
佛
教
学
研
究
の
う
ち
近
年
最
も
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
な
し
た
の
は
因
明

す
な
わ
ち
佛
教
論
理
学
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
種
全
の
理
由
が
考

え
ら
れ
る
が
、
ラ
ー
フ
ラ
・
サ
ー
ン
ク
リ
ト
ャ
ー
ャ
ナ
な
ど
の
努
力
に
よ

っ
て
、
因
明
に
関
す
る
か
な
り
多
く
の
梵
文
原
典
が
回
收
さ
れ
、
出
版
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
の
比
較
対
照
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
う

る
段
階
に
達
し
た
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は

主
に
陳
那
以
後
伽
教
諭
理
学
を
大
成
し
た
法
称
、
及
び
そ
れ
以
後
の
学
僧

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
論
理
書
に
関
し
て
で
あ
る
。
陳
那
の
主
著
集
量
諭
は
、

依
然
と
し
て
梵
文
原
典
が
存
せ
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
み
が
現
存
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
ご
く
近
年
、
チ
。
ヘ
ッ
ト
訳
か
ら
の
集
量
論
の
現
代
語
訳
が
北
川
、

服
部
両
博
士
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
。
服
部
正
明
博
士
は
、
集
量
諭
中
認

識
論
に
関
す
る
問
題
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
第
一
章
の
英
訳
を
出
目
ぐ
四
ａ

ｏ
且
①
胃
巴
帯
凰
①
い
か
ら
刊
行
し
、
北
川
秀
則
博
士
は
論
理
学
に
関
す
る

問
題
が
主
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
部
分
（
第
二
、
第
三
、
第
四
、
第
六
各
章

前
段
及
び
第
一
、
第
二
、
第
三
章
後
段
の
一
部
）
を
和
訳
し
た
（
「
イ
ン

ド
古
典
論
理
学
の
研
究
」
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
集
量
論
の
主
な
る
部
分
が
解

読
さ
れ
、
陳
那
の
論
理
学
体
系
の
全
貌
が
こ
こ
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ

武
邑
尚
邦
著

「
佛
教
論
理
学
の
研
究
」

ｌ
知
識
の
確
実
性
の
論
究
Ｉ長

崎
法
淵
、『①

た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

本
書
の
著
者
武
邑
尚
邦
教
授
は
多
年
因
明
の
研
究
、
特
に
陳
那
の
論
理

学
の
研
究
に
従
事
し
、
本
書
は
そ
の
成
果
で
あ
る
。
伝
統
的
な
困
明
研
究

を
踏
ま
え
、
近
代
佛
教
学
の
方
法
論
を
用
い
、
主
に
チ
ベ
ッ
ト
訳
錐
量
諭

を
資
料
と
し
な
が
ら
陳
那
の
論
理
学
体
系
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、

陳
那
の
論
理
学
研
究
に
ま
た
新
た
な
收
漉
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

本
書
の
内
容
は
序
論
（
三
’
七
七
頁
）
、
本
論
（
七
八
’
二
五
六
頁
）
、

附
諭
（
二
五
七
’
三
五
一
頁
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
ず
序
論
は

「
論
理
学
基
礎
論
と
佛
教
論
理
学
」
な
る
題
が
附
さ
れ
て
い
る
。
｜
「
論

理
学
の
種
套
相
と
基
礎
論
の
種
を
相
」
で
は
、
仰
教
諭
理
学
は
成
仙
を
Ｈ

指
す
人
間
が
問
題
と
さ
れ
、
覚
証
と
い
わ
れ
る
人
間
の
自
覚
に
お
け
る
知

識
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
ら
、
佛
教
論
理
学
と
は
、
仙
教
に
お
け
る

論
理
学
で
は
な
く
、
佛
教
の
論
理
学
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
。
二
コ
。
唱
○
と
き
習
い
」
で
は
、
イ
ン
ド
で
論
理
学
と
い
う
言
葉
に
相

当
す
る
日
昌
働
日
悶
》
国
鳥
四
》
痩
国
口
目
騨
口
曾
ゞ
ニ
ミ
對
四
》
胃
甘
ご
拭
罰
画
を
と

り
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
語
が
用
い
ら
れ
た
歴
史
的
背
景
及
び
論
理
思
想
の
発

展
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
三
「
９
号
煙
と
い
う
語
の
原
初
的
意
味
」
で

は
、
初
期
の
正
理
学
の
仕
事
は
正
理
の
探
究
で
あ
り
、
解
脱
を
目
指
す
哲

学
（
習
ご
房
樫
固
）
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
論
理
学
は
人
間
思
考
の
法
則

の
追
及
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
が
、
「
正
理
学
は
法
の
現
証
者
た
る
聖
仙
に

よ
っ
て
示
さ
れ
、
与
え
ら
れ
た
真
理
に
対
す
る
論
証
と
そ
の
真
理
の
再
確

認
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
正
理
学
の
目
的
は
「
至
高
の
幸
福
」
で
あ
り
、

そ
れ
は
解
脱
で
あ
る
」
す
な
わ
ち
解
脱
が
至
高
の
正
理
に
よ
っ
て
達
せ
ら

れ
る
と
い
う
イ
ン
ド
論
理
学
の
特
徴
を
述
顎
へ
て
い
る
。
四
「
因
と
比
量
」
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で
は
論
証
式
に
量
を
所
属
せ
し
め
る
ヴ
ァ
ー
ッ
ヤ
ー
ヤ
ナ
の
論
理
学
が
明

ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
論
理
学
が
行
詰
り
に
達
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
打
開
す
る

の
が
陳
那
で
あ
る
と
述
・
へ
て
い
る
。
五
「
乱
§
‐
日
日
鴨
と
し
て
の
論
理

学
」
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
論
証
や
論
議
道
に
量
の
問
題
を

従
属
せ
し
め
る
と
い
う
形
で
論
理
学
を
組
織
し
た
の
は
正
理
学
派
の
人
女

の
み
で
は
な
い
・
チ
ャ
ラ
カ
本
集
で
も
方
便
心
論
で
も
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら

に
恥
伽
師
地
諭
巻
一
五
の
七
因
明
の
説
明
に
も
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
聖
教
量
を
最
究
寛
の
量
と
し
て
い
る
態
度
は
共
通

し
て
い
る
。
従
っ
て
当
時
の
佛
教
内
の
因
明
説
も
イ
ン
ド
一
般
の
論
理
思

想
の
立
場
と
同
類
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
陳
那
の
論
理
学
が
確
立
す
る
ま
で

の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
六
「
無
著
・
世
親
に
お
け
る
因
の
三
相

説
」
で
は
、
因
の
三
相
説
は
無
著
・
世
親
に
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
本
当
の
意

味
が
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
述
・
へ
、
次
に
陳
那
の
量
論
を
基
礎

と
す
る
論
理
学
及
び
そ
れ
に
よ
る
後
世
の
影
響
に
つ
い
て
簡
単
に
述
》
へ
て

い
る
。
七
「
聖
教
量
別
立
を
認
め
な
い
立
場
と
佛
陀
の
批
判
精
神
」
で
は

次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
聖
教
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

る
宗
教
的
真
理
を
論
証
す
る
た
め
の
論
証
的
論
理
を
改
め
て
、
人
間
知
性

の
認
識
に
重
点
を
お
く
認
識
論
的
論
理
に
陳
那
を
立
た
し
め
た
の
は
、
そ

の
当
時
の
状
況
に
よ
り
、
論
理
学
自
身
の
要
求
す
る
普
遍
性
と
妥
当
性
の

確
立
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
陳
那
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
え

た
の
は
、
佛
教
の
も
つ
立
場
が
そ
れ
に
応
じ
た
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て

⑪
釈
尊
自
身
の
批
判
精
神
の
継
承
、
②
量
論
に
お
け
る
「
他
立
量
性
」
の

立
場
と
を
あ
げ
て
い
る
。
八
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
の
目
的
」
で
は
、

真
実
の
知
慧
と
か
認
識
と
か
は
単
な
る
知
性
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
解
脱
智
を
意
味
す
る
と
述
ぺ
、
そ
の
立
場
で
佛
教
の
現
量
は
「
単

に
知
源
と
し
て
の
感
性
的
認
識
を
い
う
の
で
な
く
、
そ
の
感
性
的
認
識
の

誤
謬
を
追
求
し
、
こ
れ
を
捨
て
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
正
し
い

知
で
あ
る
。
」
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
五
支
作
法
か
ら
三
支
作
法
に
な

っ
た
過
程
を
論
じ
、
陳
那
の
三
支
作
法
は
因
の
三
相
説
の
確
立
と
相
応
す

る
こ
と
を
述
曇
へ
て
い
る
。

本
論
は
三
章
に
分
け
ら
れ
、
第
二
早
「
確
実
性
の
論
究
１
℃
団
冒
自
制
‐

＆
§
ｌ
」
で
は
、
ま
ず
一
「
量
諭
の
根
本
目
的
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

量
諭
は
知
識
論
と
今
日
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
は
単
に
哲
学
的
な
学
問
で
は

な
く
、
量
説
の
根
本
的
立
場
が
、
佛
陀
の
覚
の
根
本
と
一
致
し
、
し
か
も

そ
の
量
の
解
明
が
転
迷
開
悟
の
道
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
陳
那

及
び
法
称
の
説
を
引
用
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
二
「
量
諭
確
立
の
契
機

と
陳
那
の
歴
史
的
背
景
」
で
は
月
称
の
量
論
者
に
対
す
る
反
論
を
通
し
て

陳
那
の
量
説
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
三
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
量

の
数
」
で
は
、
正
理
学
派
に
お
け
る
四
量
を
説
明
し
、
続
い
て
陳
那
以
前

の
佛
教
の
量
説
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
四
「
正
理
随
順
者
（
ｚ
鼠
冨
‐

四
己
屋
の
腎
旨
）
の
意
味
」
で
は
、
無
著
や
世
親
が
「
聖
教
随
順
者
」
（
凋
騨
冒
四
‐

巴
旨
印
胃
旨
）
と
呼
ば
れ
る
に
対
し
、
陳
那
が
「
正
理
随
順
者
」
と
称
さ
れ
た

理
由
を
明
ら
か
に
す
る
。
聖
教
の
権
威
を
現
量
と
比
量
に
よ
っ
て
え
ら
れ

た
覚
慧
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
陳
那
の
主
張
は
徹
底
し

た
論
理
主
義
、
批
判
主
義
に
立
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
の
よ

う
な
陳
那
の
量
説
の
根
底
に
は
唯
識
の
立
場
が
あ
る
こ
と
を
加
え
て
い
る

第
二
章
は
「
感
性
的
認
識
の
確
実
性
１
頁
④
ｑ
鳥
甚
ｌ
」
と
い
う
題
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
｜
弓
国
ｑ
農
秘
目
冨
ぢ
ぃ
邑
智
○
号
四
日
の
現
量
規
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定
と
そ
の
解
釈
」
で
は
、
陳
那
が
現
量
の
解
釈
に
お
い
て
「
塊
に
対
応
す

る
」
言
国
苧
邑
智
葛
）
と
い
わ
な
い
で
、
「
根
に
対
応
す
る
」
（
胃
囚
武
‐

鼻
窟
）
と
釈
し
た
と
こ
ろ
に
陳
那
の
現
量
説
の
特
質
が
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
｜
｜
「
根
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
」
で
は
「
根
に
対
応
す

る
」
と
釈
し
た
意
味
を
論
究
す
る
。
唯
識
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
識
生

起
は
、
よ
り
根
源
的
に
は
根
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

陳
那
が
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
規

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
量
の
除
分
別
住
も
明
ら
か
に
な
る
と
記
し
て
い

る
．
三
「
ｚ
箇
箇
‐
豆
員
冒
‐
菖
国
に
お
け
る
冒
沙
感
こ
ぶ
餌
の
語
分
解
的
説

明
」
で
は
ま
ず
、
目
鼻
冒
爾
色
の
語
分
解
的
説
明
を
行
い
、
続
い
て
陳
那

に
よ
る
現
量
の
対
象
す
な
わ
ち
自
相
の
意
味
を
く
わ
し
く
諭
究
し
、
「
自

相
と
は
対
象
自
身
の
全
体
的
な
相
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
記
し
て
い

る
。
四
「
正
理
・
勝
論
等
諸
学
派
の
現
量
規
定
」
で
は
陳
那
の
集
量
諭
に

お
い
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
正
理
、
勝
論
、
数
諭
、
弥
幽
沙
学
派
の
現

量
説
を
記
し
、
と
く
に
量
説
と
し
て
は
最
も
代
表
的
な
正
理
学
派
の
税
に

対
す
る
陳
那
の
批
判
に
つ
い
て
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
「
根
と
境
と
の
接
触

（
閨
ロ
ロ
時
閏
笛
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
知
に
し
て
、
言
詮
さ
れ
ず
（
目
劃
冒
層
‐

号
鍛
四
）
、
錯
誤
な
く
（
凹
昌
島
冨
。
即
旨
）
、
而
も
決
定
的
な
る
（
昌
色
司
騨
‐

の
母
弾
白
四
菌
）
が
現
量
で
あ
る
」
と
い
う
正
理
学
派
の
現
量
説
の
う
ち
、

ま
ず
陳
那
は
根
境
接
触
を
と
り
あ
げ
、
彼
の
批
判
は
要
す
る
に
正
理
学
派

の
と
る
実
在
論
的
立
場
へ
の
評
破
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。
続
い
て
凹
昌
：
且
臥
冨
と
騨
尋
：
言
○
日
目
と
の
規
定
は
蛇
足

で
あ
る
と
し
、
ぐ
冒
司
院
ご
弾
目
鼻
少
は
、
そ
の
規
定
自
身
に
矛
盾
を
も

っ
と
指
摘
し
、
彼
の
現
量
説
に
「
除
分
別
」
を
強
調
し
た
こ
と
の
基
本
的

立
場
を
示
し
て
い
る
。
次
に
陳
那
は
世
親
の
諭
軌
つ
『
且
Ｐ
‐
昇
匙
冒
）
の
現

量
説
（
「
か
の
対
象
に
よ
っ
て
生
じ
た
認
識
が
現
量
で
あ
る
」
）
を
批
判
す

る
。
す
な
わ
ち
「
か
の
対
象
に
よ
っ
て
」
と
い
う
こ
と
は
唯
識
説
の
立
場

に
立
つ
陳
那
に
と
っ
て
受
入
れ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
対
象
と

い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
現
量
の
対
象
は
自
相
で
あ
り
、
比
量
の
対
象
は

共
相
で
あ
る
と
す
る
陳
那
の
論
理
説
を
明
ら
か
に
し
、
と
く
に
陳
那
の
現

量
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
吟
味
し
、
結
論
と
し
て
「
ま
ず
現
量
が
根
に
よ
る

認
識
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
直
接
的
認
識
と
い
う
意

味
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
根
に
よ
ら
な
い
分
別
を
も
現
量
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
現
量
の
根
本
規
定
は
、
覚
受
の
方
法
に
よ
る
自
証
と
い
う
点
に

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

第
三
章
「
推
理
認
識
の
確
実
性
ｌ
自
冒
風
。
“
ｌ
」
は
比
量
の
研
究
で

あ
る
。
一
「
正
理
学
派
の
比
量
説
」
で
は
、
最
初
に
正
理
学
派
の
説
く
論

証
の
比
量
と
推
理
認
識
の
比
量
と
を
説
き
、
そ
れ
ら
は
佛
教
の
為
自
為
他

の
二
比
量
と
は
区
別
す
。
へ
き
こ
と
を
述
・
へ
て
い
る
。
続
い
て
陳
那
の
為
自

比
量
は
単
に
推
理
認
識
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
正
理
学
派

の
「
認
搬
手
段
に
よ
る
対
象
の
吟
味
」
で
は
な
く
、
「
推
恥
認
舳
の
確
実

性
の
吟
味
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
｜
｜
弓
集
量
諭
」
の
正
理
の
三
祁

比
量
へ
の
批
判
」
で
は
、
集
量
論
で
正
理
学
派
の
三
種
比
量
が
い
か
に
批

判
さ
れ
て
い
る
か
を
論
じ
、
陳
那
の
影
響
に
よ
る
ウ
ッ
ド
ヨ
ー
タ
カ
ラ
の

比
量
解
釈
の
変
化
も
そ
れ
に
加
え
、
「
知
識
の
確
実
性
を
確
認
す
る
軌
範

性
の
確
立
」
と
い
う
陳
那
の
比
量
説
の
特
徴
が
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
に
な

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
三
「
佛
教
の
量
説
は
人
間
の
認
識
の
具
体
的
事

実
の
う
え
に
立
っ
て
知
識
の
確
実
性
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
」
で
は
次
の
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｝
」
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
因
の
三
相
」
は
為
自
比
量
に
お
け
る
認
識

の
確
実
性
の
確
認
の
根
拠
と
し
て
の
必
要
な
条
件
で
あ
り
、
為
他
比
量
に

お
い
て
は
正
智
生
起
の
根
拠
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ

の
「
因
の
三
相
」
に
つ
い
て
説
明
し
、
続
い
て
、
そ
の
三
条
件
の
一
つ
で

も
具
備
し
な
い
場
合
、
正
し
い
因
で
は
な
く
な
る
こ
と
を
示
す
六
種
似
因

を
説
い
て
い
る
。
必
ず
し
も
新
し
い
研
究
で
は
な
い
が
、
脱
明
は
や
や
わ

か
り
に
く
い
。
四
「
論
証
式
と
し
て
の
五
支
と
三
支
」
で
は
陳
那
が
「
因

の
三
相
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
三
支
作
法
を
と
っ
た
理
由
に
つ
い

て
主
に
袖
じ
、
五
「
論
式
の
誤
謬
」
で
は
「
因
の
三
相
」
か
ら
陳
那
が
創

説
し
た
九
句
因
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

附
諭
に
は
二
つ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
附
揃
一
弓
集
量
諭
」
の
テ

キ
ス
ト
に
関
す
る
諸
問
題
」
で
は
、
集
量
論
の
「
偶
頌
本
」
と
「
註
を
も

っ
た
論
」
と
の
関
係
と
か
、
ぐ
閉
且
冒
目
目
鼻
哩
菌
訳
と
丙
融
．
“
富
ご
胃
‐

昌
騨
己
訳
な
ど
に
関
す
る
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
従
来
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
問
題
に
つ
い
て
多
く
言
及
し
て
い
る
の
で
非
常
に
興
味
深

い
。
附
諭
二
「
佛
教
論
理
学
の
典
籍
及
び
研
究
文
献
」
で
は
佛
教
論
理
学

の
一
般
的
研
究
と
、
典
籍
と
研
究
書
と
に
分
け
て
記
し
て
い
る
。
入
門
者

に
と
っ
て
は
非
常
に
便
利
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
研
究
害
が
も
つ
特
徴
と

か
仏
教
論
理
学
研
究
史
上
に
お
け
る
価
値
に
つ
い
て
も
う
少
し
説
明
を
加

え
て
あ
れ
ば
も
っ
と
利
用
度
が
高
く
な
る
だ
ろ
う
。
数
年
前
に
発
表
さ
れ

て
い
る
重
要
な
研
究
書
が
か
な
り
も
れ
て
い
る
。
例
え
ば
冨
○
冨
巴
３
国
‐

唱
胃
四
の
弓
胃
冨
三
国
散
の
英
訳
が
昭
和
四
十
一
年
に
発
表
さ
れ
て
い

る
し
、
和
訳
は
昨
年
の
初
に
出
て
い
る
。
ま
た
「
量
評
釈
』
為
自
比
量

品
の
自
註
の
梵
本
は
一
九
六
○
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同

陣
①
旨
胃
冒
胃
の
国
の
目
巨
且
口
に
関
す
る
研
究
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
筆
者
の
所
懐
の
一
端
を
述
、
へ
て
み

た
。
主
に
陳
那
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
正
理
学
派
な
ど
に
対
す
る
批
判
を
通

し
、
陳
那
の
論
理
説
を
公
正
に
と
ら
え
、
妥
当
な
結
論
を
出
し
て
い
る
。

内
容
に
関
し
て
で
は
な
い
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
が

見
出
さ
れ
た
。
ま
た
異
様
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
、
ヘ
ー
ダ
と
か
ベ
ー
ダ

ー
ン
タ
派
と
か
リ
グ
．
、
ヘ
ー
ダ
の
「
、
、
へ
」
で
あ
る
。
ヴ
の
文
字
を
用
い
る

こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
他
の
頁
で
は
一
一
ヤ
ー
ャ
ヴ
ィ
ド
ャ
－
、

ヴ
ィ
ヵ
ル
パ
、
ヘ
ー
ッ
ヴ
ィ
ド
ヤ
ー
と
か
ブ
ル
ナ
、
ブ
ー
ッ
ャ
ー
ヤ
ナ
、

マ
ー
ダ
ブ
ァ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
「
尋
ヘ
ー
ダ
」
は
、
従
来
用
い
ら

れ
て
い
る
「
ヴ
ェ
ー
ダ
」
で
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

近
年
の
佛
教
論
理
学
研
究
の
発
展
と
と
も
に
、
佛
教
論
理
学
の
も
つ
宗

教
と
し
て
の
佛
教
と
の
結
び
つ
き
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
佛
教
論
理

学
は
あ
く
ま
で
も
「
佛
陀
の
覚
証
へ
の
真
実
の
認
識
が
如
何
に
し
て
確
信

さ
れ
う
る
か
を
尋
ね
る
も
の
で
あ
る
」
（
二
五
五
頁
）
。
本
書
は
こ
の
点
を

特
に
強
調
し
、
わ
れ
わ
れ
に
佛
教
論
理
学
に
対
す
る
反
省
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
。

（
昭
和
四
三
年
九
月
一
日
、
百
華
苑
、
Ａ
５
版
、
二
、
○
○
○
円
）
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