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こ
れ
は
、
分
か
っ
て
い
る
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ

れ
ま
で
の
拙
稿
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
本
稿
も
ま
た
、

分
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
書
き
始
め
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
知
ら
な
い
こ
と

が
多
い
と
い
う
点
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
最
右
翼
と
さ
え
言
っ
た
方
が
よ

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
我
々
仏
教
徒
も
、
近
代
に
な
っ
て
、

「
人
権
（h

u
m

a
n

 rig
h

t

）」
と
い
う
よ
う
な
語
を
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に

用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
自
明
の
用
語
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
も
よ
い
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い
が
、
私
の
漠
然
た
る
不
明
の
底
に

横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
人
間
に
自
明
の
権
利
と
し
て
賦
与
さ
れ
て
い
る
「
人
権
」
の
根
拠
を

今
は
問
う
ま
い
。
あ
ま
り
に
も
巨
大
な
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
不
問
に
付
す
こ
と
が
当
面
許
さ
れ
る
と
し
て
、「
人

権
」
を
云
々
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
れ
を
行
使
す
る
「
個
人

（in
d

iv
id

u
a
l

）」
に
つ
い
て
の
考
え
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
で

は
、
仏
教
に
「
個
人
」
に
相
当
す
る
概
念
が
果
し
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う

〈
凡
夫
〉
考

 

袴
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憲
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か
。
そ
ん
な
気
持
か
ら
、
試
み
に
、
モ
ニ
エ
ル
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
の

E
n

g
lish

-S
a

n
sk

r
it D

ic
tio

n
a

r
y

を
引
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ

の
辞
書
の
実
名
詞
を
示
す“in

d
iv

id
u

a
l”

と
、“in

d
iv

id
u

a
lity

”

と
の

（
１
）

項
目
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
、e

k
a

-

・

-

・

-
-

-
ja

n
a
, p

rth
a
k

tv
a
, p

a
rth

a
k

y
a
, p

rth
a
g
a
tm

ik
a
, e

k
a
ta

, a
ik

y
a

な

ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
仏
典
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り

な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
仏
典
の
用
語
を
、
こ
れ

ら
と
の
関
連
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
だ
れ
の
念
頭
に
も
無
理
な
く

・

p
rth

a
g
ja

n
a

と
い
う
語
が
思
い
浮
ぶ
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
な
ぜ
モ

ニ
エ
ル
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
が
こ
の
語
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
か
は
明
瞭

に
私
に
分
か
ら
な
い
が
、
念
の
た
め
、A

 
S

a
n

s
k

r
i
t-

E
n

g
li

s
h

・

（
２
）

D
ic

tio
n

a
r
y

の“p
rth

a
g
ja

n
a
”

の
項
目
を
確
認
し
て
み
る
と
、
そ
の
理

由
も
若
干
は
推
測
可
能
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
左
に
、
そ
の
推
測
に
必

要
な
箇
所
を
抜
き
書
い
て
み
よ
う
。

　a
 m

a
n

 o
f lo

w
e
r ca

s
te

 o
r ch

a
ra

cte
r o

r p
ro

fe
s
s
io

n
, M

n
.; ...  a

n
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o
rd

in
a
ry

 p
ro

fe
ssin

g
 B

u
d

d
h

ist, M
W

B
. 1

3
2

　
要
す
る
に
、
モ
ニ
エ
ル
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は
、M

a
n

u
sm

r
ti

な
ど
の

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
典
籍
に
よ
っ
て
、
こ
の
語
が
、
低
い
カ
ー
ス
ト
の
も
の

や
低
い
職
業
の
も
の
し
か
指
さ
な
い
と
見
做
し
た
た
め
に
、
い
か
な
る

「
個
人
」を
も
含
意
す
る
用
語
と
し
て
は
採
用
で
き
な
い
、と
彼
は
判
断

し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
判
断
が
仏
教
の
場
合
に
お
い
て

も
ほ
ぼ
同
様
に
適
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
右
引
用
の
指
示

（
３
）

に
よ
っ
て
、M

W
B

. 1
3
2

す
な
わ
ちM

on
ier-W

illia
m

s, B
u

d
d

h
ism

,

p
.1

3
2

を
見
れ
ば
、
ほ
ぼ
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、

・

p
rth

a
g
ja

n
a

が
、
仏
教
文
献
に
お
け
る
所
謂
の
四
向
四
果
と
し
て
の

-a
ry

a

（a
riy

a

、
聖
人
）
と
区
別
さ
れ
て“a

n
 o

rd
in

a
ry

 p
ro

fe
s
s
in

g

B
u

d
d

h
is

t

（
一
般
の
在
家
仏
教
徒
）”

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら

-

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
仏
教
文
献
で
用
い
ら
れ
るa

r
y

a

に
対
す
る

・

p
rth

a
g
ja

n
a

の
語
が
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー
文
献
に
お
け
る
よ
う
な
低
い
カ
ー

ス
ト
や
低
い
職
業
の
も
の
を
指
す
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
が
、

・

-
p

rth
a
g
ja

n
a

が
多
く
の
場
合a

ry
a

に
対
峙
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
哲
学
的
な
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献
に
お
い
て
は
よ
り
一
層
明
白
な
こ

と
で
あ
り
、
他
の
仏
教
文
献
で
も
前
者
が
後
者
を
も
含
ん
で
広
く
「
個

人
」
一
般
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
両
語
に
は
、
身
分
や
職
業
上
の
差
別
で
は
な
い
に
せ
よ
、
仏
教

文
献
に
お
い
て
も
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
の
高
低
が
意
識
さ
れ
て
い
た

と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

・

　p
rth

a
g
ja

n
a

に
対
応
す
る
パ
ー
リ
語
はp

u
th

u
jja

n
a

で
あ
る
が
、し

か
し
、
こ
の
語
は
パ
ー
リ
聖
典
の
経
蔵
中
の
初
め
の
四
ニ
カ
ー
ヤ
で
は

（
４
）

必
ず
し
も
多
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
最
初
の
ニ

-
-

カ
ー
ヤ
で
あ
るD

g
h

a
 N

ik
a
y
a

のB
r
a

h
m

a
ja

la
-su

tta

に
は
、
そ
れ

ら
の
中
で
も
ほ
ぼ
初
出
と
見
做
し
て
も
よ
い
よ
う
な
用
例
が
認
め
ら
れ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
経
中
のp

u
th

u
jja

n
a

に
対
す
る
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー

（
５
）

サ
の
註
釈
の
一
部
を
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　Y
e
n

a
 p

u
th

u
jja

n
o

 ti. E
tth

a

-
-

-
-

　
　D

u
v

e
 p

u
th

u
jja

n
a

 v
u

tta
 B

u
d

d
h

e
n

' a
d

ic
c
a

-b
a

n
d

h
u

n
a

,

-

・

　
　A

n
d

h
o
 p

u
th

u
jja

n
o
 e

k
o
 k

a
ly

a
n

' e
k

o
 p

u
th

u
jja

n
o
 ti.

-
-

　T
a

t
t
h

a
 y

a
s
s
a

 k
h

a
n

d
h

a
-d

h
a

t
u

-a
y

a
t
a

n
â

d
is

u
 u

g
g

a
h

a
-

-
-

・

-
p

a
r
ip

u
c
c
h

a
-s

a
v

a
n

a
-d

h
a

r
a

n
a

-p
a

c
c
a

v
e

k
k

h
a

n
a

n
i n

'a
tth

i,

・

-
-

・

a
y

a
m

 a
n

d
h

a
-p

u
tth

u
jja

n
o

. Y
a

s
s
a

 ta
n

i a
tth

i, s
o

 k
a

ly
a

n
a

-

-

・

-
-

-

・

p
u

th
u

jja
n

o
.

（
中
略
）S

o
 h

i p
u

th
u

n
a

m
 n

a
n

a
p

p
a

k
a

r
a

k
a

n
a

m

・

-

・

-
k

ile
s
â

d
in

a
m

 ja
n

a
n

â
d

ih
i k

a
r
a

n
e
h

i p
u

th
u

jja
n

o
. Y

a
th

'a
h

a
:

-
-

'P
u

th
u

-k
ile

s
e
 ja

n
e
n

tîti p
u

th
u

jja
n

a
, p

u
th

u
-a

v
ih

a
ta

-s
a

k
k

a
y

a
-

・・

-
-

-
-

・

-
d

itth
ik

a
 ti p

u
th

u
jja

n
a

, p
u

th
u

-S
a

tth
a

ra
n

a
m

 m
u

k
h

u
llo

k
a

k
a

 ti

-

・・

-
-

p
u

th
u

jja
n

a
, p

u
th

u
-sa

b
b
a
-g

a
t ih

i a
v
u

tth
ita

 ti p
u

th
u

jja
n

a
, p

u
th

u
-

-

・

-

・

-
n

a
n

â
b

h
is

a
m

k
h

a
r
e
 a

b
h

is
a

m
k

h
a

r
o
n

tîti p
u

th
u

jja
n

a
,

（
中
略
）

-

・

-

・

・

-

・

p
u

th
u

n
a
m

 b
a
h

u
n

a
m

 g
a
n

a
n

a
-p

a
th

a
m

 a
t ita

n
a
m

 a
riy

a
-d

h
a
m

m
a
-

-

・

-
-

-

・

-

・

p
a

r
a

m
m

u
k

h
a

n
a

m
 n

ic
a

-d
h

a
m

m
a

-s
a

m
a

c
a

r
a

n
a

m
 ja

n
a

n
a

m

-
-

-

・

・

a
n

to
g

a
d

h
a

tta
 ti p

u
th

u
jja

n
a

, p
u

th
u

 v
a

 a
y

a
m

 v
is

u
m

 y
e

v
a
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・

・

・

・・

・

s
a

m
k

h
a

m
 g

a
t
o

 v
is

a
m

s
a

t
t
h

o
 s

ila
-s

u
t
â

d
i-g

u
n

a
-y

u
t
t
e

h
i

a
r
iy

e
h

i ja
n

e
h

îti p
i p

u
th

u
jja

n
o
' ti.

　「
そ
れ
に
よ
っ
てp

u
th

u
jja

n
a

（
凡
夫
）
が
」
と
〔
経
中
で
〕
い
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
つ
き
、
こ
こ
に
〔
頌
が
あ
る
。〕

　
　p

u
th

u
jja

n
a

は
二
な
り
と
、
太
陽
の
親
族
た
る
仏
は
語
り
き
。

　
　
一
は
蒙
昧
な
るp

u
th

u
jja

n
a

な
り
。他
は
正
善
な
るp

u
th

u
jja

n
a

な
り
。

　
そ
こ
で
、
そ
の
人
に
、〔
五
〕
蘊
〔
十
八
〕
界
〔
十
二
〕
処
な
ど
に
関
し
て
、

学
習
や
質
問
や
聴
聞
や
記
憶
や
観
察
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
は
、
蒙
昧
な
る

p
u

th
u

jja
n

a

で
あ
る
。〔
逆
に
〕、
そ
の
人
に
、
そ
れ
ら
が
あ
れ
ば
、
そ
の
人

は
、
正
善
な
るp

u
th

u
jja

n
a

で
あ
る
。（
中
略
）
実
に
、
彼
は
、
個
々
の
様
々

な
種
類
の
煩
悩
な
ど
の
生
起
な
ど
の
原
因
に
よ
っ
て
い
る
か
ら
、

p
u

th
u

jja
n

a

（
個
々
に
生
起
す
る
も
の
）
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
以
下
の
よ

う
に
言
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。「
個
々
の
煩
悩
中
に
生
ま
し
め
る
か
ら

p
u

th
u

jja
n

a

で
あ
る
。
有
身
見
が
個
々
に
破
せ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る

か
らp

u
th

u
jja

n
a

で
あ
る
。
個
々
の
教
主
た
ち
に
追
従
し
て
い
る
か
ら

p
u

th
u

jja
n

a

で
あ
る
。
個
々
の
一
切
趣
よ
り
立
ち
上
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ

る
か
らp

u
th

u
jja

n
a

で
あ
る
。
個
々
の
様
々
な
営
み
に
お
い
て
営
む
か
ら

p
u

th
u

jja
n

a

で
あ
る
。（
中
略
）
個
々
の
（p

u
th

u

）
多
様
な
数
え
う
る
範
囲

を
超
え
た
、
聖
法
に
顔
を
背
け
賤
法
を
行
う
人
（ja

n
a

）
た
ち
に
属
し
て
い

る
性
質
の
も
の
た
ち
だ
か
ら
、p

u
th

u
jja

n
a

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
人

は
、
個
々
に
全
く
別
々
に
、
習
慣
や
〔
多
〕
聞
な
ど
の
徳
を
備
え
た
聖
な
る

人
た
ち
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
、p

u
th

u
jja

n
a

で
あ
る
。」
と
。

　
右
引
の
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
註
釈
中
、
前
半
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

p
u

t
h

u
jja

n
a

に
は
「
蒙
昧
な
る
（a

n
d

h
a

）」
の
と
「
正
善
な
る

-

・

（k
a

ly
a

n
a

）」
の
と
の
両
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、p

u
th

u
jja

n
a

・
（p

rth
a
g
ja

n
a

）
は
よ
り
包
括
的
に
「
個
人
」
全
体
を
含
意
す
る
よ
う
に

も
見
做
し
う
る
が
、「
個
々
別
々
に
（p

u
th

u

）
生
ま
れ
た
人
（ja

n
a

）」

と
の
語
釈
を
踏
ま
え
た
後
半
の
説
明
で
は
、「
個
々
の
教
主
た
ち
に
追
従

-
-

・

し
て
い
る
か
らp

u
t
h

u
jja

n
a

で
あ
る
（p

u
t
h

u
-S

a
t
t
h

a
r
a

n
a

m

-
-

m
u

k
h

u
llo

k
a
k

a
 ti p

u
th

u
jja

n
a

）」
と
述
べ
て
い
る
の
を
例
外
と
し
て
、

-

大
抵
はa

riy
a

（a
ry

a

）
に
対
立
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
に
属
し
て
い
る

「
個
人
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　「
北
伝
」
の
仏
教
文
献
に
お
い
て
も
、
詳
細
に
調
べ
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ

ゴ
ー
サ
の
示
す
両
種
の
説
明
は
見
出
し
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
北

-

伝
」
の
そ
れ
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、a

ry
a

と
対
峙
し
て
用
い
ら

・

れ
るp

rth
a

g
ja

n
a

の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の

・

「
北
伝
」
中
の
漢
訳
で
は
、p

rth
a
g
ja

n
a

は
古
く
は
多
く
「
凡
夫
」
と

訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
玄
奘
に
至
っ
て
、
そ
の
「
個
々
別
々
に
生
ま

れ
た
人
」
と
の
語
義
が
強
く
意
識
さ
れ
て
「
異
生
」
と
新
た
に
訳
さ
れ

た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
玄
奘
訳
が
旧
訳
を
凌
い
で

流
布
し
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
反
映
し
て
、

辞
書
類
も
多
く
「
凡
夫
」
の
項
を
中
心
に
説
明
を
与
え
て
い
る
よ
う
で

（
６
）

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
例
を
『
仏
教
学
辞
典
』
に
よ
っ
て
見
て
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み
よ
う
。

・

　
凡
夫
　
梵
語
プ
リ
タ
グ
・
ジ
ャ
ナp

r
th

a
g

-ja
n

a

の
訳
。
必
栗
託

那

ひ
つ
り
ツ

い
し

（
た
き
つ
な
）
と
音
写
し
、
異
生
（
よ
う
）
と
直
訳
す
る
。
ま
た
婆
羅
必
栗
託

那

し
よ

に

じ
や

（
小
兒
う
に
凡
夫
、
嬰
児
よ
う
凡
夫
、
愚
異
生
）
と
も
い
う
。＊
聖
者
（
し
ょ
う
聖
人
、

じ

聖
）
に
対
し
て
、
愚
な
凡
庸
な
士
夫
（
ぶ
人
間
）
の
意
。
異
生
の
語
は
、
種
種

ぼ
ん

ご

な
見
解
や
＊
煩
悩
（
の
う
）
に
よ
つ
て
種
々
な
＊
業
（
う
）
を
起
し
、
種
々
な
果

を
う
け
て
種
々
な
世
界
に
生
れ
る
者
の
意
。修
行
の
階
位
の
上
で
い
え
ば
＊
見

し

道
（
は
じ
め
て
＊
無
漏
の
智
が
起
つ
て
＊
四
諦
た
い
を
見
る
位
）
に
至
る
以
前
が

く
し
や

し
ぜ
ん

凡
夫
で
あ
つ
て
、
倶
舎
宗
（
し
ゅ
う
）
で
は
＊
四
善
根
位
（
ご
ん
い
）
を
内
凡
、
＊
三

さ
ん

げ

賢
位
（
げ
ん
い
）
を
外
凡
（
ぼ
ん
）
と
い
い
、
＊
大
乗
で
は
初
地
以
前
を
凡
夫
と
し

て
、
十
住
・
十
行
・
十
廻
向
（
三
賢
）
を
内
凡
、
十
信
を
外
凡
と
い
う
。
内

げ

凡
・
外
凡
を
併
せ
て
二
凡
と
い
う
。
外
凡
以
下
は
底
下
（
て
い
）
の
凡
夫
と
い

ね

わ
れ
る
。
ま
た
生
れ
た
り
死
ん
だ
り
し
て
＊
六
道
に
＊
輪
廻
（
り
ん
）
し
つ
つ
あ

う
じ

る
者
を
六
凡
と
い
う
。
即
ち
、
地
獄
の
＊
有
情
（
よ
う
）
乃
至
天
で
あ
る
。
凡
夫

を
し
て
凡
夫
た
ら
し
め
る
性
を
異
生
性
（
凡
夫
性
）
と
い
う
。
犢
子
部
で
は

そ
の
体
は
＊
欲
界
の
＊
見
惑
で
あ
る
と
し
、
有
部
で
は
＊
聖
道
の
＊
非
得
を
指

す
。経
部
で
は
別
に
体
を
立
て
ず
聖
法
の
＊
相
続
の
分
位
差
別
に
名
づ
け
、唯

識
宗
で
は
二
十
四
＊
不
相
応
行
法
の
一
に
数
え
て
＊
分
別
起
の
＊
煩
悩
障
・
＊
所

知
障
の
＊
種
子
の
は
た
ら
き
に
仮
に
名
を
立
て
た
と
す
る
。

　「
凡
夫
」
に
つ
い
て
の
以
上
の
辞
書
的
説
明
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、

以
下
に
は
重
要
な
事
項
を
実
際
に
経
典
や
論
典
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認

・

-

し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、prth

a
g
ja

n
a

（
凡
夫
）
とa

ry
a

（
聖

人
）
と
の
対
比
的
な
用
例
に
つ
い
て
は
、『
発
智
論
』
に
基
づ
い
た
、
次

（
７
）

の
よ
う
な
『
倶
舎
論
』
の
記
述
を
確
認
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
ろ
う
。

・

　「
凡
夫
で
あ
る
こ
と
（p

rth
a

g
ja

n
a

tv
a

）
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

-

聖
法
（a

ry
a
-d

h
a
rm

a

）
を
獲
得
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。」と
〔『
発
智
論
』
の
〕

論
典
本
文
で
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
獲
得
し
な
い
こ
と
と
は
、
実
に
非

-

得
（a

p
ra

p
ti

）
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
聖
法
非
得
の
も
の
が
凡
夫
、
聖
法
得
の
も
の
が
聖

-

人
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
得
（p

r
a

p
t
i

）
と
非
得

-

（a
p

ra
p

ti

）と
が
、凡
夫
や
聖
人
の
概
念
と
も
、特
に
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
、

深
く
関
わ
っ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
以
下
の
種
々
の
局
面
で
明

ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、『
倶
舎
論
』に
は
、こ
の
得
と
非
得
と
の
問
題
に
関
し
て
、

無
為
法
の
そ
れ
に
つ
き
、
や
は
り
『
発
智
論
』
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
凡

夫
と
聖
人
と
を
「
有
情
（sa

ttv
a

）」
で
総
称
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述

（
８
）

べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
実
に
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
、「
だ
れ
が
無

-
-

漏
法
（a

n
a
sra

v
a
- d

h
a
rm

a
-

）
を
成
就
す
る
（sa

m
a
n

v
a
g
a
ta

）
の
か
。
答

う
。
全
て
の
有
情
で
あ
る
。」
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
束
縛

-

・
・

（sa
k

a
la

-b
a
n

d
h

a
n

a

）
を
も
っ
て
〔
見
道
の
〕
初
刹
那
（a

d
i-k

sa
n

a

）
に

-

い
る
も
の
を
除
い
た
全
て
の
聖
人
（a

r
y

a

）
た
ち
と
、
あ
る
一
部
の
凡
夫

・

・

-

（p
rth

a
g
ja

n
a

）
た
ち
と
は
、
択
滅
（p

ra
tisa

m
k

h
y
a
-n

iro
d

h
a

）〔
無
為
〕

-
-

を
成
就
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
虚
空
（a

k
a

a

）〔
無
為
〕
を
成
就
す
る
も
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-

の
は
だ
れ
も
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
（
の
虚
空
）
の
得
（p

ra
p

ti

）
は
な

い
。

　
こ
こ
に
、
凡
夫
と
聖
人
を
「
有
情
（sa

ttv
a

）」
と
総
称
し
て
も
よ
い

-

と
い
う
可
能
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
無
我
（a

n
a

tm
a

）」

-

を
主
張
す
る
仏
教
に
と
っ
て
は
、atm

a
n

の
同
義
語
と
さ
れ
るsa

ttv
a

・

-

は
、p

u
d

g
a
la

やm
a
n

u
sy

a

な
ど
と
同
様
、a

tm
a
n

の
肯
定
に
見
粉

（
９
）

わ
れ
な
い
よ
う
に
、慎
重
に
用
い
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、や
は
り
、

「
あ
る
一
部
の
凡
夫
は
択
滅
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、

-

凡
夫
や
聖
人
に
も
虚
空
の
成
就
す
な
わ
ち
得
（p

ra
p

ti

）
は
な
い
」
な
ど

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
人
間
を
生

き
物
と
し
て
のsa

ttv
a

の
中
に
、
そ
の
種
類
の
類
似
性
即
ち
「
衆
同
分

-
-

（n
ik

a
y
a
-sa

b
h

a
g
a

）」
に
よ
っ
て
五
趣
（p

a
ñ

ca
-g

a
ti

）
に
区
別
し
て
位

・

置
づ
け
る
よ
う
な
場
合
に
、人
間
は
や
は
りm

a
n

u
sy

a
と
呼
ば
れ
た
り

-
-

-

す
る
。
例
え
ば
、『
入
菩
提
行
論
（B
o
d

h
ic

a
r
y
a

v
a

ta
r
a

）』
第
九
章
第

一
五
一
頌
前
半
の
「
し
か
し
、
趣
は
夢
に
喩
え
ら
れ
り
。
考
察
さ
る
れ
-

-
-

・

ば
芭
蕉
に
等
し
。」（sv

a
p

n
ô
p

a
m

a
s tu

 g
a
ta

y
o
 v

ica
re

 k
a
d

a
l i-sa

m
a
h （

10
））

-

を
註
釈
す
る
『
細
疏
（P

a
ñ

jik
a

）』
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

11
）。

　
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
も
の
に
と
っ
て
で
あ
れ
夢
に
喩
え
ら
れ
〔
夢
に
〕
等

し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
ら
が
そ
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。「
し
か
し
」
と

-

・

い
う
の
は
限
定
（a

v
a
d

h
a
ra

n
a

）
の
た
め
で
あ
る
。
夢
で
体
験
さ
れ
る
よ
う

な
こ
と
を
自
性
と
す
る
趣（g

a
ti

）と
は
、地
獄（n

a
ra

k
a

）と
餓
鬼（p

re
ta

）

・

と
畜
生
（tiry

a
ñ

c

）
と
人
（m

a
n

u
sy

a

）
と
天
（d

e
v
a

）
と
の
〔
衆
〕
同
分

-
-

-

・

（〔n
ik

a
y
a
-

〕sa
b
h

a
g
a
ta

）
の
殊
別
（v

i
e
sa

）
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
夢
に

お
い
て
、
別
な
所
な
ど
に
行
っ
た
り
来
た
り
し
、
ま
た
、
苦
楽
な
ど
を
感
受

-

し
た
り
す
る
よ
う
に
、
勝
義
の
真
実
（p

a
ra

m
a
rth

a
-ta

ttv
a

）
を
よ
く
理
解

し
て
い
な
い
人
に
と
っ
て
は
地
獄
な
ど
に
関
し
て
、
そ
れ
と
全
く
同
様
で
あ

る
と
知
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
実
に
お
い
て
は
そ
う
な
の
で
は
な

い
。で
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
。「
考
察
さ
る
れ
ば
芭
蕉
に
等
し
」で
あ
る
。

こ
れ
は
理
由
句
（h

e
tu

-p
a
d

a

）
で
あ
っ
て
、
一
切
法
は
無
自
性
で
あ
る
と
考

察
さ
れ
検
討
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
、〔
五
〕
趣
は
、
芭
蕉
（k

a
d

a
l i

）
に

・

-

等
し
い
も
の
で
あ
り
、
芭
蕉
の
よ
う
に
核
な
き
も
の
（n

ih
sa

ra

）
で
あ
る
か

ら
、
と
い
う
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。

・

　
し
か
し
、
こ
こ
で
、「
衆
同
分
」
の
一
つ
と
し
てm

a
n

u
sy

a

と
い
う

そ
の
ま
ま
で
は
非
仏
教
的
な
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、そ
れ
は
、

-a
tm

a
n

やsa
ttv

a

やp
u

d
g
a
la

な
ど
と
同
様
に
、
実
在
す
る
も
の
で
は

決
し
て
な
く
、
せ
い
ぜ
い
五
蘊
と
し
て
仮
説
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
も
の

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
『
細
疏
』
は
「
芭
蕉
の
よ
う
に
核
な
き
も
の
」
と
、

恐
ら
く
は
『
雑
阿
含
経
』
の
第
二
六
五
経
の
よ
う
な
経
典
を
踏
ま
え
な

が
ら
述
べ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る（

12
）。
と
は
い
え
、
か
か
る
経
典
の

五
蘊
無
我
説
を
信
仰
し
て
聞
き
、
そ
の
意
味
を
正
し
く
思
索
し
続
け
ら

れ
な
い
ゆ
え
に
、
我
々
は
「
凡
夫
」
で
あ
り
続
け
る
ほ
か
は
な
い
の
だ

が
、『
倶
舎
論
』
で
は
ま
た
、「
凡
夫
」
に
絡
め
て
、
同
じ
『
雑
阿
含
経
』

の
第
六
五
二
経
に
ト
レ
ー
ス
さ
れ
る
左
の
よ
う
な
経
文
の
一
句
が
引
か

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
句
に
相
当
す
る
『
雑
阿
含
経
』
の
そ
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れ
と
、『
倶
舎
論
』
所
引
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
経
文
（
及
び
そ
の
和
訳
）

と
を
並
記
し
て
お
く（

13
）。

　
若
於
此
五
根
一
切
無
者
、
我
説
、
彼
為
外
道
凡
夫
之
数
。

-
-

・

・

・

・

　y
a
sy

ê
m

a
n

i p
a
ñ

cê
n

d
riy

a
n

i sa
rv

e
n

a
 sa

rv
a
m

 n
a
 sa

n
ti ta

m
 a

h
a
m

-

・

・

・

・

-
b
a
h

y
a
m

 p
rth

a
g
ja

n
a
-p

a
k

sâ
v
a
sth

ita
m

 v
a
d

a
m

i

（
あ
る
人
に
と
っ
て
、

〔
信
な
ど
の
〕
五
根
が
、
全
て
に
つ
い
て
全
て
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う

な
人
を
私
は
〔
仏
教
〕
外
の
凡
夫
の
側
の
状
況
に
あ
る
も
の
と
説
く
。）

　
更
に
、
こ
の
経
文
を
踏
ま
え
た
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
記
述（

14
）は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
、凡
夫
は
二
種
類
で
あ
っ
て
、断
善
根
で
は
な
い（a

sa
m

u
cch

in
n

a
-

-
-

k
u

a
la

-m
u

la

）〔
仏
教
〕
内
の
も
の
（a

b
h

y
a
n

ta
ra

k
a

）
と
、
断
善
根
の

-
-

（sa
m

u
cch

in
n

a
-k

u
a
la

-m
u

la

）〔
仏
教
〕
外
の
も
の
（b

a
h

y
a
k

a

）
と
で

あ
る
が
、
後
者
を
主
題
と
し
て
〔
経
典
で
は
彼
を
〕「
私
は
〔
仏
教
〕
外
の
凡

夫
の
側
の
状
況
に
あ
る
も
の
と
説
く
。」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
凡
夫
の
二
種
類
の
区
別
の
基
準
は
善
根
の
有
無
に
あ
る
が
、
そ

の
善
根
が
先
天
的
で
内
在
的
な
も
の
だ
と
見
做
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
、

-

当
の
凡
夫
が
仏
教
に
対
す
る
信
仰（

ra
d

d
h

a

、
信
根
、ra

d
d

h
ê
n

d
riy

a
）

-

な
ど
の
善
根
を
起
こ
せ
ば
仏
教
徒
（a

b
h

y
a
n

ta
ra

k
a

）
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
仏
教
徒
と
し
て
の
凡
夫
に
も
様
々
な

-

段
階
が
あ
る
わ
け
で
、「
愚
か
な
も
の
と
は
凡
夫
の
こ
と
を
い
う
（b

a
la

・

-
iti p

rth
a
g
ja

n
a
sy

â
k

h
ya

）」
と
説
明
さ
れ
た
り
、「
し
か
し
、
凡
夫
は
衆

・

同
分
を
捨
て
る
だ
け
で
〔
順
決
択
分
を
〕
捨
て
る
（p

rth
a

g
ja

n
a

s
 tu

-
-

-
n

ik
a
y
a
-sa

b
h

a
g
a
-ty

a
g
e
n

â
iv

a
 ty

a
ja

ti

）」
と
説
明
さ
れ
た
り
し
て（

15
）、
そ

の
段
階
の
高
低
の
差
は
大
き
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
五
濁
」の
末
世
に

は
聖
人
も
な
く
全
て
は
凡
夫
で
あ
る
と
し
て
、自
ら「
罪
悪
生
死
凡
夫
」

で
あ
る
こ
と
を
「
決
定
深
信
」
す
る
と
共
に
「
唯
信
仏
語
不
顧
身
命
」
と

述
べ
た
の
が
唐
の
善
導
に
ほ
か
な
ら
な
い（

16
）。
私
に
は
、
こ
の
善
導
の
よ

-

う
な
人
こ
そ
、
信
根
を
起
し
た
〔
仏
教
〕
内
の
凡
夫
（a

b
h

y
a
n

ta
ra

k
a
-

・

p
rth

a
g
ja

n
a

）に
相
応
し
い
人
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。そ
し
て
、「
唯
信
仏
語
不
顧
身
命
」と
て「
仏
語（b

u
d

d
h

a
-v

a
ca

n
a

、

仏
教
）
（
17
）」
を
信
じ
て
聞
き
、「
決
定
深
信
自
身
現
是
罪
悪
生
死
凡
夫
」
と

て
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、「
一
切
智
者

（sa
rv

a
-jñ

a

）」
で
あ
る
仏
の
教
え
（b

u
d

d
h

a
-v

a
ca

n
a

）
に
従
っ
て
、「
我

-（a
tm

a
n

、
自
己
、
霊
魂
）」
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
信
仰
し
て
い
く
こ
と

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
仏
教
（b

u
d

d
h

a
-v

a
ca

n
a

）」
の
一

例
を
、ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が『
倶
舎
論
』中
に
引
く
経
典
の
一
文（

18
）に
よ
っ

て
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

-
-
-

・

-
-

・

・

　a
tm

a
 a

tm
ê （

19
）

 ti b
h

ik
sa

v
o
 b

a
lo

 '
ru

ta
v
a
n

 p
rth

a
g
ja

n
a
h

 p
ra

jñ
a
p

tim

-
-
-

・

-

ア
ー
ト
マ
ン

a
n

u
p

a
tito

 n
a

 tv
 a

trâ
tm

a
 v

a
 a

tm
iy

a
m

 v
a

（
比
丘
た
ち
よ
、
我
が
あ

る
、
我
が
あ
る
と
、
愚
か
で
〔
多
〕
聞
な
ら
ざ
る
凡
夫
は
、
仮
説
に
従
っ
て

落
ち
込
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
、
我
も
し
く
は
我
所
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
。）

　
こ
の
よ
う
に
、「
我
が
あ
る
」
と
思
い
な
が
ら
も
、「
仏
教
」
即
ち
「
仏

の
教
え
」
を
信
ず
る
が
ゆ
え
に
、
仏
を
信
じ
て
「
我
は
な
い
の
だ
」
と
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断
え
ず
考
え
を
改
め
て
い
く
の
が
凡
夫
の
仏
教
徒
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
を
取
り
巻
い
て
い
る
仏
教
徒
な
ら
ざ
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
し
か

も
そ
れ
が
取
り
分
け
イ
ン
ド
で
あ
る
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

-a
tm

a
n

は
勿
論
、
そ
の
同
義
語
と
し
て
のsa

ttv
a

もj
v
a

もja
n

tu

も

・

-

・

-
p

o
sa

もp
u

d
g
a
la

もm
a
n

u
ja

もm
a
n

a
v
a

もk
a
rtr

もk
a
ra

k
a

も

・

-
-

ja
n

a
k

a

もs
a

m
ja

n
a

k
a

もu
tth

a
p

a
k

a

もs
a

m
u

tth
a

p
a

k
a

も

v
e
d

a
k

a

も
実
在
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、仏
と
凡
夫
と
の
間
で
は
な
い
、凡
夫
と
凡
夫
と
の
間
で
は
、実

在
し
な
い
と
仏
教
徒
に
は
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
諸
語
を
も
主
題

と
し
て
仏
教
徒
で
は
な
い
凡
夫
と
丁
寧
に
議
論
し
合
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（

20
）
。

　
と
こ
ろ
で
、そ
の
よ
う
な
凡
夫
の
仏
教
徒
が
、か
か
る
局
面
の
中
で
、

聖
法
を
獲
得
し
た
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
は
、
前

-

述
の
ご
と
く
、
聖
法
の
得
（p

ra
p

ti

）
に
よ
っ
て
聖
人
の
道
へ
至
る
と
説

明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
、「
得
」
と
は
、
凡
夫
自
身
の
中
に

は
聖
人
と
結
合
さ
れ
る
べ
き
根
拠
が
な
に
も
の
も
想
定
し
え
な
い
が
ゆ

え
に
、
外
在
的
な
法
と
し
て
発
案
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

21
）
が
、
し

か
し
、「
無
我
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
凡
夫
の
「
相
続

・

-

・

（sa
m

ta
n

a
, sa

m
ta

ti

）」中
に
聖
人
と
な
る
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
人
は
、
そ
の
よ
う
な
む
し
ろ
奇
妙
な
「
得
」
と
い
う
法
の
実

在
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
学
者
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ス

バ
ン
ド
ゥ
は
、
実
修
行
派
の
考
え
方
に
傾
斜
す
る
と
共
に
、
か
か
る
思

想
傾
向
を
強
め
て
い
っ
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
実
修
行
派
の
集
大
成
と

も
い
う
べ
き『
成
唯
識
論
』に
お
い
て
は
、ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て「
得
」

及
び
そ
の
対
概
念
で
あ
る
「
非
得
」
の
経
証
と
見
做
さ
れ
て
い
た
も
の

も
、
そ
の
経
証
た
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
左
に
そ
の
一

例（
22
）を
示
す
。

　
如
説
、「
如
是
補
特
伽
羅
、
成
就
善
悪
。
聖
者
、
成
就
十
無
学
法
。」
又
説
、

「
異
生
、
不
成
就
聖
法
。
諸
阿
羅
漢
、
不
成
就
煩
悩
。」
成
不
成
言
、
顕
得
非

得
。
経
不
説
此
異
色
心
等
有
実
体
用
、
為
証
不
成
。

　
右
引
は
、
二
つ
の
経
文
と
も
「
得
」
と
「
非
得
」
の
法
の
実
在
を
示

す
経
証
た
り
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
少
し
先
で

は
、
善
悪
は
現
在
の
種
子
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
暗
に

ア
ー
ラ
ヤ
識
の
実
在
を
前
提
と
し
た
よ
う
な
『
成
唯
識
論
』
側
か
ら
の

主
張
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

23
）。

　
そ
れ
ゆ
え
、
実
修
行
派
の
見
解
は
、
凡
夫
で
あ
る
こ
と

・
（p

rth
a
g
ja

n
a
tv

a

）
即
ち
新
訳
の
「
異
生
性
」
に
関
し
て
も
、
ア
ビ
ダ
ル

マ
の
そ
れ
と
は
違
っ
た
も
の
に
な
る
。
そ
の
点
を
『
瑜
伽
師
地
論
』「
摂

・

決
択
分
」
中
の
「
異
生
性
（so

 so
'i sk

y
e
 b

o
 n

y
id

, p
rth

a
g
ja

n
a
tv

a

、
凡

夫
性
）」
の
定
義
に
つ
い
て
み
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
以
下
に
、
玄

奘
訳
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
（
及
び
そ
の
和
訳
）
と
の
順
で
示
す（

24
）。

　
復
次
、
云
何
異
生
性
。
謂
、
三
界
見
所
断
法
種
子
、
唯
未
永
害
量
、
名
異

生
性
。
此
復
、
略
有
四
種
。
一
、
無
般
涅
槃
法
種
性
所
摂
。
二
、
声
聞
種
性

之
所

逐
。
三
、
独
覚
種
性
之
所

逐
。
四
、
如
来
種
性
之
所

逐
。
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　d
e
 la

 so
 so

'i sk
y
e
 b

o
 n

y
id

 g
a
n

g
 z

h
e
 n

a
 / k

h
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m

s g
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m
 n

a
 sp

y
o
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p
a
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th
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g
 b

a
s sp

a
n

g
 b

a
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y
a
 b

a
'i ch

o
s k

y
i sa

 b
o
n

 rn
a
m

s y
a
n

g

d
a
g
 p

a
r m

a
 b

co
m

 p
a
 tsa

m
 g

a
n

g
 y

in
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a
 d

e
 n

i so
 so

'i sk
y
e
 b

o
 n

y
id

ce
s b

y
a

'o
 // d

e
 y

a
n

g
 m

d
o
r b

sd
u

 n
a

 rn
a

m
 p

a
 b

z
h

i ste
 / y

o
n

g
s su

m
y
a
 n

g
a
n

 la
s m

i 'd
a
' b

a
'i ch

o
s ca

n
 g

y
i rig

s k
y
is b

sd
u

s p
a
 d

a
n

g
 /

n
y
a
n

 th
o
s k

y
i rig

s k
y
is b

sd
u

s p
a
 d

a
n

g
 / ra

n
g
 sa

n
g
s rg

y
a
s k

y
i rig

s

d
a
n

g
 ld

a
n

 p
a
 d

a
n

g
 / d

e
 b

z
h

in
 g

sh
e
g
s p

a
'i rig

s d
a
n

g
 ld

a
n

 p
a
'o

 //

（
そ
こ
で
、
凡
夫
で
あ
る
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
お
よ
そ
三
界
を
領

-
-

域
と
す
る
（tri-d

h
a
tv

-a
v
a
ca

ra
）
見
所
断
（d

a
r

a
n

a
-p

ra
h

a
ta

v
y
a

）
の

-

法（d
h

a
rm

a

）の
種
子（b

ija

）を
単
に
ま
だ
破
壊
し
て
い
な
い（a

sa
m

u
d

g
h

a
ta

）

・

だ
け
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
凡
夫
で
あ
る
こ
と
（p

rth
a
g
ja

n
a
tv

a

）

と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
要
約
す
れ
ば
、
四
種
類
で
あ
っ
て
、

無
般
涅
槃
法

-

・

種
性
（a

p
a

r
in

ir
v

a
n

a
-d

h
a

r
m

ik
a

-g
o

t
r
a

）
に
摂
め
ら
れ
る
も
の

・
・

-

（sa
m

g
rh

ita

）
と
、

声
聞
種
性
（

ra
v
a
k

a
-g

o
tra

）
に
摂
め
ら
れ
る
も
の

と
、

独
覚
種
性
（p

r
a

ty
e
k

a
-b

u
d

d
h

a
-g

o
tr

a

）
を
も
て
る
も
の
（
＊

・

-
a
n

u
sa

k
ta

）
と
、

如
来
種
性
（ta

th
a
g
a
ta

-g
o
tra

）
を
も
て
る
も
の
と
で

あ
る
。）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
凡
夫
と
は
、
見
所
断
の
法
の
種
子
を
ま
だ
破
壊
し

て
い
な
い
た
め
に
、
そ
の
内
的
状
態
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
分
類
的
に
い
え
ば
、
凡
夫
と
は
、
そ
の
状
態
の
内
在
的
な
要

因
を
な
す

無
般
涅
槃
法
種
性
と

声
聞
種
性
と

独
覚
種
性
と

如

来
種
性
と
が
マ
イ
ナ
ス
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
実
修
行
派
に
と
っ
て
は
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス

の
内
在
的
な
要
因
が
プ
ラ
ス
に
転
じ
て
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
、
凡
夫

と
し
て
の
変
化
で
あ
り
聖
人
へ
の
転
換
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
、
外
在
的
に
ダ
ル
マ
の
実
在
を
考
え
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
よ
う
に
、

「
得
」「
非
得
」
の
ダ
ル
マ
の
実
在
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か

ア
ー
ト
マ
ン

し
、凡
夫
と
は
ま
さ
に
我
な
き
存
在
だ
と
す
る
な
ら
ば
、内
在
的
な「
種

性
（g

o
tra

）」
を
前
提
と
し
て
い
る
実
修
行
派
と
、
そ
う
で
は
な
い
が
ゆ

え
に
、
外
在
的
な
「
得
」「
非
得
」
で
説
明
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ア
ビ

ダ
ル
マ
と
で
は
、
ど
ち
ら
の
凡
夫
観
が
仏
教
的
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ

ア
ー
ト
マ
ン

ろ
う
か
。
私
と
し
て
は
、
善
導
の
よ
う
な
方
向
で
、
我
は
存
在
し
な
い

-
-

と
い
う
こ
と
即
ち
「
無
我
説
（a

n
a
tm

a
-v

a
d

a

）」
を
、「
一
切
智
者
」
た

る
仏
を
信
仰
す
る
が
ゆ
え
に
仏
だ
け
か
ら
聞
き
、
凡
夫
と
し
て
の
我
々

自
ら
は
「
無
我
」
ゆ
え
の
「
罪
悪
生
死
凡
夫
」
で
あ
る
こ
と
を
「
決
定

深
信
」し
、凡
夫
と
凡
夫
と
の
間
で
は
、「
我
」を
肯
定
す
る
人
と
も「
我
」

及
び
そ
れ
に
類
す
る
同
義
語
を
も
主
題
と
し
な
が
ら
丁
寧
な
議
論
を
重

ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
種
性
」
は
勿

論
、「
得
」
や
「
非
得
」
も
想
定
す
る
こ
と
な
く
、
よ
り
仏
教
的
に
生
き

て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
し
か
も
、
か
か
る
「
凡
夫
」

な
ら
、
欧
米
由
来
の
意
味
を
も
っ
た
「
個
人
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
も

よ
い
か
も
し
れ
な
い
と
密
か
に
思
っ
て
い
る
途
上
で
あ
る
。
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註
（
１
）　M

o
n

ie
r
 M

o
n

ie
r
-W

illia
m

s
, E

n
g

lis
h

-S
a

n
s
k

r・it D
ic

tio
-

n
a

r
y

, 1
8

5
1

, M
u

n
s
h

ir
a

m
 M

a
n

o
h

a
r
la

l P
u

b
lis

h
e

r
s
 r

e
p

r
.,

S
e
c
o
n

d
 e

d
., N

e
w

 D
e
lh

i, 1
9

8
5

. p
.3

8
2

, c
o
l. R

.

参
照
。

（
２
）　M

o
n

ie
r
 M

o
n

ie
r
-W

illia
m

s
, A

 S
a

n
s
k

r
it-E

n
g

lis
h

 D
ic

-

tio
n

a
r
y

, O
x

fo
r
d

, 1
8

9
9

, p
. 6

4
6

, c
o
l.1

参
照
。

（
３
）　M

o
n

ie
r

 
M

o
n

ie
r

-W
illia

m
s

, 
B

u
d

d
h

i
s

m
, 

I
n

 
i
t
s

-
-

C
o

n
n

e
x

i
o

n
 w

i
th

 B
r
a

h
m

a
n

i
s
m

 a
n

d
 H

i
n

d
u

i
s
m

, a
n

d
 i

n

its
 c

o
n

tr
a

s
t w

ith
 C

h
r
is

tia
n

ity
, N

e
w

 Y
o
r
k

, 1
8

8
9

, p
p

.1
2

3
-

1
4

6

参
照
。

（
４
）　
水
野
弘
元
『
南
伝
大
蔵
経
索
引
』
第
一
部
（
一
九
五
九
年
、
増
補

改
訂
版
、
ピ
タ
カ
、
一
九
七
七
年
）、
四
六
頁
、「
異
生
」
の
項
、
八
二

九
頁
、「
凡
夫
」
の
項
に
よ
る
。
こ
れ
に
よ
る
限
り
、
経
蔵
の
最
初
の

-

三
つ
の
ニ
カ
ー
ヤ
中
で
用
例
の
あ
る
も
の
は
、D

i g
h

a
-N

ik
a

y
a

と

-
M

a
jjh

im
a

-N
ik

a
y

a

の
み
で
あ
る
か
ら
、
経
蔵
中
に
は
元
々
多
い
用

-

例
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。D

i g
h

a
-N

ik
a

y
a

の
用
例
は

-

本
文
中
で
取
り
上
げ
る
が
、M

a
jjh

im
a

-N
ik

a
y

a

で
そ
の
用
例
を
示

す
二
経
典
、
即
ち
第
五
八
経
『
ア
バ
ヤ
王
子
経
』
と
第
一
四
二
経
『
施

分
別
経
』
と
に
は
本
稿
で
触
れ
な
い
。
た
だ
し
、
二
経
典
は
、

p
u

th
u

jja
n

a

の
（
凡
夫
）
の
用
例
と
し
て
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る

の
で
、
両
経
典
に
関
心
の
あ
る
方
は
、
順
次
に
、
片
山
一
良
訳
、
パ
ー

リ
仏
典
第
一
期
３
（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
九
年
）、
一
四
七
―
一
五
四

頁
、
同
６
（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、
二
九
三
―
三
〇
二
頁
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
５
）　T

. W
. R

h
y

s
 D

a
v

id
s
 a

n
d

 J
. E

s
tlin

 C
a

r
p

e
n

te
r
 (e

d
s
.),

・

-
T

h
e
 S

u
m

a
n

g
a

la
-v

ila
s
in

, B
u

d
d

h
a

g
h

o
s
a

's
 C

o
m

m
e
n

ta
r
y

-
o

n
 th

e
 D

g
h

a
 N

ik
a

y
a

, P
a

r
t I, p

.5
9

.

な
お
、
以
下
の
引
用
中
、

最
初
の
「
中
略
」
の
冒
頭
に
は“d

u
v

id
h

o
”

と
あ
る
が
、
こ
れ
が
私
に

は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
省
略
の
中
に
含
め
て
し
ま
っ
た
。du

v
id

h
o

で
は
な
くv

iv
id

h
o

で
は
な
い
か
と
も
思
う
の
で
あ
る
が
、他
本
等
を

参
照
し
う
る
素
養
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
。
な

デ
ィ
ー
ガ

お
、
引
用
前
半
部
に
つ
い
て
は
、
片
山
一
良
訳
『
長
部
（
ニ
カ
ー
ヤ
）
戒

蘊
篇
』
Ⅰ
（
パ
ー
リ
仏
典
第
二
期
１
、
大
蔵
出
版
二
〇
〇
三
年
）、
八

七
頁
の
脚
註
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）　
多
屋
頼
俊
、
横
超
彗
日
、
舟
橋
一
哉
編
『
仏
教
学
辞
典
』（
法
蔵

館
、
一
九
五
五
年
）、
四
一
八
頁
、「
ぼ
ん
ぶ
（
凡
夫
）」
の
項
。
こ
れ

に
よ
る
の
は
、小
型
で
廉
価
の
た
め
広
く
流
布
し
て
い
る
上
、
教
義
的

に
も
説
明
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
の
定
評
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、私

自
身
も
そ
う
思
っ
て
い
る
ゆ
え
で
あ
る
。因
み
に
、本
辞
書
で
は
、「
異

生
」は
別
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
全
て
こ
の
項
目
で
説
明
さ
れ
て

い
る
。な
お
、原
の
ま
ま
に
従
っ
て
付
し
た
＊
ア
ス
タ
リ
ス
ク
記
号
は
、

そ
の
語
が
本
辞
書
中
で
別
に
項
目
と
し
て
立
て
ら
れ
て
説
明
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
よ
り
大
き
な
辞
書
と
し
て
は
、
織
田

得
能
『
仏
教
大
辞
典
』（
新
訂
重
版
、
大
蔵
出
版
、
一
九
五
四
年
、
新

訂
八
刷
、
一
九
九
五
年
）、
五
三
―
五
四
頁
、「
イ
シ
ヤ
ウ
異
生
」、
一

四
五
四
頁
、「
バ
ラ
ヒ
リ
タ
キ
ナ
婆
羅
必
栗
託

那
」、
一
六
四
〇
頁
、

「
ボ
ン
ブ
凡
夫
」、『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
第
五
巻
（
世
界
聖
典
刊
行
協

会
、
一
九
三
三
年
、
改
定
第
一
刷
、
一
九
七
四
年
）、
四
七
〇
六
頁
、「
ボ

ン
ブ
凡
夫
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

-

・

（
７
）　P

. 
P

r
a

d
h

a
n

(e
d

.), 
A

b
h

i
d

h
a

r
m

a
k

o
ś
a

b
h

a
s
y

a
 
o

f



四
二

〈
凡
夫
〉
考
（
袴
谷
）

V
a

s
u

b
a

n
d

h
u

, K
. P

. J
a

y
a

s
w

a
l R

e
s
e
a

r
c
h

 In
s
titu

te
, P

a
tn

a
,

1
9

6
7

, p
. 6

6
, l.1

0
.

こ
の
現
代
語
訳
と
し
て
は
、
櫻
部
建
『
倶
舎
論

の
研
究
　
界
・
根
品
』（
法
蔵
館
、
一
九
六
九
年
）
が
あ
る
の
で
、
そ

の
三
〇
九
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。
対
応
漢
訳
は
、
大
正
蔵
、
二
九
巻
、

二
三
頁
中

平
川
彰
編
『
真
諦
訳
対
校
阿
毘
達
麿
倶
舎
論
』
第
一
巻

（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
九
八
年
）、
一
六
五
頁
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

箇
所
と
の
関
連
で
、P

r
a

d
h

a
n

, o
p

. c
it. p

.6
3

, ll. 3
-5

大
正
蔵
、

同
、
二
二
頁
上

平
川
前
掲
編
書
、
一
五
六
頁

櫻
部
前
掲
書
、
三
〇

二
頁
所
引
の
経
文
も
参
照
の
こ
と
。
た
だ
し
、
櫻
部
、
同
、
三
一
二
頁
、

註
１
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、本
経
文
の
比
定
は
厳
密
な
意
味
で
は
ま
だ

な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
８
）　P

r
a

d
h

a
n

, o
p

. c
i
t., p

.6
2

, l.2
2

―p
.6

3
, l.2

.

大
正
蔵
、
二

九
巻
、
二
二
頁
上

平
川
前
掲
編
書
、
一
五
六
頁

櫻
部
前
掲
書
、
三

〇
二
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
直
後
に
示
さ
れ
る
経
文
が
、
直
前
の
前
註

７
の
後
半
で
触
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
と
、
恐
ら
く
は

密
接
す
る
で
あ
ろ
う
経
文
が
、『
成
唯
識
論
』、
新
導
本
、
巻
第
一
、
二

六
頁
で
、「
如
是
補
特
伽
羅
、
成
就
善
悪
。
聖
者
、
成
就
十
無
学
法
。」

「
異
生
、
不
成
就
聖
法
。
諸
阿
羅
漢
、
不
成
就
煩
悩
。」
と
し
て
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
詳
細
は
、後
註
22
下
の
本
文
中
の
引
用
に
つ
い
て
見
ら

れ
た
い
。

-

（
９
）　a

tm
a

n

やp
u

d
g

a
la

の
同
義
語
に
対
す
る
『
大
毘
婆
沙
論
』
の

見
解
に
つ
い
て
は
、
拙
書
『
仏
教
入
門
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）、

一
四
八
頁
参
照
。
ま
た
、『
倶
舎
論
』「
破
我
品
」
所
引
の
『
人
契
経
』

-

の
見
解
に
つ
い
て
は
、同
、一
四
三
―
一
四
四
頁
参
照
。な
お
、atm

a
n

の
同
義
語
を
列
挙
す
る
諸
文
献
に
関
す
る
最
近
の
成
果
に
は
、齋
藤
滋

「
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
け
る
「
我
」
の
同
義
語
に
つ
い
て
」『
印

仏
研
』
五
四
―
二
（
二
〇
〇
六
年
三
月
）
が
あ
る
。
ま
だ
、
不
充
分
な

点
は
多
々
あ
る
に
せ
よ
、諸
文
献
が
一
応
整
理
さ
れ
て
い
て
至
便
で
あ

る
。

-
-

（
10
）　V

id
h

u
s
h

e
k

h
a

r
a

 B
h

a
tta

c
h

a
r
y

a
, B

o
d

h
ic

a
r
y

a
v

a
ta

r
a

,

B
ib

lio
th

e
c
a

 In
d

ic
a

, W
o

r
k

 N
u

m
b

e
r
 2

8
0

, Is
s
u

e
 N

u
m

b
e

r

1
5

8
0

, C
a

lc
u

tta
, 1

9
6

0
, p

, 2
2

4
.

金
倉
圓
照
訳
『
悟
り
へ
の
道
』

（
サ
ー
ラ
叢
書
９
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
五
年
）、
二
〇
五
頁
参
照
。

-
-

-

（
11
）　P

. L
. V

a
id

y
a

, B
o

d
h

ic
a

r
y

a
v

a
ta

r
a

 o
f Ś

a
n

tid
e
v

a
 w

ith

-
-

th
e

 
C

o
m

m
e

n
ta

r
y

 
P

a
ñ

j
i
k

a
 
o

f 
P

r
a

j
ñ

a
k

a
r

a
m

a
ti

, T
h

e

M
ith

ila
 In

s
titu

te
, D

a
r
b

h
a

n
g

a
, 1

9
6

0
, S

e
c
o
n

d
 e

d
., 1

9
8

8
,

p
.2

8
1

, ll. 5
-9

:D
. e

d
., N

o
. 3

8
7

2
, L

a
, 2

8
1

a
7

-b
3

.

（
12
）　『
雑
阿
含
経
』
第
二
六
五
経
、
及
び
、
そ
の
並
行
文
献
を
、
実
修

-
-

行
派
（Y

o
g

a
c
a

r
a

）
の
文
献
形
成
史
の
中
に
辿
ろ
う
と
し
た
も
の
と

し
て
、
拙
稿
「
実
修
行
派
の
経
典
背
景
の
一
実
例
」『
駒
澤
大
学
仏
教

学
部
論
集
』
第
三
七
号
（
二
〇
〇
六
年
十
月
刊
行
予
定
）
が
あ
る
の
で

-

参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、a

tm
a

n

の
同
義
語
を
列
挙
し
な
が
ら
、
そ

れ
ら
が
五
蘊
無
我
説
の
観
点
か
ら
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た

経
典
で
、
か
つ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
も
回
収
し
う
る
文
献
と
し
て
、『
頻

娑
邏
王
迎
仏
経
』
の
増
広
経
典
た
る
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
『
ビ
ン
ビ
サ
ー

ラ
王
迎
仏
経
』の
一
節
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
対
応
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

・

・

-

と
し
て
は
、E

rn
s
t W

a
ld

s
ch

m
id

t, D
a

s
 C

a
tu

s
p

a
r
i
s
a

ts
u

tr
a

:

E
in

e
 k

a
n

o
n

is
c
h

e
 L

e
h

r
s
c
h

r
ift ü

b
e
r
 d

ie
 B

e
g

r
ü

n
d

u
n

g
 d

e
r

b
u

d
d

h
i
s
ti

s
c
h

e
n

 G
e
m

e
i
n

d
e
, T

e
il III, B

e
r
lin

, 1
9

6
2

, p
p

.

3
5

0
-3

6
3

: R
a

n
ie

r
o

 G
n

o
li(e

d
.), T

h
e
 G

ilg
it M

a
n

u
s
c
r
ip

t o
f



四
三

〈
凡
夫
〉
考
（
袴
谷
）

・

th
e
 S

a
n

g
h

a
b

h
e
d

a
v

a
s
tu

, P
a

r
t I, S

e
r
ie

 O
r
ie

n
ta

le
 R

o
m

a
,

V
o
l. X

L
IX

, 1
, R

o
m

a
, 1

9
7

7
, p

p
.1

5
7

-1
5

9

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

関
連
文
献
に
つ
い
て
は
、
松
濤
泰
雄
「
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
『
ビ
ン
ビ
サ
ー

ラ
王
迎
仏
経
』
に
つ
い
て
」
宮
澤
正
順
博
士
古
稀
記
念
『
東
洋
―
比
較

文
化
論
集
―
』（
同
記
念
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
五
〇
七
―
五
二
五
頁
に

詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
る
ほ
か
、
上
記
対
応
箇
所
の
和
訳
は
、
同
、
五

一
三
―
五
一
六
頁
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
）　
大
正
蔵
、
二
巻
、
一
八
三
頁
中

P
r
a

d
h

a
n

, o
p

. c
it., p

.4
2

,

ll. 2
3

-2
4

.

な
お
、
櫻
部
前
掲
書
、
二
五
一
―
二
五
二
頁
参
照
。
本
経

の
比
定
に
つ
い
て
は
、
本
庄
良
文
『
倶
舎
論
所
依
阿
含
全
表
』（
私
家

版
、
京
都
、
一
九
八
四
年
）、
一
二
―
一
三
頁
、C

h
a

p
.2

〔1
0

〕
の
欄

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
14
）　P

r
a

d
h

a
n

, o
p

. c
it.., p

.4
2

, l. 2
5

-p
.4

3
, l.2

大
正
蔵
、
二

九
巻
、
一
五
頁
上

平
川
前
掲
編
書
、
一
〇
四
頁

櫻
部
前
掲
書
、
二

五
二
頁
。

（
15
）　
以
上
の
二
つ
の
説
明
中
、
前
者
はP

r
a

d
h

a
n

, o
p

. c
it., p

.5
2

,

l.4

、
後
者
はp

.3
4

7
, l.7

に
よ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
櫻
部
前
掲

書
、
二
七
四
頁
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
櫻
部
建
、
小
谷
信
千
代
訳
『
倶

舎
論
の
原
典
解
明
　
賢
聖
品
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
九
年
）、
一
四
二
頁

を
、
そ
れ
ら
の
前
後
と
共
に
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
）　『
観
無
量
寿
仏
経
疏
』、
大
正
蔵
、
三
七
巻
、
二
七
一
頁
上
―
二
七

二
頁
下

『
浄
土
真
宗
聖
典
』
七

篇
（
本
願
寺
出
版
社
、
一
九
九
二

年
）、
五
一
八
―
五
二
六
頁
参
照
。
な
お
、
善
導
の
「
凡
夫
」
観
に
つ

い
て
は
、
ジ
ョ
ア
キ
ン
　
モ
ン
テ
イ
ロ「
二
種
深
信
の
思
想
的
な
意
味

に
つ
い
て
―
善
導
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
批
判
―
」『
同
朋
大
学
仏
教

文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
号
（
一
九
九
八
年
一
月
）、
二
六
五
―
二

八
三
頁
、
池
田
和
貴
「『
観
経
』
註
釈
者
の
思
想
的
相
違
に
つ
い
て
―

浄
土
観
と
凡
夫
観
を
中
心
と
し
て
―
」『
駒
澤
短
期
大
学
仏
教
論
集
』

第
三
号
（
一
九
九
七
年
十
月
）、
一
二
九
―
一
四
〇
頁
も
参
照
さ
れ
た

い
。

（
17
）　b

u
d

d
h

a
-v

a
c
a

n
a

と
し
て
の
「
仏
教
」
も
し
く
は
「
仏
語
」
に

つ
い
て
は
、従
来
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
成
果
の
一
部
の
不

正
確
を
正
し
た
拙
稿
「『
発
智
論
』
の
「
仏
教
」
の
定
義
」『
駒
澤
短
期

大
学
仏
教
論
集
』
第
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
十
月
刊
行
予
定
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
18
）　P

r
a

d
h

a
n

, o
p

. c
it., p

.1
4

0
, ll.1

5
-1

6
P

. e
d

., N
o
.5

5
9

1
,

G
u

, 1
5

2
a

6
-7

.

な
お
、
山
口
益
、
舟
橋
一
哉
『
倶
舎
論
の
原
典
解
明

　
世
間
品
』（
法
蔵
館
、
一
九
五
五
年
）、
二
三
一
―
二
三
二
頁
も
参
照

の
こ
と
。
ま
た
、
引
用
典
拠
と
し
て
の
経
典
に
つ
い
て
は
、
本
庄
前
掲

書
（
前
註
13
）、
四
〇
―
四
一
頁
、C

h
a

p
.3

〔5
2

〕
の
欄
を
参
照
さ
れ

-
-

た
い
。
そ
こ
で
、
比
定
さ
れ
て
い
るB

im
b

is
a

r
a

s
u

tr
a

と
は
、
前
註

12
で
触
れ
た
『
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
迎
仏
経
』及
び
そ
の
並
行
文
献
の
こ

と
で
あ
る
。-

-
-

-
-

-
-

・

（
19
）　
こ
の“a

tm
a

 a
tm

a
”

の
箇
所
は
、atm

a
 a

tm
i y

a
h

と
、
チ
ベ
ッ

ト
訳
に
従
っ
て
改
め
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
他
の
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
文
献
の
支
持
を
必
ず
し
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、敢
え

て
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

（
20
）　
以
上
の
本
文
中
の
記
述
を
、若
干
異
な
っ
た
観
点
か
ら
言
う
な
ら

ば
、
仏
は
「
一
切
智
者
」
と
し
て
我
々
「
凡
夫
」
に
と
っ
て
の
最
高
の

-

・

基
準
（p

r
a

m
a

n
a

）
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
教
えb

u
d

d
h

a
-



四
四

〈
凡
夫
〉
考
（
袴
谷
）

-
v

a
c
a

n
a

と
し
て
の
、atm

a
n

は
存
在
し
な
い
と
い
う
「
無
我
説
」
を
、

仏
教
徒
で
あ
り
た
い
と
願
う
者
は
、開
祖
に
よ
る
一
種
の
命
令
と
し
て

信
じ
て
受
け
容
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
我
々
「
凡
夫
」
の

側
に
は
、
仏
教
徒
も
い
れ
ば
そ
う
で
な
い
人
も
沢
山
い
る
。
し
か
も
、

-

そ
の
多
く
の
人
はa

tm
a

n

（
霊
魂
、
自
己
）
が
あ
る
と
思
っ
て
い
て
、

そ
れ
を
種
々
な
呼
称
で
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
凡
夫
」
と
し
て

の
仏
教
徒
は
、開
祖
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
世
間
一
般
で

承
認
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
を
採
り
上
げ
て
、異
っ
た
意
見
の
人
々
と
丁

寧
に
議
論
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
ゆ
え
、「
仏
」に
よ
っ

て
否
定
さ
れ
た
こ
と
も
、「
凡
夫
」
同
士
の
議
論
に
お
け
る
主
張
命
題

の
主
語
と
は
な
り
う
る
も
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。そ
し
て
、
こ
れ

を
後
代
の
仏
教
論
理
学
的
な
用
語
を
用
い
て
述
べ
る
と
す
れ
ば
、

「
仏
」
の
「
凡
夫
」
に
対
す
る
一
種
命
令
的
な
権
威
あ
る
「
無
我
説
」
は

・

「
絶
対
否
定
（p

r
a

s
a

jy
a

-p
r
a

tis
e
d

h
a

, m
e
d

 d
g

a
g

、
非
定
立
的
否

定
、
動
詞
否
定
）」
で
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
凡
夫
」
同
士

-
-

のa
tm

a
n

を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、「
相
対
否
定（p

a
r
y

u
d

a
s
a

,

m
a

 y
in

 d
g

a
g

、
定
立
的
否
定
、
名
詞
否
定
）」
も
積
極
的
に
認
め
て

論
争
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。な

お
、
「
相
対
否
定
」
相
当
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
、
今
回

・

p
r
a

tis
e
d

h
a

を
削
除
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
拙
稿
「
新
刊

補
記
」『
駒
澤
短
期
大
学
仏
教
論
集
』第
一
〇
号（
二
〇
〇
四
年
十
月
）、

二
六
六
頁
で
述
べ
た
よ
う
に
、谷
貞
志
博
士
の
御
教
示
に
よ
る
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
に
、
そ
の
後
確
認
し
た
、
梶
山
雄
一
博
士
の
こ
の
方
面
で

の
御
成
果
を
記
し
、
合
わ
せ
て
、私
の
不
明
を
深
く
お
詫
び
さ
せ
て
頂

く
こ
と
に
し
た
い
。
梶
山
博
士
の
こ
の
方
面
で
の
御
成
果
は
多
く
、そ

れ
を
絞
り
込
む
だ
け
で
も
浅
学
菲
才
な
私
に
は
大
変
な
こ
と
で
あ
る

が
、
今
はY

u
ic

h
i K

a
jiy

a
m

a
, "T

h
r
e
e
 K

in
d

s
 o

f A
ffir

m
a

tio
n

a
n

d
 T

w
o

 K
in

d
s
 o

f N
e

g
a

tio
n

 in
 B

u
d

d
h

is
t P

h
ilo

s
o

p
h

y
",

W
i
e
n

e
r
 Z

e
i
ts

c
h

r
i
ft fü

r
 d

i
e
 K

u
n

d
e
 S

ü
d

-u
n

d
 O

s
ta

s
i
e
n

s

u
n

d
 A

r
c
h

i
v

 fü
r
 In

d
i
s
c
h

e
 P

h
i
lo

s
o

p
h

i
e
, B

d
. X

V
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p
p

.1
6

1
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7
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Y
. 

K
a

j
i
y

a
m

a
, 

S
t
u

d
i
e

s
 
i
n

 
B

u
d

d
h

i
s
t

P
h

i
lo

s
o

p
h

y
(

S
e

le
c

te
d

 
P

a
p

e
r

s
)
, 

e
d

it
e

d
 
b

y
 
K

a
t
s

u
m

i

M
im

a
k

i e
t a

l. u
n

d
e

r
 th

e
 A

u
s
p

ic
e

s
 o

f th
e

 F
e

lic
ita

tio
n

C
o
m

m
itte

e
 o

f th
e
 S

o
c
ie

ty
 fo

r
 B

u
d

d
h

is
t S

tu
d

ie
s
, F

a
c
u

lty

o
f L

e
tte

r
s
, K

y
o
to

 U
n

iv
e
r
s
ity

, K
y

o
to

, 1
9

8
9

, p
p

. 1
5

5
-1

6
9

の
み
を
挙
げ
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。
同
上
、S

e
le

c
te

d
 P

a
p

e
r
s
,

-
p

.1
6

1

で
は
、M

a
t
ila

l

のp
a

r
y

u
d

a
s
a

: 'n
o

m
in

a
lly

 b
o

u
n

d

・

n
e
g

a
tiv

e
'

とp
r
a

s
a

jy
a

p
r
a

tis
e
d

h
a

: 'v
e
r
b

a
lly

 b
o
u

n
d

 n
e
g

a
-

t
iv

e
'

と
の
訳
し
分
け
に
言
及
し
な
が
ら“

t
h

e
 
d

is
c
r
im

in
a

t
io

n
-

b
e

t
w

e
e

n
 

p
a

r
y

u
d

a
s
a

'lim
it

a
t
io

n
(a

l) 
n

e
g

a
t
io

n
' 

a
n

d

・

p
r
a

s
a

jy
a

p
r
a

ti
s
e

d
h

a
 'n

e
g

a
t
io

n
(s

u
b

s
e

q
u

e
n

t
 t

o
 t

e
n

t
a

-

tiv
e
ly

) a
p

p
ly

in
g

 '”

と
い
う
よ
う
に
そ
の
両
用
語
を
用
い
て
お
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、S

e
le

c
te

d
 P

a
p

e
r
s
, p

.4
2

8

（
初
出
、1

9
6

4

）
で
は
、

-
P

r
a

jñ
a

p
r
a

d
p

a

に
対
す
るA

v
a

lo
k

ita
v

r
a

ta

の
同
じ
註
釈
に
対

す
る
訳
に
お
い
て
、
同
上p

.1
6

1

の
場
合
と
は
異
っ
て
、
サ
ン
ス
ク

-

・

・

リ
ッ
ト
の
術
語
と
し
てp

a
ry

u
d
a
sa

p
ra

tise
d
h

a

とp
ra

sa
jy

a
p
ra

tise
d
h

a

と
を
用
い
て
お
ら
れ
る
の
と
は
全
く
異
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
21
）　「
得
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
櫻
部
前
掲
書
（
前
註
７
）、
八
九
―

九
〇
頁
、
加
藤
純
章
『
経
量
部
の
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
）、

二
四
二
―
二
四
三
頁
、
三
〇
三
―
三
〇
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な



四
五

〈
凡
夫
〉
考
（
袴
谷
）

お
、
こ
の
「
得
」
の
問
題
も
考
察
の
一
に
加
え
た
明
快
な
講
義
に
は
、

レ
ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ル

加
藤
純
章
「
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
存
在
理
由
と
大
乗
仏
教
徒
の
苦
悩
」『
駒

澤
短
期
大
学
仏
教
論
集
』
第
三
号
（
一
九
九
七
年
十
月
）、
一
―
二
一

頁
が
あ
る
の
で
、
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
22
）　
大
正
蔵
、
三
一
巻
、
五
頁
上

新
導
本
、
巻
第
一
、
二
六
頁
。
そ

の
経
文
だ
け
に
つ
い
て
は
、
前
註
８
で
触
れ
た
。
そ
の
経
文
に
つ
き
、

前
註
８
で
指
摘
の『
倶
舎
論
』
所
引
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
な
ど
を
参

・

・ -

・

考
に
す
る
と
、
そ
の
経
文
は“s

a
 p

u
d

g
a

la
 (

＝p
rth

a
g
ja

n
a

) e
s
a

m
-

-

・

-
-

・

-

・

-
k

u
a

lâ
k

u
a

la
n

a
m

 d
h

a
r
m

a
n

a
m

 s
a

m
a

n
v

a
g

a
ta

h
 / a

r
y

o

-
-

-

・ -

・ -

・

-

・ -

・

-

・

d
a

a
n

a
m

 a
a

ik
s
a

n
a

m
 d

h
a

r
m

a
n

a
m

 s
a

m
a

n
v

a
g

a
ta

h
 / ”

・

-
-

-

・ -
・

-
-

・

・

“p
rth

a
g
ja

n
a

 a
ry

a
-d

h
a

rm
a

n
a

m
 a

s
a

m
a

n
v
a

g
a

ta
h

 /a
r
h

a
n

ta
h

-

・ -
-

-

・

k
le

ś
a

n
a

m
 a

s
a

m
a

n
v

a
g

a
ta

h
”

な
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。

（
23
）　
大
正
蔵
、
三
一
巻
、
五
頁
上

新
導
本
、
巻
第
一
、
二
七
頁

仏

教
大
系
本
『
会
本
成
唯
識
論
述
記
三
箇
疏
』
第
一
、
四
〇
二
―
四
〇
三

頁
参
照
。『
述
記
』
に
よ
れ
ば
、「
現
在
必
有
善
悪
無
記
諸
法
種
子
、
後

得
生
故
、
於
現
種
子
、
仮
名
成
就
。」
と
い
う
考
え
な
の
で
あ
る
。

（
24
）　
大
正
蔵
、
三
〇
巻
、
五
八
七
頁
中

D
. e

d
., N

o
.4

0
3

8
, Z

h
i,

2
3

b
4

-6
.

な
お
、
訳
文
中
で

の
独
覚
種
性
の
説
明
で
、
チ
ベ
ッ
ト
訳

・

の“d
a

n
g

 ld
a

n
 p

a
”

に
相
当
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
をa

n
u

s
a

k
ta

と
し
た
確
実
な
根
拠
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た

・

い
。『
倶
舎
論
』
で
用
い
ら
れ
て
い
るa

n
u

s
a

k
ta

に
対
応
す
る
玄
奘

訳
も
チ
ベ
ッ
ト
訳
も
こ
の
箇
所
の
用
例
と
は
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
敢
え
て
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
当
て
て
み
た
だ
け
で
あ
る
。

（
二
〇
〇
六
年
六
月
一
日
）

〔
凡
夫
の
譫
〕　
今
夏
は
、休
み
の
傍
ら
十
篇
近
い
初
校
ゲ
ラ
校
正
に
追
わ
れ

る
間
に
、「
亀
田
」「
斎
藤
」「
皇
孫
」
と
い
う
話
題
が
、
次
々
と
、
御
本
人

と
は
本
質
的
に
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
マ
ス
コ
ミ
の
齎
し
た
「
大
本
宮
」

的
狂
騒
曲
と
し
て
鳴
り
響
い
た
。
そ
の
馬
鹿
騒
ぎ
の
共
通
項
は
、「
家
族
主

義
」
讃
美
と
、「
大
本
宮
」
に
迎
合
し
た
大
衆
（p

o
p

u
la

c
y

）
の
「
和

（u
n

ifo
r
m

ity

）」
志
向
と
で
あ
る
。
そ
の
日
本
で
は
、
ま
る
で
正
義
の
戦

争
が
存
在
し
そ
の
た
め
な
ら
弱
者
を
踏
み
躙
っ
て
も
平
気
で
あ
る
よ
う
な

「
愛
国
心
」
を
育
も
う
と
権
力
者
は
固
よ
り
知
識
人
ま
で
も
が
躍
起
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
何
百
万
も
の
無
辛
な
民
を
死
に
追
い
や
っ
た
戦
争
遂

行
者
の
責
任
さ
え
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
靖
国
」
参
拝
を
多
く
の
人
が
支

持
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
「
問
答
無
用
」
の
野

蛮
な
「
武
士
道
」
の
下
で
「
国
家
の
品
格
」
や
「
国
の
け
じ
め
」
な
ど
の
語

が
流
行
り
続
け
る
と
、
そ
れ
は
戦
前
と
同
じ
「
国
体
」
の
容
認
に
す
ぐ
戻
っ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。そ
の
野
蛮
で
醜
く
汚
い
国
に
戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
を

隠
す
た
め
に
必
要
な
の
が
、「
美
し
い
国
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
暗
い
時
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
種
の
語

が
乱
舞
し
が
ち
だ
と
い
う
こ
と
を
、過
去
の
歴
史
に
照
ら
し
て
想
い
起
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
美
し
い
国
」
の
た
め
に
現
憲
法
の
改
正
を

唱
え
る
政
治
家
を
支
持
す
る
割
合
は
、「
亀
田
」「
斎
藤
」「
皇
孫
」
の
狂
騒

曲
に
聞
き
惚
れ
た
人
の
割
合
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
し
か
し
、「
美
し
い
国
」
の

「
靖
国
」
に
帰
る
「
英
霊
」
は
万
世
一
系
の
「
国
体
」
の
辺
に
死
し
た
霊
魂

だ
け
で
し
か
な
い
。
以
上
は
、
本
稿
と
は
直
接
関
係
な
い
が
、
あ
ま
り
に
も

醜
い
現
状
を
歎
い
た
一
仏
教
徒
の
「
凡
夫
」
の
譫
と
思
わ
れ
た
い
。

（
二
〇
〇
六
年
九
月
十
日
）




