
〈
研

究

論

文

８

〉

二
諦
、
三
諦
、
四
諦
に
お
け
る
不
二
の
論
用
に
つ
い
て

一
　

有
か

ら
妙
有

へ

大
乗
仏
教
の
議
論
の
大
ま
か
な
流
れ
は
、
有
↓

空
↓

不
空
↓

妙
有
と
い

う
定
式
で
捉
え
ら
れ
る
。
空
は
、
無
常
、
無
我
の
教
説
に
導
か
れ
た
理
念

で
あ
り
、
ま
た
、
不
空
は
空
の
否
定
だ
か
ら
有
、
そ
し
て
不
空
に
お
い
て

立
て
ら
れ
た
諸
々
の
有
は
妙
有
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
応

の
理
解

は
得

ら
れ
る
。
し
か
し
な
ぜ
空
が
不
空
に
シ
フ
ト
す
る
の
か
、
妙
有
は
実

際
に
最
初
の
有
と
ど
う
違
う
の
か
、
と
問
わ
れ
る
と
た
ち
ま
ち
困
難
に
突

き
当
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

最
初
の
問
題
か
ら
言
う
と
、
苦
を
も
た
ら
す
常
・
楽
・
我
・
浄
と
い
う

四
顛
倒
が
無
常
・
無
我
の
教
説
に
よ
っ
て
破
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
空
と
い
う

理
念

が
獲
得
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
同
時
に
こ
の
空
の
理
念
は
却
っ
て
現
実

の
有
の
無
常
と
無
我
を
覆
い
隠
す
こ
と
に
も
な
り
得
る
。
な

ぜ
な
ら
、
空

の
理
念
の
導
き
で
確
か
に
諸
々
の
我
執

や
法
執
は
克
服
で
き
る
だ
ろ
う

渡
　
辺
　
明
　
照

が
、
同

時

に

、
無
常

・
無

我

’
空
と

い
う
究

極
的

か

つ
新

規

な
法

執

を
惹

き
起

こ
す

こ

と
に
な

る
か

ら
で

あ
る
。

こ

の
究
極

の
理
念

的
な
法

執
に

も

当
然

、

無
常

・
無

我

は
適
用

さ

れ
得

る
。
す

る
と

自
己
言

及
的

な

パ
ラ

ド

ッ
ク

ス
に
陥

っ
て

思
考

停
止

す

る
か
、

あ

る
い
は
無

常
・

無
我

の
否

定

性

を

徹

底
的

に
適

用

し

て

無
限

背

進

す

る

か

の

い
ず

れ
か

と

な

る
で

あ

ろ

う
。

こ

こ
に

は
追

求
を
止

め
て

こ

れ
で
満

足

す
る
か

、
背
進

す
る

こ
と

へ

の
忍

耐

を
継
続

す

る
か

の
ジ

レ

ン
マ
も
発

生
す

る
。
理

念
的

「
空
」

は
明

ら

か
に

無
常

・

無
我

の

議
論

に
対

し

て
覆

い
と

な
り
蓋

と

な

っ
て

い
る
。

因

み

に

「
蓋

」
（
礙

）

と

は
般

若
心

経

に

も
出

て

く

る
ａ
ｖ
ａ
ｒａ
ｎ
ａ

で
あ

り

煩

悩

の
意
で

あ

る
。

空
法

に
執

す

れ
ば

い
わ

ゆ
る

ニ
ヒ
リ

ズ
ム

と
さ

ほ
ど
違

い
は

な

い
。

こ

れ

を

い
か
に

し
て
回

避

し
て

い
く

の
か
。
有

を
否

定

す
る

こ
と
で
捉

え

ら

れ

る
「
空

」

は
有

に
制
約

さ

れ
て

い
る
。
否

定

は
否
定

さ

れ
る
も

の
が
あ

っ
て
可

能

な

の
だ

か
ら
、
否

定

の
働

き
や
空

の
成

立
に
有

は

欠
か
す

こ
と
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が
で
き
な
い
し
そ
の
意
味
で
は
否
定
そ
の
も
の
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
否
定
が
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
有
か
ら
発
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
否

定
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
怪
し
い
も
の
と
な
る
。
こ
こ
に
も
パ
ラ

ド
ッ
ク

ス
が
発
生
す
る
。
こ
の
場
合
、
空
も
執

さ
れ
れ
ば
一
つ
の
有
と
な
り
、
こ

の
空
の
有

も
、
有
で
あ

る
と

い
う
こ
と
で

あ
れ
ば
さ
ら
に
否
定
さ
れ
て

「
空
」
は
「
不
空
」
と
な
る
。
こ
の
不

空
も
単
に
空
が
否
定
さ
れ
た
だ
け

な
の
か
、
そ
れ
と
も
不
空
と
い
う
特
異
な
状
態
が
存
在
す
る
の
か
。
こ
れ

も
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
ま
た
ジ
レ
ン
マ
も
も
た
ら
す
。

最
初
の
有
の
否
定
と
次
の
否
定
で
、
実
質
的
に
は
二
重
の
否
定
と
な
る

か
ら
元
に
戻
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
面
で
は
戻
り
、
一
面
で
は
そ
の
ま
ま
戻

っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
こ
こ
の
論
点
で
あ
る
。
不
空
に
お

い
て
捉
え
ら
れ
る
有
は
「
妙
有
」
と
さ
れ
る
が
、
最
初
の
有
と
違
う
と
こ

ろ
が
「
妙
」
で
表
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
否
定
の
無
を
含
ん
だ
ま
ま
の
有
、

有
と
も
言
え
な
い
が
無
い
の
で
も
な
い
、
と
い
う
状
態
で
保
た
れ
て

い
る
。

そ
れ
は
「
幻
」
に
比
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
名
は
あ
る
が
現

実
に
は
な
い
も
の
と
い
う
意
味
で
の
「
仮
」
な
い
し
「
仮
有
」
と
言
わ
れ

る
。こ

の
幻
の
仮
す
な
わ
ち
「
幻
仮
」
は
無
意
味
な
も
の
か
と
い
う
と
、
そ

う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
空
は
有
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
、
有
は
空
に

よ
っ
て
執
を
払
わ
れ
た
の
だ
か
ら
、
有
と
空

の
中
間
こ
そ
妙

へ
と
導

く

「
仮
」
の
所
在
で
あ
る
。
龍
樹
系
天
台
智
頚
の
教
学
で
は
、
先
の
空
観
を

従
仮
入
空
観
と
言

い
今

の
空
覬
を
従
空
入
仮
観
と
言

い
な
ら
わ
さ
れ
る
。

前
者
の
「
仮
」
は
単
な
る
執
着
の
対
象
の
有
で
あ
っ
て
「
迷
妄
の
仮
」
あ

る

い
は

「
妄
仮

」

と
言

い
、
そ

れ
に
対

し
て

、
こ

の
妄
仮

を
脱

し
て

「
幻

仮
」
に
到
達

し

、
幻
で

は

あ
る

が
正

し

く
導

か
れ
た
と

こ
ろ

の
後

者

の
「
仮
」

で

あ

る
な
ら

、
衆

生
救

済
に
大

い
に
役
立

つ
も

の
で

あ

る
か

ら
し
て

、

こ

れ
を

「
建

立

の
仮

」
と

言

い
、
ま

た
「
妙
仮

」
と

も
呼

ば

れ
る
。

こ

う
し
て
不

空

と
幻

仮
に

よ

っ
て
世
界

の
一
切

を
正

し

く
見
渡

せ
た

と

す
る

。
そ

の
上
で

さ
ら
な

る
困
難

が
生

じ
る
。

一
切

が
幻
仮

な

ら
慈

悲

心

や
救
済

は

ど
こ

に
そ

の
根
拠

を
求

め
た

ら
よ

い
の
か
。

党

り
の
味

の
甘

美

さ
に

酔

い
し
れ

れ

ば
悲
心

は
生

じ
な

い
。
幻

に
し
て

は
あ

ま
り

に
酷

く
醜

い
現

実

に

目

を

覆

う

こ
と

に

も

な

る
。

こ

れ
も
新

た
な

ジ

レ

ン

マ
で

あ

る
。

こ

れ
に

つ

い
て

は

さ
ま

ざ
ま

な
解

決

へ

の
議
論

が
起

こ
り
得

よ

う
。

事
実

、
「
妙
」

が
何

を
意

味

す

る
か

に
よ

っ
て
宗

学

が
決

定

づ

け
ら

れ
る

と
言

っ
て

よ

い
。
天

台

説
で

は
、
「
妙

」

も
一

つ

の
拘
り

で

あ

り
、

こ
れ

ま

た
否
定

さ

れ
て

「
即

仮
」

と

い
う
こ
と

に
な

る
。

こ

の
よ

う
に
有

か

ら
妙
有

へ
の
展

開
に

お

い
て

、

パ
ラ

ド
ッ
ク

ス
と
リ

グ
レ

ス
（
背

進
）
と

ジ
レ

ン
マ
と

い
う
紆

余
曲
折

の
過

程

が
見

出

さ
れ

る
。

し
か

も
天

台
の
場

合

の
よ

う
に
妙

有

の
「
妙
」

さ
え
否

定

す
る

と
し

た
ら

最

初

の

「
有
」

に
戻

っ
て

し
ま

っ
た

こ
と
に

な
る
。

こ

れ
は
明

ら
か

に
循

環
で

あ

る
。
す

る

と
事
態

は
最

初
と
何

ら
変

わ
っ
て

い
な

い
こ

と
に

な
る

の

か
。

し

か
し

智
頚

教

学
で

は

、
こ

の
点

を
積

極
的

に
捉

え

て

「
無
作

」

と
言

う
。

す

な
わ

ち
最
初

の
迷

妄

の
有

を

「
生

」

と
し
て

、
幻

仮
を

「
不

生
」
、
妙
仮

を

「
無

量
」
、
そ

し
て
第

四
番
目

の

「
即

仮
」

を

「
無
作

」
に

当
て

る
。

無
作

と

は
「
作
（
為

）
す

こ
と
無
し
」
だ

か
ら

そ
の
ま

ま
「
有
」

で

あ

る
。
こ

れ

は
明

ら
か
に

循
環
で

あ
り
、
元

に
戻

っ
て
し
ま

う
。

二
重
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否
定
が
単
純
に
元
に
戻

る
と
い
う
こ
と
な
ら
確
か
に
そ
う
で
は
あ
る
。
し

か
し
二
重
否
定
や
否
定
の
重
層
性
に
意
味
が
あ
る
な
ら
二
つ
の
有
に
何
ら

か
の
違

い
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
、
天
台
教
学
を
背
景
に
し
て
四
句
分
別

を
当
て
れ

ば
次
の
よ
う
な
図
表
に
な
る
。

四
句

分
別

枩

の
四跫

芻
霜

有 生

滅 覆 有

４

無 祭穣
空

↓

｜

§

無
量

妙
仮 ぷ

五俘甓娑

こ
の
よ
う
な
有
か
ら
妙
有
へ
の
展
開
に
お
い
て
突
き
当
た
る
問
題
点
を

ど
の
よ
う
に
論
理
的
に
整
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
改
め
て
吟
味

し
よ
う
と
い
う
の
が
本
論
の
趣
旨
で
あ
る
。

二
　
形
相

主
義
（
目
的
論
）
と
質
料
主

義
（
場
論
）
の
相
克

問
題
点
を
際
立
た
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
ま
ず
「
不
空
」
の
理
念

が
成
り
立

つ
か
ど
う
か
、

が
問
題
で
あ
る
。
縁
起
説
に
よ
れ
ば
い
か
な
る

も
の
も
「
緑
っ
て
起
こ
る
」
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
「
有
」
は
有
と
し
て

そ
の
ま
ま
決
し
て
維
持
で
き
な
い
。
有
を
支
え
て
き
た
常
・
楽
・
我
・
浄

と
い
う
情
意
は
こ
れ
に
よ
っ
て
苦
し
み
と
迷
い
へ
と
変
ず
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
れ
ば
教
説
に
従
っ
て
無
常
・
苦
・
無
我
・
不
浄

と
い
う
よ
う
に
常
楽
我
浄
の
四
顛
倒
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
苦
諦
で
あ
り
、
修
行
は
も
ち
ろ
ん
、
考
察
の
出

発
点
と
も
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
否
定
的
性
格
を
束
ね
れ
ば
「
無
」
や
　
1
2
6

「
空
」
に
た
ど
り
着
く
。
こ
れ
を
反
射
板
の
よ
う
に
し
て
諸
々
の
執
着
を

映
し
出
す
と
、
常
と
無
常
、
苦
と
楽
、
我
と
無
我
、
浄
と
不

浄
の
関
連
性

が
よ
く
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
「
空
」
を
理
念
的
軌
範
と
し
て
存
立
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
無
常
・
苦
・
無
我
・
不
浄
を
常
楽
我
浄
の
欠
損

態
と
み
な
し
「
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」
も
の
と
し
て
考
慮
外
と
す
る
こ
と

も
可
能
だ
が
、
今
の
よ
う
に
空
の
理
念
と
い
う
第
三
者
を
立
て
る
な
ら
四

顛
倒
の
否
定
的
性
格
を
適
切
な
関
連
の
中

に
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
と
に
「
有
る
」
か
「
無
い
」

か
の
対
立
に
お
い
て
は
、
「
無

い
」

が
単
な
る
欠
如
で
な
く
「
無
い
こ
と
」
と
い
う
積
極
的
意
味
づ
け
を
す
る

場
合
に
は
こ
の
種
の
理
念
が
必
要
と
な
る
。
だ
か
ら
空
の
理
念
は
「
有
る
」

こ
と
と
「
無
い
」
こ
と
の
両
方
を
成
立
さ
せ
る
「
場
」
で
あ
り
「
基
体
」

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
「
無

い
」
も
の
と
し
て
の
「
有
る
」
と
は
、
い

か
に
も
矛
盾
で
あ
る
が
、
「
場
」
の
設
定
に
よ
っ
て
両
立

が
可
能
と
な
る

の
で
あ
る
。

さ
て
、
常
・
楽
・
我
・
浄
に
ま
つ
わ
る
問
題
は
、
常
で
あ
る
か
、
常
で

な
い
か
、
の
よ
う
に
、
「
そ
う
で
あ
る
か
」
と
「
そ
う
で
な
い
か
」
の
対

立
で
あ
り
、
肯
定

か
否
定
か
、
あ
る
い
は
有
か
無
か
の
対
立
に
一
括
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
空
の
理
念
は
こ
れ
ら
一
切
の
対
立
関
係
を
内
包
す
る
こ

と
が
で
き
る
究
極
の
概
念
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
空
は
、
有
と
無
の
一
切

の
存
在
を
内
に
含
み
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
は
新
た
な
「
有
」

で
あ
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ

が
同
時
に
空
は
、
空
無
や
虚
空
と
も
言
わ
れ

る
よ
う
に
そ
れ
自
身
は
無
で
あ
る
。
空
は
一
切
を
含
み
つ
つ
、
そ
の
そ
れ



ぞ

れ

に

つ

い

て

「

ど

れ

で

も

あ

る

が
、

ど

れ

で

も

な

い

」

と

い

う

よ

う

な

性

格

の

無

で

あ

る

。

こ

う

し

て

最

初

の

有

は

無

化

さ

れ

、

最

初

の

無

は

有

と

な

っ

て

逆

転

す

る

こ

と

に

も

な

る
。

両

者

と

も

有

で

あ

り

か

つ
無

で

も

あ

る
と

い

う

状

態

だ

が

、

こ

の

よ

う

な

無

根

拠

の

も

の

の

存

在

性

格

を

幻

と

言

い

、

先

に

は

「
幻

仮

」

と

言

表

さ

れ

た

。

こ

の

よ

う

な

効

力

を

持

つ

空

の
理

念

は

単

純

な

無

で

は

な

い
、

す

な

わ

ち

「
不

空

」

で

あ

る

。

こ

う

し

て

無

的

性

格

の

強

い
空

の

理

念

が

場

的

な

性

格

の

か

た

ち

で

再

登

場

し

た

。

空

の

理

念

を

も

っ

て

い

か

な

る

も

の

に

つ

い
て

も

そ

の

否

定

性

を

適

用

す

れ

ば

、

有

は

無

と

な

り

無

は

有

と

な

る
。

同

様

に

幻

仮

も

単

に

幻

で

は

な

く

根

拠

を

持

っ

た
仮

、

す

な

わ

ち

「
妙

仮

」

に

変

じ

る
。

以

上

の

よ

う

な

逆

転

や

ね

じ

れ

を

経

過

す

る

思

索

の

展

開

は

、

と

き

に

弁

証

法

的

な

ど

と

形

容

さ

れ

る

が

、

そ

れ

と

は

別

の

視

点

で

す

で

に

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

存

在

論

に

見

出

す

こ

と

が
で

き

る
。

そ

の

運

動

（

キ

ネ

ー

シ

ス

）

論

で

は

、

形

相

＝
現

実

態

、

質

料

＝
可

能

態

と

い

う

存

在

的

定

式

を

破

り

、

能

動

的

形

相

と

受

動

的

形

相

の
概

念

を

導

入

し

現

実

化

の

方

向

に

完

全

現

実

態

（

エ

ン

テ

レ
ケ

イ

ア

）

を
立

て

、

受

動

的

方

向

に

可

許

性

（

エ

ン
デ

コ

メ

ノ

ン

）

を

立

て

る

。

エ

ン

テ

レ

ケ

イ

ア

の

語

義

分

割

的

表

記

ｅ
ｎ
-
ｔｅ
ｌｅ
ｉ
-ｅｃ
ｈ
ｅ
ｉｎ

に

よ

れ

ば

目

的

（
ｌ

ｏ
’
）

の

内

（
ｇ

）

に

保

持

す

る

こ

と

（
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉｎ
）

と

読

め

る

が

、

こ

れ

は

字

義

か

ら

し

て

目

的

論

的

な

意

味

を

含

ん

で

い

る

こ

と

が

分

か

る
。

他

方

、

受

動

的

方

向

の

極

み

に

想

定

さ

れ

る

エ

ン

デ

コ

メ

ノ

ン

（
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｃ
ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
ｏ
ｎ
）

は

あ

ら

ゆ

る
可

能

性

を

完

全

網

羅

し

た

も

の

で

あ

り

、

カ

ン

ト

「

純

粋

理

性

批

判

」

の

「
純

粋

理

性

の

理

想

」

に

お

け

る

、

あ

ら

ゆ

る

可

能

性

の

総

体

に

も

相

当

す

る

も

の

で
あ
る
。
こ
の
「
総
体
」
の
概
念
が
先
の
「
空
」
の
理
念
に
包
括
さ
れ
る

一
切
諸
法
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
可
能
性
な
る
も
の
も
「
有
る
」
も
の
で
あ

り
、
か
つ
「
無
い
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
「
仮
」
で
あ
る
。
こ
の

「
仮
」

が
目
的

や
軌
範
に
適
え
ば
「
幻
仮
」
で
は
な
く
「
妙
仮
」
と
な
る

だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
有
の
み
を
対
象
に
す
る
ロ
ゴ
ス
（
理
性
・
論
理
）

に
基
づ
く
判
断
や
推
理
で
は
「
無
」
は
単
純
な
否
定
作
用
と
い
う
仕
方
で

し
か
現

れ
な
い
。
我
々
は
有
る
も
の
を
考
え
る
の
で
あ
り
、
無
い
も
の
は

把
握
す
る
こ
と
も
考
え
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
キ
ネ
ー
シ
ス
論
に
お
い
て
、
目
的
的
な
方
に
向
か

う
か
、
そ
れ
と
も
可
許
性
の
方
に
向
か
う
か
、
は
考
察
の
仕
方
の
重
嬰
な

分
岐
点
で
あ
る
。
四
原
因
説
に
お
い
て
目
的
因
や
助
力
因
が
形
相
因
に
吸

収
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
目
的
も
形
相
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
他
方
、

エ
ン
デ
コ
メ
ノ
ン
は
形
相
の
受
動
的
な
可

能
性
の
極
限
の
在
り
方
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
エ
ン
デ
コ
メ
ノ
ン
は
形
相
的
文
脈
に
あ

り
な
が
ら
実
質
的
に
は
質
料
に
帰
す
る
。
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
「
思
惟
的
質
料
」
（
ｈｙ
ｌｅ
　ｎｏ
ｅ
ｔｅ
）
で
あ
る
。

両
方
向

へ
の
思
索
的
態
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
形
相
主
義
と
質
料
主
義
に
分

か
れ
る
。
分
岐
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
典
型
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
例
え

ば
完
全
な
正
方
形
は
イ
デ
ア
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
ど
ん
な
も
の
も
少
し

は
歪
ん
で
い
る
。
そ
の
次
第
を
迫
え
ぱ
、
正
方
形
は
菱
形
の
特
殊
形
、
菱

形

は
平
行
四
辺
形
の
特
殊
形
、
平
行
四
辺
形
は
台
形

の
特
殊
形
、
台
形
は

云
々
と
、
最
後
は
も
は
や
四
本
の
直
線
に
囲
ま
れ
た
無
限
の
形
を
と
る
四

角
形
で
あ
る
。
ま
た
別
の
例
で
、
自
然
数
一
、
二
、
三
…
…
は
指
折
り
数
え

四諦 にお ける不二の論用につい て三諦二 諦 、127



て
確

か

め
ら

れ
る

も
の

だ

が
一

や
二

や
三

の
間

に

は
分
数

が
あ
り

、
無

数

の
小
数

点

の

つ
い
た

数

が
あ

る
。

そ
の
中

の

ご
く
特

殊
な

数

が

Ｉ
、
二
、
三

の
自
然

数
で

あ

る
。

さ
ら

に
自

然
数

の
間

に
挟

ま

る
分
数

は
、

実
際

に

割

る
と
循

環
数

に

な
る

。
と

こ
ろ

が
循

環

す
る

こ
と

な
く
無

限
に

新
た

な

数

字

を

連

ね
続

け

る
数

が
あ

る
。

そ

れ
は
平

方
根

や

″
だ

が
、

こ

の
数

を

、

分

数

の
よ

う

な
有

理

数

に
対

し

て

無

理

数

と
言

う
。

さ

ら
に

Ｉ

。
と

い
う
現

実

に
あ
り

得

な

い
虚

数
（

．Ｚ
と
表
記

さ

れ
る
）
な

る
も

の

が
あ

る
。

こ

の
虚

数
に
対

し

て

こ
れ
ま

で

の
数

は
す

べ
て
実

数

と
呼

ば
れ

る
。
実

数

と

は

Ｓ
十
町

と

い
う
複
素

数

の
表

記

に
お

い
て
ｂ

＝
Ｏ

の
と

き
に

隕

ら

れ

る
特

殊

な
も

の
で

あ
る
。

さ
て

こ
の
二

つ

の
事
例

に

お
い
て

、
完

全

な
四

角

形

が
実

在

か
、
そ

れ

と
も
単

な

る
四

角
形

の
方

が
実
在

か
、

ま

た
、

自

然

数

が
実

在
か

、
そ

れ
と

も
虚

数

の
方

が
実

在
か
、

と
問

う

こ
と

が
で

き

る
。

前
者

を
特

殊
と

見

れ
ば
後

者

が
普
遍

的
で

あ

り
、
前

者

が
与

え

ら
れ

な
け

れ

ば
後
者

は
何

も
の

で

も
な

い
と

す

る
と
前
者

の
方

が
普

遍
的

か

つ

実

在

的
で

あ

る
。

三
　

重
層
的
否

定

の
意

味
す

る
も
の

さ
て
、
有
が
無
と
な
り
、
無
が
有
と
な
る
経
緯
を
保
ち
つ
つ
そ
れ
ら
を

幻
仮
と
み
な
し
、
他
方
、
不
空
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
幻
仮
も
妙

仮
に
変
じ
る
と
い
う
の
は
前
節
で
述

べ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、

不
空
も
新
た
な
有
と
み
な
し
て
さ
ら
に
否

定
を
徹
底
す
る
仕
方

が
あ

っ

た
。
そ
れ
は
、
有
執
に
あ
る
も
の
を
す

べ
て
俗
諦
と
み
な
し
、
そ
れ
を
否

定
し
て
空
と
い
う
真
諦
を
立
て
る
と
い
う
真
俗
二
諦
説
を
標
榜
す
る
方
式

で
あ
る
。
つ
ま
り
有
的
な
も
の
が
現
れ
れ
ば
こ
れ
に
対
し
て
徹
底
し
て
否
　
1
2
8

定
を
遂
行
す
る
。
凝
然
大
徳
作
「
八
宗
綱
要
」
の
三
論
宗
の
章
に
訳
者
鎌

田
茂
雄
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
図
表

が
明
解
な
の
で
こ
れ
を
も
と
に
そ
の

あ
り
よ
う
を
点
検
し
て
み
た
い
。
真
俗
二
諦
の
第
一
重
は
、
有

が
俗
諦
、

空
が
真
諦
で
あ
る
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
第
二
重
で
は
第
一
重
の
真
俗
二

諦
両
方
が
一
挙
に
俗
諦
、
そ
し
て
新
た
に
非
有
非
無
が
真
諦
と
な
る
。
同

じ
よ
う
に
し
て
第
三
重
で
は
第
二
重
の
二
諦
が
俗
諦
、
其
諦
は
非
非
有
・

非
非
空
、
第
四
重
は
第
三
重
の
二
諦
が
俗
諦
、
真
諦
は
非
非
不
有
・
非
非

不
空
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
四
重
は
そ
れ
ぞ
れ
対
外
道
、
対
毘
曇
な
ど
の

対
論
者
の
議
論

の
深
み
の
程
度
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
も
の
だ
が
、
議

論
が
無
限
に
背
進
す
る
の
は
予
想
で
き
る
。
こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
「
非
」

（
不
、
空
）
と
い
う
否
定
が
二
重
、
三

重
、
四
重
と
重
ね
ら
れ
て
い
く
と

こ
ろ
で
あ
る
。
二
重
否
定
は
肯
定
に
な
る
の
が
論
理
学
の
公
式
だ
が
、
そ

れ
が
こ
の
三
論
説
で
は
否
定
の
「
非
」
が
積
み
重
ね
ら
れ
て

い
く
。
こ
れ

は
論
理
学
に
背
く
も
の
な
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
従
来
の
論
理
学
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
最
先
端

の
論
理
学
で
あ
る
直
観
主
義
論
理
学
で
は
二
重
否
定
は
認
め
ら
れ
な
い
と

さ
れ
る
。
フ
レ
ー
ゲ
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
の
は
述
語
論
理
学
だ
が
、
そ

の
後
、
フ
レ
ー
ゲ
を
引

き
継
ぐ
形
式
主
義
に
対
し
て
直
観
主
義
を
名
乗
る

論
理
学
派
が
登
場
し
た
。
彼
ら
は
排
中
律
も
二
璽
否
定
も
認
め
な
い
。
と

い
う
の
は
排
中
律
ｔ
く
亅
り
は
恒
真
式

と
さ
れ
る
が
、
ｐ

で
な
い
も
の
を

す
べ
て
挙
げ
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
二
重
否
定
亅
亅
り
＝
り
も
恒
真
と
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ



れ
が
成
立
す
る
た
め
に
は
全
体
や
無
限

が
実
在
す
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
言
い
張

る
か
、
そ
れ
が
で
き
な
い
な

ら
或

る
全
知
者
を
仮
想
し
そ

の
者
（
超
越
者
）
に
委
ね
て
そ
れ
ら
の
実
在
を
保
証
し
て
も
ら
う
し
か
な

い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
道
も
取
れ
な
い
と
い
う
な
ら
一
つ
一
つ
積
み
重

ね
て
い
く
他
は
な

い
。
例
え
ば
、
無
限
な
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ

を
ｎ

と
す
れ
ば
、
仮
定

か
ら
コ
十
｝
も
可
能
で
あ
る
か
ら
前
の
無
限
は
無

限
で
は
な
く
な
る
。
証
明
の
仕
方
に
つ
い
て
も
ｎ
行
目
の
証
明
の
導
出
式

が
す
べ
て
真
な
ら
コ
十
｝
行
目
に
対
応
す
る
導
出
式
も
真

と
な
る
、
と
い

う
よ
う
に
こ

つ
こ
つ
と
一
つ
ず
つ
積
み
上
げ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
新
し

い
論
理
学

が
構
成
主
義
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
二
重
否
定
が

認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
の
は
現
実
に
よ
り
近

い
。
文
章
的
表
現
に
お
け
る

二
重
否
定
は
婉
曲
や
強
調
な
ど
を
含
意
し
て
単
純
に
元
に
戻

る
と
い
う
よ

う
な
も
の
で
は
な

い
。
同
様
に
排
中
律

が
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
も
現

実
的
で
あ
る
。
思
考
に
お
い
て
肯
定
と
否
定
の
中
間
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。

例
え
ば
ジ
レ
ン
マ
状
態
が
続
く
場
合
や
思
考
停
止
に
陥

る
と
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
ロ
ゴ
ス
で
は
扱
え
な
い
。
こ
う
し
て
排
中
律
を
破
壊
す
る
「
有

無
」
（
亦
有
亦
無
）
、
さ
ら
に
「
非
有
非
無
」

も
現
代
論
理
学
の
脈
絡
に
お

い
て
十
分
に
存
立

の
可
能
性
を
確
保
し
た
と
言
え
る
。

思
考
停
止
状
態
と
ジ
レ
ン
マ
状
態
と
い
う
中
間
物
は
関
連
す
る
。
と
い

う
の
は
、
「
有
無
」
す
な
わ
ち
「
亦
有
亦
無
」
（
有
で
も
あ
り
ま
た
無
で
も

あ
る
）
に
お
け
る
有
と
無
の
関
係
は
連
言
か
選
言
か
で
あ
る
。
有
と
無
を

矛
盾
対
立
の
関
係
と
す
る
と
、
連
言
な
ら
矛
盾
を
起
こ
し
て
そ
の
存
立

は

あ
り
得
な
い
か
ら
思
考
停
止
に
陥
り
、
選
言

な
ら
矛
盾
す
る
二

つ
の
も
の

が
並
列

す

る

の
で
あ

る

か
ら
深
刻

な
ジ

レ

ン
マ
で

あ
る
。
さ
て

こ
れ
に
「
非

有

非

無
」

を
関

係

さ
せ

て
み
よ

う
。
非
有

非
無

を
有

無

の
否
定

と
す

る
な

ら
有

無

の
連
言

と
選

言

の
相
違
に

な

ら

っ
て
非

有
非

無

も
二
種

あ
る

こ
と

に

な
る
。

連
言

と
選

言

の
関

係

は
ド

ー
モ

ル
ガ

ン
の
法
則

に

よ
っ
て
定
式

化

さ

れ
て

い
る
。

亅
（

｀
＞
ａ
）
＝

亅
｀
く
亅
ｓ

と
、

亅
（
｀
く
巴

＝

亅
｀
＞

亅
心

が

そ

の
公

式

で
あ

る

（
Ａ

は
連
言

、

Ｖ

は
選
言

の
意
）
。
す

る
と

連
言

の

有

無

は
選

言

の
非
有

非

無
と
な
り

、
選

言

の
有
無

は
連
言

の
非

有
非
無

と

な

る
。
即

ち
思

考
停

止

と
ジ

レ
ン

マ
が
逆
転

す

る
と

い
う
関
係

に
な

る
。

さ
て
、

先

に
見

た

よ
う
に
、
無

限

を
始

め
全
体

や
永

遠
や
完

全

や
絶
対

に

つ

い
て
、

そ

れ

を

そ

の
ま

ま
実

在

的

な

も

の

と
み

な

す

か
、
ま

た

は

口
十

｝
と

い
う

背
進

を
続

け

る
構

成
主

義

を
取

る
か

、

い
ず

れ
か
で
あ

る
。

超

越

者

が
認

め
ら

れ

れ
ば
無
限

や
完
全

の
概
念

が
そ
の
ま

ま
前

者
に
適
用

で

き
る

が
、
超

越
者

が
認

め

ら
れ
な

い
な

ら
思

考

停
止

す
る

か
果
て

な

い

ジ

レ

ン
マ

の
葛

藤

が
続

く
。
だ

が
も

し
、
先

に
見

た

よ
う
に
逆

転

が
可

能

で

あ
れ

ば

ど
こ

か
で
折

り
返

し
て
以
前

の

も
の

に
重
な

り
合

っ
て
循
環

す

る

こ
と

が
起

こ
り

得

る
と
考

え
ら
れ

る
。

こ
う

し
た

循
環

は
先

の
論
理

的
考

察
で

は
ど

の
よ

う
な
形

で
あ
り

得
る

か

、
こ

れ

が
次

の
問

題

で
あ

る
。
有

と
無

に

つ
い
て
そ

こ
に

逆
転

や
折

り

返

し

や
重

な
り

が
あ

る
な
ら
循
環

も

あ
り

得

る
。

四
句

分
別

は
四
句

で
構

成

さ

れ

て

い
る
。

試

み
に

、
一
、
二
、
三

、
四
と

四
隅

に
番

号

を
持

っ

た
正

方
形

の
形

を

イ

メ

ー
ジ

す
る
と

、
半

分

に
折

れ

ば

一
と
二

、
三

と
四

、
ま

た

一

と
三

、
二

と

四

の
二
組

の
対

が
で
き

、
ま

た
捻

っ
て
隅

を
折

り
合

わ

せ

る
と

一

と
四

が
重

な
り
、

二
と
三

も
重

な
る
。

こ

れ
は
対
角

化
の
形

で
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あ
る
。
ま
た
一
と
二
三
四
、
或

い
は
、
二
と

匸
二
四
の
よ
う
な
新
た
な
二

項
対
立
の
組
合
せ
も
可

能
で
あ
る
。
さ
ら
に
四

つ
の
隅
を
折
り
合
わ
せ
て

一
も
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
操
作
を
行
う
折
る
作
業
こ

そ
「
二
」
の
働
き
で
あ
る
。
天
台
智
顕
は
妙
境
（
不
可
思
議
な
対
象
世
界
）

を
七
科
を
以

っ
て
解
釈
す

る
こ
と

が
肝
要
だ
と
言

っ
た
。
日
く
、
十
如
、

因
縁
、
四
諦
、
二
諦
、
三
諦
、
一
諦
、
無
諦
の
七
つ
で
あ
る
。
今
の
議
論

を
応
用
す
る
に
、
四
は
四
諦
お
よ
び
四
句
、
折
る
作
業
は
二
諦
化
操
作
、

四
つ
に
折
れ
ば
一
諦
や
無
諦
に
通
じ
る
。
三
諦
は
ど
う
か
。
三
に
は
回
転

は
あ
る
が
捻
れ
は
な
い
。
天
台
教
説
に
は
空
仮
中

の
三
諦
と
い
う
論
理
的

範
疇

が
あ
り
三

に
三
を
重
ね
て
九
項
目
を
立

て
議
論
す

る
仕
組
み

が
あ

る
。

も
ち
ろ
ん
三

が
三

つ
巴
の
よ
う
に
力
を
発
揮
し
て
議
論
を
深
め
る
よ

う
な
効
果

が
あ
る
が
、
同
時
に
三
つ
が
牽
制
し
合

っ
て
三
す
く
み
の
停
滞

の
リ
ス
ク
も
あ
る
。
三
角
形
を
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
、
三
角
に
捻
れ
は
生
じ

ず
、
三
角

が
外
や
内
へ
と
単
純
に
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

四
　
「
二
」
論

の
効
用

こ
う
し
て
四
、
三
、
二
、
一
と
出
揃

っ
た
。
こ
の
中
で
「
折
る
」
と
い
う

「
二
」
の
作
業

が
中
軸
を
担
っ
て

い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
よ
く
個
別

と
全
体
、
あ
る
い
は
一
と
多
の
相
克
と
い
う
こ
と
が
問
題

と
さ
れ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
す
べ
て
を
一
と
二
の
相
克
に
収
斂
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
と
全
体
の
間
に
異
と
多
の
様
相
が
あ
る
と
す
る
と
、
一
、
異
、
多
、

全
と
い
う
四
つ
の
区
別
立
て
と
な
る
。
一
は
単
位
の
一
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
異
な

る
も
の
が
関
係
す
る
そ
の
関
係
性
の
一
に
も
な
る
。
異
は
他
で

も
あ
り
二
で
も
あ
る
。
多
は
そ
れ
を
一
つ
の
集
合

と
見
れ
ば
一
で
あ
り
、
　
1
3
0

多
が
一

つ
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
多
が
了
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
全
一
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
全
体
も
一
つ
で
あ
る
。
二
や
他
で
あ
る
そ
の

異
を
等
比
的
に
拡
大
す
れ
ば
異
の
「
二
」
は
拡
大
、
拡
張
へ
と
向
か
う
最

初
の
基
本
数
と
な
り
、
三
や
四
は
等
比
的
「
異
」
の
延
長
で
し
か
な
い
。

縮
小
す
な
わ
ち
分
数
化
の
方
向
も
同
様
の
考
察
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、

多
は
ば
ら
ば
ら
の
一
の
集
ま
り
で
も
あ
る
が

Ｉ
ま
と
ま
り
の
多

と
い
う

一
で
あ
る
。
全
体
は
異
な
っ
た
一
が
多
数
集
ま
っ
た

Ｉ
ま
と
ま
り
の
も
の

で
そ
こ
か
ら
は
み
出
る
も
の
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
全
体
は
す
べ
て
を
見
渡

し
て
そ
れ
を
一
つ
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
「
全
体
」
と
は
な
ら
な
い
。
す

る
と
全
体
を
対
象
と
す
る
視
点
は
全
体
か
ら
は

み
出
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
同
様
の
こ
と
は
一
に

も
起
こ
る
。
或
る
も
の
を
一
つ
と
す
る
に
は
他

な
る
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
て

Ｉ
か
ら
全
ま
で
の
数
の
様
相
は
す

べ
て
一

と
二
に
よ
る
操
作
に
還
元
で
き
る
。

こ
う
し
て
一
と
二
の
対
立
的
拠
点
と
し
て
の
意
味
と
重
要
性
が
確
保
で

き
た
が
、
同
時
に
相
克
す
る
一
と
二
の
関
係
も
ま
た
複
雑
な
様
相
を
見
せ

る
。
二
の
関
係
そ
の
も
の
は
一
で
あ
り
、
一
は
他
と
い
う
二
が
あ
っ
て
の

一
で
あ
る
。
一
と
二
を
前
提
に
し
て
「
不
」
を
加
え
て
論
じ
れ
ば
、
二
は

不
一
で
あ
り
一
は
不
二
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
閉
塞
的
で
循
環
す
る
展
開
の

中
で
ど
こ
に
切
り
口
が
あ
る
か
。
こ
の
展
開
も
や
は
り
二
が
主
導
す
る
。

と
い
う
の
も
二
は
ジ
レ
ン
マ
で
あ
り
、
ジ
レ
ン
マ
は
二
者
択
一
の
迷

い
で

あ
っ
て
、
「
迷

い
」
こ
そ
我
々
が
最
初
に
し
て
確
実
に
実
感
で
き
る
出
発

点
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
迷
い
が
一
切
の
展
開
の
基
軸
と
な
る
。
天
台
説



の

「
一
念

三
干

」

の
一

念

は
、
自

性

清
浄

心

や
真

心
で

は
な

く
、
だ

れ

も

が

い
つ
で

も
持

っ
て

い
る
「
妄

心
」

の

「
刹
那

の

一
念

」
で

あ
り
、

こ

の

妄
心

の
迷

い
の
「
二

」
が
あ

ら
ゆ

る
展
開

の
軸

と

な
る

。
す

な
わ

ち
、コ

ー」

は
二

者

を
関

係

づ
け

る
関

係

そ
の

も
の

の
「
一
」
で

も

あ
る

が
、
こ

の
「
一

」

の
中

に
二

を

保
持

し
よ

う
と

す
れ

ば
不
二

と

い

う
こ

と
に
な

る
。
ま

た

逆

に

こ

の
「
一
」

が
不

二

で
あ

る

こ
と
に

よ

っ
て
却

っ
て

「
二

」

が
意
識

さ

れ
る
。

こ

の
二

の
中

で
先

の
一

を

捉

え
よ

う
と

す
れ

ば
た

ち
ど

こ
ろ

に
一

が
二

に
変
質

す

る
。
し

か
も

こ
の
二

に

お

い
て
し

か
一

は
捉

え
ら

れ
な

い
。

即

ち

そ
れ

は
不

一

で
あ

り
、

そ

の
ま
ま

二

の
ジ

レ

ン
マ
に
陥

る
。
ま

と
め

れ
ば
二

は
一

で

あ
り

か
つ
不

一

の
二
で

あ

り
、
一

は
二

と

な
り

か
つ
不

二

の
一
で

あ

る
。

こ
の
道

筋
は
先

述

の
三

論
宗

の
真

俗

論

の
対

角
化

の
重

層

性

に
重

な

る
。

た
だ
し

三
論

宗

の
議
論

は
背

進

し
て

し
ま

う

が
、
天

台

の

議

論

は
循
環

す

る
こ

と
で
こ

の
背

進

を
回
避

す

る
点

が
違

っ
て

い

る
。

こ

れ
ま

で

の
論
理

を
用

い
て
最

初

の

い
く

つ
か

の
論
点

を
振

り
返

っ
て

み
よ

う
。

ま
ず

超
越
者

と
可

許

性

の
対

比

か

ら
言

え
ば

、
ち

ょ
う

ど
キ
リ

ス
ト

教
と

仏
教

の
対

比

に
適

用

で

き

る
。

仏
教

の

海
外

説
教
師

が
キ
リ

ス

ト
教

圏
で

布
教

す

る
と

き
に
困

っ
た

問
題

が
あ

る
と

い
う
。
彼

の
地

で

は

神

は
天

上

に

お
わ

す
の
で

「
仰

ぐ
」
、
「
崇

め

る
」

と

い
う
心

的
構

え

が
身

に
染

み

て

い
る
。

そ

れ
に
た

い
し

て
仏

教

各
派

の

多

く
は

「
脚
下

照

顧

」

の

よ

う
に

「
気

づ
く
」

こ
と

を
要
請

す

る
。

こ

の
、
上

と
下

の
正
反

対

の

心
的

構

え

が
布

教

の
障
害

と

な
っ
て

い
る
よ

う
で

あ

る
。
例

え
ば

、
対
立

的

な
二
者

が
あ

る
と
す

る
と
彼

地
で

は
そ

の
調

停

は
神

が
行

う
。
霊

肉

二

元
論

は

パ
ウ

ロ

が
強
調

し
た

と
こ

ろ
だ

が
、

近
代

で

も
三
実

体
説

の
デ

カ

ル
ト
は
真
に
実
体
的
な
も
の
は
神
の
み
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
路
線
で
典

型
的
な
の
は
機
械
偶
因
論
の
ゲ
ー
リ

ン
ク
ス
と
マ
ル
ブ
ラ

ン
シ
ュ
で
あ

る
。
前
者
は
、
精
神
と
身
体
の
運
動
が
対
応
す
る
の
は
神
が
関
連

づ
け
て

い
る
か
ら
と
し
、
後
者
で
は
神
の
中
の
精
神
と
肉
体
の
イ
デ
ア
が
関
連
づ

け
し
そ
れ
に
応

じ
て
我
々
の
心
身

も
勣
く
と
さ
れ
る
。
摂
理
に
基
づ
く
予

定
調
和
説
も
然
り
。
発
出
論
、
流
出
説
、
創
造
説
も
然
り
。
近
時
は
脳
が

そ
の
役
目
を
負
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
仏
教
の
悟
り
は
覚
る
こ
と
で

あ
り
、
気
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
元

に
戻

る
こ
と
で
あ
り
、
回
帰
す
る
こ
と

で
あ
る
。
元
と
は
「
場
」
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
含
み
持
つ
「
基

体
」
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
エ
ン
デ
コ
メ
ノ
ン
（
可
許
性
）
で

あ
り
、
西
田
哲
学
で
は
「
絶
対
無
」
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
一
切
の
元

で
あ
る
こ
の
「
無
」
や
「
空
」
が
自
己
を
限
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
何
も
の
か
に
な
る
と
い
う
論
法
と
な
る
。
だ
か
ら
二
者
の
対
立

は
二
者
そ
の
も
の
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
超
越
者
論
と
同
様
、
夕

テ
の
関
係
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。

タ
テ
の
関
係
に
あ
る
「
仰
ぐ
」
と
「
気
づ
く
」
は
、
二
者
の
存
立
を
説

明
す
る
が
元
の
二
者
対
立
そ
の
も
の
を
忘
却
し
が
ち
で
あ
る
。
本
当
は
対

立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
者
が
あ
り
、
そ
の
対
立
の
関
係
性
そ
の
も
の
が

問
題
な
の
で
あ
る
。
関
係
性
と
は
、
例
え
ば
デ
ュ
ー
イ
は
そ
れ
を
直
接
性

と
言
い
ま
た
質
的
な
も
の
だ
と
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
説
明
と
い
う
知

的
操
作
以
前
に
前
提
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
説
明
は
直
接
性
に

資
す
る
限
り
で
の
み
有
意
味
性
を
持
つ
。
そ
も
そ
も
直
接
的
な
質
は
そ
れ

自
身
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
タ
テ
の
関
係
に
あ
る
超
越
的
な
も
の
や
基
体
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的
な
も
の
を
仮
設
し
、
そ
の
関
連
付
け
の
中
で
解
釈

さ
れ
て
初
め
て
言
表

さ
れ
る
。
ま
た
タ
テ
の
関
係
に
あ
る
も
の
も
二
者
関
係
に
な
れ
ば
並
立
し

た
対
立
関
係
に

も
な
り
得
る
。
「
仰
ぐ
」
こ
と
も
「
基
体
」
を
想
定
す
る

こ
と
も
そ
れ
自
体
が
二
者
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。
す

る
と
「
基
体
」

を
神
格
化
し
て
仰
ぐ
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
神
の
存
在
を
可
能
性
の
総
体
と

し
て
の
実
在
性
と
す
れ
ば
「
場
」
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
す

な
わ
ち
超
越
者
と
基
体
の
上
下
関
係
図
式
も
逆
転
し
得
る
。
こ
の
よ
う
に

複
雑
な
も
の
と
な
る
の
だ
が
、
す
べ
て
に
お
い
て
二
者
の
対
立
そ
の
も
の

を
中
軸
と
し
て
い
る
。

五
　

空
と

一
切

の
逆
対
応
構

造

対
立
に
も
緩
急
さ
ま

ざ
ま
な
様
相
が
あ
る
。
最
も
厳
し
い
の
は
二
つ
並

び
立

つ
こ
と
が
不
可
能
な
矛
盾
関
係
、
次
に
対
峙
し
て
並
び
立
つ
反
対
関

係
、
次
に
単
に
並
列
し
た
だ
け
の
対
置
関
係
、
そ
し
て
並
列

も
意
識
さ
れ

な
い
無
関
心
、
こ
の
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
迷

い
や
ジ

レ
ン
マ
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
よ
う
が
あ
る
が
、
で
く
亅
で
つ
ま
り
有
と

非
有
の
連
言
が
最
も
厳
し
い
対
立
で
、
そ
れ
は
恒
偽
（
常
に
偽
で
あ
る
こ

と
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
否
定
す
れ
ば
無
矛
盾
の
恒
真
式
亅（
り
く
亅
｀
）
と

な
る
。
ジ
レ
ン
マ
は
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
よ
う
に
択
一
的
に
言
表
さ
れ
、

「
あ
れ
」
と
「
こ
れ
」
が

り
と
亅
で
と
な
っ
て
並
び
立

ち
そ
の
中
間

が
排

除
さ
れ
る
の
場
合
が
排
中
律
で
あ
る
。
矛
盾
対
立
以
外
の
緩

い
対
立
も
突

き
詰
め
れ
ば
、
り
と
Ｊ
｀
の
対
立
に
極
ま
る
。

さ
て
、
亦
有
亦
無
（
有
無
）
の
有
と
無
を
矛
盾
対
立
関
係
に
あ
る
と
す

る
と
、
有
と
無
は
連
言

か
選
言
か
の
い
ず
れ
か
の
関
係
に
あ
る
。
連
言
で
　
1
3
2

あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
か
ら
並
び
立

つ
こ
と
は
あ
り
得
な

い
し
、
矛
盾
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
即
ち
Ｏ
、
空
無
で
あ
る
。
選
言

で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
世
の
も
の
は
有
る
も
の
無
い
も
の
か
の
い
ず
れ

か
し
か
な
い
か
ら
全
体
、
一
切
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
亦
有
亦
無
」
は
空

か
一
切
か
で
あ
る
。
Ｏ
と
一
切
で
は
正
反
対
で
あ
る
。
左
の
図
は
有
を
Ｑ

と
し
無
を
亅
Ｑ
と
し
て
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
有
と
無
は
別

物

だ
と
す
る
と
、
こ
の
場
合

は
無
を
ｂ

と
し
て
、
Ｑ
と
亅
Ｑ
と
″
と
亅
ｔ
の
四

項
の
組
合
せ
と
な
る
。
こ
れ
も
加
え
て
図
示

す
る
。

一切

－

ava

∧

∽ａ　　　　　　　　　　　 ａ

Ｖ

－

ａ ∧ ａ

avb

∧

。　　　　　　　　　　　 －

a　　　　　　b

V

i
∧6

avb

∧

ａ　　　　　　 ｂ

Ｖ

ａ∧b

空 （O）空 （O ）

こ
と
に
左
側
の
図
で
分
か
る
よ
う
に
、
有
と
無
を
連
言
と
選
言
で
展
開

す
る
と
、
一
切
と
空
が
ド

ー
モ
ル
ガ
ン
則
を
介
し
て
逆
対
応
す
る
。
つ
ま



り

ジ

レ

ン
マ
を
軸

に
し
て

一
切

と

空

は
連
言

と
選

言

を
維
持

し

つ
つ

重
な

り

合

う
。

こ

れ

が
場
論

の
か

ら

く
り

で

あ

る
。

し
か

も

Ｑ
と
ご
に
対

す

る

－
Ｊ
Ｑ
と

亅
ご
を
そ

れ

ぞ
れ
想
定

す
る

こ
と

は
可

能

で
あ

り

、
そ
の
場

合

「
ａ

で

な

い
も

の
、
ｂ

で

な

い
も

の
」

は
無
限

、

無
量

で

あ

り
際

限

が

な

い
。

し
か

し
ど

ん
な

に
無
限

、
無
量

で

あ

っ
て

も
常

に
個

々
の

ジ
レ

ン

マ（
「
二

」

論

）

か

ら
発

す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

に
違

い
は
な

い
。
し

た

が
っ
て

逆
対

応

す

る
連

言

世
界

と

選
言

世

界

は

い
つ

も
我

々

の
知

の
射

程

内

に

あ
り

、

空

と

一
切

が
同
時

把
握

さ

れ
て

い
る
。

こ
れ

が
天

台

智
頚

の
言

う

「
双
遮

双
照

」
で

あ
り

「
中
観

」
で

あ

る
。

そ
し

て

こ
の
双

遮
双

照

が
顕
現

態
と

し
て
我

々

の
修
行

や
考

察

に
直
接

に
関

わ
る

も
の
で

あ
り

、
そ

れ
に

対

し

て

い
わ

ゆ
る
実
在

的

な
全
体

や
無

限

世
界

は
我

々

に
と

っ
て

は
隠

さ
れ
た

も

の
で
あ

っ
て
、

そ

れ
を
無

理
矢

理
立

て

れ

ば
仮
構

さ

れ
た
抽

象
物

で
し

か

な

い
。

む

し
ろ

全
体

に
関

わ

ろ

う
と

す

れ
ば

「
理

性
亡

ず

」
、

す

な

わ

ち
真

理
（

妙
境

）
そ

の
も

の
も

無
用

で

あ
り

、
そ

の
よ

う
に
し

て

「
無
作

」

な

ら
理

に
適

っ
て
自
然

に

六
道

（
有

の
世

界

）
に
趣

く
。

た

だ
し

ジ

レ
ン

マ
（
迷

い
）

さ
え

な
け
れ

ば
、

で

あ
る
。

他

の
類

似
概
念

を
少

々
加

え
て

以

上

の
展

開

を
前
図

に
対

応

さ
せ
て

図
示

す
れ
ば

こ
の

よ
う

に

な
る
。

図

中
、「
全
体

起
修

」

は
「
体

を
全

う

じ
て

修
を
起

こ

す
」

と
読

み

、「
全

体

在
性

」

は
「
体

を
全

う

じ

て
性

を
起

こ

す
」

と

読

む
。
「
全

う

じ

る
」

と

は
、
過

程

を
欠
け

目

な
く
遂
行

す
る

こ
と
で

あ
る
。

そ
れ

を
遂
行

す

る

の
は
当
事

者

の

「
い
ま

、
こ

こ
、
私
」

の
「
一
念
」

で

あ
る
。

図
で
言

え

ば

、
中
間

の
二

欄

の
事
態

が
「
一
念

」

の
中

に
起

こ
り
、
一
と
二

の
「
隠
」

状

態
は

「
不

一
不

二

」

の
「
顕

」

の
状
態

に
な

る
。

そ

し
て

こ
の
仕

方
に

よ

っ
て

の
み

一
切

が
リ
ア

リ

テ
ィ

を
持

つ
の
で

あ
る
。

以

上

の
よ

う
な
考

察
法

を

レ

ン
マ
論

と
し
て
提

唱
し

た

い
。

レ

ン
マ
論

は

ロ

ゴ
ス
論

や
ト

ポ

ス
論

と

は
別

の
論
法

で
あ

る
。

ロ
ゴ
ス
論

は
一
切

の

実

在
を
前

提

し
て

あ

ら
ゆ
る
所

属
関

係
、
因

果
関
係

を

説
明

す
る
論
法

で

あ

り
、

ト
ポ

ス
論

は
そ

れ
ら

一
切

を
包

括

す
る
場

（

エ
レ
メ

ン
ト
）

を
探

索

す

る
こ
と

に
集
中

し
、

大
場

。
小
場

を
設

定
し

な

が
ら
そ

の
関

係

を
論

じ
る
論
法

で

あ

る
。

そ

れ
に
対

し
て

レ

ン
マ
論
は
当

事
者

の
リ

ア
リ

テ
ィ

感

を
手

掛

か
り
に

そ

こ
に
顕
現

す

る
前
提

そ
の

も
の

を
一
括
操

作

し
て
自

ら
を
顕

わ
に

す

る
論

法

で
あ

る
。

こ
れ

ら
の
三

つ
の
論

法
の
根

拠

や
相
互

関

係
、

レ

ン
マ
論

が
展
開

す

る
世
界

に

つ

い
て

は
稿

を
別
に

す
る
。

竺

蛮

Ｗ

隠

｜

顕

修｜

§

1!1

覆

Ｗ

一
一

双
遮

双
照

莚

宗

心留

Ｗ

不

一

頻

｜

隠

Ｅ

生

擘

の竺

餮

Ｗ

不
一一

理11

こ

瞿

Ｗ

理
譽

a1

露

Ｗ
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（
１

）
　

全

体

的

に

幻

仮

と

見

る

仕

方

は

、

ち

ょ

う

ど

カ

ン

ト

の

世

界

を

仮

象

と

み

な

す

弁

証

論

の
手

続

き

と
軌

を

一

に

す

る
。

（

２

）
　

津

田

真

一
　「
反

密

教

学

」

に

主

彊

さ

れ

る

ｃ
ｒｉ
ｓ
ｉｓ
（
危

機

、

批

判

）

は

こ

の

ジ

レ

ン

マ

の
苦

悩

と

危
機

に
他

な

ら

な

い
。

（
３

）
　

拙

論

「
性

起

と

性

具
－

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

の

キ

ネ

ー

シ

ス

論

と

ヘ
ク

シ

ス
論

」

「
比

較

思

想

研

究

」

第

三

七

号

参

照

。

（

４

）
　
「
思

惟

的

質

料

」

の

語

は

「
或

る

質

料

は

感

覚
的

で

あ

り

或

る
質

料

は

思

惟

的

で

あ

る
」
（
出

隆

訳

「
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
形

而

上

学

」

岩

波

文

庫

上

巻

、

三

一

一

－

二

頁

、
Ｍ
ｅ
ｔａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉｃ
ａ
１
０
４
４
ａ
２
９
-４
５
ｂ
参

照

）

か

ら

得

た
も

の

で
あ

る

。

（

５

）
　

カ

ン
ト

に

も

「
先
験

的
質

料

」

に

つ

い

て

の

図

形

的

説

明

が

あ

る

。
「
物

の

あ

ら

ゆ

る
多

様

性

と

は
、

…

…

そ

れ

は

丁

度

あ

ら

ゆ

る
図

形

が
、

無

限

空

間

を

制

限

す

る

様

々

な

仕

方

と

し

て

の

み

可

能

で

あ

る

の

と

同

様

で

あ

る

。
」

Ｋ
ｒ
Ｖ

．

Ａ
５
７
８「
　Ｂ
６
０
６
.

（

６

）
　
鎌

田

茂

雄

訳

注

「
八

宗

綱

要

」

講

談

社

学

術

文

庫

、
一
九

八

一
年

、
二

九

六

頁

。

（
７

）
　
矢

野

茂

樹

「
論

理

学

」

東

京

大

学

出

版

会

、

一
九

九

四
年

、

一

四

六

頁

。

（
８

）
　
天

台

智

頭

「

法

華

玄

義

」

国

訳

一

切

経

五

一
頁

、

大

正

蔵

三

三

巻

、

六

九

七

ｃ

頁

。

（

９

）
　
ｄ
ｉｌｅ
ヨ
ヨ
ａ

は

二

つ
（
Ｓ
）

の
前

提

（
一ａ
ヨ
ヨ
Ｑ
）
の

意

を

含

む
こ

と

か

ら

「
迷

い
」

と

す

る

。

（
1
0
）
　

デ

ュ

ー

イ

で

は

関

係

そ

の

も

の

が

直

接

性

、

質

、

直

接

的

質

と

し

て

８
ａ
ｒｓ
ｅ

や
ｎ
２

１

（

粗

野

、

生

の

ま

ま

）

と

形

容

さ

れ
、

ま

た
反

省

的

経

験

に
対

し

て

第

一

次

経

験

（
ｐ
ｒ
ｉｍ
ａ
ｒｙ
　ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉｅ
ｎ
ｃ
ｅ
）

と

も

呼

ば

れ

る

。

（
Ｈ

）
　

有

と

無

の

関

係

は

真

の

矛

盾

と

は

言

え

な

い
。

裏

の

矛

盾

は

、

有

で

あ

る

な

ら
非

有

で

あ

る

。

拙

論

「
龍

樹

の

八

不

と

思

考

の

次

元

化

」
「
比

較

思

想

研

究

」

第

三

五

号

。

（
1
2
）
　

こ

の
図

に

配

し

た

用

語

は

天

台

六

柤

荊

渓

湛

然

の
「
釋

籖

」
（
大

正

蔵
三

三

巻

）

お

よ

び

四
明

知

礼

の

「
十

不

二

門

指

要

鈔

」
（
大

正

蔵

四

六

巻

）

に

準

ず

る

。

（
1
3
）
　

レ

ン

マ

の

概

念

は

、
山

内

得

立

「

ロ

ゴ

ス

と

レ

ン

マ

」（

岩

波

轡

店

、
一

九

七

四

年

）
に

依

る

。

（
わ

た
な

べ
・

み
ょ

う
し

ょ
う
、
西

洋
哲
学

・
天

台
学

、

大
正

大
学

・
東
洋

大
学
非

常
勤

講
師

）
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