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ニ
ヤ
l
ヤ
・
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
学
派
の

実
在
論
的
展
開
r-司、

-
'---J 

友

岡

雅

弥

「
並
目
遍
」
は
、
人
類
に
と
っ
て
常
に
興
味
深
い
思
考
対
象
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
数
多
く
の
哲
学
者
た
ち
の
思
考
努
力
が
、
そ
れ
に
関

す
る
論
議
に
費
さ
れ
て
き
て
い
る
。
何
故
そ
う
な
の
か
。
こ
の
問
題
自
体
も
ま
こ
と
に
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
定
め
て
、

「
普
遍
」

は
、
人
間
の
本
質
に
関
係
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
認
識
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、

「
普
遍
」
を
め

ぐ
る
問
題
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
数
多
く
の
哲
学
者
の
興
味
を
常
に
喚
起
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
中
心
に
常
に
果
し
な
い
論

争
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
論
争
に
お
い
て
、
各
哲
学
者
は
、
超
実
在
論
(
実
念
論
)
者
を
片
方
の
極
と
し
、
唯
名
論
者
を
片
方
の

極
と
す
る
広
が
り
の
ど
こ
か
に
自
分
の
立
場
を
置
き
、
こ
の
論
争
に
参
加
し
て
い
っ
た
。

イ
ン
ド
に
お
い
て
も
状
況
は
似
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
派
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
こ
の
間
題
に

迫
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
に
・
お
い
て
も
「
普
遍
」
の
問
題
は
、
哲
学
の
中
心
問
題
の
一
つ
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
す
る
イ
ン

ド
哲
学
者
た
ち
の
態
度
に
つ
い
て
の
研
究
も
、
最
近
特
に
そ
の
成
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、

ロ・
2
・∞
rmw印
式
-r
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同

4F司、~vRNoh-MMF岡、。
L

『
ミ
Mhb坦ローで
3
Z
1枠
a
a
s
L
H
N
柏
町
ミ
H
K
N
t
H
毛札

H
F
H
F
四
回
宮
内
出
向
と
v
V
N
b
お
唱
え
M
h
a
め
町
、

f
q
o
h
(
〉
肉
吋
伊
己
ロ
ぞ
2
J田
佐
子

思
宮
)
な
ど
は
、
そ
の
最
大
の
成
果
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
十
年
ほ
ど
の
研
究
に
対
し
て
一
番
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。
他
に
、

閉山・同・
0
吋回、』〈民・

叫

d
F
司
、
『
C
F
N
2
昌
司
¥
円
、
三
官
2
・
2
r
s
h
a
門
出
3
3
可
F札
NOM-HMF問、(ロ巾出己lH)mw仲ロ伊l〈
E
dコm
g
r
H匂
吋
N
)

及
、
び
出
伊
2
7

z
m
w
E
F
同
S
E
S
s
c
¥
町
宮
~
〈
も
増
。
ー
で
三
宮
之
宮
町
内
H
H
a
ミ
S
N
宮
崎
坦
(
〈
2
2
2
r
出
話
)
等
の
著
作
が
あ
り
、
ま
た

「
普
遍
」

の
問
題
を
あ
つ
か
っ
た
論
文
も
多
く
見
う
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
非
力
な
私
が
こ
の
論
文
を
出
す
の
は
、
こ
の
よ
う
な
流

れ
に
自
ら
も
参
加
す
る
己
と
を
望
ん
だ
こ
と
に
も
よ
る
し
、
自
ら
の
こ
の
間
題
に
対
す
る
(
正
確
に
は
、

ニ・ヤ

l
ヤ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l

シ
カ
学
派
の

「
並
回
遍
」
に
対
す
る
接
近
の
仕
方
に
対
す
る
)
態
度
を
明
確
に
し
た
い
と
望
ん
だ
か
ら
で
も
あ
る
。
無
論
そ
の
岡
原
因
の

根
底
に
は
、

「
並
百
遍
」
の
問
題
が
イ
ン
ド
哲
学
に
お
い
て
も
不
回
避
な
主
題
で
あ
る
と
の
私
個
人
と
し
て
の
判
断
が
あ
る
。

一
般
に
、

ニ
ヤ
l
ヤ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
学
派
は
実
在
論
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
o
t
対
し
て
、
仏
教
徒
は
唯
名
論
者
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
ち
が
い
は
、

い
か
な
る
認
識
手
段
を
正
し
い
と
認
め
る
か
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
デ
ィ
グ
ナ

l
ガ
の
系
統
の

仏
教
徒
は
、
認
識
対
象
(
プ
ラ
メ
i
ヤ
)
を
は
っ
き
り
と
二
種
に
区
別
し
た
。
絶
対
的
個
物
(
ス
ヴ
ァ
ラ
ク
シ
ャ
ナ
)
と
普
遍
(
サ
l
マ
|
ニ

ヤ
)
で
あ
る
。
同
様
に
、
彼
ら
は
認
識
手
段
を
、
絶
対
的
個
物
の
み
を
把
握
(
グ
ラ
ハ
ナ
)
す
る
直
接
知
覚
(
プ
ラ
テ
ィ
ヤ
ク
シ
ヤ
)
と
普

遍
を
識
別
(
ヴ
イ
カ
ル
パ
)
す
る
推
論
(
ア
ヌ
マ
i
ナ
)
に
区
別
し
た
。
し
か
し
、
普
遍
は
、
純
粋
感
覚
材
に
人
聞
が
付
加
し
た
も
の
に
す

(
1
)
 

ぎ
ず
、
実
在
し
な
い
。
だ
か
ら
、
正
し
い
認
識
手
段
は
直
接
知
覚
の
み
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
は
、
ア
ポ

l
ハ
な
る
理
論
を
展
開
す
る
。

そ
の
理
論
に
よ
る
と
、
識
別
知
お
よ
び
言
葉
は
、
単
に
他
の
も
の
を
排
除
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
普
遍
は
、
実
在
し
な
い
と

(
2
)
 

い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
普
遍
の
存
在
を
否
定
す
る
仏
教
徒
は
、
唯
名
論
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

ニ
ヤ

l

ー
ヤ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
学
派
は
、
識
別
知
の
対
象
と
し
て
の
普
遍
の
実
在
性
を
認
め
、
識
別
知
の
有
効
性
、
正
当
性
を
認
め
る
と



さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
の
彼
ら
は
、
実
在
論
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ニヤーヤ・ヴァイシェーシカ学派の実在論的展開〔ー〕

ニ
ヤ
l
ヤ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
学
派
の
普
遍
に
対
す
る
態
度
を
示
す
言
葉
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
の
は
、

(
3
)
 

永
遠
で
、
一
つ
で
、
多
数
の
も
の
に
遍
在
す
る
」
と
い
う
定
義
で
あ
る
。
こ
の
定
義
は
、
タ
ル
カ
・
サ
ン
グ
ラ
ハ
等
の
綱
要
書
時
代
に

(
4
)
 

よ
く
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
定
義
は
実
在
論
的
で
あ
る
。
実
在
論
と
し
て
は
、
多
く
の
点
で
プ
ラ
ト
ン
的

(
g
Z
『
巾
ヨ
)
タ

(

5

)

(

6

)

 

イ
プ
に
似
て
い
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ト
マ
ス
と
の
類
似
を
よ
り
多
く
指
摘
す
る
研
究
者
も
多
い
。
(
無
論
、
認
識
可
能
か
ど
う

(
7
)
 

か
の
問
題
、
類
・
種
の
問
題
で
の
相
違
も
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
)
。
し
か
し
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
学
派
の
原
典
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ

(
8
)
 

・
ス

l
ト
ラ
の
中
の
一
・
二
・
一
二
の
ス

l
ト
ラ
に
関
し
て
、
普
遍
が
主
観
に
よ
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
研
究
者
も
あ
る
。

「サ

l
マ
l
ニ
ヤ
は
、

ニ
ヤ

i
ヤ

学
派
で
も
状
況
は
似
て
い
る
。
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
歴
史
的
変
化
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
変
化
の
本
質
を
見
定
め

る
こ
と
が
今
ま
で
の
私
の
目
標
で
あ
り
、
こ
の
論
文
の
眼
目
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

体

ニ
ヤ

l
ヤ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ

カ
学
派
は
、
原
典
時
代
も
後
世
の
よ
う
に
、
実
在
論
者
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
何
ら
か
の
相
違
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
相
違

の
本
質
は
何
に
由
来
す
る
の
か
。
本
論
文
は
、
特
に
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
・
ス

l
ト
ラ
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら

の
問
題
に
対
し
、
私
な
り
の
見
解
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
文
は
、
全
体
の
計
画
の
第
一
章
で
あ
っ
て
、
今
後

ニ
ヤ

i
ヤ
・
ス

l
ト
ラ
を
あ
つ
か
う
章
、
。
フ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ

l
ダ
を
あ
つ
か
う
章
、
仏
教
徒
と
の
論
争
を
あ
つ
か
う
章
、
以
上
三
つ
の

章
に
あ
た
る
論
文
が
後
に
つ
づ
き
、
四
章
で
全
体
が
完
成
す
る
予
定
で
あ
る
。

39 

(
9
)
 

ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
・
ス

l
ト
ラ
(
以
下
V
S
)
に
関
し
て
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
ミ
シ
ュ
ラ
の
ウ
パ
ス
カ

l
ラ
(
以
下

U
)
が
参
考
註
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と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
註
は
、

一
・
一
・
四
と
し
て
六
句
義
を
数
え
る
ス

l
ト
ラ
を
示
し
、
そ
の
六
句
義
出
・
に
、
サ

l
マ
l

(
叩
)

ニ
ヤ
を
含
め
て
い
る
0

・
し
か
し
、
新
し
く
発
見
さ
れ
た
チ
ャ
ン
ド
ラ

l
ナ
ン
ダ
の
註
(
以
下

C
)
に
は
、
こ
の
ス

l
ト
ラ
は
存
在
し
な
い
。

お
よ
そ
、

U
は
、
十
五
世
紀
の
作
品
で
あ
り
、
あ
ま
り
原
意
を
正
確
に
伝
え
な
い
こ
と
は
以
前
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、

(
日
)

C
は
現
存
す
る
最
古
の
註
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
註
、
即
ち
、
ヴ
ィ
ヤ

l
キ
ヤ
l
等
に
も

こ
の
ス

l
ト
ラ
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て

C
の
序
文
(
一
八
ペ
ー
ジ
)
で
タ
ク
ル
も
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
は
ブ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ

l
ダ

の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、

ス
ー
ト
ラ
の
作
者
自
身
は
、
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
の
入
っ
た
六
句
義
を
認
め
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、

v
s
一
・
一
に
お
い
て
は
、
実
体
、
性
質
、
運
動
を
順
に
説
明
す
る
の
み
で
、

サ
l
マ
i
ニ
ヤ
等
の
三
句
義
(
句
義
〈
パ
ダ
|

ル
タ
〉
と
い
う
言
葉
自
体

V
S
は
使
わ
な
い
)
に
は
触
れ
な
い
。
ま
た
、

一
・
二
・
七
で
は
、

「
そ
れ
(
サ
ッ
タ
l
)
に
よ
り
実
体
、
性

質
、
運
動
に
お
い
て
、
『
有
る
』
と
言
わ
れ
る
」
と
述
べ
、
八
・
一
四
で
は
、

「
実
体
、
性
質
、
運
動
に
お
い
て

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
存
在
論
的
に
見
て
も
「
有
る
」
の
は
実
体
等
の
三
で
あ
り
、

一
般
慣
習
的
に

『
ア
ル
タ
』
と
一
↓
一
一
?
わ
れ

(ロ)

「
有
る
」
の
も
そ
れ
ら
だ

け
で
あ
る
と

V
S
の
作
者
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に

V
S
に
お
い
て
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
の
客
観
的
実
在
性
は
述
べ
ら

れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
も
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

で
は

V
S
に
お
け
る
直
接
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
に
対
す
る
記
述
に
・
お
い
て
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

(
日
)

う
か
。

v
s中
で
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
は
全
体
で
一
二
回
使
わ
れ
て
い
る
(
ス

l
ト
ラ
の
数
は
全
体
で
三
八
四
)
。
こ
の
う
ち
、
サ

1
マ
l

(
M
)
 

ニ
ャ
・
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
と
い
う
コ
ン
バ
ウ
ン
ド
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
七
例
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し

て
、
先
に
サ

l
マ
l
ニJ
ヤ
単
独
で
使
用
さ
れ
て
い
る
用
例
を
検
討
す
る
。
こ
の
単
独
の
用
例
は
、
全
体
で
一
四
例
あ
る
わ
け
だ
が
、

必

ず
し
も
閉
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
先
に
進
む
に
つ
れ
て
、
よ
り
明
白
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

ス



ー
ト
ラ
の
進
行
に
し
た
が
っ
て
、
い
く
つ
か
の
用
例
が
集
ま
り
、
数
個
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
そ

ニヤーヤ・ヴ、アイシェーシカ学派の実在論的展開[ー〕

れ
ぞ
れ
の
中
で
の
サ
1
マ
l
ニ
ヤ
の
性
格
を
考
察
し
よ
う
。

(
日
)

一
・
一
・
一
七
、
二
三
、
二
四
、
二
九
が
ま
ず
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
実
体
は
、
実
体
、
性
質
、
運
動

サ
1
7

ニ

ヤ

サ

1
7
1
ニ

ヤ

サ

!
?
i
ニ
ヤ

に
共
通
な
原
因
で
あ
る
」
「
実
体
は
、
多
く
の
実
体
に
共
通
な
結
果
で
あ
る
」
「
運
動
は
、
内
属
が
な
い
か
ら
、
共
通
な
結
果
と
し
て

サ

マ

l
ニ
ヤ

知
ら
れ
な
い
」
「
共
通
な
原
因
に
つ
い
て
は
、
運
動
は
実
体
、
運
動
の
原
因
で
な
い
と
言
わ
れ
る
」
。
ハ
ル
シ
ュ
・
ナ
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、

(
団
)

こ
こ
の
部
分
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
は
サ

i
ダ
ル
ミ
ヤ
(
類
似
性
)
と
同
義
で
あ
る
と
言
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
は
、
類
似
と
い

(η) 

ラ
概
念
よ
り
む
し
ろ
共
通
と
い
う
概
念
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。
サ

l
ダ
ル
ミ
ヤ
の
代
表
例
は
、

V
S
二
・
二
・
二
九
に
あ
る
。
「
(
音
声

サ
l
ダ
ル
ミ
ヤ

は
)
性
質
で
あ
る
が
す
ぐ
に
滅
す
る
。
運
動
と
等
し
い
」
。
こ
の
例
に
お
け
る
サ
l
ダ
ル
ミ
ヤ
は
そ
の
典
型
的
用
例
で
あ
る
が
、
音
声

が
運
動
と
似
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
サ
1
マ
l
ニ
ヤ
は
原
因
、
結
果
と
し
て
共
通
に
複
数
の
も
の
に
関
係

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
あ
え
て
二
・
二
・
二
九
に
こ
の
考
え
を
導
入
す
る
と
す
れ
ば
、
音
声
と
運
動
に
す
ぐ
滅
す
る
こ
と
が
共
通
に

あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
こ
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
の
例
に
く
ら
べ
て
む
し
ろ
サ

i
ダ
ル
ミ
ヤ
に
近
い
の
は
、

v
sニ
・
一
・
六
、
七
中
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ

サ

1
マ
l
ニ
ヤ
(
問
)

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
地
よ
り
な
る
乳
酪
、
漆
、
蝋
が
火
と
結
び
つ
く
故
の
流
動
性
は
水
と
等
し
い
」
「
火
よ
り
な
る
(
金
属
性
の
V

サ
l
マ
i
ニ
ヤ

錫
、
鉛
、
鉄
、
銀
、
金
が
火
と
結
び
つ
く
故
の
流
動
性
は
水
と
等
し
い
」
。
こ
れ
ら
の
例
に
お
け
る
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
に
は
、
格
関
係
か

ら
前
述
の
サ

l
ダ
ル
ミ
ヤ
と
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。
故
に
等
し
い
と
訳
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
や
は
り
こ
こ
で
も
内
容
的
に
は
、

流
動
性
が
、
水
に
も
火
に
よ
っ
て
と
け
た
そ
れ
ら
の
も
の
に
も
共
通
に
存
在
し
て
い
る
と
先
ほ
ど
と
同
じ
よ
う
に
考
え
た
方
が
よ
い
。

41 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
サ

i
マ
l
ニ
ヤ
は
、
形
の
上
の
類
似
と
内
容
と
の
両
者
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
前
述
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
と
サ

l
ダ
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ル
ミ
ヤ
の
中
間
に
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
内
容
的
に
は
、
あ
る
も
の
が
複
数
の
も
の
に
共
通
に
あ
る
と
い
う
よ

-
7
に、

い
わ
ば
機
能
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
次
の
グ
ル
ー
プ
に
進
も
う
。
次
の
グ
ル
ー
プ
は
、

V
S
二
・
一
・
一
六
、
二
・
二
・
一
九
、
四
三
、
三
・
ニ
・
七
よ
り
な
る

(
初
)

グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
二
・
一
・
一
六
と
三
・
二
・
七
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
両
ス

l
ト
ラ

中
の

「サ

l
マ
l
ニ
ヤ
ト

l
ド
リ
シ
ユ
タ
」
な
る
語
で
あ
る
。
三
守
7
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
サ

i
ン
キ
ヤ
学
派
の
術
語
と
し
て
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ

l
ダ
に
お
い
て
は
、

ド
リ
シ
ユ
タ
と
共
に
推
論
の
二
区
分
を
な
す
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
術
語
中

(幻
)

(

n

)

の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
が
何
を
意
味
す
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ

l
ダ
お
よ
び
ヴ
ァ
!
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
は
、
そ
れ
を
明
ら

か
に
普
遍
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
例
証
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、

ス
ー
ト
ラ
自
体
の
前
後

関
係
に
よ
る
し
か
な
い
。
こ
の
ス

l
ト
ラ
二
つ
は
、
反
対
論
者
の
意
見
を
述
べ
る
も
の
で
、
風
が
他
の
地
等
と
無
区
別
で
あ
る
こ
と
、

lま ア
ー
ト
マ
ン
が
空
等
と
無
区
別
で
あ
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
ト

l
ド
リ
シ
ュ
タ

(
お
)

「
類
似
性
の
経
験
」
と
訳
す
の
が
適
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
で

V
S
二
・
ニ
・
十
九
を
次
に
考
え
よ
う
。
こ
の
ス

l
ト
ラ
に
関
し
て
は
解
釈
に
問
題
が
あ
る
。
服
部
正
明
教
授
は
、
こ
の
ス
!

(
M
)
 

ト
ラ
中
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
を
対
象
の
も
つ
共
通
性
、
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
を
そ
の
特
殊
性
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
神
子
上
恵
生

(
お
)

サ
l
マ
l
ニ
ヤ
と
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
を
普
遍
と
特
殊
(
低
い
普
遍
)
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
説
に
は
疑
問

教
授
は
、

が
残
る
。
こ
の
説
で
典
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は

『
プ
ラ
メ

l
ヤ
カ
マ
ラ
マ

l
ル
タ
ン
ダ
ヘ

『
ニ
ヤ

l
ヤ
・
ヴ
ァ

l
ル
テ
ィ
カ
』
等
で

あ
る
が
、
前
者
の
著
者
プ
ラ
パ

l
チ
ャ
ン
ド
ラ
は
、
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
哲
学
者
で
、
後
者
は
、
六
、
七

世
紀
の
ニ
ヤ

l
ヤ
哲
川
字
者
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ

l
タ
カ
ラ
の
作
品
で
、
両
作
品
共
に
、
仏
教
哲
学
者
デ
ィ
グ
ナ

l
ガ
以
降
で
あ
り
、
イ
ン
ド
哲



学
全
体
の
構
造
が
大
き
く
変
化
し
た
後
の
も
の
で
あ
る
。
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
に
関
し
て
も
そ
の
変
化
の
外
に
と
り
残
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
前
述
の
第
四
番
目
の
論
文
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
を
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
そ
う
い
う
理
由
の
故
に
、
サ

l
マ

ー
ニ
ヤ
を
普
遍
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
こ
の
ス

i
ト
ラ
を
解
釈
す
る
の
は
手
順
が
逆
の
よ
う
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
学
派
の
中

ニヤーヤ・ヴァイシェーシカ学派の実在論的展開[ー〕

で
の
こ
の
ス

l
ト
ラ
に
対
す
る
解
釈
を
尊
重
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
ス

l
ト
ラ
に
関
し
て
は
、

C

U
共
に
同
ピ
で
あ
る
。

C
を
訳

(お
)
1

サ
l
マ

ニ

ヤ

ヴ

ィ

シ

ェ

i
シ
ャ

す
と
、
『
柱
と
人
と
の
直
立
性
と
い
う
共
通
性
を
見
て
、
特
殊
な
原
因
で
あ
る
手
等
や
穴
等
を
見
、
ず
、
特
殊
性
を
思
い
出
し
て
、
こ
れ
は

柱
な
の
か
人
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
惑
が
生
じ
る
」
。
こ
こ
で
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
は
、
直
立
性
の
こ
と
で
、
人
性
、
柱
性
と
い
う
普

遍
で
は
な
く
、
も
っ
と
具
体
的
な
共
通
に
存
在
す
る
類
似
性
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ヴ
ィ
シ
ェ
!
シ
ャ
は
ま
さ
に
手
や
穴
等
の
具
体

的
な
特
殊
性
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ

l
ダ
の
説
も
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
は
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

サ
ド
リ
シ
ュ
ヤ

先
ず
疑
惑
を
説
明
す
る
。
す
で
に
周
知
の
多
く
の
特
殊
性
を
持
つ
二
物
に
お
い
て
、
そ
の
類
似
性
の
み
を
認
め
、
特
殊
性
を
想
起

(
幻
)

す
る
こ
と
か
ら
・
・
・
:
・
。

こ
の
よ
う
に
、
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ

l
ダ
は

V
S
中
の
サ

i
マ
l
ニ
ヤ
の
か
わ
り
に
サ

l
ド
リ
シ
ュ
ヤ
と
い
う
語
を
使
用
す
る
。
彼
が

周
知
の
ご
と
く
実
在
す
る
普
遍
を
主
張
し
た
人
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
み
る
と
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
自
身
こ
の

V
S
の
サ

i
マ

l
ニ
ヤ
を
彼
自
身
の
主
張
す
る
普
遍
た
る
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
と
別
の
も
の
と
考
え
、
混
同
を
避
け
る
た
め
に
同
ピ
意
味
を
示
す
(
と
彼
が

考
え
た
)
サ

i
ド
リ
シ
ュ
ヤ
の
語
を
使
用
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

確
か
に
こ
う
し
て
検
討
す
る
と
C
、
U
と
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ

l
ダ
と
は
相
違
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
同
じ
く
類
似
性
と
言
っ
た

が
、
前
者
の
場
合
は
、
柱
、
人
に
共
通
に
あ
る
直
立
性
の
こ
と
で
、
後
者
の
場
合
は
、
柱
、
人
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

43 

し
か
し
、
前
者
に
お
い
て
直
立
性
と
は
ま
さ
に
我
々
の
意
識
中
に
存
す
る
概
念
で
あ
っ
て
、
実
在
し
な
い
し
普
遍
で
も
な
い
。
単
な
る
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共
通
な
意
識
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
直
立
性
と
い
う
類
似
性
も
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
柱
や
人
に
共
通
に
存
在
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
は

「
直
立
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
両
者
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
だ
け
で
あ
る
わ
け
だ
か

ら
、
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ

l
ダ
の
類
似
性
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
持
つ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
で
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
最
後
の
ス

l
ト
ラ
は
、
二
・
二
・
四
三
で
あ
る
。

サ

l

マ
l
ニ
ヤ

「
数
の
存
在
は
実
似
性
に
も
と
づ
く
」
。
こ
の
類
似
性
と

訳
し
た
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
の
こ
と
を
C
は
サ

l
ド
リ
シ
ユ
ヤ
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
受
け
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
訳
の
ご
と
く
こ
れ
も
類
似
性
の
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
見
て
き
た
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
の
例
は
、

一
般
的
用
法
、
哲
学
学
派
一
般
の
用
法
の
範
囲
に
含
ま
れ
、
必
ず
し
も
ヴ

ア
イ
シ
ェ

l
シ
カ
学
派
哲
学
固
有
の
サ

l
マ
i
ニ
ヤ
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
に
対
し
次
に
述
べ
る
サ

l
マ
i
ニ
ヤ
単
独
用
法
の
例
は
、

(
お
)

こ
の
学
派
独
自
の
教
義
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

V
S
一
・
二
・
三
、
四
、
・
五
で
あ
る
。
か
つ
て
ラ
ン
ド
ル
は
、
一
・
二
・
三

(
鈎
)

を
普
遍
が
主
観
に
よ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
正
し
い
と
は
言
い
難
い
。

V
S
は

サ

マ
l
一
一
ヤ
、
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
は
意
識
に
よ
る
(
プ
ッ
デ
イ
ア
ベ
l
ク
シ
ヤ
)
」
と
言
う
の
で
は
な
い
。
「
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
で
あ
る
、
ヴ
ィ

シ
ェ

l
シ
ャ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
意
識
に
よ
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
イ
テ
ィ
」
と
い
う
引
用
・
内
容
を
示
す

接
続
詞
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ャ
ス
ト
リ
は
こ
の
サ
!
マ

l
ニ
ヤ
、
ヴ
ィ
シ
ェ

i
シ
ャ
が
類
、
種
を

(
初
)

意
味
す
る
と
推
定
し
た
。
次
の
了
二
・
四
、
五
の
ス

l
ト
ラ
に
は
、

「
存
在
は
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
の
み
で
あ
る
」

「
実
体
性
、
性
質
性
、

運
動
性
は
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
で
も
あ
り
、
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
で
も
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
同
じ
実
体
性
等
で
も
、
下
位

の
ク
ラ
ス
と
比
べ
る
時
は
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
と
言
わ
れ
、
上
住
の
ク
ラ
ス
と
比
べ
る
時
は
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
と
言
わ
れ
る
と
し
て
彼
は
そ

れ
ぞ
れ
類
、
種
で
あ
る
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
解
釈
は
あ
る
点
で
は
優
れ
て
い
る
。
即
ち
、

サ
l
マ
l
ニ
ヤ
、
ヴ
ィ
シ



ェ
l
シ
ャ
を
相
対
概
念
で
あ
る
と
し
、
そ
の
客
観
的
実
在
性
は

V
S
中
で
は
確
立
し
て
い
な
い
と
看
破
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

A
7

ま
で
見
て
き
た
サ
i
マ
l
ニ
ヤ
、
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
と
あ
ま
り
に
も
離
れ
て
い
る
解
釈
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
ス

l
ト
ラ
に
対
す
る

C
の
解
釈
を
調
べ
て
み
よ
う
。

ニヤーヤ・ヴァイシェーシカ学派の実在論的展開〔一〕

地
等
に
・
お
い
て

『
性
質
で
あ
る
、
性
質
で
あ
る
』
と
い
う
、
ま

『
実
体
で
あ
る
、
実
体
で
あ
る
』
と
い
う
、
ま
た
色
等
に
・
お
い
て

た
投
げ
上
げ
る
こ
と
等
に
・
お
い
て
『
運
動
で
あ
る
、
運
動
で
あ
る
』
と
い
う
共
通
意
識
が
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
、
そ
れ
が
、

実
体
性
、
性
質
性
、
運
動
性
な
る
サ

l
マ
|
ニ
ヤ
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
相

E
に
排
除
し
あ
う
か
ら
ヴ
ィ
シ
エ
-
シ
ャ
で
も
あ
勾

こ
の

C
の
註
に
よ
れ
ば
、
下
位
の
ク
ラ
ス
に
対
し
サ

l
マ
i
ニ
ヤ
、
上
位
の
ク
ラ
ス
に
対
し
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
と
言
う
シ
ャ
ス
ド
リ

の
説
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
体
性
な
ら
、
実
体
に
属
す
る
多
く
の
も
の
、
地
等
、
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
が
同
ピ
く
実
体
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
一
対
す
る
実
体
性
の
も
つ
包
括
す
る
機
能
が
サ

l
マ
i
ニ
ヤ
な
の
で
あ
る
。
ま
た
J

実
体

以
外
の
も
の
か
ら
実
体
を
区
別
、
排
除
す
る
機
能
が
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
実
体
性
の
機
能
的
な
面
と
し
て
の
サ

i
マ

ー
ニ
ヤ
は
、
前
述
の
一
般
的
用
法
と
し
て
の
サ
l
マ
l
ニ
ヤ
の
例
と
整
合
性
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
例
に
お
け
る
サ

l
マ
l
ニ

ヤ
は
類
で
は
な
く
、
や
は
り
機
能
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
ピ
機
能
的
と
い
っ
て
も
V
S
の
今
ま
で
の
例
の
中
に
埋
没
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
を
背
景
と
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
ま
た
特
別
の
意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
に
あ
る
も
の
が
共
通
に

存
在
し
複
数
の
も
の
を
包
括
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
お
以
て
共
通
に
存
在
す
る
の
は
ま
さ
し
く
実
体
性
等
の
普
遍
な
の
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
例
の
サ
l
マ
l
ニ
ヤ
は
、
特
に
、
普
遍
の
も
つ
多
数
の
も
の
に
共
通
に
存
在
し
、
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
機
能
を
示
す
の
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

45 

V
S
に
お
け
る
サ
l
マ
l
ニ
ヤ
の
単
独
用
法
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。

(
正
し
く
は
、
九
・
一
一
に
も
う
一
例
見
ら
れ
る
が
、

C
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に
し
か
存
在
せ
ず
、
第
九
編
は
全
体
的
に
出
入
が
激
し
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
後
世
の
付
加
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
よ
し
ん
ば
そ
う

で
な
く
て
も

w

一
般
的
用
語
法
の
範
曙
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
)
。
そ
れ
は
、
普
遍
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
も
の
が
複
数
の
も
の
に

共
通
に
存
在
す
る
と
い
う
、
ま
た
あ
る
も
の
が
他
の
も
の
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う
一
般
的
用
法
を
背
景
と
し
て
、
実
体
性
等
の
普
遍

の
持
つ
、
複
数
の
も
の
に
共
通
に
・
存
在
し
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
と
い
う
機
能
を
あ
ら
わ
し
で
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
他
の
類
を
排

除
す
る
も
う
一
つ
の
普
遍
の
持
つ
機
能
、
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
、

と
相
対
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
に
述
べ
る
コ
ン
バ
ウ
ン
ド
の

形
で
用
い
ら
れ
る
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
の
例
と
の
関
係
で
重
要
で
あ
る
。

一一. 
一
一・
、

さ
て
、
今
度
は
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
・
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
な
る
コ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
形
を
と
っ
て
い
る
例
を
調
べ
よ
う
。
一
・
一
・
七
、
一

(
犯
)

一
七
、
八
・
五
、
六
の
七
例
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
の
五
ス

l
ト
ラ
を
考
察
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
サ

l
マ

一
一、

一
五
、

ー
ニ
ヤ
・
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
が
実
体
、
性
質
、
運
動
に
は
あ
る
が
、
存
在
性
、
実
体
性
、
性
質
性
、
運
動
性
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
実
在
性
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
こ
の
よ
う
な
、
存
在
性
等
に
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
・
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
、
が
存
在
し
得
な
い
と

い
う
考
え
は
、
実
在
論
的
立
場
に
は
っ
き
り
と
立
つ
後
期
ニ
.
ャ
l
ヤ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
学
者
ウ
ダ
ヤ
ナ
の
六
種
の
普
遍
の
規
定
条

(
お
)

件
の
う
ち
の
四
番
目
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
ナ
ヴ
ア
ス
タ
ー
な
る
も
の
で
、
存
在
性
等
の
普
遍
に
は
存
在
性
性
等
と

い
っ
た
別
の
普
遍
(
普
遍
に
対
し
彼
の
使
用
す
る
語
は
ジ
ャ
i
テ
ィ
)
は
存
在
し
な
い
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
こ
の
ウ
ダ
ヤ
ナ
の
例
の
普
遍
に

先
ほ
ど
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
・
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
と
い
う
コ
ン
バ
ウ
ン
ド
は
驚
く
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
。

次
に
、

V
S
八
・
五
に
お
い
て
は
、

「サ

l
マ
l
ニ
ヤ
・
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
に
は
、
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
・
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
が
存
在
し

な
い
か
ら
、

(
そ
の
)
認
識
は
、
そ
れ
(
実
体
と
の
接
触
)
か
ら
の
み
生
ず
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ス

l
ト
ラ
に
・
お
い
て
も

先
ほ
ど
と
同
様
に
、

コ
ン
バ
ウ
ン
ド
と
し
て
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
・
ヴ
ィ
シ
ェ

i
シ
ャ
が
後
世
の
普
遍
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が



推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
次
の
ス

l
ト
ラ
、

v
s
・
八
・
六
、
「
実
体
、
性
質
、
運
動
の
(
認
識
)
は
、
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
・
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ

ャ
に
よ
る
」
と
い
う
ス

i
ト
ラ
も
こ
の
八
・
五
と
一
つ
ら
な
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
お
け
る
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
・
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
も
、

コ
ン
バ
ウ
ン
ド
と
し
て
普
遍
の
意
味
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

ニヤーヤ・ヴァイシェーシカ学派の実在論的展開〔一〕

以
上
、

V
S
に
お
け
る
す
べ
て
の
サ

i
マ
l
ニ
ヤ
の
用
例
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ
意
味
を
調
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
は
必
ず
し
も
一
定
し
た
意
味
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
そ
れ
は
あ
る
時
は
共
通
性
、
あ
る
時
は
類
似
性
と
い
う

意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
哲
学
独
自
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
の
用
法
は
特
に
普
遍
の
も
つ
、
共
通
に
存
在

す
る
機
能
、
包
括
す
る
機
能
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
た
。

C
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
機
能
は
ア
ヌ
ヴ
リ
ッ
テ
ィ
と
呼
ば
れ

(
M
)
 

て
い
て
、
そ
の
語
は
ほ
と
ん
ど
サ
!
マ

l
ニ
ヤ
と
シ
ノ
ニ
ム
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
実
体
性
等
が
他
の
類
か
ら
自
ら
の

類
を
分
離
、
排
除
す
る
機
能
と
し
て
の
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
に
相
対
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
じ
く
C
に
よ
り
ヴ
ィ
ヤ

l
ヴ
リ
ッ
テ
ィ
と
言

(
お
)

わ
れ
て
い
る
。
実
体
性
等
は
、
そ
の
包
括
す
る
機
能
に
注
目
し
た
時
、
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
と
呼
ば
れ
、
他
を
排
除
す
る
機
能
に
注
目
し
た
時
、

(
お
)

「
意
識
に
よ
る
」
と

ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
よ
り
、
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
と
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
は
、

い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
つ
重
要
な
事
実
が
浮
び
上
が
っ
て
く
る
。

v
s
一
・
こ
・
七
、

お
よ
び
八
・
一
四
の
記
述
か
ら
、

最

ス
ー
ト
ラ
は
、

サ
l
マ
l
ニ
ヤ
(
お
よ
び
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
、
サ
マ
ヴ
ァ
l
ヤ
)
の
実
在
性
が
否
定
さ
れ
た
。
従
来
よ
り
こ
れ
ら
の

V
S
が
実
在
論
的
立
場
に
立
た
な
い
こ
と
の
証
明
根
拠
と
な
っ
て
い
た
が
、
以
上
の
よ
う
に
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
が
普
遍
で

初
に
述
べ
た
ご
と
く
、

47 

は
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
ス

l
ト
ラ
は
サ

i
マ
l
ニ
ヤ
の
実
在
性
を
否
定
す
る
だ
け
で
、
普
遍
の
実
在
性
ま
で
も
否
定
す
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る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
普
遍
の
も
つ
二
機
能
の
う
ち
の
片
方
に
し
か
す
ぎ
な
い
サ

l
マ
!
ニ
ヤ
が
実
在
性
を
持
た
な
い
の
は
当

然
で
あ
る
。
そ
れ
は
普
遍
の
も
つ
も
う
一
つ
の
機
能
、
排
除
の
機
能
を
示
す
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
と
コ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
形
成
し
て
は
じ
め

て
、
類
を
ま
と
め
、
他
の
類
と
の
境
界
を
示
す
も
の
、
即
ち
普
遍
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
普
遍
に
は
そ
の
両
機
能
が
不
可
欠
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
サ

l
マ
i
ニ
ヤ
・
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
な
る
普
遍
を
意
味
す
る
コ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
実
在
性
に
つ
い
て
、

v
s

に
は
直
接
の
記
述
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

V
S
自
身
、
実
在
論
で
あ
る
と
も
な
い
と
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
が
、

サ
l
マ
l
ニ
ヤ
・

ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
に
よ
っ
て
実
体
等
の
認
識
が
あ
る
と
い
う
八
・
六
の
記
述
や
、
普
遍
の
存
在
、
永
遠
性
を
周
知
の
事
実
と
し
て
明
確

(
幻
)

に
認
め
る
ニ
ヤ

l
ヤ
・
ス

l
ト
ラ
の
記
述
か
ら
(
ニ
ヤ

l
ヤ
学
派
は
形
而
上
学
に
関
し
て
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
学
派
と
ほ
と
ん
ど
同
U
も
の
を
持

つ
)
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
学
派
は
、
学
派
と
し
て
の
一
つ
の
傾
向
性
と
し
て
普
遍
の
存
在
を
認
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測

が
成
り
立
ち
得
る
。
し
か
し
、

V
S
形
成
の
時
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
の
発
展
と
共
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
成
立
要
因
と
し
て
の
、
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
、

ヴ
ィ
シ
ェ

i
シ
ャ
の
分
類
原
理
と
し
て
の
面
を
、
す
な
わ
ち
包
括
、
排
除
と
い
う
機
能
と
し
て
類
を
成
立
さ
せ
る
原
理
と
し
て
の
面
を
強

調
し
た
が
た
め
に
、

V
S
中
で
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
(
・
お
よ
び
ヴ
ィ
シ
ェ
i
シ
ャ
)
は
機
能
的
側
面
ば
か
り
強
く
表
面
に
出
て
き
た
の
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
の
こ
と
は
、

一
般
的
用
法
と
言
っ
た
V
S
中
の
サ

l
マ
l
ニ
ヤ
の
例
を
も
う
一
度
検
討
す
れ
ば
明
白
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ら
は
ま
さ
に
分
類
原
理
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
論
の
最
大
の
推
進
者
チ
ャ
ン
ド
ラ

マ
テ
ィ
が
サ

i
マ
l
ニ
ヤ
、
ヴ
ィ
シ
ェ

l
シ
ャ
の
機
能
的
側
面
を
よ
り
強
調
し
、
ブ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ

l
ダ
が
そ
れ
を
ま
た
い
く
ぶ
ん
も

と
に
も
ど
し
た
と
い
う
こ
の
学
派
の
発
展
史
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
明
確
に
な
る
で
配
ろ
う
。

V
S
は、

カ
テ
ゴ
リ
ー
論
を
強
調

す
る
あ
ま
り
、
自
ら
の
実
在
論
的
立
場
を
不
鮮
明
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
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s
a
m
亘
nyam.

(
日
)

s
a
m
a
n
y
a
t
o
 dr~戸

ccavi主e~
a:þ

(2. 
1. 

16); 
s亘
凶
町
apratyak~亙d

v
i
目
録

pratyak~瓦
d

vise~as町
tesca

sarp.sayat 
(2.

乙
19)

;
 

sam:khy
亙
b
h
亙
v
a
t

s
亘
m

亘nyatat
(2. 

2.43); 
s
a
m
a
n
y
a
t
o
 dr~t

亘
cc
瓦
吋
主
e~aþ

(3.2. 
7). 

(
日
)

P
r
a
s
a
s
t
a
p
a
d
a，

 Pr
a
s
a
山

p
a
d
a
-
B
h
a
刊
α

即
ith

U
d
a
y
a
n
α's 

K
i
γα

1Javali'， 
ed.by 

J.S.Jetly，
 G.
O
.
S
.
 
N
o
.
1
5
4，

 Ba
r
o
d
a，

 

1971
，

 p.204. 

(
~
)
 
V

孟
caspatimi

主
ra，

S
(i)m/-h

抑
ー
Tatt

叩
-
K
a
u
四
udi，

ed. b
y
 
P
.
J
亘
waji，N

iザ
ayasagar:.

P
r
e
s
s
，

 Bo
m
b
a
y，

 1940，
 p.147. 

(
~
)
中
-
t
>
-
ー
\
1
~
ム

_!L=，-，入
刊
号
、
，

j
や
ユ
レ
当
長
Q
氷
去
と
為
時
帰
。

N
a
n
c
y
 
S
c
h
u
s
t
e
r
，
 Inference 

in 
the 

Vaise~ikasu.tras
， 
Journal 

of Indian 
Philosophy，

 Vo
t
:I， 

No. 4
，

 1912. 

(
~
)
 
M
a
s
a
a
k
i
 Hattori，

 Tw
o
 T
y
p
e
s
 of 

N
o
n刊

u胤
叫al恥ica剖古討肘i片v

e
Perception

，
 W
Z
K
S
O
，

 Bd
.
U
-
X
~

， 
1968-1969

，
 p.163. 

(
目
)
定
作
叫
傾
斜

rv aise~ikasütra II 
-
ii 
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.
I
l
<
J
去
し
の
E

服
J

~
i
l
l
:
倒
朴
ミ
王
寺
添
朴
自
主
華
民
』
線
11
川
蜘
，

1
 

1n
¥l:" 

1
兵--¥-l同叶，

1
0
 

1
 gj-1 0

1
1
1
 

0
 

(
~
)
υ
1

兵
で
-
;
;
-
.
。

(
お
)

P
r
a
主astap

孟d
a，

op.ciL，
 p.l72. 

(g:s) 
s
a
m
a
n
y
a
m
 vise

和
iti 

b吋
dhyapek~am(

1.乙
3

); 
b
h
a
v
a
t
 
s
a
m
孟

町
a
m

eva 
(1. 

2. 
4
)
;
 
dravyatvarp 

g
U
l)atvarp 

karrr
削

varp

c
a
 
s
a
m
亘
nyani

vi主e~
ぷ

ca
(1.乙

5
). 



〔

1
〕

(
~
)
 
R
a
吋
le，

op.cit.，
 p.134. 

(
宕
)

D
.
N
.
S
h
a
s
t
r
i，

 Th
e
 Philosophy 01 

N
y
a
抑

ー
Vaise

子ika
and Its 

Conflict
肌

th
the 

Buddhist 
D
i
g
n
a
g
a
 
S
c
h
o
o
l，

 

A
g
r
a
 University

，
 Ag
r
a
，

 19
6
4
，

 p.31
1. 

(沼
)
υ

《
て

-:0
。

(
 ~)
 
sad 

anityaql 
dravyavat 

k
a
η
a
l
]
1
同
raηa

-l]1
sãmãnya吋

主
e~avad

iti 
d
r
a
v
y
a
g
u
i}a

k
a
r
m
aI)a

m
 avi主e~aþ

(1. 
1. 

7
)
;
 

S亘mãnyaVJ
主e~
ぬ
h
孟vãc

ca 
(1. 

2. 
11); 

s
a
m
a
n
y
a
v
i
民

再
b
h
瓦
v
e
n
a
c
a

(1.2.13，
 15，

 17); 
s
a
m
孟
nyavi

民
間

四

sämãnyavi
主e~ãbhãv亘

t
tata 

e
v
a

日
n
a
m

(8. 
5
 ); 

s
ã
m
ã
n
y
a叶
主
e~

孟
pek;;al]1

d
r
a
v
y
a
g
u
lJa

k
a
r
m
a
s
u
 
(8. 

6
)
.
 

(
沼
)

U
d
a
y
a
n
a，

 Ki
γ
叫

aval
"i

(
G
.
O
.
S
.
1
5
4
)
;
 
p.23: 

v
y
a
J
ω
r
a
b
h
e
d
a
s
t
u
J
y
a
t
v
a
l]1 

s
a
n
k
a
r
o
 'thanavasthitit，

 ru.
pahanir 

a
s
a
m
b
a
n
d
h
o
 j亘tibadhakasangrahat

・

(
~
)
υ
K

て
-';0

。

(
沼
)

I@:
-
!
σ
E
て
-:0

。

(
沼
)
~
ト
γ
，
入
吋
-
'
0

f::
.κ

ー
ム
!
ト

1
・
11

・
111

0

(お
)
1
\
~
-

-t-. K
ー
ム

Iト
11

・
11.

1
同
'
同
・

1
・
181

。

霊酬間pq緯M刊M脈ハも曜時都品RおlHA」、トむ・午lbべ川

r
~
~
)
 

~
ト
ャ
，
入
吋
ー
，
入
快
'
K
ー
ム

1卜
よ
(r\If'\，入k-

K
気
て
一
、
・
て
-

'0 -t-
!
1
:
i
E
い
の
穏
為
困
!
1
4
c
合
時
刻
叶
E
;
$
駅
入

J-.lト
J

'

剣~a:::tì'i~世t4E;
~ャ入::t..E;但怒

i籾
，
1~.1

(
~
ト
燃
や
制

E恒
，

1
・同-tJ

1
叶
)
'
4
ç
斗
'
む
を
~
1
只
控
t
4

r
~
ト
ャ
，
入
>
1

-
'
0
 f::，)件緩E;~長

剖~
-

Vaisesika-sutra
心

P
a
d
a
r
t
h
a
d
h
a
r
m
a
s
af!1g

r
a
h
a
J

(
 ~111轡

判
記
定
駅
在
叶
騨
，

1
0
-
1
 1

.1 
111轡

判
記
自
主
叙
}
t
~
兵
-
t
J

-
t
J
ー
く
社
)
後
部

IIIH(J'<;二。
o
*
l
庭
E
;
判
盟
斗
:
i
E
-
.
l
ト
.
/
1
-
主
掛
紳
士
2
2

々Û
O
\
'
t
J
~
恨
~
北

j附
(Lよ

い
の
心
ト

j
時
ゐ
時
や
~
O

トJ
E
;
屯
:
'
自
主
号
式
ω
賎

-，Q~..y~ノE;現時-l\iII佃必
Li1Z

い
の
照
~
m
!
-
\
J
-
.
l
~
二
。

~
吋

l
(
)
 

(
-
1
く
朴
謹
朴
刺
)


