
サ

ー

ン
キ

ャ
哲

學

に

於

け

る

プ

ル
シ

ャ
観

の

一
つ

の
問

題
 
(
今

西

)
 

一
六

二

サ
ー

ン
キ

ャ
哲

學

に
於

け

る
。フ

ル
シ

ャ
観

の

一
つ
の
問

題

-
ad
h
is
t
h
a
t
r

に

つ

い

て
-

今

西

順

吉

一

プ
ル
シ
ャ
に
關
す
る
サ
ー
ン
キ
ャ
頗
の
救
述
に
は
若
干
の
問
題
が
含

ま
れ
て
い
る
。
そ
の

一
つ
が
こ
こ
に
取
上
げ

る
「
支
配
者
」
ad
h
isth
a
-

tr
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
關
し
て
諸
注
繹

書
は
大
別
し

て
二
つ
の
異
な
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち
そ
の

一
つ
は
字
義
通
り

に
解
し
、
他
は
極
め
て
消
極
的
な
意
味
に
制
限
す
る
立
場
を
と
る
。
と

こ
ろ
で

マ
ー
ダ
ヴ

ァ
は
そ
の
著

『全
哲
學
綱
要
』
s
a
v
a
d
a
r
s
a
n
a
s
a
n
a
m
-

g
r
a
h
a
 
の

「
サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
學
」
章

の
中
で
、
精
神

が
支

配
す
る

こ

と
を
否
定
す
る
説
を
述

べ
て
い
る
。
「
根
本
原
質
は
非
精
神
的
で
は
あ

つ
て
も
精
紳
的
存
在
者
に
よ
つ
て
支

配
さ
れ
る

こ
と
な
く
 
c
e
t
a
n
a
-

a
n
a
d
h
i
s
t
h
i
t
a
 

大
な
る
も
の
日
a
h
a
t
=
ud
d
h
i
 (統
麗
機
能
)
 等
と
し

て
開
展
す
る
こ
と
」
云
々
(
l
l
.
 
 
1
2
8
-
1
2
9
)
。

精

紳
的
或
い
は
精
紳
的
存

在
者
 
c
e
t
a
n
a
 

と
い
う
語
は
サ
ー
ン
キ
ヤ
類
に
お
い
て
は
プ
ル
シ
ャ
と

の
み
關
係
す
る
 
(
s
k
.
 
1
1
,
 
5
5
.
 
 
c
f
.
 
 
c
e
t
a
n
a
,
 
 
s
k
.
 
2
0
)
。

も
し
も
こ
こ
に

於
け
る
 
c
e
t
a
n
a
 

の
意
味
が
サ
ー
ン
キ
ャ
頽
に
於
け
る
用
法
と
同

一
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

マ
ー
ダ
ヴ
ァ
の
述
べ
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
哲

學
に
於

い
て
は
、
精
紳
即
ち
プ
ル
シ
ヤ
が
支
配
者
で
あ

る
こ
と
を
否
定
す
る
、

即
ち
サ
ー
ン
キ
ャ
頗
の
規
定
を
誤
り
と
し
て
斥
け
て
い
る
こ
と
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば

「
支
配
者
」
の
意
味
を
消
極
的
に
解
す
る
立
場

を
更
ら
に
押
し
進
め
て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
説

が
存
在
し
た
の
で
あ
る

か
否
か
、
そ
れ
と
も
こ
こ
に
云
う
 
c
e
t
a
n
a
 

は
別
の
意
味
に
解
す
べ
き

で
あ
る
か
ど
う
か
、
が
當
然
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
こ
の
問
題
に
入
る
前
に
何
故

「支
配
者
」
と
い
う
観
念
が
注

繹
家
の
間
で
問
題
に
な
つ
た
か
、
と
い
う
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
サ
ー
ン
キ
ャ
頽
の
プ
ル
シ
ヤ
観
の
輪
郭
を
簡
軍
に
述
べ
て
お
き
た

い
。

二

サ
ー
ン
キ
ヤ
頗
の
世
界
観
に
於
い
て
プ
ル
シ
ャ
が
ど
の
よ
う
に
位
置
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づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
述
べ
る
た
め
に
、
先
ず
経
験
的
現
象
的
世
界
を

ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
か
ら
は
じ
め
る
。
現
象

世
界
を
成
立
せ
し
め
る
根
本
原
理
は
根
本

原
質
 
(
p
r
a
k
r
t
i
,
 
p
r
a
d
h
a
-

n
a)
 と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
軍
に
外
的
世
界
の
み
な
ら
ず
、
内
的
即
ち

圭
髄
的
存
在
者
と
し
て
の
個
人
の
全
て
の
心
理

作
用

の
原

因
で
も
あ

る
。

こ
の
意
味
で

一
切
の
現
象
的
な
る
も
の
の
存
在
根
櫨
で
あ
る
と
云

い
得
る
。
こ
の
根
本
原
質
か
ら
二
三
の
原
理
が
開
展

す
る
と
説
か
れ

る
。
そ
れ
ら
は
統
豊
機
能
、
自
我
意
識
、
意
、

五
知
豊
器
官
、
五
作
業

器
官
と

い
う
、
圭
髄
的
存
在
者
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
と
、
五
の
微

細
な
る
要
素
及
び
五
元
素
と
い
う
、
外
的
世
界
及
び
内
的
世
界
の
爾
者

を
成
立
せ
し
め
る
も
の
と
で
あ
る
。

唯

一
の
根
本
原
因
か
ら
こ
の
よ
う
な
多
様
性
が
成
立
す
る
根
櫨
と
し

て
、
三
種
の
グ
ナ
 
g
u
n
a
 

が
説
か
れ
る
。
そ
れ
は
純
質
 
s
a
t
t
v
a

・
激
質

ra
j
a
s
・
繋
質
 
t
a
m
a
s
 

で
あ
る
。
根
本
原
質
自
髄
は
三
種

の
グ
ナ
の
平

衡
状
態

に
外
な
ら
な
い
。
二
三
原
理
は

一
定
の
順
序
に
從

つ
て
開
展
す

る
が
、
自
我
意
識
か
ら

一
一
種

の
異
な
る
器
官
が
生
ず
る
の
は
、
グ
ナ

の
開
展

の
仕
方
に
相
違
が
あ
る
こ
と
に
も
と
ず
く
、

と
さ
れ
る
 
(
g
u
n
a
-

p
a
r
i
n
a
m
a
-
v
i
s
e
s
a
,
 
s
K
2
7
)
。

ま
た
同
じ
自
我
意
識
か
ら
五
の
微
細
な

る
要
素
が
生
ず
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
騎
質
的
で
あ
る
の
に
反
し

て
、

一
一
器
官
は
純
質
的
で
あ
る
と
い
う
匿
別
が
あ
る
 (s
K

2
5
)
。即

ち
三
種

の
グ
ナ
の
う
ち

一
が
他
の
二
を
璽
倒
し
優
勢
と
な
る
、
な
ど
の

關
係
 
(
s
K

1
2
)
 
に
よ

つ
て
、
多
様
性
が
可
能
で
あ
る
と
読
明
す
る
。

こ
の
こ
と
は
軍
に
二
三
原
理
に
つ
い
て
の
み
云
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
か
ち
成
る
三
界
に
つ
い
て
も
ま
た
、
上
方
の
世
界
は
純
質

に
富
む

な
ど
と
読
か
れ
る
 (s
K

5
4
)
。し
か
し
三
種

の
グ
ナ
は
順
次
に
喜
び

・

苦
し
み

・
無
感
畳
、
光
照
・活
動
・抑
制
、
或

い
は
輕
い
・
動
揺
し
や
す

い

・
重

い
な
ど
の
概
念
 
(s
K

12
,
 
1
3
)
 

に
よ

つ
て
読
明
さ
れ
る
こ
と
か

ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
軍
に
物
質
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、

現
象
を

性
質
的
側
面
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
観
黙

の
も
と
に
考
察
さ
れ
て
い

る
。
從
つ
て
本
質
的
に
は
心
理
現
象
も
外
的
現
象
と
匠
別
さ
れ
な
い
。

一
般
に
現
象
は
グ
ナ
に
基
礎
を
置
く
 
(s
K

1
6
)
。

根
本
原
質
か
ら
現
象
世
界
が
成
立
す
る
際

に
要
す
る
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る

一
種
の
力
も
ま
た
、
根
本
原
質
の
内
に
存
す
る
。
自
我
意
識

か
ら
純
質
的
及
び
騎
質
的
と
い
う
二
種
の
開
展
が
な
さ
れ
る
際
に
、
激

質
も
ま
た
力
と
し
て
そ
の
開
展
に
與
か
る
、

と
説
か
れ
る
 (s
K

2
5
)
。

激
質
が
運
動
の
力
で
あ
る
ど
い
う
観
念
は
こ
の
場
合
に
の
み
限
ら
る
べ

き
で
は
な
い
。
例
え
ば
根
本
原
質
が
平
衡
状
態
を
破
つ
て
開
展
物
 
v
y
a
-

k
ta
 を
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
開
展
物
は

「
活
動
的
」
(
s
a
k
r
i
y
a
,

1
0
)
 
で
あ
る
と
云
い
、
ま
た
グ
ナ
が
活
動
す
る
も
の
で
あ
る
 
(
g
u
n
a
k
a
r
-

t
r
t
v
a
,
 
s
K
2
0
)
 

と
云
う
。

こ
の
場
合
の
活
動
す
る
力
の
根
抵
は
激
質

に
あ
る
と
解
す
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
根
本
原

質
は
質
料
因
で
あ
る
と
同
時
に
動
力
因
で
も
あ
る
と
云
い
得
る
。

現
象
世
界
が
こ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
時
、
プ
ル
シ
ャ
に
残
さ
れ
た

鯨
地
は
極
め
て
限
ら
れ
て
く
る
。
根
本
原
質

に
歓
け
て
い
る
も
の
は
精

サ
ー

ン
キ

ャ
哲

學

に
於

け

る
プ

ル

シ

ャ
観

の

一
つ

の
問

題
 
(
今

西

)
 

一
六

三
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サ

ー

ン
キ

ャ
哲

學

に
於

け

る

プ

ル
シ

ャ
観

の

一
つ

の
問

題
 
(
今

西

)
 

一
六

四

神
で
あ

る
 (s
K

11
)
。從
つ
て
プ
ル
シ
ャ
の
積
極
的
規
定
と
し
て
は
精

神
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
原
因
を
も
た
ず
、
常
佳
で
あ
り
、
遍
在
し
、

活
動
な
く
、
依
存
せ
ず
、
他
に
蹄
入
す
る
ご
と
な
く
、
部
分
を
有
さ
な

い
自
存

の
も
の
 (s
K

10
)
 と
云
わ
れ
る
。
特
に
根
本
原
質
と
封
比
さ

る
べ
き
特
性
は
プ
ル
シ
ャ
の
非
作
者
性
 
(
a
k
a
r
t
r
t
v
a
,
 
s
K
1
9
)
 

で
あ

る
。
プ

ル
シ
ャ
は
そ
れ
自
髄
何
ら
の
活
動
を
も
有
し
な
い
。
プ
ル
シ
ャ

は
繋
縛

さ
れ
ず
、
從
つ
て
解
脱
も
し
な
い
 (s
K

62
)
 と

こ
ろ

の
濁
存

(
k
a
i
v
a
l
y
a
,
 
s
K
1
9
)
 

を
本
性
と
し
、

一
切
の
と
ら

わ
れ
か
ら
自
由
な

存
在
 (
ch
.
 
m
a
d
h
y
s
a
s
t
h
y
a
 
s
K
1
9
,
 
u
d
a
s
i
n
a
 
s
K
2
0
)
 

で
あ
る
。

か
か
る
二
元
の
間
に
い
か
な
る
關
係
が
成
り
立
ち
得
る
か
。
頚
は
こ

こ
に

「
目
的
」
(
a
r
t
h
a
,
 
p
r
a
y
o
j
a
n
a
)
 

の
観
念
を
持
ち
出
し
て
來
る
。

相
互
に
性
質
を
異
に
す
る
三
種
の
グ
ナ
は
何
ら

の
統

一
も

な
し
に
活

動
す
る
の
で
は
な
い
。
恰
か
も
灯
火
が
異
な
る
諸
部
分
か
ら
成
り
立
ち

な
が
ら
も
、
「照
ら
す
」
と
い
う
目
的
を
も

つ
よ
う

に
、
三
種
の
グ
ナ

も
目
的
を
有
す
る
 (
s
K
1
3
)
。そ
も

そ
も

グ
ナ
よ
り
成
る
個
々
の
事

物

・
現
象
は
存
在
そ
れ
自
髄
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
者

た
る
精
神
の
存
在
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
こ
と
の
意
義
を

獲
得
す
る
 (s
a
m
g
h
a
t
a
p
a
r
a
r
t
h
t
v
a
,
 
s
K
1
7
)
。

そ

の
目
的

と
は
経

験
 
d
a
r
s
a
n
a
 

と
解
脱
 
k
a
i
v
a
i
y
a
 

と
で
あ
る
。
前
者
は
プ
ル
シ
ャ
に

(
1
)

厩
し
、
後
者
は
根
本
原
質
に
属
す
る
と
さ
れ
る
 (s
K

21
)
。そ
れ
故
プ

ル
シ
ャ
は
享
受
の
圭
髄
 
(
b
h
o
k
t
r
,
 
s
K
1
7
)

・誰
人
 
(
s
a
k
i
p
s
K
1
9
)

・

見
者
 
(
d
r
a
s
t
r
,
 
i
d
.
)
 

と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
根
本
原
質
が

「解
睨
」
の

た
め

に
活

動

す

る
、
と

い
う

の

は
、
苦

を

感

受

す

る

プ

ル

シ

ャ

(
s
K

5
5
)

(
2
)

を
解
脱
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
從

つ
て
根
本
原
質
自
髄
に
囑
す
る
目
的

で
は
な
い
が
、
あ
た
か
も
自
己
の
目
的
で
あ
る
か
の
如
く
に
み
な
し
て

活
動
す
る
 (s
K

5
6
)
 
の
で
あ

る
、
と
云
う
。

こ
の
二
つ
の
目
的
は
勿

論
根
本
原
質
の
働
き
に
よ
つ
て
達
せ
ら
れ
る
 (s
K
3
6
,
 
3
7
)
 

の
で
あ
る

が
、
以
上
の
如
く
、
結
局
は
二
つ
共
に
プ
ル
シ
ャ
の
目
的
で
あ
る
と
さ

(
3
)
(
4
)

れ
る
。
印
ち
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
プ
ル
シ
ャ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
故
に

根
本
原
質
は
自
己
に
と
つ
て
は
無
盆
で
あ
る
が
、
た
だ
プ
ル
シ
ャ
の
た

め
に
活
動
す
る
 (s
K
6
0
)
 と
説
か
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
思
想
は
前
述

の
プ
ル
シ
ャ
観
と
は
相
容
れ
な
い
が
、
二
元
論

に
負
わ
さ
れ
た
矛
盾
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
再
び
本
質
論
に
た
ち
か
え
る
な
ら

ば
、
s
K

6
6
は
そ
の
世

界
観
を
観
客
と
舞
墓
上
の
俳
優
に
な
ぞ
ら
え
て
表
象
化
す
る
。
現
象
の

外
に
あ
つ
て
、
輩
に
眺
め
る
存
在
と
し
て
の
プ
ル
シ
ャ
の
観
念
が
こ
こ

に
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

三

し
か
ら
ば
プ
ル
シ
ャ
が

「支
配
者
」
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
か
。
こ
の
問
題
は
プ
ル
シ
ャ
の
存

在
論
謹
 
(
s
k
.
 
1
7
)
 

の
た

め
の
五
の
理
由
の
う
ち
第
三
に
學
げ
ら
れ
る
も

の
で
、
原
文
は
 
a
d
h
i
-

st
h
a
n
a
t
 

で
あ
る
。
G
.
 は
こ
れ
を
次
の
よ
う

に
注
解
す
る
。
「『支
配

の
故
に
。』
例
え
ば
こ
こ
に
跳
躍
、
速
歩
、
疾
駆
が
可
能
な
馬

を

つ
け

た
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馬
車
は
御
者
に
支
配
さ
れ
て
運
動
す
る
如
く
、
身
髄

は
ア
ー
ト

マ
ン

(
=
プ
ル
シ
ャ
)
 に
支
配
さ
れ
て
 
(活
動
す
る
)
。
そ
れ
故
に
シ
ャ
シ
ュ

テ
ィ
タ

ン
ト
ラ
に
曰
く
-
『
プ

ル
シ
ャ
に
支
配
さ
れ
て
根
本
原
質
は

活
動
す
る
。
』」
(
p
.
 
2
0
.
 
l
l
.
 
1
9
-
2
1
)
 

同
じ
趣
旨
を

m
.
 も
述

べ
、
シ
ャ

シ
ュ
テ
ィ
タ
ン
ト
ラ
に
曰
く
と
し
て
同
文
を
引
く
。
s
a
m
k
h
y
a
v
r
t
i

も
同
様

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
プ
ル
シ
ャ
は
御
者
に
た
と
え
ら
れ
、
積
極

的
に
根
本
原
質
を
支
配
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

金
七
十
論
は

「若
人
依
二
此
身
引
身
有
レ
作
。
若
無
二
人
依
者
引
身
則

不
レ能
レ
作
。
如
二
六
十
科
論
中
読
一
『自
性
有
二
人
所
依

一故
能
生
二
攣

異
ご
」

と
云
う
。
こ
こ
で
は
 
a
d
h
i
s
t
h
a
n
a
 

を
依
り
所
の
意
に
解
し
て

い
る
が
、
そ
の
例
は

j
.
 
に
も
見
ら
れ
る
。
「
こ
こ
に
依
抵
す
る
、

と
い

う
意
味

で
依
り
所
と
い
う
。
大
な
る
も
の
乃
至
元
素
な
る
身
髄
は
こ
の

(
5
)

世
に
於

い
て
は
依
り
所
と
し
て
、
他
者
に
よ
つ
て
依
櫨
さ
れ
る
こ
と
が

経
験
さ

れ
る
。
例
え
ば
馬
車
な
ど
の
ご
と
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
依
り

所
と
し

て
の
身
髄
は
現
に
経
験
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
 
(身
膿

の
)
 依
櫨
者
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
依
櫨
者
は
プ
ル
シ
ャ
で
あ

る
。
内
官
は
依
櫨
者
で
は
な
い
。
内
官
は
非
精
神
的
な
る
が
故
に
。
と

い
う
の
が
平
等
比
量
で
あ
る
。
」
(
p
.
 
2
5
,
 
l
l
.
 
6
-
1
0
)
 
j
.
は
、

経
験
的
主

禮
と
見
な
さ
れ
る
内
官
が
依
櫨
者
で
は
あ
り
得
な
い
理
由
と
し
て

「
非

精
神
的

で
あ
る
」
こ
と
を
學
げ
る
が
、
別
の
箇
所
で
も
プ
ル
シ
ャ
こ
そ

が
依
稼
者
で
あ
る
。
根
本
原
質
は
非
精
神
的
で
あ
る
。
」
(
p
.
 
3
8
.
 
l
.
 
1
9
)

と
述
べ
る
。

a
d
h
i
s
t
h
a
t
r
 
に

關
す
る

G
.
 やm
.
 の
積
極
的
な
表
象
に
比
べ
て
、

j
.
 
は
精
神
的
原
理
と
物
質
的
原
理
の
間
の

「
依
存
關
係
」
と
い
う
貼
に

力
鮎
を
置
き
、
そ
れ
以
上
に
、
物
的
原
理
を
依
り
所
と
す
る
と
き
の
精

神
的
原
理
は
ど
う
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
述

べ
な
い
。
し
か
し
馬
車

(
6
)

の
喩
を
出
し
て
い
る
貼
は
共
通
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
プ
ル
シ
ャ
が
支
配
者
で
あ
る
と
す

る
と
、
非
作
者
と
し
て

の
プ
ル
シ
ャ
観
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
c
.
 
は
こ
の
問
題

に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「(
プ
ル
シ
ャ
の
存
在
論
謹
の
た

め
に
)
別

の
理
由
を
學
げ
て
云
く
、
『支
配
の
故

に
』
と
。
支
配
者

の

故
に
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
恰
か
も
馬
車
が
御
者
に
よ
つ
て
支
配
さ

れ
て
活
動
す
る
よ
う
に
、
同
様
に

一
切
世
界
も
ま
た
物
質
的
な
る
が
故

に
、
プ
ル
シ
ャ
に
よ
つ
て
支
配
。さ
れ
て
の
み
活
動
す
る
、
と
好
む
と
好

ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
絶
封
的
に
 
a
k
a
m
e
n
a
p
y
 
a
v
a
s
y
a
m
 

云
う
べ
き

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
三
の
グ
ナ
の
支
配
者
と
し
て
プ
ル
シ
ャ
が
存
在
す

る
、
と
い
う
趣
意
で
あ
る
。
」
(
p
.
 
1
8
.
 
l
l
.
 
6
-
9
)
 

こ
こ
に

「好

む
と
好

ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
」
及
び
そ
れ
に
重
ね
て

「絶
封
的
に
」
と
述
べ
て

い
る
背
景
に
は
、
當
然

「
支
配
者
」
と
い
う
概
念
の
も
つ
論
理
的
矛
盾

の
自
畳
が
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
れ
を
斥
け
て
G
.
 
や

m
.
 の
解
繹
を
纒
承
し
て
い
る
。
し
か
ら
ば
ど
の
よ
う
な
別
の
解
繹

・

異
説
を

c
.
 
が
知
つ
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題
は

c
.
 
の
中
に
解
答
を
見

出
す
こ
と
が
出
來
な
い
。
j
.
 
を
豫
想
し
て
こ
の
よ
う
な
張
い
表
現
を
取

る
と
は
考
え
難
い
か
ら
、
そ
こ
で

y
.
 の
解
繹

が
文
鰍
的
に
は
唯

一
の

サ

ー

ン
キ

ャ
哲
學
に
於

君
る
プ

ル
シ

ャ
観

の

一
つ
の
問
題
 
(
今

西
)
 

一
六
五
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サ

ー

ン
キ

ャ
哲

學

に
於

け

る

プ

ル

シ

ャ
観

の

一
つ

の
問
題
 
(
今

西

)
 

一
六

六

材
料
と
見
な
し
得
る
。

y
.
 は
次
の
よ
う
に
云
う
。
「
こ
の
世
に
於
い
て
、
も
し
も
根
本
原
質

の
活
動
が
偶
然
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
特
殊
な
相
關
關
係
の
定
め
が
目
的

に
も
と
ず
く
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
(し
か
る
に
)
 神

々
・

人
間

・
動
物
に
於

い
て
魏
箆
器
官
等
と
地
等
と
の
 
(間
の
相
關
關
係
の

定
め
)
 は
、
爲
に
な
る
も
の
と
の
結
合
と
い
う
目
的
及
び
爲
に
な
ら
な

い
も
の
を
排
除
す
る
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
に
支
配
さ

れ
て
グ
ナ
の
多
様
な
開
展
が
 
(可
能
と
な
る
)
 と
こ
ろ
の
、
グ
ナ
と
は

異
な
る
も
の
が
存
在
す
る
。
作
者
性
の
誤
り
が
附
随
す
る
故
に
 
(
プ
ル

シ
ャ
の
)
 支
配
は
不
合
理
で
あ
る
、
と
云
う
な
ら
ば
、
(
そ
の
場
合
、
反

封
者
に
よ
つ
て
)
 吹
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
-
も

し
も
グ
ナ
が
プ
ル
シ
ャ
に
支
配
さ
れ
て
活
動
す
る
、

と
認
め
る
な
ら

ば
、

こ
の
 (
プ
ル
ジ

ャ
)
 は
作
者
で
あ
る
こ
と
が
蹄
結
す
る
。
(そ
れ
故

に
も
し
も
 
(
プ
ル
シ
ャ
が
)
 非
作
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場

合
に
は
こ
の
 
(
プ
ル
シ
ャ
)
 は
支
配
者
で
は
な
い
-
と
。

こ
れ
は
正

し
く
な
い
。
何
故
で
あ
る
か
。
「
目
的
」
a
r
t
h
a
 

を
比
喩
的
に
そ
れ
 
(
=

支
配
)
 と
云
う
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
 
(
グ
ナ
の
活
動
は
)
 プ
ル
シ
ャ

の
た
め
で
は
な
い
こ
と
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
グ
ナ
は

因
果
關
係

に
よ
つ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
 
(因
果
關
係

に
)
 依
存
す
る
故
に
グ
ナ
が
支
配
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
合
理
的
で
あ

る
。
し
か
る
に
支
配
者
性
は
プ
ル
シ
ャ
に
囑
す

る
。
そ
れ
故
に

こ
の

(
プ
ル
シ
ャ
が
)
 作
者
で
あ
る
と
い
う
誤
り
は
附
随
し
な
い
。
そ
れ
故

に

『支
配
の
故
に
プ

ル
シ
ャ
は
 
(存
在
す
る
)
。』
と
い
う
こ
と
は
正
し

い
。」
(p
.
 
9
4
.
 
l
l
.
 
1
3
-
2
1
)
 

こ
こ
に
云
う
目
的
は
第
二
節
に
述
べ
た
二
つ

の
目
的
を
指
し
て
い
る
。

鴨

y
.
 の
こ
の
目
的
観
は
別
の
箇
所

(P
.
 
1
0
0
.
 
l
l
.
 
4
-
8
)
 

に
も
述
べ
ら
れ
、

第
二
節
に
述
べ
た
サ
ー
ン
キ
ヤ
頒
の
思
想
と
矛

盾
す
る
も

の
で
は
な

い
が
、
「
支
配
」
の
観
念
を
そ
れ
と
同

一
親
し
、
輩
に
比
喩
的
表
現

u
p
a
c
a
r
a
 

に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
黙
に
特
色
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
支
配

と
い
う
観
念
は
消
極
的
で
あ
る
。
サ
ー
ン
キ
ヤ
・
ス
ー
ト
ラ
一
・九
六
は

「
そ
れ
 
(
=
根
本
原
質
)
 の
近
く
に
あ
る
が
故

に
 
(
プ
ル
シ
ャ
に
)
 支

配
者
性
あ
り
。
水
晶
の
如
し
。
」
と
云
う
。
印
ち
プ

ル
シ
ャ
が
支
配
者

と
し
て
根
本
原
質
に
働
き
か
け
よ
う
と
意
思
 
(
s
a
m
k
a
l
p
a
,
 
s
p
b
.
)
 

す
る

の
で
は
な
く
、
軍
に
二
元
が
近
在
す
る
こ
と
の
み
の
結
果
と
し
て
、
い

わ
ば
支
配
者
と
な
る
、
と
い
う
趣
意
で
あ
る
。

こ
の
支
配
者
観
は
y
.
 
に

近
い
が

y
.
 よ
り
も
積
極
的
で
あ
る
。

何
れ
に
し
て
も
 
a
d
h
i
s
t
h
a
t
r
 

を
否
定
す
る
思
想
は
見
ち
れ
な
い
。

サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
學
の
二
元
論
に
於
い
て
も
精
神
原
理
が
究
極
的
に
は
上

位
に
立
つ
故
に
、
目
的
観
と
合
わ
せ
て
、
プ
ル
シ
ャ
を
支
配
者
と
呼
ぶ

こ
と
自
髄
は
不
自
然
で
は
な

い
に
違
い
な
い
。

シ
ャ
シ
ュ
テ
ィ
タ
ン
ト

ラ
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
・
ス
ー
ト
ラ
に
於
て
も
同
様

で
あ
り
、
y
.
 も
次
の
韻

文
を
引
用
す
る
。

『統
畳
機
能
は
精
神
に
支
配
さ
れ
て
、
精
神
で
あ
る
か
の
如
く
に
顯
現
せ
し

(
7
)

め
ら

れ
、

ア
ー
ト

マ
ン
は
作
者

の
内

に
佳

し
て
享
受
者

・
作
者
な
る
が
如
く

-609-



に
比
喩
的
に
表

現
さ
れ
る
。
』
(p
.
 
1
0
4
.
 
l
l
.
 
1
1
-
1

2
)

以

上

の
如
く

否

定

説

が
見

出

さ

れ

な

い
故

に
、

s
b
S
.
 
の文

章

の
資

料

的

意

義

か

ら
問

題

に

し

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。

と

こ
ろ

で

s
b
s
.
 の

サ

ー

ン
キ

ヤ
哲

學

章

の
大

部

分

は
ヴ

ァ
ー

チ

ャ

ス

パ

テ

ィ

ミ

シ

ュ
ラ
の

(
8
)

著
作
に
依
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で

t
K
に

つ
い
て
調

査
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
s
K

1
7
の
注
に
於

い
て
云
う
。
「
『支

配
の
故

に
』
三
つ
の
グ
ナ
を
本
質
と
す
る
も
の
は
支
配
さ
れ
て
い
る
故

に
。
樂

・
苦

・
擬
を
本
質
と
す
る
も
の
は
す
べ
て
他
者
に
よ
つ
て
支
配

さ
れ
て

い
る
こ
と
が
経
験
さ
れ
る
。
例
え
ば
馬
車
な
ど
が
御
者
な
ど
に

ょ
つ
て
 
(支
配
さ
れ
る
)
 ご
と
く
で
あ
る
。
統
畳
機
能
は
樂

苦

擬

を
本
質

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
れ
も
ま
た
他
者
に
よ
つ
て

支
配
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
他
者
が
三
つ
の
グ
ナ
と
異
な
る
ア
ー
ト

マ
ン
で
あ
る
。
」
(
p
.
 
3
6
.
 
l
l
.
 
1
7
-
2
1
)
 

こ
の
趣
意
は
G

m
.
 な
ど
と
里

と
考
え

て
よ
しい
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が

s
K

56
の
注
に
於

い
て
は
別

の
解
繹
も
可
能
で
あ
る
か
の
如
き
述
べ
方
を
す
る
。
「
(現
象
世
界
は
)
ブ

ラ
フ
マ
ン
を
質
料
因
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
精
神
能
力
は
不
攣
な
る

が
故

に

・
ノ
・
ー

シ

ュ
ヴ

ァ

ラ
に

よ

つ
て
支

配

さ

れ
た
 
i
s
v
a
r
a
d
h
i
s
t
h
i
t
a

根
本
原
質
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
活
動
力
の
な
い
も
の
が
方

配

者

で
あ

る

こ

と

は

不

可
能

な

る

が
故

に
。

け

だ

し

木

樵

が
活

動

し

な

い
と
き

に
は
斧

な

ど

を

支
配

す

る

こ
と

は
一な

い
。
」

(
p
.
 
7
0
.
 
l
l
.
 
9
-
1
0
)

こ
こ

で
ブ

ラ

フ

マ
ン
、

イ
ー

シ

ュ
ヴ

ァ
ラ
を

否

定

す

る

理

由

そ

の
も

の

は

プ

ル

シ
ャ
に

も

當
然

適

用

さ

る

べ
き

も

の
で

あ

る
。

ま

た

s
K

5
7

の
序
で
は
次
の
よ
う
な
反
罫
圭
張
を
紹
介
す

る
。
「
反
封
論
者
は
次
の

よ
う
に
圭
張
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
精
神
あ
る
も
の
は
自
分
の
た
め
に
或

い
は
他
者
の
た
め
に
活
動
す
る
。

し
か
し
根
本
原
質
は
非
精
神
的
で
あ

る
か
ら
そ
の
如
く
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
故
に
根
本
原
質
に
と
つ
て

精
神
的
な
る
支
配
者
が
存
在
す
る
。
…
…
そ

れ
故
に

一
切
の
事
物
を
照

覧
す
る
 
s
a
r
v
a
r
t
h
a
d
a
r
s
i
n
 

と
こ
ろ
の
、
根

本
原
質

の
支
配
者
が
存

在
す
る
。
そ
れ
が
イ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
で
あ
る
。
」
(
p
.
 
7
0
.
 
l
l
.
 

ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
ミ
シ
ュ
ラ
は
勿
論
こ
の
圭
張
を
排
斥
す
る
。

し
か

し
そ
の
際
に

「
精
神
的
な
も
の
」
を
常
に
ブ
ラ

フ
マ
ン
、
イ
ー
シ
ュ
ヴ

ァ
ラ
に
置
き
換
え
て
い
る
。

サ
ー
ン
キ
ヤ
頗
の
理
解
の
上
で

「
支
配
者
」
の
観
念
が
問
題
に
な
る

の
は
、
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
根
本
原
質

は
質
料
因
の
み
な
ら
ず

動
力
因
で
も
あ
り
、

さ
ら
に
プ
ル
シ
ャ
の
目
的
を
自
己
の
内
に
引
き
移

し
て
、

い
わ
ば
根
本
原
質

の
活
動
は
自
律
的
に
し
て
か
つ
合
目
的
的
で

あ
る
、
と
い
う
思
想
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
s
K

5
7
は
云
う
、

「仔
牛
の
成
長

の
た
め
に
非
精
神
的
な
る
乳

の
流
出
が
あ
る

ご
と
く

に
、
云
々
。」
こ
こ
で
は

「
支
配
」
の
観
念
は
後
退
し
、
諸
注
縄
書
に
混

齪
が
見
ら
れ
範
。
乳
の
響
喩
は
シ
ャ
ン
カ
ラ
も
取
り
上
げ
て
批
釧
し
、

「
乳

や

水

は

精

神

に
支

配

さ

れ

て

の
み

活
動

す

る
 
p
a
y
o
m
b
u
n
o
s
 
c
e
-

ta
n
a
d
h
i
s
t
i
t
a
y
o
r
 
e
v
a
 
p
r
a
v
r
t
t
i
r
 

と
我

々
は

推

論

し

よ

う

と

す

る
。
」

(
s
.
 
a
d
.
 
b
s
.
 
I
I
.
 
2
,
 
3
.
 
p
.
 
4
2
0
.
 
l
.
 
5
)

と
述

べ
る
。

ヴ

ァ

ー

チ

ャ

ス

パ

テ

ィ

ミ

シ

ュ
ラ

の
記

述

の
背

後

に

は

ヴ

ェ
ー
ダ

ー

ン

タ
學

派

か
ら

サ
ー

ン
キ
ヤ
哲
學

に
於
け

る
プ

ル
シ

ャ
観

の

一
つ
の
周
題
 
(
今

西
)
 

一
六
七
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サ
ー
ン
キ
ャ
哲
學

に
於
け

る
ブ

ル
シ
ャ
観

の

一
つ
の
問
題
 
(
今

西
)
 

一
六
八

(
1
0
)

の
攻
撃
が
あ
随
、
特
に
右
の
s
K
.
 
5
7
につ
い
て
精
神
に
よ
る
支
配
を

否
定
し
た
。
し
か
し
彼
は
こ
の
精
神
を
イ
ー
シ
ヴ
ァ
ラ
に
置
き
換
え
て

い
る
。

マ
ー
ダ
ヴ
ァ
が
精
神
に
よ
る
支
配
の
否
定
を
述
べ
る
の
も
こ
れ
と
同

じ
文
脈
に
於
い
て
て
あ
る
。
「反
封
者
は
次
の
よ
う
に
圭
張

す
る
で
あ

ろ
う
。

非
精
神
的
な
る
根
本
原
質
は
精
神
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
ず
し
て

は
大
な
る
も
の
等
の
結
果
を
生
ず
る
た
め
に
活
動
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
故
に
何
ら
か
の
精
神
的
支
配
者
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故

に

一
切

の
事
物
を
照
覧
す
る
 
s
a
r
v
a
r
t
h
a
d
a
r
s
i
n
 

最
高
神
 
p
a
r
a
m
e
-

sv
s
r
a
 
の
存
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
。
」
(ll
.

114
-
1
1
6
)
 

こ
れ
は

T
K

5
7
の

序
の
文
と
類
似
し
、
し
か
も
 
sa
r-

v
a
t
h
a
d
a
r
s
i
n
 

の
語
は
共
通
す
る
。
し
か
も
そ
れ
を
 
p
a
r
a
m
e
s
v
a
r
a

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
故

ll
.
 
1
1
7
,
 
1
2
8
-
1
2
9
に

於
け
る
 
c
e
t
a
n
a
 

も

ま
た
プ

ル
シ
ャ
で
は
な
く
、

イ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
を
指
す
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
從
つ
て

s
K

17
を
否
定
す
る
思
想
を
述
べ
て
い
る

の
で
は

な
い
。
文
鰍
的
に
見
る
限
り
こ
の
よ
う
に
結
論
す
る
こ
と
が
妥
當
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

1
 
但
し

s
K
の

み
は
逆
で
あ
る
。

2
 
s
K
5
7
,
5
8
,
6
3
,
6
9
.

3
 
s
K
は

こ
れ
を
前
述
の
 
d
a
r
s
a
n
a
,
 
k
a
v
a
l
y
a
 
(
S
K
2
1
.
6
8
)
 

の

外
に
 
u
b
a
b
b
o
g
a
.
 
p
r
a
d
h
a
n
a
p
u
r
u
s
a
u
t
a
r
a
 
(
s
k
.
 
3
7
)
 
a
p
a
v
a
r
g
q
a

(s
k
.
 44
)
 
v
i
m
o
k
s
a
 
(
s
k
.
 
5
6
-
5
8
,
 
c
h
.
 
6
3
)
 
な
ど
と
呼
ぶ
。
G
.
 
な

ど

は
ブ
ル
シ

ャ
の
二

つ
の
目
的

を
 
s
a
b
d
a
d
y
u
p
a
l
a
b
d
b
i
 

及
び
 
g
u
n
a
p
u
-

r
u
s
a
t
a
r
o
p
a
l
a
b
d
h
i
 

を
以

つ
て
表
現

す
る
。
(
G
4
2
.
 
p
.
 
4
0
,

5
6
,
 
p
.
 
5
1
.
 
l
l
.
 
1
7
-
1
8
;
 
M
.
 
4
2
.
 
p
.
 
5
9
.
 
k
.
 
1
0
;
 
5
6
.

6
6
.
 
p
.
 
7
9
.
 
l
.
 
2
4
-
p
.
 
8
0
.
 
l
.
 
2
.
 
y
.
 
p
.
1
1
2
.
 
l
.
 
2
4
f
f
.

-
2
6
;
 
p
.
 
1
3
9
.
 
l
l
.
 
2
6
-
2
7
;
 
p
.
 
1
6
4
.
 
l
.
 
七

十
論
も

同

様
。
)
 こ

れ

は
t
K

j

O
に

は
見
出
さ

れ
ず
、

早
期

の
傳
承

に
属
す
る
も

の
で
あ
ら

う

と
推
定
さ
れ
る
。

4
 
s
K

3
1
,
 
4
2
.

5
 
身
髄
を
依
り
所
と
呼

ぶ
例

は
s
.
 
p
.
 
2
7
.
 
l
.
 
1
;
 
p
.
 
4
に

も

あ
り
、

j
や
2
9
.
 
l
.
 
1
6
で

は
 
a
d
b
i
sth
a
t
r
 
が
プ
ル
シ

ャ
の
依
り
所

で

あ

る
、

と
云
う
。

6
 
馬
車

の
喩
は
以
上
と
同
じ
意
味

で
し

ば

し

ば
用

い
ら

れ
、

そ
の
際

の

a
d
h
i
s
t
h
a
t
r
 

に
つ
い
て
も
二
通

り
の
解
繹

が

あ

る

と
見

ら
れ

る
。
k
a
-

t
h
a
 
u
p
.
 
I
I
I
,
 
3
-
4
a
で

は
馬
車
=
身

髄
、
手
綱
=
意
、
馬
=
器

官
、
境
=

封
象

の
同

一
覗
と
並
ん
で
、
御

者
=
統

箆
機

能
、
馬
車

の
所
有
圭
 
(
r
a
t
h
i
n
)

=
ア

ー
ト

マ
ン
と
云
う
。
m
a
i
t
r
.
 
u
p
.
 
I
I
,
 
6
も

同
様

に
し
て
御
者
=
意

と
述

べ
、
H
v
,
 
4
によ
る
と
馬

車

に
乗

る

者
 
(
r
a
t
b
i
t
a
)
 

は
個
我

で
あ

る
。
a
i
t
.
 
a
r
.
 
I
I
.
 
3
.
8
で

も
意

が
御
者
 
(
s
a
m
g
q
r
a
h
r
t
a
)
 

で
あ

つ
て
、

p
r
a
n
a
 
が
こ
れ
に
乗
る
 
(
a
d
h
i
t
i
s
t
h
a
t
i
)
 

と
云

う
。

こ
れ
ら

に
於

い
て

は
馬
車
を
實
際

に
制
す

る
御

者
と
、
馬

車

の
目
的
地

な
ど
を
決
定
す
る
乗

り
手

と
が
旺
別

さ
れ
て
い
る
。
j
.
 
はこ
れ
に
近
い
と
云
え
る
か
も
し
れ
な

い
。

こ
れ

に
反

し
て
 
c
h
a
g
a
l
e
y
a
 
u
p
.
 

(
但

し
 
r
a
w
s
o
n
,

a
n
i
s
h
a
d
,
 
p
.
 
2
1
9
に

よ

る
)
 は

ア

ー
ト

マ
ン
が
行
動

に
騙
り
立

て
る
者

(
p
r
a
c
o
d
a
y
i
t
r
)
 

で
あ

る
と
し
、

別
に
御

者
を
立
て
な
い
。
m
b
7

X
I
I
.

2
1
1
.
 
7
-
8
。

も
個
我
が
 
a
d
h
i
s
t
h
a
t
r
 

で
あ

る
と
の
み
云
う
。

そ

の
限
り

で

-611-



は
こ
れ
ら
は

G
.
 や

m
.
 の
解
繹

と
通
ず
る
。

し
か
し
以
上
の
類
似
か
ら

直
ち
に
直
接
的
關
係

が
あ

つ
た
と
は
言
え
な

い
で
あ
ら
う
。

し
か
し
ま
た

m
b
b
.
 
x
H
v
.
 
5
1
.
 
2
-
5
の

よ
う

に
意
が
御
者
に
し

て
か

つ
 
a
d
b
i
s
t
b
a
t
r

で
あ
つ
て
、
元
素
我

が
こ
れ
に
乗
る
、
と
す
る
例
も
あ
る
。

な
お
因
み
に
、

個
人
存
在
を
車
輪
 
(
c
a
k
r
a
)
 

に
た
と
え
る

こ
と
は
 
r
v
.
 
u
,
 
1
6
4
.
 
2
を

嗜

矢
と
し
、

佛
敏

で
ヴ

ァ
ジ
ラ
ー
尼

の
偶
 
(
s
z
.
 
I
,
 
1
3
5
.
 

雑

阿

含

第
四

五
、
大
二

・
三
二
七
中
、

別
課
雑
阿

含

第

一
二
、

大

二

・
四
五

四

下
、

m
a
b
a
n
i
d
e
s
o
 
4
3
9
)
 

以
來
、
m
i
l
i
d
a
p
a
n
h
a
 
2
8
に

受

け

つ
が

れ
、

a
z
.
 
I
,
 
1
1
1
,
 
K
b
u
d
d
a
k
a
p
a
t
b
a
 
I
X
,
 
1
な

ど
も
参
照
さ
れ
る
。
同
様

の
論
法

の
下
に
 
c
a
r
a
k
a
s
a
m
b
i
t
a
,
 
s
a
r
i
r
a
s
t
h
a
n
a
 
3
.
 
2
0
 
(
c
f
.
 
b
a
s
-

g
u
p
t
a
,
 
H
I
P
,
v
o
l
.
 
1
p
.
 
3
0
8
)
 

に
も
見
出
さ
れ
、
m
b
h
.
 
X
H
V
,
 
4
5
.
 
1

も
同
じ
響
喩

で
あ

る
。

ま
た
車
輪

の
全

て
の
輻
が

一
つ
の
中

心
貼

に
集
中

し
て
い
る
こ
と
は
リ
グ
ヴ

ェ
ー
ダ
以
來
種

々
の
響

喩

に
用

い

ら

れ

て

い

る
。
(
R
V
.
V
.
 
5
8
,
 
5
.
 
x
.
7
8
,
4
 
v
a
a
s
o
n
e
u
i
 
s
a
m
b
i
t
a
 
3
4
,
 
5
な

ど
)

天
地

の
射
峙

は
爾
輪

に
た
と
え
ら

れ
る
。
(
R
V
.
 
I
I
I
.
 
3
5
.
 
2
0
u
s
w
.
)
 

車
輪

の
同
韓
を
世
界

の
推
移

に
た
え

る
こ
と
は
極
く

一
般
的

で
あ
る
。
(
m
b
b
.

x

I
I
.
 
2
1
2
,
 
1
7
;
 
2
1
7
,
 
3
4
.
)
 

な

ど
)
 ま
た
内
面
的

に
 
v
r
t
t
i
-
s
a
m
s
k
a
r
a
-

c
a
k
r
a
 

と
い
う
表
現

も
見

ら
れ
る
。
(
y
b
.
 
H
,
 
5
.
 
p
.
 
1
9
N
.
 
3
.
 
a
s
s
.
)

ジ
ャ
イ
ナ
敏

で
は

一
年
を

一
つ
の
車
輪

に
た

と

え

る
。
(
j
a
c
o
b
i
,
 
s
b
e
.

X
l
v
.
 
p
.
 
1
7
n
)
 

個
我
を
輻

の
尖

端

大
 
(
a
r
a
g
r
a
m
a
t
r
a
,
 
s
v
e
.
 
d
p
.

v
.
 8)
 と
も
云
う
。

そ
の
他
 
b
r
a
b
m
a
c
a
k
r
a
.
 
(
s
v
e
.
 
u
p
.
 
I
,
 
6
;
 
v
H
.

1
)
;
 br
a
b
m
a
c
a
k
k
a
 
(
P
a
l
i
)
;
 
c
a
k
r
a
v
a
r
t
i
n
 

な
ど
 
c
a
k
r
a
 

と
關

係

す
る
表
現
は
非
常

に
多

く
、
c
a
k
r
a
 

は
イ

ン
ド
人
の
極

め
て
好
む
表
象

の

二

つ
と
言
い
得

る
。

7
 

こ
の
關
係

は
G
.
 の
次

の
文

と
比
較

し
得
る

で
あ
ろ
う
。
y
a
t
a
s
 
c
a
c
e
-

t
a
n
a
m
 
c
e
t
a
n
a
m
 
i
v
a
b
h
a
t
i
,
 
a
t
o
 
a
n
y
o
d
h
i
s
t
h
a
t
a
 
p
u
r
u
s
a
 
i
t
a

6
.
 
p
.
 
8
.
 
l
l
.
 
7
-
8
.

8
 

拙

稿

「
マ
ー
ダ

ヴ

ァ

『
全

哲

學

綱

要

』

の

一
考

察
,
 

第

一
四

章

「
サ

ー

ン
キ

ヤ
哲

學

」

の
文
獄

學

的
研

究

」

『
古

代
學

』
X
I
I
2
-
3
號
。

9
 

G
.
 27
と

M
.
 2
7
で
は
 
s
v
a
b
h
a
v
a
 

の
扱

い

方

が
逆

で
あ

る
。
p
r
a
v
r
-

t
t
i
r
 
n
a
 
c
e
t
a
n
a
n
i
y
a
t
a
 
k
i
m
t
u
d
b
u
d
d
h
a

5
7
.
 
p
.
 43
.
 
l
.
 
7
.

10
 

b
h
a
m
t
i
 
I
.
 
4
.
 
3
.
 
p
.
 
2
9
7
.
 
l
l
1
0
-
1
1
な

ど

を

も

参
照
。

サ

ー

ン
キ

ヤ
哲

学

に
於

け

る

プ

ル

シ

ャ
観

の

一
つ

の
問

題
 
(
今

西
)
 

一
六

九
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