
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第
一
號

昭
和
六
十
三
年
十
二
月

(1
)

v
y
o
m
a
v
a
t
i

に
お
け
る
s
a
m
a
n
y
a(普

遍
)
論

村

上

真

完

一

序

ヴ
ァ
ィ
シ
ェ
ー
シ
カ

(勝
論
)
派

の
。フ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ

ー
ダ

(P
)
の
綱
要
書
p
a
d
a
r
t
h
a
d
h
a
r
m
a
-
s
a
m
g
r
a
h
a

に
対
す
る
註
釈
書

の
中
で
、
ヴ
ョ
ー
マ
シ
ヴ
ァ
の
v
y
o
m
a
v
a
t
i

(
c
h
s
s
.
 
N
o
.
 
6
1
=
v

)

は
、
s
a
m
a
n
y
a
(普
遍
、
共
通
性
、

一
般
性
、
同
)
に
つ
い
て
特
に
詳

し

い
。
V
は
P

に
沿
い
な
が
ら
、
異
説

(法
称
D
h
a
r
m
a
k
i
r
t
i

等
仏
教
論
理

学
派
の
説
)
に
多
く
言
及
し
つ
つ
、
詳
し
い
議
論
を
展
開
し
て

い
る
。

い
ま
、
こ
れ
ま
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か

っ
た
V
の
普
遍
論

の
論
旨
を
分
析
し
再
構
成
し
な
が
ら
考
え
て
み
よ

う
。

普
遍
の
実
在
を
論
証
す
る
V
の
論
点
は
大
体
次

の
二
点
と
な
る
。

も

の

0
同
種
の
複
数
の
個
物

(正
確
に
は
実
体
、
属
性
、
運
動
)
に
つ
い
て
、

「
同
種

の
も

の
だ
」
と
と
も
に
一
致

(共
通
)
し
た
知

(
a
n
u
g
a
t
a
-
j
a
n
a
n

)

の
原
因

(
n
i
m
i
t
t
a

)
と
し
て
普
遍
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(二)
普
遍
は
直
接
知
覚
さ
れ
る
。

二

一
致
共
通
し
た
知
の
原
因

ま
ず
e
の
論
点
は
こ
う

論

じ

ら
れ

る
。

『
眼
等
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
〔同
種
の
も
の
に
つ
い
て

「同
種
の
も
の

だ
」
と
〕
と

も
に

一
致

(共
通
)
し
た
知

(
a
n
u
g
a
t
a
-
j
n
a
n
a

)
が
妨
げ
ら
れ

る
こ
と
な
く
知
覚
さ
れ
る
か
ら
、

必
ず

〔
そ

の
知
覚
に
は
〕
と

も

に

一
致

(共
通
)
し

た
因

(
a
n
u
g
a
t
a
 
n
i
m
i
t
t
a

)
が

〔あ

る
と
〕

い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
そ
し
て
潜
在
意
識

(
v
a
s
a
n
a
習
気
)

だ
け
が

〔そ

の
〕
因
な

の

で

は
な

い
。
そ
れ

(習
気
)
は
も
う
既

に
否
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
』

(
p
.

6
8
2
1
1
-
1
3

)

一
致

(共
通
)
し
た
知
に
対
す
る

一
致

(共
通
)
し
た
因
こ
そ
が
、
普
遍

だ
と
い
う

(
こ
の
趣
旨
は
P
に
由
来
す
る
)
。
つ
ま
り
共
通
性
す

な

わ

ち
普
遍

の
知
の
原
因
と
し
て
普
遍
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
し
か
も
そ

の
普
遍
は
単
な
る
概
念
で
は
な
く
主
観
の
外
に
実
在
し
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
反
対
説
に
よ
れ
ぽ
、
『
お
よ
そ
、
と
も
に
一
致

(共
通
)
し

た
知
が
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
普
遍
の
存
在
を
示
す
も
の

で

は
な

い
。

〔な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
〕
概
念
知

(
k
a
l
p
a
n
a
-
j
n
a
n
a

)
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
無
始
以
来
の
潜
在
意
識

(習
気
)
の
力

に
よ

っ
て
、
と
も

に

一
致

(共
通
)
し
た
知
が
発
生
す
る
が
、
し

か

し

普

遍

は
実

在

な

も

の
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(
v
a
s
t
a
v
a

)

で

は
な

い
』

(
p
.
6
8
0
2
-
4

下
略
)
。
そ

し

て
法
称

(
p
r
a
m
a
n
a

v
a
r
t
t
i
k
a
 
p
v
.
 
I
I
I
.
 
6
8
,
 
6
9
,
 
7
0
,
 
7
1
;
 
I
I
.
 
1
6
7
 
1
5
2

)

(
2
)

の
言
と
そ
の
解
説
を
も

っ
て
、
普
遍
実
在
を
否
定
す
る
議
論
が
続
く
。

反
対
論
に
よ
れ
ぽ
、
無
始
以
来
の
潜
在
意
識

(習
気
)
つ
ま
り
遠

い
過

去
か
ら
の
経
験
や
知
識
の
蓄
積
に
も
と
つ
く
潜
在
意
識
に
よ

っ
て
、
共

通
性

(普
遍
)
の
知
も
生
ず
る
。
共
通
性
と
か
普
遍
と
い
う
の
も
観

念

の
所
産

に
す
ぎ
な
い
。

a

潜
在

意
識

(
習
気
)
説
批
判

こ
れ
に
対
し
て

「
こ
の
潜
在
意
識

は
否
定
さ
れ
た
」
と
い
95
。

こ
れ
は
、
前
の
覚

(
b
u
d
d
h
i

意
識
、
知
)

の
考
察

の
議
論

(
p
p
.
 
5
2
6
-
5
3
2

)
を
予
想
す
る
。
そ
こ
で
も
V
は
肉
法
称

の
偶

(
P
V
 
I
I
 
5
1
5
.
 
4
3
3
,
 
3
5
4
,
 
3
2
9
,
 
3
5
5
,
 
p
r
a
m
a
n
a
v
i
n
i
s
c
a
y
a

=
P
V
i
n
.
 
I
.
 
3
8
,
 
v
e
t
t
e
r
s
 
e
d
 
p
.
 
8
6
n
.
2

)
を
引

い
て
、
認
識
の
対

象
と
し
て
外
境

(
b
a
h
y
a
r
t
h
a

)
が
存
在
せ
ず
、
「対
象

(
k
a
r
m
a
n

)
な
ど

が
無
く
て
も
無
始
以
来

の
潜
在
意
識

の
力
か
ら
、
そ

れ

(対
象
)
を

形

象
と
す
る
認
識

(
t
a
d
a
k
a
r
a
 
v
i
j
n
a
n
a

)
が
生
ず
る
」
(
P
.
 
5
2
5
2
6
-
2
7

)
と
い

う
反
対
論
を
導
入
し
て
か
ら
、
そ
れ
を
批
判
す
る
。
ま
ず
外
境
が
存
在

し
な
い
と

い
う
主
張
を
反
駁
し
て
こ
う
論
ず
る
。

『そ
こ
で
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
対
象
の
区
別

(
a
r
t
h
a
-
v
i
s
e
s
a

特
殊
の

対
象
)
か
ら
.〔知
が
〕
生
ず
る
こ
と
な
し
に
は
、
覚

(知
)
の
区
別
が
無
い

と
い
う
結
果
に
な
る
か
ら
だ
。
色
の
知
、
味
の
知
な
ど
、
互
い
に
異
な
る
本

質
の
知
が
生
ず
る
、
と
い
う
と
対
象
の
区
別
が

〔あ
る
と
〕
承
認
し
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。
も
し
潜
在
意
識

(習
気
)
の
区
別
か
ら
認
識
の
区
別
が
生
ず

る
と
す

れ
ば
、

そ
れ
,
(
習
気
)

も
限
定
さ
れ
た
知
を
生
ず
る
も
の
で
あ

っ
て

も

(
v
i
s
i
s
t
a
-
j
n
a
n
a
-
j
a
n
a
k
a
t
v
a
p
i

)
、
〔習
気
が
〕
知

と
異
な

る
と
す

る
と

名
称

(
s
a
m
j
n
a

)
の
違

い
だ
け
と
な

る
。

し
か
し

〔
習
気
が
知

と
〕
異

な
ら

な

い
ど
す

る
と
知
を
本
質
と
す
る

二
者

(
j
n
a
n
a
-
r
u
p
a
-
u
b
h
a
y
a

)
、
色

の

知
と
味

の
知
は
、
あ

ら
ゆ

る
処
で
区
別
さ

れ
な

い
。
故

に
色

の
知
と
味

の
知

な
ど
と

い
う
多
様
性

は
無
く
な

る

(
v
a
i
c
i
t
r
y
a
b
h
a
v
a

)
。

ま

た
形
象

の
、
(
心
象
)

の
区
別

(
a
k
a
r
a
-
v
o
s
e
s
a

特
殊

の
形

象
)

か
ら

認
識

の
区
別
が
生
ず

る
の
で
も
な

い
。
そ

れ
も
あ

り
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

知
だ
け
が
実
在

の
形
象

(
心
象
)
を
有
す
る
と
き

に

(
v
a
s
t
a
-

v
a
k
a
r
a
t
a
y
a
m

)
・

青
等

の
知
が
実
在

の
形
象
を
有
す
る

か

ら

(
v
a
s
t
a
v
a
-

a
k
a
r
a
t
v
a
t

)
正
知

(
p
r
a
m
a
n
a

)
で
あ
り
、
二
月
等
の
知
は
実
在
の
形
象
を

有
し
な
い
が
ら
潔
正
知
で
な
い

(
a
p
r
a
m
a
n
a

)
、
と
い
う
区
別
が
廃
さ
れ

る
。
実
在
の
形
象
を
有
す
る
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
処
で
無
差
別
だ

か
ら

で
あ

る
。
或
い
は
、
〔知
が
〕
実
在
で
な
い
形
象
を
有
す
る
(
a
v
a
s
t
a
v
a
k
a
r
a

)
な

ら
、
そ
れ
で
も
区
別
の
認
識
は
損
ぜ
ら
れ
る
。』
(
p
p
.
 
5
2
6
-
5
2
7
7

)

以
下
長
大
な
議
論
が
続
く
が
、
右
は
潜
在
意
識

に
よ
る
認
識
の
発
生
を

否
定
す
る
主
要
な
論
点
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ

は
外
境
が
存
在
し
な
け

れ
ば
、

知
の
区
別
や
多
様
性
が
成
立
し
な
い
と

い
う
議
論
で
あ
る
。
法

称
の
有
名
な

『青
と
そ
の
意
識

(知
)
と
は
、
共
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
き

ま

っ
て
い

る
か
ら
、
無
差
別
で
あ

る

(
s
a
h
o
p
l
a
m
b
a
-
n
i
y
a
m
a
d
-

t
a
d
d
h
i
y
o
h
,
 
P
V
i
n
.
 
1
.
 
1
5
5
a
b
,
 
V
 
p
.
 
4

9

)

と

い
う

の
も
、

「
狂

気

の
沙

汰

(
u
n
m
a
t
t
a
-
b
h
a
s
i
t
a

)
」

だ

と

い
う

(
p
.
5
2
7

v
y
o
m
a
v
a
t
i

に
お
け
る
s
a
m
a
n
y
a(普
遍
)
論

(
村

上
)
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v
y
o
m
a
v
a
t
i

に
お
け
る
s
a
m
a
n
y
a
(普
遍
)
論

(村

上
)

=
-
1
2
。
反
対
論
者
は
、
知
は
把
握
す
る
も
の

(
g
r
a
h
a
k
a)
を
本

、
質
と
し
、
青
等
は
把
握
さ
れ
る
も
の

(
g
r
a
h
y
a)
を
本
質
と
す
る

か
ら
、
両
者
は
異
な
る
と
い
う

(
p
.
5
2
7
2
6
-
2
7

)
。
し
か
し
、

こ
れ
に
は
V

は
満
足
し
な
い
。
『原
因
が
異
な
る
か
ら
青
と
は
〔
そ
の
〕覚
知

(
b
o
d
h
a

)

は
別
な
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
覚
知
と
覚
知
を
本
質
と
す
る
こ
と
と

(
b
o
d
h
a
r
u
p
a
t
a

〔異
な
り
〕
、
感
官
と
対
象
の
特
定

(
v
i
s
a
y
a
-
p
r
a
t
i
-

n
i
y
a
m
a

)
と
は

〔異
な
り
〕
、
対
象
と

〔そ
の
〕
形
象
の
把
握
と
は
異
な

る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
に
は
ま
さ
に
区
別
が
あ
る
』
(
p
.
 
5
2
7
-
3
1

略
)
。

結
局
、
対
象

(
a
r
t
h
a

)
が
実
在
す
る
こ
と
、
意
識

(覚
)
が
多
数
で
あ

る
こ
と

(
a
n
e
k
a
t
v
a

)
を
導
く
の
で
あ
る
。

ア
ル
タ
ハ

ア
ル
タ
ハ

対
象
が
実
在
す
る
と
い

っ
て
も
、
P
に
よ
れ
ば
普
遍
は
対
象
に
含
ま

ア
ル
タ
ハ

れ
な
い
。
対
象
は
実
体
と
属
性
と
運
動
に
限
ら
れ
る
、
い
わ
ば
実
質
、

ア
ル
タ

ハ

実
益

の
あ
る
も
の
を
指
す
。
だ
か
ら
対
象
が
実
在
す
る
と
い
っ
て
も
普

遍
の
実
在

は
含
意
さ
れ
な
い
。
普
遍
は
意
識
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
概

念
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
私
に
も
あ
る
。
V
は

議
論
を
こ
う
展
開
す
る
。

『
ま
た
も
し
潜
在
意
識

(習
気
)
が
限
定
さ
れ
た
観
念

の
因

(
v
i
s
i
s
t
a
-

p
r
a
t
y
a
y
a
-
h
e
t
u

)
で
あ
り
、
外
的
な
も
の
(
b
a
h
y
a

)
で
あ
る
と
す
る
と
、

た
だ
名
称
の
違
い
だ
け
(
s
a
m
j
n
a
-
b
h
e
d
a
-
m
a
t
r
a

)
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し

〔
習
気
が
〕
覚
知

(
b
o
d
h
a

)
に
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
覚
知
を

本
質
と
す
る
の
だ
か
ら
(
b
o
d
h
a
r
u
p
a
t
a
y
a

)
、そ
れ

(習
気
)
は
あ
ら
ゆ
る

処
で
無
差
別
だ
か
ら
、
考
想

(分
別
)
の
多
様
性

(
v
i
k
a
l
p
a
-
v
a
i
c
i
t
r
y
a

)

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
1
牛
と
い
う
個
体
を
見
る
か
ら
(
g
o
p
i
n
d
a
-
d
a

)

牛
の
形
象

(心
象
)
を
有
す
る
考
想

(
g
a
v
a
k
a
r
a
 
v
i
k
a
l
p
a

)
が
あ
り
、
馬
と

い
う
個
体
を
見
る
か
ら
馬
と
い
う
判
断
を
有
す
る

(
a
s
v
a
-
a
d
h
y
a
)

と
い
う
よ
う
な

〔考
想
の
多
様
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
〕
。

ま
た
場
所
等
の
違
い
に
よ
っ
て
も
否
定
さ
れ
な
い
判
断
は
対
象
を
離
れ
た

も
の

(
n
i
r
v
i
s
s
a
y
a

)
で
は
あ
り
え
な
い
。』
(
p
.
 
6
8
2
1
3
-
1
8

)

こ
れ
は
、
対
象
な
し
に
意
識

(習
気
)
だ
け
に
よ

っ
て
知
が
生
ず

る

の

だ
と
す
る
と
、
考
想
分
別
の
多
様
性
が
否
定
さ
れ

る
と
い
う
不
合
理
を

来
た
す
と
い
う
。

こ
れ
は
、
「対
象

の
区
別
か
ら
知
が
生
ず
る
こ

と

な

し
に
は
、
知

(覚
)

の
区
別
が
な
く
な
る
」
と
い
う
先
の
議
論
と
同
趣

で
あ
る
。

b
 
ア
ポ
ー
ハ

(
排
除
)
説
批
判

反
対
論
者
は
、
普
遍
も
特
殊
も
意

識
に
お
い
て
考
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
、
そ
の
末
に

『語

(
s
a
b
a
)
は
い
か
な
る
意
味
内
容

(対
象
)
の
部
分
(
a
r
t
h
a
m
a
s
a

)
を

言
う
か
、
と
い
う
と
、
そ
こ
で
他
者
の
排
除

(
a
n
y
a
-
a
p
o
h
a

)
だ
と
言
わ
れ

る
。
そ
し
て
そ
の

(意
識
の
)
形
象

(
a
k
a
r
a

)
は

〔外
的
〕
対
象

(
a
r
t
h
a

)

に
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ

(意
識
の
形
象
)
を
述
べ
る
の
に
ど
う
し
て

〔外

的
〕
対
象
に
関
わ
る

(
a
r
t
h
a
b
h
a

)
の
か
』
(
p
v
 
I
I
 
1
6
7

)

と
い
う
法
称

の
偶
を
引

い
て
い
る
。
何
で
も
語
が
示
す

も

の

(意
味
)

は
、
主
観
の
外

に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
単

に
他

者

(そ
の
語
が
示

す
も
の
以
外
の
も
の
)
を
排
除
す
る
だ
け
、
た
と
え
ぽ
、
「牛
」
と

い
う

ア
ポ
ヨ

ハ

ア
ポ
ロ

バ

の
は
非
牛
の
排
除
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
。

こ
の
排
除
説
に
よ
る
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と
語
は
、
共
通
し
た

(普
遍
の
)
概
念
だ
け
を
示
す
と
こ
と
に
な

っ
て

ア
ポ
ロ

バ

も
、

実

在

の
普

遍

を
示

さ

な

い
。

そ

こ
で

V

は
排

除

説

を

批
判

し
否

定

す

る
。『

ま
た

〔他
者

の
〕
排
除
だ
け

か
ら

は

一
致

(
共
通
)
し

た
知

(
a
n
u
g
a
t
a
-

j
n
a
n
a

)
が
生
ず
る

の
で
は
な
い
。
そ
れ

(排
除
)

は
排
除
を
本
質
と
す
る

の

で

(
v
y
a
v
r
t
t
i
-
r
u
p
a
t
a

)
、
事
実
で
な

い
か
ら

〔
一
致

(
共
通
)

し

た

知
を
〕
生
ず

る
も

の
で
な

い
か
ら
だ

(
a
j
a
n
a
k
a
t
v
a
t

)
。
或

い
は

〔
そ

の
知

を
〕
生
ず

る
と
す

る
と
、

そ
れ
は
有
効
作
用
を

な

す

の

で

(
a
r
t
h
a
k
r
i
y
a

k
a
r
i
t
a
v
a
t

)
、
事
実
で
あ
る
と
い
う
結
果

に
な

る
(
v
a
s
t
u
t
v
a
-
p
r
a
s
a
n
g
a
h

)
。』

(
p
.
6
8
4
2
4
-
2
6

)

こ
れ
は
難
解
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
考
え
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま

ず
語

(例
え
ば
牛
と
い
う
語
)
が
他
者

(例
え
ば
非
牛
)
の
排

除

を

す

る

の
だ
と
す
る
と
、
積
極
的
な
知

(牛
一
般
の
知
)
を
生
ず
る
か
ど

う

か

疑
わ
し
い
。
単
な
る
排
除
の
観
念
だ
け
か
ら
普
遍
の
知
は
生
じ
な
い
。

し
か
し
そ

の
知
を
生
ず
る
も
の
な
ら
、
そ
れ
は
単
な
る
観
念
で
は
な
く

て
、
事
実
、
実
在

(今
の
場
合
は
普
遍
)
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い

う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

『
も
し
排
除
さ
れ
た
も
の
(
v
y
a
v
r
t
t
a

)
と
は
排
除

(
v
y
a
v
r
t
t
i

)
は
別
な
も

の
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
な
ら
、
そ
れ
ら

(語
)
は
互
い
に

排
除
さ
れ
た
本
質
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら

(
p
a
r
a
s
p
a
r
a
-
v
y
a
-
s
v
a
r
u
-

p
a
t
a
y
a

)
、
一
致

(共
通
)
し
た
知
を
生
ず
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。』

(
p
.
 
6
8
4
2
6
-
2
7

)

こ
れ
も
先
の
議
論
と
同
趣
で
あ
ろ
う
。
排
除
と
は
例
え
ぽ
牛
と
い
う

語
が
非
牛
を
排
除
す
る
こ
と
、
排
除
さ
れ
た
も

の
と
は
非
牛
を
指
す
こ

と
に
な
る
。
非
牛

の
排
除
が
直
ち
に

「
牛
」
を
示
す
こ
と

に
な

る

の

か
、
と
疑
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次

の
よ
う
な
議
論

に
な
る
。

『ま
た
お
よ
そ
<
非
牛

の
排
除
>
が

「牛
」
で

あ
る

(
a
g
o
-
v
y
a

g
o
t
v
a
m

)>
と
言
わ
れ
た
。
そ
こ
で
牛
た
ち
の
本
質

(自
相
)
を
理
解
す
る

こ
と
な
し
に
は
、
そ
れ
と
は
別
の
も
の
が
非
牛
を
本
質
と
す
る
こ
と

(
a
g
o
-

r
u
p
a
t
a

)
は
成
立
し
な
い
。
ま
た
そ
れ

(非
牛
)
が
成
立
し
な
い
と
牛
た
ち

(3
)

の
本
質

の
理
解

も
な

い
、
と
相
互
依
存

(循
環
論
)

に
な
る
で
あ

ろ
う
。

ま
た
、

も
し

一
頭

の
牛

の
個
体

と
は
別

な
も

の
が
非
牛

を
本
質

と
す

る
な

ら
、

そ
れ
で

は
別

の
諸

の
牛
も
非
牛
を
本
質
と
す

る
と
い
う
結

果
に
な
る
。

そ
れ
ら
も

一
頭

の
牛

の
個
体
と
は
別
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
し
全

て

の
牛

の
個

体
と

は
別
な
も

の
が

「
非
牛
」
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
正
し
く
な

い
。
群

(
集
合
)
を
作
る
原
因
が
あ
り
え

な

い

と

(
v
a
r
g
i
-
k
a
r
a
n
a
-
n

m
b
h
a
v
e
)
、
全

て
の
牛

の
個
体
を
理
解
し
な

い
の
に
、

そ
れ

(
牛
)
と
は
別

の
も

の
を
理
解

す

る
こ
と

は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し

お
よ
そ

〔
牛

だ
と

い
う
〕
と
も

に

一
致

(共
通
)
し
た
異
な
ら
な

い
原
因

(
"

「
牛
」

一

般
)
が
あ

る
も

の
だ
け

に
、
牛

の
本
質

の
成
立
が
あ
る
と
、

そ
れ

(
牛
)

と

は
別
な
も

の
の
排
除

(
a
n
y
o
-
v
y
a
v
r
t
t
i

)
が

理
解

さ
れ
る
だ
け

で
あ
る
。
』

(
p
.
 
6
8
4
2
7
-
6
8
5
4

)

こ
と
ば

こ
の
学
派
は
聖
言
量
を
認
め
ず
、
し
た
が

っ
て
語

に
よ

っ
て
知
が
生
ず

る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
。
知
を
生
ず
る
の
は
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
他
者

の
排
除
を
事
実
に
即
し
て
解
す
れ
ば
、
右
の

よ
う

に
不

可
能
と
な
る
。
右
の
最
後
は
、
牛

の
本
質
の
成

立
、

つ
ま

り

「
牛
」

v
y
o
m
a
v
a
t
i

に
お
け
る
s
a
m
a
y
n
y
a

(普

遍
)

論

(
村

上
)
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v
y
o
m
a
v
a
t
i

に
お
け

る
s
a
m
a
n
y
a(普

遍
)
論

(村

上
)

(
g
o
t
v
a

)

が

知

ら
れ

て

い
る

こ
と

が
前

提

に

な

っ
て

は

じ

め

て
、

非

牛

の
排

除

も
理

解

さ

れ

る
と

い
う

の

で
あ

る
。

し

か

も

「
牛

」

が

知

ら

れ

る
た

め

に
は
、

そ

の
原

因

と

し

て

「
牛

」

一
般

(
g
o
t
v
a
と
い
う
普
遍
)

が

存

在

す

る

は
ず

で
あ

る
。

そ

の

「
牛

」

一
般

も

単

な

る
観

念
、

概
念

で

は
な

く
事

実

だ

と

い
う
。

右

に
続

い
て
次

の
よ

う

な

議
論

が

重

ね

ら

れ

る
。『

「
有
効
作
用

の
共
通
性

(
a
r
t
h
a
-
k
r
i
y
a
-
s
a
m
a
n
y
a

)
か
ら
、

共
通

に
在

る

と

い
う
観
念

(
a
n
u
v
r
t
t
i
-
p
r
a
t
y
a
y
a

)
が
生
ず

る
」

と
も
し
い
う
な
ら
ば
、

否

〔
そ
う

で
は
な

い
〕
。
諸

の
有
効
作

用
も
互
い
に
排
除

さ
れ
た
も

の

だ

か

ら
、
と
も

に

一
致

(共
通
)
し
た
知
を
生

じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
諸

の
有
効

作

用
に
と
も

に

一
致

(共
通
)
し
た
異
な
ら
な

い
原
因

(
n
i
m
i
t
t
a

)
が
あ

っ

て
、

〔
そ
れ
が

一
致

(共
通
)
し

た
知
を
〕
把
握

さ
せ
る

(
u
p
o
a
g
r
a
h
a
k
a

)

と
認

め
ら
れ

る
な
ら
、

そ
れ
な
ら
そ
れ

こ
そ
普

遍
で
あ
る
。

そ

し
て
こ
の
有
効
作
用
と
は
何

か

〔
と
い
う

な
ら
〕
、
お
よ
そ
或
る

も

の

が
等

し
い
こ
と

か
ら
、

と
も
に

一
致

く
共
通
)

し
た
知
が
生
ず
る
と
こ
ろ

の

も

の
、
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

〔
牛

の
有
効
作
用

に

つ
い
て
考

え

る

に
、

そ

れ
が
〕

も
し
運
搬
等
を
本
質
と
す

る

(
v
a
h
a
d
i
r
u
p
a

)

〔
と

い
う
〕

な
ら
ば
、

そ

れ

(運
搬
等
を
本
質
と
す
る
有
効
作

用
)

は
ま
た
人
な
ど
に
も
可
能

で
あ

る
。
だ

か
ら
そ
れ

(
人
)
に

つ
い
て
も
牛
だ
、

牛
だ

と

い
う

一
致

(
共
通
)

し

た
知
が

〔
あ
る
と

い
う
〕
結

果
に
な
る
。

〔も

し
そ
う

で
な
い
と
す

れ
ば
〕

ま

た

〔
そ

の
〕
見
解

に
お
い
て
は
、
あ

ら
ゆ

る
処

に
こ
れ
が
在

る
と
い
う

一

致

(共
通
)
し

た
知
が
な

い
と

い
う
結
果

に
な

る
。
』

(
p
.
 
6
8
5
4
-
1
0

)

有

効

作

用

と

は
法

称

の
用

語

で
、

直

接

知

覚

の
対

象

と

な

る

個

別

相

(
s
v
a
l
k
s
l
k

自
相
)
に
の
み
在
る
と

い

う
。
右
は
結
局
、

有
効
作
用

か
ら

一
致

(共
通
)
し
た
知
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

示

し
て

い
る
。
し
か
し
諸

の
有
効
作
用
に

一
致
共
通
し
た
原
因
が
あ
る
な
ら
、

そ
れ
こ
そ
普
遍
で
あ
る
、
と
い
う
。

こ
の
議
論

は
次
の
よ
う
に
締
め
く

く
ら
れ
る
。

『
も
し

〔論
者
が
〕
「普
遍
は
馬

一
致

く
共
通
)
し
た

〔形
象
〕一
と
排
除
さ

れ
た
形
象
を
有
す
る
知

(
j
n
a
n
a
 
a
n
u
g
a
t
a
-
v
y
a
v
r

)
に
ほ
か
な
ら

な
い
」
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
こ
で
こ
れ
は
、
馬
に
乗
つ
た
人
が
馬
を
忘
れ
て

い
る
、
と
い
う
論
法
で
あ
る

(笑
止
千
万
だ
)
。な
ぜ
な
ら

一
致

(共
通
)

し
た
原
因
な
し
に
は
一
致

(共
通
)
し
た
知
は
あ
り
え
な

い
か
ら
だ
。』

(
p
.
6
8
5
1
0
-
1
2

ア
ポ
ロ

バ

結
局
最
初
の
議
論

に
立
ち
か
え
る
。
排
除
説
批
判
は
次
の
ペ
ー
ジ
に
も

繰
返
さ
れ
る
。た

『
「
燃
え
煮
炊
き
等
が

で
き

る
火
と

は
異
な

る
水
等

は

そ

の

(火

の
)
本
質

が
な

い
も

の

(
a
t
a
d
-
r
u
p
a

)
で
あ

る
。
そ

れ
ら

(水
等
)

か
ら
排
除

さ
れ
た

・
草

の

〔火
〕

や
葉

の

〔火
〕
等

の
特
殊
性

(差
別
)
を
欠
く

・
単
な

る
火

だ
け

(
a
g
n
i
m
a
t
r
a

火

一
般
)
を
、

〔煙

は
〕
知
ら

せ
る
か
ら
、
煙

は
普
遍

を
対
象
と
す
る

(
s
a
m
a
n
y
a
-
v
i
s
a
y
a

)
。
同
様

に
煙

の
知
も
煙
で
な

い
も

の

か
ら
排
除
さ
れ
た

・
草

〔
の
火
〕
等

の
特
殊
性

(差
別
)
を
欠
く

・
煙
だ
け

を
対
象

と
す
る
」

と

〔論
者

は
〕

い
う
。

こ
れ
は
正
し
く
な

い
。
普
遍

を
承
認

し
な
い
と
、

〔火
だ
け
等
と

い

う
〕

「
だ
け
(
m
a
t
r
a

)
」
と

い
う
表

示
の
意
味
が
あ

り
え
な

い
か
ら
だ
。

そ

し
て

ア
ポ
 
ハ

ア
ポ

排
除
だ
け
に
お
い
て
は

「だ
け
」
と
い
う
表
示
の
意
味
は
な
い
。
そ
れ
,〈排
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除
)
が
非
事
実

で
あ
る
か
ら

〔
普
遍

の
知
を
〕
生

じ
な

い

か

ら

だ
。

ま
た

ア

ポ
ほ

ハ

〔
排
除
が
〕
事
実

で
あ

る
と

〔普
遍

は
〕
ま
さ
に
事
実

で
あ

る

(
v
a
s
t
a
v
a

)
。

…

(中
略
)
…

ま
た
諸

の
火

の
個
物

(
a
g
n
i
-
v
y
a
k
t
i

)
に

つ
い
て
限
定
さ
れ
た
有
効
作
用

を
な
す
も

の
と
し

て
同
じ
意
識

(
覚
、

知
)

は
な
い
。
諸

の
作
用
も
互

い
に

排
除

さ
れ

た
も

の
で
あ
る
か
ら
、

と
上
述

の
論
理
が
あ

る
か
ら
だ
。

こ
れ

に

よ

っ
て

<
証
相

(
l
i
n
g
a

)
の

〔知
〕

と
証
相

を
有
す

る
も

の

(
l
i
n
g
i
n

)
の
知

(
d
h
i
)

と
は
、
間
接
的

に
事
実
に
結
び

つ
い
て
い
る
か
ら
、

そ
の

〔事
実

の
〕
顕
現

(
a
b
h
a
s
a

)
が
空
無

な
両
者

(証
相

と
証
相

を
有
す

る
も

の
)

に
お
い
て
も
、

〔事
実

に
対
し

て
〕
欺
か
な

い
>

(
p
V
.
I
I
8
2

)

し
り
ぞ

と
言
わ
れ
て
こ
と
が
却
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。』
(
P
.
6
8
6
1
-
1
5

)

反
論
者

に
あ

っ
て
は
、
煙
と
い
う
証
相
に
よ

っ
て
、
そ
の
証
相
を
有

す
る
は
ず

の
火
を
推
論
す
る
場
合
、
煙
も
火
も
具
体
的
特
定

の
も
の
で

な
く
て
、

一
般
相

(
s
a
m
a
n
y
a
-
l
a
k
s
a
m
a

共
相
)
つ
ま
り

一
般
的
な
概
念

で
あ
る
。

こ
れ
は
普
遍
で
あ

っ
て
も
概
念
で
あ
り
、
事
実

で
は
な
い
ゆ

こ
こ
に
V

は
事
実
と
し
て
の
普
遍
が
な
け
れ
ば
推
論
が
成

り

立

た

な

い
、
と
論
ず
る
。

『以
上
、
そ
の
両
者

(証
相
と
証
相
を
有
す
る
も
の
)
は
、
普
遍
が
な
け
れ

ば
間
接
的
に
も
事
実
と
結
び
つ
く
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
非
煙
の
排
除
さ
れ
た
も
の
を
形
象

(心
象
)
と
す
る
概
念

(分
別
)

か
ら
、
非
火
の
排
除
さ
れ
た
も
の
を
形
象
と
す
る
概
念

(分
別
)
が
生
ず
る

の
で
も
な
い
。
そ
の
両
者
の
不
離
ゐ
関
係
が
成
立
し
な
い
か
ら
、
火
の
理
解

な
し
に
は
、
非
火
は
理
解
さ
れ
な
い
。
そ
れ

(非
火
)
が
理
解
さ
れ
な
い
と

火
の
理
解
も
な
い
。
相
互
依
存

(循
環
論
)
と
い
う
結
果
に
な
る
か
ら
だ
。

ま
た
果
と
し
て
煙
が

〔火
を
〕
証
明
す
る
(
g
a
m
a
k
a
t
v
a

)
の
で
は
な
い
、

と
遍
充

(
v
y
a
p
t
i)
の
考
察
の
際
に
説
か
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
普
遍

を
有
す
る
複
数
の
も
の
に
は
不
離
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
か
ら
、
推
論
を

欲
す
る
者
は
必
ず
普
遍
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。』
(
p
.
6
8
6
1
5
-
2
1

下

略
)

ほ
ぼ
以
上
で
ア
ポ
ー
ハ
説
を
含
む
反
対
説

へ
の
反
論
も

一
ま
ず

終

わ

る
。

三

普
遍
は
直
接
知
覚
さ
れ
る

の
こ
の
見
解
は
、
P
の
直
接
知
覚

(4
)

の
節
に
由
来
す
る
が
、
V
の
普
遍
の
節
に
お
い
て
も
繰
返
さ
れ
る
(冨
・

(5
)

6
8
3
1
2
-
1
6
,
6
8
4
2
0

)
。

『
普
遍

は
諸

の
特
殊

に
お

い
て
と
も

に
共

通

に

在

る

の

が

(
a
n
u
v
a
r
t
a
-

m
a
n
a)
、
も
う
直
接
知
覚

に
よ

っ
て
成
立
し
て

い
る
。

ゆ
え
に

〔
普
遍
が
〕

知
覚
さ
れ
な
い
と

い
う

こ
と

は
成
立

し
な

い
。
』
(
p
.
 
6
8
4
2
7
-
2
8

)

そ

し

て
普

遍

の

一
々
が

ど

の

よ
う

に
知

覚

さ

れ

る

か

は
、

直

接

知

覚

の

節

に

一
々
示

さ
れ

て

い

る
。

『
存
在
性

(
s
a
t
t
a
,
 

有

性
)

が
実
体

に
在

る
の
は
、
〔
眼
等
と
〕
結
合

し

て

い
る
も

の

(
11
実
体
)
と

の
内
属

(
和
合
)

に
よ

っ
て
、
眼
や
触
覚

に
よ

っ

て
知
覚

さ
れ
る
。
〔
存
在
性
〕
が
香

・
味

・
色

・
触
に
内
属

(和

合
)
し

て

い
る

の
は
、
鼻

・
舌

・
眼

・
皮
膚
と

い
う
感
官

に
よ

っ
て
、

〔鼻

等

に
〕
結

・
合
し
て
い
る
も

の

(
n
実
体
)
に
内
属
し

た
も

の

(
"
香

等
)
と

の

内

属

(
11
和
合
)

に
よ

っ
て
知
覚

さ
れ

る
。

し
か
し
声

に
お
け
る
存
在
性

は
虚
空

v
y
o
m
a
v
a
t
i

に
器
け

る
。
s
a
m
a
n
y
a

(普

遍
)
論

(
村

上
)
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v
y
o
m
a
v
a
t
i

に
お
け
る
s
a
m
a
n
y
a
(普
遍
)
論

(村

上
)

に
内
属
し
て
い
る
も
の

(H
声
)
と
の
内
属
に
よ
っ
て
耳
に
よ
っ
て

〔知
覚

さ
れ
る
〕
。楽
等
に
お
け
る

〔存
在
性
〕
は

〔意
と
〕
結
合
し
て
い
る
も

の

("
我
)
に
内
属
し
た
も
の

(楽
等
)
と
の
内
属
に
よ
っ
て
意
に
よ
っ
て
把

握
さ
れ
る
。
属
性
で
あ
る
こ
と

(
g
u
n
a
t
v
a

属
性
性
)
も
同
様
で
あ

る
。

故
に
存
在
性
と
属
性
性
と
に
つ
い
て
は
全
感
官
に
依
る
知

(
s
a
r
v
e
n
d
r
i
y
a
-

j
n
a
n
a

)
が
あ
る
と
い
う
。
実
体
性

(
d
r
a
v
y
a
t
v
a

)
は

〔感
官
と
〕
結
合
し

た
も
の

(11
実
体
)
と
の
内
属
に
よ
っ
て
眼
と
触
覚
に
よ
っ
て
知
覚

さ
れ

る
。
ま
た
運
動
性
は

〔感
官
と
〕
結
合
し
た
も
の

(

実
体
)
に
内
属
し
た

も
の

(
月
運
動
)
と
の
内
属
に
よ
っ
て

〔知
覚
さ
れ
る
〕
。色
性
等
に

つ
い

て
も
同
様
に
把
握
さ
れ
る
。』
(
p
.
5
5
9
2
-
8
)

感
官
を
介
し
て
実
体
等
に
内
属
し
て
い
る
普
遍

(存
在
性
な
い
し
色
性
)

を
知
覚
で
き
る
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
に
普
遍
は
主
観

の
外

に
事
実

(実

在
)
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
主
張
は
明
瞭
で
あ
る
。
V
は
、
対
象

を

欠
く
知

(
n
i
r
v
i
s
a
y
a
-
j
n
a
n
a

)
を
否
定
す
る

(
p
.
 
5
5
7
-
1
0

)
。

四

結

こ
の
よ
う
に
普
遍
を
観
念

の
外
の
世
界
に
実
在
す
る
と
見
る

と
、
普
遍

は
空
間
的
な
場
所
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え

て
く
る
。
普
遍
は
遍
在
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
V
は
P
に
従

っ

て
、
自
ら

の
領
域
に
お
い
て
遍
在
で
あ
る

(
s
v
a
-
v
i
s
a
y
a
-
s
a
r
v
a
g
a
t
a

)
と

論
ず
る

(
p
p
.
6
7
8
-
6
7
9

)
。
ま
た
反
対
論
者
は
個
物
に
対
す
る
普
遍
の
存(6

)

在
の
在
り
方

(
v
r
t
t
i
,

機
能
)
に
つ
い
て
の
多
く

の
難
点
を
指

摘

す

る

(
p
p
.
 
6
8
1
-
6
8
2

)
。
こ
れ
に
対
し
て
V
は
、
普
遍
は
内
属

(和
合
)
関
係
に

お
い
て
個
物
に
在
る
と
い
う
こ
と
を
も

っ
て
答
え
て
い
る

(
p
p
.
 
6
8
2

)
。

V
は
普
遍
が
形
を
有
す
る
こ
と
や
移
動
す
る
こ
と

(
n
u
r
t
a
t
v
a

)
を
否
定

し
て
お
り
(
p
.
 
6
8
5
1
5
-
1
6

)
、普
遍
を
空
間
的
な
場
所
を
占
め
る
も

の
と
は

見
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
V
は
、

一
致

(共
通
)
し
た
知
の
原
因
と

(7
)

し
て
普
遍
が
実
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
た
が
、

一
致
共
通

し
た
知
の
原
因
は
普
遍
だ
け
で
は
な
い
こ
と
に

つ
い
て
は
、
未
だ
考
察

(
8
)

し

て

い
な

い
。

1
 
拙
文

「
ヴ

ァ
ィ
シ

ェ
ー

シ
カ

(勝
論
)
派

の
認
識
論
と
言
語
表

示
」

(
『
東
北
大
文
学
部
研
究
年
報
』

36
)
、

「概
念

と
そ

の
対
象
ー

ヴ

ァ
ィ

シ
ェ
ー
シ
カ

(勝
論
)

の
普
遍

の
意
味
」

(
『藤

田
宏
達
博
士
還
暦
記
念
論

集
』
)
に
連
な
る
。

2

拙
文
(二)
。

3

同
様
に
N
K
.
 
p
.
3
2
0
も

言
い

S
V
.
 
A
o
o
h
a
 
8
3
 
8
5
a
b

を
援
引
す
る
。
N
V
.
2
.
2
.
6
6

(
C
S
S
.
 
p
.
 
6
8
6

)

参
照
。

4

拙

文
。

5

拙

文
(二)
。

6

拙
文
(二)
。

こ
れ
は

長

に

な

い
。
同
論
題

の
纒

め
と
し
て
竹

中
智
泰

「
イ

ン
ド
実
在
論
学
派

の
普

遍

論
」
(
『
東
方
学
』

48
参
照
。

7

こ
れ
庶

〉
閑

に
な
い
。

8
普

遍

の
意

味

の
変
遷
に

つ
い
て
は
竹
中
智
泰

「
N
y
a
y
a
-
V
a
i
s
e
s
i
k
a

学
派

の
普
遍

に

つ
い
て
」
(
『
印
仏
研
』
32
-

一
)
、
D
.
 
s
h
a
s
t
r
i
,
 
T
h
e
 
P
h

o
f
 
N
y
a
y
a
-
v
a
i
s
e
s
i
k
a
 
a
n
d
 
i
t
s
 
C
o
n
f
i
i
c
t
 
t
h
e
 
B
u
d
d
h
i
s
t

b
i
g
n
a
g
a(
s
c
h
o
o
l
(
C
r
i
t
i
g
u
e
 
o
f
 
R
e
a
l
i
s
m
)

1
9
6
4
,
 
c
h
a
p
.
 
I
X

照
。

ウ
ダ

ヤ
ナ
は
、
普
遍

は
、
「永

遠
で
、

一
つ
で

あ

り
、
多
く

の
も

の
に
内
在
す

る

(
a
n
e
k
a
v
r
t
t
i

)
「
(
K
 
p
.
 
1
5
1
6

)

と

定

義

す
る
。
彼
以
降
、

普
遍

の
定

義

か

ら
a
n
u
v
r
t
t
i
-
p
r
a
t
y
a

(
一
致
共
通
し
た
観
念

の
原
因
で
あ

る
こ
と
)
が
欠
落
す
る
。

こ
れ

は
仏

教
論
者

(
D
h
a
r
m
a
k
i
r
i
t
 
S
a
n
t
a
r
a
k
s
i
t
a

)

の
批
判
に
よ
る
と
い
わ
れ
る

(竹
中
説
)
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

v
y
o
m
a
v
a
t
i
,
s
a
m
a
n
y
a
,

ヴ

ァ
ィ
シ
ェ
ー
シ
カ
派

(
東
北
大
学
文
学
部
助
教
授

・
文
博
)

-72-


