ
る
般

若
即
非

の
論

理
は
、
『
金

剛
般
若
経
』
で
同

一
律
を

無
視
す

る
如
き
言
明
形
式
を

言
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
対
象
言
語
を
。

善
法

は
善
法

に
非
ず
。
是

の
故

に
善
法
と
名
付
く

、

と
設
定
し
よ

う
。
こ

の
言
明
形
式
は
前
件
か
ら
後
件
を
推
す
論
理
式
に
な

っ

て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
前
件
は
　
Ａ
Ｕ
～
Ａ
　
と
論
理
表
現
で
き
な
い
。

こ
れ

を
非
存
在
記
号
と

し
て

し
ま
う

と
、
「
色
即

是
空
」

と
同

じ
問
題

に
陥

い
る
。

ま
た
論
理
的
な
同
一
否
定
で

は
、
論
理
的
に
恒
に
偽
な
る
式

に
な
る

だ
け

だ
。
こ
こ
で
命
題

変
数
と
し
て
ｐ

を
採
用
す

る
と
、
「
偽
」

を
表
わ
す

Ｏ

と
と
も

に
、
前

件
を
次

の
論
理
式
で

表

わ
す

こ
と

が
で
き

る
。
「
即
非
」

は
補
集
合
（
～
p
）
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
。

■

『
金
剛
般
若
経
』
で

は
「
般
若
波
羅

蜜
」
な
ど
多
く
の
定
項

を
出

し
て

い

る
の
で

、
す
ぺ
て
変
項
ｐ

で

論
理
表
現
で
き

る
。

意
味
論
的
に

は
、
「
ｐ
で

は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
ｐ

と
し
て

と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
実
践

的
な
要

請
を
言
明

し
て

い
る
。
論
理
記

号
で

は
「
偽
」
記
号
を
使
っ
て

表
現

し
た
。
次
に
前
件
の
要

請
す
る
境
涯
に
な
れ
ば

、
ｐ

は
新
た
に
活
き

る
、
否



定
を
通
し
た
肯
定
は
宗
教
的
境
涯
と
し
て
蘇
生
す

る
の
で
、

こ
れ
を
、
後

件

に
よ

っ
て
言
明
し
、
全
体

の
命
題
論

理
は
推

移
式

の
形
を
と

る
こ
と
が
成
立

す
る
。
そ
こ
で
「
即
非
の
論

理
」

を
論
理
式
を
使

っ
て
表
現
す

る
と
、

(
1
)
　
　
（
p
↓
O
）
↓
ｐ

と
表
現
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
は
p
と
○
お
よ
び
「
↓
」
が
論
理
式
だ

か
ら
論
理
式
と
い
う
意
味
で

の
論
理
式
で

、
推
論
式

に
は

な
っ
て

い
な
い
。

命
題
言
明
が
「
是
の
故

に
」

と
言

っ
て

い
る
こ
と
を
推
移
記

号
で

表
現
し
た

だ
け
だ
。
そ
れ
は
「
と
ら

わ
れ
な
い
」
、
「
放
下
す

る
」
と

い
う
実

践
論
の
論

理
で
あ
る
か
ら
、
集

合
論
の

論
理
式

に
は
成
り

に
く

い
。
平

常
底
で

も
放
下

を
通
し
た
平
常
底
を
、
上
記

の
論
理
式

は
言

っ
て

い
る
。
分
析
的

命
題
で

は

な
い
か
ら
、
同
語
反

復
的
で

は
な

い
。
一
見
必
然
的
で
は
な

い
よ

う
に
見
え

る
の
は
そ
の
た
め
だ
。

も
し
集
合
の
論
理
を
使
え
ば
、
或
る
束
の
要
素
x
と
y
の
間
の
重
な

り
の
論
理
を
使
う
以
外

に
な

い
。

（
■
）

そ
こ
で
ｙ

に
実
践

を
意
味

す
る

～
Ｘ
を
代
入
し
て
。

（
■
）

が
得
ら
れ
る
。
後
件

を
更

に
置
換
し
て

。

(
2
)
 
 
 
 
■

こ
れ
が

『
金
剛
般
若
経
』

の
言
明

を
集

合
論
理
で
表
現

し
た
も

の

に
な

っ

た
。
(
1
)
は
推
移
式
、
(
2
)
は
集
合
論
理
で
あ
る
が
、
一
旦
世
俗
を
否
定
し
た
上

で
真
の
存
在
に
な
る
と
い
う
実
践
の
論
理
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
(
1
)
と

(
2
)
の
比
較
は
結
論
で
行
な
う
。
(
2
)
は
実
践
論
理
の
故
に
矛
盾
律
を
容
れ
な
い
。

こ

の
言

明
形

式

は
、
禅
で

は

「
非
心

非
仏
」

な
ど

に
適
用

で
き

る
し

、

『
老
子

道
徳
経
』
で

は
、
「
上
徳
は
徳
な
ら
ず
、
是
を
以

て
徳
有
り
」
と
言
う

に
当
た
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教

に
も
似
た
よ
う
な
言
明
が
あ
る
。
何
よ

り
も
「
空
」
の
命
題
が
こ
の
論
理
形

式
を
踏
ん
で

い
る
。
物
を
有
と

な
し
、

わ
が
も
の
と
な
す
執
著
心
に
対
し
て
、
空
し
い
存
在
と
つ
き
離
す
p
↓
○
’

Ｘ
■
～
Ｘ
、
で
あ
る
。
そ
の
後
、
そ
の
よ
う
な
空
し
さ
の
内
に
こ
そ
物
は

有
る
、
と

肯
定
す

る
。
こ
の
こ
と
で
両
項

は
等
値

と
な
る
。
p

に
し

て

Ｘ

な
る
こ
と
が
実
践
を
通
し
て
蘇
生
す
る
が
、
否
定
（
p
↓
○
’
Ｍ
Ｄ
ｔ
Ｍ
）
を

通
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

ま
た
大
乗
経
典
の
典
型
的

な
命
題

と
し
て
、
「
心

は
本

来
光
り
輝

く
、
汚

れ
は
外
か
ら
来
た
も
の
だ
」
（
「
自
性
清
浄
心
」
と
も
）
と

い
う
も
の
が
あ
り
、

「
衆
生
は
仏
の
子

（
如
来
蔵
）
」
と
い
う
も
の
も

あ
る
。
「
衆
生
本
来
仏
な
り
、

水
と
氷
の
如
く

に
て
…
…
」
と

い
う
こ
と
だ
が

、
こ
れ
ら

は
一
見
煩
悩
的
存

在
と
し
て
見
え
る
衆
生

が
、
自
己
否

定
と
い
う
カ
タ
ル

シ
ス
を
通
し
て
真
人

た
る
仏
性
を
と
り
戻
す

と
い
う
意
味
で
あ
り

、
人
間
存
在

が
そ
の
ま
ま
で
仏

性
の
輝
き
を
持

つ
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
三
世

の
諸

仏
に
菩
薩

の
修
行
時

代

（
因
行
格
）
が
あ

る
の
は
そ
の
た
め
だ
。
身

心
脱
落

、
自
己

を
忘
る
る
底

の
放
下

著
が
必
要
で

あ

っ
た
。
「
到
り
得
、
還
り

来
り
て
別
事

な
し
」

と
い

う
消
息
で
あ

る
。

こ
の
実
践

は
公
案
禅

の
無
字
の
体
系
で
参
禅

さ
せ
る
の
で

あ
る
。
無
に
な

り
き
れ
れ
ば
、
無

の
色
を
問

わ
れ
、
無
の
形
や

大
き

さ
を
問
わ
れ

る
。
無
は

式形理論と式形明言の教仏乗大
i
ｎ

ｎ
６



非

存
在
で

は
な
く
、
柳

は
緑
、
花
は
紅
の
ま
ま

に
無
の
現
成
底
で
あ
る
。
無

を
自
由

に
扱
う
自
在

さ
は
自
己

放
下

と
無
関
係
で
は
な

い
。
真
空
妙
有
と

い

う
矛
盾
し

た
言
明

は
こ
の
こ
と
と
同
じ

い
。
こ
の
「
空
」
を

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
は
「
縁
起
の
故

に
無
自
性
」
と
言

っ
た
。
無
自
性
を
言
明
す
る

た
め
に

彼

は
「
不

去
不

来
」

等
の
純
否

定
テ

ー
ゼ
の
み
を
言
明
し
た
の
で
あ

る
。

そ
の
否

定
を
「
四

句
分
別
」
と
い
う
仏
教
古
来
の
束
論
的
分
類
図
式

に
則

っ
て
行

な
っ
た
か
ら
、
若
干

の
論
理
学
的
問
題
が
あ
る
。
こ
の
四
句
分
別

は

元

々
意
見

の
分

類
を
行
な
っ
た
も
の
で
、
ａ
、
ｂ

二
個
の
ト

ピ
ッ
ク
に
つ
き

、

(
1
)
は
ａ
の
肯
定
、
ｂ
の
否
定
、
(
2
)
ａ
の
否
定
、
ｂ
の
肯
定
、
(
3
)
ａ
ｂ
共
に
肯

定
、
(
4
)
ａ
ｂ
共
に
否
定
、
の
四
ケ
ー
ス
を
挙
げ
、
こ
れ
を
全
論
理
空
間
と
す

る
。

た
と

え
ば
パ
ー
リ

『
梵
網
経
』
で

は
、
沙
門
・
婆
羅
門
が
種
々
の
議
論

を
な
す
と
し
て
、
た
と
え
ば
死
後
の
魂
に
つ
き
、
(
1
)
快
楽
で
あ
る
、
(
2
)
苦
し

み
で
あ
る
、
(
3
)
苦
楽
で
あ
る
、
(
4
)
苦
で
も
楽
で
も
な
い
、
と
意
見
を
分
類
す

る
。
山
下
正
男

先
生

は

『
臨
済

録
』

第
二

六
則
の
「
人

（
に
ん
）
」
と

「
境

（
き

ょ
う
）
」

の
論
理
的

並

立
分

類

を
全

論
理

空
間

の
例

と
し
て

挙

げ

る
。

「
奪
人
不
奪
境
、
奪
境
不
奪

人
、
人
境
両

倶
奪
、
人
境

倶
不
奪
」

の
い

わ
ゆ

る
四
料
簡
で
あ
る
。
主
体
と
客
体
の
肯

定
・
否

定
の
並
立
分
類
で
あ

る
。
臨

済
は
各

ケ
ー

ス
に
つ

い
て
語
を
著
け
て

い
る
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で

は
そ
れ

は
問
わ
な

い
。

と
こ
ろ
が
こ
の
四
句
分
別
を
、
空
観

の
た
め
の
全
否
定
の
言
明

に
利
用
し

た
の
が
前
述
の

ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
で

あ

る
。
「

い
ず

れ
の
場
合

も
生
起
し

な
い
」
と

い
う
否
定
命
題
を
構
成
す

る
為

に
、
こ
の
並

立
分
類

を
利
用

し
た

の
で
あ

る
。
『
中
論
』
冒

頭
の

言
明
か
ら
こ

う
で

あ
る
。
「
如

何
な
る
有

も
、

ど

こ
に
て
も
、
自
己

か
ら
も
他
者
か
ら

も
両
方

か
ら
も
、
原
因
な
く
し
て

も

生

じ
た
も

の
で

は
な
い
。」

あ
ら
ゆ

る
ケ
ー
ス
に
於
て
も
、
認

識
対
象

は
滅

却
さ
れ
て

あ
る
（

ニ
ヴ
リ
ッ

タ
）
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ん
が
た
め
に
、
言
明

も
滅
却
さ
れ
て

あ
る

（
第
十
八
章
）
と
言
う
。
つ
ま
り
言
明
形

式

は
否

定
式

（
破
壊
式
）

に
な
る
。
破
壊
的
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
で
あ
る
。

修
辞
学
（
弁
証
法
）
に
ジ
レ
ン
マ
論
法
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
ｔ
↓
r
,

q
↓
r
'
 
い
ず
れ
の
場
合
も
ｒ
な
る
結
果
に
導
び
い
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

ギ
リ

シ
ャ
の
逸
話
で

は
、
弁
論
術
を
法

廷
で
の
テ

ク
ネ
ー
の
た
め
に
教
え
て

い
た

シ
ケ
リ
ア
島

の
コ
ラ

ク
ス
が
、
弟
子

の
テ
イ

シ
ア
ス
を
授
業
料
不
払

い

の
か
ど
で
訴
訟
し

た
。

テ
イ

シ
ア
ス
は
裁
判

に
勝
て
ば
も
ち
ろ
ん
払
わ
な
い

し

、
負
け
れ
ば
、
授
業

に
値
い
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
払
う
必
要

は
な
い
、

と
言
っ
た
と

い
う
。
破
壊
式
に
し
ろ
、
構
成
式

に
し
ろ
、
そ
れ
以

外
の
結
論

が
出
な

い
こ
と

か
ら

、
「
ジ

レ
ン
マ
に
陥
い
る
」

と

い
う

言
葉

が
で

き

た
。

ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
破
壊
的
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
を
狙

っ
た
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る

場

合
に
、
自
性

的
対

象
は
生
起
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
従

っ
て
そ
れ

は
修
辞
学
的
用
法

で
あ

っ
て
、
論
理
学
的
な
も

の
で
は
な

い
。

論
理
学
的
に
は
、
四

句
分
別
ま
で
が
束
論
的
に
全
論
理
空
間
を
表
現
す
る

も
の
の
、
そ
の
否

定
命
題
は
推
論
的
に
出
て
こ

な
い
。
単
な
る
ひ
と
つ
の
命

題
式
に
終
わ
っ
て

い
る
。
従

っ
て
そ
れ
が
論
理
的

に
も
実
証
的
に
も
説
得
性

を
持
つ
か
は
分

か
ら
な

い
。
「
四

句
百

非
」

と
い
う
項
目

が
あ
る

ほ
ど
両
者

は
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
が
、
分
析
す
れ
ば
こ

う
で
あ
る
。
た
だ
命
題
的
に



は
「
色
即
是
空
」
と
同
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
り
、
後
述
の
(
1
)
式
と
(
2
)
式

を
適
用
し
て

も
よ
い
。

こ
の
全
否

定
は

ギ
リ

シ
ャ
で

は

ピ
ロ
ン
の
懐
疑

主
義

（
ス

ケ
プ

シ
ス
モ

ス
）

が
有

名
で

あ
る
。
イ

ン
ド
の
影

響
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
ド
グ

マ
の

判
断

の
停
止

（
エ
ポ

ケ
ー
）
を
求
め
た
の
は
、
安
心
立
命
の
た
め
、
あ
る
い

は
彼
な
り
の
カ

タ
ル

シ
ス
の
た
め
で

あ

っ
た
ろ

う
。
と
す
れ
ば

ナ
ー

ガ
ー
ル

ジ
ュ
ナ
と
立
場
が
似
て
く
る
。
『
法
華
経
』
で

、
「
止
み

ね
、
止
み
ね
、
わ
が

法
は
妙

に
し
て
思

議
し
難
し
」

と
言

い
、
禅

家
で

「
言
語

道
断

、
意

路
不

到
」
の
意
味
で

援
用

さ
れ
る
。
こ
れ
は
禅
定
と
い
う
観
想
手
段
を
主
と
す
れ

ば
、
自
ず
か
ら
端
的
は
、
言
表
拒
否

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ

か
ら
き

て

い
る
。

か
く
し
て

大
乗

仏
教
の
典
型
的
な
言
明
形

式
を
即
非

の
論
理

に
見
て
、
論

理
式
に
直
し
た
と
こ
ろ

の
。

（
Ｐ
↓
ｏ
）
↓
ｐ
…
…
…
…
(
1
)

が
実
践
の
論
理
と
し
て
公
式
化
で
き
る
こ
と
を
知

っ
た
。
推

移
記
号

は
実
践

を
意
味
し
、

た
だ
言
明

が
同

一
の
語

の
部
分

は
同
一
記

号

に
な

っ
て

い
る
。

こ
れ
を
真
・
偽
表

に
す

る
と
意

味
が
よ

く
分

か
る
。

偽
を

○

で

表
わ
す
と

、

最
初
の
言
表
p
は
偽
で
あ
る
か
ら
、
○
↓
○
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
真
で

あ
る
か
ら
、
実
践
の
推
移
後
の
p
は
1
と
な
り
、
（
○
↓
○
）
↓
1
と
な
る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
同

一
律
と
矛
盾
律

は
実
践
の
論
理

に
適
用

さ
れ

な
い
。
故

に
（
p
↓
0
）
↓
p
で
の
推
移
後
の
で
は
、
p
＝
1
で
あ
る
。

こ
れ

に
対
し
て

「
色
即
是

空
、
空
即
是

色
」

は
集
合

論
理
で

あ
り
、
Ｘ
Ｄ

～
ｘ
＝
ｘ

が
適

合
す

る
。
言
明

に
適
用

す

る
と
、
「
色
」

を
ｘ

と

す

る
と
、

「
空
」
は
■
と
表
わ
さ
れ
、
か
く
て
「
色
即
是
空
」
は
、
■

x
、
「
空
即
是
色
」
は
．
■
　
で
あ
る
。
全
体
は
平
等
と
差
別
、

禅
で
譬
喩
的
に
言
う
、
「
家
舎
」
と
「

途
中
」
を
表
わ
す
も
の
と
し
て

、
（
大

乗

仏
教
的

に
は
「
真
空
・
妙
有
」

と
し
て

、）

■
…
…
…
…
(
2
)

と
な
る
。
真
空
＝
妙
有
、
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
大
乗
仏
教
の
特
徴
的
な
命

題
は
、
矛
盾
を
は
ら

ん
だ
言
明
の
形
を
と

っ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
実
践
に
よ

っ
て
転
換
す
べ
き
世
界
観
を
表
現
す

る
目

的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
１

は

実
践
を
推
移
記
号
で
表

わ
し
た
論
理
式

、
２
は
集
合
論
理
的
に
表
現
し
た
空

の
世
界
で

あ
る
。

い
わ
ゆ
る
即
非

の
論
理
と
は
こ
の
様
な
も
の
で

あ
る
。

―

と
２
を

メ
タ
言
語
で
便
宜
的
に
「
木
村

の
公
式
」
と
呼
ぶ
。

『
金
剛
般
若
経
』

に
は
ま
た
「
応
無
所

住
而
生
其
心
」
と

い
う
句
が
有
名

だ

が
、
こ
れ
も
空
の
世
界

に
遊
化
す
る
心
性
を
端

的
な
、
そ
し
て
矛
盾
を
は
ら

ん

だ
言
明
形
式

に
し
て

い
る
も
の
。
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原

典
で
は
単
に
「
と

ら
わ
れ
な
い
心
を
起
す
べ
し
」
だ
が
、
心
生
起
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
様
に

な

ん
ら

か
へ
の
志

向
性
を
意
味
し
、
し
か
も
な
に
も
の

に
も
と
ら
わ
れ
な
い

と

い
う
矛

盾
の
相

即
を
表
現
し
、
木
村
の
公
式
１

に
適
当
す
る
の
で
あ
る
。

（
き
む
ら
・
と
し
ひ
こ
、
イ
ン
ド
哲
学
・
論
理
学
、

四
天
王
寺
国
際

仏
教
大
学
教
授
）

式形理論と式形明言の教仏乗大
－
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