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イ
ン
ド
正
統
派
哲
学
の
発
展
に
お
け
る
仏
教
の
影
響

　
　
　

│
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
を
例
と
し
て

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ル
イ
セ
ン
コ

佐
藤
裕
子　

訳

　

初
期
の
イ
ン
ド
学
者
た
ち
の
著
述
の
中
で
、
仏
教
は
バ
ラ
モ

ン
教
か
ら
分
離
独
立
し
た
一
宗
派
で
あ
る
と
か（１
）、
あ
る
い
は
、

純
粋
な
「
実
践
哲
学
」
す
な
わ
ち
倫
理
学
で
あ
る
（
２
）と
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
19
世
紀
初
頭
か
ら
20
世
紀
に
か
け
て
の
最
も
有
名
な

仏
教
学
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
、
リ
ス
・
デ
ヴ
ィ
ズ
夫
妻
、
ガ
イ

ガ
ー
夫
妻
、
Ｈ
（
Ｇ
）・
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
等
は
、
主
と
し
て
パ

ー
リ
仏
典
の
研
究
に
従
事
し
、
ブ
ッ
ダ
の
倫
理
的
な
教
説
を
、

彼
ら
の
言
う
と
こ
ろ
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
「
形
而
上
学
」
に
対
置

し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、〝
仏
教
は
、
仏
教
以
外
の
イ

ン
ド
思
想
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
〞
と
い
う
問
い
が
生

ず
る
に
は
、
以
下
の
こ
と
が
必
要
で
し
た
。

　

第
一
に
は
、
仏
教
固
有
の
哲
学
が
独
自
の
も
の
と
し
て
認
識

さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
仏
教
そ
の
も
の
の
中
で
こ

の
哲
学
が
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
認

識
さ
れ
る
こ
と
で
し
た
。
単
に
倫
理
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
形
而

上
学
・
論
理
学
・
知
識
論
を
も
含
む
十
全
な
哲
学
体
系
を
仏
教

の
中
に
見
出
し
た
最
初
の
西
欧
人
イ
ン
ド
学
者
は
、
ロ
シ
ア
人

学
者
・
フ
ョ
ー
ド
ル
・
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
ヴ
ィ
チ
・
シ
ェ
ル
バ
ツ

コ
ー
イ
で
し
た
。
彼
は
、『
仏
教
論
理
学
』（Buddhist Logic. 

V
ol.1,1932

初
版
）
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
の
様
々
な
哲
学
体
系

│
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ジ
ャ
イ
ナ
教
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
、
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
、

サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
、
ヨ
ー
ガ
学
派
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
、

ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
な
ど

│
に
対
す
る
仏
教
の
影
響
に
つ

い
て
、
体
系
的
な
説
明
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
こ
の
問

題
に
つ
い
て
多
数
の
学
者
が
執
筆
し
て
い
ま
す
が
、
私
の
知
る

限
り
、
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
ー
イ
の
業
績
を
凌
駕
す
る
も
の
は
さ
ほ

ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

論
理
学
・
認
識
論
・
刹
那
滅
論
が
影
響

　

こ
の
報
告
で
私
は
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
に
対
し
て
仏

教
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
か
、
六
世
紀

の
哲
学
者
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
と
、
彼
の
著
作
に
注
釈
を
著

わ
し
た
シ
ュ
リ
ー
ダ
ラ
（
一
○
世
紀
）
を
例
に
し
て
、
考
察
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
古
典
的
な
著
作
『
句
義
法
綱
要

（
パ
ダ
ー
ル
タ
ダ
ル
マ
サ
ン
グ
ラ
ハ
）（３
）』
の
著
者
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー

ダ
が
生
き
た
時
期
は
、
仏
教
と
イ
ン
ド
正
統
派
哲
学
と
の
間
の

論
争
に
よ
っ
て
有
名
な
約
四
百
年
間
の
時
代
の
初
期
で
し
た
。

彼
は
仏
教
徒
た
ち
を
名
指
し
で
論
難
し
て
は
い
ま
せ
ん
し
、
仏

教
徒
の
著
作
家
た
ち
に
直
接
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、彼
の
学
説
の
中
に
見
出
さ
れ
る
以
下
の
特
徴
は
、

仏
教
の
影
響
に
属
す
る
と
見
な
し
う
る
も
の
で
す
。

１
）
論
理
学　

論
証
根
拠
の
三
つ
の
特
質
（
因
の
三
相
）、
正
当

な
論
証
根
拠
（
因
）
と
不
適
当
な
論
証
根
拠
（
似
因
）
に
関

す
る
理
論
。

２
）
認
識
論　

知
覚
の
二
つ
の
相
（
無
分
別
の
直
接
知
覚
と
有
分
別

の
直
接
知
覚
）
と
、同
じ
く
自
分
の
た
め
の
推
論
（
為
自
比
量
）

と
に
関
す
る
理
論
。

３
）
時
間
と
推
移
に
関
す
る
認
識　

あ
ら
ゆ
る
移
行
過
程
の
瞬

間
性
（
仏
教
に
お
け
る
刹
那
滅
論
）。

　

こ
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
可
能
性
の
あ
る
仏
教
思
想
家
と

し
て
、
高
い
確
実
性
を
も
っ
て
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
名
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
蓋
然
性
が
低
い
と
は
い
え
、

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
影
響
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ

う
。
論
理
学
・
認
識
論
の
理
論
が
経
量
部
お
よ
び
瑜
伽
行
派
の

伝
統
に
起
源
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
刹
那
滅
論
の
方
は
説
一
切

有
部
す
な
わ
ち
毘
婆
沙
師
と
称
さ
れ
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
師
が
参

照
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ブ
ロ
ン
ク
ホ
ル
ス
ト
は
、
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〝
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
基
本
方
針
（
彼
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
公

理
」）
は
、
説
一
切
有
部
の
思
想
へ
の
独
自
の
反
応
で
あ
る
〞
と

さ
え
述
べ
て
い
ま
す（４
）。
私
は
こ
の
反
応
を
、
本
質
主
義
的
、
あ

る
い
は
実
体
論
的
な
反
応
と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
の
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
説
と
仏

教
の
説
一
切
有
部
と
の
重
要
な
違
い
は
、
こ
れ
か
ら
示
す
よ
う

に
、
実
体
と
そ
の
属
性
で
あ
る
運
動
そ
の
他
の
性
質
と
の
間
の

存
在
論
的
差
異
を
認
め
る
か
否
か
、
そ
こ
か
ら
、
両
者
の
間
に

基
体
と
属
性
な
い
し
は
実
体
と
性
質（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
用
語
で
、

ダ
ル
ミ
ン
〈
有
法
〉
と
ダ
ル
マ
〈
法
〉）
と
い
う
関
係
性
を
認
め
る
か

否
か
と
い
う
点
に
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。

　

仏
教
に
お
け
る
刹
那
滅
論
と
は
瞬
間
性
に
関
す
る
教
説
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
時
間
の
中
で
存
在
し
て
い
る
も
の
は
、

瞬
間
的
な
現
象
な
い
し
は
微
小
な
事
象
す
な
わ
ち
ダ
ル
マ
の
継

起
へ
と
分
解
さ
れ
ま
す
。
ダ
ル
マ
は
、
自
身
の
出
現
の
す
ぐ
後

に
消
滅
し
、絶
え
間
な
い
変
化
の
流
れ
（
非
恒
常
性
す
な
わ
ち
無
常
）

を
形
成
し
ま
す
。
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
ー
イ
は
、
ク
シ
ャ
ナ
（
刹
那
）

を
「
持
続
の
な
い
瞬
間
」（point-instant

）
と
名
づ
け
ま
し
た
。

概
し
て
言
え
ば
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
、
変
化
な
い
し
無
常
と
は
、

属
性
が
変
化
す
る
こ
と
に
基
づ
く
何
ら
か
の
基
体
の
変
化
で
は

な
く
、
む
し
ろ
、
或
る
も
の
が
別
の
も
の
に
実
際
に
入
れ
替
わ

る
こ
と
な
の
で
す
。
し
か
し
、
無
常
な
い
し
変
化
に
対
し
て
こ

う
し
た
解
釈
を
と
る
が
故
に
、
完
全
な
瞬
間
性
や
瞬
時
性
と
い

う
思
想
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
と
い

う
の
も
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
や
ヨ
ー
ガ
学
派
で
さ
え
、
あ
る
程

度
は
、
こ
の
思
想
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
す
）。
瞬
間
性
の
概
念
に
関

す
る
仏
教
の
独
自
性
は
、
徹
底
的
な
反
実
体
主
義
、
す
な
わ
ち
、

実
体
や
本
質
と
い
っ
た
も
の
が
持
続
的
に
存
続
す
る
と
い
う
こ

と
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
（
こ
う
い
う
わ
け
で
、「
反

本
質
主
義
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
術
語
が
出
て
き
ま
す
）。
こ
の
立

場
は
、
実
体
的
で
持
続
的
な
自
己
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
が
個
人
に
お

い
て
存
在
し
な
い
と
い
う
、
仏
教
的
な
無
我
の
思
想
を
、
外
的

な
現
象
に
拡
張
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

仏
教
徒
に
よ
れ
ば
、
本
質
が
な
く
無
常
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
事
物
の
内
的
本
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
か
の
外

面
的
な
要
因
の
結
果
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、

変
移
性
は
、
事
物
の
本
質
と
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
仏
教
徒

に
よ
れ
ば
、
全
て
の
事
物
は
ダ
ル
マ
の
流
れ
に
還
元
さ
れ
る
の
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で
、
個
々
の
ダ
ル
マ
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
特
殊
性
と
作
用
性

と
に
集
約
さ
れ
ま
す
（
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
よ
れ
ば
、
ダ
ル
マ
と
は

自
ら
の
「
自
相
」〈
自
己
の
特
殊
性
〉
の
担
い
手
で
す
。
ま
た
、彼
は
、「
刹

那
と
は
、
特
殊
性
が
機
能
を
果
た
す
の
に
必
要
な
時
間
で
あ
る（５
）」
と
『
倶

舎
論
』
第
二
章
・
第
四
六
頌
の
注
釈
で
述
べ
て
い
ま
す
）。

　
「
刹
那
と
は
何
か
？
」

　
「
そ
れ
は
、存
在
を
獲
得
す
る
こ
と
（
つ
ま
り
生
起
）
で
あ
る
が
、

そ
の
存
在
は
そ
れ
に
引
き
続
い
て
直
ち
に
消
滅
す
る
と
い
う
特

性
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、刹
那
的
で
あ
る
も
の
と
呼
ば
れ
る
。

ち
ょ
う
ど
、
杖
を
有
す
る
者
の
よ
う
に（６
）。
原
因
が
あ
っ
て
生
じ

た
も
の
は
何
で
あ
れ
、
そ
れ
自
体
の
存
在
を
獲
得
し
た
（
生
起
し

た
）
す
ぐ
後
、
存
続
を
停
止
す
る
。
つ
ま
り
、
生
じ
た
そ
の
と
こ

ろ
で
、
そ
れ
は
滅
す
る
。
他
の
場
所
に
行
く
と
信
じ
る
の
は
正

し
く
な
い
。
そ
れ
故
、
身
体
運
動
は
運
動
で
は
な
い
」（『
倶
舎
論
』

第
四
章
・
第
二
頌
へ
の
注
釈
（
７
））

「
実
体
」
と
「
運
動
」
の
関
係

　

イ
ン
ド
正
統
派
哲
学
の
思
想
家
が
倦
む
こ
と
な
く
刹
那
滅
論

を
批
判
し
続
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
思
想
に
特
徴
的
な
二

つ
の
視
点
は
正
統
派
哲
学
に
痕
跡
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

時
間
・
空
間
を
極
小
の
単
位
へ
と
分
解
す
る
こ
と
と
、
或
る
事

態
か
ら
別
の
事
態
へ
の
推
移
の
不
連
続
性
を
強
調
す
る
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
、
と
り
わ
け
ヨ
ー
ガ
学
派
と
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ

学
派
に
顕
著
で
す
。

　

私
の
考
え
で
は
、
運
動
、
音
の
継
起
、
性
質
の
変
化
（
ピ
ー
ル

パ
ー
カ
ヴ
ァ
ー
ダ
〈
後
述
〉）、
認
知
の
過
程
な
ど
に
関
し
て
瞬
間
性

を
想
定
す
る
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
の
学
説
は
、
多
か
れ
少
な

か
れ
、
刹
那
滅
論
の
影
響
を
示
し
て
い
ま
す
。
認
識
の
過
程
を

極
小
の
単
位
に
分
解
す
る
こ
と
と
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
有
す
る
認

識
機
能
の
瞬
間
性
に
関
し
て
も
、
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
の
学

説
は
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
私
は
深
く
確
信
し
て
お
り

ま
す
が
、
本
稿
で
は
、
物
質
的
な
移
行
過
程
を
主
と
し
て
考
察

し
ま
す
。

　
「
運
動
」か
ら
始
め
ま
す
。
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
に
よ
れ
ば
、

運
動
の
プ
ロ
セ
ス
は
、不
連
続
の
瞬
間
（
刹
那
）
か
ら
な
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
一
つ
の
刹
那
に
お
い
て
、
運
動
す
る
も
の
は
空
間
の

ひ
と
つ
の
点
と
分
離
し
、
他
の
点
と
結
合
し
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
解
釈
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
は
、
明
ら
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か
で
す
。
つ
ま
り
、
運
動
の
ひ
と
つ
の
刹
那
か
ら
他
の
刹
那
へ

の
移
行
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
は
、
こ
こ
で
潜
在
的
形
成
力
（
サ
ン
ス
カ

ー
ラ
）
の
概
念
を
援
用
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、こ
れ
は
、速
力
（
ヴ

ェ
ー
ガ
）
と
い
う
形
式
に
お
い
て
運
動
の
状
態
を
維
持
す
る
可
動

的
実
体
の
能
力
の
こ
と
で
す
。
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
の
こ
の

思
想
は
、
仏
教
に
お
け
る
運
動
の
解
釈
と
、
ど
こ
が
共
通
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
？

　

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
刹
那
性
の
承
認
に
お
い
て
両
者
は

完
全
に
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
両
者
に

お
け
る
刹
那
性
は
、
完
全
に
異
な
っ
た
存
在
論
的
枠
組
み
の
中

に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
で
は
、

運
動
と
は
、
実
体
か
ら
存
在
論
的
に
分
離
し
た
も
の
で
あ
り
、

物
理
的
な
振
動
の
結
果
、
外
側
か
ら
実
体
へ
付
加
さ
れ
た
（
つ
ま

り
、
実
体
の
「
通
常
の
」
状
態
は
静
止
で
す
）
と
考
え
る
の
に
対
し
、

仏
教
徒
に
お
い
て
は
、
事
物
は
刹
那
の
事
象
つ
ま
り
ダ
ル
マ
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
、
事
物
は
そ
の
性
質
に
従
っ
て
動
的

な
も
の
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
に

と
っ
て
運
動
と
は
、
同
一
の
実
体
が
、
空
間
の
中
の
連
続
的
な

点
と
、
次
か
ら
次
へ
と
瞬
間
的
に
結
合
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る

の
に
対
し
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
運
動
と
は
、
動
的
な
事
象
で
あ

る
ダ
ル
マ
の
連
続
で
あ
り
、
ダ
ル
マ
個
々
が
、
空
間
的
・
時
間

的
座
標
の
上
の
固
有
の
点
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
仏
教
徒
に
と
っ
て
は
、
一
つ
の
点
か
ら
他
の
点
へ
の
移
行

を
説
明
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の
意
見

に
従
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
移
行
も
起
き
て
は
い
な
い
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
、
空
間
の
個
々
の
点
に
お
い
て
ダ
ル
マ
は
、
そ
の
次
の

点
に
お
け
る
別
の
ダ
ル
マ
の
発
生
を
促
し
な
が
ら
、
出
現
し
、

そ
し
て
消
滅
し
て
い
き
ま
す
。
運
動
と
は
、
静
止
を
総
合
し
た

結
果
、
知
性
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
幻
想
な
の
で
す
。
ヴ
ァ
ス

バ
ン
ド
ゥ
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。「
運
動
と
い
う

偽
り
の
観
念
が
生
じ
る
の
は
、
空
間
上
の
直
接
の
共
役
点
に
お

い
て
（
後
続
す
る
状
態
が
）
切
れ
目
な
く
産
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
」。
彼
は
、
乾
草
の
燃
焼
を
例
に
挙
げ
ま
す
。
空
間
上
で
接
し

た
点
か
ら
点
へ
と
、
火
が
燃
え
て
い
く
こ
と
は
、
普
通
の
意
味

で
の
運
動
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（『
倶
舎
論
』
第
四
章
・
第
三
頌
へ
の
注

釈（８
））。
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
ー
イ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
存
在
が
、
存
在

し
て
い
る
事
物
へ
付
け
加
え
ら
れ
る
何
か
で
は
な
く
、
そ
の
事
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物
そ
の
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
ま
た
、
無
化
、
消
滅
あ
る

い
は
変
化
が
、
変
化
し
た
り
破
壊
さ
れ
る
事
物
に
加
え
ら
れ
る

何
か
実
在
的
な
も
の
で
は
な
い
の
と
同
様
に
、
運
動
も
ま
た
、

事
物
に
付
け
加
え
ら
れ
る
何
か
で
は
な
く
、
事
物
そ
の
も
の
な

の
で
あ
る
」（Buddhist Logic, V

ol. I, p.98

）。

　

別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
現
に
運
動
し
て

い
る
事
物
を
離
れ
て
運
動
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
す
。
一
方
、

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
に
お
い
て
は
、全
て
は
実
体
（
ド
ラ
ヴ
ィ

ヤ
）に
付
加
さ
れ
る
も
の
で
す
。
運
動（
カ
ル
マ
ン
）だ
け
で
な
く
、

性
質
（
グ
ナ
）、
普
遍
（
サ
ー
マ
ー
ニ
ヤ
）、
特
殊
（
ヴ
ィ
シ
ェ
ー
シ
ャ
）

も
そ
う
で
す
。
こ
う
し
た
も
の
全
て
は
別
個
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
パ

ダ
ー
ル
タ
）
と
見
な
さ
れ
、
実
体
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
存
在
論

的
に
依
存
し
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
運
動
は
、
実
体
と
空
間
の

さ
ま
ざ
ま
な
点
と
が
結
合
し
分
離
す
る
こ
と
へ
と
還
元
さ
れ
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
用
語
法
で
は
、

結
合
（
サ
ン
ヨ
ー
ガ
）
と
分
離
（
ヴ
ィ
バ
ー
ガ
）
は
、
速
力
（
ヴ
ェ

ー
ガ
）と
同
様
、実
体
の
性
質（
グ
ナ
）に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　

音
は
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
が
虚
空
（
ア
ー
カ
ー
シ
ャ
）

の
性
質
と
考
え
て
い
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
実
際
に
は
、
隣

接
す
る
空
間
上
の
点
を
占
有
す
る
、
個
々
の
音
の
「
原
子
」
の

発
生
と
消
滅
と
の
厳
密
に
線
状
の
連
続
で
す
。
つ
ま
り
、
最
初

の
音
は
、（
有
意
味
な
音
節
の
場
合
）
調
音
器
官
の
結
合
と
分
離
に

よ
り
、
あ
る
い
は
、（
単
な
る
音
響
の
場
合
）
例
え
ば
指
揮
棒
や
太

鼓
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
物
体
の
結
合
や
分
離
に
よ
り
、
引
き

起
こ
さ
れ
、
そ
の
次
の
音
は
先
に
生
じ
た
音
に
よ
り
引
き
起
こ

さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
、
不
連
続
の
連
続
体
と
い
っ
た
も
の
が

形
成
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
は
、
静
か
な

池
に
石
を
投
じ
た
時
、
水
面
に
生
じ
る
一
続
き
の
波
に
喩
え
て

い
ま
す
。『
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
・
ス
ー
ト
ラ
』
二
・
二
・
二
九
に

は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。「（
音
は
）
性
質
で
あ
り
、
急
速
に
滅

す
る
点
で
運
動
と
類
似
し
て
い
る
（
９
）（

一
方
、
性
質
と
運
動
は
別
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
〈
パ
ダ
ー
ル
タ
〉
に
属
し
て
い
ま
す
。
筆
者
注
）」

　

し
か
し
、
刹
那
滅
論
と
の
近
似
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
音
の

瞬
間
性
に
関
す
る
認
識
は
、
イ
ン
ド
正
統
派
哲
学
そ
の
も
の
の

伝
統
の
中
に
起
源
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
考

慮
す
べ
き
は
、パ
ー
ニ
ニ
文
法
で
す
。
紀
元
前
二
世
紀
の
時
点
で
、

パ
ー
ニ
ニ
文
法
に
注
釈
を
著
わ
し
た
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
は
、
音
節

の
瞬
間
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「『
発
音
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と
は
消
滅
で
あ
る
』（
と
い
う
法
則
に
従
い
）、
実
際
、
音
節
は
発

音
し
た
後
す
ぐ
に
消
え
る
。
ひ
と
つ
の
音
が
発
音
さ
れ
る
と
、

そ
れ
は
す
ぐ
に
消
え
、他
の
音
が
発
音
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
の
音
は
、

他
の
音
と
一
緒
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い（10
）」。

音
節
が
瞬
間
的

で
あ
る
と
い
う
観
念
を
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
が
、
音
全

般
へ
と
移
行
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で

す
。

変
化
と
は
「
何
が
」
起
滅
し
て
い
る
の
か
？

　

刹
那
滅
論
が
重
要
な
の
は
、
無
常
性
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と

い
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
点
に
あ
り
ま
す
。
す
で
に
指
摘
し

た
よ
う
に
、
仏
教
に
お
い
て
刹
那
滅
論
は
、
不
断
の
変
化
す
な

わ
ち
無
常
性
の
観
念
と
密
接
に
関
係
し
て
い
ま
し
た
。
プ
ラ
シ

ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
は
、〝
原
子
の
有
す
る
性
質
は
原
子
そ
の
も
の
と

同
様
に
永
遠
で
あ
る
〞
と
考
え
た
の
で
、
彼
が
変
化
に
つ
い
て

解
釈
を
述
べ
る
の
は
、
パ
ー
カ
ジ
ャ
（
熟
変
）
と
呼
ば
れ
る
、
特

定
の
種
類
の
性
質
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
だ
け
で
す
（「
パ
ー

カ
ジ
ャ
」
と
は
、
文
字
通
り
に
は
、
燃
焼
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
と
か
、

調
理
に
よ
っ
て
生
じ
る
、と
い
う
意
味
で
す
）。
そ
れ
は
、土
の
元
素（
マ

ハ
ー
ブ
ー
タ
）
の
有
す
る
色
や
味
、
匂
い
、
触
感
な
ど
、
熱
の
運

動
に
よ
っ
て
変
化
す
る
性
質
の
こ
と
で
す
。
こ
の
主
張
は
、
ピ

ー
ル
パ
ー
カ
ヴ
ァ
ー
ダ
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
（
直
訳
す
れ
ば
「
原

子
の
燃
焼
と
い
う
主
張
〈
以
下
、
原
子
焼
成
説
〉」）。
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー

シ
カ
学
派
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
性
質
の
変
化
は
全
体
と
し
て
の

実
体
（
例
え
ば
、
瓶
）
で
は
な
く
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
原
子

に
お
い
て
起
こ
る
の
で
す
。

　

仏
教
徒
と
同
様
に
、
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
に
と
っ
て
も
、

変
化
と
は
、
通
常
の
意
味
で
の
変
化
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
も

の
が
消
滅
し
、
別
の
も
の
が
発
生
す
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

仏
教
が
、
事
象
の
不
可
分
か
つ
最
小
の
単
位
で
あ
る
ダ
ル
マ
の

消
滅
と
出
現
（
お
よ
び
、
そ
の
逆
）
に
つ
い
て
述
べ
る
の
に
対
し
、

プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
は
、
性
質
（
グ
ナ
）
の
消
滅
と
出
現
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
も
し
性
質
の
み
が
変
化

す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
実
体
が
元
通
り
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
に

よ
れ
ば
、
古
い
性
質
の
消
滅
は
、
こ
の
性
質
の
基
体
で
あ
る
実

体
（
ド
ラ
ヴ
ィ
ヤ
）
の
消
滅
に
続
い
て
起
こ
り
ま
す
。

　

プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
は
、
瓶
を
焼
く
こ
と
を
例
と
し
て
挙
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げ
て
い
ま
す
。
こ
の
焙
焼
の
経
過
は
、
以
下
の
よ
う
な
段
階
を

経
て
進
行
し
て
い
き
ま
す
（
こ
こ
で
は
、
主
要
な
局
面
だ
け
を
述
べ

ま
す
）。
火
（
熱
）
の
衝
撃
が
、
瓶
を
構
成
し
て
い
る
個
々
の
原

子
に
運
動
を
引
き
起
こ
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
原
子
の
結
合
（
二
原

子
体
、
三
原
子
体
な
ど
）
が
破
壊
さ
れ
、
瓶
と
い
う
実
体
が
個
々

の
原
子
に
分
解
さ
れ
ま
す
。
次
に
、
こ
れ
ら
個
々
の
原
子
に
火

が
作
用
し
、
こ
れ
ら
の
原
子
の
も
と
も
と
の
色
で
あ
る
暗
色
が

破
壊
さ
れ
、
さ
ら
に
火
が
作
用
す
る
こ
と
で
、
個
々
の
原
子
に

赤
色
と
い
う
新
し
い
性
質
が
生
じ
ま
す
。
そ
の
後
、
瓶
を
作
っ

た
人
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
原
子
と
の
結
合
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の

原
子
の
中
に
新
し
い
運
動
が
生
じ
ま
す
。
こ
の
結
合
は
、
瓶
を

用
い
る
者
の
不
可
見
力
（
ア
ド
リ
シ
ュ
タ
）
に
よ
り
生
じ
ま
す
（
不

可
見
力
と
は
、
行
為
の
不
可
見
の
帰
結
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
業
と
し

て
作
用
す
る
要
素
で
す
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
個
々
ば
ら
ば
ら
だ
っ

た
原
子
は
二
原
子
体
へ
と
結
合
し
、
二
原
子
体
は
三
原
子
体
へ

と
結
合
し
、
三
原
子
体
が
も
と
通
り
の
形
と
大
き
さ
の
瓶
（
11
）を

形

成
し
、
こ
の
再
び
生
じ
た
実
体
に
お
い
て
、
新
し
い
色
な
ど
の

性
質
が
生
じ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
極
め
て
複
雑
で
、（
Ｎ
・
ポ
ッ
タ
ー
の
表
現
を
借
り
れ
ば
）

直
感
に
反
し
た
説
明
は
、
以
下
の
よ
う
な
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ

学
派
の
前
提
を
正
当
化
す
る
た
め
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ

の
前
提
と
は
、
構
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
結
果
（
こ
の
場
合
、
た

と
え
ば
瓶
の
よ
う
な
、
一
ま
と
ま
り
の
も
の
）
に
お
い
て
何
ら
か
の

性
質
が
生
じ
る
の
は
、
そ
の
結
果
を
構
成
す
る
原
因
に
も
対
応

す
る
性
質
が
あ
る
場
合
で
あ
る
（
全
体
が
有
す
る
性
質
は
、
部
分
の

有
す
る
同
類
の
性
質
に
由
来
す
る
）
と
い
う
も
の
で
す
。
ニ
ヤ
ー
ヤ

学
派
の
学
者
た
ち
と
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
学
者
た
ち
の

間
で
は
、
新
し
い
性
質
が
生
じ
る
点
が
い
つ
な
の
か
、
そ
れ
は

全
体
す
な
わ
ち
瓶
と
い
う
実
体
に
お
い
て
な
の
か
、
そ
れ
を
構

成
す
る
原
子
と
い
う
部
分
に
お
い
て
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

関
し
て
論
争
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
は
、

純
粋
に
原
因
の
状
態
に
あ
る
個
別
の
原
子
に
お
い
て
起
こ
る
と

論
じ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
二
原
子
体
や
三
原
子
体
と
い
っ
た

分
子
の
状
態

│
個
別
の
原
子
を
原
因
と
す
る
結
果

│
へ
と

結
合
さ
れ
て
い
な
い
時
点
で
の
原
子
に
お
い
て
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
う
い
う
理
由
か
ら
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
考

え
で
は
、
か
ま
ど
に
入
れ
ら
れ
た
瓶
は
、
原
子
と
い
う
原
初
状

態
に
ま
で
完
全
に
分
解
を
遂
げ
る
の
で
す
。
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
の



73

「東洋学術研究」第47巻第２号

インド正統派哲学の発展における仏教の影響

立
場
か
ら
す
る
と
、
瓶
全
体
は
そ
の
構
造
を
た
も
っ
た
ま
ま
、

つ
ま
り
原
子
が
結
合
し
て
出
来
た
結
果
の
状
態
の
ま
ま
で
、
新

し
い
性
質
が
生
じ
ま
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
彼
ら
の
思
想
は
、

ピ
タ
ラ
パ
ー
カ
ヴ
ァ
ー
ダ
（
瓶
の
燃
焼
と
い
う
主
張
〈
以
下
、
全
体

焼
成
説
〉）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
（
12
）。

　

こ
の
二
つ
の
学
派
は
、（
実
在
論
と
い
う
基
本
的
前
提
を
共
有
し
て

い
る
の
で
）他
の
点
で
は
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
で
す
が
、

こ
の
両
学
派
の
間
の
論
争
は
、
両
者
が
と
も
に
仏
教
徒
に
反
対

し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
複
雑
な
様
相
を
呈
し
ま
し

た
（
13
）。

説
一
切
有
部
の
学
説
に
従
え
ば
、
私
た
ち
に
と
っ
て
同
一

の
事
物
の
変
化
と
見
え
る
も
の
は
、
実
際
は
別
々
の
事
物
の
発

生
・
存
続
・
衰
退
・
消
滅
の
連
続
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
瓶
の

よ
う
な
全
体
は
実
在
し
な
い
の
で
す
。
個
々
別
々
の
ダ
ル
マ
の

発
生
・
存
続
・
衰
退
・
消
滅
と
い
う
事
態
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が

一
続
き
の
「
出
来
事
」
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
も
の

を
私
た
ち
は
一
時
的
・
慣
習
的
に
瓶
と
呼
ん
で
い
る
、
と
い
う

の
で
す
。
説
一
切
有
部
に
お
い
て
、
ダ
ル
マ
の
発
生
・
存
続
・

衰
退
・
消
滅
と
い
う
四
つ
の
局
面
は
、「
有
為
相
」
と
名
付
け
ら

ま
し
た
。
原
因
が
あ
っ
て
生
じ
た
（
作
ら
れ
た
）
事
物
の
有
す
る

特
徴
と
い
う
意
味
で
す
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
仏
教
徒
は

一
般
に
、
性
質
が
実
体
に
依
存
す
る
と
考
え
る
こ
と
を
退
け
ま

し
た
が
、
こ
の
依
存
関
係
は
、
イ
ン
ド
正
統
派
哲
学
の
実
在
論
、

す
な
わ
ち
ニ
ヤ
ー
ヤ
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ

ー
各
学
派
の
基
本
前
提
で
す
。
ま
た
、
同
じ
論
拠
か
ら
、
仏
教

徒
は
、
変
化
の
過
程
を
通
じ
て
実
体
が
同
一
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
も
拒
否
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
徒
の
考
え
で
は
、

次
の
瞬
間
（
刹
那
）
に
起
こ
る
こ
と
は
、
つ
ね
に
、
そ
れ
ま
で
と

は
全
く
違
う
新
た
な
出
来
事
（
ダ
ル
マ
）
な
の
で
す
。

　

仏
教
と
は
違
い
、
実
在
論
の
諸
学
派
に
お
い
て
は
、
実
体
こ

そ
が
、
性
質
の
変
化
が
生
じ
て
も
事
物
の
同
一
性
を
担
う
も
の

で
し
た
。
し
か
し
、
原
子
焼
成
説
に
関
し
て
は
、
未
完
成
の
瓶

と
焼
き
上
げ
ら
れ
た
瓶
と
の
間
で
の
本
当
の
意
味
で
の
同
一
性

と
連
続
性
が
あ
る
の
か
疑
問
が
生
じ
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
二

つ
の
瓶
は
同
一
の
事
物
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

こ
の
点
を
、
ヴ

ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
立
場
に
立
っ
て
検
討
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
原
子
焼
成
説
に
よ
れ
ば
、
焼
き
上
が

る
前
の
瓶
は
熱
（
火
）
の
力
に
よ
っ
て
実
際
に
個
々
別
々
の
原

子
に
分
解
し
、
そ
れ
か
ら
幾
つ
か
の
段
階
を
経
て
、
そ
の
同
じ
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場
所
に
焼
き
上
が
っ
た
瓶
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
古
い
」
瓶
と
「
新
し
い
」
瓶
と
は
現
実
的
に
異
な
っ
た
も
の
で

あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
考
え
は
ヴ
ァ
イ
シ

ェ
ー
シ
カ
学
派
の
学
者
た
ち
も
認
め
る
も
の
で
す
。
彼
ら
は
、

こ
の
二
つ
の
瓶
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
を
述
べ

て
い
る
か
ら
で
す
（
焼
き
上
が
る
前
の
瓶
で
は
液
体
を
保
存
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
焼
き
上
げ
た
瓶
で
は
可
能
で
あ
る
）。
二
つ
の
瓶
は

土
の
原
子
を
共
通
の
基
体
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
両
者
の
連

続
性
は
成
立
し
て
い
る
、
と
反
論
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
焙
焼
の
前
後
で
の
瓶
の
同
一
性
に
関
す
る
確
か
な
証
拠

を
求
め
る
以
上
、
単
に
土
の
原
子
が
共
通
し
て
い
る
と
言
う
だ

け
で
は
目
的
は
達
成
さ
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
？　

仏
教

徒
と
違
い
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
に
と
っ
て
、
全
体
と
は
、

部
分
の
機
械
的
な
総
和
に
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
何
か

だ
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、
物
理
的
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、
焙

焼
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
で
、
瓶
は
同
一
性
を
失
う
の
で
す
。

シ
ュ
リ
ー
ダ
ラ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
焼
き
上
が
る
前
の
瓶
と

焼
き
上
が
っ
た
後
の
瓶
と
を
同
じ
も
の
だ
と
見
な
す
の
は
、
そ

れ
が
極
め
て
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
燃
え
続
け
て
い
る

炎
の
場
合
と
全
く
同
様
で
す
（
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
れ
は
仏
教
徒

が
使
う
例
で
す（14
））。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
焙
焼
前
の
瓶
と
焙
焼
後
の
瓶
と
は
、
同

一
の
事
物
で
は
な
い
に
せ
よ
、
密
接
に
関
係
し
て
い
る
、
と
見

な
す
こ
と
は
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
、
原
因
と
結
果

と
い
う
か
た
ち
で
関
係
し
て
い
る
の
で
す
。
焙
焼
し
た
後
の
瓶

が
、
火
に
く
べ
た
瓶
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
し

た
ら
証
明
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ

は
、
お
気
に
入
り
の
「
打
出
の
小
槌
」（D

eus ex m
achina

）
に

頼
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
業
を
も
た
ら
す
要
因
で
あ
る
「
不
可

見
力
」（
ア
ド
リ
シ
ュ
タ
）
の
概
念
に
で
す
。
そ
れ
は
、
輪
廻
に
お

け
る
人
間
の
運
命
を
規
定
す
る
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
不
可
視
の
潜

在
力
で
す
。
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
に
よ
れ
ば
、
火
に
く
べ
る

前
の
瓶
の
原
子
は
、
瓶
を
作
っ
た
り
瓶
を
使
用
し
た
り
す
る
（
と

考
え
ら
れ
る
）
者
た
ち
の
不
可
見
力
に
よ
っ
て
、
焙
焼
後
の
瓶
へ

と
再
統
合
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
、
不
可
見
力
は
、
使
用

者
の
要
望
を
満
た
す
よ
う
な
瓶
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
情
報
の

保
管
庫
と
で
も
言
っ
た
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、

新
し
い
瓶
を
作
る
た
め
の
原
型
の
よ
う
な
も
の
と
言
っ
て
も
良
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い
で
し
ょ
う
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ

の
思
想
こ
そ
が
、
い
か
に
荒
唐
無
稽
に
見
え
よ
う
と
も
、
焙
焼

す
る
前
の
瓶
と
焙
焼
後
の
瓶
と
の
同
一
性
が
完
全
に
失
わ
れ
る

こ
と
を
避
け
る
た
め
の
も
の
な
の
で
す
。

　

原
子
焼
成
説
が
、
ダ
ル
マ
に
関
す
る
仏
教
の
学
説
と
全
く
同

じ
問
題
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
れ
は
、
人
格
的

同
一
性
の
問
題
で
す
。
仏
教
徒
に
と
っ
て
は
、
輪
廻
転
生
の
過

程
に
お
け
る
個
人
の
同
一
性
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と

で
す
。
仏
教
徒
は
し
ば
し
ば
、
一
つ
の
ラ
ン
プ
か
ら
別
の
ラ
ン

プ
へ
火
を
移
す
こ
と
と
か
、
枯
草
の
中
を
火
が
燃
え
移
っ
て
い

く
こ
と
に
、
輪
廻
を
譬
え
ま
す
。
こ
の
説
明
は
と
も
か
く
も
首

尾
一
貫
し
た
も
の
に
見
え
ま
す
が
、
一
方
、
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ

ー
ダ
の
説
明
は
全
く
も
っ
て
人
工
的
で
有
効
性
を
欠
い
て
い
る

か
に
映
り
ま
す
。
シ
ュ
リ
ー
ダ
ラ
で
す
ら
、
彼
独
自
の
説
明
を

提
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
シ

ュ
リ
ー
ダ
ラ
は
、
瓶
を
複
雑
な
構
造
体
と
し
て
特
徴
づ
け
ま
す
。

そ
れ
は
、
多
因
子
的
な
構
造
体
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
各
要
素
が
同
時
に
他
の
多
く
の
要
素
と
結
び

つ
い
て
い
る
よ
う
な
構
造
体
で
す
。
各
原
子
は
、
様
々
な
分
子

の
一
部
（
二
原
子
体
、
三
原
子
体
な
ど
）
と
な
り
、
た
と
え
ば
一
つ

の
二
原
子
体
が
崩
壊
す
る
と
、
一
種
の
連
鎖
的
な
反
応
を
引
き

起
こ
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
二
原
子
体
を
含
む
三
原
子
体
が

崩
壊
し
、
こ
の
分
子
な
ど
の
性
質
が
崩
壊
し
ま
す
。
こ
の
過
程

の
進
行
と
同
時
に
、
古
い
性
質
の
崩
壊
に
と
も
な
っ
て
、
新
し

い
性
質
が
出
現
し
ま
す
。
こ
う
し
た
次
第
で
、
瓶
は
単
独
の
原

子
に
ま
で
分
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
焙
焼
し
て
い
な

い
部
分
は
焙
焼
し
た
部
分
に
順
次
置
き
換
え
ら
れ
て
い
き
ま
す

が
、
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
の
思
想
と
は
対
照
的
に
、
瓶
そ
の

も
の
が
崩
壊
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
中
の

　
〝
仏
教
的
〞
モ
チ
ー
フ

　

全
体
で
は
な
く
部
分
を
強
調
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
部
分

こ
そ
が
変
化
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
原
子

焼
成
説
と
い
う
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
学
説
に
仏
教
の
影

響
を
想
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
第
一
の
特
徴
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
こ
と

は
全
く
で
き
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、全
体
焼
成
説
に
お
い
て
は
、
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全
体
、
す
な
わ
ち
瓶
そ
の
も
の
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
焙
焼
の

過
程
で
崩
壊
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
問
題
が
仏
教

の
影
響
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
シ
ュ
リ
ー
ダ
ラ

も
、
瓶
が
一
度
崩
壊
す
る
と
い
う
、
直
感
に
反
す
る
こ
の
考
え

を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
言
え
ま
す
。

　

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
学
説
に
仏
教
の
影
響
を
想
定
し

う
る
第
二
の
特
徴
は
、
瓶
の
破
壊
に
関
す
る
典
型
的
に
仏
教
的

な
説
明
で
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
焙
焼
中
、
瓶
の

崩
壊
は
通
常
の
視
覚
で
は
観
察
で
き
な
い
ほ
ど
の
速
さ
で
進
行

す
る
の
で
、
そ
れ
を
目
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
仏

教
徒
も
ま
た
、
ダ
ル
マ
は
刹
那
に
生
滅
す
る
の
で
、
通
常
は
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
、と
述
べ
て
い
ま
す
。
他
の
多
く
の
場
面
で
、

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
学
者
た
ち
は
同
じ
議
論
を
用
い
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
運
動
や
音
の
伝
導
が
本
来
不
連
続
な
も

の
で
あ
る
の
に
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
が
連
続
的
な
も

の
に
見
え
る
こ
と
を
説
明
す
る
場
合
な
ど
で
す
。

　

最
後
に
、
仏
教
の
影
響
を
示
す
第
三
の
特
徴
は
、
継
起
す
る

多
く
の
段
階
な
い
し
局
面
へ
と
焙
焼
を
分
離
す
る
こ
と
で
あ
る
、

と
私
は
思
い
ま
す
。
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
と
ヴ
ィ
ヨ
ー
マ
シ

ヴ
ァ
は
十
の
段
階
に
分
け
、
シ
ュ
リ
ー
ダ
ラ
の
場
合
は
三
十
六

の
段
階
で
す
。
こ
う
し
た
段
階
設
定
の
全
て
に
お
い
て
、
生
起

と
消
滅

│
こ
の
二
つ
は
仏
教
徒
が
「
有
為
相
」（
原
因
が
あ
っ
て

生
じ
た
事
物
の
有
す
る
特
徴
）
の
中
核
と
す
る
も
の
で
す

│
の
瞬

間
が
問
題
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
生
起
と
消
滅
の
過
程
の
中

の
中
間
段
階
が
論
じ
ら
れ
ま
す
。
段
階
が
ど
れ
だ
け
の
数
に
な

る
か
は
、
例
え
ば
、
発
生
と
消
滅
と
い
っ
た
複
数
の
事
象
の
同

時
性
を
認
め
る
か
認
め
な
い
か
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

生
成
変
異
の
過
程
に
段
階
を
確
定
す
る
た
め
、
仏
教
の
ア
ビ

ダ
ル
マ
論
師
た
ち
は
有
為
相
の
問
題
を
論
じ
ま
し
た
。
説
一
切

有
部
に
よ
れ
ば
、
刹
那
と
い
う
瞬
間
に
お
い
て
、
ダ
ル
マ
は
四

つ
の
有
為
相
を
そ
な
え
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
生
起
（
生
）、

存
続
（
住
）、
衰
退
（
異
）、
消
滅
（
滅
、
無
常
）
と
い
う
四
つ
の
特

性
で
す
。
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
は
同
一
の
ダ
ル
マ
の
異
な

っ
た
状
態
で
は
決
し
て
な
く
、
異
な
る
事
象
、
異
な
る
ダ
ル
マ

で
あ
り
、
意
識
と
分
離
し
て
い
る
ダ
ル
マ
（
不
相
応
行
）
で
あ
る

た
め
、
全
て
の
他
の
ダ
ル
マ
に
随
伴
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

同
様
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
ダ
ル
マ
は
一
つ
の
刹

那
に
属
し
て
お
り
、
し
か
も
、
同
時
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
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も
な
く
、
何
ら
か
の
仕
方
で
互
い
に
関
連
し
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
高
度
に
込
み
入
っ
た
問
題
の
詳
細
に
こ
こ
で
は
立
ち
入

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
（
15
）。

か
ろ
う
じ
て
言
え
る
の
は
、
こ
の
説

一
切
有
部
の
学
説
が
経
量
部
の
学
者
た
ち
の
批
判
の
対
象
と
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
、
お
互
い
を
排
除
し
合
う
事
象
が
、
同
時
に
存
在

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
次
か
ら
次
へ
と
生
じ
る
と
想
定

す
る
な
ら
、
そ
れ
は
刹
那
を
四
つ
の
時
点
に
分
割
す
る
こ
と
で

あ
り
、
刹
那
が
単
一
の
瞬
間
で
あ
る
と
い
う
前
提
と
矛
盾
を
来

た
す
、
と
。
経
量
部
の
学
者
た
ち
は
、
譬
喩
師
（
ダ
ー
ル
シ
ュ
タ

ー
ン
テ
ィ
カ
）
と
称
さ
れ
る
学
者
た
ち
と
と
も
に
、〝
消
滅
は
単
独

の
ダ
ル
マ
で
は
な
く
生
起
の
終
止
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、

刹
那
は
ダ
ル
マ
の
生
起
に
帰
着
す
る
〞
と
論
じ
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
経
量
部
の
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
四
つ
の
有
為
相
は
、

実
在
的
な
ダ
ル
マ
で
は
な
く
、
単
に
名
目
上
の
ダ
ル
マ
に
過
ぎ

な
い
の
で
す
。

　

仏
教
徒
お
よ
び
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
学
者
た
ち
両
者

に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
二
つ
の
相
互
排
除
的
な
事
象
、
た

と
え
ば
生
起
と
消
滅
と
が
同
時
に
生
じ
る
こ
と
を
認
め
な
い
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
経
量
部
は
次
の
よ
う
な
公
式
を
作
り
ま
し

た
。「
次
の
時
点
の
ダ
ル
マ
の
生
起
は
、
前
の
時
点
の
ダ
ル
マ
の

消
滅
を
意
味
す
る
」。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
仏
教
の
学
派
の

提
案
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
矛
盾
す
る
事
象
を
扱
う
の
で
は
な
く
、

一
つ
の
事
象
を
扱
え
ば
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

ー
シ
カ
学
派
の
場
合
、
生
起
と
消
滅
と
い
う
「
主
た
る
」
事
象

だ
け
で
な
く
、
い
く
つ
か
の
中
間
段
階
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
生
起
の
開
始
と
か
、
消
滅
の
開
始
な
ど
で
す
。
こ

の
た
め
、あ
る
状
態
の
消
滅
と
、別
の
段
階
の
生
起
の
開
始
と
が
、

同
じ
刹
那
に
同
時
に
起
こ
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
方
策
の
実
例
は
多
数
あ
り
ま
す
が
、
特
に
心
理
的
事

象
に
つ
い
て
の
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
の
教
説
に
顕
著
で
す
。

こ
う
し
た
も
の
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
思
想

の
基
本
原
則
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
は
、
認
知
的
な
現
象
が
有
す
る
瞬

間
性
と
継
起
性
を
、
内
的
な
思
考
器
官
（
マ
ナ
ス
）
の
性
質
に
結

び
つ
け
ま
し
た
。
マ
ナ
ス
は
、
可
動
的
な
微
細
粒
子
で
あ
り
、

一
つ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
感
覚
器
官
（
イ
ン
ド
リ
ヤ
）
か
ら
一
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つ
の
情
報
入
力
だ
け
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
プ
ラ
シ

ャ
ス
タ
パ
ー
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「（『
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

ー
シ
カ
・
ス
ー
ト
ラ
』
三
・
二
・
三
の
）『
内
的
努
力
と
認
識
は
同
時
で

は
な
い
』
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
個
々
の
身
体
に
と
っ
て
マ

ナ
ス
が
単
一
で
あ
る
こ
と
が
確
立
す
る
」（『
句
義
法
綱
要
』

二
・
一
二
）

　

シ
ュ
リ
ー
ダ
ラ
は
、
次
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
ま
す
。「
も
し

マ
ナ
ス
が
多
数
で
あ
る
な
ら
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
複
数
の
マ
ナ
ス

と
の
多
様
な
接
触
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
同
一

人
物
が
同
一
の
時
点
に
多
く
の
知
覚
と
内
的
努
力
を
経
験
す
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
見
出
す
の
は
、
こ
う
し
た

も
の
の
出
現
は
次
か
ら
次
へ
と
起
こ
る
漸
次
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
つ
の
事
物
に
対
す
る
一
つ

の
知
覚
が
あ
る
間
は
、
他
の
も
の
を
知
覚
す
る
こ
と
は
な
い
。

前
の
も
の
を
知
覚
し
な
く
な
っ
た
時
、
次
の
も
の
を
知
覚
す
る
。

同
じ
よ
う
に
、
内
的
努
力
も
次
か
ら
次
へ
と
い
う
仕
方
で
現
わ

れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
内
的
努
力
を
或
る

方
向
へ
向
け
て
い
る
間
は
、
別
の
方
向
へ
内
的
努
力
を
向
け
る

こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
理
由
で
、
マ
ナ
ス
は
（
一
つ
の
身
体
に
）

一
つ
だ
け
あ
る
と
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
一
つ

の
時
点
に
お
い
て
は
、
単
一
の
知
覚
だ
け
が
あ
り
、（
同
じ
く
）

単
一
の
内
的
努
力
だ
け
が
あ
る
。

　

同
一
の
時
点
に
お
い
て
、
複
数
の
知
覚
が
あ
る
よ
う
に
見
え

る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
以
下
の
事
実
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、

松
明
を
回
転
さ
せ
る
と
、
火
の
輪
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
と

同
様
、
複
数
の
知
覚
が
非
常
な
速
さ
で
次
か
ら
次
へ
と
起
こ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
も
同
時
性
は
な
い
。
或

る
器
官
が
生
み
出
す
行
為
が
漸
次
的
に
継
起
し
て
い
く
の
を
見

て
、
同
一
の
器
官
（
マ
ナ
ス
）
が
生
み
出
す
別
の
行
為
も
（
漸
次

的
な
継
起
の
中
で
出
現
す
る
の
で
）
同
じ
能
力
を
有
す
る
と
推
論
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
16
）」

　

こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
シ
ュ
リ
ー
ダ

ラ
が
、
仏
教
徒
が
好
ん
で
用
い
る
例
（
松
明
の
回
転
）
に
言
及
し

て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
心
理
的
過
程
を
描
写

す
る
際
の
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
と
仏
教
徒
と
の
類
似
性
で

す
。
も
ち
ろ
ん
、
前
者
は
、
マ
ナ
ス
が
微
粒
子
で
あ
り
単
一
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
生
活
の
不
連
続
性
を
説
明

し
ま
す
し
、
後
者
は
心
理
的
経
験
の
固
有
の
性
質
に
よ
っ
て
説
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明
す
る
、
と
い
う
違
い
は
あ
り
ま
す
。
こ
の
（
両
者
の
）
現
象
学

的
描
写
の
類
似
性
は
、
物
理
的
な
過
程
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま

り
ま
す
。

　

原
子
焼
成
説
で
提
示
さ
れ
た
物
質
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
戻
る
な

ら
、
注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
熟
変
の
性
質
（
パ
ー
カ
ジ
ャ
・
グ
ナ
）

す
な
わ
ち
熱
に
よ
っ
て
生
じ
る
性
質
を
説
明
す
る
モ
デ
ル
と
し

て
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
と
い
う
点

で
す
。
熟
変
の
性
質
と
は
、
た
と
え
ば
、
溶
け
た
氷
や
雪
、
樹

脂
や
バ
タ
ー
な
ど
に
流
動
性
が
生
じ
る
こ
と
で
す
（
樹
脂
も
バ
タ

ー
も
地
の
元
素
の
一
形
態
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。『
句
義
法
綱
要
』

二
・
一
九
「
液
体
」
の
章
を
参
照
）。

　
『
句
義
法
綱
要
』
一
・
三
「
火
」
の
章
で
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

パ
チ
ャ
ナ
（
暖
め
る
こ
と
、
煮
る
こ
と
）
の
過
程
は
、
物
質
的
な
世

界
に
お
い
て
起
こ
る
だ
け
で
な
く
、
有
機
的
な
生
命
体
に
お
い

て
も
起
こ
り
ま
す
。『
句
義
法
綱
要
』
一
・
一
「
土
」
の
章
へ
の

注
釈
で
、
シ
ュ
リ
ー
ダ
ラ
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
同
じ
図
式
に

し
た
が
っ
て
、
受
胎
お
よ
び
胎
児
の
成
長
の
過
程
を
記
述
し
て

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
父
の
精
子
と
母
の
血
と
の
混
合
、
母
の

体
内
に
あ
る
消
化
に
用
い
ら
れ
る
火
に
よ
る
衝
撃
、
こ
の
（
精
子

と
血
と
の
）
結
合
を
構
成
す
る
原
子
の
諸
性
質
の
崩
壊
、
新
し
い

同
質
的
な
諸
性
質
の
原
子
の
中
へ
の
出
現
、
こ
れ
ら
の
段
階
を

経
て
、
原
子
は
二
原
子
体
・
三
原
子
体
と
な
り
、
胎
児
の
身
体

が
形
成
さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
に
マ
ナ
ス
が
入
り
、
不
可
見
力
が

介
入
し
ま
す
（
こ
の
場
合
、
不
可
見
力
は
業
に
も
と
づ
く
「
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
」
の
よ
う
な
も
の
で
す
）。
消
化
に
用
い
ら
れ
る
火
が
再
度
作

用
し
、
胎
児
は
原
子
に
ま
で
分
解
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
新
し
い

諸
性
質
が
出
現
し
、
新
生
児
の
身
体
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
瓶
を

焼
く
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
火
に
よ
る
衝
撃
の
た
び
に
、
実
体

の
同
一
性
は
破
壊
さ
れ
て
、
構
成
要
素
に
何
ら
か
の
新
し
い
性

質
が
生
み
出
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
結
果
と
し
て
、
新
し
い
性

質
を
有
す
る
新
し
い
実
体
が
出
現
し
ま
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、

焙
焼
す
る
前
の
瓶
と
焙
焼
し
た
後
の
瓶
と
の
場
合
と
同
様
、
胎

児
の
身
体
と
新
生
児
の
身
体
と
は
本
質
的
に
違
う
事
物
な
の
で

す
。

　

パ
ー
カ
ジ
ャ
説
に
は
、
さ
ら
な
る
興
味
深
い
発
展
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
後
期
の
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
の
学
者
た
ち
に
よ
る

も
の
で
す
。『
タ
ル
カ
サ
ン
グ
ラ
ハ
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
ニ
ヤ

ー
ヤ
ボ
ー
デ
ィ
ニ
ー
』（Sugar Press, 1917

版
）
の
著
者
ゴ
ー
ヴ
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ァ
ル
ダ
ナ
を
例
に
取
っ
て
み
ま
し
ょ
う
（
17
）。

ゴ
ー
ヴ
ァ
ル
ダ
ナ
に

よ
れ
ば
、パ
ー
カ
ジ
ャ
に
属
す
る
色
や
味
、匂
い
、温
度
な
ど
は
、

様
々
な
種
類
の
熱
（
火
）
に
よ
っ
て
生
じ
ま
す
。
彼
は
、
様
々

な
種
類
の
マ
ン
ゴ
ー
の
果
実
を
例
に
挙
げ
て
い
ま
す
。
或
る
も

の
は
、
一
抱
え
の
乾
い
た
草
の
下
に
置
け
ば
、
緑
か
ら
黄
色
へ

と
変
色
し
ま
す
が
、
そ
の
酸
味
は
変
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
別
の

種
類
の
も
の
は
、
同
じ
状
況
で
（
酸
味
か
ら
甘
味
へ
）
味
を
変
え

ま
す
が
、
色
は
緑
の
ま
ま
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
色
に
影

響
を
与
え
る
熱
（
パ
ー
カ
）
は
、
味
に
影
響
す
る
熱
と
も
、
香
り

を
生
み
出
す
熱
な
ど
と
も
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
牛
に
食
べ
ら
れ
た
草
の
色
や
味
な
ど
が
牛
乳
へ
と
変
わ

る
際
に
も
、
特
別
な
種
類
の
熱
が
作
用
し
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
草
と
い
う
実
体
は
原
子
へ
と
分
解
し
、
牛
乳

と
い
う
新
し
い
実
体
を
作
り
ま
す
。
牛
乳
が
凝
乳
に
な
り
、
凝

乳
が
バ
タ
ー
に
な
る
時
に
も
、
同
じ
段
取
り
が
繰
り
返
さ
れ
ま

す
。
要
す
る
に
、
瓶
を
焼
く
時
と
同
じ
プ
ロ
セ
ス
で
す
。

　

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
に
よ
れ
ば
、
外
界
の
火
や
体
内
の

火
の
活
動
だ
け
で
な
く
、
世
界
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
太

陽
（
つ
ま
り
天
界
の
火
）
か
ら
来
る
熱
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、或
る
種
の
燃
焼（
パ
ー
カ
）を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
、
瞬
間
瞬
間
、
絶
え
ざ
る
生
起
と
消
滅
と
が
起
こ
っ
て

い
る
の
で
す
。
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
立
場
で
は
、
熟
変

の
性
質
は
必
然
的
に
そ
の
担
い
手
の
崩
壊
を
前
提
し
て
い
る
と

考
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
事
物
の
基
体
そ
の
も
の
が
不
安
定
で

不
連
続
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
し
我
々
が
こ
の
点
に
同
意
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
な
結
論

に
導
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
実
在
論
的
な
学
派
が
描
き
出
す

世
界
は
、
明
ら
か
に
仏
教
的
な
モ
チ
ー
フ
を
示
し
て
い
る
、
と
。

注（
１
）
た
と
え
ば
、Colebrook, H

. T
., O
n the Philosophy of the 

Buddha, M
iscellaneous Essays. V

ol.II, London, 1837.

（
コ
ー
ル
ブ
ル
ッ
ク
「
ブ
ッ
ダ
の
哲
学
に
つ
い
て
」）

（
２
）
た
と
え
ば
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
立
場
が
そ
う
で
す
。

（
３
）
こ
の
論
文
の
中
で
は
、こ
の
著
作
の
二
つ
の
版
を
使
用
し
ま
す
。

『
句
義
法
綱
要
』か
ら
の
引
用
は
下
記
に
依
り
ま
す
。W

ord 
Index to the Pra śastapādabhās. ya. A

 Com
plete 

W
ord Index to the Printed E

ditions of the 
Pra śastapādabhās. ya. Ed. by J. Bronkhorst and Y

ves 
Ram

seier. D
elhi: M

otilal Banarsidass, 1994. 

シ
ュ
リ
ー
ダ
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ラ
の
引
用
は
下
記
に
依
り
ま
す
。Pra śastapādabhās. yam

 
w
ith the Com

m
entary Nyāyakandalī of Śrīdhara. Ed. 

by V
indhyesvan Prasad D

vivedin. India: Śri Satguru 
Publications, 1895

（reprint 1984

）.

（
４
）B

ronkhorst, Johannes «Q
uelques axiom

es du

　
　

 V
ai śes. ika». Les Cahiers de Philosophie 14 

（«L'orient 
de la pensée: philosophies en Inde»

）, 1992: pp.95-110.

（
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ブ
ロ
ン
ク
ホ
ル
ス
ト
「
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学

派
の
幾
つ
か
の
公
理
」）。

（
５
）（
訳
注
）
玄
奘
訳
『
倶
舎
論
』「
一
法
諸
相
用
皆
究
竟
名
一
刹
那
」

（
大
正
二
九
・
二
八
中
六
）。

（
６
）
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
刹
那
的
な
も
の
」
と
い
う

形
容
句
は
ダ
ル
マ
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
「
杖
を
持
つ
人
」
と
い
う
形
容
句
が
苦

行
者
を
意
味
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
７
）（
訳
注
）
玄
奘
訳
『
倶
舎
論
』「
刹
那
何
。
謂
得
体
無
間
滅
。
有

此
刹
那
法
名
有
刹
那
。
如
有
杖
人
為
有
杖
。
諸
有
為
法
纔
得
自

体
。
従
此
無
間
必
滅
帰
無
。
若
此
処
生
即
此
処
滅
。
無
容
従
此

転
至
余
方
。
故
不
可
言
動
名
身
表
。」（
大
正
二
九
・
六
七
下
一

一
〜
一
五
）。

（
８
）（
訳
注
）
玄
奘
訳
『
倶
舎
論
』「
然
於
無
間
異
方
生
中
如
燒
草
焰

行
起
行
增
上
慢
」（
大
正
二
九
・
六
八
上
二
八
〜
二
九
）。

（
９
）『
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
・
ス
ー
ト
ラ
』
の
引
用
は
下
記
に
よ
る
。

Vai śes. ika Sūtras of Kan. āda w
ith the Com

m
entary of 

Candrānanda. Ed. by M
uni Śrī Jam

buvijayaji. GO
S 

136. Baroda: O
riental Institute, 1961.

（
10
）Ruegg, D

avid Seyfort, Contributions à l'histoire de la 
philosophie linguistique indienne. Paris: Boccard, 1959: 
p.52.

（
ダ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
セ
イ
フ
ォ
ー
ル
・
ル
エ
ッ
グ
『
イ
ン

ド
言
語
哲
学
の
歴
史
の
た
め
に
』）

（
11
）
シ
ュ
リ
ー
ダ
ラ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
焼
く
前
の
瓶
を
構
成
し

て
い
る
原
子
と
同
じ
数
の
原
子
が
、
焼
き
上
が
っ
た
瓶
を
構

成
し
て
い
る
の
で
、
後
者
の
大
き
さ
と
原
子
の
数
は
前
者
の

そ
れ
と
等
し
い
の
で
す
（Pra śastapādabhās. yam

 w
ith the 

Com
m
entary N

yāyakandalī of Śrīdhara. E
d. by 

V
indhyesvan Prasad D

vivedin. India: Śri Satguru 
Publications, 1895 （reprint 1984

）: p. 109

）。

（
12
）
こ
の
問
題
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。Bhaduri 

S., Studies in N
yāya-V

ai śes. ika M
etaphysics. 

B
handankar O

riental R
esearch Institute, 1947: 

pp.90-102.

（
バ
ド
ゥ
リ
『
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
形

而
上
学
の
研
究
』）。

（
13
）『
倶
舎
論
』
第
四
章
・
第
三
頌
の
散
文
部
分
で
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド

ゥ
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
学
者
た
ち
を
直
接
論
難
し
て

い
ま
す
。
下
記
を
参
照
。von Rospatt, A

., The Buddhism
 

Doctrine of M
om
entariness. A

 Survey of the Origins 
and Early Phase of this Doctrine up to Vasubandhu. 
Franz Steiner V

erlag, Stuttgart. 1995: pp.183-185.

（
フ

ォ
ン
・
ロ
ス
パ
ッ
ト
『
仏
教
の
刹
那
滅
説

│
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド

ゥ
に
い
た
る
ま
で
の
、
こ
の
説
の
起
源
と
初
期
の
様
相
』）。 

し
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か
し
、
こ
の
論
難
は
、
我
々
が
論
じ
て
い
る
瓶
の
同
一
性
の
問

題
に
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。

（ 
14
）Pra śastapādabhās. yam

 w
ith the C

om
m
entary 

Nyāyakandalī of Śrīdhara: p.109. 
（
15
）
有
為
相
の
分
析
に
関
し
て
は
、
下
記
参
照
。von Rospatt, A

., 
The Buddhism

 Doctrine of M
om
entariness: pp.41-65.

（ 

16
）Pra śastapādabhās. yam

 w
ith the C

om
m
entary 

Nyāyakandalī of Śrīdhara: p.92.

（
17
）
彼
の
学
説
に
つ
い
て
の
私
の
説
明
は
、
以
下
の
著
作
に
も
と
づ

き
ま
す
。S. D

asgupta, Natural Sciences of the A
ncient 

H
indus. Ed. by D

ebiprasad Chattopadhyaya. Indian 
C
ouncil of P

hilosophical R
esearch. M

otilal 
Banarsidass,1987: pp. 12-13.

（
Ｓ
・
ダ
ス
グ
プ
タ
『
古
代
イ

ン
ド
の
自
然
科
学
』）

（
Ｖ
・
Ｇ
・
ル
イ
セ
ン
コ
／
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
哲
学
研
究
所

主
任
研
究
員
）

（
訳
・
さ
と
う　

ゆ
う
こ
／
東
洋
哲
学
研
究
所
委
嘱
研
究
員
）


