
『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
ダ
ル
マ
に
つ
い
て（
一
）（
立
川
）

119─　   ─

『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
ダ
ル
マ
に
つ
い
て
（
一
）立　

　

川　
　

武　
　

蔵

一　

ダ
ル
マ
と
い
う
語

　

ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
は
い
た
ず
ら
に
煩
瑣
な
も
の
で
あ
る
上
、
修
行

者
自
身
の
こ
と
に
か
ま
け
て
他
者
の
こ
と
を
見
て
な
い
な
ど
の
理
由

の
た
め
に
、
そ
の
価
値
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
低
い
も
の
と
み
な
さ

れ
て
き
た
。
紀
元
前
後
か
ら
台
頭
し
始
め
た
大
乗
仏
教
が
、
紀
元
一

世
紀
頃
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
発
展
を
終
え
て
い
た
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
を

自
分
た
ち
の
教
説
よ
り
劣
る
も
の
と
み
な
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
チ
ベ
ッ
ト
、
中
国
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
教
判
に

お
い
て
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
が
価
値
の
低
い
も
の
、
ま
だ
充
分
に
熟
し

て
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、
仏
教
思
想
史
の
中
で
ダ
ル
マ
（
法
）
の
体
系
を
提
示
し

た
の
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲

学
に
お
い
て
示
さ
れ
た
法
の
体
系
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
批
判
す
る
と

い
う
か
た
ち
で
中
観
派
や
唯
識
派
な
ど
の
大
乗
仏
教
諸
派
は
自
ら
の

思
想
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
思
想
史
に
お
け

る
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
位
置
は
極
め
て
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
ア
ビ

ダ
ル
マ
仏
教
の
描
い
た
人
間
像
は
仏
教
の
基
本
的
態
度
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
中
心
課
題
は
、
そ
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
ダ

ル
マ
（
法
）
の
解
明
で
あ
っ
た
。
仏
教
は
法
を
説
く
宗
教
で
あ
る
。

ブ
ッ
ダ
は
弟
子
た
ち
に
「
法
に
よ
れ
」
と
教
え
た
の
で
あ
り
、「
自

分
を
神
と
し
て
崇
め
よ
」
と
は
い
わ
な
か
っ
た
。
法
（
ダ
ル
マ
）
が

仏
教
徒
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
ア
ビ
ダ
ル
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マ
」
と
は
、
一
般
に
ダ
ル
マ
に
つ
い
て
の
（
ア
ビ
）
論
議
の
こ
と
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
ダ
ル
マ
」
と
い
う
語
の
意

味
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
明

確
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

紀
元
五
世
紀
の
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
は
初
期
仏
教
経
典
の
多
く
に
注
を

著
し
た
。
南
イ
ン
ド
の
出
身
の
彼
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
渡
り
、
当
時

ス
リ
ラ
ン
カ
に
伝
わ
っ
て
い
た
仏
教
学
を
ま
と
め
て
『
清
浄
道
論
』

を
著
し
た
が
、
こ
の
書
の
中
で
彼
は
「
ダ
ル
マ
」
に
四
つ
の
意
味
が

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
第
一
は
性
質
で
あ
り
、
第
二
は
教
え
、
教
法

で
あ
る
。
第
三
は
聖
典
で
あ
り
、
第
四
と
し
て
も
の
と
い
う
意
味
を

挙
げ
て
い
）
1
（

る
。
こ
れ
ら
の
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
四
つ
の
意
味
を
列
挙
し

た
後
で
、
平
川
彰
氏
は
そ
の
著
『
イ
ン
ド
仏
教
史
』
上
に
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
）
2
（

る
。

　
　
「
物
」（nissatta, nijjiva

）
と
し
て
の
法
は
、
仏
教
独
自
の
概

念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
の
理
解
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
や
古
い
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
は
現
れ
な
い
。
仏
陀
の
悟
っ
た
と
い
う
法
も
、
こ

の
意
味
の
法
の
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
仏
陀
が
覚さ
と

り
に
お
い
て

悟
っ
た
の
は
「
涅
槃
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
真
理
で
あ
る
と
と
も

に
「
実
在
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
物
と
し
て
の
法
の
中
に
、

涅
槃
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
象
と
し
て
存
在

す
る
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
永
遠
の
実
在
、
真
理
の
性
格
を
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
が
、
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
永
遠
の
実
在
と
即
一
な
る
現
象
の
性
格
、
あ
り
方
を
発
見

す
る
の
が
、「
法
を
見
る
立
場
」
で
あ
る
。

　
「
ダ
ル
マ
」
と
い
う
語
は
、
仏
教
以
前
に
も
教
え
、
義
務
、
真
理

と
い
う
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
平
川
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
現
象
世
界
を
形
作
っ
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
あ
る
い

は
要
素
を
ダ
ル
マ
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
イ
ン
ド
思
想
史
に
お
い
て
仏
教

が
初
め
て
で
あ
る
。
後
世
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
も
「
ダ
ル
マ
」
と

い
う
語
を
も
の
、
存
在
と
い
う
意
味
で
ご
く
普
通
に
用
い
る
よ
う
に

な
る
が
、
と
も
か
く
紀
元
前
に
仏
教
の
経
典
や
あ
る
い
は
ア
ビ
ダ
ル

マ
文
献
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
世
界
の
構
成
要
素
と
し
て

の
ダ
ル
マ
の
概
念
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
思
想
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

現
象
世
界
を
構
成
し
て
い
る
も
の
（
法
）
が
原
理
と
し
て
の
法
と

同
一
視
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
、
い
わ
ゆ
る
現
象
即
実
在
の
考
え
方

は
、
仏
教
思
想
の
根
本
的
な
特
質
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
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え
方
は
、
後
世
、
特
に
中
国
、
日
本
に
お
い
て
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、「
諸
法
実
相
」
と
い
い
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も

バ
ラ
モ
ン
思
想
の
中
に
「
現
象
即
実
在
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
種
の
考
え
方
は
、
決
し
て
仏
教
の

占
有
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
イ
ン
ド
で
は
古
代
か
ら
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
バ
ラ
モ
ン
正
統
派
の
諸
学
派
の
中
、
最
大
の
学
派
で
あ
る

ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
に
あ
っ
て
は
、
現
象
と
実
在
と
の
本
質
的
区
別
は

な
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
学
派
は
バ
ラ
モ
ン
正
統
派
に
属
す

る
ゆ
え
に
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
つ
ま
り
根
本
実
在
の
実
在
性
を
信
じ
て
い

る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
仏
教
は
そ
の
実
在
性
を
信
じ
て
い
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
は
、
も
の
と
性
質
と
が
ほ
と
ん
ど
同
じ

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
点
で
、
バ
ラ
モ
ン
正
統
派
の
立
場
と
同
じ
路

線
を
歩
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

二　

イ
ン
ド
思
想
史
に
お
け
る
二
つ
の
水
平

　

さ
て
『
倶
舎
論
』
第
一
章
二
偈
注
に
お
い
て
、
ダ
ル
マ
は
次
の
よ

う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　

自
相
（
ス
ヴ
ァ
ラ
ク
シ
ャ
ナ
）
を
任
持
す
る
も
の
（
ダ
ー
ラ
ナ
）

で
あ
る
ゆ
え
に
、ダ
ル
マ（
法
）
で
あ
る
（svalaks

･an

･adhāran

･ād 
iti dharm

ah

･
）

　

こ
の
箇
所
を
「
任
持
自
相
故
法
」
と
玄
奘
が
訳
し
て
以
来
、「
法

（
ダ
ル
マ
）
と
は
自
相
を
任
持
す
る
も
の
」
と
言
い
習
わ
さ
れ
て
き

た
。「
任
持
す
る
も
の
」
と
は
、
な
に
も
の
か
を
有
す
る
も
の
、
す

な
わ
ち
、
基
体
で
あ
る
。
一
般
に
「
任
持
す
る
も
の
」（ādhāra

）

と
い
う
概
念
は
、「
任
持
さ
れ
る
も
の
」（ādheya

）
と
い
う
概
念

と
対
に
な
っ
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
一
組
の
対
概
念
は
、
後

世
、
基
体
と
そ
の
上
の
存
す
る
も
の
と
の
関
係
を
指
し
示
し
た
。
例

え
ば
、「
こ
の
壷
は
青
い
」
と
い
う
場
合
、
壷
が
基
体
（
ア
ー
ダ
ー

ラ
）
で
あ
り
、
青
色
が
基
体
に
存
す
る
も
の
（
ア
ー
デ
ー
ヤ
）
で
あ

る
。

　
『
倶
舎
論
』
の
ダ
ル
マ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
任
持
す
る

も
の
す
な
わ
ち
基
体
で
あ
る
。
し
か
し
、『
倶
舎
論
』
に
い
う
「
任

持
」
の
意
味
は
、
後
世
に
お
け
る
「
ア
ー
ダ
ー
ラ
」
の
そ
れ
と
は
異

な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、『
倶
舎
論
』
の
中
で
は
後
世
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
「
ア
ダ
ー
ラ
・
ア
ー
デ
ー
ヤ
」
の
概
念
は
見
ら
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
先
の
引
用
箇
所
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
倶
舎
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論
』
に
お
い
て
あ
る
ダ
ル
マ
が
基
体
で
あ
る
の
は
、
そ
の
基
体
自
身

の
特
質
（
自
相
）
を
任
持
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、『
倶
舎
論
』
に
従
う
な
ら
ば
、
青
色
は
青
色
自
身
の
特
質

を
有
す
る
ゆ
え
に
、「
ダ
ル
マ
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。『
倶
舎

論
』
に
お
け
る
「
任
持
す
る
も
の
」
と
「
任
持
さ
れ
る
も
の
」
と
の

関
係
と
後
世
に
お
け
る
「
ア
ー
ダ
ー
ラ
・
ア
ー
デ
ー
ヤ
関
係
」
と
の

差
の
認
識
は
、『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
「
ダ
ル
マ
」
の
意
味
を
理
解

す
る
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
け
る
「
ダ
ル
マ
」
の
意
味
を
考
え
る
際
に

は
、
イ
ン
ド
思
想
史
に
お
け
る
二
つ
の
水
平
に
つ
い
て
考
え
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
第
一
は
ク
ラ
ス
（
集
合
）
と
そ
の
メ
ン
バ
ー
（
要

素
）
の
関
係
で
あ
り
、
第
二
は
、
性
質
（
属
性
）
と
そ
の
性
質
を
有

す
る
基
体
（
実
体
）
と
の
関
係
で
あ
る
。

　

犬
を
例
に
用
い
て
、
第
一
の
水
平
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ク

ラ
ス
「
犬
」
と
は
、
世
の
中
に
存
す
る
犬
１
か
ら
犬
ｎ
ま
で
の
メ
ン

バ
ー
す
べ
て
の
集
合
を
い
う
。
さ
て
、「
タ
ロ
は
犬
で
あ
る
」
と
い

う
命
題
は
、
タ
ロ
と
名
づ
け
ら
れ
た
犬
が
犬
と
い
う
集
合
（
ク
ラ

ス
）
の
一
員
（
メ
ン
バ
ー
、
要
素
）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
タ
ロ
は
犬
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
用
語
に

従
う
な
ら
ば
、「
タ
ロ
」
は
主
語
、「
犬
」
は
述
語
で
あ
る
。
現
代
の

記
号
論
理
学
の
用
語
に
従
う
な
ら
ば
、
述
語
（predicate

）
は

「（　

）
は
犬
で
あ
る
」
で
あ
る
。
今
の
場
合
は
前
者
の
伝
統
的
な
方

法
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

　
「
タ
ロ
」
の
指
し
示
す
領
域
（
外
延
）
は
「
犬
」
の
指
し
示
す
領

域
に
完
全
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。「
タ
ロ
は
犬
で
あ
る
」
と
い
う
命

題
に
あ
っ
て
は
、
個
々
の
犬
と
世
界
に
お
け
る
す
べ
て
の
犬
の
集
合

と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
犬
性
と
も
呼
ぶ
べ
き
普
遍

は
直
接
問
題
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
命
題
で
は
タ

ロ
は
犬
の
ク
ラ
ス
の
一
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
す
べ
て
の
犬
に
共
通
し
て
い
る
犬
を
犬
た
ら
し
め
て
い
る

本
質
は
こ
の
命
題
の
主
要
な
問
題
で
は
な
い
。
以
上
が
、
ク
ラ
ス

「
犬
」
と
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ン
バ
ー
を
例
と
し
た
第
一
の
水
平
、

ク
ラ
ス
（
集
合
）
と
そ
の
メ
ン
バ
ー
（
要
素
）
の
関
係
で
あ
る
。

　

次
に
、
第
二
の
水
平
す
な
わ
ち
「
性
質
（
特
質
）
と
そ
の
基
体
と

の
観
点
」
か
ら
犬
を
犬
た
ら
し
め
て
い
る
特
質
と
個
々
の
犬
と
の
関

係
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
世
に
は
多
く
の
犬
が
お
り
、
そ
の
種
類

も
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
あ
る
動
物
に
関
し
て
そ
の
形
や
仕
草
、

鳴
き
声
な
ど
か
ら
判
断
し
て
「
こ
れ
は
犬
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
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場
合
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
個
体
を
「
犬
で
あ
る
」
と
判
断
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
白
い
犬
も
い
れ
ば
、
黒
い
犬
も
い
る
。
片
手

に
乗
る
よ
う
な
犬
か
ら
、
成
人
ほ
ど
の
大
き
さ
の
犬
も
い
る
。
し
か

し
、
わ
れ
わ
れ
は
何
ら
か
の
特
質
に
基
づ
い
て
「
こ
れ
は
犬
で
あ

る
」
と
判
断
し
て
お
り
、
例
外
的
な
ケ
ー
ス
を
除
い
て
は
、
そ
の
よ

う
な
判
断
は
ま
ず
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
個
々
の
犬
に
見
ら
れ

る
差
異
を
越
え
て
も
ろ
も
ろ
の
個
体
を
「
犬
で
あ
る
」
と
判
断
で
き

る
よ
う
な
特
質
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
れ
存
在
す
る
、
と
考
え

る
立
場
が
可
能
で
あ
る
。

　

さ
て
『
倶
舎
論
』
に
述
べ
ら
れ
る
ダ
ル
マ
と
は
、
今
述
べ
た
第
一

の
水
平
に
よ
っ
て
考
え
る
場
合
、
集
合
の
中
の
要
素
を
い
う
の
で
あ

ろ
う
か
、
あ
る
い
は
集
合
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
第
二
の

水
平
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、『
倶
舎
論
』
の
い
う
「
ダ
ル
マ
」

と
は
特
質
を
い
う
の
か
、
基
体
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
な
ら
ば
、『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
ダ
ル
マ
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
四
通
り
の
解
釈
の
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　

解
釈
１　

ダ
ル
マ
は
個
物
で
あ
る
。

　

解
釈
２　

ダ
ル
マ
は
集
合
（
ク
ラ
ス
）
で
あ
る
。

　

解
釈
３　

ダ
ル
マ
は
特
質
（
属
性
）
で
あ
る
。

　

解
釈
４　

ダ
ル
マ
は
基
体
（
実
体
）
で
あ
る
。

　

以
下
の
考
察
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
に
言
及
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
を
順
に
「
ダ
ル
マ
個
物
論
」「
ダ
ル
マ
・
ク
ラ

ス
論
」「
ダ
ル
マ
特
質
論
」
お
よ
び
「
ダ
ル
マ
基
体
論
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
よ
う
。
歴
史
的
に
誰
の
解
釈
が
こ
れ
ら
の
四
解
釈
の
内
、
ど

の
解
釈
に
あ
た
る
か
は
後
で
問
題
に
す
る
こ
と
と
し
て
、
今
こ
こ
で

は
問
う
こ
と
を
し
な
い
で
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
挙
げ

た
四
つ
の
解
釈
は
作
業
上
の
仮
説
で
あ
っ
て
、『
倶
舎
論
』
に
お
け

る
ダ
ル
マ
の
特
質
は
こ
れ
ら
の
四
つ
の
解
釈
の
ど
れ
に
も
厳
密
に
は

当
て
は
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
四
つ
の
解
釈
の
内
、
第
三
の
「
ダ
ル
マ
特
質
論
」
は
、

他
の
三
つ
の
解
釈
と
関
連
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
や
や
重
複
す
る

こ
と
も
あ
る
が
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
解

釈
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
犬
１
か
ら
犬
ｎ
ま
で
の
個
体
に
共

通
す
る
特
質
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犬
に

犬
た
ら
し
め
て
い
る
特
質
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
タ
ロ
と
い
う
一
匹
の
犬
は
、
そ
の
個
体
を
犬
た
ら
し
め
て
い
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る
犬
性
と
も
呼
ぶ
べ
き
特
質
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

「
犬
」
は
タ
ロ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ジ
ロ
と
い
う
犬

の
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。

　

犬
を
犬
た
ら
し
め
て
い
る
特
質
は
、
個
々
の
犬
と
ど
の
よ
う
に
関

係
す
る
の
か
。
個
々
の
犬
の
根
底
に
あ
る
特
質
が
存
在
し
て
い
て
、

そ
れ
を
ダ
ル
マ
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
個
々
の
犬
は
、「
ダ
ル
マ
の
基

体
」
で
あ
っ
て
、
ダ
ル
マ
で
は
な
く
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ダ
ル

マ
を
、
基
体
に
存
す
る
属
性
（
特
質
）
で
は
な
く
て
、
個
々
の
犬
を

犬
た
ら
し
め
て
い
る
根
拠
と
い
う
意
味
で
用
い
る
の
が
『
倶
舎
論
』

の
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
犬
を
犬
た
ら
し
め
て
い
る
原
理
が
存
在

し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
個
々
の
犬
が
犬
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
根
拠
が
基
体
と

な
る
ゆ
え
に
個
々
の
犬
が
ダ
ル
マ
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、『
倶
舎

論
』
に
お
い
て
は
か
の
根
拠
が
ダ
ル
マ
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

特
質
と
基
体
と
の
関
係
は
仏
教
に
お
い
て
の
み
で
は
な
く
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
正
統
派
に
お
い
て
も
根
本
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
正
統
派
の
哲
学
に
あ
っ
て
特
質
と
基
体
の
関
係
に
つ
い
て
の

学
説
は
二
種
に
大
分
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
特
質
と
基
体
と
は
そ
れ
ぞ

れ
独
立
に
実
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い

る
と
い
う
イ
ン
ド
型
実
在
論
と
、
特
質
と
基
体
と
の
区
別
は
む
し
ろ

あ
い
ま
い
に
さ
れ
る
と
い
う
イ
ン
ド
型
唯
名
論
と
で
あ
る
。
仏
教
は

お
お
む
ね
後
者
に
属
す
る
。

　

ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
は
、
仏
教
諸
派
、
と
り
わ
け
中
観
派
と
比
較
す

る
な
ら
ば
、
実
在
論
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
ア
ビ
ダ

ル
マ
仏
教
は
イ
ン
ド
型
実
在
論
に
属
す
の
で
は
な
く
、
結
論
的
に
い

う
な
ら
ば
や
は
り
唯
名
論
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
ダ
ル

マ
特
質
論
」
は
仏
教
諸
派
の
中
で
も
イ
ン
ド
型
実
在
論
の
立
場
に
近

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。

　

こ
の
「
ダ
ル
マ
特
質
論
」
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
理
解
の
た
め
に

設
け
ら
れ
た
操
作
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
最
終
的
に
『
倶
舎
論
』

に
お
け
る
ダ
ル
マ
の
概
念
を
正
し
く
説
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
問
題
が
実
は
あ
る
。
つ
ま
り
、『
倶
舎
論
』
の
立
場
は
、「
ダ
ル
マ

特
質
論
」
と
「
ダ
ル
マ
基
体
論
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
二
つ
考
え
方
を
峻

別
し
な
い
か
た
ち
の
イ
ン
ド
型
唯
名
論
で
あ
る
。
中
観
派
な
ど
の
極

端
な
イ
ン
ド
型
唯
名
論
に
お
い
て
は
属
性
と
実
体
と
の
明
確
な
区
別

が
否
定
さ
れ
る
の
み
で
は
な
く
、
世
界
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
存
在

も
否
定
さ
れ
る
。
一
方
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
い
て
は
、
属
性
と
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実
体
と
の
区
別
は
、
イ
ン
ド
型
実
在
論
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
曖
昧

に
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

三　

イ
ン
ド
型
実
在
論
に
お
け
る
ダ
ル
マ
と
ダ
ル
ミ
ン

　

イ
ン
ド
型
実
在
論
の
典
型
と
し
て
の
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の

説
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
型
実
在
論
に
お
け
る
属
性

と
実
体
、
ク
ラ
ス
と
メ
ン
バ
ー
と
の
峻
別
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を

見
て
み
よ
う
。
こ
の
学
派
の
聖
典
『
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
・
ス
ー
ト

ラ
』
は
竜
樹
と
ほ
ぼ
同
じ
二
世
紀
頃
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
学
派
は
、
六
あ
る
い
は
七
の
原
理
を
た
て
て
世
界
の
構
造

を
説
明
す
る
。
第
七
の
原
理
を
た
て
る
の
は
か
な
り
後
世
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。

　

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
で
は
原
理
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
つ

と
し
て
実
体
（
ド
ラ
ヴ
ヤ
）
を
た
て
る
。
実
体
は
地
、
水
、
火
、

風
、
空
間
、
時
間
、
方
法
、
我
お
よ
び
意
の
九
種
で
あ
る
。
第
二
の

原
理
で
あ
る
属
性
に
は
色
彩
、
味
、
香
り
、
触
感
、
流
動
性
、
粘
着

性
、
認
識
、
苦
、
楽
な
ど
の
二
四
が
数
え
ら
れ
る
。
第
三
の
原
理
で

あ
る
運
動
は
上
方
へ
の
移
動
、
下
方
へ
の
移
動
、
屈
す
る
こ
と
、
の

び
る
こ
と
、
お
よ
び
運
動
（
は
じ
め
の
四
以
外
の
運
動
）
で
五
種
類

で
あ
る
。

　

第
四
の
原
理
は
普
遍
で
あ
る
。
こ
れ
は
集
合
（
ク
ラ
ス
）
を
構
成

す
る
す
べ
て
の
要
素
（
メ
ン
バ
ー
）
に
存
す
る
特
質
で
あ
り
、
こ
の

特
質
は
個
々
の
要
素
か
ら
は
独
立
し
た
実
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
け
る
特
質
と
し
て
の
ダ
ル
マ
は
特
質
を

有
す
る
も
ろ
も
ろ
の
基
体
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
が
、
ヴ
ェ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
哲
学
に
お
い
て
普
遍
（
サ
ー
マ
ー
ニ

ヤ
）
と
呼
ば
れ
る
特
質
は
そ
の
特
質
を
有
す
る
個
々
の
基
体
と
は
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

白
色
と
「
白
い
も
の
た
る
こ
と
」
は
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
で
は

明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
白
色
と
は
色
彩
の
こ
と
を
い
い
、「
白
い
も

の
た
る
こ
と
」
と
は
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
哲
学
に
従
う
な
ら
ば
、

個
々
の
白
い
も
の
す
べ
て
に
存
す
る
普
遍
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
白

い
も
の
１
、
２
、
…
、
白
い
も
の
ｎ
ま
で
の
「
白
い
も
の
」
の
集
合

の
す
べ
て
の
要
素
に
存
在
し
て
い
る
普
遍
が
「
白
い
も
の
た
る
こ

と
」
で
あ
る
。

　

第
五
の
原
理
は
特
殊
と
呼
ば
れ
る
。
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
哲
学
に

お
い
て
は
地
、
水
、
火
等
の
実
体
は
原
子
の
集
ま
り
で
あ
る
と
考
え
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ら
れ
る
が
、
特
殊
は
個
々
の
原
子
に
存
す
る
個
物
性
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
二
つ
以
上
の
要
素
に
共
通
し
て
存
在
す
る
普
遍
で
は
な
く
、
た

だ
一
つ
の
個
物
に
存
す
る
原
理
が
特
殊
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

第
六
の
原
理
は
内
属
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
体
と
属
性
（
あ
る

い
は
、
運
動
、
普
遍
な
ど
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
例
え
ば
、
白
い
犬

は
犬
と
い
う
基
体
に
白
色
と
い
う
属
性
が
内
属
関
係
に
よ
っ
て
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
二
の
原
理
で
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
属
性
の
中
に

認
識
、
苦
、
楽
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
実
体
の
一
つ
で
あ
る
我

（
ア
ー
ト
マ
ン
）
の
属
性
で
あ
る
。
我
が
も
の
を
認
識
し
た
り
、
苦

や
楽
を
感
じ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
我
と
い
う
実
体
に
認
識
、
苦

お
よ
び
楽
と
い
う
属
性
が
内
属
関
係
に
よ
っ
て
存
す
る
ゆ
え
に
可
能

な
の
で
あ
る
。

　

第
七
の
原
理
は
無
で
あ
る
。
た
と
え
ば
今
こ
の
机
の
上
に
猫
が
い

な
い
。
こ
れ
を
ヴ
ァ
イ
ジ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
人
々
は
「
こ
の
机
の
上

に
猫
の
無
（
欠
如
）
が
存
在
す
る
」
と
い
う
。
彼
ら
は
存
在
の
欠
如

（
〜
が
な
い
こ
と
）
も
一
つ
の
実
体
と
し
て
考
え
る
の
で
「
こ
こ
に

猫
が
い
な
い
」
と
い
う
代
わ
り
に
「
こ
こ
に
猫
の
無
が
存
在
す
る
」

と
い
う
。
も
う
一
つ
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。「
こ
の
魚
は
コ
イ
で

は
な
い
」
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
人
々
に
は
「
こ
の
魚
に
は
コ
イ

で
は
な
い
こ
と
（
コ
イ
と
の
同
一
性
の
欠
如
）
が
存
す
る
」
を
意
味

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
学
派
で
は
「
あ
る
も
の
x
が
あ
る
も
の

y
に
な
い
」
と
い
う
存
在
の
欠
如
と
「
x
は
y
で
は
な
い
」
と
い
う

同
一
性
の
欠
如
と
の
二
種
の
無
（
欠
如
）
を
区
別
し
て
い
る
。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
な
七
つ
の
原
理
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
ヴ
ァ

イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
は
世
界
の
構
造
を
説
明
す
る
。「
こ
の
犬
は
白

い
」
と
い
う
場
合
、
犬
と
い
う
実
体
の
上
に
白
色
が
存
す
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
そ
の
犬
が
三
〇
キ
ロ
の
体
重
で
あ
る
場
合
、

「
三
〇
キ
ロ
の
重
さ
が
こ
の
犬
に
存
す
る
」
と
考
え
る
。
さ
ら
に
犬

に
は
形
、
臭
い
な
ど
の
属
性
が
あ
る
。
犬
を
犬
た
ら
し
め
て
い
る
普

遍
を
犬
性
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
個
々
の
犬
に
は
犬
性
が
存
す
る
と
考
え

る
。

　

も
し
そ
の
犬
が
今
走
っ
て
い
る
な
ら
ば
「
今
こ
の
犬
の
上
に
運
動

が
存
す
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
第
三
の
原
理
で
あ
る
運
動
が
存
す

る
と
き
「
犬
が
走
っ
て
い
る
」
と
彼
ら
は
表
現
す
る
。
そ
の
三
番
目

の
原
理
が
犬
か
ら
離
れ
る
な
ら
ば
犬
は
走
る
こ
と
を
や
め
て
い
る
、

と
彼
ら
は
考
え
る
。
こ
の
学
説
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
属
性
あ
る

い
は
普
遍
と
基
体
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
独
立
し



『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
ダ
ル
マ
に
つ
い
て（
一
）（
立
川
）

127─　   ─

た
別
個
の
二
つ
の
存
在
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
内
属
関
係
が
考
え
ら
れ

て
い
る
。

　

再
び
犬
の
例
に
戻
ろ
う
。
イ
ン
ド
型
実
在
論
に
よ
れ
ば
犬
の
ク
ラ

ス
と
は
、
普
遍
と
し
て
の
犬
性
に
規
定
さ
れ
た
も
の
の
集
合
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。「
犬
性
に
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
は
犬
性
を
有
し

て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
に
よ
れ
ば

犬
性
は
世
界
に
た
だ
一
つ
し
か
存
し
な
い
が
、
す
べ
て
の
犬
に
存
す

る
。
従
っ
て
「
犬
性
を
有
す
る
も
の
」
と
は
す
べ
て
の
犬
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
英
語
に
お
け
る
よ
う
な

「
す
べ
て
の
」（every

）「
あ
る
」（som

e
）
と
い
う
よ
う
な
言
葉
や

冠
詞
（the, a

）
に
あ
た
る
言
葉
が
発
達
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
普
遍
の
概
念
を
用
い
て
「
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
」
を
表
す
こ
と
の

多
い
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
、
犬
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
個
物
（
実
体
）
は
犬
性
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
イ
ン
ド
型
実
在
論
と
比
較
し

な
が
ら
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
「
ダ
ル
マ
」
の
意
味
を
考
え
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
は
、
犬
性
を
ダ
ル
マ
と
呼
ぶ

の
か
（
ダ
ル
マ
特
質
論
）、
あ
る
い
は
犬
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
個
々
の
犬
を
ダ
ル
マ
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
（
ダ
ル
マ
基
体

論
）。
従
来
の
『
倶
舎
論
』
研
究
に
お
い
て
は
、「
ダ
ル
マ
特
質
論
」

あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
考
え
方
を
主
張
す
る
者
と
「
ダ
ル
マ
基
体

論
」
を
主
張
す
る
者
と
の
論
争
が
見
ら
れ
た
。

　
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
ダ
ル
マ
は
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー

シ
カ
哲
学
に
お
け
る
普
遍
よ
り
も
そ
の
実
在
性
は
「
弱
く
」、
個
物

と
の
距
離
は
よ
り
近
い
も
の
で
あ
る
。『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
ダ
ル

マ
に
は
、
属
性
と
基
体
と
の
両
方
の
意
味
が
あ
り
、
世
親
も
そ
の
い

ず
れ
を
も
ダ
ル
マ
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
世

親
は
両
者
の
区
別
を
意
識
的
に
あ
い
ま
い
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

犬
性
と
し
て
の
ダ
ル
マ
と
も
ろ
も
ろ
の
犬
と
し
て
の
ダ
ル
マ
を
区
別

す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
イ
ン
ド
型
唯
名
論
の
考
え
方
に
『
倶
舎

論
』
は
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
理
解
─
─
唯
名
論
的
基
体
論
─
─

　

帝
政
ロ
シ
ア
の
末
期
、
す
な
わ
ち
二
十
世
紀
の
初
頭
、
仏
教
学
者

ス
チ
ェ
ル
バ
ッ
キ
ー
を
代
表
と
す
る
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
学
派
の
活
動

が
目
覚
し
か
っ
た
。
こ
の
学
派
に
属
し
た
ロ
シ
ア
の
仏
教
学
者
ロ
ー

ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
、
一
九
一
二
年
か
ら
四
年
間
日
本
に
お
い
て
研
究

し
、
当
時
の
日
本
語
や
中
国
語
の
文
献
を
丹
念
に
読
ん
で
い
た
人
で
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あ
っ
た
。
そ
の
著
『
仏
教
哲
学
の
諸
問
題
』
は
主
と
し
て
ア
ビ
ダ
ル

マ
仏
教
に
お
け
る
諸
概
念
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は

こ
の
著
作
を
ロ
シ
ア
語
で
一
九
一
八
年
に
著
し
、
そ
の
翌
年
に
わ
ず

か
三
一
歳
で
夭
折
し
た
。
こ
の
書
は
一
九
二
四
年
に
独
訳
さ
）
3
（
れ
、
一

九
七
六
年
に
は
佐
々
木
現
順
氏
に
よ
っ
て
邦
訳
さ
れ
）
4
（
た
。
こ
の
書
は

出
版
さ
れ
て
か
ら
約
一
世
紀
を
経
た
が
、
こ
の
書
が
提
起
し
た
問
題

は
今
日
も
意
義
を
失
っ
て
い
な
い
。
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
の
書
に

お
い
て
「
ダ
ル
マ
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

　
　

論
理
学
書
に
於
い
て
、
法
は
性
質
（
任
持
さ
れ
た
も
の
）
を
意

味
し
、
そ
の
「
任
持
さ
れ
た
も
の
」
は
性
質
の
任
持
者
即
ち
主
辞

（
Ｓ
）
に
属
し
て
い
る
。
そ
の
様
な
場
合
、
我
々
は
法
を
賓
辞

（
Ｐ
）
か
或
い
は
属
性
を
以
っ
て
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
術
語
の

こ
の
特
殊
的
意
味
は
一
般
的
文
献
の
中
に
は
見
出
さ
れ
な
）
5
（
い
。

　
「
任
持
」
と
い
う
語
は
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
「
ダ
ル
マ
と
は
自

ら
の
特
質
（
自
相
）
を
任
持
す
る
も
の
で
あ
る
」（
玄
奘
訳
：
任
持

自
相
）
と
い
う
よ
う
に
「
ダ
ル
マ
」
と
い
う
概
念
の
定
義
に
用
い
ら

れ
て
い
た
。

　

右
の
引
用
箇
所
の
要
点
は
二
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に

「
論
理
学
で
は
法
（
ダ
ル
マ
）
と
は
、
述
語
（
賓
辞
、
Ｐ
：
プ
レ

デ
ィ
ケ
イ
ト
）
に
当
た
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
主
語
（
主
辞
、
Ｓ
：
サ

ブ
ジ
ェ
ク
ト
）
に
属
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
ダ
ル
マ
」
と

い
う
語
は
属
性
あ
る
い
は
性
質
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
一
般
に

「
ダ
ル
マ
」
と
い
う
語
が
「
ダ
ル
ミ
ン
」
と
い
う
語
と
対
に
な
っ
て

用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
、「
ダ
ル
ミ
ン
」
は
ダ
ル
マ
を
有
す
る
も
の

す
な
わ
ち
ダ
ル
マ
の
基
体
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
要
点

は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
ダ
ル
マ
・
ダ
ル
ミ
ン
の
意
味
は
『
倶
舎

論
』
の
よ
う
な
「
一
般
的
文
献
」
に
は
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
は
論
理
学
に
お
い
て

用
い
ら
れ
る
よ
う
な
ダ
ル
マ
・
ダ
ル
ミ
ン
関
係
は
想
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、「
ダ
ル
ミ
ン
」
と
い
う
語
は
『
倶
舎
論
』
に
登
場
し
な
い
。『
倶

舎
論
』
に
お
け
る
「
ダ
ル
マ
」
は
論
理
学
に
お
け
る
「
ダ
ル
マ
」
の

意
味
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
論
理
学
で
は
ダ
ル
マ
お
よ
び
ダ
ル
ミ
ン
と
い
う
語
が
基
礎

的
述
語
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
伝
統
的
に
は
ダ
ル
マ
は
「
法
」、

ダ
ル
ミ
ン
は
「
有
法
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
。
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
い
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う
「
法
（
ダ
ル
マ
）
は
主
語
（
Ｓ
：
サ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
）
に
属
す
る
」

と
は
、
こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
議
論
に
基
づ
い
て
い
う
な
ら
ば
、

「
ダ
ル
マ
は
ダ
ル
ミ
ン
に
属
す
る
」
と
表
現
で
き
る
。

　

こ
の
場
合
の
「
属
す
る
」
と
は
、
あ
る
も
の
の
属
性
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
自
身
、
先
の
引
用
箇
所
に
お
い
て

法
（
ダ
ル
マ
）
を
「
属
性
」
と
訳
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。「
こ
の
犬
は
白
い
」
と
い
う
場
合
、
白
い
こ
と
は
属
性
と
し

て
の
ダ
ル
マ
で
あ
り
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
犬
は
「
属
性
の
基
体
」

と
し
て
の
ダ
ル
ミ
ン
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
白
い
こ
と
と
い
う
ダ

ル
マ
は
、
こ
の
犬
と
い
う
ダ
ル
ミ
ン
に
属
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
方
法
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
文
章
表
現
の
型

を
わ
れ
わ
れ
は
先
に
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
考
え
方
に
基
づ
い

た
例
文
に
見
た
。

　

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
「
ダ
ル
マ
」
と
い
う
語
の
用
法
は
、
後
世
、

単
に
論
理
学
の
体
系
に
お
い
て
の
み
で
は
な
く
て
修
辞
学
と
か
演
劇

理
論
と
か
い
っ
た
論
理
と
直
接
関
係
の
な
い
分
野
に
お
い
て
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
あ
る
場
（
基
体
）
に
こ
の
よ
う
な
性
質
が

あ
る
」
と
い
っ
た
構
造
、
つ
ま
り
「
ダ
ル
ミ
ン
（
ダ
ル
マ
を
有
す
る

基
体
、
場
）
に
ダ
ル
マ
が
存
す
る
」
と
い
っ
た
構
造
の
文
章
は
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
ま
っ
た
く
普
通
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
ダ

ル
マ
」
と
い
う
言
葉
は
、
基
体
の
上
に
存
す
る
性
質
あ
る
い
は
属
性

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
「
ダ
ル
マ
・
ダ
ル
ミ
ン
」
は
、
白
色
と
白
犬
と
の
間
の

関
係
や
運
動
と
白
犬
と
の
間
の
関
係
と
い
っ
た
内
属
関
係
の
み
で
は

な
く
て
、
机
と
そ
の
上
に
あ
る
本
と
い
う
よ
う
な
接
触
関
係
を
も
意

味
す
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
今
の
考
察
に
あ
っ
て
は
、「
ダ
ル

マ
・
ダ
ル
ミ
ン
」
が
前
者
の
関
係
を
指
す
場
合
の
み
が
問
題
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
今
、
西
洋
に
お
い
て
育
て
ら
れ
た
主
語
と
述
語
と
、

イ
ン
ド
の
伝
統
に
育
っ
た
ダ
ル
マ
と
ダ
ル
ミ
ン
と
い
う
二
種
類
の
対

概
念
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
異
な
る
伝
統
に
育
っ
た
諸
概
念

を
併
用
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
状
況
に
お
い
て
は
避
け
ら
れ
な
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
主
語
と
述
語
、
ダ
ル
マ
（
法
）
と
ダ
ル
ミ

ン
（
有
法
）
と
い
う
二
対
の
基
礎
概
念
の
違
い
も
見
て
お
き
た
い
。

そ
の
考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
、

　

こ
の
犬
は
、
白
い
も
の
で
あ
る
。･････････････････････････

命
題
一
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と
い
う
命
題
（
命
題
一
）
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
命
題
の
主
語
は

「
こ
の
犬
」、
述
語
は
「
白
い
も
の
」
で
あ
る
。「
主
語
が
述
語
に
属

す
る
」
と
は
、
あ
い
ま
い
な
表
現
で
あ
る
。
正
確
に
は
「
主
語
の
指

す
も
の
は
、
述
語
の
指
す
も
の
に
属
す
る
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

主
語
は
基
本
的
に
は
文
法
概
念
で
あ
り
、
命
題
に
用
い
ら
れ
て
い
る

名
辞
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
犬
と
い
う
も
の
を
指
し
示
そ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
正
確
に
は
「
犬
」
と
い
う
主
語
の
指
す
も
の
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
犬
」
と
い
う
主
語
が
指
す
犬

は
、「
白
い
も
の
」
と
い
う
述
語
の
指
す
白
い
も
の
に
属
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
場
合
「
属
す
る
」
と
は
「
あ
る
ク
ラ
ス
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
」
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
こ
の
犬
は
白
い
も
の
に
属

す
る
」
と
は
「
こ
の
犬
は
ク
ラ
ス
｛
白
い
も
の
｝
の
一
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
ク
ラ
ス
（
集
合
）
と
メ
ン
バ
ー

（
要
素
）
と
の
関
係
は
、「
第
一
の
水
平
」
と
し
て
す
で
に
触
れ
て
い

る
。

　
「
属
す
る
」
と
い
う
語
に
は
、
今
述
べ
た
「
ク
ラ
ス
の
メ
ン
バ
ー

で
あ
る
」
と
い
う
意
味
と
は
別
の
意
味
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
属

性
x
が
基
体
y
に
属
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
属
性
と
基
体
と
の
関
係
は
、
第
二
の
水
平
と
し
て
す
で
に
述
べ

た
。
こ
の
場
合
の
「
属
す
る
」
は
基
体
に
存
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
っ
て
、「
ク
ラ
ス
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
は

な
い
。
例
え
ば
「
人
間
は
死
ぬ
も
の
に
属
す
」
は
「
人
間
は
ク
ラ
ス

｛
死
ぬ
も
の
｝
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
」
を
意
味
す
る
が
、「
人
間
に
死

ぬ
も
の
た
る
こ
と
（
可
死
性
）
が
属
す
」
と
い
う
場
合
に
は
「
人
間

と
い
う
基
体
に
可
死
性
と
い
う
属
性
が
存
す
る
」
こ
と
を
意
味
す

る
。
も
ち
ろ
ん
「
人
間
は
死
ぬ
も
の
で
あ
る
」
は
「
人
間
に
死
ぬ
も

の
た
る
こ
と
（
可
死
性
）
が
存
す
る
」
と
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
か
の
二
つ
の
命
題
は
矛
盾
す
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

命
題
一
は
次
の
よ
う
に
い
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

白
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
犬
に
存
す
る
。 ･･･････

命
題
二

　

命
題
二
に
お
い
て
は
、
命
題
一
に
お
い
て
意
味
さ
れ
て
い
る
ダ
ル

マ
と
ダ
ル
ミ
ン
と
の
関
係
が
よ
り
い
っ
そ
う
理
解
し
や
す
く
な
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
犬
が
ダ
ル
ミ
ン
で
あ
り
、
白
色
が
ダ
ル
マ
で
あ

る
。
基
体
と
し
て
の
犬
に
特
質
と
し
て
の
「
白
い
も
の
で
あ
る
こ

と
」
が
存
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
命
題
一
お
よ
び
命
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題
二
に
お
い
て
「
ダ
ル
マ
」
と
「
ダ
ル
ミ
ン
」
の
指
し
示
す
も
の
は

変
わ
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の
概
念
は
文
法
概
念
で
は
な
く
て
、
存
在

論
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
命
題
二
に
お
け
る
主
語
と
述
語
は
、
命
題
一
に

お
け
る
主
語
と
述
語
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
、
命
題
二
の
主
語
と
述

語
は
そ
れ
ぞ
れ
「
白
い
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
「
こ
の
犬
に
存
す

る
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
語
と
述
語
が
文
法
的
な
概
念
で
あ
る
こ

と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
ダ
ル
マ
と
ダ
ル
ミ
ン
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
定
型

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ダ
ル
マ
は
、
ダ
ル
ミ
ン
に
存
す
る
。 ･･････････････････････

命
題
三

　

ダ
ル
ミ
ン
（dharm
-in

）
と
い
う
語
の
語
尾
「
イ
ン
」（-in
）
は

「（　

）
を
有
す
る
」
を
意
味
す
る
。
ダ
ル
マ
を
有
す
る
ゆ
え
に
ダ
ル

ミ
ン
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
定
式
を
も
得

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ダ
ル
ミ
ン
は
、
ダ
ル
マ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。 ･･･････

命
題
四

　

例
え
ば
、「
こ
の
犬
は
、
白
い
こ
と
い
う
ダ
ル
マ
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
「
ダ
ル
ミ
ン
で
あ
る
こ
の
犬
は
、
ダ
ル
マ
で
あ
る
白
色
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
種
の
表

現
は
次
に
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
。

　

ダ
ル
ミ
ン
は
、ダ
ル
マ
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 ･･･

命
題
五

　
「
ダ
ル
マ
を
有
す
る
も
の
」
と
は
ダ
ル
マ
の
任
持
者
（
基
体
）
の

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
命
題
四
は
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

ダ
ル
ミ
ン
は
、
ダ
ル
マ
の
任
持
者
で
あ
る
。 ･････････････

命
題
六

　

さ
て
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
な
ダ
ル

マ
・
ダ
ル
ミ
ン
関
係
は
「
一
般
的
文
献
の
中
に
は
見
出
せ
な
い
」
と

い
う
。
た
し
か
に
初
期
仏
教
文
献
に
は
、「
ダ
ル
マ
」
お
よ
び
「
ダ

ル
ミ
ン
」
と
い
う
対
概
念
は
現
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
期
に
は
仏
教

お
よ
び
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
文
献
一
般
に
現
れ
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
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先
ほ
ど
の
引
用
箇
所
に
続
い
て
、「
我
々
の
根
源
的
意
味
を
哲
学
的

論
書
と
経
の
中
に
見
出
す
」
と
い
う
が
、
こ
の
場
合
の
「
哲
学
的
論

書
」
と
は
論
理
学
以
外
の
書
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
箇
所
に
続
い
て
、
彼
は
「
論
書
や
経
の
中
で
は
法

が
認
知
者
あ
る
い
は
真
に
実
在
す
る
不
可
知
な
諸
要
素
の
基
体
と
解

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
諸
要
素
の
中
で
意
識
的
性
の
流
れ
、
す
な
わ
ち

主
体
と
主
体
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
た
内
外
的
世
界
と
は
抽
象
的
に
解

明
さ
れ
て
い
）
6
（
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
世
界
に
は
白
い
犬
、
黒
い
犬
、

茶
色
の
犬
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
犬
が
い
る
。
犬
を
犬
た
ら
し
め
て
い
る

特
質
と
し
て
、
白
、
黒
、
茶
色
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
犬
で
あ
る
こ
と

の
背
後
に
犬
を
犬
た
ら
し
め
て
い
る
一
つ
の
要
素
が
存
在
す
る
。
そ

の
よ
う
な
特
質
が
『
倶
舎
論
』
に
い
う
基
体
で
あ
る
、
と
ロ
ー
ゼ
ン

ベ
ル
グ
は
考
え
て
い
る
。

　
「
諸
要
素
の
基
体
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
が

い
う
場
合
の
基
体
は
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
哲
学
に
お
け
る
よ
う
な

基
体
で
は
な
い
。
た
し
か
に
「
自
相
の
任
特
者
」
つ
ま
り
「
自
ら
の

特
質
を
保
持
す
る
者
」
は
ダ
ル
マ
・
ダ
ル
ミ
ン
関
係
で
い
う
な
ら
ば

明
ら
か
に
ダ
ル
ミ
ン
で
あ
る
。
し
か
し
『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
法

（
ダ
ル
マ
）
は
、
ダ
ル
マ
と
明
確
に
区
別
さ
れ
た
ダ
ル
ミ
ン
で
は
な

く
、
む
し
ろ
ダ
ル
ミ
ン
と
一
体
と
な
っ
た
よ
う
な
ダ
ル
マ
な
の
で
あ

る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
ダ
ル
マ
に
特
質
が
存
し
、
そ
の
特
質
を
有
す
る
も
の

は
そ
の
特
質
の
存
在
ゆ
え
に
ダ
ル
マ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
「
ダ
ル
マ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
特
質

を
有
す
る
と
い
う
意
味
で
基
体
す
な
わ
ち
ダ
ル
ミ
ン
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

　

し
か
し
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
ダ
ル
マ
を
規
定
す

る
箇
所
で
は
「
ダ
ル
ミ
ン
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
な
い
。「
自
ら

の
特
質
（
自
相
）
の
保
持
者
」
と
い
う
の
み
で
あ
る
。
こ
の
「
保
持

者
」
を
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
扱
っ
て
き
た
よ
う
な
ダ
ル
ミ
ン
の
意

味
に
と
る
と
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ビ
ダ
ル
マ

仏
教
の
い
う
ダ
ル
マ
は
特
質
を
保
持
す
る
も
の
つ
ま
り
特
質
の
基
体

で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
「
ダ
ル
マ
基
体
論
」
を

支
持
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
「
ダ
ル
マ
基
体
論
」
を
正
し
く
な
い

と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
あ
る
集
合
の
全
体
を
覆
い
し
か
も
そ
の
根

底
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
。
ヴ
ァ
イ

シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
人
々
は
そ
う
い
っ
た
根
源
的
な
も
の
は
基
体
の
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上
に
「
載
っ
て
い
る
」
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ァ
イ

シ
ェ
ー
シ
カ
的
に
で
は
な
く
、
自
相
の
基
体
で
あ
る
ダ
ル
マ
が
存
す

る
、
と
い
う
よ
う
に
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
彼
は
論
理
学
で
は
ダ
ル
マ
は
述
語
、
つ
ま
り
基
体
の
上
に
あ
る
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、『
倶
舎
論
』
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
一

般
的
な
ダ
ル
マ
の
根
源
的
意
味
は
こ
の
よ
う
な
論
理
学
な
ダ
ル
マ
の

意
味
で
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

彼
は
『
仏
教
哲
学
の
諸
問
題
』
に
お
い
て
ド
ゥ
・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
・

プ
サ
ン
を
否
定
し
て
、「
現
象
法
相
（dharm
alaks

･an

･a

）
を
意
味

す
る
法
と
本
質
或
い
は
任
持
者
の
区
別
が
全
く
示
さ
れ
て
い
な
）
7
（
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
、
本
質
を

「
任
持
者
」
と
い
い
換
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
い
う
本
質
は

「
ダ
ル
ミ
ン
に
ダ
ル
マ
が
存
す
る
」
と
い
う
場
合
の
ダ
ル
マ
で
は
な

く
、
す
べ
て
の
ダ
ル
マ
の
根
底
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
以

後
の
考
察
に
お
い
て
見
て
い
く
よ
う
に
、『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
は

ダ
ル
マ
が
基
体
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
た
し
か
に
あ
る
。
ロ
ー

ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
的
な
ダ
ル
マ
基
体
論
に
は
反
対

す
る
の
で
あ
る
が
、
あ
る
種
の
ダ
ル
マ
基
体
論
を
唱
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
「
唯
名
論
的
基
体
論
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
し
た
い
。
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