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チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
理
観
の
一
考
察

一
、
問
題
の
所
在

一
、
月
称
の
基
本
的
立
場

二
、
清
弁
の
修
正
見
解

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ

一◇一

の
論
理
観
の

中
観
派
が
始
祖
と
仰
ぐ
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

(
N
a
g
a
r
j
u
n
a
・

龍
樹
）
が
、
論

理
学
に
対
し
て
真
向
か
ら
対
決
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
ず
る
迄
も
な

い
で
あ
ろ
う
。
『
廻
諄
論
』
や
特
に
『
広
破
論
』
に
お
い
て
彼
は
主
と
し
て
論

理
学
の
原
理
と
ニ
ャ
ー
ヤ
学
派

(
N
a
i
y
a
y
i
k
a
•

正
理
派
）
の
体
系
の
否
定
に
腐

心
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
著
作
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
除
け
ば
、
主
著①

 

の
『
中
論
』
と
『
空
七
十
論
』
や
『
六
十
頌
如
理
論
』
な
ど
が
数
え
ら
れ
る

が
、
こ
れ
ら
は
専
ら
仏
教
内
の
法
の
体
系
の
批
判
、
特
に
そ
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
的

な
解
釈
の
否
定
を
通
し
て
、
彼
の
思
想
の
根
本
的
立
場
を
仏
教
の
基
礎
概
念
で

あ
る
縁
起
や
空
性
を
用
い
て
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
主

に
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
存
在
論
の
否
定
に
注
意
を
向
け
て
い
て
、
イ
ン
ド
の
諸
哲
学

の
体
系
に
は
余
り
関
心
を
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

五
五

こ
の
時
期
に
中
観
派
で
は
ブ
ッ
ダ
。
ハ
ー
リ
ク

(
B
u
d
d
h
a
-

成
立
後
未
だ
間
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
正
理
派
の
論
理
学
を
取
上
げ
、
し
か
も

そ
の
否
定
の
た
め
に
上
述
の
よ
う
に
二
論
を
著
し
、
更
に
そ
れ
ら
に
み
ず
か
ら

注
釈
を
施
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
論
理
学
に
対
す
る
反
撥
が
並
々
な
ら
ぬ
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
と
云
え
よ
う
。
そ
れ
は
こ
の
新
し
く
興
っ
て
き
た

論
理
学
が
、
経
験
的
事
物
を
実
在
視
す
る
存
在
論
に
と
っ
て
最
も
強
力
な
武
器

と
な
り
、
彼
が
提
唱
す
る
空
の
立
場
と
そ
の
論
証
に
対
し
て
真
正
面
か
ら
対
立

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
の
天
才
が
逸
速
く
見
抜
い
た
か
ら
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
や
が
て
イ
ン
ド
で
は
、
論
理
学
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
影
響
力
が

強
大
に
な
る
に
つ
れ
、
彼
の
後
継
者
を
名
乗
る
中
観
派

(
M
a
d
h
y
a
m
i
k
a
)

の

論
師
た
ち
は
、
空
の
論
証
そ
の
も
の
に
関
連
し
て
、
論
理
学
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
立
場
を
採
る
か
の
決
断
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

中
観
派
は
六
世
紀
頃
に
再
興
し
、
分
裂
す
る
が
、
論
理
学
は
そ
の
分
裂
に
深

く
関
与
し
て
い
る
。

四
、
月
称
の
論
証
式

五
、
結
論
ー
沈
黙
と
説
法
ー
＇

一
考
察

丹

治

昭

義



チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
系
の
帰
謬
論
証
派

(
P
r
a
s
a
n
g
i
k
a
)
と
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
に
始
る
自
立
論
証
派

(
S
v
a
t
a
n
t
,
 

rika)

に
分
裂
し
た
と
云
う
。
こ
れ
ら
の
学
派
名
は
チ
ペ
ッ
ト
で
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
云
う
迄
も
な
く
論
理
学
上
の
方
法
に
基
づ
く
命
名
で
あ
る
。
し
か

し
帰
謬
論
証
派
の
場
合
、
プ
ッ
ダ
。
ハ
ー
リ
ク
は
兎
に
角
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル

テ
ィ
が
主
張
す
る
立
場
は
、
単
に
帰
謬
法
と
云
う
論
理
学
上
の
方
法
論
の
問
題

に
と
ど
ま
ら
ず
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
論
理
学
否
定
の
立
場
を
更
に
radical

に
徹
底
し
て
い
る
面
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
こ
の
中
観
派
の
分
裂
は

単
な
る
論
証
方
法
の
問
題
で
は
な
く
、
論
理
学
を
実
在
の
認
識
方
法
と
し
て
肯

定
す
る
か
否
か
の
問
題
を
学
ん
で
い
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
両
学
派
の
論
争
は
上
述
の
論
師
達
の
論
書
か
ら
も
直
接
確
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
ブ
ッ
ダ
パ
ー
リ
ク
の
『
中
論
』
へ
の
注
釈
書
と
、
そ
の
論
証
を
引
用

し
な
が
ら
批
判
を
加
え
る
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
論
書
は
共
に
チ
ベ
ッ
ト

訳
で
現
存
し
、
更
に
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
『
中
論
』
の
注
釈
書
で
あ
る

『
明
句
』

(
P
r
a
s
a
n
n
a
p
a
d
a
)

で
特
に
こ
の
問
題
を
取
上
げ
て
い
る
こ
と
は

周
知
の
通
り
で
あ
る
。
彼
は
『
中
論
』
第
一
章
第
一
偶
に
説
か
れ
た
四
種
不
生

中
観
派
は
プ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
、

プ
ッ
ダ
パ
ー
リ
ク
の
方
法
を
擁
護
し
た
。

palita・ 
仏
護
）
が
現
れ
て
『
中
論
』
に
注
釈
を
著
す
と
、
彼
の
空
の
論
証
が
帰

謬
法

(
p
r
a
s
a
n
g
a
)
で
あ
る
こ
と
を
．
ハ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ

(
B
h
a
v
a
v
i
v
e
-

こ
う
し
て

k
a
•清
弁
）
が
批
判
し
、
中
観
派
の
否
定
の
論
証
に
も
自
立
的
論
証(
s
v
a
t
a
n
t

,
 

riinumiina)
を
用
い
る
ぺ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ

ー
カ
の
批
判
と
論
証
方
法
を
更
に
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ

(
C
a
n
d
r
a
k
i
r
t
i
•

月
称
）
が
再
批
判
し
、

め
に
も
、

『
明

証
と
そ
れ
に
対
す
る
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
批
判
を
正
確
に
引
用
し
、
前

者
を
支
持
し
て
後
者
を
批
判
し
な
が
ら
、
自
己
の
見
解
を
詳
述
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
資
料
な
ど
に
よ
っ
て
こ
の
論
争
は
既
に
様
々
な
角
度
か
ら
論
究
さ
れ
て

い
る
。
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
自
立
的
論
証
は
単
に
そ
の
特
色
の
紹
介
だ

②
 

け
で
な
く
、
そ
れ
が
持
つ
論
理
学
上
の
欠
点
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
チ
ャ
ン
ド

ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
場
合
に
は
、
古
く
か
ら
そ
の
基
本
的
立
場
が
思
想
的
に
も
論

理
学
的
に
も
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
特
に
『
明
句
』
第
一
章
に
は
英
訳
や
和

R
 

訳
も
あ
り
、
こ
の
問
題
の
箇
所
を
取
上
げ
た
研
究
も
な
い
で
は
な
い
し
、
そ
の

原
則
的
な
理
解
に
こ
こ
で
特
に
付
加
え
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
改
め
て
論
じ
る
必
要
は
な
い
と
も
云
え
る
が
、

ど
は
、

し
か
し
英
訳
者
な

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
も
ま
た
、
全
く
消
極
的
な
意
味
で
は
あ
っ
て

も
、
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
同
じ
よ
う
に
、
自
立
的
論
証
を
是
認
し
、
実

際
に
自
立
的
論
証
式
を
行
使
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
確

に
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
プ
ッ
ダ
パ
ー
リ
ク
の
注
釈
文
か
ら
定
言
的
論
証

式
を
抽
出
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
彼
自
身
も
別
に
不
自
生
に
つ
い
て
の
定
言

的
論
証
式
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
場
合
に
は
こ
れ
ら
の
定
言
的
論

証
式
は
直
ち
に
自
立
的
論
証
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
中
心
に
、
『
明
句
』
の
英
訳
な
ど
に
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ

ー
ル
テ
ィ
の
論
理
・
論
証
に
関
す
る
考
え
方
を
理
解
し
て
い
く
上
に
或
る
混
乱

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
そ
の
混
乱
・
不
統
一
を
訛
す
た

こ
の
問
題
に
関
す
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
見
解
を
、

の
内
、
諸
法
不
自
生
論
に
関
連
し
て
、
先
ず
プ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
の
不
自
生
の
論

五
六



各
々
独
立
し
た
四
種
の
否
定
命
題
を
説
い
て
い
る
と
解
釈
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
命
題

(pratijfia)

t! 直
ち
に
論
証
式
の
主
張

(
p
a
ぽ
a
)

を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
彼
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
上
で
、
更
に
そ
の
不

自
生
等
の
否
定
は
単
純
否
定
(
p
r
a
s
a
j
y
a
p
r
a
t
i
~
e
d
h
a
)

で
あ
る
か
ら
、

ら
生
じ
た
も
の
で
な
い
」
と
い
う
限
定
に
よ
っ
て
、
「
他
か
ら
生
じ
た
も
の
で

あ
る
」
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
し
、
他
か
ら
の
生
起
の
否
定
は
別

の
問
題
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

(Pr.,
p
.
1
3
,
 
11. 
4
~
6
)
。
こ
の
チ
ャ
ン
ド

ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
解
釈
と
主
張
は
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
勿
論
の
こ

と
、
ブ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
も
、
無
自
覚
的
で
あ
っ
て
も
、
当
然
認
め
て
い
た
と
云

ら
れ
る
、

「
自
か

句
』
の
論
述
の
順
序
に
従
い
な
が
ら
再
検
討
し
て
み
る
の
も
、
強
ち
無
意
味
と

ば
か
り
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

存
在
す
る
も
の
は
、
何
処
で
も
如
何
な
る
も
の
も
、
自
か
ら
も
、
他
か
ら

も
、
（
自
他
の
）
両
者
か
ら
も
、
原
因
な
し
で
生
じ
た
も
の
で
も
決
し
て
な

ぃ
。
(
P
~
.
,

p
.
1
2
,
 
1
1
.
1
3
~
1
4
)
 

こ
の
『
中
論
』
第
一
章
第
一
偶
で
は
網
に
触
れ
た
よ
う
に
、
不
生
の
問
題
に
関

し
て
四
句
否
定
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
こ
の
偶
が

「
存
在
す
る
も
の
は
い
か
な
る
も
の
で
も
い
つ
い
か
な
る
と
こ
ろ
で
も
決
し
て

自
か
ら
生
じ
な
い
」

(
n
a
i
v
a
s
v
a
t
a
 u
t
p
a
n
n
i
i
 j
a
t
u
 v
i
d
y
a
n
t
e
 bhiiviiQ 
k
v
a
 

c
a
n
a
 k
e
 c
a
n
a
)
 
(Pr., 
p. 13, 
11. 2
~
3
)

と
い
う
不
自
生
の
命
題
を
始
め
、

そ
の
「
自
か
ら
」

(
s
v
a
t
a
s
)

を
「
他
か
ら
」

(
p
a
r
a
t
a
s
)

等
に
置
換
え
て
得

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
理
観
の
一
考
察

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
不
自
生
の
命
題
の
妥
当
性
・
論
拠
(
u
p
a
p
a
t
t
i
)

を
説
い
て
、
次
の
よ
う
に
云
う
。

五
七

そ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
か
ら
生
ず
る
場
合
に
は
、

p. 13, 
11. 
7
~
9
)
 

い
か
な
る
効
用
も
あ
り

は
し
な
い
。

ま
た
、
生
じ
た
も
の
が
ま
た
再
び
生
ず
る
こ
と
は
決
し
て
妥
当
し
な
い
。

等
に
よ
っ
て
『
入
中
論
』
な
ど
を
通
し
て
知
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

(Pr., 

『
入
中
論
』
で
は
不
自
生
を
数
偶
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
そ
の

中
心
的
な
論
拠
を
説
い
て
い
る
偶
で
あ
る
。
そ
の
論
証
方
法
は
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ

ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
批
判
を
経
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
依
然
と
し
て
帰
謬
法
で
あ

り
、
こ
こ
で
取
上
げ
る
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
プ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
の
不
自
生
の

論
証
と
実
質
的
に
は
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。

こ
の
『
入
中
論
』
の
引
用
の
次
に
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。

『
明
句
』
で
は

と
こ
ろ
で
プ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
師
は
説
か
れ
た
。
ー
—

諸
の
存
在
す
る
も
の
ほ
自
か
ら
生
じ
な
い
。
そ
れ
の
生
起
は
無
意
味
で
あ

る
し
、
行
過
ぎ
に
な
る

(
a
t
i
p
r
a
s
a
r
i
g
a
)
か
ら
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
自
体

を
も
っ
て
現
に
存
在
し
て
い
る
事
物
に
は
再
び
生
ず
る
必
要
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
或
は
若
し
存
在
し
て
い
る
の
に
生
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
と

⑦
 

き
に
も
生
じ
な
い
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(Pr., 
p
.
1
4
,
 
11. 

云
う
迄
も
な
く
、
梱
の
『
入
中
論
』
の
偶
の
前
半
は
、
こ
こ
で
い
う
「
そ
れ
の

1
ー

3
)

R
 

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。



生
起
は
無
意
味
で
あ
る
」
に
相
当
す
る
。
こ
こ
で
の
「
行
過
ぎ
に
な

R
 

る
」
は
、
プ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
の
原
文
で
は
「
生
起
が
無
限
に
起
る
」

(
j
a
n
m
i
i
,
 

n
a
v
a
s
t
h
i
i
n
a
)
で
あ
る
か
ら
、
偲
の
後
半
は
そ
れ
を
書
改
め
た
も
の
と
見
倣
す

こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
以
下
に
プ
ッ
ク
。
＾

1

そ
れ
は
彼
自
身
が
『
入
中
論
』
で
用
い
た
論
証
の
正
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
意

図
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ブ
ッ
ク
。
＾
ー
リ
ク
の
上
述
の
論
証
に
対
す
る
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
論

難
を
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
引
続
い
て
引
用
す
る
。

そ
れ
（
プ
ッ
ク
。
＾
ー
リ
ク
の
論
証
）
は
正
し
く
な
い
。
理
由
(hetu・

因）

と
喩
例

(
d
r
~
t
a
n
t
a
)

を
陳
述
し
て
い
な
い
し
、
反
論
者
に
指
摘
さ
れ
た
誤

謬
を
答
破
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
帰
謬
を
説
く
文
章

(prasati
,
 

gavii.kya)
で
あ
る
か
ら
、
当
面
の
命
題
を
換
質
し
て
(
p
r
a
k
r
t
a
r
t
h
a
vi p
a
r
-

yayei;ia)
、
反
対
の
事
柄
の
所
証

(11
主
張
）
と
そ
れ
の
性
質

(11
理
由
）
と

が
顕
在
的
に
示
さ
れ
る
と
、
『
諸
の
存
在
す
る
も
の
は
他
か
ら
生
じ
た
も
の

で
あ
る
。
生
起
が
有
効
で
あ
る
し
、
生
起
は
（
一
回
限
り
で
）
止
む
か
ら
で

あ
る
』
と
な
り
、
従
っ
て
（
中
観
派
の
四
種
不
生
の
）
定
説
と
抵
触
し
ょ

う。

(Pr.,
p
.
 1
4
,
 I
.
 
4
~
p
.
 1
5
,
 I
.
 
2
)
 

バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
論
難
は
こ
の
よ
う
に
三
点
に
向
け
ら
れ
て
い

る
。
第
一
の
「
理
由
と
喩
例
の
不
陳
述
」
の
論
難
は
、
ブ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
が
自

立
的
推
理
に
よ
っ
て
論
証
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
っ
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ

こ
こ
に
或
る
人
々
ほ
論
難
を
加
え
る
。
—
ー
'

リ
ク
の
論
証
方
法
の
弁
護
と
い
う
形
を
取
っ
て
論
じ
て
ほ
い
る
が
、
実
際
に
は

ま
た
、

る）。
て
か
。
何
と
な
れ
ば
、

（
プ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
の
注
釈
文
で
は
）
自
か
ら
の
生

、。＞ヽ キ
ー
ル
テ
ィ
が
最
も
重
視
し
た
論
難
で
あ
る
。
第
二
の
批
判
点
で
あ
る
「
反
論

者
に
指
摘
さ
れ
た
誤
謬
の
不
答
破
」
は
、
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
論
難
に
過
ぎ
な

「
帰
謬
を
説
く
文
章
」
以
下
に
論
示
さ
れ
た
論
難
は
、
ブ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク

の
論
証
方
法
で
あ
る
帰
謬
法
で
は
、
矛
盾
命
題
の
肯
定
を
必
然
的
に
含
意
し
て

い
る
と
云
う
批
判
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
こ
れ
ら
の
批
判
の

中
で
先
ず
、
最
初
の
二
つ
の
論
難
に
対
し
て
、
彼
の
基
本
的
、
原
則
的
な
立
湯

を
開
陳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
る
。

我
々
は
こ
れ
ら
の
論
難
を
す
ぺ
て
正
し
く
な
い
と
考
え
る
。
ど
の
よ
う
に

し
て
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
ら
の
う
ち
で
先
ず
最
初
に
、 五

八

「
理
由
と
喩
例
を
陳

述
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
云
わ
れ
た
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
ど
う
し

起
を
是
認
す
る
反
論
者
が
（
次
の
よ
う
に
）
現
に
存
在
す
る
も
の
に
再
び
生

R
 

ず
る
必
要
が
あ
る
か
を
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
ー
（
即
ち
、
君

は
）
「
自
か
ら
」
と
は
現
に
存
在
す
る
原
因
と
し
て
の
そ
の
も
の
自
身
が
生

⑬、

ず
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
し
か
し
我
々
は
現
に
存
在
す
る
も

の
が
再
び
生
ず
る
こ
と
を
必
要
と
は
考
え
な
い
し
、
無
限
に
（
生
じ
）
つ
づ

け
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。
し
か
も
君
も
生
じ
た
も
の
が
再
び
生
ず
る
こ

と
を
承
認
し
な
い
し
、
無
限
に
（
生
じ
）
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
こ
と
も
承

認
し
な
い
。
だ
か
ら
君
の
学
説
(
v
a
d
a
)
~

論
理
的
妥
当
性
を
欠
き

(niru-

p
a
p
a
t
t
i
k
a
)
、
君
自
身
が
是
認
す
る
（
生
じ
た
も
の
が
再
び
生
ず
る
こ
と
は

な
い
な
ど
の
）
見
解
と
矛
盾
し
て
い
る
と
（
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ



観
派
の
立
場
に
立
て
ば
、

こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
或
は
若
し
（
反
論
者
）
自
身
が
是
認
す
る
見
解
と
の
矛

盾
に
よ
っ
て
論
難
し
て
も
、
反
論
者
が
（
主
張
す
る
こ
と
を
）
止
め
な
い
な

そ
の
と
き
に
は
厚
顔
で
あ
る
か
ら
、

難
し
て
）
も
、
（
反
論
者
は
）
決
し
て
（
主
張
を
）
取
り
止
め
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
我
々
に
は
（
こ
の
よ
う
な
）
正
常
で
な
い
も
の
と
論
争
す
る
つ

も
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
p
?
 p
.
1
5
,
 

こ
う
い
う
訳
で
（
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
）
師
は
不
適
当
な
領
域
で
も

＠
 

推
理
を
説
い
て
、
自
己
の
推
理
へ
の
愛
好
ぶ
り
を
暴
露
し
て
い
る
。
し
か
し

⑬
 

中
振
派
が
み
ず
か
ら
自
立
的
論
証
を
行
使
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
対
論

上
の
一
方
の
主
張
を
是
認
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

1. 

3~p. 16
,
 1
.
 
2
)
 

こ
こ
に
示
さ
れ
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
理
学
に
対
す
る
原
則
的
見

解
は
、
中
観
派
の
根
本
的
立
場
に
忠
実
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
よ

い
。
中
観
派
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
す
る
も
の
が
空
で
あ
る
こ
と
を
説
く
が
、
こ
の

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
お
よ
そ
言
語
で
表
現
さ
れ
た
事
物
は
す
べ
て
実
在
で
な
い

か
ら
、
主
張
も
理
由
も
喩
例
も
実
在
を
表
示
せ
ず
、
表
示
さ
れ
た
も
の
は
実
在

で
は
な
い
。
従
っ
て
中
観
派
は
対
論
上
の
一
方
の
主
張
を
真
理
と
し
て
是
認
す

る
こ
と
も
な
い
し
、
自
立
的
論
証
を
用
い
る
こ
と
も
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
中

理
由
や
喩
例
を
用
い
て
立
証
さ
れ
る
主
張
も
な
い

チ
ャ
ソ
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
理
観
の
一
考
察

ら
ば
、

理
由
と
喩
例
を
用
い
て
（
論

こ
れ
程
ま
で
に
論
駁
を
加
え
て
も
、
（
若
し
反
論
者
が
屈
伏
し
な
け
れ
ば
、

或
は
）
理
由
や
喩
例
を
述
べ
る
こ
と
に
効
果
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
ど

う
し
て
反
論
者
が
（
屈
伏
せ
ず
、
従
っ
て
、
そ
の
論
駁
を
）
受
け
容
れ
な
い

う〇

五
九

し
、
そ
も
そ
も
実
在
し
な
い
理
由
や
喩
例
に
は
真
理
を
立
証
す
る
能
力
が
な
い

の
で
あ
る
。
プ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
が
理
由
や
喩
例
を
陳
述
し
な
い
の
は
、
彼
の
怠

慢
や
無
知
に
よ
る
の
で
な
く
、
中
観
派
の
根
本
的
立
場
の
必
然
に
他
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
中
観
派
に
は
主
張
も
理
由
も
喩
例
も
存
在
し
な
い

と
云
う
こ
と
は
、
中
観
派
が
何
も
主
張
せ
ず
、
何
も
論
証
し
な
い
と
云
う
こ
と

で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
こ
こ
で
、
プ
ッ
ダ

パ
ー
リ
ク
の
注
釈
文
が
所
謂
プ
ラ
サ
ン
ガ
論
法
に
よ
っ
て
反
論
者
の
自
生
論
を

否
定
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
不
自
生
を
明
か
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
法
は
こ
の
箇
所
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
自
身
の
言

葉
で
示
せ
ば
、
「
反
論
者
自
身
が
是
認
す
る
見
解
と
の
矛
盾
に
よ
る
難
詰
」

(sva
,
 

b
h
y
u
p
a
g
a
m
a
v
i
r
o
d
h
a
c
o
d
a
n
a
)

と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
こ
の

論
難
方
法
が
反
論
者
に
対
し
て
充
分
説
得
力
の
あ
る
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
で
納

得
し
な
い
も
の
に
は
正
常
な
論
理
の
感
覚
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
、
定
言
的
論

証
を
用
い
て
も
、
何
を
し
て
も
無
駄
で
あ
る
と
極
言
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は

現
代
に
お
い
て
も
ま
こ
と
に
説
得
力
の
あ
る
主
張
だ
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
次
に
『
四
百
論
』
と
『
廻
諄
論
』
を
引
用
し

⑭
 

て
、
中
観
派
に
は
主
張
が
な
い
と
い
う
基
本
的
立
場
を
強
調
す
る
が
、
し
か

し
、
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
彼
は
理
由
や
喩
例
の
行
使
、
即
ち
定
言
的
論
証
を
全

面
的
に
否
認
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
理
由
や
喩
例
の
陳
述
が
反
論
者
に
対
し

て
説
得
力
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
使
用
に
吝
か
で
な
い
が
、
使
用
し
て
も

意
味
が
な
い
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
理
由
や
喩
例
の
陳



述
を
全
く
拒
否
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
、
単
に
彼
が
後
に
論

証
式
を
提
示
す
る
こ
と
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
と
云
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な

い
。
上
述
し
た
中
観
派
の
原
則
的
な
立
場
そ
の
も
の
が
、
理
由
と
喩
例
を
述
べ

る
こ
と
と
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
第
二
の
論
難
に

対
し
て
も
、
中
観
派
に
は
主
張
も
理
由
も
喩
例
も
実
在
し
な
い
こ
と
で
答
え
て

い
る
。
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
第
二
の
論
難
で
あ
る
「
反
論
者
に
指
摘
さ

れ
た
誤
謬
の
不
答
破
」
の
中
の
誤
謬
が
何
で
あ
る
か
を
具
体
的
に
語
っ
て
は
い

な
い
が
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
そ
れ
を
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
不

⑮
 

自
生
に
関
す
る
自
立
的
論
証
式
に
対
す
る
サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
(
S
a
m
k
h
y
a
)

の

批
判
と
理
解
す
る
。
そ
の
論
証
式
と
云
う
の
は
、

主
張
、
勝
義
と
し
て
は
諸
内
処
は
自
か
ら
生
じ
な
い

理
由
、
現
に
存
在
す
る
か
ら

喩
例
、
精
神

(
c
a
i
t
a
n
y
a
)

の
よ
う
に

で
あ
っ
て
、
こ
の
論
証
式
に
対
す
る
サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
の
批
判
は
『
般
若
灯

R
 

論
』
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
そ
れ
を
引
用
し
な
が

ら
、
第
二
の
論
難
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
中
観
論
者
が
自
立
的
論
証
を
論
述
し
な
い
と
き
、
サ
ー

ン
キ
ャ
学
派
の
学
者
達
が
「
こ
の
主
張
の
意
味
は
何
で
あ
る
か
。
『
自
か
ら
』

と
は
結
果
を
本
性
と
す
る
も
の

(
k
a
r
y
a
t
m
a
k
a
)
か
ら
な
の
か
、
原
因
を
本

性
と
す
る
も
の

(
k
a
r
a
J
]
i
i
.
t
m
a
k
a
)

か
ら
な
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
で
ど
う
な

の
か
と
云
え
ば
、
結
果
を
本
性
と
す
る
も
の
か
ら
（
生
じ
な
い
の
）
で
あ
れ

ば
、
（
不
自
生
は
）
解
り
き
っ
た
こ
と
の
証
明
(
s
i
d
d
h
a
s
a
d
h
a
n
a
)

(
の
誤

謬
）
に
な
る
し
、
原
因
を
本
性
と
す
る
も
の
か
ら
（
生
じ
な
い
の
）
で
あ
れ

⑰
 

ば
、
（
自
か
ら
生
じ
な
い
こ
と
は
）
矛
盾
の
包
含

(
v
i
r
u
d
d
h
a
r
t
h
a
t
a
)

(と

い
う
誤
謬
）
に
な
る
。
お
よ
そ
生
起
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
原
因
を
本
性
と

⑱
 

す
る
も
の
と
し
て
現
に
存
在
す
る
も
の
だ
け
が
、
生
起
す
る
か
ら
で
あ
る
」

と
い
う
論
駁
を
加
え
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、
自
立
的
論
証
上
の
主
張
で
あ

る
「
諸
内
処
は
自
か
ら
生
じ
な
い
」
が
、
ど
う
し
て
あ
ろ
う
か
。

（
ま
た
）
我
々
に
は
「
現
に
存
在
す
る
か
ら
」
と
い
う
理
由
が
ど
う
し
て

あ
ろ
う
か
。
（
若
し
そ
れ
が
あ
れ
ば
、
）
そ
れ
（
理
由
）
に
〈
解
り
き
っ
た
こ

と
の
証
明
〉
か
、
〈
矛
盾
の
包
含
〉

（
と
い
う
誤
謬
）
が
あ
ろ
う
し
、
且
つ
、

そ
の
〈
解
り
き
っ
た
こ
と
の
証
明
〉
や
〈
矛
盾
の
包
含
〉
を
除
去
す
る
た
め

に
我
々
が
努
力
す
る
で
も
あ
ろ
う
が
。
そ
う
い
う
訳
で
、
反
論
者
に
指
摘
さ

れ
た
誤
謬
に
陥
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
の
答
破
は
プ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
師
に
よ
っ

て
論
述
さ
れ
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。

(Pr.,
p
.
1
6
,
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~
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,
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)
 

・
ハ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
最
初
の
二
つ
の
論
難
に
対
す
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ

ー
ル
テ
ィ
の
解
答
は
、
上
述
の
よ
う
に
極
め
て
明
確
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
以
上

そ
れ
ら
に
つ
い
て
論
ず
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ

は
以
上
の
答
弁
で
実
質
的
に
は
こ
れ
ら
の
論
難
を
論
破
し
了
え
た
と
考
え
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
次
に
来
る
問
答
の
中
で
も
、
彼
は
こ
れ
ら
二
つ
の
論
難
に
答

え
る
と
云
う
形
を
取
っ
て
は
い
る
が
、
実
際
に
彼
が
そ
こ
で
論
じ
て
い
る
こ
と

は
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
彼
自
身
の
見
解
や
論
証
方
法
を
更
に
一
歩
踏
み
込

ん
だ
立
場
で
徹
底
し
、
詳
述
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

六
0



チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
理
観
の
一
考
察

い
の
で
あ
る
。

(Pr.,
p
.
1
8
,
 
11. 
5
~
7
)
 

中
観
論
者
達
に
は
主
張
・
理
由
・
喩
例
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
自
立

的
論
証
を
陳
述
す
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
、
自
か
ら
の
生
起
の
否
定
と
い

う
主
張
せ
る
事
柄
の
能
証
は
存
在
し
な
い
し
、
（
対
論
者
）
雙
方
に
是
認
さ

れ
た
論
証

(
a
n
u
m
a
n
a
)
に
よ
っ
て
反
論
者
の
主
張
を
否
定
す
る
こ
と
も
な

こ
の
再
論
駁
の
前
半
で
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
明
瞭
に
、
自
己
の
主

張
も
理
由
・
喩
例
も
持
た
な
い
中
観
派
は
、
自
立
的
論
証
を
行
わ
な
い
と
い

う
原
則
的
な
立
場
を
承
認
し
て
い
る
。
従
っ
て
「
自
か
ら
の
生
起
の
否
定
」

⑲
 

(svata 
utpattiprati:;;edha) ...\Jl~""·IHll!il~ 

ぶ
i
4
H
H
京
せ
ヱ
3
声
『
i
叩心は、

{

F
年
5
迄
爪

或
は
ま
た
、

も
知
れ
な
い
。

1

る。

貪
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
）
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
か

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
次
に
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
が
自
己
の
本

来
の
立
場
を
放
棄
し
、
中
観
派
の
原
則
に
立
戻
っ
た
上
で
加
え
る
で
も
あ
ろ
う

論
駁
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
謂
わ
ば
修
正
し
、
譲
歩
し
た
見
解
は
、
云
う
迄

も
な
く
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
勝
手
に
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実

際
の
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
は
直
接
関
係
は
な
い
。
こ
の
再
論
駁
の
中
で

も
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
、
中
観
派
に
は
自
立
的
論
証
が
な
い
こ
と
を

認
め
て
い
る
の
に
、
猶
も
中
観
派
が
定
言
的
論
証
を
用
い
る
べ
き
こ
と
を
主
張

し
て
、
ブ
ッ
ダ
。
ハ
ー
リ
ク
の
方
法
に
同
じ
批
判
を
繰
返
し
述
べ
て
い
る
の
で
あ

い
の
だ
か
ら
、

し
か
し
な
が
ら
、

， 
ノ‘

そ
れ
ら
（
理
由
等
）
が

反
論
者
の
主
張
の
論
証
と
の
矛
盾
の
難
詰
が
、

の
自
立
論
証
上
の
主
張

(svatantra
pratijiia)
で
は
な
い
。
更
に
、
中
観
派

が
主
張
等
の
実
在
を
認
め
な
い
以
上
、
必
然
的
に
対
論
者
雙
方
が
是
認
す
る
論

証
と
云
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
こ
の
「
自
か
ら
の
生
起
の
否
定
」
と
云

う
命
題
は
、
反
論
者
の
主
張
で
あ
る
「
自
か
ら
の
生
起
」
が
対
論
者
雙
方
に
是

認
さ
れ
た
論
証
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
表
す
も
の
で
も
な
い
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ほ
、
中
観
派
も
ま
た
主
張

等
を
陳
述
し
、
論
証
学
上
欠
点
の
な
い
定
言
的
論
証
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と

主
張
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
に
は
中
観
派
の
「
自
か
ら
の
生
起
の
否

定
」
の
命
題
は
、
中
観
派
と
は
全
く
関
係
の
な
い
、
唯
反
論
者
だ
け
が
是
認
し

た
理
由
と
喩
例
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
、
反
論
者
の
み
に
真
理
と
し
て
決
定
さ
れ

る
主
張
を
表
す
と
考
え
る
よ
り
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
前
半
に

続
く
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
ブ
ッ
ダ
。
ハ
ー
リ
タ
批
判
は
次
の
よ
う
に
読
む

べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

正
に

（
反
論
者
の
見
解
）
そ
の
も
の
か
ら
し
て

(svata
e
v
a
)
あ
る
と
き
、
主

張
・
理
由
・
喩
例
の
誤
謬
を
除
い
た
主
張
等
が
、
反
論
者
の
見
解
と
し
て
ほ

⑳
 

(svata e
v
a
)
当
然
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

陳
述
さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
ら
（
主
張
等
）
の
誤
謬
が
答
破
さ
れ
て
い
な

（
プ
ッ
ダ
。
ハ
ー
リ
タ
の
論
証
に
は
）
前
に
指
摘
し
た
と
同
じ

誤
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る
、
と
（
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
主
張
す
る
か

も
知
れ
な
い
）
。
（
Pr.,
p. 1
8
,
 
11. 
7
~
9
)
 

自
己
の
主
張
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の



ら
ず
、

否
定
の
論
証
は
「
反
論
者
の
主
張
の
論
証
に
あ
る
矛
盾
の
難
詰
」

(parapratijfiiiyii. 
a
n
u
m
i
i
n
a
v
i
r
o
d
h
a
c
o
d
a
n
i
i
)

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
難

詰
は
棚
に
謂
ゆ
る
プ
ラ
サ
ン
ガ
論
法
の
定
義
と
し
て
指
摘
し
た
、
「
反
論
者
自

身
が
是
認
す
る
見
解
と
の
矛
盾
に
よ
る
難
詰
」
と
実
質
的
に
は
同
じ
意
味
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
プ
ラ
サ
ン
ガ
論
法
は
「
矛
盾
の
難
詰
」
の
最
も
直
接
的
な
表
示

形
式
で
あ
る
と
云
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
は
寧
ろ
、
帰
謬
法
と

か
定
言
的
論
証
と
い
う
方
法
上
の
区
別
に
入
る
以
前
の
、
中
観
派
の
否
定
の
基

本
的
な
意
味
に
言
及
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
更
に
こ
こ
で
は
、
「
反

論
者
の
見
解
そ
の
も
の
か
ら
」
、
「
反
論
者
の
見
解
で
は
」

(
s
v
a
t
a
s
)

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
論
者
に
対
し
て
中
観
派
が
難
詰
す
る
矛
盾
が
、

或
る
必
然
性
を
も
っ
て
反
論
者
の
学
説
そ
の
も
の
か
ら
、
自
発
・
自
動
的
に

(
s
v
a
t
a
s
)
顕
に
な
り
、
反
論
者
の
見
解
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
中
観
派
自
身
は
論
理
を
超
え
て

い
る
か
ら
、
矛
盾
も
無
矛
盾
も
見
な
い
し
、
難
詰
す
る
こ
と
も
な
い
。
中
観
派

が
難
詰
す
る
と
云
う
こ
と
も
、
中
観
派
の
否
定
に
と
っ
て
は
外
面
的
な
事
実
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
内
面
的
、
本
質
的
に
云
え
ば
、
反
論
者
の
主
張
そ
の

も
の
が
顕
に
す
る
自
己
矛
盾
に
よ
る
自
己
否
定
で
あ
る
、
と
云
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
こ
の
よ
う
な
難
詰
が
、
具
体
的
な
論
証
形

態
を
取
っ
て
現
わ
れ
る
と
き
に
は
、
帰
謬
法
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な

「
反
論
者
の
見
解
で
は
」
正
し
い
定
言
的
論
証
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
こ
こ
で
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
主
張
・
理
由
・
喩
例
に
誤
謬
の
な
い

主
張
等
」
と
い
う
表
現
は
、
糊
の
二
つ
の
論
難
を
前
提
と
し
た
言
回
し
に
過
ぎ

場
合
も
、

又
は
、

な
い
。し

か
し
な
が
ら
、
英
訳
で
は
こ
の
再
論
駁
の
中
で
も
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

力
は
依
然
と
し
て
、
中
観
派
が
自
分
自
身
の
見
解
と
し
て
主
張
等
の
支
分
に
誤

謬
の
な
い
論
証
式
を
用
い
て
反
論
者
の
矛
盾
を
難
詰
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
が
こ
の
再
論
駁
の
前
半
で
承
認
し
た
原
則
的
な
立
場
と
矛
盾
す
る
こ
と

に
な
る
ば
か
り
か
、
彼
の
本
来
の
主
張
と
何
ら
異
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
も
英
訳
で
は
、
単
に
．
ハ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
だ
け
で
な
く
、
こ
の

再
論
駁
に
対
す
る
解
答
の
中
で
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
ま
で
も
、
・
ハ
ー
ヴ

ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
要
求
に
従
っ
て
、
自
立
的
論
証
式
に
よ
っ
て
反
論
者
の
矛

⑲
 

盾
を
批
判
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
従
っ
て
、
彼
も
自
己

本
来
の
立
場
を
放
棄
し
て
、
消
極
的
で
は
あ
っ
て
も
、
自
立
的
論
証
を
是
認

し
、
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
成
立
た
な
い
こ
と

は
、
以
下
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
解
答
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

答
え
る
。
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
か
と
云
え
ば
、
実
に
或
る

（
論
理
学
の
信
奉
）
者
が
或
る
事
柄
を
主
張
す
る
と
き
、
彼
は
自
分
が
決
定

し
た
通
り
に
、
他
の
人
々
に
も
決
定
を
起
さ
せ
よ
う
と
願
う
の
で
、
（
自
分

が
）
或
る
論
理
的
妥
当
性
・
論
拠

(
u
p
a
p
a
t
t
i
)

il
よ
っ
て
そ
の
事
柄
を
理

解
し
た
、
そ
の
同
じ
論
理
的
妥
当
性
を
他
の
人
々
に
教
示
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
兎
に
角
、
自
分
が
是
認
し
た
主
張
す
る
事
柄
の
能
証
が
、
他
の

人
々
に
よ
っ
て
も
受
容
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
云
う
こ
の
こ
と
は
、

証
上
の
）
原
則
で
あ
る
。

(
P
r
.
,
p
.
1
9
,
 
1
1
.
1
~
3
)
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チ
ャ
ソ
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
理
観
の
一
考
察

在
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
、
論
理
的
妥
当
性
を
も
っ
て
真
偽
の
決
定
が
な
さ
れ

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
こ
の
よ
う
に
解
答
の
冒
頭
で
、
先
ず
中
観
派
と

対
照
的
立
場
に
あ
る
論
理
学
の
信
奉
者
が
、
自
分
の
主
張
を
他
人
に
立
証
す
る

際
の
原
則
を
説
い
て
い
る
。
云
う
迄
も
な
く
、
「
自
分
が
是
認
し
た
主
張
の
能

証

(
s
a
d
h
a
n
a
)
が
他
人
に
よ
っ
て
も
受
容
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
云
う
原

則
で
あ
る
。
論
理
学
者
が
他
人
の
た
め
の
推
理

(
p
a
r
a
r
t
h
a
n
u
m
a
n
a
)
を
用
い

る
場
合
に
は
、
自
分
の
主
張
を
立
証
す
る
理
由
や
喩
例
が
他
人
に
も
実
在
と
し

て
受
け
容
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
始
め
て
彼
ら
は
自
分
の
主
張
を

真
理
と
し
て
他
人
に
決
定

(
n
i
s
c
a
y
a
)
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
が
再
論
駁
の
中
で
中
観
派
に
要
求
し
て
い
る
こ
と

は
、
実
質
的
に
は
論
理
学
者
の
こ
の
原
則
で
あ
る
と
考
え
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ

ー
ル
テ
ィ
は
最
初
に
そ
れ
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ

ー
カ
は
反
論
者
を
難
詰
す
る
際
に
、
中
観
派
の
場
合
に
も
、
上
述
の
よ
う
に
主

張
等
に
誤
謬
の
な
い
定
言
的
論
証
式
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ

の
場
合
、
中
観
派
自
身
が
何
か
を
決
定
す
る
と
か
、
論
理
的
妥
当
性
を
も
っ
て

主
張
す
る
事
柄
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
ら
、
そ
の
点
は
論
理
学
者

と
全
く
異
る
が
、
彼
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
反
論
者
に
関
し
て

は
、
論
理
学
者
と
同
様
に
中
観
派
の
場
合
に
も
、
反
論
者
に
よ
っ
て
能
証
が
実

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー

ル
テ
ィ
は
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
論
駁
が
論
理
学
者
に
は
当
然
で
あ
る

が
、
自
立
的
論
証
を
認
め
な
い
中
観
派
に
は
当
嵌
ら
な
い
こ
と
を
示
し
、
そ
の

上
で
、
更
に
中
観
派
の
原
則
的
な
論
証
方
法
で
あ
る
。
フ
ラ
サ
ン
ガ
論
法
に
よ
る

六一

論
証
の
意
味
を
、
次
に
論
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
解
答
中
の
こ
の

部
分
は
テ
キ
ス
ト
も
安
定
し
て
い
な
い
し
、
表
現
も
曖
昧
で
、
正
確
な
文
意
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
次
の
よ
う
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
（
原
則
）
は
別
（
の
立
場
に
立
つ
中
観
論
）
者
に

⑳
 

は
当
嵌
ら
な
い
。
（
反
論
者
が
受
け
容
れ
る
べ
き
）
理
由
も
喩
例
も
存
在
し

な
い
か
ら
、
彼
（
中
観
論
者
）
は
自
分
が
主
張
し
た
事
柄
の
能
証
を
、
単
に

（
反
論
者
の
）
主
張
に
随
伴
す
る
帰
結
（
と
し
て
の
矛
盾
）
と
云
う
意
味
で

の
み
容
認
す
る
。
従
っ
て
（
中
観
論
者
は
）
論
理
的
妥
当
性
を
欠
い
た
主
張

な
い
彼
（
中
観
論
者
）
は
、
反
論
者
に
決
定
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
云
う
こ
の
こ
と
、
即
ち
、
自
分
が
主
張
し
た
事
柄
を
立
証
で
き
な
い

と
云
う
（
こ
の
こ
と
）
こ
そ
が
、
彼
（
中
観
論
者
）
が
加
え
る
（
反
論
者
へ

の
）
よ
り
明
瞭
な
論
難
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
（
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ

ー
カ
が
主
張
す
る
、
反
論
者
の
）
論
証
の
否
定
的
反
証
の
論
述
が
こ
こ
で
何

に
な
ろ
う
か
。

(
p
?
p
.
1
9
,
 
11. 
3
~
7
)
 

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
こ
の
答
弁
の
中
で
特
に
中
観
派
の
立
場
を
解
説

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
先
ず
「
理
由
も
喩
例
も
存
在
し
な
い
か
ら
、

彼
は
自
分
が
主
張
し
た
事
柄
の
能
証
を
、
単
に
（
反
論
者
の
）
主
張
に
随
伴
せ

る
帰
結
（
と
し
て
の
矛
盾
）
と
云
う
意
味
で
の
み
容
認
す
る
」
と
訳
し
た
一
節

⑳
 

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
自
分
が
主
張
し
た
事
柄
」

(svapratijiiatartha)
と

云
う
の
は
、
具
体
的
に
云
え
ば
、
例
え
ば
親
の
プ
ッ
ダ
。
ハ
ー
リ
タ
の
注
釈
文
中

の
「
諸
の
存
在
す
る
も
の
は
自
か
ら
生
じ
な
い
」
と
云
う
命
題
で
あ
り
、
そ
れ

を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
自
己
自
身
に
さ
え
論
証
す
る
こ
と
の



な
る
。

ブ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
は

「
生
起
が
無
限
に
起
る
か
ら
」
と
云
う
二
つ
の
理
由
句
を
指
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
句
が
示
す
、
そ
れ
の
生
起
の
無
意
味
さ
と
か
、
生
起
の

顕
に
し
た
と

無
限
反
復
と
云
う
こ
と
は
、
反
論
者
が
認
め
る
自
生
の
主
張
に
内
在
し
、
必
然

的
に
随
伴
し
て
い
る
も
の
で
、
帰
謬
論
証
に
よ
っ
て
帰
結
さ
れ
る
不
合
理
で
承

認
で
き
な
い
結
論
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
中
観
派
が
プ
ラ
サ
ン
ガ

論
法
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
矛
盾
や
不
合
理
な
帰
結
を
指
摘
し
、

き
、
少
く
と
も
反
論
者
の
自
生
の
主
張
が
成
立
し
な
い
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
に

こ
の
反
論
者
の
主
張
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
、

「
諸
の
存
在
す
る
も
の
は
自
か
ら
生
じ
な
い
」
と
云
う
否
定
的
な
命
題
の
か
た

ち
で
言
詮
し
た
迄
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
、
即
ち
、
帰
謬
法
に

よ
る
間
接
論
証
と
云
う
意
味
で
、
反
論
者
の
主
張
に
内
在
す
る
矛
盾
が
、
中
観

派
に
と
っ
て
は
自
己
の
主
張
を
立
証
す
る
能
証
で
あ
る
こ
と
を
、
「
能
証
を
単

に
（
反
論
者
の
）
主
張
に
随
伴
す
る
帰
結
（
と
し
て
の
矛
盾
）
と
云
う
意
味
で

R
 

の
み

(pratijfiiinusiiratayaiva
k
e
v
a
l
a
m
)
容
認
す
る
」
と
説
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
中
観
派
の
能
証
は
自
立
的
論
証
上
の
理
由
で
は
な
い

し
、
不
自
生
の
命
題
も
主
張
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
槻
派
は
不

自
生
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
論
理
学
者
の
主
張
の
よ
う
に
、
論

理
的
妥
当
性
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
た
主
張
で
は
な
い
か
ら
、
「
論
理
的
妥
当
性
・

論
拠
の
な
い
主
張
」
(
n
i
r
u
p
a
p
a
t
t
i
k
a
p
a
k
~
a
)

で
あ
る
。
主
張
が
元
来
論
理
的

妥
当
性
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
、
中
観
派
に
ほ
自
己
の
主
張
を
反
論
者

に
決
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

の
「
能
証
」

(sii.dhana)

は、

「
そ
れ
の
生
起
は
無
意
味
で
あ
る
か
ら
」
と

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
更
に
、
中
観
派
の
こ
の
立
場
を
、

張
し
た
事
柄
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
」

(svapratijftatiirthasii
,
 

d
h
a
n
a
s
a
m
a
r
t
h
y
a
)

で
あ
る
と
認
め
な
が
ら
も
、
却
っ
て
そ
の
こ
と
が
反
論
者

に
対
し
て
よ
り
明
確
な
論
難
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
自
己
の
主
張
を
立
証
で
き

な
い
こ
と
が
反
論
者
の
論
難
に
な
る
と
云
う
逆
説
は
決
し
て
自
明
の
理
と
は
云

え
な
い
。
恐
ら
く
自
立
的
論
証
に
よ
っ
て
立
証
で
き
な
い
と
云
う
こ
と
は
、
こ
の

場
合
、
総
じ
て
実
在
と
論
理
の
乖
離
を
如
実
に
顕
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
云

え
る
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
中
観
派
の
否
定
の
真
意
を
明
確
に
顕
わ
し
て

い
る
と
も
取
れ
よ
う
。
ま
た
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
が
主
張
す
る
「
（
反
論

者
の
）
論
証
の
否
定
的
な
反
証
の
論
述
」
(
a
n
u
m
i
i
.
n
a
b
a
d
h
o
d
b
h
a
v
a
n
a
)
~

、

単
に
反
論
者
の
特
定
の
一
主
張
の
否
定
に
留
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
立
証
で

き
な
い
こ
と
ほ
論
理
を
実
在
の
認
識
手
段
と
し
て
認
め
る
反
論
者
が
立
脚
す
る

立
場
そ
の
も
の
の
否
定
を
意
味
す
る
か
ら
、
よ
り
明
確
で
抜
本
的
な
論
難
で
あ

る
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー

ル
テ
ィ
の
こ
の
解
答
は
プ
ラ
サ
ン
ガ
論
法
を
論
証
方
法
と
す
る
こ
と
の
意
味
を
、

恐
ら
く
こ
の
よ
う
に
解
明
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
彼
は
こ
こ
で
も

論
証
方
法
と
し
て
は
帰
謬
法
だ
け
を
認
め
、
定
言
的
論
証
を
拒
否
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
反
論
者
の
立
場
で
の
定
言
的
論
証
で
あ
る
な
ら
ば
拒
ま
な
い
が
、

殊
更
に
そ
の
よ
う
な
形
式
を
整
え
て
も
無
意
味
で
役
に
立
た
な
い
と
云
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
は
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
要
求
を
容
れ
て
、

ブ
ッ
ダ
パ
ー
リ
ク
の
注
釈
文
が
定
言
的
論
証
を
も
含
意
し
て
い
る
こ
と
を
次
に

示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

六
四

「
自
己
が
主



「
生
起
が
無
意
味
で
あ
る
か
ら
」
と
云
う
こ
の

（
文
章
）
に
よ
っ
て
所
証
た
る
性
質
が
指
示
さ
れ
る
。

p
.
2
 0 ,
 I

.
 
6
)
 

薔
に
触
れ
た
よ
う
に
英
訳
で
は
、
こ
の
冒
頭
の
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の

要
求
を
「
反
論
者
の
学
説
の
矛
盾
を
自
立
的
論
証
に
よ
っ
て
顕
示
す
べ
き
で
あ

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
理
観
の
一
考
察

よ
っ
て
理
由
が
指
示
さ
れ
、

或
は
ま
た
、
若
し
ど
う
し
て
も
反
論
者
の
見
解
に
お
い
て

(svatas)
、
論

R
 

証
に
あ
る
矛
盾
が
（
定
言
的
論
証
を
用
い
て
）
論
述
・
顕
示
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
（
と
云
う
な
ら
ば
）
、
そ
の
こ
と
も
プ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
師
に
よ
っ
て
論

述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
か
と
云
え
ば
、
「
諸
の
存
在
す
る

も
の
は
自
か
ら
生
じ
な
い
。
そ
れ
の
生
起
は
無
意
味
で
あ
る
か
ら
」
と
述
べ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
（
理
由
句
の
）
中
で
、

の
（
代
名
詞
）
は
「
自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
す
る
も
の
」
を
指
示
す
る
。

何
故
か
と
云
え
ば
、
即
ち
、
「
何
と
な
れ
ば
、
自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
す

る
も
の
に
は
再
び
生
ず
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
云
う
こ
の
（
文

章
）
こ
そ
が
、
要
約
し
て
述
べ
ら
れ
た
そ
の
（
理
由
句
の
）
文
章
の
解
説

文

(vivarai:iavii.kya)
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
正
に
こ
の
（
解
説
）

文
に
よ
っ
て
、
所
証
と
能
証
で
あ
る
性
質
（
法
）
（
即
ち
、
主
張
の
賓
辞
と
理

由
）
（
s
a
d
h
y
a
s
a
d
h
a
n
a
d
h
a
r
m
a
)
と
を
伴
っ
た
、
反
論
者
が
承
認
し
た
同

類
喩

(
s
a
d
h
a
r
m
y
a
d
r
~
t
a
n
t
a
)

が
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中

で
「
自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
す
る
も
の
に
は
」
と
云
う
こ
の
（
文
章
）
に

四

「
そ
れ
の
」
と
云
う
こ

(Pr., 
p. 1
9
,
 
1. 

8~ 

六
五

か
し
厳
密
に
云
う
な
ら
ば
、
こ
の
部
分
で
ほ
同
類
喩
の
喩
体
、
理
由
、
主
張
の

賓
辞
だ
け
が
指
示
さ
れ
て
い
て
、
主
張
の
主
部
と
実
例
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
そ
れ
ら
を
ェ
と

y
で
表
示
す
る
と
、
ブ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
の
注
釈
文
が
含

意
す
る
定
言
的
論
証
式
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

H
 punarutpadavyarthaJ:.i 
/
 

理
由
、
自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
す
る
か
ら

sviitmanii 
vidyamiinatviit /
 

喩
例
、
自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
す
る
も
の
に
は
再
び
生
ず
る
必
要
が
な
い
。

ツ
の
よ
う
に

n
a
 sviitmanii 
vidyamiiniiniixh 
punarutpiide 
p
r
a
y
o
j
a
n
a
x
h
 

こ
の
よ
う
に
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
主
張
、
理
由
、
喩
例
の
三
支
か
ら

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル

な
る
論
証
式
を
提
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
論
証
式
が
、
・
ハ
ー
ヴ
ァ

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
第
一
の
論
難
で
あ
る
「
理
由
と
喩
例
の
不
陳
述
」
の
批
判
に

対
す
る
解
答
の
一
部
だ
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

テ
ィ
は
、

デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ

(
D
i
g
n
a
g
a
・

陳
那
）
が
提
唱
し
た
一
＿
一
支
の
推
論
式

を
採
る
の
か
、
正
理
派
の
伝
統
的
な
五
支
の
推
論
式
を
是
と
す
る
の
か
、
積
極

的
に
自
己
の
見
解
を
示
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
本
来
論
証
式
を
用
い
た
立
証

を
無
意
味
と
考
え
て
い
る
彼
に
と
っ
て
、
或
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る

と
も
云
え
よ
う
。
し
か
し
彼
は
世
間
の
事
物
の
認
識

(lokasyarthadhiga-

主
張
、

y
a
t
h
a
 y
 I
 

X

が
再
び
生
ず
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る

R
 

る
」
と
読
み
、
更
に
解
答
中
の
こ
の
部
分
か
ら
論
証
式
を
構
成
し
て
い
る
。
し



mal:i)

に
関
し
て
は
、
知
覚
、
推
理
、
証
言
(
a
g
a
m
a
1
1
窟
b
d
a
・

聖
言
量
）
、
類

推

(
u
p
a
m
a
n
a
・

比
喩
量
）
の
四
種
を
認
識
方
法
(pramaJ:.la)
と
認
め
、
知
覚

⑳
 

と
推
理
だ
け
を
認
め
る
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
に
対
し
て
、
正
理
派
の
学
説
を
積
極
的

に
採
用
し
て
い
る
(
p
?
p
.
7
5
)
。
こ
の
よ
う
に
認
識
方
法
で
正
理
派
の
見
解

を
支
持
し
て
い
る
の
は
、
当
時
そ
の
論
理
学
・
認
識
論
が
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
そ

れ
よ
り
も
世
間
で
一
般
に
弘
く
容
認
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
世
俗
に
関

⑲
 

し
て
は
「
世
間
が
一
般
に
認
め
る
」

(
l
o
k
a
p
r
a
s
i
d
d
h
,
a
)

見
解
に
従
う
の
が
チ

ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
立
場
だ
か
ら
で
あ
る
。
論
証
式
の
場
合
も
彼
は
正
理

派
の
五
支
の
論
証
式
を
も
実
質
的
に
は
認
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
．
次
に
来
る
論
証
の
説
明
は
、
正
理
派
の
五
支
が
説
く
論
理
的
、
或
は
心
理

的
な
論
証
過
程
を
用
い
て
、
上
述
の
三
支
の
論
証
式
の
有
効
性
を
解
説
し
て
い

理
由
、
作
ら
れ
た
も
の
（
所
作
性
）
で
あ
る
か
ら

喩
例
、
作
ら
れ
た
も
の
は
無
常
で
あ
る
と
経
験
上
認
め
ら
れ
る
。
瓶
の
よ
う

連
合
、
声
は
そ
れ
と
同
様
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

結
論
、
そ
れ
故
に
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
（
声
は
）
無
常
で
あ
る

と
云
う
こ
の
（
論
証
式
）
に
お
い
て
、
連
合
で
示
さ
れ
た
「
作
ら
れ
た
も

⑳
 

の
」
と
云
う
性
質

(
K●
t
a
k
a
t
v
a
)

が
理
由
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
当
面
（
の
論
証
）
の
場
合
に
も
、
諸
の
存
在
す
る

にこ

そ
こ
で
丁
度
"

主
張
、
声
は
無
常
で
あ
る

る
と
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

も
の
が
自
か
ら
生
じ
な
い
の
は
、
自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
す
る
も
の
に
再

び
生
ず
る
こ
と
は
無
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
即
ち
）
こ
の
世
に
お
い
て
、

自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
し
、
眼
の
前
に
置
か
れ
た
瓶
な
ど
の
も
の
に
は
再

ぴ
生
ず
る
必
要
が
な
い
と
経
験
上
認
め
ら
れ
る
（
喩
例
）
。
そ
れ
と
同
じ
ょ
う

に
、
君
が
若
し
粘
土
の
塊
の
状
態
に
お
い
て
も
瓶
等
の
も
の
が
自
体
を
も
っ

て
現
に
存
在
し
て
い
る
（
連
合
）
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
も
、
自
体
を

の
も
の
）
に
は
生
起
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
遮
合
に
示

さ
れ
た
「
自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
す
る
」
と
い
う
性
質
で
、
再
び
生
ず
る

の
論
証
に
あ
る
矛
盾
の
論
述
が
、

成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ど
う
し
て
「
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。

理
由
と
喩
例
を
陳
述
し
て
い
な
い
か
ら
」
と
云
え
よ
う
か
。

1. 
7
~
p
.
 2
1
,
 
1. 
7
)
 

こ
こ
で
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
主
張
の
主
辞
と
喩
例
中
の
実
例
を
補
っ

て
い
る
。

主
張
の
主
辞
は

喩
例
に

(Pr•• 

p
.
2
0
,
 

で

「
粘
土
の
塊
の
状
態
に
お
け
る
瓶
等
の
も
の
」

あ
る
。
彼
は
後
に
こ
の
「
等
の
も
の
」
が
「
生
じ
よ
う
と
す
る
事
物
の
全
体

(
n
i
r
a
v
a

窓
~
o
t
p
i
t
s
u
p
a
d
a
r
t
h
a
)

を
意
味
す
る
か
ら
、
衣
等
の
も
の
と
の
不
決

定
性

(anaikantikatii.)

は
な
い
と
云
う

(Pr.,
p. 2
2
,
 
l
l
.
1
~
2
)
。

は
主
張
の
主
辞
と
「
眼
の
前
に
置
か
れ
た
」
点
で
区
別
さ
れ
た
「
瓶
等
の
も

の
」
が
実
例
と
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
補
う
と
共
に
、
彼
は
こ
こ

で
連
合
に
示
さ
れ
た
理
由
に
よ
っ
て
論
証
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
云
う
。
連
合

（
サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
の
）
見
解
に
お
い
て

こ
と
の
否
定
と
錯
雑
す
る
こ
と
の
な
い
理
由
に
よ
っ
て
、

サ
ー
ン
キ
ャ
学
派

も
っ
て
現
に
存
在
す
る
そ
の
も
の
（
即
ち
、
粘
土
の
塊
の
状
態
に
あ
る
瓶
等

六
六



チ
ャ
ソ
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
理
観
の
一
考
察

(upanaya)~ 

正
理
派
の
五
支
の
論
証
式
の
第
四
支
分
で
、
『
正
理
経
』
(
-
.

―
•
三
八
）
で
は
喩
例
の
性
質
を
所
証
に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
喩
例

の
も
の
」
の
性
質
を
、

中
の
「
自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
す
る
」
と
云
う
「
眼
の
前
に
置
か
れ
た
瓶
等

「
粘
土
の
塊
の
状
態
に
あ
る
瓶
等
の
も
の
」
と
い
う
所

証
（
主
張
の
主
辞
）
に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
謂
わ
ば
、
「
証
相
の
反
省
」

R
 

（
臣
g
a
p
a
r
a
m
a
r
s
a
)
と
云
う
論
証
過
程
を
経
て
、
「
自
体
を
も
っ
て
現
に
存

在
す
る
」
と
云
う
理
由
が
主
張
を
立
証
す
る
、
即
ち
結
論

(
n
i
g
a
m
a
n
a
)
に
導

く
こ
と
が
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
主
張
の
主
辞
と
喩
例
が
一
応
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
正
確
な

表
現
は
、
こ
の
論
証
式
に
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
第
二
の
論
難
が
当
ら
な

い
こ
と
を
論
ず
る
次
の
解
答
文
中
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

唯
単
に
理
由
と
喩
例
を
陳
述
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
け
で
は
な
く
、

反
論
者
に
指
摘
さ
れ
た
誤
謬
を
答
破
し
て
い
な
い
の
で
も
な
い
。
ど
の
よ
う

に
か
と
云
え
ば
、
何
と
な
れ
ば
、
サ
ー
ソ
キ
ャ
学
派
の
学
者
達
は
、
顕
現
し

て
い
る
こ
と
を
本
性
と
し
、
眼
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
瓶
（
等
の
も
の
）

が
、
再
び
顕
現
す
る
こ
と
を
決
し
て
認
め
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
そ
れ
こ

そ
が
、
喩
例
と
し
て
説
か
れ
る
。
解
り
き
っ
た
あ
り
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
一

方
、
顕
現
し
て
い
な
い
こ
と
を
本
性
と
し
た
、
可
能
性
の
状
態
に
留
っ
て
い

る
も
の
が
、
生
起
の
否
定
（
と
云
う
賓
辞
に
よ
っ
て
）
限
定
さ
れ
た
所
証
で

あ
る
。
従
っ
て
、
ど
う
し
て
解
り
き
っ
た
こ
と
の
証
明
と
い
う
主
張
の
誤
謬

が
あ
ろ
う
か
。
或
は
、
ど
う
し
て
理
由
に
矛
盾
の
包
含
と
云
う
（
誤
謬
が
あ

る
）
疑
い
が
あ
ろ
う
か
。

¥,' 

六
七

k
a
n
a
r
h
 
p
u
n
a
r
u
t
p
a
d
e
 p
r
a
y
o
j
a
n
a
m
 /
 

主
張
、
顕
現
し
て
い
な
い
こ
と
を
本
性
と
し
た
、
可
能
性
の
状
態
に
留
っ
て

と
云
う

(
a
n
a
b
h
i
v
 ,
 

を
難
詰
す
る
場
合
に
も
、
上
述
の
誤
謬
は
存
在
し
な
い
の
で
、
反
論
者
に
指

摘
さ
れ
た
誤
謬
を
答
破
し
て
い
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ

⑲
 

の
（
二
つ
の
）
論
難
は
無
意
味
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。

(
p
?
p
.
2
1
,
 

1
1
.
8
~
1
4
)
 

こ
こ
で
は
主
張
に
「
顕
現
し
て
い
な
い
こ
と
を
本
性
と
し
た
」

yaktarO.pa)

と
「
可
能
性
の
状
態
に
留
る
」
（
盆
ktirO.p3.panna)

形
容
句
が
加
え
ら
れ
、
喩
例
に
も
「
顕
現
し
て
い
る
こ
と
を
本
性
と
し
た
」

(
a
b
h
i
v
y
a
k
t
a
r
u
p
a
)
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
論
証
式
は
結
局
次
の
よ

う
な
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
る
瓶
等
の
も
の
に
は
再
び
生
ず
る
必
要
が
な
い

n
a
 anabhivyaktarupai;iarl:J. 
saktirupapannanarl:J. 
ghatadi ,
 

理
由
、
自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
す
る
か
ら

svii.tmanii. 
vidyamii.natvii.t 
/
 

喩
例
、
自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
す
る
、
顕
現
し
て
い
る
こ
と
を
本
性
と

し
、
眼
の
前
に
置
か
れ
た
瓶
等
の
も
の
に
は
再
び
生
ず
る
必
要
が
な

n
a
 s
v
a
t
m
a
n
a
 v
i
d
y
a
m
a
n
a
n
i
i
m
 
abhivyaktarupiil)arh 
puroi 

R
 

vasthitanarh 
g
h
a
t
a
d
i
k
a
n
a
r
h
 
punarutpiide 
p
r
a
y
o
j
a
n
a
m
 /
 

こ
の
よ
う
に
プ
ッ
ダ
。
ハ
ー
リ
ク
の
注
釈
文
が
含
意
す
る
論
証
式
を
整
備
し
た

そ
う
い
う
訳
で
、
反
論
者
の
見
解
そ
の
も
の
か
ら
し
て
論
証
に
あ
る
矛
盾



五

喩
例
、
霊
我
の
よ
う
に

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
不
自
生
に
関
し
て
結
局
こ
の
二
つ
の
定
言
的
論

証
式
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
術
語
は
、
霊
我

(
p
u
r
u
,
 

!
}
a
•神
我
）
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
(
p
a
d
a
r
t
h
a
·

句
義
）
、
顕
現
、
未
顕
現
等
、
す
べ
て

反
論
者
で
あ
る
サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
の
理
論
体
系
を
示
す
独
自
の
概
念
で
あ
っ

て
、
中
観
派
の
も
の
で
は
な
い
。
更
に
彼
は
次
に
、
こ
こ
に
用
い
ら
れ
る
生
起

(
u
t
p
a
d
a
)

さ
え
も
顕
現

(
a
b
h
i
v
y
a
k
t
i
)

と
同
義
語
で
あ
り
、
従
っ
て
、
生

起
の
否
定
は
顕
現
の
否
定
に
他
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る

(Pr.,
p. 2
2
,
 11. 
6
 

~
8
)
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
中
観
派
に
と
っ
て
は
そ
の
主
張
等
が
実
在
し
な
い

か
ら
、
こ
れ
ら
の
論
証
式
が
中
観
派
自
身
の
自
立
的
論
証
で
な
い
こ
と
を
明
か

す
だ
け
で
な
く
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
認
め
る
論
証
式
が
、
従
来
繰
返

し
論
じ
て
来
た
よ
う
に
、
中
観
派
自
身
と
は
全
く
無
関
係
に
、
反
論
者
だ
け
が

是
認
し
、
拘
束
さ
れ
る
、
謂
わ
ば
、
反
論
者
に
と
っ
て
は
主
張
等
に
誤
謬
の
な

い
定
言
的
論
証
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
空
の
論
証
で
あ
る
否
定
は
、
総
じ
て
主
張
に
内

理
由
、
自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
す
る
か
ら

自
か
ら
生
じ
な
い

⑳
 

上
で
、
更
に
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
別
の
論
証
式
を
も
提
示
す
る

(Pr.,

p
.
2
2
 `
 
1
1
.
3
~
4
)

。

主
張
、
自
か
ら
の
生
起
を
主
張
す
る
者
の
、
霊
我
を
除
く
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
は

在
す
る
矛
盾
が
顕
在
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
張
が
否
定
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
矛
盾
を
顕
に
す
る
方
法
は
、
原
則
的
に
は
帰
謬
法
に
な
る

が
、
定
言
的
論
証
の
形
式
を
取
っ
て
も
一
向
に
差
支
え
な
い
。
帰
謬
論
証
で
あ

れ
、
定
言
的
論
証
で
あ
れ
、
そ
の
論
理
性
を
是
認
す
る
者
だ
け
が
そ
の
論
証
に

よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
証
方
法
は

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
の
第
三
の
論
難
に
対
す
る
彼
の
解
答
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
第
三
の

論
難
は
、
帰
謬
法
が
含
意
す
る
矛
盾
命
題
の
肯
定
が
中
観
派
の
四
句
否
定
の
定

説
と
矛
盾
す
る
と
云
う
批
判
で
あ
る
が
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
そ
の
よ

う
な
論
理
的
必
然
性
を
是
認
し
て
矛
盾
命
題
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、

反
論
者
で
あ
っ
て
中
親
派
で
は
な
い
と
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
反
論
者
だ
け
が
帰
謬
の
帰
結
と
反
対
の
事
柄
と
結
び
つ
け
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
、
で
は
な
い
。
（
我
々
に
は
）
自
分
の
主
張
と
い
う
も

の
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
（
我
々
に
は
自
己
の
）

定
説
と
の
抵
触
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
帰
謬
の
帰

結
と
対
立
す
る
（
命
題
）
に
陥
る
こ
と

(
p
r
a
s
a
t
i
g
a
v
i
p
a
r
i
t
a
p
a
t
t
i
)

1l
よ

っ
て
、
反
論
者
が
多
く
の
誤
謬
に
陥
れ
ば
陥
る
程
、
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て

こ
の
よ
う
に
論
じ
た
後
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
更
に
、
空
性
の
立

場
に
あ
る
中
観
派
が
プ
ラ
サ
ン
ガ
論
法
に
よ
っ
て
実
在
(
s
v
a
b
h
a
v
a
•

有
自
性
）

論
を
論
駁
す
る
場
合
に
は
矛
盾
命
題
を
肯
定
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
と
主
張

し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
と
ば
は
話
者
を
拘
束
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
、

願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

(Pr.,
p
.
 2
3
,
 
11. 
3
~
5
)
 

六
八



チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
理
観
の
一
考
察

（
仏
は
）
あ
ら
ゆ
る
対
象
的
認
識
が
寂
静
し
た

体
的
な
あ
り
方
を
も
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

こ
と
ば
に
は
表
示
力
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
話
者
の
意
志
に
従
う
、
と
云
う

(Pr.,

p. 2
4
,
 
11. 1
 ~
6
)
。
こ
の
見
解
は
し
か
し
、
世
俗
の
次
元
に
お
け
る
話
者
と
こ

と
ば
の
関
係
を
正
し
く
把
握
し
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
寧
ろ
次
に
触
れ
る
仏

と
そ
の
説
法
と
い
う
、
謂
わ
ば
両
者
の
勝
義
的
な
関
係
に
基
づ
く
、
彼
の
確
信

の
吐
露
と
で
も
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

・
ハ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
プ
ッ
ダ
。
＾
ー
リ
ク
批
判
に
対
す
る
チ
ャ
ン
ド
ラ

キ
ー
ル
テ
ィ
の
解
答
は
以
上
で
終
る
。
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
こ
こ
で
論

証
の
確
実
性
を
理
論
的
認
識
の
問
題
と
し
て
取
上
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
チ

ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
中
観
論
者
の
主
体
的
な
あ
り
方
と
論
証
の
意
味
を
問

題
に
し
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
主
体
的
な
あ
り
方
は
彼
の
、

従
っ
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
仏
と
そ
の
説
法
に
関
す
る
見
解
と
全
く
一
致
す

る
も
の
で
あ
る
。

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
「
仏
は
言
語
規
定
を
超
え
(prapai'iciitita)
て
不
減

R
 

で
あ
る
」
と
説
い
て
、
こ
と
ば
の
対
象
で
な
い
仏
を
言
語
で
定
義
し
た
り
語
っ

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
同
時
に
仏
の
主

(
s
a
r
v
o
p
a
l
a
m
b
h
o
p
a
s
-

a
m
a
)
も
の
で
、
言
語
的
世
界
も
寂
静
し

(
p
r
a
p
a
f
i
c
o
p
a
s
a
m
a
)
、
至
福
で

あ
る
。
（
従
っ
て
）
仏
に
よ
っ
て
、
何
処
に
お
い
て
も
誰
に
対
し
て
も
、
如

R
 

何
な
る
教
え

(
d
h
a
r
m
a
・
法
）
も
説
か
れ
な
い
。

仏
は
単
に
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
た
り
、
言
語
で
表
現
さ
れ
た
り
す
る
こ
と

る
こ
と
が
な
い
か
ら
、

六
九

が
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
仏
自
身
が
主
体
的
に
、
自
己
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る

事
物
を
対
象
と
し
て
認
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
言

＠
 

語
活
動
の
原
因
と
な
る
個
別
的
特
徴

(
n
i
m
i
t
t
a
)

を
通
し
て
事
物
を
認
識
す

仏
に
お
い
て
は
言
語
で
規
定
さ
れ
た
世
界

(prapafi-

ca・ 
戯
論
）
は
寂
静
し
て
い
る
。
仏
と
は
本
来
、
説
法
者
、
聞
法
者
、
教
え
の

空
が
実
現
さ
れ
た
境
界
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
自
己
も
聞
法
者

も
教
え
も
認
識
し
な
い
「
仏
に
よ
っ
て
、
誰
に
対
し
て
も
如
何
な
る
教
え
も
説

か
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
に
仏
が
何

も
説
か
な
い
こ
と
を
一
切
法
の
法
性
・
実
相

(
d
h
a
r
m
a
t
a
)
そ
の
も
の
で
あ
る

と
主
張
し
、
そ
の
こ
と
が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
次
の
偶
に
示
さ
れ
て
い
る
と

理
解
す
る
。

心
の
対
象

(cittagocara)
が
止
減
し
た
と
き
言
詮
さ
れ
う
る
も
の

(
a
b
、

R
 

h
i
d
h
a
t
a
v
y
a
)
 
:l;;! 
止
減
す
る
。
法
性
は
涅
槃
の
よ
う
に
不
生
不
減
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
偶
に
「
こ
の
世
の
中
に
何
か
言
詮
さ
れ
う
る
事
物
が
あ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
が
説
か
れ
る
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
言
詮
さ
れ
う
る
も
の
が
止
減
す

る
、
即
ち
こ
と
ば
の
対
象
が
存
在
し
な
い
の
で
、
諸
仏
は
何
も
説
か
れ
は
し
な

い
の
で
あ
る
」

(Pr.,
p. 
364, 11. 5
~
6
)

と
注
釈
し
て
、
前
偶
で
ナ
ー
ガ
ー
ル

⑲
 

ジ
ュ
ナ
が
語
っ
た
「
諸
仏
は
自
我
も
な
く
、
無
我
も
な
い
と
も
説
か
れ
た
」
こ

と
が
、
法
性
と
し
て
は
「
何
も
説
か
れ
な
い
」
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
偶
は

示
し
て
い
る
、
と
解
釈
す
る
。
彼
が
「
聖
者
た
ち
の
勝
義
は
沈
黙
で
あ
る
」

(Pr., 
p. 5
7
,
 
1. 
8
)

と
云
っ
て
い
る
の
も
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
「
何
も
説
か
な
い
」
と
か
、
沈
黙
と
か
は
、
発
声
し
な



的
真
理
を
説
く
も
の
で
は
な
い
。

の
所
産
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

王
、
で
ま
、

9

,

9

9

,

_

 

と
で
な
い
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
世
俗
的
に
は
声
を
発
し
、

沈
黙
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。

開
き
、
語
っ
て
い
る
、
正
に
そ
の
こ
と
の
勝
義
・
実
相
が
「
何
も
説
か
な
い
」

「
説
」
の
「
不
説
」
が
「
説
」
の
実
相
で
あ

る
と
云
う
の
で
あ
る
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
上
記
の
「
仏
の
不
説
」
を

説
く
『
中
論
』
二
十
五
章
二
十
四
偽
の
注
釈
の
中
で
、
「
若
し
こ
の
よ
う
に
仏

は
ど
こ
で
も
誰
に
対
し
て
も
如
何
な
る
教
え
も
説
か
れ
な
い
、

、、
と
カ

ヽ
＼
＞
 

と
す
る
な
ら

こ
れ
ら
多
様
な
教
え
の
こ
と
ば
・
日
常
的
慣
行

(
p
r
a
v
a
c
a
n
a
v
,
 

y
a
v
a
h
a
r
a
)
が
ど
う
し
て
知
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
設
け
、

が
こ
の
教
え
を
我
々
に
説
か
れ
た
」
と
云
う
こ
の
こ
と
は
、
無
明
の
眠
り
に
入

「
こ
の
仏

っ
た
人
々
の
、
自
分
自
身
の
（
勝
手
な
）
妄
想
の
所
産
で
あ
る
」
と
答
え
て
い

る
(Pr.,
P. 5
3
9
,
 
11. 
1
3
~
1
5
)
。
「
こ
の
仏
が
こ
の
教
え
を
我
々
に
説
く
」
と

云
う
、
謂
ゆ
る
三
輪
の
実
在
の
上
に
構
成
さ
れ
た
世
界
こ
そ
、
教
え
の
日
常
的

慣
行
の
場

(
p
r
a
v
a
c
a
n
a
 v
y
a
 va
h
a
r
a
)
で
あ
り
、
そ
こ
で
説
か
れ
、
そ
こ
で
聞

か
れ
、
言
語
で
表
現
さ
れ
た
様
々
な
教
え
も
教
え
の
こ
と
ば
・
言
説

(
p
r
a
v
a
,
 

c
a
n
a
 v
y
a
 va
h
a
r
a
)

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
す
べ
て
は
我
々
の
妄
想

(
v
i
k
a
l
p
a
)

こ
の
よ
う
に
そ
の
勝
義
・
実
相
が
沈
黙
で
あ
り
、
「
不
説
」
で
あ
る
よ
う
な

説
法
は
、
対
機
説
法
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
対
機
説
法
は
聞
法
者
の
機
根

R
 

(
i
n
d
r
i
y
a
)
、

意

向

黛
a
y
a
)
、
性
癖

(
a
n
u
s
a
y
a
)
、
時
機

(
k
a
l
a
)
U
応
じ
て

説
か
れ
、
そ
の
時
そ
の
場
合
に
そ
の
人
を
覚
り
に
導
く
教
え
で
あ
っ
て
、
普
遍

普
遍
的
絶
対
的
真
理
を
説
く
と
云
う
こ
と

ロ
を

ロ
を
喋
む
と
云
う
、
世
俗
的
な
意
味
で
の
沈
黙
や
「
語
ら
な
い
」
こ

は
、
空
の
立
場
、
「
不
説
」
の
法
性
の
立
場
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
『
中
論
』
第
十
八
章
第
七

低
で
上
述
の
よ
う
に
「
不
説
」
の
法
性
を
説
き
、
次
の
第
八
偲
で
は
対
機
説
法

を
説
い
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
も
、
「
不
説
」
の
「
説
」
と

し
て
の
教
え
が
、
対
機
説
法
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
真
実
で
あ
る
。
或
は
真
実
で
な
い
。
真
実
で
不
真
実
で

＠
 

あ
る
。
真
実
で
も
な
く
不
真
実
で
も
な
い
。
こ
れ
が
仏
の
教
説
で
あ
る
。

こ
の
偽
を
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
を
含
め
て
注
釈
家
の
多
く
は
謂
ゆ
る
教
育

＠
 

段
階
を
示
す
も
の
と
し
て
解
説
す
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
を
否
定
す
る
も
の
で

は
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
段
階
が
道
と
し
て
全
く
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
対
機
説
法
の
本
来
の
意
味
は
見
失
わ
れ
、
普
遍
的
絶
対
的
真
理
を
説
く
教

説
と
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
偶
に
関
す
る
限
り
、

こ
れ
ら
四
句
ほ
た
だ
「
或
は
」
(
v
f
)
で
対
等
に
接
続
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
従
っ
て
四
句
に
示
さ
れ
た
教
え
に
は
本
来
教
育
段
階
の
上
下
の
区
別
は
な

い
。
相
矛
盾
す
る
教
え
は
そ
れ
ぞ
れ
が
絶
対
で
真
な
る
仏
説
と
い
う
意
味
を
担

っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
相
矛
盾
す
る
教
え

が
す
べ
て
真
の
仏
説
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
「
不
説
」
の
「
説
」
と
し
て
対

機
説
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

仏
と
そ
の
説
法
に
関
す
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
や
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ

の
主
張
は
、
勝
義
と
世
俗
の
二
諦
、
実
在
と
こ
と
ば
の
関
係
を
絶
対
的
な
意
味

で
真
に
主
体
化
し
た
あ
り
方
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
出

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ

七
〇
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W
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◎
 
viruddhiirtha=containing a

 contradiction (
M
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 M
o
n
i
e
r
 Williams, 

Sanskrit-English Dictionary). 

⑲
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a
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u
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a
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w
n
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溢
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v
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p
a
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a
h
e
t
u
d
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p
a
k
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y
a
m
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~
8
)
 

含
g
s
h
a
n
gyi d

a
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 h
c
a
q
 h
a
 la ran gi 
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d
p
a
g
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h
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o
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a
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/
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h
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o
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h
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a
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t
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o
s
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o
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a
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a
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miina(vり

rodhacodaniiyiimapi
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チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
理
観
の
一
考
察

g
t
o
n
 t
s
h
i
g
s
 :
・
:
 r
a
n
 g
i
 
b
d
a
g
 
fiid 
d
u
 
y
o
d
 
p
a
 

fiid 
k
y
i
s
 

g
r
a
ぽ
c
a
n
la 
r
a
n
 fiid k
y
i
s
 
rjes 
s
u
 d
p
a
g
 p
a
s
 b
g
a
l
 h
a
 b
r
j
o
d
 

p
a
 y
i
n
 te 
/
 (T., Ba• 

l. 3
)
 

c
0
チ
ペ
ッ
ト
訳
が

s
v
a
t
a
e
v
a
 11
 r
a
n
 fiid 
k
y
i
s
 

(
1
 

⑲
⑮
 

a
n
u
m
i
i
n
a
b
i
i
d
h
o
d
b
h
i
i
v
a
n
a
y
i
i
 (Pr•• 

p
.
1
9
,
 
l. 
7
)
 

⑭
 

rjes 
s
u
 d
p
a
g
 p
a
s
 g
n
o
d
 p
a
 b
r
j
o
d
 p
a
 la 
(T., 7b• 

1.2) 

rJes 
s
u
 d
p
a
g
 p
a
s
 11
 a
n
u
m
i
i
n
e
n
a
.
 

怠

c
り

⑱
向

s
v
i
i
b
h
y
u
p
a
g
a
m
a
v
i
r
o
d
h
a
c
o
d
a
n
a
y
i
i
p
i(Pr•• 

p.15• 

1. 
9
)
 

⑮
 

r
a
n
 g
i
 
k
h
a
s
 b
l
a
ぽ
p
a
d
a
n
 b
g
a
l
 b
a
s
 b
r
t
s
a
d
 p
a
s
 k
y
a
n
 (
T
 ., 

6b• 

l. 2
)
 

c
⑲
 Mss• 

viruddhacodanayii•

… 

H

チ
ペ
ッ
ト
訳
で
は
①
の
中
の
前
の

s
v
a
t
a
e
v
a
、
及
び
、
③
⑱
の

s
v
a
t
a
s
を

r
a
n
 g
i
 11
 s
v
a
'
と
訳
し
、
ま
た
①
ー
⑲
の
す
べ
て
で
、
複
合
詞
中
の
a
n
u
m
i
i
n
a,
 

を

rjes
s
u
 d
p
a
g
 p
a
s
と
作
具
格
助
辞
を
付
し
て
訳
し
て
い
る
か
ら
、
梵
本
校

訂
者
の
よ
う
に
（
い
c
の
、
②
c
、
⑱
c
)
、

a
n
u
m
i
i
n
e
n
a
と
な
る
。
従
っ
て
①

ー
⑱
で
は
、
チ
ペ
ッ
ト
訳
は

r
a
n
g
i
 
rJes 
s
u
 d
p
a
g
 p
a
s
 11
 s
v
i
i
n
u
m
i
i
n
e
n
a
 

と
読
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
英
語
が
②
ー
④
で

b
y
a
n
 i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
 a
r
g
u
 ,
 

m
e
n
t
と
訳
し
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
こ
の

s
v
i
i
n
u
13 iinena 11
 
svatantriinu• 

m
i
i
n
e
n
a
と
解
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
梵
本
校
訂
者
が
①
ー
伺
で
特
に
注
意
し
て

い
る
の
ほ
上
述
の
チ
ペ
ッ
ト
訳
の
二
点
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
⑱
＠
に
お
い
て
チ

ベ
ッ
ト
訳
の
よ
う
に

s
v
a
'

で
も
同
じ
こ
と
に
な
る
と
云
い
、
そ
れ
を
反
論
者
の

こ
と
ば
と
し
て
「
我
々
の
論
証
に
本
来
具
わ
る
矛
盾
」
と
訳
し
て
い
る
。
弦
で
は

基
本
的
に
は
梵
本
校
訂
者
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
。

⇔
①
を
梵
本
校
訂
者
は
②
に
よ
っ
て

'
c
o
d
a
n
i
i
y
i
i
m
と
於
格
に
読
む
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
（
①
c
⑱
)
。
現
行
梵
本
で
は
「
…
…
論
証
と
の
矛
盾
の
難
詰
ほ
、

反
論
者
の
立
場
で
は
主
張
・
理
由
・
喩
例
の
誤
謬
を
離
れ
た
主
張
等
に
よ
っ
て
あ

る
べ
き
で
あ
る
」
と
で
も
な
ろ
う
。
し
か
し
、
①
の
チ
ペ
ッ
ト
訳
は
、
「
反
論
者

の
主
張
に
お
い
て
、
自
己
自
身
の
推
理
に
よ
る
矛
盾
の
論
述
が
あ
る
べ
き
で
あ

七一

り
、
従
っ
て
自
分
自
身
に
お
い
て
、
主
張
等
の
も
の
と
、
主
張
・
理
由
・
喩
例
の

誤
謬
を
離
れ
た
も
の
の
二
つ
が
あ
る
ぺ
き
で
あ
る
」
と
な
る
。
意
味
不
明
で
あ
る

が
、
後
半
は
次
に
来
る
論
難
で
あ
る
「
そ
れ
ら
が
陳
述
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
」
と

「
そ
れ
ら
の
誤
謬
が
答
破
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
」
の
二
つ
に
対
応
す
る
よ
う
に

（
誤
）
訳
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
寧
ろ
こ
の
文
章
は
、
チ
ペ
ッ
ト
訳
を
参
考
に

し
て
、

parapratijiiiiyiistu
s
v
a
t
a
 e
v
i
i
n
u
m
i
i
n
a
v
i
r
o
d
h
a
c
o
d
a
n
a
y
i
i
 
b
h
a
 ,
 

v
i
t
a
v
y
a
m
.
 s
v
a
t
a
s
c
a
i
v
a
 
p
a
ぽ
ahetudntantadof!arahitail}.

pakf!iidib ,
 

h
i
r
b
h
a
v
i
t
a
v
y
a
m
 /
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

回
⑭
と
③
、
⑱
と
④
は
各
々
相
対
応
す
る
。
前
者
で
は
「
矛
盾
の
難
詰
」

(
v
i
r
o
d
、

h
a
c
o
d
a
n
i
i
)

で
、
後
者
は
「
矛
盾
の
論
述
（
顕
示
）
」
（
v
i
r
o
d
h
o
d
b
h
i
i
v
a
n
a
)
で

あ
る
。
更
に
⑱
は
「
矛
盾
の
難
詰
」
で
あ
り
、
⑮
ほ
「
論
述
」

(
u
d
b
h
i
i
v
a
n
i
i
)

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
難
詰
は
一
般
的
な
意
味
、
又
は
プ
ラ
サ
ン
ガ
論
法
に
よ
る

論
難
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
論
述
（
顕
示
）
」
は
定
言
的
論
証
を
論
述
す
る
こ
と

の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
0
の
湯
合
、
「
矛
盾
の
論
述
が
自
体

を
も
っ
て
現
に
存
在
す
る
と
云
う
理
由
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
」
、
チ
ペ
ッ

卜
訳
で
は
「
矛
盾
が
自
体
を
も
っ
て
現
に
存
在
す
る
と
云
う
理
由
に
よ
っ
て
論
述

（
顕
示
）
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
チ
ペ
ッ
ト
訳
は
①
ー
伺
ま
で
す
べ

て
b
r
j
o
d
p
a
 11
 u
d
b
h
i
i
v
a
n
i
i
 
(
u
d
b
h
i
i
v
a
n
a
)

で
あ
る
。
従
っ
て
①
ー
④
を

す
ぺ
て
、
「
自
己
の
推
理
に
よ
っ
て
矛
盾
を
論
述
（
顕
示
）
す
る
こ
と
」
と
読
ん

で
い
る
と
云
え
る
。

⑳
梵
本
校
訂
者
は
チ
ベ
ッ
ト
訳

(T.,
7a, 
1.8)

に
よ
っ
て

h
e
t
u
を
補
い
、

n
a

ciiyam. 
p
a
r
a
m
.
 prati 
〔ぽ
tul}.J
/
 
(Pr•• 

p
.
1
9
,
 1. 4
)

と
す
る
が
、
今
は

n
a

ciiyam. 
p
a
r
a
m
.
 
prati 
/
の
儘
と
し
、

n
y
i
i
y
a
を
受
け
る
も
の
と
し
て
読
む
。

⑳
中
観
派
に
つ
い
て
説
く
こ
こ
で
は
単
に
「
自
分
が
主
張
し
た
事
柄
の
能
証
」
と
云

っ
て
、
論
理
学
者
の
場
合
の
よ
う
に
、
「
自
分
が
是
認
し
た
主
張
せ
る
事
柄
の
能
証
」

(sviibhyupagatapratijiiiitiirthasiidhana) (Pr•• 

p. 19, 
1. 3
)
 
.>J
「ユ
{
B
i

し

た
」
を
加
え
て
い
な
い
の
は
、
中
観
派
が
自
立
的
論
証
を
認
め
な
い
こ
と
を
チ
ャ
ン

ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
強
く
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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