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第
十
一
条　

論
義
の
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
な
し　
　

【
翻
刻
】

　
　
　

第
十
一　

論
義
の
事

問
答
と
論
義
ハ
同
前
の
事
な
れ
と
も
、
謡
に
て
云
時
ハ
、
も
ん
た
い
ハ
、
シ
テ
ワ
キ
そ
れ
〳
〵
の
き
を
ひ
を
く
れ
を
間
ぬ
け
す
に
さ
へ

も
ん
た
へ
ハ
別
義
な
し
。
論
義
ハ
少
む
つ
か
し
。
同
音
か
た
あ
し
け
れ
ハ
、き
は
め
て
シ
テ
あ
ち
わ
ひ
う
し
の
ふ
物
也
。
請
取
か
た
ハ

呂
に
請
取
な
ら
ひ
、
も
ち
ろ
ん
也
。
シ
テ
も
呂
に
ゆ
ふ
〳
〵
と
請
と
ら
す
る
物
也
。
シ
テ
も
同
音
も
、
請
取
か
た
に
あ
か
さ
た
な
は
ま

や
ら
わ
の
文
字
あ
ら
ハ
、
其
ひ
き
は
な
し
の
文
字
移
り
に
て
請
取
事
に
候
。
同
音
の
か
た
、
す
う
た
ひ
の
時
、
も
し
シ
テ
の
わ
す
れ
あ

ら
ハ
、
同
音
の
方
よ
り
付
声
す
る
事
、
大
夫
の
調
子
よ
り
一
位
ひ
き
く
付
へ
し
。
高
く
付
ハ
慮
外
の
事
也
。
シ
テ
お
も
ひ
出
し
た
る
時

ハ
、
同
音
よ
り
付
た
る
文
字
の
下
よ
り
う
た
ひ
出
す
へ
し
。
わ
す
れ
ぬ
か
ほ
し
て
、
は
し
め
よ
り
う
た
ひ
出
す
事
、
こ
れ
又
一
座
の
慮

外
に
成
る
事
＊

に
て
御
座
候
。
論
義
の
う
ち
に
下
返
す
と
有
所
は
、
前
大
き
の
り
ハ
の
へ
て
そ
つ
と
云
を
論
義
の
曲
と
い
ふ
口
伝
御
入

候
。
つ
よ
き
に
よ
わ
き
を
そ
へ
て
、
た
と
へ
は
す
ゝ
き
の
風
に
な
ひ
く
こ
と
し
と
い
へ
り
。
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も
と
め
塚　
「
は
る
の
野
に
、
〳
〵
、
す
ミ
れ
つ
ミ
に
と
こ
し
人
の
」

小
原
御
幸　
「
爰
と
て
や
、
〳
〵
、
実
し
や
つ
く
わ
う
の
し
つ
か
な
る
」

ひ
た
ち
帯　
「
大

よ
し
と
て
も
、
け
ふ
よ
り
は
、
人
も
我
も
む
つ
ひ
月
の
」

と
く
さ　
「
と
く
さ
か
る
、
〳
〵
、
き
そ
の
浅
衣
袖
ぬ
れ
て
、
み
か
ゝ
ぬ
露
の
玉
そ
ち
る
」

　

＊
「
に
て
」
の
「
に
」
の
下
に
「
也
」
の
字
あ
り
。「
成
る
事
也
」
を
書
き
変
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

【
校
異
】

対
校
本
な
し
。

【
現
代
語
訳
】　　

第
十
一　

論
義
の
事

「
問
答
（
も
ん
だ
い
）」
と
「
論
義
」
は
同
様
の
も
の
で
あ
る
が
、
謡
に
つ
い
て
い
え
ば
異
な
っ
て
い
る
。﹇
問
答
﹈
の
方
は
、
シ
テ
・

ワ
キ
そ
れ
ぞ
れ
が
競
い
合
っ
て
ひ
る
み
が
ち
な
の
で
、
間
が
抜
け
な
い
よ
う
に
さ
え
注
意
し
て
や
り
と
り
を
す
れ
ば
、
特
に
問
題
は
な

い
。
し
か
し
﹇
ロ
ン
ギ
﹈
は
少
し
難
し
い
も
の
で
あ
る
。

小
延

小
延
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﹇
ロ
ン
ギ
﹈
で
は
、
同
音
方
が
悪
け
れ
ば
シ
テ
の
味
わ
い
が
は
な
は
だ
し
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
同
音
方
は
シ
テ
の
謡

を
請
け
取
っ
て
謡
う
べ
き
で
、
呂
に
請
け
取
る
習
い
、
つ
ま
り
角
立
た
な
い
よ
う
に
悠
々
と
請
け
取
る
と
い
う
習
い
が
あ
る
の
は
勿
論

の
事
で
あ
る
。
シ
テ
の
方
も
ま
た
、
同
音
が
呂
に
悠
々
と
請
け
取
れ
る
よ
う
に
謡
う
べ
き
で
あ
る
。

シ
テ
も
同
音
も
、
請
け
取
る
所
に
「
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
」
の
文
字
が
あ
れ
ば
、
そ
の
「
ひ
き
は
な
し
の
文
字
移
り
」
に
て
、

母
音
の
「
あ
」
で
請
け
取
る
こ
と
が
大
事
で
す（

1
）。

同
音
方
は
、
素
謡
の
時
に
、
シ
テ
が
も
し
歌
詞
を
忘
れ
た
な
ら
ば
、
同
音
の
方
か
ら
付
声
を
す
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
は
大
夫
よ
り

少
し
小
さ
な
声
で
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。
大
き
な
声
で
付
け
る
の
は
失
礼
で
あ
る
。
シ
テ
は
、
歌
詞
を
思
い
出
し
た
な
ら
ば
、
同
音
方

が
付
け
た
文
字
の
次
か
ら
謡
い
出
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
顔
を
し
て
、絶
句
し
た
箇
所
の
は
じ
め
か

ら
も
う
一
度
謡
い
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
一
座
に
対
す
る
失
礼
に
な
り
ま
す
。

﹇
ロ
ン
ギ
﹈
の
う
ち
に
「
下
返
す
」
と
有
る
と
こ
ろ
は
、
初
め
の
一
句
を
大
き
く
謡
い
、
後
の
返
シ
の
一
句
を
延
べ
て
そ
っ
と
言
う（

2
）

と
い
う
の
が
﹇
ロ
ン
ギ
﹈
の
曲
と
い
う
口
伝
で
ご
ざ
い
ま
す
。
強
き
に
弱
き
を
添
え
る
よ
う
に
、
強
い
謡
の
あ
と
に
弱
い
謡
を
添
え

る
。
例
え
て
言
う
な
ら
ば
、
す
す
き
が
風
に
靡
く
様
な
も
の
で
あ
る
。

求
塚　
「
春
の
野
に
、
〳
〵
、
す
み
れ
摘
み
に
と
来
し
人
の
」

大
原
御
幸　
「
こ
こ
と
て
や
、
〳
〵
、
実
に
寂
光
の
し
づ
か
な
る
」

常
陸
帯　
「
大

よ
し
と
て
も
、
今
日
よ
り
は
、
人
も
我
も
む
つ
び
月
の
」

（
3
）

木
賊　
「
木
賊
か
る
、
〳
〵
、
木
曽
の
麻
衣
袖
ぬ
れ
て
、
磨
か
ぬ
露
の
玉
ぞ
散
る
」

小
延

小
延



─ 116 ─

第十一条　論義の事（高橋・𠮷岡）

注（
1
）  
原
文
は
難
解
で
文
意
を
特
定
し
難
い
。「
文
字
移
り
」
と
は
、
世
阿
弥
が
『
申
楽
談
義
』
十
二
段
に
〈
箱
崎
〉
の
ロ
ン
ギ
の
一
節
「
し
る
し
の

松
な
れ
や
、
有
難
の
」
を
引
い
て
「
名
の
有
（
る
）
文
字
移
り
也
」
と
す
る
よ
う
に
（
但
し
受
渡
し
の
箇
所
で
は
な
い
）、
前
句
の
末
字
の
母

音
が
後
句
の
頭
の
字
と
一
致
す
る
場
合
に
、
後
句
の
頭
の
字
を
改
め
て
発
音
せ
ず
、
前
句
の
末
字
の
母
音
と
接
続
さ
せ
る
技
巧
を
い
う
。
右
の

例
で
言
え
ば
、「
松
な
れ
や
」
の
「
や
」
の
文
字
を
引
い
て
生
ま
れ
た
母
音
「
あ
」
を
、
そ
の
ま
ま
「
有
難
の
」
の
「
あ
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

禅
竹
は
同
じ
例
を
引
い
て
こ
れ
を
「
五
音
連
声
」
と
言
っ
て
い
る
（『
五
音
三
曲
集
』『
六
輪
曲
味
』）。
本
条
も
あ
段
の
連
声
を
述
べ
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
訳
文
を
暫
定
的
に
こ
の
よ
う
に
し
た
。
本
条
の
典
拠
と
思
わ
れ
る
「
永
正
元
年
観
世
道
見
在
判
伝
書
」（
以
下
「
道
見

在
判
伝
書
」）
の
「
音
曲
十
五
之
大
事
」
第
四
条
に
お
い
て
も
、
こ
の
箇
所
は
左
の
よ
う
に
難
解
で
あ
る
。

　
　

 　
　

  

う
け
と
る
方
ニ
、
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
の
文
字
、
人
の
も
し
も
文
字
あ
ら
は
、
そ
れ
に
て
曲
を
す
べ
し
。

　
　

   

同
書
の
東
北
大
学
蔵
本
は
「
人
の
」
の
右
側
に
「
不
審
」
と
注
記
し
て
お
り
、こ
の
く
だ
り
が
当
時
か
ら
不
可
解
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
同

書
の
版
本
『
謡
曲
拾
穂
鈔
』
で
は
、「
請
取
方
に
、
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
の
文
字
あ
ら
ハ
、
そ
れ
に
て
曲
を
す
へ
し
」
と
文
章
を
整
え
て

い
る
が
、
意
味
は
や
は
り
は
っ
き
り
し
な
い
。

（
2
）  

原
文
の
「
前
大
き
の
り
ハ
」
は
意
味
不
明
だ
が
、「
道
見
在
判
伝
書
」
で
は
左
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
前
、
大
き
く
、
の

ち
ハ
」
等
の
誤
写
と
解
釈
し
た
。（
傍
線
筆
者
）

　
　

 　
　

  

論
儀
の
う
ち
に
下
返
す
所
あ
ら
は
、
前
、
大
き
に
い
ゝ
か
け
て
、
後
ハ
延
て
そ
と
い
ふ
ヲ
、
論
儀
む
き
の
曲
と
い
ふ
口
伝
有
。
曲
ハ
つ
よ

き
に
よ
ハ
き
を
そ
へ
て
、
た
と
へ
は
す
ゝ
き
の
風
に
従
ふ
こ
と
し
。

（
3
）  

原
文
の
〈
常
陸
帯
〉
に
は
く
り
返
し
記
号
（
〳
〵
）
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
同
曲
の
室
町
末
期
の
謡
本
「
下
間
少
進
手
沢
車
屋
謡
本
」（
法

政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
）
に
は
く
り
返
し
記
号
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、本
書
が
記
号
を
誤
脱
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
道
見
在
判
伝
書
」

に
お
い
て
も
〈
常
陸
帯
〉
の
み
、
こ
の
記
号
が
落
ち
て
お
り
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
誤
脱
が
同
書
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
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【
解
説
】

能
の
﹇
問
答
﹈﹇
ロ
ン
ギ
﹈
と
い
う
小
段
名
は
、
仏
教
の
教
義
を
問
答
形
式
で
明
ら
か
に
す
る
法
会
「
論
義
」
に
由
来
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
仏
教
に
お
け
る
問
答
と
論
義
に
つ
い
て
は
末
尾
の
「
論
義
概
説
」（
𠮷
岡
）
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

能
の
﹇
問
答
﹈
と
﹇
ロ
ン
ギ
﹈
は
、
シ
テ
や
ワ
キ
な
ど
の
役
同
士
（﹇
ロ
ン
ギ
﹈
に
お
い
て
は
地
謡
と
役
も
）
が
、
問
い
と
答
え
の

よ
う
な
形
で
交
互
に
謡
い
合
う
と
い
う
点
に
お
い
て
、互
い
に
類
似
し
て
い
る
。
但
し
﹇
問
答
﹈
は
主
と
し
て
コ
ト
バ
（
博
士
が
付
か

ず
、
旋
律
で
は
な
く
様
式
的
な
抑
揚
で
唱
え
ら
れ
る
）
に
よ
る
小
段
で
あ
る
の
に
対
し
、﹇
ロ
ン
ギ
﹈
は
フ
シ
（
旋
律
を
伴
う
）
に
よ

る
小
段
で
あ
り
、
音
楽
的
に
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
主
な
特
徴
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

﹇
問
答
﹈
…
…
…
…  

コ
ト
バ
の
小
段
。
役
同
士
の
会
話
で
進
み
、
地
謡
が
入
る
こ
と
は
な
い
。
主
と
し
て
散
文
調
。
コ
ト
バ
だ
け
で

終
わ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
分
的
に
フ
シ
を
交
え
る
も
の
、
コ
ト
バ
か
ら
フ
シ
に
移
行
す
る
も
の
が
あ
る
。

﹇
ロ
ン
ギ
﹈
…
…
…  

フ
シ
の
小
段
。
拍
子
合
・
平
ノ
リ
型
。
地
謡
が
上
音
で
謡
い
出
し
、
前
半
は
役
と
地
謡
、
ま
た
は
役
同
士
で
交

互
に
謡
い
、
後
半
は
地
謡
だ
け
に
な
る
。
中
入
・
舞
あ
と
・
会
話
・
謡
い
物
・
対
面
の
場
面
な
ど
に
用
い
ら
れ
、

聞
か
せ
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

﹇
ロ
ン
ギ
﹈
の
謡
い
方
は
、
地
謡
は
声
を
張
っ
て
軽
快
に
、
シ
テ
は
ゆ
っ
た
り
と
、
と
い
う
謡
い
分
け
が
基
本
と
さ
れ
て
い
る
。
囃
子

は
、
地
謡
の
部
分
に
は
基
本
的
に
ツ
ヅ
ケ
系
（
等
拍
的
）
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
手
、
役
謡
に
は
三
地
系
（
不
等
拍
）
の
伸
縮
自
在
の
手
で

対
応
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
音
楽
的
な
対
比
が
﹇
ロ
ン
ギ
﹈
の
面
白
さ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
条
で
は
ま
ず
﹇
ロ
ン
ギ
﹈
と
﹇
問
答
﹈
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
、﹇
問
答
﹈
で
は
互
い
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
気
を
付
け
さ
え
す
れ
ば
、

そ
れ
ほ
ど
不
具
合
が
起
こ
る
心
配
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。﹇
問
答
﹈
は
役
と
役
の
コ
ト
バ
に
よ
る
会
話
の
場
面
で
あ
り
、
旋
律
や
拍

子
に
と
ら
わ
れ
ず
、
地
謡
の
よ
う
に
多
人
数
で
合
わ
せ
る
必
要
も
な
い
の
で
、
そ
の
点
で
比
較
的
容
易
な
小
段
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
﹇
ロ
ン
ギ
﹈
の
方
は
少
し
難
し
い
と
し
て
、
三
つ
の
留
意
点
が
述
べ
ら
れ
る
。
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①
地
謡
・
役
謡
と
も
呂
に
請
け
取
り
、
請
け
渡
す
こ
と

②
シ
テ
が
文
句
を
忘
れ
た
時
の
地
謡
・
シ
テ
そ
れ
ぞ
れ
の
作
法

③
シ
テ
の
「
下
返
す
」
旋
律
型
の
謡
い
方

ま
ず
「
同
音
か
た
あ
し
け
れ
ハ
、
き
は
め
て
シ
テ
あ
ち
わ
ひ
う
し
の
ふ
」
と
、
同
音
（
地
謡
）
の
役
割
を
強
調
し
た
あ
と
、
シ
テ
の

謡
を
呂
に
請
け
取
る
こ
と
が
大
事
だ
と
し
て
い
る
。
但
し
「
シ
テ
も
呂
に
ゆ
ふ
〳
〵
と
請
と
ら
す
る
物
也
」
と
す
る
こ
と
か
ら
、﹇
ロ

ン
ギ
﹈
に
お
い
て
は
、「
呂
に
請
取
る
」
習
い
が
シ
テ
（
役
謡
）
と
地
謡
双
方
の
心
得
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
場
合
の
「
呂
」
と
は
音
高
で
は
な
く
、
本
書
の
第
五
条
「
呂
律
之
事
」
に
「
呂
の
曲
ハ
の
ぶ
る
と
も
、
ま
た
静
也
と
も
い
ふ
な

り
」
等
と
あ
る
よ
う
に
、
柔
ら
か
く
延
ば
す
謡
い
方
と
、
そ
の
声
の
調
子
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
本
書
の
独
特
の
呂
律
観

だ
が
、
こ
れ
も
「
道
見
在
判
伝
書
」
に
基
づ
い
て
い
る
（
第
五
条
解
説
参
照
）。「
の
ぶ
る
」
は
ゆ
っ
た
り
し
た
感
じ
、「
静
」
は
穏
や

か
で
落
ち
着
い
た
感
じ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
条
の
「
ゆ
ふ
〳
〵
と
請
と
ら
す
る
」
も
、
落
ち
着
い
た
心
持
で
音
を
延
ば
す
謡
い
方
を
意

味
す
る
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
現
代
語
訳
で
は
「
悠
々
」
の
字
を
あ
て
た
。
具
体
的
に
は
、現
在
地
謡
か
ら
シ
テ
に
渡
す
時
に
行
わ

れ
て
い
る
よ
う
な
、
請
け
渡
す
直
前
に
少
し
テ
ン
ポ
を
落
と
し
、
語
尾
の
文
字
を
柔
ら
か
く
延
ば
す
よ
う
な
謡
い
方
の
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
の
工
夫
で
あ
る
「
請
取
か
た
に
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
の
文
字
あ
ら
ハ
・
・
・
・
・
・
」
に
つ
い
て
は
注
1
に

記
し
た
。

②
の
歌
詞
を
忘
れ
た
時
の
作
法
は
、﹇
ロ
ン
ギ
﹈
に
限
ら
な
い
普
遍
的
な
心
得
だ
が
、﹇
ロ
ン
ギ
﹈
で
は
シ
テ
と
地
の
掛
け
合
い
が
多

い
の
で
、
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

③
「
下
返
す
」
謡
は
、﹇
ロ
ン
ギ
﹈
の
シ
テ
謡
に
特
徴
的
な
旋
律
型
で
あ
る
。
強
調
し
た
い
言
葉
や
独
白
的
内
容
が
こ
め
ら
れ
る
こ

と
が
多
く
、同
じ
詞
が
ト
リ
の
句
（
四
拍
の
み
か
ら
な
る
楽
句
）
で
二
回
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
音
楽
的
に
も
少
し
目
立
つ
所
と
い
え

る
。﹇
ロ
ン
ギ
﹈
は
地
謡
・
シ
テ
謡
と
も
上
音
で
始
ま
り
、
高
い
ク
リ
の
音
も
交
え
て
全
体
と
し
て
淀
み
な
く
進
む
謡
で
あ
り
、
そ
の

中
で
シ
テ
の
中
音
返
シ
の
謡
は
、
ふ
と
立
ち
止
ま
る
よ
う
な
効
果
を
醸
し
出
す
。
但
し
現
在
で
は
通
常
、
一
句
目
と
二
句
目
を
こ
と
さ
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ら
違
え
て
謡
う
こ
と
は
な
い
。

な
お
、
右
の
①
と
③
の
部
分
は
、「
道
見
在
判
伝
書
」
の
「
音
曲
十
五
之
大
事
」
第
四
条
に
重
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
（
ロ
ン
ギ
と
問
答
の
違
い
を
述
べ
た
冒
頭
部
分
と
留
意
点
の
②
は
同
書
に
は
な
い
）。
同
書
に
は
、
例
曲
と
し
て
本
書

と
同
じ
四
曲
の
ほ
か
に
恋
重
荷
の
「
よ
し
と
て
も
〳
〵
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
理
由
は
、
恋
重
荷

が
室
町
末
期
に
は
素
謡
と
し
て
も
廃
れ
て
い
た
た
め
と
、同
書
に
載
る
歌
詞
が
特
殊
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
高
橋
の
別
稿
「『
う
た
ひ
鏡
』
の
古
説
・
新
説
」
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

論
義
概
説
（
𠮷
岡
倫
裕
） 

論
義
は
「
論
議
」
と
も
書
き
、
問
答
形
式
に
よ
っ
て
経
論
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
講
論
」「
法
問
」「
問
答
」
と

も
い
う
。
日
本
で
は
、
奈
良
時
代
以
降
、
南な
ん
と都
三さ
ん
ね会
（
興
福
寺
の
維
摩
会
・
宮
中
の
御
斎
会
・
薬
師
寺
の
最
勝
会
）
な
ど
の
勅
会
や
諸

大
寺
の
法
会
に
論
義
が
修
さ
れ
た
。

論
義
は
大
別
す
る
と
竪り
ゅ
う

義ぎ

論
義
と
講
問
論
義
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
竪
義
論
義
は
、
竪り
っ
し
ゃ者
と
い
う
義
（
自
己
の
見
解
）
を
述

べ
立
て
る
僧
（
答
者
）
の
試
験
の
意
味
で
行
わ
れ
る
。
竪
者
と
講
師
（
経
論
を
講
説
す
る
役
職
の
僧
）
の
間
で
問
答
が
十
問
行
わ
れ

る
。
も
う
一
つ
の
講
問
論
義
は
、
聴ち
ょ
う
じ
ゅ衆
（
聴
聞
す
る
役
職
の
僧
）
と
講
師
（
答
者
）
の
間
で
問
答
が
二
問
ま
た
は
三
問
交
わ
さ
れ
る
。

日
本
に
お
い
て
の
初
め
て
の
論
義
は
、
白は
く

雉ち

三
年
（
六
五
二
）
に
講
問
論
義
の
形
式
で
行
わ
れ
た
。
論
義
は
、
探
題
と
い
う
最
高
職
位

の
僧
が
論
題
を
出
題
し
、
最
後
に
論
義
の
内
容
を
精
義
（
問
答
の
可
否
判
定
と
補
足
）
す
る
。

宮
中
な
ど
の
格
式
の
高
い
場
所
で
行
わ
れ
る
論
義
に
出
仕
す
る
こ
と
は
、
僧
侶
世
界
の
名
誉
で
あ
り
、
出
世
へ
の
登
竜
門
と
し
て
の

側
面
を
持
っ
て
い
た
。
院
政
期
に
は
既
に
一
定
の
形
式
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
、
次
第
に
儀
式
化
し
、
法
会
の
形
態
に
変
化
し
た
。

こ
の
形
式
化
に
よ
っ
て
、
節
回
し
が
発
展
し
、
声
明
の
よ
う
な
音
楽
的
要
素
を
強
く
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

論
義
で
の
音
楽
的
要
素
を
述
べ
る
と
、
諸
役
に
よ
っ
て
音
高
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
問
者
の
節
が
、
徴
博
士
で
付
さ
れ
て
い
る
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の
に
対
し
、
答
者
は
商
博
士
の
低
い
音
高
の
博
士
が
付
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
間
に
は
六
律
（
完
全
四
度
）
の
音
高
差
が
あ
り
、
論
義

に
お
け
る
立
場
の
違
い
を
明
瞭
に
区
別
す
る
た
め
の
工
夫
と
考
え
ら
れ
る
。
声
高
に
問
者
が
論
難
し
攻
め
る
役
で
あ
る
の
に
対
し
、答

者
は
低
く
単
調
な
調
子
で
落
ち
着
き
払
っ
て
受
け
答
え
る
役
で
あ
る
。
こ
の
攻
守
両
役
の
立
場
を
会
場
に
お
い
て
明
確
に
す
る
た
め

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
高
や
旋
律
に
音
楽
的
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
節
の
生
成
に
つ
い
て
は
、
四
声
と
出
合
（
い
で
あ
い
）
が
関
係
し
て
お
り
、
国
文
学
の
分
野
で
も
注
目
さ
れ
る
。
四
声
は
漢

字
の
ア
ク
セ
ン
ト
記
号
で
あ
り
、
漢
字
の
回
り
に
付
さ
れ
る
丸
印
で
あ
る
。
四
声
の
声
調
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
金
田
一
春
彦
の

説
に
よ
れ
ば
、
平
声
＝
低
平
調
、
上
声
＝
高
平
調
、
去
声
＝
上
昇
調
、
入
声
＝
低
平
調
、
平
声
軽
＝
下
降
調
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

出
合
は
、
二
字
以
上
連
続
す
る
漢
字
音
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
本
来
の
四
声
ア
ク
セ
ン
ト
で
発
音
し
な
い
現
象
を
い
う
。
こ
の
現
象

は
、
桜
井
茂
治
の
説
に
よ
れ
ば
、
南
北
朝
或
い
は
室
町
初
期
頃
に
京
都
方
言
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
変
化
が
あ
り
、
そ
の
変
化
が
漢
字
ア
ク

セ
ン
ト
に
も
影
響
を
与
え
、
室
町
中
期
頃
に
論
義
に
お
い
て
法
則
化
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
出
合
は
法
則
性
が
存
在
し
、
そ
れ
を
示
し

た
指
南
書
に
『
補
忘
記
』（
一
六
八
七
）
が
あ
る
。

（
高
橋 

葉
子
・
𠮷
岡 

倫
裕
）


