
三
四

宗
學

の
體
系
と
そ
の
論
理

i

特
に
原
理
的
考
察
を
中
心
と
し
て
ー

藤

原

了

然

一

序

言

一
般
に
、
宗
乘
と
宗
學
と
は
屡

々
混
淆
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
然
し
儼
密
に
い
ふ
な
ら
ば
、
宗
乘
と
宗
學
と
の
間

に
は
越
え
が
た
き
區
別

が
考

へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
宗
乘
と
は
、
語
義
よ
り
す
る
な
ら
ば
そ
の
名
の
示
す
如
く

二
示
の
乘
物

の
意
で
あ

る
し
、
こ
れ
を
實
踐

的

立
場
よ
り
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
宗
團

に
屬
す
る
す
べ
て
の
人

々
の
歩
む

べ
き
道
(
往
生
道
)
と
し
て
理
解
さ
る

べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に

對
冖し
て
宗
學
は
宗
乘
を
取
扱
ふ
學
と
し
て
の
位
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
從

つ
て
宗
學
と
は
、
宗
祀
に
よ

つ
て
明
示

さ
れ
た
往
生
道
を
闡
明

も

し
く
は
顯
彰
す
べ
き
約
束
の
下
に
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
學
で
あ
る
。
言
ひ
換

へ
れ
ば
、
宗
學
は
、
過
去
の
祀
師
に
よ
つ
て
具
體
的
に

示

さ
れ
た
宗
乘

の
誤

る
な
き
本
質
的
把
握
と
共
に
現
在
及
び
將
來

に
於
て
こ
れ
が
如
何
に
展
開

さ
る
べ
き
か
の
究
明
と
を
そ
の
根
本
的
課

題

と
し
て
ゐ
る
も
の
と
言

へ
る
。
從
つ
て
所
謂
宗
學
的
努
力

が
眞
の
宗
學
に
ふ
さ
は
し
い
も

の
で
あ
る
か
否
か
を
問

ふ
基
調
は
常
に
そ
れ

が

こ
の
根
本
目
的
に
參
與
す
る
か
否
か
に
依

つ
て
判
斷
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
と
へ
皮
相
的
意
味
に
於
て
叉
形
式
的
部
分
に
於
て
そ
れ
が

如
何
に
宗
學
的
色
彩
を
持
つ
に
し
て
も
、
無
批
判
的
に
こ
れ
を
宗
學
と
考

へ
る
こ
と
は
固
く
愼
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
譬

へ
ば
因
襲
的



宗
學

の
多
く
が
さ
う
あ
る
や
う
に
、
宗
典

の
形
式
的
訓
詰
的
註
釋
や
、
宗
義
骨
目

の
無
批
判
的
羅
列
や
、
宗
學
的
資
料
の
骨
董
的
好
奇
的

檢
討

の
如
き
は
、
そ
の
形
式
的
意
味
に
於
け
る
著

し
き
宗
璽

へ
の
類
似
に
も
拘
ら
す
、
眞
の
宗
學
と
は
、
凡
そ
縁
遠
い
も

の
と
考

へ
ら
る

べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
そ

の
貌
が
如
何
に
宗
學
的
で
な
く
て
も
、

そ
の
努
力
が
如
上
の
目
的
に
關
連
す
る
も

の
は
す
べ
て
宗
學

の

名

を
以
て
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

然
ら
ば
宗
學
が
眞

の
宗
學
で
あ
る
た
め
に
は
如
何
な
る
條
件
が
要
求
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
端
的
に
い
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
組
織
あ

る
體
系
と
誤

つ
な
き
論
理
と
を
以
て
宗
乘

の
眞
理
性
を
明
確
に
す
る
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
時
に
は
極
め
て
具
體
的
な
、
叉
時
に
は
尤

だ
抽
象
酌

な
、
叉
時
に
は
著
し
く
直
觀
的
な
祀
師

の
歡
読
を
素
材

と
し
て
こ
れ
を
色
讀
身
證
す
る
こ
と
に
依

つ
て
、

こ
れ
ら
の
中
に
吾

々

の
「
い
の
ち
」
を
托
す
る
に
足
る
必
然
的
な
實
踐
(往
生
)
道
を
見
出

し
て
行
く
も
の
こ
そ
洵

の
宗
學
な

の
で
あ
る
。

こ
の
故
に
正
し
き
宗
學

を
志
す
も
の
に
と
つ
て
は
、
何
を
措

い
て
も
先
づ
そ
の
體
系
と
論
理
と
が
要
求
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
鱧
系
の
な

い
も
の
に
眞

實

性
は
考

へ
ら
れ
な
い
し
、
論
理
の
な
い
も
の
は
獨
斷
を
出
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

次
下
の
小
節
は
こ
の
こ
と
に
關
す
る
乏
し
き
努
力
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

二

豫

備

的

考

察

は
じ
め
に
宗
學
の
體
系
究
明
に
先
だ
つ
て
特
に
考
慮
さ
る
べ
き
二

・
三
の
問
題

に
關
し
て
言
及
す
る
。

こ
れ
ら

は
宗
學
の
正
し
き
體
系

樹

立
の
た
め
に
は
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
方
法
的
要
件
と
考

へ
ち
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第

一
に
考
慮
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
特
に
宗
學

の
み
な
ら
す

一
般
佛
教
を
通
じ
て
行
は
れ
て
ゐ
る
不
用
意

で
は
あ

る
が
、
使
用
概
念
の
不

宗
學
の
體
系
と
そ
の
論
理
(藤
原
)

三
五



三
六

明

瞭
性
も
し
は
概
念
關
係
の
混
亂
で
あ
る
。
最
も
人
口
に
膾
灸
し
て
ゐ
る

一
例
を
求
む
る
な
ら
ば
、
「
色
即
是
室
、
筌
帥
是
色
」
の
語
句

が

擧

げ
ら
れ
る
。
こ
の
文
の
前
句

の
色
と
後
句

の
色
、
前
句

の
室

と
後
句

の
室
等

の
關
係
に
つ
い
て
考

へ
て
見

る
に
、
(色
叉
は
室
の
關
係
を

論

す
る
こ
と
は
茲
で
の
主
題
で
は
な
い
が
)
言
ふ
ま
で
も
な
く
、

一
定

の
條
件
の
下
に
於
て
「
色
即
是
筌
」
の
命
題

は
正
し
い
し
、
「
室
印
是

色
」

の
立
論
も
許
さ
れ
て
よ

い
。
然
し
こ
の
故

に
室
11
色
、
も
し
く
は
色
"
室
と
す
る
こ
と
は
論
襲

的
な
飛
躍
が

あ
る
。

こ
の
場
合
少
く

と

も
同
じ
く
色
と
い
ひ
又
等
し
く
室
と

い
ふ
も
、
前
句
に
於
け
る
色
叉
は
室
と
後
句
に
於
け
る
色

又
は
室
と
は
各

の
別
な
る
規
定
を
有
す

る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
帥
ち
こ
の
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
色
と
室
と
は
不
離

の
關
係
に
あ
る
と
か
、
室

と
色
と
は
不
可
分

の
關
係
を
有
す
る
と
か

い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
吾

々
は
「
色
帥
是
筌
、
室
邸
是
色
」
の
句
が
そ
の
ま
乂
認
容
さ
る
べ
き
境

地
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
、

一
定

の
條
件
の
下
に
於
て
は
か
く
の
如
き
立
論
は
必
ら
す
成
立
す
る
、
然
し
如
何
な
る
條
件
を
も
認
め

す

し
て
常

に
何
時
何
處
に
於
で
も
か
く
の
如
き
表
現
の
ま

玉
が
許
さ
れ
う
る
も

の
で
は
な

い
。
煩
惱
即
菩
提
と
い
ひ
、
生
死
帥
涅
槃
と
い

ひ
、
生
佛
不
二
と
い
ふ
如
き
何
れ
も
相
同
じ
で
あ
る
。
然
る
に
多
く

の
從
來

の
所
詮
は
、
こ
の
こ
と
に
關
す
る
錯
誤
が
尤
だ
屡

々
犯
さ
れ

て

ゐ
る
。
經
論
の
字
句

の
取
扱
に
於
て
、
章
疏

の
所
読
の
理
解
に
際
し
て
、
概
念
が
同

一
で
あ
つ
て
も
そ
の
意
味
内
容
に
懸
隔

の
あ
る
場

合

は
決
し
て
尠
く
は
な

い
。
か
く

の
如
き
場
合
そ
の
丈
相
的
な
類
似
に
捉
は
る
玉
な
ら
ば
、
そ

こ
に
考

へ
ら
れ
る
も

の
は
所
謂
、
概
念

の

遊

戯

の
み
で
あ
る
。

叉
、
從
來

の
宗
學
に
於
け
る
著
し
き
傾
向
は
概
念
關
係
に
つ
い
て
の
不
用
意
で
あ
る
。
た
と

へ
ば
安
心
と
起
行

に
つ
い
て
考
ふ
る
に
、

普

通
、
安
心
と
は
心
的
準
備
、
起
行
と
は
實
踐
的
行
と
理
解
さ
れ
、
こ
の
兩
者
は
車

の
兩
輪
、
鳥

の
双
翼
に
喩

へ
ち
れ
、
心
行
具
足
の
所

に
は
じ
め
て
往
生

の
大
果
あ
り
と
さ

れ

て
ゐ
る
。
成
る
程
、
概
念
的
形
式
と
し
て
は
、
安
心
と
起
行
と
は
並
行

す

べ
き
も
の
で
あ
る
、



魍
釋
を
繙
く
も
、
三
心
を
所
詮
し
て
「
助
け
た
ま

へ
の

一
心
」
と
解
す
る
明
丈
は
伺
は
れ
る
が
三
心
を
起
行

の
中

に
融
會
せ
し
め
た
も
の
は

な

い
。
然
し
、
實
際
問
題
と
し
て
考

へ
る
と
き
安
心
と
起
行
と
が
斯
か
く
峻
別
さ
れ
う
る
で
あ
ら
う
か
。
起
行
と
な
ら
ざ
る
安
心
が
考

へ

ら

れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
未
だ
寔
の
安
心
と
稱
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
安
心
を
俘
は
な
い
起
行
が
考

へ
ら
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
眞

の
行
と

は
謂
は
れ
え
な
い
、
即
ち
安
心
の
外
に
起
行
な
く
、
起
行
の
外
に
安
心
な
し
と
す
る
も
の
、
更
に
い
ふ
な
ら
ば
内
的
な
る
起
行
を
安
心
と

稱

し
、
外
的
な
る
安
心
を
起
行
と
説
く
も
の
と
考

へ
る
見
方
が
最
も
切
實
な
る
考
察
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
素
よ
り
吾

々
は
心
印
行
の

】
邊
を
執
す
る
も
の
で
は
な
い
。
唯
だ
言
は
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
隻
手
の
聲
と
い
ふ
如
き
も
の
が
考

へ
ら
れ
な

い
や
う
に
眞
の
往
生
法
と

し

て
詭
か
る
玉
安
心
起
行

の
關
係
は
必
ら
す
や
如
上
の
如
き
關
係
を
本
質
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
と
云
ふ
に
あ
る
。
三
學
の
關
係
、
色

心

の
關
係
、
現
象
本
體

の
關
係
亦
た
考

へ
ら
る
べ
き
多
く

の
も
の
を
持

つ
。

第

二
に
心
す
べ
き
は
、
宀示
義
と
佛
教
思
想
的
中
核
と
の
關
係
で
あ
る
。
古
今
槽
定
を
考

へ
格
外
の
宀示
風
を
読
く
は
宜
し
い
。
こ
の
獨
自

性

に
よ
れ
ば
こ
そ

一
宗
開
創

の
意
義
が
あ
る
。
然
し
か
く
の
如
き
獨
自
性

の
高
調
は

一
代
佛
教

へ
の
背
反
で
あ

つ
て
は
な
ら
ぬ
、
帥
ち
故

な

き
獨
斷
叉
は
盲
読
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
獨
自
性
た
る
や

一
代
佛
教

の
思
想
的
中
核

に
根
據
す
る
最
高
峰
と
し
て
の
獨
自
性
で
な

け

れ
ば
な
ら
ぬ
、
言
ひ
換

へ
れ
ば

一
代
佛
歡

へ
の
融
通
性
に
裏
づ
け
ら
れ
た
獨
自
性
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
洵

に
淨
土
教
特
に
淨
土
宗
義

た

る
や
既
に
幾
多

の
先
聖
に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ

て
ゐ
る
如
く
、
根
本
佛
読
の
精
要
は
縁
起
中
道
を
出
で
す
、
縁
起

の
理
の
思
索
的
所
産
と

し

て
筌
理
室
觀
と
な
る
、
筌

理
實
踐
と
な
り
大
乘
諸
宗
を
出
す
、
大
乘
諸
宗
多
し
と
雖
ど
も
行
(從

つ
て
果
)
に
勝
劣
あ

つ
て
稱
名

の

一
行

0

を

以
て
究
意
大
乘
と
稱
す
と
い
ふ
佛
教
思
想
的
最
高
位
に
位
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
自
覺
が
善
導
に
よ
つ
て
は
「
別
意

の
弘
願
」
と
読
か

れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
獨
自
の
語
に
幻
惑

さ
れ
て
動
も
す
れ
ば
他
宗
餘
義

へ
の
無
意
味
な
る
峻
別
に
心
勞
し
、
別
途
の
語
に
溺

宗
學
の
體
系
と
そ
の
論
理
(藤
原
)

三
七



三
八

れ

て
誤

つ
て
獨
斷
の
悔
な
し
と
せ
ざ
る
も
の
あ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
宗
學
を
毒
す
る
も
の
で
あ
る
と
稱
し
て
過
言

で
な
い
。
如
何
に
獨
自
性

を
矜
る
に
し
て
も
、
そ
の
教
義

の

}
代
佛
教
思
想
的
中
核

へ
の
關
蓮
(
教
義

の
融
通
性
)
こ
そ
宗
學
す
る
も
の
の
嚴
に
心
す
べ
き
要
件
で
あ

る

こ
と
は
牢
記
に
値
す
る
。

第
三
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
教
法
價
値
の
不
變
性
印
ち
佛
陀
證
悟
の
至
上
性
に゚
關
し
て
夐
あ
る
。
特
に
輓

近
著

し
く
進
歩
し
た
所

の

佛
教

に
關
す
る
史
的
考
察

の
成
果
と
し
て
、
或
は
佛
教
思
想
發
逹
皮
が
考

へ
ら
れ
、
或
は
佛
教

々
理
史
が
研
討
さ
れ
、
宗
學
に
於
て
も
宗
義

②皮

な
る
も
の
が
提
唱
さ
る
X
に
及
ん
で
、
佛
教

々
理
叉
は
宗
義
そ

の
も
の
に
恰
も
進
歩
發
展
あ
る
か
の
如
く
思

は
せ
る
も
の
が
あ
る
。
加

之
、
入
情
の
必
然
と
し
て
丈
化
的
に
日
進
月
歩
を
要
請
す
る
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
た
と

へ
そ
れ
が
素
朴
的
漠
然
性
を
出
で
な
い
も
の
で
あ

つ
て
も
、
三
千
年

の
古
は
愚
か
七
百
年

の
昔
に
於
け
る
宗
租
の
教
読
さ

へ
も
、
今
日
の
丈
化
生
活
に
醤
し
て
剴
切
な
る
指
導
的
逍
力
を
持

つ
か
否
か
に
つ
い
て
嫌
た
ら
ぬ
も
の
あ
る
は
蓋
し
止
む
を
得
な
い
所
と
云

へ
る
で
あ
ら
う
。

③

然

し
既
に
古
聖
に
よ
つ
て
或

は
コ
ニ
世

一
貫

の
法
L
と
云
ひ
、
或
は
コ

立
古
今
然
L
と
穩
し
て
幾
度
か
高
調
さ
れ
來

つ
た
や
う
に
、
教
法

の
本
質
を
な
す
佛
自
内
證

に
は
不
完
全
性
も
し
く
は
進
歩
的
可
能
性
と
い
ふ
も

の
は
考

へ
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。

け
れ
ど
も
か
く
言
ふ
は

決

し
て
大
乘
小
乘

の
異
な
り
、
八
家
九
宗

の
別
を
無
硯

せ
よ
と
い
ふ
の
で
は
な
"
。
そ
の
意
味
す
る
所
は
、

こ
れ
ら

の
諸
種

の
所
読
は
、

佛

自
内
證

の
高
下
、發
展

の
段
階
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
至
上
不
變

の
佛
自
内
證
領
受
に
關
す
る
方
法
的
巧
稚
も
し
く
は
佛
陀
教
読
表
現

の
種

々
相
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
に
あ
る
。
從
つ
て
佛
教

々
理
史
は
佛
教
解
釋
史
と
云
ぴ
變

へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
宗
義
史
は
宗

義

理
解
史
と
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
そ
の
歴
史
が
如
何

に
古
く
と
も
佛
教
に
於
て
は
思
索
の
學

一
般
に
於
け
る
如
く
翼

理

探

究
に
向

つ
て
の
理
論
鬪
爭
に
あ
り
う
べ
き
.で
は
な

い
。

た
と

へ
如
何

に
精
妙
な
る
努
力
が
あ
つ
て
も
そ
れ
は
佛

諡
顯
彰
を
出
で
な
い
し



よ

し
ん
ば
甚
だ
究
明
的
な
る
部
分
が
存
在
す
る
に
し
て
も
そ
れ
は
想
定
さ
れ
た
も
の
(證
と
そ
の
方
法
)
の
闡
明
に
す
ぎ
な

い
も
の
と
考

へ

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
樹
す
る
確
認
な
く
し
て
、
過
つ
て
佛
自
内
證
の
發
展
を
豫
想
す
る
如
き
は
尤
だ
方
法
的
で
な

い
。

三

宗
學
に
於
け
る
論
理

從
來

一
般
的
に
宗
學
と
稱
せ
ら

る
x
も
の
乂
内
容
は
甚
だ
整
雜
、
多
岐
、
多
樣
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
組
織
的
論
理
的
に
考
察
す
る
な

ら

ば
、
そ
の
體
系
と
し
て
二
の
大
綱

が
考

へ
ら
れ
る
。

一
つ
は
本
願
成
立

の
論
理

(彌
陀
成
佛
の
因
果
)
で
あ
り
、
他
は
衆
生
救
濟

の
論

理
(
凡
夫
往
生
の
因
果
)
で
あ
る
。

こ
の
兩
者

の
中
、
そ

の
論
理
的
本
末
を
問
ふ
な
ら
ば
言
ふ
ま
で
も
な
く
本
願
成

立
の
論
理
を
本
と
す
べ

き

で
あ
る
が
、
從
來

の
宗
學
的
努
力

の
多
く
は
衆
生
救
濟

の
論
理
に
注
が
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
掩
ふ
べ
く
も
な
い
。
淨
土
宗
學
に
於
け
る
常

識

と
し
て
は
大
經
兩
卷
の
中
、
上
卷
は
前
者
を
明
し
、
下
卷
は
後
者
に
關
係
す
る
も

の
と
解

さ
れ
、

こ
の
兩
因
果
双
翼
と
な
つ
て
衆
生
往

生

盧
し
か
ら
す
と
諡
か
れ
て
ゐ
る
。
然
し
論
理
的
推
究
を
辿

る
な
ら
ば
兩
者
共
に
因
果
の
語
を
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
玉
そ
の
實
、
前
者

に
於
け
る
因
[果
と
後
者
に
於
け
る
因
果
と
は
内
容
的
に
著
し
く
區
別
さ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
。

今
、
彌
陀
成
佛
の
因
果
即
ち
本
願
成
立
の
論
理
に
つ
い
て

一
言
す
る
。
阿
彌
陀
佛
の
身
土
に
關
す
る
正
流

の
解

は
言
ふ
ま
で
も
な
く
三

身

印

一
の
報
身
報
土
で
あ
る
。

こ
の
報
身
報
土
は
そ
の
語
義

の
指
示
す
る
如
く
酬
因
感
果

の
身
土
で
あ
る
。
印

ち
阿
彌
陀
佛

の
成
佛
に
關

す

る
因
果
は
、
是
く

の
如
き
因
に
よ
り
是
く

の
如
き
果
あ
り
と
い
ふ
因
果
で
あ
る
。
言
ひ
換

へ
れ
ば
法
藏
五
劫
思
惟
四
十
二
劫
長
載
永
劫

の
修
行
は
か
の
極
樂
淨

土
建
設

の
果
に
値
す
る
因
で
あ
り
、
十
劫
正
覺

の
大
果
は
法
藏
因
位
發
心
修
行

の
大
因
に
ふ
さ
は
し
い
所
得
な
の

で

あ
る
。
從

つ
て
こ
の
場
合
に
於
け
る
因
果
は

物
理
學
的
な

自
然
現
象
に
於
け
る
因
果
關
係
と
そ

の
規
を

一
に
す
る
も
の
と
云
つ
て
よ

宗
學
の
體
系
と
そ
の
論
理
(藤
原
)

三
九



四
〇

い
。こ

れ
に
對
し
て
衆
生
救
濟
の
論
理
即
ち
凡
夫
往
生

の
因
果
は
著
し
く
そ

の
趣
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
實
際
問
題
と
し
て
凡
夫
の
行
因
は
報

④

土
往
生

の
果
報
獲
得

の
た
め
に
は
餘
り
に
も
貧
さ
い
。
既
に
宗
組
に
依

っ
て
「
能
令
瓦
礫
變
成
金
」
と
看
破
さ
れ
た
や
う
に
、
報
土
往
生
は

疑

ふ
べ
く
も
な
い
大
果
で
あ
り
勝
報
で
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
凡
夫

の
行
業
は
明
か
に
小
因
で
あ
り
劣
行
で
あ
る
。
故
に
凡
入
報
土
を
因
果

的

に
見
れ
ば
小
因
大
果
、
劣
行
勝
報

の
難
あ
る
は
冤
れ
が
た
い
所
で
あ
る
。
然
し
通
途
の
因
果
的
見
地
に
立
ち
論

理
的
理
解
に
據
る
限
り

か
く
の
如
き
こ
と
は
斷
じ
て
許
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
故

に
凡
入
報
土
を
理
解
す
る
に
は
因
果
論
理
に
背
反
す
る
を

以
て
虚
僞
と
す
る
か
、

或

は
因
果
論
理
に
非
ざ
る
他

の
論
理
を
援
用
す
る
か
二
の
中
の

一
が
擇
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
中
、
凡
入
報
土
を
虚
僞
と
す
る
義

は
素
よ
り
採
用
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
然
ら
ば
因
果
論
理
に
非
ざ
る
他

の
論
理
と
は

一
體
何
で
あ
ら
う
か
。

　
　

こ
の
問
題
に
關

し
て
善
導

の
觀
經
疏
玄
義
分

に
は
「
今

こ
の
觀
經
の゚
十
聲
稱
佛
は
即
ち
十
願
十
行
あ
つ
て
具
す
」
と
い
ふ
所
読
が
あ
る
。

こ

の
諡
は
そ

の
文
相
よ
り
理
解
す
る
な
ら
ば
恰
も
凡
入
報

土
の
論
理
を

一
般
的
な
因
果
論
理
の
形
式
に
當

て
は
め
ん
と
す
る
も
の
の
如
く

で
あ
る
。
然
し
こ
の
表
現
は
、
立
體
的
な
る
内
容
を
準
面
的
に
詮
表
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
帥
ち
凡
夫

の
劣
行
を
し
て
十
願
十
行
を
具

足

せ
し
む
る
強
縁
を
凡
夫

の
行
自
身

の
中
に
約
読
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
思

ひ
到
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
凡
夫

の
貧
し
き
散
業
の

一
た
る

口
稱
の

一
行
を
以
て
諸
善
萬
行
を
遙
か
に
超
過
せ
る
功
徳
を
有

せ
し
む
る
も

の
は
實

に
彌
陀
大
願
業
力

の
彊
増
上
縁
で
あ
る
。

こ
の
彌
陀

の
他
力
強
縁
な
く
し
て
は
凡
夫

の
如
何
な
る
行
業
も
幻
化
の

一
相

に
過
ぎ
な

い
。
故
に
凡
入
報

土
の
義
は
彌
陀
本
願
他
力

の
支
持
な
く
し

て
は
何
の
意
味
も
價
値
も
あ
り
得
な
い
。
彌
陀

の
本
願
を
他
力
壌
上
縁
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
始
め
て
凡
夫
報

土
往
生
は
そ
の
論
據
を
持

ち
得
る
も

の
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。



か
く
考

へ
來
れ
ば
衆
生
往
生

の
因
果
と
稱
せ
ら
る
る
も
の
は
決
し
て
大
因
大
果
、
小
因
小
果
と
い
ふ
如
き
修
因
感
果
の
因
果
論
理
で
は

な

い
。
そ
れ
は
十
劫
正
覺

の
彌
陀
の
本
願
に
よ
つ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
目
的
(
往
生
)
と
手
段
(稱
名
)
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

從
來
、
動
も
す
れ
ば
こ
の
こ
と
に
關
す
る
理
解

の
不
徹
底
よ
り
概
念
的
皮
相
に
拘
泥
し
て
、
衆
生
往
生
を

一
般
的
な
因
果
關
係
を
以
て
理

解

せ
ん
と
し
た
結
果
、
宗
學
は
そ
の
論
理
を
謬
り
、
混
亂

の

一
路
を
辿
り
、
多
く
の
宗
學
的
努
力
は
終

に
概
念

の
羅
列
に
絡
始
せ
ざ
る
を

得

な
か
つ
た
こ
と
は
寔

に
止
む
を
得
ざ
る
所
で
あ
る
。
嘗
て
善
導

に
依
つ
て
諸
師

の
解
と
し
て
擧
げ
ら
れ
た
諸
読

、
嘉
群
、
淨
影
、
天
台

の
碩
學
を
以
て
し
て
も
徇
出
つ
る
こ
と
の
出
來
な
か
つ
た
因
果
論
理
と
凡
入
報
土
論
理

の
混
同
亦
た
か
く

の
如
き
方
法
的
錯
誤
に
よ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
思
ひ
あ
は
せ
て
宗
祺

の

「
わ
れ
淨
土
宗
を
た
つ
る
心
は
、
凡
夫

の
報
土
に
む
ま
る

乂
こ
と
を
し
め
さ
ん
が

た
め
な
り
、
も
し
天
台
に
よ
れ
ば
凡
夫
淨
土
に
む
ま
る
玉
こ
と
を
ゆ
る
す
に
似
た
れ
ど
も
淨
土
を
判
す
る
こ
と
あ

さ
し
、
も
し
法
相

に
よ

れ

ば
、
淨

土
を
判
す

る
事
ふ
か
し
と
い
へ
ど
も
凡
夫
の
往
生
を
ゆ
る
さ
す
、
諸
宗

の
所
談
こ
と
な
り
と

い
へ
ど
も
、
す
べ
て
凡
夫
報
土
に

む

ま
る
玉
こ
と
を
ゆ
る
さ
貸
る
ゆ

へ
に
、
善
導

の
釋
義

に
よ
り
て
淨
土
宗
を
た
つ
る
時
、
す
な
は
ち
凡
夫
報
土
に
む

ま
る
」
事
あ
ら
は
る
玉

⑥
な
り
L
の
丈
に
接
す
る
と
き
寔
に
宗
租

の
達
見
千
載
を
照
し
、
本
願
の
妙
用
湧
く
が
如
き
を
痛
感
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

如
上
、
二
の
論
理
形
式
の
考
察
よ
り
吾

々
は
眞

の
宗
學
的
論
理
が
如
何

に
あ
る
べ
き
か

の
見
通
し
が
許
さ
れ
う

る
で
あ
ら
う
。
因
果
論

理
に
於
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
と
本
願
に
裏
づ
け
ら
れ
た
論
理
(本
願
論
理
と
云
つ
て
も
い
玉
)
に
よ
つ
て
理
解
さ

る
べ
き
も
の
と
の
間

に

は
自
か
ら
な
る
別
が
考

へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
因
果
論
理
の

一
邊
に
固
執

し
て
宗
學

の
體
系
を
樹
立
せ
ん

と
す
る
も
の
、
本
願
不

思

議
の
語

に
陶
醉

し
て
飛
躍
的
論
理
を
弄
ん
で
恰
も
こ
れ
眞
の
論
理
と
考

へ
る
も
の
、
無
批
判
的
に
因
果
論
理
と
本
願
論
理
を
混
用
す
る

も

の
、
そ

こ
に
は
組
織
的
宗
學
は
期
待
さ
る
べ
く
も
な

い
し
宗
學
の
體
系
は
把
握
さ
る
べ
く
も
な
い
。
そ
こ
に
考

へ
ら
れ
る
も

の
は
唯
だ

宗
學
の
體
系
と
そ
の
論
理
(藤
原
)

四

一



四
二

概

念
の
骨
董
的
訓
詁
註
釋
と
、
章
節
文
句
の
無
批
判
的
羅
列
と
、
宗
義

の
繁
瑣
的
混
亂

の
み
で
あ
る
。

か
玉
る
理
解

の
下
に
從
來

の
宗
學

に
於
け
る
重
要
課
題
た
る
會
通
學
も
再
檢
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
教
論

の
皮
相
的
な
牽
彊
附
會

字
句

の
形
式
的
融
合
は
眞
の
會
通
で
は
な

い
、
極
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
學
を
毒
す
る
も
の
で
あ
る
。
眞

の
會
通
と
は
如
上
論
理
の
蓮
用

に
於
て
謬
つ
こ
と
な
く
、
教
読
、
字
句
の
表
示
せ
ん
と
す
る
原
意
に
於
て
矛
盾
せ
る
も
の
X
高
次
的
融
合
統

一
を
計
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば

な

ら
ぬ
。
印
度
的
表
現
必
す
し
も
支
那
に
於
て
爰
當
で
は
な
い
し
、
支
那
的
表
現
必
す
し
も
日
本

に
於
て
認
容
さ

る
べ
き
で
は
な

い
。
同

樣

に
鎌
倉
期
的
表
現
必
す
し
も
現
代
に
於
て
適
切
と
は
考

へ
ら
れ
な

い
。
こ
の
際
、
前
者

に
於
け
る
眞
精
神
を
把
握
(領
受
)
す
る
こ
と
に

よ

り
、
こ
れ
を
後
者

の
時
代
的
性
格

の
中
に
再
現
(開
顯
)
し
て
行
く
こ
と
こ
そ
會
通
學

の
根
本
的
任
務
と
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
の
如

き
會
通

に
際
し
て
、
そ
の
基
本
的
論
理
と
思
は
れ
る
も

の
は
前
述
二
の
論
理
形
式
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
論
理
の
蓮
用
の
當
否

こ
そ
正
し
く

會

通

の
死
命
を
制
す
る
も
の
と
云
は
れ
う
る
で
あ
ら
う
。

四

最
高
原
理
と
し
て
の
本
願

先
に
凡
夫
往
生
は
彌
陀

の
本
願
に
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
始
め
て
意
味
を
有
す
る
も

の
な
る
こ
と
に
觸

れ
た
。
言
ぴ
換

へ
れ
ば

淨

土
宗
學
は
彌
陀

の
本
願
を
第

一
原
理
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
然
ら
ば
本
願
と
は
如
何
に
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

こ
の
問
題
に
關
し
て
大
原
問
答

に
は
留
意
す
べ
き
名
丈
が
あ
る
。
帥
ち

「
淨
土
門
と
は
、
之
れ

に
付
て
二
義
あ
り
。

一
に
は
他
力
太
願

の
實
體
、
二
に
は
他
力
本
願
の
化
用
な
り
。
初
め
に
他
力
本
願

の
實
體
と
は
、
謂
は
く
、佛

の
密
意
な
り
。
亦
た
是
れ
佛
智

の
所
照
な
り
。

凡
そ
聖
道
淨

土
の
二
門
は
共
に
眞
如
實
相
を
以
て
其
の
體
と
な
す
故
に
、
前

の
聖
道
門

の
中
に
明
す
所
の
無
塵
法
界
凡
聖
齊
圓
之
理
、
恒



沙
功
徳
寂
用
湛
然
の
性
是
れ
他
力
の
實
體
な
り
。
五
智

の
中
の
佛
智
と
は
帥

ち
此
の
理
を
指
す
。
次
に
他
力
本
願

の
化
用
と
は
、
謂
は
く

密
意

の
上
の
教
門
な
り
。
亦
た
是
れ
四
智

の
所
成
な
り
。
極
樂
遠
か
ら
す
し
て
十
萬
億
刹

の
西

に
構

へ
、
彌
陀
己
心
に
在
り
て

一
座
華
臺

O

の
形
を
現
す
。
不
思
議
智
不
可
稱
智
等
と
は
此
の
善
巧
方
便
を
指
す
L
と
言

へ
る
も
の
是
れ
で
あ
る
。

こ
玉
に
無
塵
法
界
凡
聖
齊
圓
之

理
、

恒
沙
功
徳
寂
用
湛
然

の
性
と
言
は
る
玉
他
力
本
願

の
實
體
こ
そ
は
言

ふ
ま
で
も
な
く
他
力
法
門

の
第

一
義
的
原
理

で
あ

つ
て
、
こ
の
原
理

に
根
據
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
初
め
て
淨
土

一
門
は
由
な
き
虚
妄
性
を
離
れ
、
亦
た
單
な
る
方
便
假
設
を
離
れ
、
不
拔

の
確
實
性
と
こ
よ
な

き
眞
實
性
に
安
佳
す
る
こ
と
が
出
來

る
の
で
あ
る
。
帥
ち
淨
土
教

一
般
の
如
何
な
る
部
分
も
こ
の
原
理
に
よ
る
限
り
、
そ
れ
は
搖
ぎ
な
き

も

の
で
あ
り
、
た
と

へ
そ
れ
が
方
法
的
に
如
何
に
精
妙

で
あ

つ
て
も
こ
の
原

理
を
逸
す
る
な
ら
ば
總

べ
て
は
盧
法

た
る
を
冤
れ
な

い
。
訳

に
、
密
意

の
上
の
教
門
、
四
智

の
所
成
、
と
い
ひ
、
具
體
的
に
は

「
極
樂
遠
か
ら
す
し
て
十
萬
億
刹

の
西
に
構

へ
、
彌
陀
己
心
に
在
り
て

一
座
華
臺
の
形
を
現
す
」
云

々
と
読
か
る
x
善
巧
方
便
は
、
正
し
く
こ
の
第

一
義
的
原
理
の
展
開
し
て
法
爾
な
る
も
の
と
解
さ
る
べ
き
で

あ

る
。
有
相
の
佛
身
と
い
は
る
瓦
彌
陀
、
有
相

の
淨
土
と
諡
か
る
玉
極
樂
淨
土
亦
た
こ
の
理
路
を
出
つ
る
も

の
で
は
な
い
。
但
し
上
の
大

原
問
答

に
は
教
理
史
的
な
反
省
が
試
み
ら
れ
て
な

い
。
そ
の
教
理
史
的
理
解
を
要
求
す
る
な
ら
ば
先
に
考
察
し
た
や
う
に
、
縁
起
↓
室
↓
・

本

願
の
過
程
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
出
來

る
で
あ
ら
う
。

以
上
、
淨
土

一
門

の
第

一
義
的
原
理
た
る
本
願
そ

の
も

の
N
體
と
用
と
の
原
理
的
考
察
を
經
て
、
第
二
に
は
、

こ
の
本
願
と
本
願
の
封

象

た
る
衆
生
と
の
關
係
に
つ
い
て
言
及
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑧

聖
經
に
「
十
方
衆
生
」
と
規
定
さ
れ
た
明
文
が
あ
る
や
う
に
、
本
願
の
樹
象
は
、
活
き
と
し
活
け
る
も
の
の

一
切
を
含
む
。

こ
の

一
切
衆

生

の
本
願
に
對
す
る
態
度
は
、
本
願
威
立

の
回
顧
に
於
て
明
か
に
窺
知
さ
る
玉
如
く
、

ぴ
た
す
ら
本
願
に
、相
應

し
、
本
願

に
隨
順
す
る
以

宗
學
の
體
系
と
そ
の
論
理
(藤
原
)

四
三



四
四

外

の
何
物
で
も
な
い
。
願
意
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
願
丈
所
定

の
行
業
實
踐
者
を
悉
く
往
生
せ
し
む
る
と
い
ふ
に
あ

る
。
然
も
願
成
就
し
て

十
劫
、
正
覺

の
彌
陀
嚴
然
と
し
て
現
在
説
法
し
た
ま
ふ
。

こ
の
故
に
行
者

に
與

へ
ら
れ
た
る
唯

一
絶
樹
の
途
は
、

佛
意

の
ま

玉
に
生
活
(念

佛
)
す
る
外
に
な
い
。

こ
れ
以
外

の
餘
他

の
す
べ
て
の
行
業
は
雜
修

で
あ
り
雜
行
で
あ
る
。
雜
行
に
も
素
よ
り
善
惡
優
劣

の
別
は
な
い
で

は
な
い
、
然
し
こ
れ
ら
の
區
別
は
所
詮
捨
て
ら
る
べ
き
も

の
に
封
す
る
考
察
で
あ
り
眞

に
正
道
を
探
求
す
る
も
の
に
取
つ
て
は
死
兒

の
齡

⑨

を
數

ふ
る
に
等
し
い
。

こ
の
佛
意
相
應

の
生
活

に
羯
す
る
宗
學
的
表
現
は
「
故

の

】
字
」
と
し
て
相
傳
さ
れ
て
ゐ
る
。
故

の

】
字
に
習
ひ
を

さ
む
る
な
り
、
と
い
は
れ
た
先
聖
の
金
言
は
寔

に
肝
に
銘
す

べ
き
も

の
が
あ
る
。
事
實
、
傳

々
列
祀
の
宗
學
的
努

力
の
す
べ
て
が

「
故

の

一
字
」

の
顯
彰
を
出
で
な
か
つ
た
こ
と
は
言
を
俟
た゚
な
い
所
で
あ
る
。

こ
の
「
故
の

一
字
」
の
原
由
と
さ
れ
る
も
の
が
、
か

の
善
導

の
三
心
釋
の
下
に
於

て
稱
名

の

一
行
を
釋
し
て

「
一
心
專
念
彌
陀
名
號
、
行

O

往
坐
臥
不
問
時
節
久
近
、
念
念
不
捨
者
、
是
名
正
定
之
業
、
順
彼
佛
願
故
」
と
い
へ
る
も
の
で
あ
り
、
他

の
表
現
を
藉
る
な
ら
ば
、「仰
願

】
切
行
者
等
、

一
心
唯
信
佛
語
、
不
顧
身
命
、
決
定
依
行
、
佛
遣
捨
者
帥
捨
、
佛
遣
行
者
即
行
、
佛
遣
去
處
即
去
、
是
名
隨
順
佛
教
、
隨

ti

順
佛
意
、
是
名
隨
順
佛
願
」
と
い

へ
る
絶
封
隨
順
、
絶
羯
信
頼

の
言
葉

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
の
創
見
に
於
て
善
導
教
諡
は
千
古
不
磨
の
輝

を
持
ち
、
炳
と
し
て
偏
依
善
導

02
矜
を
懐

き
う
る
の
で
あ
る
。

如
上
、
二
の
考
察
に
よ
つ
て
吾

女
は
、
本
願

こ
そ
宗
義
確
立

の
根
本
要
素
で
あ
り
、
最
高
原
理
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
う
る
と
思
ふ
。

五

立
教
開
宗
の
意
義

次
に
考

へ
ら
る
べ
き
こ
と
は
本
願

の
行
の
實
踐
に
關
し
て
貸
あ
る
。
印
ち
本
願
開
顯
の
現
實
相
が
如
何

に
あ
る
べ
き
か
貸
究
明
さ
れ
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宗
義

に
於
て
は
、
本
願

の
行
實
踐
の
典
型
と
さ
る
べ
き
も
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
宗
詛
法
然
上
人
で
あ
る
。
又

こ
の
意
味
に
於
て
こ
そ

宗

祀
の
宗
祀
と
靖
ぱ
る
玉
所
以
が
あ
る
。
從

つ
て
宗
祀
立
教
開
宗

の
眞
意
義
は
、

一
宗
開
創
と
い
ふ
如
き
形
式
的
價
値

に
於
て
考

へ
ら
る

べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
は
實

に
こ
の
本
願

の
行
た
る
稱
名
念
佛

の
具
體
的
實
牋
の
最
高
基
準
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
又
別
な
考

察

を
須
ふ
る
な
ら
ば
、
立
教
開
宗
と
謂
は
る
x
も
の
は
、
普
通
に
素
朴
的
立
場
よ
り
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
如
く
、
前

人
未
踏

の
新
読
を
提
唱

し
た
と
い
ふ
が
如
き
こ
と
で
は
な
く
、
謂
は
ゴ
佛
陀

の
眞
読
帥

ち
本
願

の
行
を
體
認
自
覺

し
た
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更

に
言
ひ
換

へ
る
な
ら
ば
宗
租
の
所
読
は
新
方
面

へ
の
發
展
で
は
な
く
、
眞
實
な
る
も
の
邸
ち
佛
意

へ
の
復
歸
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
立
教
開
宗

と

い
は
る
玉
眞
意
は
、
形
式
的
に
は
新
し
き
も

の
玉
創
定
で
は
あ
る
が
、
實
質
的
に
は
眞
に
佛
陀
精
祚
に
歸

る
こ
と
で
あ
り
、
と
の
佛
陀

精
神
を
現
實
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
玉
に
於
て
留
意
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
佛
陀
と
宗
祀
と
の
關
係
、
宗
祀
と
末
徒
た
る
吾

々
衆
生
と
の
關
係

で
あ

る
。
聖
道
諸
宗
に
於

て

は
読
相
の
差

こ
そ
あ
れ
、
組
師
と
は
佛
陀

の
歩
め
る
途
を
自
ら
の
時
代
に
於

て
歩
む
こ
と
に
よ
り
此
土
入
證

せ
し
も
の
で
あ
り
、
末
徒
は

そ

の
組
師
の
歩
め
る
途
を
學
ぶ
こ
と
に
依
つ
て
亦
た
自
ら
證
得
菩
提
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
從

つ
て
佛
と
祀
師
と
末
徒
と
の
聞

に
は

何
等
本
來
的
な
區
別
相
違
は
な
く
、
共
に
法
性

の
理
を
自
覺
體
解
す
る
時
に
は
同
じ
く
無
上
覺

に
至
り
う
る
も
の
で
あ
つ
て
、
謂
は
貸
こ

の
三
者
は
先
輩
と
後
輩
と
の
關
係
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考

へ
ら

れ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
淨

土

}
門
に
於
け
る
佛
と
宗
組
と
の
間

に
は
越

へ
が

た
き
懸
隔
が
認
め
ら
れ

な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
淨
土
門

に
於
け

る

組
師
は
單
な
る
本
願
の
行

の
實
踐
者
に
す
ぎ
な
い
。
た
と

へ
宗
組
に
三
昧
發
得
の
内
的
經
驗
あ
り
と
雖
も
、
吾

々
に
は
こ
の
宗
組
の
三
昧

宗
學
の
體
系
と
そ
の
論
理
(藤
原
)

四
五



四
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發

得
の
力
用
に
よ
つ
て
救
は
る
x
の
で
は
な
い
。
衆
生
往
生
は

】
に
彌
陀
本
願
他
力

の
強
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
本
願

の
行
た
る
口
稱

一
行
の
實
踐
こ
そ
正
し
く
往
生
の
妙
果
を
獲
得
す
べ
き
唯

一
無
二
の
方
法
な

の
で
あ
る
。
宗
租
の
三
昧
發
得
は
宗

祗
往
生

の
確
證
で
は
あ

る
が
、
衆
生
を
佳
生
せ
し
む
る
力
用
を
有
す
る
も
の
で
は
な

い
。
故

に
端
的

に
云

へ
ば
、
宗
祗
は
本
願
に
乘
ぜ
し
も

の
玉

一
入
で
あ
り
、

本
願

の
行
實
踐
の
具
體
的
な
先
輩
に
す
ぎ
な
い
。
從

つ
て
淨
土

】
門
に
於
て
は
宗
祀
と
そ

の
末
徒
は
彌
陀
に
對
す

る
時
は
同
列
に
位
し
て

共

に
彌
陀

の
大
願
に
攝
取
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
彌
陀
と
宗
耐
、
彌
陀
と
衆
生
と
の
間

に
は
越
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
差
異
が
考

へ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

か
く
の
如
く
、
宗
組
と
末
徒
と
を
同
列
に
考

へ
る
な
ら
ば
、
宗
祀
の
宗
詛
と
稱
せ
ら
る
玉
所
以
印

ち
立
教
開
宗

の
事
實
は
如
何
に
理
解

さ
る
べ
き
か
f
次

の
課
題
と
し
て
考

へ
ら
れ
る
。
然
し
立
教
開
宗
と
は
先
に
も

一
言
せ
し
如
く
、
佛
陀
眞
精
紳

の
把
握
を
出
で
な
い
。
佛

陀
眞
精
神

の
把
握
と
い
ふ
こ
と
は
、
具
體
的
に
言

へ
ば
易
行
易
修

の
口
稱
念
佛
こ
そ
眞

の
本
願
相
應

の
行
た
る
こ
と
を
領
解
し
た
こ
と
で

あ
る
。
帥
ち
十
劫
正
覺
の
古
よ
り
元
來
本
願

の
行
た
り
し
稱
名
念
佛
.を
本
願
相
應
の
行
と
し
て
領
解
し
た
と
,い
ふ
、

こ
の
最
も
自
明
な
る

も

の
を
自
明
な
る
も

の
と
し
て
把
握
し
た
と
い
ふ
こ
と
こ
そ
正
し
く
立
教
開
宗
の
眞
實
意
義
な
の
で
あ
る
。
「
自
解
佛
願
」
と
い
ひ
、「
古
今

⑫

楷

定
」
と
い
ふ
も
亦
た
こ
の
域
を
出
つ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
自
解
佛
願
」
と
い
ふ
は
、
他
解
が
佛
意
を
誤
解
し
て
ゐ
る
こ
と
を
意
味
す
る

も

の
で
あ
り
、
「
古
今
楷
定
」
と
い
ふ
は
古
今
の
諸
師
が
佛
願
に
瞭
か
で
な
か
つ
た

こ
と
を
指
摘
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
こ
と
に
明
か
な

ら
す
し
て
徒
ら
に
「
自
解
佛
願
」、
「
古
今
楷
定
」
の
文
相
に
執
着
し
て
新
奇
を
好
み
、
特
殊
を
望
む
な
ら
ば
淨
土

一
門
は
、
果
敢
な
き
獨
斷

の
譏
一を
免
れ
得
な

い
で
あ
ら
う
。



亠ハ

淨
土
宗
精
騨
に
つ
い
て

終
り
に
、
淨
土
宗
學
の
本
質
と
考

へ
ら
れ
る
淨
土
宗
精
神
も
し
く
は
宗
祀
精
神
に
つ
い
て

一
言
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
淨
土
宗
精
祚

と

い
ふ
も
宗
祀
精
神
と
い
ふ
も
、
そ
の
意
味
す
る
所
は
、
所
詮
同

一
で
は
あ
る
が
、
從
來

の
宗
學
に
於

て
は
殆
ん

ど
こ
の
こ
と
に
觸
れ
る

所

が
な
か
つ
た
と
言

つ
て
い
N
程
で
あ
る
。
元
來
、
史
實
た
る
を
問
は
す
、
教
理
た
る
を
論
ぜ
す
、
理
論
た
る
を
簡
ば
す
、
實
踐
た
る
を

嫌

は
す
、

一
切

の
淨
土
宗
現
象
は
、
悉
く
こ
の
淨
土
宗
精
神
も
し
く
は
宗

租
精
神
の
展
開
も
し
く
は
顯
現
と
し
て
考
察
さ
る

鼠
時

は

じ

め

て
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
從
來

の
宗
學
的
努
力
は
殆
ん
ど
こ
の
こ
と
を
等
閑

に
附
し
て
來

た
や
う
で
あ
る
。
換
言

す

る
な
ら
ば
、
淨
土
宗
現
象
こ

般
は
淨
土
宗
精
神
又
は
宗
祀
精
禪
と
い
ふ
全
體
に
封
ず

る
部
分
と
し
て
理
解
さ
れ

て
こ
そ
は
じ
め
て
淨
土

宗
現
象
と
い
は
る
x
に
も
拘
ら
す
、
部
分
を
部
分
と
し
て
扱

ふ
如
き
從
來

の
宗
學
的
方
法
、
た
と
へ
ば
宗
書
を
單

な
る
書
物
と
し
て
考
察

し
、
史
・實
を
單
な
る
皮
實
と
し
て
究
明
す
る
如
き
は
、
所
謂

】
般
書
誌
學
又
は

一
般
史
學
と
何
等
選

ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、

眞

の
宗
學
と
は
云
ひ
え
な
い
。
宗
學
が
眞

の
宗
學
で
あ
る
た
め
に
は
、
何
等
か
の
貌
に
於
て
宗
組
精
禪

へ
の
關
蓮

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ

。
た
と

へ
そ
れ
が
、
皮
相
的
叉
は
形
式
的
に
如
何
に
宗
學
的
で
あ
る
に
し
て
も

宗
組
精
神

へ
の
關
蓮
な
き

も

の
弦
宗
學
と
は
謂
は
れ

え
な
い
。
寔
に
宗
祀
精
神

へ
の
關
蓮
の
有
無

こ
そ
宀示
學
た
る
か
否
か
を
判
斷
す
る
唯

一
の
規
準
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然
ら
ば
か
く
の
如
き
宗
組
精
神
は
如
何
に
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
元
來
淨
土
宗
精
神
と
い
ふ
も
宗

祀
精
神
と
い
ふ
も
、

こ

れ
ら
は
極
め
て
抽
象
的
な
概
念
で
は
あ
る
が
、
然
し
そ
の
内
容
と
な
る
も
の
は
決
し
て
特
殊
な
る
も
の
で
は
な
い
。
具
體
的
に
言

ふ
な
ら

ば
本
願
の
領
受
し
た
宗
組
の
心
構

へ
に
す
ぎ
な
い
。
然
し
こ
れ
が
學
問
的
究
明
の
た
め
に
は
方
法
的
に
二
の
方
面

が
考

へ
ら
れ
る
。

一
は

宗
學
の
體
系
と
そ
の
論
理
(藤
原
)

四
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四
八

演

繹
的
考
察
で
あ
り
、
他
は
歸
納
的
究
明
で
あ
る
。
演
繹
的
考
察
と
は
、

一
言
に
し
て
去
ふ
な
ら
ば
佛
陀
眞
精
神

に
立
脚
し
て
、

こ
の
佛

陀

精
禪

の
自
爾
な
る
展
開
と
し
て
宗
祀
精
神
を
理
解
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

つ
て
思
想
史
的
回
顧
は
多
く
こ
の
こ
と
に
關
係
す
る
。
歸
納

的

究
明
と
は
、
具
象
的
な
淨
土
宗
現
象

一
般
を
分
析
歸
納
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ら
を

一
貫
す
る
本
質
的
な
も
の
と
し
て
宗
組
精
神

を

理
解

せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。

こ
の
兩
春

の
蓮
用
そ
の
途
を
誤
ら
す
、
演
繹
推
理
の
必
然
に
立
ち
、
歸
納
分
析

の
正
鵠
を
得
る
な
ら
ば
、

そ

こ
に
は
面
目
躍
如
た
る
宗
詛
精
神
の
全
貌
を
描
き
う
る
で
あ
ら
う
。
多
く
の
宗
學
的
努
力
、
そ

の
方
法
を
過

っ
て
歸
納
の

一
部
分

に
滯

り
偶

々
演
繹
的
努
力
あ
る
も
殆
ん
ど
す
べ
て
は
單
な
る
歴
皮
宗
學
を
出
で
ざ
る
所
に
、
宗
學
の
大
勢
、
今
日
の
如

き
あ
る
は
遺
憾

の
極
み

で
あ
る
と
稱
し
て
よ

い
。

次
に
か
く
し
て
考

へ
ら
る
べ
き
宗
祀
精
神
と
は
、
實
際
生
活
に
顯
は
れ
て
は
如
何
な
る
貌
を
と
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
貸
明
さ
れ
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
先

に
も

}
言
せ
し
如
く
宗
組
の
生
涯
が
活
事
實
と
し
て
物
語
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
本
願
の
行
に
い
そ
し
む
本
願
相

應

の
生
活
で
あ
る
。
別
語
す
る
な
ら
ば
本
願

の
ま
に
ー

明
け
暮
れ
す
る
念
佛
靂

{我
)
三
昧

の
生
活
で
あ
る

と
も

云

へ
る
。
「
た
の
み
て

⑬

も

な
を
た
の
む

へ
き
は
乃
至
十
念

の
詞
、
信

し
て
も
な
を
信
す

へ
き
は
必
得
往
生

の
丈
な
り
」
と
い
ふ
宗
組
の
眞
意
は
正
し
く
茲

に
あ
ら

ね

ば
な
ら
ぬ
。
そ

こ
に
は
自
ら
の
生
活
指
導
原
理
ど
な
る
も
の
は
本
願
唯
だ

一
つ
で
あ
つ
て
、
行
者
自
身
の
作
意

は
聊
か
た
り
と
も
存
す

ぺ

べ
く
も
な

い
。

こ
の
生
活
態
度
を
更
に
具
體
的
に
推
究
す
る
な
ら
ば
、
内
的
方
面
(自
己
反
省
)
に
於
て
は
懴
悔

の
生
活
で
あ
る
。「
愚
癡

の

ti

法

然
」
「
十
惡

の
源
室
」
と
い
ふ
表
現
は
決
し
て
、
徒
ら
な
る
遠
慮
で
も
な
け
れ
ば
、
倚
更

の
こ
と
卑
下
慢
で
は
あ
り
え
な
い
。
透
徹
せ
る

自

己
反
省

の
前

に
は
、
た
と

へ
解
第

一
義
で
あ

つ
て
も
知
慧
第

一
で
あ
っ
て
も
、
唯
あ
る
も
の
は
懴
悔

の
實
感
の
み
で
あ
る
。
こ
の
内
的

方
面

の
考
察
と
不
可
分
の
關
係

に
於
て
考

へ
ら
る
べ
き
も
の
と
し
て
外
的
方
面
(
本
願
鑽
仰
)
の
生
活
が
あ
る
。

こ
の
罪
惡
生
死

の
凡
夫

に



し

て
徇
報
土
往
生
疑
な
し
と
す
る
大
悲

の
前

に
は
、
あ
る
も

の
は
感
謝
報
恩

の

一
路
で
あ
る
。

か
く
考
ふ
る
な
ら
ば
末
徒

の
踏
む
べ
き
道
も
亦
た
自
ら
明
か
な
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
本
願
に
隨
順
す
る
こ
と
邸
ち
本
願
・

の
行
を
勵
む
こ
と
の
外
は
な
い
。
本
願

の
強
縁

の
妙
用
す
る
乏
こ
ろ
そ
こ
に
は
、
此
土
と
彼
土
と
を
問
は
す
、
期

せ
す
し
て
樂
土
の
建
設

が
あ
り
う
る
筈

で
あ
る
。七

結

語

上
來

の
乏
し
き
考
察
は
、
眞

の
宗
學
的
體
系
に
向
つ
て
甚
だ
粗
雜
且
迂
遠
距
る
を
冤
れ
な
い
も

の
で
あ
る
。
殊

に
宗
學
に
於
け
る
實
踐

的
方
面
乃
至
具
體
的
部
門
に
關
し
て
は
殆
ん
ど
す
べ
て
を
他
日
の
研
討
に
讓
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
如
上

の
所
論
に
依
る
の
み
に

て
も
、
あ
る
べ
き
宗
學

が
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
べ
き
か
を
略

々
推
測
出
來
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。

淨
土
宗
學
は
彌
陀

の
本
願
成
就

の
事
實
を
根
本
原
理
と
し
て
、
こ
の
原
理
依

っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
木
願

の
行
た

る
稱
名

往

生

業

の
實

踐
を
そ

の
骨
格
と
す
る
。

こ
の
骨
格

の
闡
明
を
志
し
て
體
解
さ
れ
た
る
善
導
、
宗
組
を

}
貫
す
る
解
釋
學
が
そ
の
血
肉
を
構
成
す
る
も
の

で
あ
る
。

こ
の
綱
格
を
根
本
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
雜
然
た
る
宗
學
の
各
分
野

に
は
自
か
ら
前
後
、
輕
重
、

取
捨

の
差
別
が
考

へ
ら

れ
丶

そ

の
元
本
的
な
る
も
の
と
そ

の
始
末
的
な
る
も
の
と
の
誤
つ
な
き
秩
序
の
前

に
、
宗
學
は
極
め
て
組
織
的
に
整
備
さ
れ
、
體
系
的
構

想

を
矜
る
こ
と
が
出
來

る
の
で
あ
る
。
印
ち
宗
皮
學
は
宗
史
學
と
し
て
宗
學
的
任
務
を
自
覺
し
、
佛
身
論
は
佛
身
論
と
し
て
宗
學
的
地
位

を
守
り
、
實
踐
論
は
實
踐
論
と
し
て
宗
學
的
分
野
を
明
か
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
本
然
的
な
宗
學
、
現
實
生
活
に
印
し
た
宗
學

の
構

成

が
約
束
さ
れ
、
又
躍
如
た
る
宗
祀
精
禪

の
把
握
が
許
さ
れ
う
る
で
あ
ら
う
。

宗
學
の
體
系
と
そ
の
論
理
(藤
原
)

四
九



五
〇

こ
の
こ
と
に
瞭
か
な
ら
す
し
て
因
襲
的
立
場
に
滯
り
、
本
來
的
意
味
よ
り
す
れ
ば
宗
學
の
單
な
る
資
料
も
し
く
は
宗
學

の
極
め
て
限
ら

れ

た
る

一
部
分
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
を
恰
も
宗
學
そ
の
も
の
な
る
か
の
如
く
謬
り
、
或
は
概
念
の
tltt�
iua
iu
釋
に
始
絡
し
、
或
は
宗
義
骨

目

の
羅
列

に
泥
み
、
或
は
無
意
味
な
る
過
去

の
死
読

の
解
明
に
沒
頭
し
、
或
は
好
奇
的
に
史
實

の
究
明
を
事
と
し
、
或
は
骨
董
的
な
書
誌

研
究
に
自
己
を
忘
る
玉
如
き
等
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
冷
静
に
自
ら
の
從
事
す
る
分
野
が
、
眞

の
宗
學

に
封
し
て
如
何
な
る
部
門
を
擔

當

し
叉
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
た
る
か
を
再
思
三
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
か
く
の
如
き
反
省
な
く
し
て
頑
迷
に
も
そ
の
態

度

を
改
む
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
尤
だ
著
し
く
宗
學

の
眞

の
目
的
を
逸
脆
せ
る
も
の
で
あ
り
、
極
言
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
宗
學
を
無

意
味
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
稱
し
て
よ
い
。
然
し
、
若
し
幸
に
自
ら
の
擔
當
す
る
部
門
の
眞
意
義
を
領
解
し
て
宗

學
全
體

の
有
機
的
な

一

部

分
と
し
て
の
自
覺
に
立

つ
こ
と
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
努
力
そ

の
ま
玉
眞
の
宗
學
樹
立

の
た
め
甚
だ
意
義
深
き
價
値
を
有
す
る
も

の

と

謂
は
れ
う
る
で
あ
ら
う
。
然
し
て
叉
こ
の
故
に
こ
そ
宗
學

の
髏
系
が
要
望
さ
る

N
や
切
な
る
も

の
が
あ
る
わ
け

で
あ
る
。

①

淨
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②
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史
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參
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③
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⑤
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全
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⑧
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全
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⑨
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全
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參
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⑩

淨
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で
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⑪
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⑬

淨
全
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九
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刈

⑭

淨

全
第
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℃
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ω
鴇

記

あ
ら
ゆ

る
學

に
於

て
全
體
的

な
る
電
の
と
部
分
的

な
る
も

の
と

の
關
係

は
そ

の
根
本
的
課

題
を
構
成

す
る
も

の
と
考

へ
ら
れ
る
o
宗
學

に
於

て
亀
根

本

的
全
體
的

な
る
宗

祀
精
紳

と
未
稍
的
部
分

的
な
る
淨

土
宗

現
象

と

の
關
係

は
尤

だ
把

握
し
が
た

い
も

の
が
あ

る
。

何
故
な
ら
ば
、

正
し
き
宗

祗
精

紳

の
究
明

に
は
謬

り
な
き
淨
土
宗
現
象

の
理
解

が
要
請

さ
れ
る
し
、
逆

に
ゅ眞
の
淨

土
宗
現
象

は
如
實

な
る
宗

祺
精
紳

に
よ

つ
て
意
義
づ

け
ら
る
べ
き

關
係

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味

に
於

て
宗
學

は
學
問

的
體
系

を
以
て
樹

立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
本
章
起
筆

の
員
意
亦

た
茲

に
存

す
る

こ
と
を
諒
恕

せ
ら

れ
た

い
。

宗

學

の
體
系

と
そ

の
論
理
(
藤
原
)
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