
仏教におけるダルマ（法）の意味
　
　

１
．
は
じ
め
に

　

仏
典
の
漢
訳
者
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
ダ
ル
マ
」（dharm

a

パ
ー
リ
語
「
ダ
ン
マ
」dham

m
a

）
を
「
達
磨
」「
曇
摩
」
な

ど
と
音
写
す
る
以
外
は
、
原
則
と
し
て
常
に
「
法
」
と
訳
し
て
き
た
。
ダ
ル
マ
は
多
義
の
あ
る
語
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
多
義
を

含
む
語
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
、
文
脈
に
応
じ
て
訳
し
分
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ダ
ル
マ
が
仏
教
の
最
も
中
心
的
な
観
念
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
贅
言
を
要
し
な
い
。
近
代
の
著
名
な
仏
教
学
者
の
中
で
ダ
ル
マ

に
言
及
し
て
い
な
い
方
は
恐
ら
く
一
人
も
い
な
い
で
あ
ろ
う（

（
（

。
現
在
、
各
種
の
仏
教
辞
典
に
載
っ
て
い
る
意
味
の
説
明
が
学
説
と
し

て
定
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
実
は
肝
心
な
語
義
の
解
釈
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。

　

本
稿
の
主
眼
は
ダ
ル
マ
の
語
義
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
従
来
の
学
説
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

問
題
の
所
在
は
た
だ
一
点
、
ダ
ル
マ
は
「
保
つ
も
の
」
か
、
そ
れ
と
も
「
保
た
れ
る
も
の
」
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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現代密教　第22号
　

一
般
的
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
名
詞
は
何
ら
か
の
動
詞
の
語
根
に
由
来
し
、
そ
の
語
が
能
動
的
な
意
味
を
持
つ
か
受
動
的
な
意

味
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
語
形
や
用
例
か
ら
容
易
に
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
語
が
能
動
的
な
意
味
を
持
ち
、
な

お
か
つ
受
動
的
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
通
常
あ
り
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
こ
の
ダ
ル
マ
と
い
う
語
に
限
っ
て
、
語
源

に
照
ら
し
て
能
動
的
な
意
味
で
も
受
動
的
な
意
味
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
の
で
あ
る（

2
（

。
た
だ
し
、
そ
れ
は
後
述
す
る
よ

う
に
、
き
わ
め
て
特
殊
な
用
例
に
限
ら
れ
、
い
つ
い
か
な
る
場
合
で
も
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

ダ
ル
マ
の
語
根
（√dhr
4

）
の
意
味
は
「
保
つ
」（
あ
る
い
は
「
保
持
す
る
」「
保
有
す
る
」「
支
え
る
」
等
）
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
し
て
、
ダ
ル
マ
の
語
源
的
な
意
味
は
「
保
つ
も
の
」
か
、
そ
れ
と
も
「
保
た
れ
る
も
の
」
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、
こ
れ
は
一
見
こ
の
ど
こ
が
問
題
な
の
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
単
純
な
設
問
で
あ
る
。

　

ダ
ル
マ
に
は
確
か
に
多
く
の
意
味
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
意
味
は
、
ど
れ
も
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
何
か
を
「
保
つ
も
の
」

か
、
そ
れ
と
も
何
か
に
よ
っ
て
「
保
た
れ
る
も
の
」
か
、
こ
の
い
ず
れ
か
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
も
し
「
保
つ
も
の
」
な

ら
ば
、
何
を
保
つ
の
か
。
ま
た
、
も
し
「
保
た
れ
る
も
の
」
な
ら
ば
、
何
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
の
か
。
問
題
は
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な

の
だ
が
、
こ
の
答
え
は
意
外
と
錯
綜
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

２
．
ダ
ル
マ
が
保
つ
も
の
と
は
何
か

　

岩
波
『
仏
教
辞
典
』（
第
二
版（

（
（

）
に
お
け
る
「
法
」
の
説
明
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

dharm
a

（
ダ
ル
マ
、
達
磨
）
は
〈
保
つ
〉（√dhr

4

）
と
い
う
語
根
か
ら
成
立
し
た
言
葉
で
、〈
同
じ
性
格
を
保
つ
も
の
〉〈
法
則
〉

〈
行
為
の
規
範
〉
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
こ
の
語
が
仏
教
に
採
用
さ
れ
て
重
用
さ
れ
、
種
々
の
意
味
に
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
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仏教におけるダルマ（法）の意味

を
整
理
す
る
と
、（
１
）
法
則
、
正
義
、
規
範
、（
２
）
仏
陀
の
教
法
、（
３
）
徳
、
属
性
、（
４
）
因
、（
５
）
事
物
お
よ
び
そ

の
構
成
要
素
、
の
五
種
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
仏
陀
の
教
法
と
、
事
物
（
構
成
要
素
）
と
を
〈
法
〉
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
独

自
の
用
法
で
あ
り
、
こ
こ
に
仏
教
の
特
色
が
示
さ
れ
る
。（
後
略
）

　

個
々
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
、
ダ
ル
マ
は
「
保
つ
」
と
い
う
意
味
の
語
根
（√dhr

4

）
か
ら
成
立
し

た
言
葉
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、「
同
じ
性
格
を
保
つ
も
の
」
と
い
う
語
義
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。「
法
則
」「
行
為
の
規
範
」
と
い

う
の
は
、
そ
の
派
生
的
な
意
味
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
五
種
挙
げ
ら
れ
て
い
る
意
味（

（
（

は
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
辞
典
の
編
者
は
、
ダ
ル
マ
の
語
源
は
「
保
つ
も
の
」
と
み
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、「
法
則
」
や
「
行
為
の
規
範
」
や
「
仏

陀
の
教
え
」
等
々
は
、
何
か
を
「
保
つ
も
の
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
辞
典
は
「
同
じ
性
格
を
保
つ
」
と
い
う
語
源

解
釈
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
不
可
解
な
解
釈
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
ず
、「
同
じ
性
格
」
と
い
う
の
は
、

語
根
に
は
な
い
意
味
で
あ
る
。
次
に
、
ダ
ル
マ
が
「
法
則
」
や
「
行
為
の
規
範
」
や
「
仏
陀
の
教
え
」
等
々
を
意
味
す
る
の
は
、
そ

れ
が
「
同
じ
性
格
を
保
つ
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
言
っ
て
分
か
る
人
が
果
た
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

中
村
元
博
士
の
『
広
説
佛
教
語
大
辞
典（

（
（

』
は
、「
法
（dharm

a

）
は√dhr

4

に
由
来
し
、『
た
も
つ
も
の
』、
特
に
『
人
間
の
行
為

を
た
も
つ
も
の
』
が
原
意
と
さ
れ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ダ
ル
マ
が
保
つ
の
は
「
人
間
の
行
為
」
で
あ
る
。
同
じ
編

者
の
辞
典
で
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
か
解
釈
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
と
も
か
く
こ
こ
で
も
単
に
「
保
つ
」
を
意
味
す
る
語
根
か
ら
、
ど

う
し
て
「
人
間
の
行
為
を
保
つ
も
の
」
と
い
う
語
義
を
引
き
出
し
え
た
の
か
、な
ぜ
そ
れ
が
「
原
意
」
と
言
え
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

　

平
川
彰
博
士
は
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
法
の
意
味
」
と
い
う
論
文（

（
（

に
お
い
て
、「
ダ
ル
マ
は
イ
ン
ド
で
は
ヴ
ェ
ー
ダ
以
来
用
い
ら

れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
はdhr

4

（
保
つ
、
支
持
す
る
）
と
い
う
語
根
か
ら
出
来
た
名
詞
で
あ
る
」
と
語
源
の
説
明
を
し
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現代密教　第22号

た
あ
と
で
、「
し
た
が
っ
て
語
義
と
し
て
『
保
つ
も
の
』
と
い
う
意
味
が
あ
る
」
と
述
べ
、「
こ
の
点
か
ら
『
法
則
・
規
範
』
と
い
う

意
味
に
用
い
ら
れ
、
特
に
人
間
の
行
為
を
保
つ
も
の
、
行
為
の
規
範
、
古
く
か
ら
の
慣
例
の
意
味
で
、
イ
ン
ド
で
は
古
く
か
ら
用
い

ら
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
中
村
博
士
の
「
人
間
の
行
為
を
保
つ
も
の
」
と
い
う
解
釈
を
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
現

代
の
学
者
は
ほ
ぼ
一
様
に
こ
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
い
る（

7
（

が
、
こ
の
淵
源
を
辿
る
と
、
中
村
博
士
が
昭
和
十
三
年
に
発
表
さ
れ
た
ダ

ル
マ
に
関
す
る
論
文
に
帰
着
す
る
。
そ
の
中
で
中
村
博
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

ダ
ル
マ
は
「
た
も
つ
」「
支
持
す
る
」「
担
う
」
と
い
う
意
味
の
語
根
か
ら
造
ら
れ
た
語
で
あ
る
が
、
一
般
に_m

an

と
い
う
接

尾
辞
（suffix

）
を
附
し
て
形
成
さ
れ
た
名
詞
は
、
は
た
ら
き
の
主
体
を
示
す
名
詞
（action noun

）
で
あ
る
。
だ
か
ら

dharm
a

の
原
義
は
「
た
も
た
れ
る
も
の
」
で
は
な
く
て
、「
た
も
つ
も
の
」
で
あ
る
。
一
層
明
瞭
に
い
え
ば
、「
人
間
の
行
為

を
た
も
つ
も
の
」
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
規
範
と
な
っ
て
人
間
の
行
為
を
た
も
つ
も
の
」
な
の
で
あ
る（

8
（

。

　

同
論
文
の
脚
注
の
中
で
も
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

dharm
a

はdhr

4

と
い
う
語
根
にm

a

と
い
う
接
尾
辞
が
付
加
さ
れ
て
出
来
た
語
で
あ
り
、agent-noun

で
あ
る
（W

hitney: 

Sanskrit Gram
m

ar, p. （（7, 

§（（（（.

）。
故
に
、
あ
る
も
の
が
ダ
ル
マ
を
た
も
つ
の
で
は
な
く
、
ダ
ル
マ
が
あ
る
も
の
を
た

も
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ダ
ル
マ
は
「
た
も
つ
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
た
も
た
れ
る
も
の
」
で
は
な
い（

9
（

。

　

こ
の
よ
う
に
中
村
博
士
に
よ
っ
て
明
確
に
、
ダ
ル
マ
は
「
保
つ
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
保
た
れ
る
も
の
」
で
は
な
い
、
と
断
言
さ

― （0 ―



仏教におけるダルマ（法）の意味

れ
て
以
来
、
ダ
ル
マ
は
「
保
つ
も
の
」
と
い
う
の
が
斯
界
の
定
説
と
な
っ
た（

（（
（

。
で
は
、
何
を
保
つ
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
中

村
博
士
は
「
規
範
と
な
っ
て
人
間
の
行
為
を
保
つ
も
の
」
と
解
釈
さ
れ
た
。
中
村
博
士
は
ま
た
同
論
文
の
中
で
、「
ダ
ル
マ
は
、
人

倫
を
実
現
す
る
よ
う
に
人
間
を
た
も
つ
も
の
で
あ
る（

（（
（

」
と
も
述
べ
て
い
る
。
ダ
ル
マ
は
と
も
か
く
も
「
保
つ
も
の
」
で
あ
り
、
何
を

保
つ
か
と
い
う
と
、「
人
間
の
行
為
」
も
し
く
は
「
人
間
」
を
保
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ダ
ル
マ
は
確
か
に
「
規
範
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
で
は
、
規
範
は
「
保
つ
も
の
」
か
、
そ
れ
と
も
「
保
た

れ
る
も
の
」
か
と
、
改
め
て
問
え
ば
、
ど
ち
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

例
え
ば
不
殺
生
と
い
う
規
範
が
あ
る
。
こ
れ
は
何
か
を
「
保
つ
も
の
」
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。「
不
殺
生
と
い
う
規
範
は
人
の

行
為
を
保
つ
」
あ
る
い
は
「
不
殺
生
と
い
う
規
範
は
人
を
保
つ
」
と
い
う
文
言
は
可
能
で
は
あ
る
。
中
村
博
士
は
一
貫
し
て
そ
の
よ

う
に
解
釈
し
て
き
た
の
だ
が
、「
不
殺
生
と
い
う
規
範
は
人
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
む

し
ろ
、「
不
殺
生
と
い
う
規
範
は
人
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
（
べ
き
で
あ
る
）」、
す
な
わ
ち
「
人
は
不
殺
生
と
い
う
規
範
を
守
る
（
べ

き
で
あ
る
）」、あ
る
い
は
さ
ら
に
「
人
は
不
殺
生
戒
を
保
つ
（
べ
き
で
あ
る
）」
と
言
う
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

人
間
が
ダ
ル
マ
を
保
つ
の
で
あ
り
、
ダ
ル
マ
が
人
間
を
保
つ
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ダ
ル
マ
の
語
根
に
は
「
保
有
す
る
」「
保
持
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
語
義
と
し
て
は
、「
保
つ
」
も
「
保
有
す
る
」
も
「
保

持
す
る
」
も
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、「
不
殺
生
と
い
う
規
範
は
人
間
の
行
為
を
保
つ
」
と
い
う
言
い
方
は
あ
る
と
し
て
も
、「
不

殺
生
と
い
う
規
範
は
人
間
の
行
為
を
保
有
す
る
」
と
い
う
言
い
方
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、「
保
つ
」
と
い
う
言
葉
を
こ
の
よ
う
に
日
本
語
で
考
え
て
い
る
限
り
、
こ
う
い
う
言
い
方
も
あ
る
と
か
な
い
と
い
う
話

で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
、
イ
ン
ド
人
が
考
え
て
い
た
「
保
つ
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

― （（ ―



現代密教　第22号
　
　

３
．
ダ
ル
マ
の
原
義
の
検
討

　

中
村
博
士
は
、「
一
般
に_m

an

と
い
う
接
尾
辞（suffix

）を
附
し
て
形
成
さ
れ
た
名
詞
は
、は
た
ら
き
の
主
体
を
示
す
名
詞（action 

noun

）
で
あ
る
。
だ
か
らdharm

a

の
原
義
は
『
た
も
た
れ
る
も
の
』
で
は
な
く
て
、『
た
も
つ
も
の
』
で
あ
る
」
と
断
定
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、m

an
と
い
う
接
尾
辞
が
つ
く
語（

（（
（

の
す
べ
て
が
「
は
た
ら
き
の
主
体
を
示
す
語
」
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

確
か
に
、
は
っ
き
り
と
「
は
た
ら
き
の
主
体
を
示
す
」
名
詞
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
蔽
う
」
を
意
味
す
る
語
根
（√vr

4

）
に
由
来
す

るvarm
an

と
い
う
名
詞
は
「
鎧
」
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
身
体
を
蔽
う
と
い
う
は
た
ら
き
の
主
体
で
あ
る
か
ら
、「
蔽

う
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
蔽
わ
れ
る
も
の
」
で
は
な
い
。「
蔽
わ
れ
る
も
の
」
は
人
も
し
く
は
人
の
体
で
あ
る
。

　

で
は
、「
為
す
」
を
意
味
す
る
語
根
（√kr

4

）
に
由
来
す
るkarm

an

と
い
う
語
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
名
詞
は
「
行

為
（
業
）」
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
為
す
は
た
ら
き
の
主
体
を
示
す
「
為
す
も
の
」
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
「
為
さ
れ
る
も
の
」

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
為
す
は
た
ら
き
の
主
体
は
人
で
あ
ろ
う
。
行
為
の
主
体
で
あ
る
人
は
、karm

in

も
し
く
はkartr

4

と

呼
ば
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、karm

an

（
カ
ル
マ
、
例
え
ば
善
業
と
か
悪
業
）
は
、「
為
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
為
す
も
の
」

で
は
な
い
。

　

中
村
博
士
が
依
拠
し
た
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
の
『
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
文
法
』（Sanskrit Gram

m
ar

）
に
あ
るaction noun

と
は
、

動
作
と
か
出
生
と
か
保
持
の
よ
う
な
行
為
、
も
し
く
は
な
ん
ら
か
の
は
た
ら
き
が
な
さ
れ
て
い
る
状
態
を
さ
す
名
詞
と
い
う
意
味
で

あ
っ
て
、
必
ず
し
も
「
は
た
ら
き
の
主
体
」
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
し
ダ
ル
マ
が
カ
ル
マ
と
同
類
の
語
で
あ
る
と
し

た
ら
、
ダ
ル
マ
は
「
保
た
れ
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
保
つ
も
の
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

― （2 ―
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４
．
保
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か

　

こ
こ
で
「
保
つ
」（
あ
る
い
は
「
保
持
す
る
」「
保
有
す
る
」「
支
え
る
」
等
）
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と

い
う
言
語
に
お
け
る
思
惟
方
法
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

日
本
語
の
「
保
つ
」
と
い
う
言
葉
は
、「
手
（
た
）
持
つ
の
意
」（『
日
本
語
大
辞
典
』）
で
、「
手
に
持
つ
」「
所
持
す
る
」「
携
帯

す
る
」
等
を
意
味
す
る
が
、
一
般
的
に
は
「
対
面
を
保
つ
」「
若
さ
を
保
つ
」「
美
容
を
保
つ
」「
命
を
保
つ
」「
伝
統
を
保
つ
」「
部

屋
の
温
度
を
保
つ
」「
車
の
速
度
を
保
つ
」
等
々
の
言
い
方
で
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
い
ず
れ
も
あ
る
状
態
を
変
え
な
い
で
、

そ
れ
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
維
持
す
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
維
持
し
続
け
る
意
思
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
日
本
語
の
場
合
、「
保
つ
も
の
」
と
「
保
た
れ
る
も
の
」
と
の
関
係
は
種
々
様
々
で
あ
る
し
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
必
ず

し
も
す
べ
て
「
保
有
す
る
」「
支
え
る
」
な
ど
と
い
う
言
葉
で
置
き
換
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ダ
ル
マ
の
語
根
の
概
念
に
は
、
日
本
語
の
よ
う
な
情
緒
的
な
意
味
合
い
は
一
切
な
い
。
あ
る
状
態
が
損
な

わ
れ
な
い
よ
う
に
維
持
す
る
こ
と
と
か
、
維
持
し
続
け
る
意
思
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
あ
る
明
確
な
構
造
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
保
つ
も
の
」
と
「
保

た
れ
る
も
の
」
と
の
二
項
の
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
必
ず
何
ら
か
の
土
台

と
な
る
も
の
（
Ｙ
）
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
何
か
別
の
も
の
（
Ｘ
）
が
載
っ
て
い
る
と
い
う
構
図

で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
図
示
す
る
と
、〈
図
Ⅰ
〉
の
よ
う
に
な
る
。

　

Ｙ
が
「
保
つ
も
の
」
で
あ
り
、
Ｘ
が
「
保
た
れ
る
も
の
」
で
あ
る
。
両
者
を
結
ぶ
線
は
、「
Ｙ

が
Ｘ
を
保
つ
関
係
」
を
表
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
机
の
上
に
本
が
あ
る
と
し
よ
う
。
こ
の
関
係
を

ダルマ

〈図Ⅲ〉

ダルミン

本

〈図Ⅱ〉

机

（本）

（机）

X

〈図Ⅰ〉

Y
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図
示
す
る
と
、〈
図
Ⅱ
〉
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
構
図
を
さ
し
て
、
日
本
語
で
表
現
す
る
と
、
机
と

い
う
場
所
な
い
し
は
土
台
に
本
が
載
っ
て
い
る
、
机
は
本
を
保
っ
て
い
る
、
支
え
て
い
る
、
担
っ
て

い
る
、
保
有
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
保
つ
」
を
意
味
す
る
語
根
（√dhr

4

）
は
こ
の

関
係
を
示
し
て
い
る
。

　

で
は
、
ダ
ル
マ
は
机
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
本
で
あ
ろ
う
か
。
机
は
「
保
つ
も
の
」
で
あ
り
、

本
は
「
保
た
れ
る
も
の
」
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
は
ど
ち
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
ダ
ル
マ
は
「
保
つ
も
の
」

な
の
か
、「
保
た
れ
る
も
の
」
な
の
か
。

　

問
題
を
こ
の
よ
う
に
明
確
化
し
た
場
合
、
ダ
ル
マ
は
、
議
論
の
余
地
な
く
、「
保
た
れ
る
も
の
」

で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
、
イ
ン
ド
論
理
学
の
用
語
法
で
は
、「
本
は
机
の
ダ
ル
マ
で
あ
る
」、
そ
し
て
「
机
は
本

の
ダ
ル
ミ
ン
（dharm

in

）
で
あ
る
」〈
図
Ⅲ
〉
と
言
う
。「
保
つ
も
の
」
に
関
し
て
は
、「
ダ
ル
マ

を
保
つ
も
の
」
と
い
う
意
味
の
「
ダ
ル
ミ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
ダ
ル
マ
が
「
保
つ

も
の
」
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

５
．
イ
ン
ド
論
理
学
に
お
け
る
ダ
ル
マ

　

イ
ン
ド
論
理
学
に
お
け
る
典
型
的
な
論
証
式
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
あ
の
山
に
火
が
あ
る
。

ダルマ

〈図Ⅲ〉

ダルミン

本

〈図Ⅱ〉

机

（本）

（机）

X

〈図Ⅰ〉

Y

― （（ ―
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二
、
煙
が
あ
る
か
ら
。

三
、
煙
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
火
が
あ
る
。
か
ま
ど
の
よ
う
に
。

四
、
同
様
に
あ
の
山
に
も
そ
の
よ
う
な
煙
が
あ
る
。

五
、
だ
か
ら
、
あ
の
山
に
は
火
が
あ
る
。

　

推
論
と
し
て
は
三
番
目
の
命
題
で
決
着
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
三
番
目
ま
で
の
論
証
式
を
「
三
支
作
法
」
と
い
い
、
四
番
目
と
五

番
目
を
加
え
た
も
の
を
、
実
際
的
な
議
論
の
範
型
と
し
て
「
五
支
作
法
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
す
べ
て
の
命
題
に
お
い
て
「
Ｙ
が
Ｘ
を
保
つ
関
係
」
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
ン
ド

論
理
学
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
例
題
の
論
証
式
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
Ｙ
が
Ｘ
を
保
つ
関
係
」
が
成
立
し
て
い
る
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
系
統
の
論
理
学
、い
わ
ゆ
る
西
洋
の
形
式
論
理
学
に
お
け
る
命
題
は
、「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、「
主

辞
（
Ａ
）」
と
「
賓
辞
（
Ｂ
）」
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
論
理
学
の
命
題
は
「
Ｘ
が
Ｙ
に
あ
る
」（「
Ｙ
に
Ｘ

が
あ
る
」
と
述
べ
て
も
同
じ
）
と
い
う
よ
う
に
、「
保
た
れ
る
も
の
」
と
「
保
つ
も
の
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
の
文
章
に
も
「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
形
式
は
あ
り
、
い
つ
も
「
Ｘ
が
Ｙ
に
あ
る
」
と
表
現
す
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
イ
ン
ド
論
理
学
は
常
に
「
Ｘ
が
Ｙ
に
あ
る
」
と
い
う
文
章
構
造
を
前
提
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
人
の
思
惟
の
構
造
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
文
法
に
反
映
し
、
結
果
的
に
論

理
学
に
結
実
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

先
の
五
支
作
法
な
い
し
は
三
支
作
法
と
西
洋
の
三
段
論
法
と
比
べ
て
も
、
両
者
は
一
見
類
似
し
た
関
係
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
ま
で

多
く
の
学
者
は
西
洋
の
論
理
学
や
哲
学
の
用
語
で
イ
ン
ド
の
論
理
学
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
中
村
博
士
は
前
掲
書
で
次
の
よ

― （（ ―
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う
に
述
べ
て
い
た
が
、
一
見
ど
ん
な
に
類
似
し
て
い
よ
う
と
、「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
と
「
Ｘ
が
Ｙ
に
あ
る
」
と
い
う
命

題
と
は
、
全
然
違
う
。
ダ
ル
マ
は
賓
辞
で
は
な
く
、
ダ
ル
ミ
ン
は
主
辞
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
客
体
的
に
措
定
さ
れ
た
ダ
ル
マ
は
、
本
質
あ
る
い
は
特
質
と
し
て
、
個
々
の
事
物
を
、
そ
の
あ
る
べ
き
よ
う
に
た

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
い
え
ば
、
種
々
の
事
物
は
ダ
ル
マ
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後

世
の
イ
ン
ド
の
哲
学
書
に
お
い
て
は
、
個
物
はdharm

in

（
ダ
ル
マ
を
有
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
ダ
ル
マ
に
あ
ず
か
る
も
の
）

と
呼
ば
れ
、
そ
う
し
て
、
そ
の
「
性
質
」
あ
る
い
は
「
属
性
」
が
ダ
ル
マ
と
呼
ば
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
右
の
関
係
を
包
摂
関
係
（subsum
ption

）
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
た
も
つ
も
の
と
し
て
の
ダ
ル
マ
は
普
遍
者
で
あ
り
、

そ
れ
に
あ
ず
か
る
も
の
（
ダ
ル
ミ
ン
）
は
個
物
あ
る
い
は
特
殊
者
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
関
係
を
判
断
の
形
式
に
あ
て
は

め
て
い
え
ば
、
前
者
は
「
述
語
」（
賓
辞
）
で
あ
り
、
後
者
は
「
主
語
」（
主
辞
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
世
の
イ
ン
ド
の

論
理
学
に
お
い
て
は
、
主
語
を
ダ
ル
ミ
ン
、
述
語
を
ダ
ル
マ
と
呼
ぶ
に
至
っ
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

中
村
博
士
は
こ
こ
で
ダ
ル
マ
と
ダ
ル
ミ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
中
村
博
士
に
と
っ
て
、
ダ
ル
マ
は
「
保

つ
も
の
」
と
い
う
の
が
大
前
提
で
あ
る
た
め
、「
ダ
ル
マ
が
ダ
ル
ミ
ン
を
保
つ
」
と
い
う
顛
倒
し
た
結
論
を
導
い
て
し
ま
っ
た
。
こ

れ
は
甚
だ
し
い
誤
解
で
あ
る
。
ダ
ル
ミ
ン
と
は「
ダ
ル
マ
を
保
つ
も
の
」の
こ
と
で
は
な
い
か
。（
中
村
博
士
は
、ダ
ル
ミ
ン
と
は「
ダ

ル
マ
を
有
す
る
も
の
」
と
い
う
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
ダ
ル
マ
は
「
保
つ
も
の
」
で
あ
る
と
主
張
し
続
け
て
い
る
。）

　

さ
ら
に
、「
右
の
関
係
を
包
摂
関
係
（subsum

ption

）
と
し
て
見
る
な
ら
ば
」
と
言
う
が
、
そ
れ
は
絶
対
に
で
き
な
い
。「
右
の

関
係
」
と
は
、
ダ
ル
マ
と
ダ
ル
ミ
ン
の
関
係
の
こ
と
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
論
理
学
の
「
あ
の
山
に
火
が
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
お
い

― （（ ―
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て
、
そ
の
存
在
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
ダ
ル
マ
は
火
で
あ
り
、
そ
の
ダ
ル
マ
の
場
所
、
す
な
わ
ち
ダ
ル
ミ
ン
は
山
で
あ
る
。
山
と
火
と

の
間
に
包
摂
な
る
関
係
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
後
世
の
イ
ン
ド
の
論
理
学
に
お
い
て
は
、
主
語
を
ダ
ル
ミ
ン
、
述
語
を
ダ
ル
マ

と
呼
ぶ
に
至
っ
た
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
い
か
な
る
時
代
の
イ
ン
ド
の
論
理
学
に
お
い
て
も
、
ダ
ル
ミ
ン
と
は
ダ
ル
マ
を

保
つ
（
あ
る
い
は
ダ
ル
マ
が
存
す
る
）
場
所
を
さ
す
言
葉
で
あ
り
、
ダ
ル
マ
と
は
そ
の
場
所
に
保
た
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
所
属
し

て
い
る
）
も
の
を
さ
す
言
葉
で
あ
っ
た（

（（
（

。

　

さ
て
、
イ
ン
ド
人
が
み
ず
か
ら
の
思
惟
の
構
造
と
方
法
を
分
析
し
て
体
系
化
し
た
論
理
学
に
お
い
て
、
そ
の
基
本
構
造
と
な
る
ダ

ル
マ
と
ダ
ル
ミ
ン
の
関
係
を
さ
す
用
語
法
が
、
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
多
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
き
た
「
ダ
ル
マ
」
の
用
法
と

正
反
対
と
い
う
こ
と
が
果
た
し
て
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
イ
ン
ド
論
理
学
に
お
い
て
明
確
に
「
保
た
れ
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い

る
ダ
ル
マ
が
、
一
般
的
な
用
法
で
は
「
保
つ
も
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
は
極
め
て
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　

６
．
ダ
ル
マ
の
一
般
的
な
意
味

　

現
代
の
イ
ン
ド
人
は
一
般
に
英
語
の
「
レ
リ
ジ
ョ
ン
（religion

）」
の
訳
語
と
し
て
「
ダ
ル
マ
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
は
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー･

ダ
ル
マ
」
で
あ
り
、
仏
教
は
「
バ
ウ
ッ
ダ
・
ダ
ル
マ
」
と
呼
ば
れ
る
。

　

た
だ
し
、
英
語
の
「
レ
リ
ジ
ョ
ン
」
と
イ
ン
ド
の
「
ダ
ル
マ
」
と
は
全
同
で
は
な
い
。
大
き
く
異
な
る
点
を
指
摘
す
る
と
、
レ
リ

ジ
ョ
ン
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
信
じ
る
」（to believe

）
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
イ
ン
ド
人
は
、「
ダ
ル
マ
を
信
じ
る
」
と
い
う
言
い

方
を
ほ
と
ん
ど
し
な
い
。
ダ
ル
マ
は
、「
保
持
さ
れ
る
も
の
」（to be held

）
で
あ
る
。
良
識
あ
る
（
古
典
の
素
養
の
あ
る
）
イ
ン

ド
人
は
、
ど
う
い
う
ダ
ル
マ
を
信
じ
て
い
る
か
と
い
う
言
い
方
は
せ
ず
、
ど
う
い
う
ダ
ル
マ
を
持
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
た

え
ず
問
題
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
人
間
の
証
（
あ
か
し
）
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

― （7 ―
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ヴ
ェ
ー
ダ
の
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
イ
ン
ド
人
が
常
に
尊
ん
で
き
た
ダ
ル
マ
と
は
、
基
本
的
に
人
が
果
た
す
べ
き
義
務
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
実
現
す
べ
き
正
義
、
守
る
べ
き
規
範
や
規
律
、
実
践
す
べ
き
徳
目
、
日
々
の
大
切
な
習
慣
、
日
常
的
な
儀
式
や
人

が
一
生
の
中
で
行
う
べ
き
儀
式
で
あ
り
、
要
す
る
に
こ
う
し
た
「
人
間
が
（
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
あ
る
い
は
日
々
に
お
い
て
）
保
持

す
べ
き
も
の
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
も
の
を
総
称
し
て
ダ
ル
マ
と
呼
ん
で
き
た
。
そ
れ
が
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
の
「
宗

教
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
放
棄
し
た
り
、
蔑
ろ
に
し
て
し
ま
う
と
、
人
は
人
た
り
え
な
く
な
る
。
人
の
道
に
は
ず
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る（

（（
（

。
そ
う
す
る
と
人
は
不
幸
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
は
た
え
ず
そ
れ
を
保
ち
、
し
っ
か
り
と
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
保
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ア
ジ
ア
で
最
初
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
（
文
学
賞
）
を
受
賞
し
、
近
代
イ
ン
ド
の
詩
聖
と
称
え
ら
れ
る
ラ
ヴ
ィ
ン
ド
ラ
ナ
ー
タ
・
タ
ゴ
ー

ル
が
「
水
の
水
た
る
ゆ
え
ん
が
水
の
ダ
ル
マ
で
あ
り
、
火
の
火
た
る
ゆ
え
ん
が
火
の
ダ
ル
マ
で
あ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
人
間

の
最
も
深
い
真
実
が
人
間
の
ダ
ル
マ
で
あ
る（

（（
（

」
と
言
う
よ
う
な
と
き
、
こ
の
「
ダ
ル
マ
」
を
直
ち
に
「
宗
教
」
と
訳
す
と
、
お
か
し

な
こ
と
に
な
る
が
、
タ
ゴ
ー
ル
は
紛
れ
も
な
く
宗
教
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
水
が
水
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
水
を
水

た
ら
し
め
て
い
る
性
質
が
水
に
は
あ
る
。
ま
た
、
火
が
火
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
火
を
火
た
ら
し
め
て
い
る
性
質
が
火
に
は
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
水
の
本
性
た
る
水
性
で
あ
り
、
火
の
本
性
た
る
火
性
で
あ
る
が
、
万
物
は
そ
う
し
た
本
性
を
「
保
持
し
て
い

る
」
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
た
り
得
る
。
同
様
に
、
人
間
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
人
間
た
り
得
ず
、
人
間
た
る
ゆ

え
ん
と
な
る
人
間
と
し
て
の
本
性
が
保
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ダ
ル
マ
で
あ
り
、
宗
教
（religion

）
と
い
う

も
の
だ
と
タ
ゴ
ー
ル
は
考
え
て
い
た
。

　

イ
ン
ド
の
法
制
に
関
し
て
画
期
的
な
業
績
を
残
さ
れ
た
中
野
義
照
博
士
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

― （8 ―



仏教におけるダルマ（法）の意味

法
典
の
中
に
お
い
て
法
（
ダ
ル
マ
）
が
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
に
、
重
要
な
も
の
を
列
挙
す
る
と
、
法
則
・
真

理
・
実
在
・
原
理
・
原
因
根
拠
・
正
義
・
規
範
・
命
令
・
事
件
・
法
律
・
義
務
・
道
徳
・
善
・
慣
習
・
制
度
・
教
説
・
宗
教
・

宗
教
的
修
法
儀
式
・
功
徳
・
事
物
・
関
係
・
能
力
・
生
活
と
い
う
如
く
多
義
で
あ
る
。
法
（dharm

a, dham
m

a

）
の
語
源
か

ら
語
義
を
系
統
づ
け
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
仏
教
の
注
釈
者
の
間
に
流
行
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
統
一
し
て

述
べ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
保
持
す
べ
き
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
義
務
・
道
徳
・
宗
教
・
及
び
慣
例
・
命
令
・
法
律
を
指
す
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う（

（（
（

。（
傍
線 

引
用
者
）

　

傍
線
の
「
わ
れ
わ
れ
の
保
持
す
べ
き
も
の
」
と
い
う
の
は
、
人
が
ダ
ル
マ
を
保
持
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
言
い

換
え
れ
ば
、
ダ
ル
マ
は
人
に
よ
っ
て
「
保
持
さ
れ
る
（
べ
き
）
も
の
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
宗
教
」
に
関
す
る
現
代
の
イ
ン
ド
人
の

常
識
的
な
感
覚
に
照
ら
し
て
も
ご
く
自
然
な
解
釈
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
管
見
す
る
限
り
、
近
代
の
学
者
の
中
で
ダ
ル
マ
を
こ
の

よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
の
は
中
野
博
士
が
嚆
矢
で
あ
り
、
な
お
稀
有
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　

７
．
イ
ン
ド
の
実
在
論

　

イ
ン
ド
哲
学
の
主
要
術
語
の
定
義
集
で
あ
る
『
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
コ
ー
シ
ャ
』
は
、
ダ
ル
マ
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

こ
の
語
義
は
「
保
持
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
。
実
体
が
属
性
等
を
保
持
す
る
と
い
う
場
合
、
属
性
が
ダ
ル
マ
で
あ
る（

（（
（

。

　

こ
こ
で
、
ダ
ル
マ
は
「
保
た
れ
る
も
の
」
で
あ
る
と
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

― （9 ―
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イ
ン
ド
の
実
在
論
哲
学
の
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
に
よ
れ
ば
、
こ
の
現
実
世
界
を
支
え
る
土
台
と
な
る
も
の
を
「
実
体
」
と
い

う
。
そ
れ
は
地
・
水
・
火
・
風
・
虚
空
・
時
間
・
空
間
・
自
己
・
意
、
の
九
種
で
あ
る
。「
属
性
」
と
は
そ
の
実
体
に
属
す
る
性
質

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
色
・
味
・
香
・
触
・
数
・
量
・
別
異
性
・
結
合
・
分
離
・
彼
方
性
・
此
方
性
・
知
識
・
楽
・
苦
・
欲
求
・

嫌
悪
・
内
的
努
力
、
の
十
七
種
で
あ
る
。「
等
」
と
い
う
の
は
、「
運
動
」（
実
体
の
動
き
）
を
さ
し
、
そ
れ
は
上
昇
・
下
降
・
収
縮
・

伸
張
・
進
行
、
の
五
種
で
あ
る
。
こ
の
学
派
は
要
す
る
に
、
こ
の
現
実
世
界
の
一
切
（
＝
認
識
さ
れ
、
言
語
で
表
現
さ
れ
る
一
切
の

も
の
）
に
関
し
て
、
世
界
の
支
え
と
な
り
う
る
も
の
（
＝
ダ
ル
ミ
ン
）、
そ
こ
に
所
属
し
う
る
も
の
（
＝
ダ
ル
マ
）、
そ
し
て
そ
の
両

者
の
関
係
を
徹
底
的
に
分
析
し
て
分
類
し
、
そ
の
す
べ
て
が
現
実
に
実
在
す
る
要
素
で
あ
る
と
し
た
。

　

こ
の
学
派
の
根
本
聖
典
で
あ
る
カ
ナ
ー
ダ
の
『
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
・
ス
ー
ト
ラ（

（（
（

』
は
、「
さ
て
こ
れ
か
ら
ダ
ル
マ
を
説
明
し
よ
う
」

（
ス
ー
ト
ラ
一
・
一
・
一
）
と
い
う
文
句
で
始
ま
る
。
こ
の
学
派
の
主
要
テ
ー
マ
は
、
ほ
か
で
も
な
く
ダ
ル
マ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
ダ

ル
マ
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
に
よ
り
生
天
や
至
福
（
＝
解
脱
）
が
成
就
す
る
も
の
、
そ
れ
が
ダ
ル
マ
で
あ
る
」（
同
一
・
一
・
二
）
と
定

義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
か
と
い
う
と
、「
神
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
聖
典
に
は
権
威
が
あ
る
」（
同
一
・
一
・
三
）

と
し
、
こ
れ
に
引
き
続
い
て
、
同
一
・
一
・
四
で
「
実
体
」
が
定
義
さ
れ
、
同
一
・
一
・
五
で
「
属
性
」、
同
一
・
一
・
六
で
「
運
動
」
が

定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
句
に
お
け
る
ダ
ル
マ
は
、
明
ら
か
に
ス
ー
ト
ラ
本
文
中
に
お
け
る
属
性
や
運
動
の
こ
と
で

は
な
い
。『
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
コ
ー
シ
ャ
』
も
、
こ
の
ダ
ル
マ
は
前
掲
の
意
味
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、
功
徳
（gun

4a

）
の
意
味
に
分
類

し
て
い
る
。

　

一
般
に
功
徳
と
は
善
業
等
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
学
派
に
お
け
る
善
業
と
は
、
こ
の
世
界
の
成
り
立
ち
を
正

し
く
知
る
こ
と
で
あ
る
。『
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
・
ス
ー
ト
ラ
』
は
、
世
界
の
成
り
立
ち
を
構
造
的
に
分
析
し
て
範
疇
に
分
類
し
、

そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
聖
典
で
あ
る
。
人
は
こ
れ
を
如
実
に
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
功
徳
を
得
て
、
そ
れ
に
よ
り
生

― （0 ―



仏教におけるダルマ（法）の意味

天
や
至
福
の
成
就
を
目
指
す
と
い
う
の
が
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
本
旨
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
学
派
の
主
題
で
あ
る
功
徳
と
し
て
の
ダ
ル
マ
に
つ
い
て
、
改
め
て
「
保
つ
も
の
」
か
、
そ
れ
と
も
「
保
た
れ
る
も
の
」
か
と

問
う
な
ら
ば
、
こ
れ
も
基
本
的
に
は
先
の
〈
図
Ⅰ
〉
に
当
て
は
め
て
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
功
徳
が
人
を
保
つ
」（
あ
る
い
は
「
保

有
す
る
」）
と
い
う
言
い
方
は
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
実
際
に
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
功

徳
は
人
に
よ
っ
て
「
保
た
れ
る
」（
あ
る
い
は
「
保
有
さ
れ
る
」）
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
（
日
本
語
で
「
功
徳
を
積
む
」

と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
）
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
人
が
功
徳
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
功
徳
が
人
を
有
す
る
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
ダ
ル
マ
も
「
保
た
れ
る
も
の
」
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　

８
．
現
象
世
界
の
捉
え
方（

（（
（
　

―
ダ
ル
マ
と
ダ
ル
ミ
ン
の
基
本
構
造
―

　

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
と
姉
妹
学
派
の
関
係
に
あ
り
、
論
理
学
を
専
門
と
す
る
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
も
ま
た
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学

派
と
同
じ
世
界
観
を
持
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
こ
の
世
界
の
支
え
と
な
る
も
の
（
＝
ダ
ル
ミ
ン
）
と
そ
こ
に
所
属
す
る
も
の
（
＝

ダ
ル
マ
）
と
を
別
個
の
実
在
す
る
も
の
と
み
な
す
。

　

サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
支
え
と
な
る
も
の
は
万
物
の
根
源
た
る
原
質
（prakr

4ti

）
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
が
精
神
原

理
で
あ
る
プ
ル
シ
ャ
（
純
粋
精
神
）
に
よ
る
観
察
を
機
に
現
象
世
界
に
展
開
し
て
い
く
。
サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
の
立
場
は
、
世
界
の
支

え
と
な
る
も
の
（
原
質
＝
ダ
ル
ミ
ン
）
と
そ
こ
に
所
属
す
る
も
の
（
現
象
世
界
＝
ダ
ル
マ
）
と
を
い
ず
れ
も
実
在
視
す
る
点
で
、
ニ

ヤ
ー
ヤ
・
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
と
同
じ
で
あ
る
が
、
ダ
ル
マ
は
ダ
ル
ミ
ン
が
転
変
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
両
者
は
基
本
的
に
同

一
で
あ
る
と
み
な
す
点
で
異
な
る
。
姉
妹
学
派
の
ヨ
ー
ガ
学
派
も
世
界
観
に
関
し
て
は
同
一
で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
支
え
と
な
る
も
の
は
唯
一
無
二
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
梵
）
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
が
真
実

― （（ ―
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の
実
在
で
あ
り
、
現
象
世
界
は
そ
こ
に
所
属
す
る
も
の
（
＝
ダ
ル
マ
）
と
し
て
仮
託
さ
れ
た
幻
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
に

お
い
て
重
要
な
の
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
み
で
あ
り
、
ダ
ル
マ
は
さ
ほ
ど
に
重
視
さ
れ
な
い
。

　

祭
式
の
研
究
を
主
題
と
す
る
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
は
、
現
実
世
界
の
成
り
立
ち
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ヴ
ァ
イ

シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
実
在
論
的
世
界
観
を
受
け
容
れ
て
い
た
。
こ
の
学
派
の
根
本
聖
典
『
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
・
ス
ー
ト
ラ
』
は
、「
さ

て
こ
れ
か
ら
ダ
ル
マ
を
説
明
し
よ
う
」（
ス
ー
ト
ラ
一
・
一
・
一
）
と
い
う
文
句
で
始
ま
る
。
こ
れ
は
『
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
・
ス
ー

ト
ラ
』）
の
冒
頭
の
文
句
と
同
一
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
ダ
ル
マ
」
の
意
味
は
違
う
。
こ
の
学
派
で
は
、「
ダ
ル
マ
と
は
教
令
に

よ
っ
て
特
質
づ
け
ら
れ
る
義
務
で
あ
る
」（
ス
ー
ト
ラ
一
・
一
・
二
）と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、と
も
か
く
も
ダ
ル
マ
は
何
ら
か
の「
義

務
」
を
意
味
し
、
そ
れ
は
「
教
令
」
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
教
令
に
よ
る
義
務
と
は
、
こ
の
学
派
に
と
っ
て
絶
対
的
な
天
啓
の
ヴ

ェ
ー
ダ
聖
典
の
説
く
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
行
う
祭
祀
の
執
行
の
こ
と
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
主
だ
っ
た
哲
学
学
派
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
現
実
世
界
の
成
り
立
ち
に
関
す
る
見
解
を
持
っ
て
い

た
が
、
こ
の
世
界
は
ど
ん
な
に
複
雑
に
見
え
よ
う
と
も
、
そ
の
基
本
と
な
る
構
造
は
実
に
単
純
で
あ
り
、
こ
の
世
界
は
「
支
え
と
な

る
も
の
（
＝
ダ
ル
ミ
ン
）」
と
、
そ
こ
に
「
所
属
す
る
も
の
（
＝
ダ
ル
マ
）」
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
が
イ

ン
ド
人
の
世
界
観
で
あ
っ
た
。
先
に
掲
げ
た
〈
図
Ⅰ
〉
は
実
は
イ
ン
ド
人
が
考
え
た
世
界
の
基
本
構
造
で
も
あ
っ
た
。

　

で
は
、
仏
教
は
ダ
ル
マ
と
ダ
ル
ミ
ン
の
枠
組
み
を
ど
う
捉
え
た
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、
仏
教
の
立
場
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派

や
サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
仏
教
は
一
貫
し
て
、
こ
の
世
界
の
「
支
え
と
な
る
も
の
（
＝
ダ
ル

ミ
ン
）」
の
実
在
を
否
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
世
界
の
根
源
と
か
、
原
初
と
か
、
究
極
の
支
え
と
な
り
土
台
と
な
る
も
の
と
か
、

万
物
の
創
造
主
な
ど
を
、
仏
教
は
一
切
認
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ダ
ル
マ
だ
け
を
認
め
て
き
た
。

　

バ
ラ
モ
ン
の
諸
哲
学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
提
示
し
て
き
た
現
実
世
界
の
支
え
と
な
る
も
の
と
は
、
そ
れ
以
上
の
支
え
を
必
要
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と
し
な
い
基
体
、
究
極
的
な
根
源
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
何
か
を
想
定
し
な
い
限
り
、
こ
の
世
界
の
い
か
な
る
も
の
も
実
在
す

る
と
は
言
え
な
く
な
る
。
バ
ラ
モ
ン
の
諸
哲
学
は
現
実
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
見
解
を
示
し
て
き
た
が
、
世
界

の
支
え
と
な
る
も
の
を
認
め
る
点
で
は
共
通
し
て
い
た
。
そ
れ
を
仏
教
だ
け
が
否
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
世
界
の
支
え
と
な
る
も
の
を
否
定
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
に
所
属
す
る
も
の
（
＝
ダ
ル
マ
）
た
る
諸
々
の
現
象
も
ま
た

必
然
的
に
実
在
す
る
と
は
言
え
な
く
な
る
。
実
在
す
る
と
は
、
ど
こ
か
に
実
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
所
を
否
定
し
て

し
ま
え
ば
、
そ
の
上
に
あ
る
べ
き
も
の
は
実
在
し
よ
う
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ダ
ル
マ
も
ま
た
実
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
仏
教
の

立
場
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
も
の
も
実
在
し
な
い
。
仏
教
の
立
場
は
徹
底
し
て
実
在
論
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー

シ
カ
学
派
の
対
極
に
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
一
つ
重
要
な
点
を
確
認
し
て
お
く
と
、
仏
教
は
ダ
ル
マ
の
実
在
を
否
定
す
る
が
、
ダ
ル
マ
を
否
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は

当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
冒
頭
に
も
記
し
た
通
り
、
ダ
ル
マ
は
紛
れ
も
な
く
仏
教
の
最
も
中
心
的
な
観
念
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
で
は

一
体
、「
実
在
し
な
い
ダ
ル
マ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

９
．
実
在
し
な
い
ダ
ル
マ
と
は
何
か

　

イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
「
実
在
す
る
」
と
は
、
実
在
す
る
場
所
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
所
が
ダ
ル
ミ
ン
（
＝
ダ
ル

マ
を
保
有
す
る
も
の
）
と
呼
ば
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
仮
に
も
し
、「
実
在
し
な
い
ダ
ル
マ
」
な
る
も
の
が
あ

る
と
し
た
ら
、
そ
の
ダ
ル
マ
の
実
在
す
べ
き
い
か
な
る
場
所
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
ダ
ル
ミ
ン
な
き
ダ
ル
マ
」
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
し
た
ダ
ル
マ
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
眼
前
の
机
に
関
し
て
、
こ
の
机
は
重
い
と
か
、
大
き
い
、
茶
色
い
、
堅
い
、
古
い
、
な
ど
と
色
々
に
形
容
さ
れ
る
。
日
本
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語
で
「
こ
の
机
は
重
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
イ
ン
ド
で
は
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
圏
に
お
い
て
は
）、
先
述
し
た
通
り
、
い
か
な

る
命
題
も
イ
ン
ド
人
の
思
惟
の
方
法
を
反
映
し
て
、「
Ｙ
が
Ｘ
を
保
つ
関
係
」
を
示
す
「
Ｙ
に
Ｘ
が
あ
る
」
と
い
う
形
式
の
文
章
で

表
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
論
理
的
な
命
題
と
し
て
成
立
す
る
の
で
、「
こ
の
机
に
重
さ
が
あ
る
」
と
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

机
と
い
う
土
台
た
る
ダ
ル
ミ
ン
に
重
さ
と
い
う
ダ
ル
マ
が
あ
る
（
所
属
し
て
い
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
机
と
い
う

ダ
ル
ミ
ン
に
重
さ
と
い
う
ダ
ル
マ
が
「
実
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

机
に
本
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
机
に
重
さ
や
色
や
形
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ン
ド
人
の
思
惟
方
法
に
お
い
て
、
ダ
ル
ミ
ン

に
ダ
ル
マ
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
「
Ｙ
が
Ｘ
を
保
つ
関
係
」
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
机
に
重

さ
や
色
や
形
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
掘
り
下
げ
て
考
え
て
み
る
と
、
あ
る
厄
介
な
問
題
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ダ
ル
ミ
ン
た
る
机
と
、
ダ
ル
マ
た
る
重
さ
や
色
や
形
と
は
同
じ
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
机
と
本
の
よ

う
な
場
合
な
ら
ば
、
二
つ
の
物
体
が
接
触
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
い
つ
で
も
切
り
離
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
机
と
そ
の
重

さ
や
色
や
形
と
の
よ
う
な
関
係
は
外
形
的
に
は
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
机
の

上
に
本
を
置
く
」
と
言
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
重
さ
の
上
に
本
を
置
く
」
と
言
う
こ
と
は
な
い
か
ら
、
ダ
ル
マ
と
ダ
ル
ミ
ン
と
は

同
一
で
は
な
い
。
す
る
と
、
純
然
た
る
ダ
ル
ミ
ン
と
し
て
の
机
そ
れ
自
体
は
色
も
形
も
重
さ
も
な
い
、
つ
ま
り
見
る
こ
と
も
触
れ
る

こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
机
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
は
、
徹
底
し
た
実
在
論
哲
学
の
立
場
か
ら
、
属
性
と
は
別
の
実
体
は
確
実
に
存
在
す
る
と
考
え
る
。
属

性
と
は
、
あ
く
ま
で
も
実
体
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
体
な
く
し
て
属
性
が
「
実
在
す
る
」
と
は
言
え
な
い
。
色
・
形
等
の

属
性
（
ダ
ル
マ
）
が
現
に
目
に
見
え
る
物
と
し
て
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
保
有
す
る
ダ
ル
ミ
ン
た
る
実
体
は
あ
る
。
要
す
る
に
ダ
ル
マ

も
ダ
ル
ミ
ン
も
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
間
違
い
な
く
実
在
す
る
と
主
張
し
て
き
た
。
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仏
教
は
、
色
や
形
な
ど
の
属
性
が
所
属
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
実
体
の
存
在
は
認
め
な
い
。
色
も
形
も
重
さ
も
何
も
な
い
、
そ

う
し
た
属
性
と
は
別
の
机
な
る
も
の
が
ど
こ
に
存
在
す
る
と
い
う
の
か
。
し
か
し
、我
々
は
そ
れ
を
「
机
」
と
呼
ぶ
。
我
々
が
「
机
」

と
呼
ぶ
も
の
は
、
断
じ
て
実
在
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
単
な
る
名
称
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
が
仏
教
の
基
本
的
立
場

で
あ
っ
た
。

　

何
で
あ
れ
ダ
ル
ミ
ン
が
名
称
に
す
ぎ
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
実
在
す
る
と
思
わ
れ
る
ダ
ル
マ
も
、
や
は
り
名
称
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
我
々
が
「
机
」
と
呼
ぶ
も
の
は
単
な
る
名
称
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
色
や
形
な
ど
は
視
覚
等
の
感

官
の
対
象
と
し
て
感
受
さ
れ
、
意
識
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
、
好
悪
の
対
象
と
し
て
判
断
さ
れ
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
そ
の
通

り
で
あ
る
。
仏
教
の
立
場
で
は
、
ダ
ル
マ
は
実
在
し
な
い
。
そ
れ
は
実
在
す
る
場
所
が
な
い
、
と
い
う
意
味
で
実
在
し
な
い
の
で
あ

る
。
だ
が
、
ダ
ル
マ
は
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
認
識
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
机
な
る
も
の
は
実
は
名
称
に
す
ぎ
ず
、
実

際
に
認
識
し
て
い
る
の
は
そ
の
色
や
形
や
重
さ
な
ど
の
属
性
だ
け
な
の
で
あ
る
。
厳
密
な
意
味
で
、
そ
れ
ら
は
も
は
や
「
属
性
」
と

呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
実
世
界
は
「
支
え
と
な
る
も
の
（
＝
ダ
ル
ミ
ン
）」
と
、
そ
こ
に
「
所
属
す
る
も
の
（
＝

ダ
ル
マ
）」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
イ
ン
ド
人
の
世
界
観
の
大
枠
の
中
で
、
仏
教
は
ダ
ル
マ
だ
け
を
認
め
、
ダ
ル
ミ
ン
を
認

め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、仏
教
が
認
め
た
こ
の
意
味
に
お
け
る
ダ
ル
マ
の
語
義
は
、「
保
た
れ
る
も
の
」
で
あ
り
、

「
保
つ
も
の
」
で
は
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

仏
教
教
団
の
規
律
を
定
め
た
『
律
蔵
』
の
「
大
品
」
の
記
述
が
、
な
ぜ
釈
尊
成
道
の
場
面
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
教

団
の
原
点
は
釈
尊
の
成
道
と
そ
れ
に
続
く
初
転
法
輪
に
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
様
々
な
伝
承
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ

れ
と
し
て
尊
重
し
つ
つ
も
、
教
団
と
し
て
の
公
式
見
解
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
釈

尊
は
ど
の
よ
う
な
ダ
ル
マ
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
説
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
題
は
「
自
ら
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の
苦
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
止
滅
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
私
（
自
己
）」
な
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
が

徹
底
究
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　

（0
．
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
分
類

　

五
世
紀
に
南
方
上
座
部
伝
承
の
パ
ー
リ
聖
典
を
確
立
し
た
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
は
、
阿
含
経
典
の
ダ
ン
マ
の
意
味
を
分
類
し
て
、（
１
）

pariyatti

（
聖
典
）、（
２
）hetu

（
因
）、（
３
）gun

4a

（
德
）、（
４
）nissatta-nijjīvatā

、
の
四
種
類
と
し
た（

（（
（

。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
ガ
イ
ガ
ー
教
授
夫
妻
は
、
近
代
の
学
者
と
し
て
は
最
初
に
同
経
典
の
用
例
を
検
討
し
て
、（
１
）
規
範
（das 

Gesetz

）、（
２
）
教
法
（die Lehre

）、（
３
）
真
理
（die W

ahrheit

）、（
４
）
経
験
的
事
物
（die em

pirischen D
inge

）、
の

四
種
に
大
別
し
た（

（（
（

。
夫
妻
が
挙
げ
た
「
規
範
」
は
イ
ン
ド
一
般
の
用
法
で
あ
る
。
だ
が
、「
真
理
（die W

ahrheit

）」
は
、
夫
妻
の

独
断
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
が
分
類
し
て
い
な
い
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の
用
例
は
仏
典
に
は
な
い
。

　

平
川
博
士
の
前
掲
論
文
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
法
の
意
味
」
は
、
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
が
分
類
し
た
四
種
類
の
意
味
を
詳
細
に
検
討
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
逐
一
原
義
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
検
証
し
て
い
な
い
。
中
村
博
士
の
学
説
に
依
拠
し
て
、
ダ
ル
マ
が
「
保
つ
も

の
」
で
あ
る
こ
と
を
自
明
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
果
た
し
て
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
四
種
類
の
意
味
は
ど
れ
も
「
保
つ
も

の
」
で
あ
り
、「
規
範
と
な
っ
て
人
間
の
行
為
を
保
つ
も
の
」
と
言
え
る
か
ど
う
か
。

　

第
一
番
目
のpariyatti

（
聖
典
）
と
は
、
口
授
に
よ
り
伝
承
さ
れ
て
き
た
仏
陀
の
教
え
の
こ
と
で
あ
り
、
要
す
る
に
経
典
の
こ
と

で
あ
る
（
こ
れ
に
律
も
含
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
は
さ
て
お
く
）。
中
村
博
士
の
ダ
ル
マ
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
、聖
典
は
「
規

範
と
な
っ
て
人
の
行
為
を
保
つ
も
の
」
と
か
「
人
間
を
保
つ
も
の
」
と
考
え
て
何
の
問
題
も
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ

が
、
パ
ー
リ
語
のpariyatti

の
本
来
の
意
味
は
「
会
得
」
で
あ
る
。
伝
承
の
教
え
を
繰
り
返
し
唱
え
て
、
習
得
す
る
こ
と
を
意
味

― （（ ―
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す
る
。
そ
の
よ
う
に
会
得
し
た
も
の
と
し
て
、「
聖
典
」
と
い
う
意
味
が
派
生
し
た
の
で
あ
る
。「
教
え
を
会
得
す
る
」
は
「
教
え
を

保
持
す
る
」
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
誰
が
何
を
会
得
し
、
保
持
す
る
か
と
い
う
と
、
仏
教
徒
が
仏
陀
の
教
え
を
会
得
し
、
保
持
す
る
と

い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
、
ダ
ル
マ
は
「
保
持
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
。

　

第
二
番
目
のhetu

（
因
）
と
は
、
一
般
的
な
意
味
の
因
果
関
係
の
原
因
の
こ
と
で
は
な
く
、「
仏
陀
の
教
え
」
を
さ
す
。
仏
陀
の

教
え
は
聴
い
た
人
々
の
心
を
動
か
し
、
何
ら
か
の
結
果
を
生
み
出
す
力
を
も
つ
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
因
」
と

捉
え
た
の
で
あ
る
。
岩
波
『
仏
教
辞
典
』
も
、
恐
ら
く
は
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
ダ
ル
マ
の
第
四
番
目
の
意
味
と
し
て
「
因
」
を
挙
げ

て
い
る
が
、
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
い
う
「
因
」
と
は
通
常
の
意
味
の
「
原
因
」
で
な
い
の
だ
か
ら
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
質

的
に
第
一
番
目
の
意
味
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
「
保
持
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
。

　

第
三
番
目
のgun

4a

（
德
）
と
は
、「
善
き
行
い
」（kusala-kam

m
a

「
善
業
」）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
に
よ
っ
て
「
為
さ

れ
る
（
べ
き
）
も
の
（
＝
行
為
）」
で
あ
り
、「
保
た
れ
る
（
べ
き
）
も
の
（
＝
行
為
）」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
人
を
保
つ
、
と
か
、

人
の
行
為
を
保
つ
、
と
い
う
の
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

　

第
四
番
目
のnissatta-nijjīvatā

は
、
訳
し
難
い
術
語
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
は
「
五
蘊
（
＝
色
受

想
行
識
）」
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
瞑
想
に
お
い
て
「
観
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
＝
観
法
の
対
象
）」
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
『
律
蔵
』「
大
品
」
が
伝
え
る
釈
尊
の
成
道
の
場
面
並
び
に
初
転
法
輪
に
お
い
て
明
示
さ
れ
た
「
諸
法
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ガ
イ
ガ
ー
夫
妻
は
こ
の
パ
ー
リ
語
をʻdie em

pirischen D
ingeʼ ʻSacheʼ

と
訳
し
、
こ
れ
に
従
っ
て
わ
が
国
の
学
者
は
、「
経
験

的
事
物
」「
事
物
」「
物
体
」「
物
」「
個
物
」
な
ど
と
訳
し
て
き
た
が
、
適
訳
と
言
い
難
い
。
岩
波
『
仏
教
辞
典
』
に
五
番
目
の
意
味

と
し
て
挙
げ
る
「
事
物
お
よ
び
そ
の
構
成
要
素
」
が
こ
れ
に
相
当
す
る
が
、
釈
尊
の
成
道
に
お
い
て
初
め
て
「
顕
現
」
し（

（（
（

、
瞑
想
に

お
い
て
「
観
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
＝
観
法
の
対
象
）」
が
単
な
る
「
事
物
」
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
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こ
の
パ
ー
リ
語
は
仏
典
に
用
例
が
な
い
の
で
、
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
造
語
と
思
わ
れ
る
。
初
期
仏
教
の
時
代
に
後
世
の
イ
ン
ド
哲
学

に
お
け
る
ダ
ル
マ
と
ダ
ル
ミ
ン
の
構
造
を
基
本
と
す
る
世
界
観
は
ま
だ
明
確
に
意
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
五
世
紀

の
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
は
確
実
に
こ
の
世
界
観
を
知
悉
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
知
見
の
も
と
に
「
五
蘊
」
や
「
観
察
さ
れ
る
べ
き

も
の
（
＝
観
法
の
対
象
）」
の
定
義
と
し
て
こ
の
術
語
を
造
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
釈
尊
が
問
題
に
し
た
の
は
「
こ
の
現

実
世
界
の
成
り
立
ち
」
な
ど
で
は
一
切
な
く
、
ひ
と
え
に
「
私
（
自
己
）」
な
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
の
一
点
で
あ
っ
た
。

　

複
合
語
の
後
半
のnijjīvatā

を
直
訳
す
れ
ば
、「
生
命
の
な
い
も
の
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
「
物
質
」「
事
物
」
の
こ
と
だ
と

こ
れ
ま
で
解
さ
れ
て
き
た
が
、
仏
典
の
中
に
「
物
質
」「
事
物
」
を
意
味
す
る
用
例
は
な
い
。
こ
の
術
語
は
五
蘊
等
を
さ
す（

（（
（

の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
「
生
命
」
と
は
自
己
（
我
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
否
定
形
のnijjīvatā

は
、anattā

（
無
我
＝
我
な
ら
ざ
る
も
の
）

の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う（

（（
（

。

　

複
合
語
の
前
半
のnissatta

は
、「
実
在
性
の
な
い
も
の
」
の
意
と
解
す
る
。
こ
れ
は
「
実
在
す
る
場
所
が
な
い
も
の
」
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
「
ダ
ル
ミ
ン
な
き
ダ
ル
マ
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
、
自
己
と
い
う
ダ
ル

ミ
ン
を
欠
い
た
ダ
ル
マ
と
し
て
の
五
蘊
等
の
こ
と
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
が
分
類
し
た
ダ
ル
マ
の
意
味
は
ど
れ
も
「
保
た
れ
る
も
の
」
が
原
意
で
あ
り
、「
保
つ
も
の
」
で
は

な
い
。
こ
の
こ
と
は
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
明
白
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
近
代
の
学
者
が
こ
ぞ

っ
て
ダ
ル
マ
を
「
保
つ
も
の
」
と
解
し
て
き
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
は
、
ダ
ル
マ
の
研
究
者
が
常
に
言
及
し
て
き
た
『
阿
毘
達

磨
倶
舎
論
』
に
お
け
る
「
自
相
を
持
す
る
が
故
に
法
で
あ
る
」（svalaks
4an
4a-dhāran

4ād dharm
a

（
（（
（h

4

）
と
い
う
定
義
と
、
そ
れ
に

も
と
づ
い
て
中
国
仏
教
で
行
わ
れ
て
き
た
「
法
」
の
定
義
「
任
持
自
性
、
軌
生
物
解
」「
能
持
自
相
、
軌
生
勝
解
」
な
ど
に
よ
っ
て
、

ダ
ル
マ
の
語
義
は
「
保
つ
も
の
」
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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仏教におけるダルマ（法）の意味
　
　

（（
．『
倶
舎
論
』
の
定
義

　

数
多
く
あ
る
ダ
ル
マ
の
用
法
の
中
で
、『
倶
舎
論
』
が
示
し
た
ダ
ル
マ
の
定
義
は
、
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
が
四
番
目
に
分
類
し
た
意
味

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
釈
尊
が
菩
提
樹
下
で
成
道
し
た
と
き
に
初
め
て
「
顕
現
」
し
た
「
諸
法
」
で
あ
り
、
具
体
的
に
は

無
明
か
ら
老
死
に
い
た
る
十
二
支
縁
起
の
順
観
に
よ
っ
て
無
明
か
ら
順
に
「
生
起
」
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
逆
観
に
よ
っ
て

無
明
か
ら
順
に
「
止
滅
」
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
因
果
系
列
の
各
支
分
の
こ
と
で
あ
り
、
自
己
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
分
析

さ
れ
た
（
結
局
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
非
自
己
＝
無
我
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
）
五
蘊
を
初
め
と
す
る
「
観
察
さ
れ
る
べ

き
も
の（

（（
（

」、
や
が
て
五
蘊
十
二
処
十
八
界
と
い
う
か
た
ち
で
整
理
さ
れ
、
最
終
的
に
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
「
五
位
七
十
五
法
」
と

し
て
体
系
づ
け
ら
れ
た
そ
の
全
項
目
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
「
無
明
」
も
「
煩
悩
」
も
含
ま
れ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
に
お
け

る
ダ
ル
マ
が
「
規
範
と
な
っ
て
人
間
を
保
つ
も
の
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
む
ろ
ん
、「
教
え
」
で
も
「
真
理
」
で
も
な
い
。

　

イ
ン
ド
の
あ
ら
ゆ
る
文
献
の
中
で
、
ダ
ル
マ
の
語
義
に
関
し
て
、
何
か
を
「
保
つ
も
の
」
と
解
し
て
い
る
の
は
、『
倶
舎
論
』
の

ほ
か
に
『
成
唯
識
論
』『
仏
地
経
論
』
な
ど
ご
く
少
数
あ
る
が
、
そ
の
何
か
と
は
唯
一
、「
自
相
」（
ま
た
は
「
自
性
」）
で
あ
る
。
こ

れ
以
外
に
、「
規
範
と
な
っ
て
人
間
を
保
つ
」
と
か
「
人
間
の
行
為
を
保
つ
」
と
い
っ
た
用
例
は
皆
無
で
あ
る
。

　

一
体
、「
自
相
（
ま
た
は
自
性
）
を
持
つ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
こ
れ
は
、
Ｘ
は
そ
れ
自
体
の
性
質
を
持
つ
、
す
な
わ
ち
、

Ｘ
は
Ｘ
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
例
え
ば
色
は
色
で
あ
っ
て
受
想
行
識
で
は
な
い
、
と
い
う
同
語
反
復
的
な
至
極
当
然
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
例
え
ば
そ
の
色
に
つ
い
て
、
人
が
「
色
は
無
常
で
あ
る
、
苦
で
あ
る
、
無
我
で
あ
る
」
と
確
実
に

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
倶
舎
論
』
の
注
釈
者
普
光
が
「
一
に
能
持
自
性
と
は
謂
わ
く
、
一
切
の
法
は
お

の
お
の
自
性
を
守
る
。
色
等
の
性
は
常
に
改
変
せ
ざ
る
が
如
し
。
二
に
軌
生
勝
解
と
は
、
無
常
等
が
人
に
無
常
等
の
解
（
理
解
）
を

― （9 ―
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生
ず
る
が
如
し（

（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
ダ
ル
ミ
ン
な
き
ダ
ル
マ
は
、
実
在
す
る
い
か
な
る
場
所
も
な

い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
（
＝
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
も
の
と
し
て
）
認
識
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ロ
シ
ア
の
仏
教
学
者
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
、
ダ
ル
マ
の
本
質
的
な
意
味
は
、「
実
体
的
持
者
」（substantieller T

räger

）
で
あ

る
と
し
た
。『
倶
舎
論
』
の
定
義
に
つ
い
て
、
ダ
ル
マ
と
は
特
殊
相
の
持
者
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
し
、
現
象
界
は
千
差
万
別
に

現
れ
て
い
る
が
、
そ
の
雑
多
な
現
象
界
の
特
殊
相
の
持
者
、
す
な
わ
ち
現
象
の
現
れ
て
く
る
基
体
が
ダ
ル
マ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
ダ

ル
マ
自
体
は
現
象
界
の
背
後
に
あ
っ
て
現
象
界
に
現
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
超
越
的
な
不
可
認
識
的
持
者
で
あ
る
と
解
釈
し
た（

（（
（

。

こ
の
見
解
は
和
辻
哲
郎
博
士
に
よ
っ
て
、
ダ
ル
マ
は
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
現
象
界
の
背
後
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、

ま
た
も
し
ダ
ル
マ
を
不
可
認
識
的
持
者
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
大
乗
仏
教
の
「
諸
法
は
空
で
あ
る
」
と
い
う
教
理
が
ま
っ
た
く
理
解
で

き
な
く
な
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
認
識
で
き
な
い
も
の
を
「
空
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
と
批
判
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
し
か

し
、
最
も
批
判
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
「
実
体
的
持
者
」
と
い
う
解
釈
こ
そ
、
仏
教
が
一
貫
し
て
退
け
て
き
た
実

在
論
哲
学
の
主
張
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

説
一
切
有
部
は
「
一
切
が
有
る
（sarvāsti
）」
の
主
張
に
由
来
す
る
部
派
で
あ
る
が
、
こ
の
「
一
切
（sarva

）」
と
は
現
実
世
界

や
森
羅
万
象
の
一
切
で
は
な
く
、
五
位
七
十
五
法
に
体
系
化
さ
れ
た
ダ
ル
マ
（
諸
法
）
の
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
、「
有
る
（asti

）」

と
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
ダ
ル
マ
の
一
切
が
有
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
人
の
思
惟
方
法
の
常
と
し
て
何
か
が
「
有
る
」
と

い
え
ば
、
そ
れ
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
そ
の
場
所
は
ど
こ
か
、
と
い
う
問
い
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
場
所
を
確
定
し
た

途
端
に
、
そ
れ
は
そ
の
場
所
に
「
実
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
ダ
ル
マ
が
実
在
す
る
と
な
れ
ば
、
そ
の
場
所
で
あ
る
自

己
（
我
）
も
実
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
実
在
論
哲
学
と
寸
分
違
わ
な
い
こ

と
に
な
り
、
仏
教
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
師
は
、
い
か
な
る
場
所
を
も
想
定
す
る
こ
と
な
く
、
自
立

― （0 ―
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的
に
、
そ
れ
自
体
で
有
る
ダ
ル
マ
と
い
う
、
き
わ
め
て
特
殊
な
定
義
付
け
を
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
「
自
相
を
持
す
る
」

と
い
う
定
義
で
あ
っ
た
。

　

ダ
ル
マ
は
あ
く
ま
で
も
瞑
想
の
中
に
顕
現
し
、
認
識
さ
れ
、
観
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
一
種
の
イ
デ

ア
と
い
う
べ
き
理
念
的
な
存
在
で
あ
る
。
決
し
て
日
常
的
な
机
や
本
の
よ
う
な
「
事
物
」
で
は
な
い
。
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
じ
た
り

滅
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
永
遠
に
存
在
す
る
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

本
来
、
ダ
ル
マ
は
釈
尊
に
よ
っ
て
十
二
支
縁
起
と
い
う
か
た
ち
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
最
初
の
支
分
が
原
因
と
な
っ
て
次
の
支
分

が
生
じ
る
と
い
う
因
果
系
列
の
各
支
分
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
原
因
が
止
滅
す
れ
ば
連
鎖
的
に
す
べ
て
止
滅
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
師
は
、
生
じ
た
り
止
滅
し
た
り
す
る
の
は
ダ
ル
マ
で
は
な
く
、
ダ
ル
マ
は
過
去
・
現
在
・

未
来
に
わ
た
っ
て
不
変
で
あ
り
、
そ
れ
が
相
互
に
因
と
な
り
条
件
と
な
っ
て
現
在
の
一
刹
那
ご
と
に
離
合
集
散
し
、
生
滅
変
化
す
る

よ
う
に
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
と
結
論
づ
け
た
。
こ
れ
が
有
部
の
「
三
世
実
有
・
法
体
恒
有
」
説
で
あ
る
が
、
こ
の
「
法
有
」
の
見
解

が
大
乗
の
「
法
空
」
の
立
場
か
ら
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

結
局
、『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
ダ
ル
マ
の
定
義
と
い
う
の
は
、普
遍
的
に
妥
当
性
の
あ
る
定
義
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
全
然
な
く
、

ア
ビ
ダ
ル
マ
論
師
の
特
異
な
ダ
ル
マ
観
に
も
と
づ
く
、
ま
っ
た
く
恣
意
的
な
語
源
解
釈
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
極
め
て
特
殊
な
例
を

除
い
て
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
ダ
ル
マ
の
語
義
を
「
保
つ
も
の
」
と
解
し
た
例
は
他
に
一
切
な
い
。

　
　

（2
．
結
語

　

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
ダ
ル
マ
は
「
保
つ
も
の
」
か
、
そ
れ
と
も
「
保
た
れ
る
も
の
」
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
が
出
た
と
思
う
。

ダ
ル
マ
の
語
は
広
く
イ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
も
、
ま
た
仏
教
に
お
い
て
も
多
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
原
意
と
な
る

― （（ ―
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註（
（
）
ダ
ル
マ
に
関
す
る
近
代
学
者
の
主
な
研
究
に
つ
い
て
は
、平
川
彰
「
諸

法
無
我
の
法
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』第
十
六
ノ
二
、昭
和
四
三
年
、

三
九
六
～
四
一
一
頁
）、
小
谷
信
千
代
「
仏
教
に
お
け
る
『
法
』
解
釈

の
変
遷
―
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
か
ら
プ
ト
ン
へ
」（『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』

第
四
九
集
、
平
成
十
年
、
五
一
～
九
四
頁
）。

（
2
）A

m
arakos

4a （-（-（（9 (Chow
kham

ba Sanskrit Seies O
ffice, 

V
aranashi, 970)

の
註
に
、dharm

ā iti dharati dhriyate vā

と
あ

る
。

（
（
）
編
者
は
、
中
村
元
・
福
永
光
司
・
田
村
芳
朗
・
今
野
達
・
末
木
文
美

士
の
各
氏
。
平
成
十
四
年
発
行
。
な
お
、「
法
」
の
項
目
の
説
明
は
、

平
成
元
年
発
行
の
第
一
版
と
同
じ
。

（
（
）
五
種
の
う
ち
、（
１
）
は
イ
ン
ド
社
会
に
お
け
る
一
般
的
な
用
法
で
あ

り
、（
２
）
～
（
５
）
は
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
分
類
（
後
述
）
に
し
た
が

う
も
の
で
あ
る
。「
こ
の
う
ち
、
仏
陀
の
教
法
と
、
事
物
（
構
成
要
素
）

と
を
〈
法
〉
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
独
自
の
用
法
」
と
あ
る
の
は
、

こ
の
点
を
最
初
に
指
摘
し
た
金
倉
圓
照
博
士
（『
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学

研
究
』
第
一
巻
、八
九
頁
）
に
し
た
が
う
説
明
だ
と
思
わ
れ
る
が
、（
４
）

語
義
は
、「
保
た
れ
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
保
つ
も
の
」
で
は
な
い
。

【
付
記
】
本
稿
は
当
初
の
目
論
見
通
り
、
ダ
ル
マ
の
語
義
（
原
意
）
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
紙
数
の
制
約
も
あ

り
駆
け
足
で
要
点
の
み
を
記
し
た
か
た
ち
と
な
っ
た
。
近
代
の
諸
学
説
に
つ
い
て
は
も
っ
と
徹
底
し
た
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

ダ
ル
マ
（
法
）
と
結
び
つ
い
た
術
語
と
し
て
、「
法
身
」「
法
界
」「
法
要
」「
法
門
」「
法
灯
」「
法
体
」「
法
相
」「
法
性
」「
法
数
」

「
法
主
」「
法
論
」「
法
華
」「
法
会
」「
法
味
」「
法
難
」「
法
師
」「
法
座
」「
法
器
」「
法
王
」「
法
悦
」
な
ど
多
く
の
言
葉
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
現
代
に
お
い
て
、「
教
法
」「
法
衣
」「
法
礼
」「
法
語
」「
法
号
」「
法
縁
」「
法
助
」「
法
類
」「
法
資
」「
法
務
」
な
ど
と
い

う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
漢
字
本
来
の
「
法
」
の
意
味（

（（
（

と
は
無
関
係
で
、仏
教
独
特
の
意
味
の
「
法
」
で
あ
る
。

我
々
は
仏
教
独
特
の
「
法
」
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
、
正
し
く
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
序
論
で
あ
る
。

― （2 ―



仏教におけるダルマ（法）の意味

の
「
因
」
と
い
う
意
味
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
仏
教
独
自
の
も
の
で

あ
る
。

（
（
）
東
京
書
籍
、
平
成
十
三
年
、
下
巻
一
四
九
二
～
一
四
九
三
頁
。
な
お
、

「
法
」
の
項
目
に
関
し
て
は
、
前
身
で
あ
る
『
佛
教
語
大
辞
典
』（
東

京
書
籍
、
昭
和
五
十
年
）
と
同
じ
で
あ
る
（
下
巻
一
二
二
七
～

一
二
二
八
頁
）。

（
（
）
平
川
博
士
還
暦
記
念
論
集
『
仏
教
に
お
け
る
法
の
研
究
』（
春
秋
社
、

昭
和
五
〇
年
）
所
収
の
巻
頭
論
文
。
初
出
は
『
早
稲
田
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
紀
要
』
第
十
四
輯
、
昭
和
四
十
三
年
）。

（
7
）
古
く
は
井
原
徹
山
『
印
度
教
』（
大
東
出
版
社
、
昭
和
十
八
年
）

四
〇
四
頁
。
ま
た
前
掲
『
仏
教
に
お
け
る
法
の
研
究
』
所
収
の
平
川

論
文
の
ほ
か
、
瓜
生
津
隆
真
「
自
己
と
法
―
『
宝
行
王
正
論
』
に
お

け
る
二
種
の
法
」（
二
〇
四
頁
）、
前
田
専
学
「
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲

学
に
お
け
る
ダ
ル
マ
―
シ
ャ
ン
か
ら
の
ダ
ル
マ
観
の
一
断
面
」

（
五
四
六
頁
）、
我
妻
和
雄
「
タ
ゴ
ー
ル
のD

harm
a

観
を
め
ぐ
っ
て
」

（
六
二
七
頁
）
な
ど
。

（
8
）
中
村
元
撰
集
第
十
巻
『
イ
ン
ド
思
想
の
諸
問
題
』（
春
秋
社
、
昭
和

四
十
二
年
）、
一
七
九
頁
。
所
収
の
当
該
の
論
文
は
、
昭
和
十
三
年
九

月
雑
誌
「
思
想
」
特
輯
『
東
洋
と
西
洋
』、
二
十
三
年
二
月
、
四
十
一

年
四
月
補
訂
と
あ
る
。

（
9
）
中
村
前
掲
書
、
一
八
一
～
一
八
二
頁
。

（
（0
）『
佛
教
大
事
典
』（
小
学
館
、
平
成
十
年
）
は
「
法
」
に
つ
い
て
、「
原

義
は
保
つ
も
の
、支
持
す
る
も
の
、の
意
」
と
説
明
し
、同
事
典
の
「
法

界
」
の
項
に
は
、「
法
界
の
法
と
は
も
と
も
と
は
、
保
つ
も
の
と
い
う

意
」
と
あ
る
。『
密
教
辞
典
』（
宝
蔵
館
、
昭
和
五
十
年
）
で
も
、「
法
」

に
つ
い
て
「
保
つ
も
の
を
指
し
」
と
説
明
し
て
い
る
。

（
（（
）
中
村
前
掲
書
、
一
八
六
頁
。
小
谷
前
掲
論
文
で
は
、
金
倉
博
士
と
平

川
博
士
の
論
考
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ダ
ル
マ
を
「
人
間
を
保
つ
も
の
」

と
結
論
づ
け
て
い
る
（
六
十
五
頁
）。

（
（2
）
ダ
ル
マ
は
、
古
く
は
ダ
ル
マ
ン
（dharm

an

）
と
い
う
中
性
名
詞
の

形
を
と
り
、
イ
ン
ド
最
古
の
文
献
『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
に
用
例
が

あ
る
が
、後
代
の
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
、男
性
名
詞（dharm

a

）

と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
（（
）
中
村
前
掲
書
、
一
九
九
～
二
〇
〇
頁
。

（
（（
）
北
側
秀
則
博
士
『
イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
研
究
―
陳
那
（D

ignāga

）

の
体
系
』（
鈴
木
学
術
財
団
、
昭
和
三
十
年
、
七
頁
）
参
照
。

（
（（
）「
宗
教
（
ダ
ル
マ
）
を
人
間
社
会
か
ら
取
り
去
っ
た
ら
何
が
残
る
か
。

獣
類
の
す
む
森
に
す
ぎ
な
い
。
感
覚
の
喜
び
は
人
類
の
ゴ
ー
ル
で
は

な
い
。
知
恵
（
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
）
こ
そ
す
べ
て
の
生
命
の
ゴ
ー
ル
だ
」

（『
ス
ワ
ミ
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ　

そ
の
生
涯
と
語
録
』
ア
ポ

ロ
ン
社
、
昭
和
三
十
八
年
、
一
〇
八
頁
）。

（
（（
） R

avindranath T
agore, A

tm
aparicay, visva-B

harati, 
Calcutta, （9（7, p.（9.

（
（7
）
中
野
義
照
『
イ
ン
ド
法
の
研
究
』（
日
本
印
度
学
会
、昭
和
四
十
九
年
）

二
五
九
頁
。

（
（8
）Ā

dheyah

4 padārthah

4, yathā dravyam

4 gun

4avadityādau gun

4o 
dharm

ah
4. (N

yāyakośa or D
ictionary of T

echnical T
erm

s of 
Indian P

hilosophy, by M
ahām

ahopādhyāya bhīm
ācārya 

― （（ ―
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halakīkar, BO

RI, Poona, （928, p.（8（).
（
（9
） V

aiśes

4ikasūtra of K
an

4āda w
ith the C

om
m

entary of 
Candrānanda, critically edited by M

uni Srī Jam
buvijayaji, 

O
riental Institute, B

aroda （9（（(gaekw
ad

’s O
riental 

Series, N
o. （（（).

（
20
） C

f. D
harm

endra N
atha, T

he P
hilosophy of N

yaya-
V

aiseshika and its C
onflict w

ith the B
uddhist D

ignaga 
School, Bharatiya V

idya Prakashan, D
hlhi, （9（（, pp.77-80.

（
2（
）D

ham
m

apadatt4
4akatā, vol.（, p.22.etc.

（
22
） M

.und .W
. G

eiger, P
āli D

ham
m

a vornehm
lich in der 

kanonischen Literatur, M
ünchen,（920.

（
2（
）『
南
伝
大
蔵
経
』
第
三
巻
、
二
～
三
頁
。

（
2（
）
原
始
仏
典
の
随
所
に
お
い
て
、五
蘊
を
総
称
し
て
「
諸
法
」
と
い
い
、

五
蘊
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
私
の
も
の
で
は
な
い
」「
こ

れ
は
私
で
は
な
い
」「
こ
れ
は
私
の
自
我
で
は
な
い
」
と
反
復
し
て
説

か
れ
て
い
る
。Ex. SN
.III, pp.（8（-（82.

（
2（
）
水
野
弘
元
博
士
は
、『
仏
教
要
語
の
基
礎
知
識
』（
春
秋
社
、
昭
和

四
十
七
年
）
の
な
か
で
、nissatta-nijjīvatā

を
「
無
我
性
の
も
の
」

と
訳
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
〇
～
一
〇
二
頁
）。

（
2（
） A

bhidharm
akośa &

 bhās

4ya of V
asubandhu w

ith 
Com

m
entary of Y

aśom
itra, Bauddha Bharati, V

aranashi, 
（970. p.（2, l.（（.

「
能
持
自
相
、
故
名
為
法
」（『
倶
舎
論
』
巻
一
、
大

正
蔵
第
二
九
巻
、
一
中
）。
な
お
、
平
川
博
士
は
前
掲
論
文
で
、『
倶

舎
論
』
に
お
け
る
「
自
相
」
が
普
光
の
注
で
「
自
性
」
と
言
い
換
え

ら
れ
て
い
る
点
を
極
め
て
重
視
し
て
所
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
が
瑣

末
な
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
27
）
長
部
の
『
大
念
処
経
』
が
挙
げ
る
「
観
察
さ
れ
る
べ
き
法
」
は
、貪
欲
・

瞋
恚
・
惛
沈
・
悼
悔
・
疑
と
い
う
五
蓋
（
い
わ
ゆ
る
煩
悩
）、
五
取
蘊
、

眼
耳
鼻
舌
身
意
の
六
内
処
、
色
声
香
味
触
法
の
六
外
処
、
五
蓋
を
滅

し
う
る
七
覚
支
、
苦
集
滅
道
の
四
聖
諦
で
あ
る
（『
南
伝
大
蔵
経
』
第

七
巻
、
三
三
五
～
三
六
四
頁
）。

（
28
）『
倶
舎
論
記
』
巻
一
、
大
正
蔵
第
四
一
巻
、
八
下
。

（
29
） O

. Rosenberg, D
as Problem

 der buddhischen Philosophie, 
（92（. S.8（.

（
（0
）和
辻
哲
郎「
仏
教
哲
学
に
お
け
る『
法
』の
概
念
と
空
の
弁
証
法
」（『
人

格
と
人
類
性
』
和
辻
哲
郎
全
集
第
九
巻
、
四
六
一
頁
）。

（
（（
）『
角
川
漢
和
中
辞
典
』
に
は
「
法
」
に
つ
い
て
、「
…
ふ
せ
ぐ
意
の
語

源
（
拒
）
か
ら
き
て
い
る
。
法
は
も
と
、
堤
防
で
囲
ま
れ
た
水
の
平

ら
か
な
さ
ま
の
意
。借
用
し
て
、幸
平
に
訴
訟
を
さ
ば
く
意
。ひ
い
て
、

標
準
・
法
律
の
意
」
と
あ
る
。
白
川
静
の
『
字
統
』
に
は
、「
法
は
犯

罪
者
を
江
海
に
投
ず
る
、
古
代
的
な
刑
罰
の
法
を
原
義
と
す
る
が
、

の
ち
刑
罰
の
法
・
法
則
・
法
制
の
意
と
な
る
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
。

例
え
ば
、「
法
」
に
は
、
仏
教
の
「
教
え
」
と
い
っ
た
意
味
は
本
来
ま

っ
た
く
な
い
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　

ダ
ル
マ　

ダ
ル
ミ
ン　

実
在　

場
所

― （（ ―


