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〔︿
ビ
ッ
グ
・
ブ
ラ
ザ
ー
﹀
率
い
る
党
の
幹
部
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
は
、
党
の
全
体
主
義
体
制
に
不
満
を
抱
い
て
歴
史
の
改
竄
を
止
め
よ
う
と
す
る
裏
切
り
者
の
主
人

公
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
に
対
し
、
そ
の
拷
問
の
場
で
、
過
去
は
実
在
し
な
い
（the past doesn ’t exist

）
と
強
要
し
て
語
り
続
け
る
。〕「
君
が
こ
こ
に
い
る
の
は
、

謙
虚
さ
に
欠
け
、
自
己
鍛
錬
を
欠
い
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
正
気
で
あ
る
た
め
に
支
払
う
べ
き
服
従
と
い
う
行
為
を
、
君
は
断
固
拒
否
し
て
い
る
。
君

は
精
神
異
常
者
、
た
っ
た
一
人
の
少
数
派
と
な
る
道
を
選
ん
だ
の
だ
。
鍛
錬
さ
れ
た
精
神
の
持
主
だ
け
が
現
実
を
認
識
で
き
る
の
だ
よ
、
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
。
君

は
現
実
と
は
客
体
と
し
て
外
部
に
あ
る
何
か
、
自
律
的
に
存
在
す
る
も
の
だ
（reality is som

ething objective, external, existing in its ow
n right

）
と

信
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
現
実
の
本
質
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
と
信
じ
て
も
い
る
。
自
分
に
何
か
が
見
え
て
い
る
と
思
い
込
む
錯
覚
に
陷
っ
た
と
き
に

は
、
同
じ
も
の
が
他
の
誰
の
目
に
も
自
分
と
同
じ
よ
う
に
映
っ
て
い
る
、
と
君
は
勝
手
に
想
定
す
る
わ
け
だ
。
し
か
し
、
い
い
か
ね
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
、
現
実
は

外
部
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い（reality is not external

）。
現
実
は
人
間
の
精
神
の
な
か
だ
け
に
存
在
し
て
い
て
、そ
れ
以
外
の
場
所
に
は
な
い
の
だ
よ
。

た
だ
し
、
個
人
の
精
神
の
な
か
に
で
は
な
い
。
個
人
の
精
神
は
間
違
い
を
犯
す
こ
と
が
あ
り
う
る
し
、
時
間
が
経
て
ば
結
局
は
消
え
て
し
ま
う
も
の
だ
。
現
実

は
党
の
精
神
の
な
か
に
の
み
存
在
す
る
。
何
し
ろ
党
の
精
神
は
国
民
全
体
の
総
意
で
あ
り
、
不
滅
な
の
だ
か
ら
な
。
党
が
真
実
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
何
で

あ
れ
、
絶
対
に
真
実
な
の
だ
。
党
の
目
を
通
じ
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
現
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
君
が
学
び
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の

点
だ
よ
、
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
。
そ
れ
に
は
自
己
破
壊
の
行
為
、
意
志
の
努
力
が
必
要
と
な
る
。
正
気
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
謙
虚
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。」

（
高
橋
和
久
訳
、G
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rw
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in

eteen
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ou

r

（
（
（

）

一
　
は
じ
め
に

　

道
元
は
晩
年
の
著
述
で
あ
る
十
二
巻
本
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
の
巻
第
八
「
三
時
業
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る（
２
（。

　

い
な
か
る
か
邪
見
、
い
か
な
る
か
正
見
と
、
か
た
ち
を
つ
く
す
ま
で
学
習
す
べ
し
。
ま
づ
因
果
を
撥
無
し
、
仏
法
僧
を
毀
謗
し
、
三
世
お
よ
び
解
脱

二
十
種
有
身
見
考

袴　

谷　

憲　

昭



八
二

二
十
種
有
身
見
考
（
袴
谷
）

を
撥
無
す
る
、
と
も
に
こ
れ
邪
見
な
り
。

　
「
邪
見
」
と
は
「
仏
教
（buddha-vacana

）」
に
基
づ
か
な
い
「
誤
っ
た
思
想
（m

ithya

|-drst44
4i

）」、「
正
見
」
と
は
そ
れ
と
真
逆
の
「
仏
教
」
に
基
づ
く
「
正

し
い
思
想
（sam

yag-drst44
4i

）」
を
意
味
す
る
。
右
引
中
で
、
晩
年
の
道
元
は
、
邪
見
を
避
け
て
正
見
を
選
び
取
っ
て
い
く
た
め
に
は
死
ぬ
ま
で
「
仏
教
」
を

「
学
習
」
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
語
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
道
元
は
特
に
こ
の
時
期
に
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
を
主
と
す
る
論
蔵
を
披

見
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（
３
（。

　

本
稿
は
、
か
の
道
元
が
生
涯
を
賭
し
て
峻
別
せ
ん
と
し
た
「
邪
見
」
と
「
正
見
」
の
問
題
を
、
前
者
の
側
か
ら
、
広
義
の
「
邪
見
」
と
も
言
う
べ
き
「
五

見
（pan ~

ca drst44
4ayah

4

）」
中
の
筆
頭
で
あ
る
「
有
身
見
（satka

|ya
-drst44

4i

、
薩
迦
耶
見
）」
を
主
題
に
、
特
に
そ
の
分
類
に
お
け
る
「
二
十
種
有
身
見
」
に
注
目

し
な
が
ら
、
道
元
に
倣
っ
て
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
を
参
照
す
る
の
は
も
と
よ
り
他
の
関
連
文
献
も
踏
ま
え
つ
つ
、
考
察
し
て
み
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、
正
邪
を
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
問
題
は
、
問
答
を
重
ね
た
議
論
に
よ
り
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
二
者
択
一
に
追
い
込
み
排
中
律
（the law

 of 

excluded m
iddle

）
に
従
っ
て
「
正
見
」
が
論
理
的
に
選
び
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
、
ラ
ッ
セ
ル
は
か
つ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た（
４
（。

　

排
中
律
に
よ
り
、「
A
は
B
で
あ
る
」
か
あ
る
い
は
「
A
は
B
で
な
い
」
か
の
ど
ち
ら
か
が
真
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
現
在
の
フ
ラ
ン

ス
王
は
は
げ
頭
で
あ
る
（the present K

ing of F
rance is bald

）」
か
あ
る
い
は
「
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
王
は
は
げ
頭
で
は
な
い
」
か
の
ど
ち
ら
か
が
真
（true

）

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
た
と
え
わ
れ
わ
れ
が
、
ま
ず
は
げ
頭
で
あ
る
も
の
を
列
挙
し
つ
く
し
、
つ
ぎ
に
は
げ
頭
で
な
い
も
の
を
列
挙
し
つ
く

し
た
と
し
て
も
、わ
れ
わ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
王
を
ど
ち
ら
の
表
に
も
見
出
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
綜
合（synthesis

）の
好
き
な
ヘ
ー

ゲ
ル
主
義
者
達
は
、
多
分
彼
は
か
つ
ら
を
つ
け
て
い
る
（he w

ears a w
ig

）
と
結
論
す
る
で
あ
ろ
う
が
。

　

ラ
ッ
セ
ル
は
、
か
か
る
論
法
で
、「
非
実
体
的
な
も
の
（a non

-entity

）」
は
論
理
的
な
命
題
の
主
語
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、「
日
常
言
語
は
正
確
な
論
理
を
も
た
な
い
（ordinary language has no exact logic

）」
と
い
う
立
場
か
ら
、
日
常
言
語
（ordinary 

language

）
の
働
き
の
方
を
重
視
し
て
ラ
ッ
セ
ル
に
反
対
し
て
い
る（
５
（。
し
か
し
、余
り
に
も
日
常
言
語
だ
け
の
世
界
に
傾
い
て
し
ま
う
と
、ヘ
ー
ゲ
ル
流
の「
か

つ
ら
（a w

ig

）」
支
持
の
弁
証
法
論
者
の
み
な
ら
ず
、「
築
地
」
か
「
豊
洲
」
か
の
問
題
を
双
方
と
も
活
か
す
新
た
な
局
面
に
「
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
（A

ufheben

）」

す
る
な
ど
と
い
う
言
辞
を
弄
ぶ
人
が
拍
手
喝
采
さ
れ
か
ね
な
い
の
で
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

他
方
、
仏
教
は
、
決
し
て
日
常
言
語
を
軽
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
議
論
の
正
邪
を
き
ち
っ
と
論
理
的
に
区
別
し
判
断
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
の
で
、

そ
の
観
点
か
ら
、
問
答
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
適
切
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
、
質
問
の
性
質
に
応
じ
た
回
答
の
仕
方
を
、
あ
る
経
典
を
踏
ま
え



八
三

二
十
種
有
身
見
考
（
袴
谷
）

な
が
ら
、
左
の
よ
う
に
四
種
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
諸
種
の
関
連
文
献
中
よ
り
、
比
較
的
後
代
の
﹃
倶
舎
論
﹄
に
基
づ
き
、
要
約
し
て
そ
の
四

種
を
示
す（
６
（。

 

⑴
一
方
的
に
明
示
す
べ
き
（eka

|m

4śa
-vya

|karan

4īya

、
応
一
向
記
）
質
問
に
対
す
る
回
答
、
例
、「
全
て
の
有
情
（sattva

）
は
死
ぬ
で
あ
ろ
う
か
」
の
質

問
に
対
す
る
「（
必
ず
）
死
ぬ
で
あ
ろ
う
」
と
の
回
答

 

⑵
区
分
し
て
明
示
す
べ
き
（vibhajya

-vya

|karan

4īya

、
応
分
別
記
）
質
問
に
対
す
る
回
答
、
例
、「
全
て
の
有
情
は
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
」
の
質
問
に

対
す
る
「
煩
悩
あ
る
も
の
は
生
ま
れ
、
煩
悩
な
き
も
の
は
そ
う
で
は
な
い
」
と
の
回
答

 

⑶
反
問
し
て
明
示
す
べ
き
（p

arip
r

4cch
ya

-vya

|k
aran

4īya

、
応
反
詰
記
）
質
問
に
対
す
る
回
答
、
例
、「
人
間
（m

an
u

s

4ya

）
は
勝
れ
て
い
る
か
劣
っ

て
い
る
か
」
の
質
問
に
対
し
、
反
問
の
結
果
、
天
と
の
比
較
と
分
か
れ
ば
「
劣
っ
て
い
る
」、
悪
趣
と
の
比
較
と
分
か
れ
ば
「
勝
れ
て
い
る
」
と

回
答

 

⑷
（
回
答
せ
ず
）
捨
て
置
く
べ
き
（stha
|panīya

、応
捨
置
記
）
質
問
、
例
、「
有
情
は
蘊
（skandha

）
と
別
で
あ
る
（anya

）
か
同
じ
で
あ
る
（ananya

）
か
」

と
の
質
問
に
対
し
て
、「（
そ
の
質
問
は
）
捨
て
置
く
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
有
情
の
実
体
（sattva

-dravya

）
は
存
在
し
な
い
（abha

|va

）
か
ら
で
あ 

る
。
例
え
ば
、
石う
ま
ず
め女
（bandhya

|

）
の
子
（putra
）
は
黒
い
（śya

|m
a

）
か
白
い
（gaura

）
か
（
と
い
う
質
問
）
な
ど
の
ご
と
し
。」
と
回
答

　

質
問
の
種
類
は
必
ず
し
も
右
の
四
種
に
尽
き
る
わ
け
で
も
な
い
し
区
分
の
仕
方
に
も
様
々
な
議
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
の
目
下
の
主
題
か

ら
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
第
四
の
最
後
の
「
捨
て
置
く
べ
き
（stha

|panīya

）」
質
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
有
身
見
」
は
、
仏
教
が
そ
の
存
在
を

認
め
な
い
「
ア
ー
ト
マ
ン
（a

|tm
an

、
我
）」
に
深
く
関
わ
る
思
想
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
同
義
の
「
有
情
（sattva

、
衆
生
）」
は
存

在
し
な
い
ゆ
え
に
、
ラ
ッ
セ
ル
と
同
様
に
、
そ
れ
を
主
語
と
す
る
命
題
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
当
の
第
四
の
質
問
拒
否
自
体
が
明
示
し
て
い

る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
因
み
に
、
説
一
切
有
部
（Sarva

|stiva

|da

）
が
、
当
該
部
派
の
経
蔵
で
は
筆
頭
に
位
す
る
﹃
雑
阿
含
経
（Sam

4yu
kta

|gam
a

）﹄
中

の
一
経
典
に
基
づ
い
て
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
の
同
義
語
た
るsattva

（
衆
生
）、nara
（
那
羅
）、m

anus

4ya

（
摩

闍
）、m

a

|nava

（
摩
那
婆
）、purus

4a

（
士
夫
）、

pudgala

（
福
伽
羅
）、jīva

（
耆
婆
）、jantu

（
禅
頭
）
を
否
認
す
る
一
連
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
既
に
言
及
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
参
照
さ
れ
た
い（
７
（。

　

さ
て
、
仏
教
が
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
の
一
連
の
同
義
語
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
存
在
を
否
認
し
存
在
し
な
い
も
の
を
論
理
的
命
題
の
主
語
と
す
べ
き
で
は

な
い
と
す
る
こ
と
は
、
存
在
す
る
も
の
を
実
体
（dravya

）
と
見
做
す
か
否
か
に
複
雑
な
議
論
が
あ
る
に
せ
よ
、
説
一
切
有
部
の
み
な
ら
ず
多
く
の
仏
教
学

派
が
承
認
し
て
い
る
正
統
説
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
正
統
説
に
反
す
る
誤
っ
た
思
想
が
、「
六
隨
眠
（s

4ad

4 anuśaya

|h

4

）」
中
の
「
見
（drst44
4i

）」



八
四

二
十
種
有
身
見
考
（
袴
谷
）

に
ほ
ぼ
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
広
義
の
「
邪
見
」
で
あ
る（
８
（。
し
か
る
に
、
な
ぜ
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
か
と
い
え
ば
、「
見
」
だ
け
が
突
出
し

て
し
ま
う
と
、
い
か
に
も
「
思
想
（drst44
4i

、
見
）」
そ
れ
自
体
が
誤
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、

こ
の
「
見
」
は
あ
く
ま
で
も
「
隨
眠
（anuśaya

）」
の
一
つ
と
し
て
「
正
見
（sam

yag
-drst44

4i

、正
し
い
思
想
）」
に
対
す
る
「
邪
見
（m

ithy a

|-d rst44
4i

、誤
っ
た
思
想
）」

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
道
元
が
「
正
見
」
に
対
し
て
「
邪
見
」
を
用
い
て
い
る
の
も
、た
と
え
そ
の
文
脈
で
は
「
中
有
」
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
と
し
て
も
、
か
か
る
意
味
で
の
「
正
見
」
と
「
邪
見
」
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（

9
（

。

二
　
有
身
見
の
基
本
的
な
性
格

　

前
節
末
で
六
隨
眠
の
一
つ
と
し
て
の
「
見
」
に
触
れ
た
が
、「
見
」
を
除
く
「
六
隨
眠
」
と
は
「
貪
（ra

|ga

）」「
瞋
（pratigha

）」「
慢
（m

a

|na

）」「
無
明

（avidya

|

）」「
疑
（vicikitsa

|

）」
で
、
こ
の
五
つ
に
、「
見
」
を
五
つ
に
開
い
た
「
五
見
」
即
ち
「
有
身
見
（satka

|ya
-drst44

4i

）」「
辺
執
見
（anta

-gra

|ha
-drst44

4i

）」

「
邪
見
（m

ithya

|-drst44
4i

）」「
見
取
見
（drst44
4i-para

|m
arśa

-drst44
4i

）」「
戒
禁
取
見
（śīla

-vrata
-para

|m
arśa

-drst44
4i

）」
を
加
え
た
も
の
が
「
十
隨
眠
（daśânuśaya

|h

4

）」

と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る（

10
（

。
か
く
し
て
、隨
眠
（anuśaya

）
と
し
て
の
「
五
見
」
は
、「
見
」
と
の
み
言
わ
れ
て
い
て
も
、「
顚
倒
し
た
自
性
を
も
っ
て
起
っ

て
い
る
思
想
（viparīta

-svabha

|va
-pravr

4tta

| drst44
4ih
4

）」
と
し
て
、
上
述
の
ご
と
く
、
広
義
の
「
誤
っ
た
思
想
（
邪
見
）」
な
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

。
し

か
る
に
、
狭
義
の
「
邪
見
」
を
含
む
「
五
見
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
﹃
倶
舎
論
﹄
の
記
述
を
主
に
概
略
し
て
お
け
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る（

12
（

。

　
（
1
）「
有
身
見（satka

|ya
-drst44

4i

）」‥
壊
れ
る（sīdati
）も
の
の
集
合（caya

）で
あ
る「
有
身（satka

|ya

）」と
し
て
の「
五
取
蘊（pañcôpa

|da

|na
-skandha

）」

も
し
く
は
「
五
蘊
（p

añ
ca

-sk
an

d
h

a

）」
を
、ア
ー
ト
マ
ン
（a
|tm

an

、我
）
な
い
し
ア
ー
ト
マ
ン
に
属
す
る
も
の
（a

|tm
īya

、我
所
）
と
す
る
思
想
（d

rst

4

4

4i

、

見
）

　
（
2
）「
辺
執
見（anta

-gra

|ha
-drst44

4i

）」‥
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
思
い
込
ま
れ
た
五
蘊
の
事
体（vastu

）を
、常
住
で
あ
る
と
す
る
思
想（d

h
ru

va
-d

rst

4

4

4i

）

と
、
断
滅
す
る
と
す
る
思
想
（u

cch
ed

a
-d

rst

4

4

4i

）
と
の
、
常
断
両
極
端
の
思
想

　
（
3
）「
邪
見
（m

ithya

|-drst44
4i

）」
‥
広
義
の
そ
れ
で
は
な
く
、「
五
見
」
の
一
つ
と
し
て
の
狭
義
の
そ
れ
で
は
、
存
在
す
る
四
諦
（catuh

4-satya

）
を
存

在
し
な
い
と
す
る
誤
っ
た
思
想

　
（
4
）「
見
取
見
（drst44
4i-para

|m
arśa

-drst44
4i

）」
‥
劣
っ
た
も
の
（hīna

）
で
あ
る
有
漏
（sa

|srava

）
を
勝
れ
た
も
の
（agra

）
で
あ
る
と
す
る
思
想
に
執

着
す
る
（grahan

4a =
 para

|m
arśa

）
思
想
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（
5
）「
戒
禁
取
見（śī la

-vrata
-para

|m
arśa

-drst44
4i

）」‥
創
造
神
な
ど
原
因
で
な
い
も
の（ahetu

）を
原
因（hetu

）で
あ
る
と
し
、習
慣（śī la

）や
禁
欲（vrata

）

な
ど
道
で
な
い
も
の
（am

a

|rga

）
を
道
（m

a

|rga

）
で
あ
る
と
し
て
執
着
す
る
思
想

　

以
上
が
「
五
見
」
の
概
略
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
根
本
的
位
置
を
占
る
「
有
身
見
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
下
で
更
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
て
、

そ
れ
に
先
立
ち
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
漢
訳
語
に
関
し
て
若
干
の
補
足
を
記
し
て
お
き
た
い
。「
有
身
見
」
は
玄
奘
訳
で
は
あ
る
が
、
同
じ
原
語satka

|ya

に

対
し
玄
奘
は
「
薩
迦
耶
」
と
い
う
音
写
を
用
い
る
場
合
も
多
い
。
こ
れ
に
対
し
、
真
諦
は
音
写
語
は
用
い
ず
、sat

をsīdati

（
壊
れ
る
）
に
由
来
す
る
と
解

し
て「
滅
」、ka

|ya

をcaya
（
集
合
）の
意
味
を
含
ま
せ
た「
身
」と
訳
し
、場
合
に
よ
っ
て
は
前
者
を
省
略
し
て
単
に
後
者
だ
け
の「
身
」と
も
訳
す
。
従
っ
て
、

こ
れ
にdrst44
4i

を
加
え
たsatka
|ya

-drst44
4i

に
対
し
、玄
奘
訳
に
は
「
有
身
見
」「
薩
迦
耶
見
」、真
諦
訳
に
は
「
滅
身
見
」「
身
見
」
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る（

13
（

が
、

本
稿
で
の
訳
出
は
全
て
「
有
身
見
」
に
統
一
し
た
訳
語
を
用
い
る
。
ま
た
、
必
ず
し
も
漢
訳
語
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
が
、
イ
ン
ド
で
「
霊
魂
」
や
「
自
己
」

を
示
す
代
表
的
な
用
語
で
あ
るa

|tm
an

を
い
か
に
現
代
語
に
訳
す
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
以
上
に
示
し
た
よ
う
に
、
困
難
を
避
け
る
た

め
に
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
音
写
を
用
い
よ
う
と
も
思
っ
た
が
、a

|tm
an

に
対
し
て
は
「
我
」、a

|tm
īya

に
対
し
て
は
「
我
所
」
が
、
玄
奘
訳
や
真
諦
訳
の
み

な
ら
ず
、
多
く
の
漢
訳
語
と
し
て
も
馴
染
ん
で
い
る
と
思
う
の
で
、
こ
れ
以
下
に
お
い
て
は
、
特
別
の
場
合
を
除
き
、「
我
」
と
「
我
所
」
と
を
用
い
る
こ

と
を
諒
と
さ
れ
た
い
。

　

さ
て
、
右
に
、﹃
倶
舎
論
﹄
の
記
述
に
基
づ
い
て
「
五
見
」
の
中
で
の
「
有
身
見
」
に
も
一
瞥
を
試
み
た
が
、「
有
身
見
」
は
、﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
に
お
い

て
、
よ
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以
下
で
は
、
で
き
る
だ
け
同
論
の
そ
の
論
述
箇
所（

14
（

を
押
え
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
当
該
論
述
箇
所
の
冒
頭
で
、「
有
身
見
」
が
次
の
よ
う
な
問
答
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
注
目
し
た
い（

15
（

。

　

問
。
於
勝
義
（param
a

|rtha

）
中
、無
（na

）
我
我
所
（a

|tm
âtm
īya

）、云
何
此
見
、実
有
所
縁
（a

|lam
bana

）。
答
。
薩
迦
耶
見
（satka

|ya
-drst44

4i

）、縁
五
取
蘊
、

計
我
我
所
。
如
、縁
縄
（rajju

）
杭
（stha

|n

4u

）、謂
是
蛇
（sarpa

）
人
（m

anus
4ya

）。
行
相
顚
倒
、非
無
所
縁
（nâsad

-a

|lam
banah

4

）。
以
五
取
蘊
是
実
有
故
。

　

こ
の
論
述
は
、
譬
喩
者
（D

a

|rst4
4a

|ntika

）
も
し
く
は
分
別
論
師
（Vibhajyav a
|din
、
毘
婆
闇
婆
提
）
が
存
在
し
な
い

0

0

0

0

0

我
我
所
（a

|tm
âtm
īya

）
を
捉
え
て
所
縁

（a

|lam
bana

、
把
握
対
象
）
が
な
い
の
に
あ
た
か
も
存
在
す
る
か
の
ご
と
く
見
做
す
の
を
「
有
身
見
」
と
す
る（

16
（

の
に
真
向
か
ら
対
立
し
て
、
存
在
す
る

0

0

0

0

五
取
蘊

を
所
縁
と
し
て
そ
れ
を
あ
た
か
も
縄
を
蛇
だ
杭
を
人
だ
と
誤
っ
て
判
断
す
る
の
を
「
有
身
見
」
と
す
る
説
一
切
有
部
の
基
本
的
な
立
場
を
明
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
に
よ
り
、
有
部
の
見
解
が
正
し
い
限
り
、「
有
身
見
」
は
、
た
と
え
顚
倒
し
て
い
て
も
、
そ
の
主
張
の
論
理
的
主
語
は
、
存
在

し
な
い
非
実
体
（non

-entity

）
的
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
あ
り
え
ず
、
存
在
す
る
五
取
蘊
な
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
こ
に
は
、「
無
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所
縁
識
（asad

-a

|lam
banam

4 vijña

|nam

、
実
在
し
な
い
も
の
を
把
握
対
象
と
す
る
識
）」
は
あ
り
え
ず
、
五
取
蘊
は
現
在
の
み
な
ら
ず
過
去
も
未
来
も
法
と
し
て

は
実
在
す
る
と
い
う
有
部
の
「
三
世
実
有
説
」
に
し
て
、
し
か
も
現
実
は
外
部
に
存
在
し
て
い
る
と
す
る
「
外
在
主
義
」
も
併
せ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
見

做
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い（

17
（

。
更
に
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
広
義
の
「
邪
見
」
で
あ
る
「
五
見
」
を
正
し
て
「
正
見
」
に
至
ら
し
め
る
の
は
「
見
所
断

（darśana
-praha

|tavya

）」
と
呼
ば
れ
る
、
決
し
て
情
的
で
は
な
い
、
知
的
な
認
識
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い（

18
（

。
し
か
も
、
そ
の
「
五
見
」
中
の
根
本
が
「
有
身
見
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る（

19
（

。

　
（
a
）
薩
迦
耶
見
、
於
五
見
中
、
最
為
上
首
。

　
（
b
）
依
等
起
（sam

uttha
|na

）
故
説
、
諸
見
趣
（drst44
4i-gata

）
以
有
身
見
為
本
。

　

こ
れ
に
よ
り
、「
有
身
見
」
は
「
五
見
」
の
根
本
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
様
々
な
「
見
趣
」
の
根
本
で
も
あ
る
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
あ
る
が
、﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄

で
は
、
こ
の
後
者
（
b
）
的
見
解
は
﹃
梵
網
経
﹄
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る（

20
（

（
カ
ッ
コ
内
は
法
尊
訳
）。

　
（
c
）﹃
梵
網
経
﹄
説
、六
十
二
見
趣
、一
切
皆
以
有
身
見
為
本
。（Tshan

gs pa’i drw
a ba’i m

do las lta bar gyur pa drug cu rtsa gnyis po tham
s [cad] 

’jig tshogs la lta ba’i rtsa ba can yin par gsungs pa

）

　
（
d
）﹃
梵
網
経
﹄
説
、
六
十
二
諸
悪
見
趣
、
皆
有
身
見
為
本
。（Tshan

gs pa’i drw
a ba’i m

do las lta bar gyur pa drug cu rtsa gnyis po tham
s [cad] 

’jig tshogs la lta ba’i rtsa ba can yin no zhes gsungs so//

）

　

法
尊
は
、
こ
の
経
証
を
経
文
ど
お
り
と
見
做
し
た
た
め
か
経
文
に
当
る
箇
所
を
全
く
同
文
で
訳
し
て
い
る
が
、
玄
奘
は
そ
の
中
の“lta bar gyur pa”

相
当
句
を
、
前
者
で
は
「
見
趣
」、
後
者
で
は
「
諸
悪
見
趣
」
と
異
っ
て
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
原
語
は
、
い
ず
れ
も“drst44
4i-gata”

で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る（

21
（

し
、
ま
た
、
そ
の
意
味
は
、「
五
見
」
の
「
見
」
が
誤
っ
た

0

0

0

思
想
を
含
意
し
て
い
た
の
と
同
様
に
、「
見
趣
（drst44
4i-gata

）」
と
あ
っ

て
も
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
だ
け
を
含
意
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
後
者
の
「
見
趣
」
に
玄
奘
が
「
悪
」
を
加
え
て
訳
し
た
と
し
て
も
全
く
問
題
は
な

い
。
し
か
る
に
、
問
題
は
そ
の
経
文
と
思
わ
れ
る
も
の
が
現
行
の
﹃
梵
網
経
﹄
諸
本
中
に
は
見
出
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
六
十
二
見
趣
（d

va

|s

4ast4
4i-d

rst

4

4

4i-gata, lta b
ar gyu

r p
a d

ru
g cu

 rtsa gn
yis

（
22
（

）
が
「
有
身
見
」
を
根
本
と
し
て
い
る
と
い
う
説
は
、
現
行
の

同
経
諸
本
中
に
確
認
で
き
な
く
と
も
、
説
一
切
有
部
の
み
な
ら
ず
多
く
の
学
派
で
継
承
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る（

23
（

の
で
、
こ
こ
で
は
、
説
一
切

有
部
の
中
で
形
成
さ
れ
た
実
修
行
派
（Yo

ga

|ca

|ra

、
瑜
伽
師
）
の
文
献
中
よ
り
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
も
現
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
勘
案
し
て

A
bh

id
h

a
rm

a
sa

m
u

cca
y

a
bh

a

|s

4y
a

の
一
例
を
関
連
文
献
と
共
に
示
し
て
お
き
た
い（

24
（

。
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（
e
）abhiniveśa

-vikalpo ’yoniśo
-vikalpa

|d dva

|s

4ast4
4i-drst44
4i-gata

-sam

4gr

4hīto yo vikalpah /4 : m
ngon par zhen pa’i rnam

 par rtog 

pa ni tshul bzhin m
a yin pa’i rnam

 par rtog pa las lta bar song ba drug cu rtsa gnyis su bsdus pa’i rnam
 par rtog pa gang yin pa’o 

//

‥
執
著
分
別
者
、
謂
、
不
如
理
分
別
所
起
、
六
十
二
見
所
摂
所
有
分
別
。

　

以
上
で
、
六
十
二
見
趣
が
「
有
身
見
」
に
基
づ
く
と
い
う
説
は
現
行
の
﹃
梵
網
経
﹄
中
に
は
確
認
で
き
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
種
の
考
え
が
多
く
の
学

派
で
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
に
加
え
て
、﹃
梵
網
経
﹄
が
部
派
間
に
伝
承
さ
れ
な
が
ら
も
、
六
十
二

見
趣
の
分
類
法
と
そ
の
各
数
と
総
数
に
お
い
て
、
順
序
等
に
若
干
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
驚
く
ほ
ど
で
あ
る（

25
（

。
こ
こ
で

そ
の
構
格
を
、
全
く
便
宜
的
に
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
﹃
梵
網
経
﹄
の
そ
れ
と
列
挙
順
が
完
全
に
一
致
す
る
﹃
瑜
伽
師
地
論
﹄「
摂
事
分
」
に
よ
っ
て
示
し
て
お
く

こ
と
に
す
る（

26
（

。（
各
列
末
尾
の
カ
ッ
コ
内
の
数
字
は
当
該
論
所
属
細
分
の
数
）

A 

計
前
際
説
我
論
者　

sngon gyi m
tha’ la rtog pa’i bdag tu sm

ra ba rnam
s

（
小
計
、
18
）

一 

常
見
論　

rtag par sm
ra ba

（
4
）

二 

一
分
常
見
論　

kha cig rtag par ’dzin pa
（
4
）

三 

無
因
論　

rgyu m
ed par sm

ra ba

（
2
）

四 

有
辺
無
辺
想
論　

m
tha’ dang m

tha’ m
ed par ’du shes pa

（
4
）

五 

不
死
矯
乱
論　

rnam
 par m

i g
-yeng ba’i lha

（
4
）

B 

計
後
際
説
我
論
者　

phyi m
a’i m

tha’ la rtog pa’i bdag tu sm
ra ba rnam

s

（
小
計
、
44
）

一 

有
想
論　
（srid pa’i lta ba can

） ’du shes yod par sm
ra ba

（
16
）

二 

無
想
論　

’du shes m
ed par sm

ra ba

（
8
）

三 

非
有
想
非
無
想
論　

’du shes yod pa yang m
a yin ’dus shes m

ed pa yang m
a yin par sm

ra ba

（
8
）

四 

断
見
論　

chad par sm
ra ba

（
7
）

五 

現
法
涅
槃
論　

tshe ’di la m
ya ngan las ’das par sm

ra ba

（
5
）

　

右
の
よ
う
な
構
格
を
も
っ
た
﹃
梵
網
経
﹄
全
体
を
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
基
づ
い
て
詳
細
に
示
す
機
会
は
別
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
六
十
二

見
趣
の
説
明
を
終
っ
た
直
後
の
「
結
節
」
の
部
分
の
ほ
ぼ
半
分
近
く
の
み
を
訳
し
て
紹
介
し
て
お
き
た
い（

27
（

。
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比
丘
た
ち
よ
、
あ
る
知
あ
る
（shes ldan

）（
28
（

沙
門
（dge slong, śram

an

4a

）
か
バ
ラ
モ
ン
（bram

 ze, bra

|hm
an

4a

）
に
し
て
前
際
（sngon gyi m

tha’, 

pu
|rvânta

、
過
去
）
を
考
え
（rtog pa

）
前
際
に
停
ま
っ
て
（gnas pa

）
思
想
に
陷
っ
た
状
態
（lta bar song ba, （29
）drst44

4i-gata

、
見
趣
）
を
語
り
（m

ngon par 

sm
ra, abhi -VA

D

）
述
べ
る
（m

ngon par brjod, abhi-LA
P

）
も
の
〔
と
〕
後
際
（phyi m
a’i m

tha’ aparânta

、未
来
）
を
考
え
後
際
に
停
ま
っ
て
思
想
に
陷
っ

た
状
態
を
語
り
述
べ
る
も
の
、
そ
の
全
て
も
、
以
上
の
六
十
二
の
思
想
に
陷
っ
た
状
態
（lta bar song ba drug cu rtsa gnyis po, dva

|s

4ast4
4i-drst44
4i-gata

）

に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
も
以
多
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
を
如
来
（de bzhin gshegs pa, tatha

|gata

）
は
如
実
に
（yang dag pa ji lta ba bzhin 

du, yatha

|bhu

|tam
）知
り（rab tu m

khyen, pra
-JÑ

A

|

）、更
に
よ
く（d

e las lh
ag p

ar, *tad
-ad

h
ik

am

）如
実
に
知
る
。
と
い
う
の
も
、こ
れ
ら
の
思
想
に
陷
っ

た
状
態
を
、
以
上
の
よ
う
に
執
え
（’dzin pa

）、
以
上
の
よ
う
に
取
り
（len pa

）、
以
上
の
よ
う
に
行
い
（spyod pa

）、
行
く
こ
と
（’gro ba

）
は
こ
の
ご

と
く
で
あ
り
、
生
き
る
こ
と
（skye ba

）
は
こ
の
ご
と
く
で
あ
り
、
未
来
（tshe phyi m

a, a

|yati

）
は
こ
の
ご
と
く
で
あ
る（

30
（

、
と
如
来
は
如
実
に
知
る
か

ら
で
あ
る
。
更
に
よ
く
如
実
に
知
っ
た
後
も
執
着
せ
ず
（m
chog tu m

i ’dzin, na para

|-M
R

4Ś

）
執
着
し
な
い
の
で
ア
ー
ト
マ
ン
（bdag nyid, a

|tm
an

、
我
）

は
離
脱
し
て
い
る（

31
（

（m
ya ngan las ’das pa, nirvr

4ta

）
と
知
っ
て
、
諸
受
（tshor ba,vedana

|

）
の
現
行
（kun ’byung ba, sam

uda

|ca

|ra

）
は
消
失
し
た

（nub pa, antarhita

）
と
確
認
し
（thugs su chud, ava

-B
U

D
H

）、
こ
れ
は
苦
（sdug bsngal, duh

4kha

）
で
あ
る
、
こ
れ
は
苦
の
終
息
（nges par ’byin 

pa, nairya

|n

4ika

）
で
あ
る
、
と
知
る
の
で
あ
る
。
比
丘
た
ち
よ
、
そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
沙
門
で
あ
れ
バ
ラ
モ
ン
で
あ
れ
前
際
を
考
え
前
際
に
停
ま
っ
て

思
想
に
陷
っ
た
も
の
た
ち
と
後
際
を
考
え
後
際
に
停
ま
っ
て
思
想
に
陷
っ
た
も
の
た
ち
で
あ
る
彼
ら
は
、
た
と
え
浮
き
上
ろ
う
（gyen du dm

yugs, ut-

P
LU

）（
32
（

と
し
て
も
、
彼
ら
全
て
は
思
想
と
い
う
水
の
中
に
い
る
の
で
魔
（bdud, m

a

|ra

）
の
パ
ー
ピ
ー
ヤ
ス
（sdig can, pa

|pī yas, pa

|pim
ant

、
波
旬
（
33
（

）
の
支

配
下
に
陷
り
手
中
に
陷
っ
て
魔
の
パ
ー
ピ
ー
ヤ
ス
の
思
う
が
ま
ま
に
な
り
魔
の
罠
（zhags pa, pa

|śu

）
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（yongs su grol 

ba m
a yin, aparim

ukta

）
の
で
あ
っ
て
、
比
丘
た
ち
よ
、
例
え
ば（

34
（

、
腕
の
い
い
（m

khas pa, daks

4a

）
漁
師
（nya pa, kaivarta

）
か
漁
師
の
弟
子
（slob 

m
a, anteva

|sin

）
が
目
の
細
か
い
（phra m

o, su

|ks

4m
a

）
網
（rgya m

ig, ja

|la

）
を
手
に
し
て
小
さ
な
（chung ngu, parītta

）
池
（lteng ka’i chu, udaka-

draha

）
に
投
げ
打
っ
た
（bcus pa, ava

-ST
H

A

|

）
と
き
に
、そ
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
粗
い
（che long, auda

|rika

）
生
き
物
（srog chags, pra

|n

4a

）
ど
も
が
、

た
と
え
浮
き
上
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
の
全
て
は
、
水
の
中
に
い
る
の
で
、
漁
師
の
支
配
下
に
陷
り
手
中
に
陷
っ
て
漁
師
の
思
う
が
ま
ま
に
な
る
も
の
で

あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
あ
る
沙
門
か
バ
ラ
モ
ン
に
し
て
前
際
を
考
え
前
際
に
停
ま
っ
て
思
想
に
陷
っ
た
も
の
た
ち
と

後
際
を
考
え
後
際
に
停
ま
っ
て
思
想
に
陷
っ
た
も
の
た
ち
も
ま
た
、
た
と
え
浮
き
上
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
の
全
て
は
、
思
想
と
い
う
水
の
中
に
い
る
の
で
、

魔
の
パ
ー
ピ
ー
ヤ
ス
の
支
配
下
に
陷
り
手
中
に
陷
っ
て
魔
の
パ
ー
ピ
ー
ヤ
ス
の
思
う
が
ま
ま
に
な
る
も
の
た
ち
な
の
で
あ
る
。
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以
上
が
前
際
（pu

|rvânta

、
過
去
）
を
考
え
る
場
合
に
存
在
す
る
も
の
を
誤
っ
て
理
解
す
る
一
八
の
見
趣
と
、
後
際
（aparânta

、
未
来
）
を
考
え
る
場
合
に

存
在
す
る
も
の
を
誤
っ
て
理
解
す
る
四
四
の
見
趣
、
合
計
六
二
の
見
趣
を
述
べ
終
っ
た
直
後
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
﹃
梵
網
経
﹄
自
体
の
総
括
部
分
前
半
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
後
代
の
説
一
切
有
部
の
見
解
を
加
味
し
て
解
釈
す
る
と
、
前
際
も
後
際
も
五
取
蘊
の
法
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
に
そ
れ
を
存
在
し
な
い
ア
ー

ト
マ
ン
と
捉
え
る
と
こ
ろ
か
ら
六
十
二
見
趣
の
全
て
が
派
生
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
る
に
、
そ
の
有
部
所
伝
の
﹃
梵
網
経
﹄
に
は
、
パ
ー
リ
所

伝
や
漢
訳
所
伝
の
そ
れ
に
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
、
存
在
し
な
い
ゆ
え
に
命
題
の
主
語
と
は
な
り
え
な
い
ア
ー
ト
マ
ン
を
主
語
と
し
て
「
ア
ー
ト

マ
ン
は
離
脱
し
て
い
る
」
と
い
う
右
引
中
の
ご
と
き
表
現
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
有
部
が
ア
ー
ト
マ
ン
の
否
認
を
根
本
的
立
場
と
し
て
い
た
だ
け
に
、

余
計
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

35
（

。
恐
ら
く
そ
の
表
現
は
後
代
の
付
加
と
考
え
ら
れ
る
が
、
有
部
で
も
教
団
の
「
生
活
」「
習
慣
」
の
記
録
集
成
た
る
律
蔵

が
﹃
十
誦
律
﹄
か
ら
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
﹄
へ
展
開
す
る
間
に
は
、
多
く
の
場
合
「
無
記
」
で
あ
る
説
話
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
ア
ー
ト
マ
ン
肯
定
的
要
素

で
鏤
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
が
、
そ
の
傾
向
は
、
教
団
の
「
哲
学
」「
思
想
」
の
伝
承
集
成
た
る
経
蔵
や
論
蔵
に
も
あ
る
程
度
混
入
は
避
け
難
か
っ
た

に
せ
よ
、
問
題
が
「
哲
学
」「
思
想
」
の
こ
と
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
「
生
活
」「
習
慣
」
に
掻
き
消
さ
れ
ぬ
よ
う
に
論
理
的
側
面
が
重
ん
じ
ら
れ

て
分
析
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う（

36
（

。

三
　
分
類
中
の
二
十
種
有
身
見

　

本
稿
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
前
稿
「
掃
除
五
徳
譚
批
判
考
」
で
検
討
を
約
束
し
た
「
二
十
種
有
身
見
」
で
あ
る（

37
（

が
、
前
節
で
は
、
か
く
数
え
挙
げ
ら

れ
る
前
の
「
有
身
見
」
そ
の
も
の
の
基
本
的
な
性
格
を
考
察
し
て
み
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
有
身
見
」
と
は
、
譬
喩
者
や
分
別
論
師
が
主
張
す
る

よ
う
な
存
在
し
な
い
我
我
所
（a

|tm
âtm
īya

）
を
捉
え
る
「
無
所
縁
（asad

-a
|lam

bana

）」
肯
定
の
思
想
を
言
う
の
で
は
な
く
、
存
在
す
る
五
取
蘊
を
我
我
所

と
す
る
誤
っ
た
思
想
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
「
有
身
見
」
を
中
心
課
題
と
す
る
前
節
で
触
れ
た
﹃
大
毘

婆
沙
論
﹄
当
該
論
述
箇
所
は
、
左
の
よ
う
な
﹃
発
智
論
﹄
の
論
述
を
発
端
と
し
て
い
る（

38
（

。
な
お
、
左
引
カ
ッ
コ
内
に
示
し
た
ロ
ー
マ
数
字
と
ア
ラ
ビ

ア
数
字
は
、
前
稿
で
採
用
し
た
記
号
の
意
味
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
と
別
系
列
の
カ
ッ
コ
内
に
示
し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
、

原
典
を
有
す
る
当
該
並
行
文
献
よ
り
回
収
で
き
る
ほ
ぼ
確
実
な
対
応
原
語
で
あ
る（

39
（

。

　

此
二
十
句
薩
迦
耶
見
（vim

4śati-kot

4ika

| satka

|ya
-drst44

4ih

4

）、
幾
我
見
（katy a

|tm
a

-drst44
4ayah
4

）、
幾
我
所
見
（katy a

|tm
īya

-drst44
4ayah

4

）
耶
。
答
。
五
我
見 

（pañcâtm
a

-drst44
4ayah

4

）。
謂
、等
隨
観
（sam

anupaśyati

）、（
ⅰ
─
1
）
色
是
我
（ru

|p
am

 a

|tm
a

|

）、（
ⅱ
─
1
）
受
（ved

an
a

|

）、（
ⅲ
─
1
）
想
（sam

4jñ
a

|

）、

4
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（
ⅳ
─
1
）行（sam

4sk
a

|ra

|h

4

）、（
ⅴ
─
1
）識
是
我（vijñ

a

|n
am

 a

|tm
a

|

）。
十
五
我
所
見（p

añ
ca

-d
aśâtm

īya
-d

rst

4

4

4ayah

4

）。
謂
、等
隨
観（sam

an
u

p
aśyati

）、

（
ⅰ
─
2
）
我
有
色
（ru

|p
avan

tam
 a

|tm
a

|n
am

）、（
ⅰ
─
3
）
色
是
我
所
（a

|tm
īyam

4 ru

|p
am

）、（
ⅰ
─
4
）
我
在
色
中
（ru

|p
e a

|tm
a

|

）。（
ⅱ
─
2
）

我
有
受
（ved

an
a

|van
tam

 a

|tm
a

|n
am

）、（
ⅲ
─
2
）
想
（sam

4jñ
a

|van
tam

）、（
ⅳ
─
2
）
行
（sam

4sk
a

|ravan
tam

）、（
ⅴ
─
2
）
識
（vijñ

a

|n
avan

tam

）。

（
ⅱ
─
3
）
受
（ved

an
a

|m

）、（
ⅲ
─
3
）
想
（sam

4jñ
a

|m

）、（
ⅳ
─
3
）
行
（sam

4sk
a

|ra

|n

）、（
ⅴ
─
3
）
識
是
我
所
（a

|tm
īyam

4 vijñ
a

|n
am

）。（
ⅱ

─
4
）
我
在
受
（ved

an
a

|ya

|m

）、（
ⅲ
─
4
）
想
（sam

4jñ
a

|ya

|m

）、（
ⅳ
─
4
）
行
（sam

4sk
a

|res

4u

）、（
ⅴ
─
4
）
識
中
（vijña

|n
e a

|tm
a

|

）。

　

右
の
﹃
発
智
論
﹄
の
論
述
を
受
け
た
直
後
の
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る（

40
（

。

　

問
。
何
故
作
此
論
。
答
。
為
欲
分
別
契
経
義
故
。
謂
、
諸
経
中
、
仏
説
、
有
二
十
句
薩
迦
耶
見
。
尊
者
舎
利
子
、
於
池
喩
経
中
、
雖
略
分
別
此
二
十

句
薩
迦
耶
見
、
而
皆
未
説
、
幾
是
我
見
、
幾
我
所
見
。
彼
経
是
此
論
所
依
根
本
、
彼
所
未
説
者
、
今
欲
説
之
、
故
作
斯
論
。

　

右
引
が
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
の
当
該
問
題
に
関
す
る
造
論
目
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
経
蔵
中
の
諸
経
典
に
「
二
十
種
有
身
見
」
が
あ
る
と
説
か
れ

て
い
る
う
ち
、特
に
﹃
池
喩
経
﹄
に
基
づ
い
て
そ
の
意
味
を
「
分
別
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
、当
の
経
典
だ
け
で
は
「
二
十
種
有
身
見
」
の
ど
れ
が
「
我

見
（a

|tm
a

-drst44
4i

）」
で
ど
れ
が
「
我
所
見
（a

|tm
īya

-drst44
4i

）」
か
が
ま
だ
充
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、経
典
だ
け
で
は
不
充
分
な
問
題
を
論
蔵
と
し
て
﹃
発

智
論
﹄
を
受
け
て
検
討
し
て
い
く
の
が
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
を
造
る
目
的
だ
と
言
う
の
で
あ
る（

41
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
か
か
る
論
述
の
基
に
な
っ
て
い
る
﹃
池
喩
経
﹄
を
法
尊
訳
はS

a
rop

a
m

a
-su

|tra

と
も
還
元
可
能
な“m

T
sh

o lta
 bu

’i m
d

o”

と
し
て

い
る
が
、
従
来
の
成
果
に
よ
れ
ば
、、
本
経
は
説
一
切
有
部
所
伝
の
﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
四
五
経
か
第
一
〇
九
経
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

42
（

。
私

見
で
は
後
者
に
比
定
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
第
一
〇
九
経
は
、
パ
ー
リ
所
伝
のSam

4yutta
-N

ika

|ya, X
III, 2, P

okkh
a

ra
n

4

-su
tta

の
説
く

蓮
池
の
比
喩
を
冒
頭
に
示
し
、
そ
の
後
に
同
第
四
五
経
を
合
し
て
一
経
典
と
し
た
よ
う
な
体
裁
を
採
っ
た
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
そ
の
蓮
池
の
比
喩
と
は
、

縦
横
深
さ
各
五
〇
ヨ
ー
ジ
ャ
ナ
あ
る
蓮
池
（pokkharan

4ī

）
の
水
の
多
さ
と
そ
こ
か
ら
掬
い
取
っ
た
水
の
少
な
さ
と
を
較
べ
、
思
想
を
完
備
し
た
（ditt4
4hi-

sam
panna

）
人
の
苦
の
極
め
て
少
な
き
こ
と
池
か
ら
掬
い
取
っ
た
水
の
ご
と
し
と
い
う
も
の（

43
（

で
、
こ
れ
は
﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
一
〇
九
経
の
冒
頭
の
比
喩
と
ほ

と
ん
ど
合
致
す
る
か
ら
、﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
の
言
う
﹃
池
喩
経
﹄
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
蓮
池
の
比
喩
か
ら
採
ら
れ
た
経
名
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ

の
「
池
」
と
は
一
般
的
なsaras

で
あ
る
よ
り
は
、
パ
ー
リ
語
のpokkharan

4ī
に
対
応
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のpus

4karin

4ī

の（
44
（

方
が
相
応
し
い
と
考

え
ら
れ
、
そ
れ
な
ら
ば
、
経
名
は
法
尊
訳
か
ら
推
定
さ
れ
るS

a
rop

a
m

a
-su

|tra

よ
り
はP

u
s

4ka
rin

4y
u

p
a

m
a

-su

|tra

と
す
る
方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
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次
に
経
の
内
容
の
検
討
に
移
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
「
二
十
種
有
身
見
」
と
い
う
一
群
を
指
す
呼
称
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
用
例
に
こ

だ
わ
っ
て
み
た
い
。
法
尊
訳
は
、
そ
の
呼
称
を“’jig tshogs la lta ba’i tshig nyi shu po”

と
す
る
が
、
根
本
説
一
切
有
部
の
律
蔵
中
に
頻
出
す
る
定
型

句
中
で
は
「
二
十
の
山
頂
の
高
み
よ
り
な
る
有
身
見
（’jig tshogs la lta ba’i ri’i rtse m

o nyi shu m
tho ba, vim

4śati-śikhara
-sam

udgatam

4 satka

|ya
-drst44

4i-

śailam

、
二
十
種
有
身
邪
見
山
）」
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る（

45
（

。
し
か
る
に
、
律
蔵
中
で
は
、
そ
の
定
型
句
も
教
団
の
「
生
活
」「
習
慣
」
に
因
ん
だ
説
話

に
お
い
て
登
場
す
る
の
で
、
呼
称
自
体
も
比
喩
的
要
素
を
強
く
し
て
い
る
が
、「
哲
学
」「
思
想
」
を
問
題
と
す
る
論
蔵
の
説
一
切
有
部
に
お
け
る
起
点
と
も

目
さ
れ
る
﹃
発
智
論
﹄
で
は
、
本
節
冒
頭
の
引
用
で
み
た
よ
う
に
「
二
十
句
薩
迦
耶
見
」
と
さ
れ
る
。
問
題
は
そ
の
「
句
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
が
な

ん
で
あ
っ
た
か
な
の
で
あ
る
。
法
尊
訳
が
そ
れ
を“tshig”

と
す
る
の
は
、原
語
と
し
てpada

な
ど
を
想
定
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う（

46
（

。
し
か
し
、

先
の
当
該
引
用
中
に
示
し
た
カ
ッ
コ
内
の
回
収
対
応
原
語
に
よ
れ
ばpada

な
ど
は
想
定
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
再
確
認
の
た
め
、
左

に
対
応
原
語
を
含
む
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
を
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
共
に
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る（

47
（

。
引
用
下
線
部
分
が
そ
の
対
応
原
語
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト

訳
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

ya

| pañcasûpa

|da

|na
-skandhes

4u vim

4śati-kot

4ika

| satka

|ya
-drst44

4ih

4

　

gang nye bar len pa’i phung po dag la ’jig tshogs la lta ba’i m
tha’ nyi shu po //

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
句
」
相
当
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
はkot

4ika

|

、
チ
ベ
ッ
ト
訳
はm

tha’

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
は
周
知
の
四
句

分
別
の
「
四
句
（catus

4-kot

4ika

|, m
tha’ bzhi

）（48
（

」
中
の
「
句
（kot
4ika

|, m
tha’

）」
と
も
一
致
す
る
の
で
、
そ
の
確
実
性
は
高
ま
る
。
た
だ
し
、
中
に
は
、
玄

奘
訳
の
「
二
十
句
薩
迦
耶
見
」
に
対
し
て
チ
ベ
ッ
ト
訳
が“’jig tsh

o
gs la lta b

a n
yi sh

u
”

と
し
か
な
くm

th
a’

を
欠
く
ゆ
え
に
玄
奘
訳
の
「
句
」

は
単
な
る
補
い
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
不
利
な
例
の
あ
る
こ
と
も
同
時
に
心
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う（

49
（

。
そ
し
て
実
際
、こ
の
こ
と
は
、

玄
奘
訳
の
「
句
」
に
対
応
す
る
語
を
欠
く
漢
訳
の
呼
称
例
が
、
先
の
﹃
発
智
論
﹄
相
当
箇
所
の
﹃
八
犍
度
論
﹄
中
に
「
二
十
身
見
」
と
し
か
な
い
こ

と
に
よ
っ
て
も
確
か
め
う
る
の
で
あ
る（

50
（

。
し
か
も
、
こ
れ
が
原
文
ど
お
り
の
訳
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
原
本
に
は
単
にvim

4śati-satk
a

|ya
-d

rst

4

4

4i

や

vim

4śatih

4 satk
a

|ya
-d

rst

4

4

4ayah

4

な
ど
と
あ
っ
て
や
は
り
「
句
」
相
当
の
原
語
を
欠
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
、
玄
奘
訳
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄

に
対
応
す
る
旧
訳
の
﹃
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
﹄
で
は
そ
の
呼
称
が
「
二
十
種
身
見
」
と
あ
っ
て
「
種
」
の
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
更

に
そ
の
「
種
」
に
つ
き
な
ぜ
「
種
」
と
言
う
の
か
を
問
う
て
「
此
の
二
十
種
身
見
に
各
お
の
差
別
あ
る
が
故
に
種
と
言
う
」
と
答
え
て
い
る（

51
（

の
で
、

こ
の
段
階
で
は
「
種
」
に
相
当
す
る
原
語
は
あ
っ
た
と
見
做
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
と
類
似
の
状
況
は
玄
奘
訳
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
中



九
二

二
十
種
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に
も
認
め
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
「
句
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
釈
さ
れ
て
い
る（

52
（

。

　

問
。
二
十
句
者
、
句
是
何
義
。
答
。
是
自
性
義
。

　

か
く
し
て
、「
二
十
句
」
に
つ
き
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
現
存
並
行
文
献
中
よ
り
唯
一
回
収
し
う
る
原
語vim

4śati-kot

4ika

|

のkot

4ika

|

に
、
漢
語
の
「
種
」

や
「
自
性
」
に
相
当
す
る
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
句
」
に
は
「
四
句
」
の
「
句
」
の
実
例
も
あ
る
の
で
、「
二
十
種
身
見
」「
二
十
句
薩
迦
耶
見
」
の
原

語
はvim

4śati-kot
4ika

| satka

|ya
-drst44

4ih

4

で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
く
確
定
す
る
自
信
は
今
の
私
に
は
な
い
の
で
、
本
稿

で
は
、
表
題
か
ら
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
単
に
二
十
を
数
え
挙
げ
た
呼
称
と
し
て
は
「
二
十
種
有
身
見
」
を
用
い
て
お
く
よ
う
な
次
第
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
、「
二
十
種
有
身
見
」
の
呼
称
の
原
語
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
嫌
い
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
が
、
そ
ろ
そ
ろ
経
の
内
容
の
検
討
に
移

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
説
一
切
有
部
で
は
﹃
池
喩
経
（P

u
s

4karin

4yu
pam

a
-su

|tra

）﹄
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
一
〇
九
経
相

当
の
そ
の
経
典
の
内
容
は
、
必
ず
し
も
単
純
な
も
の
で
は
な
い
が
、
主
題
は
、
先
に
触
れ
た
蓮
池
の
比
喩
の
後
に
示
さ
れ
る
「
二
十
種
有
身
見
」
の
説
明

に
尽
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
経
は
、
経
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
形
成
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
複
雑
な
面
も
覗
か
せ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
今
は
そ
れ
を
避
け
る
こ
と
を
諒
と
さ
れ
た
い
。
本
経
は
、「
二
十
種
有
身
見
」
に
因
む
呼
称
そ
の
も
の
を
示
す
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
数
え
挙
げ

方
の
骨
子
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、﹃
池
喩
経
﹄
を
問
題
と
す
る
か
ら
に
は
、
当
然
﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
一
〇
九
経
の
漢
訳
を
根
幹
と
す
べ
き
だ
が
、

事
を
分
か
り
易
く
す
る
た
め
に
、
便
宜
上
の
観
点
か
ら
、
提
示
方
法
は
、
前
稿
で
用
い
た
そ
れ
を
踏
襲
し
、
玄
奘
訳
と
先
に
見
た
並
行
文
献
の
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
を
主
と
す
る（

53
（

。
従
っ
て
、
本
来
は
な
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
当
の
第
一
〇
九
経
の
漢
訳
は
玄
奘
訳
の
下
の
カ
ッ
コ
内
に
示
し
、
問
題
と

な
る
点
は
引
用
後
に
説
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
ⅰ
─
1
） 

等
隨
観
、 

色
是
我 

（
見
、
色
是
我
） 

ru

|p
am

 a

|tm
êti sam

an
u

p
aśyati

（
ⅰ
─
2
） 

等
隨
観
、 

我
有
色	

（
見
、
色
異
我
）	

ru
|p

avan
tam

 a

|tm
a

|n
am

4 sam
an

u
p

aśyati

（
ⅰ
─
3
） 

等
隨
観
、 

色
是
我
所	

（
見
、
我
中
色
）	

a

|tm
īyam

4 ru

|p
am

4 sam
an

u
p

aśyati

（
ⅰ
─
4
） 

等
隨
観
、 

我
在
色
中	

（
見
、
色
中
我
）	

ru

|p
e a

|tm
êti sam

an
u

p
aśyati

（
ⅱ
─
（
） 

等
隨
観
、 

受
是
我	

（
見
、
受
即
是
我
）	

ved
an

âtm
êti sam

an
u

p
aśyati

（
ⅱ
─
2
） 

等
隨
観
、 

我
有
受	

（
見
、
受
異
我
）	

ved
an

a

|van
tam

 a
|tm

a

|n
am

4 sam
an

u
p

aśyati

（
ⅱ
─
3
） 

等
隨
観
、 

受
是
我
所	

（
見
、
我
中
受
）	

a

|tm
īya

|m

4 ved
an

a
|m

4 sam
an

u
p

aśyati
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（
ⅱ
─
4
） 

等
隨
観
、 

我
在
受
中	

（
見
、
受
中
我
）	

ved
an

a

|ya

|m
 a

|tm
êti sam

an
u

p
aśyati	

（
ⅲ
─
（
） 
等
隨
観
、 

想
是
我	

（
見
、
想
即
是
我
）	

sam

4jñ
âtm

êti sam
an

u
p

aśyati

（
ⅲ
─
2
） 
等
隨
観
、 

我
有
想	

（
見
、
想
異
我
）	

sa
m

4jñ
a

|van
tam

 a

|tm
a

|n
am

4 sam
an

u
p

aśyati

（
ⅲ
─
3
） 

等
隨
観
、 

想
是
我
所	

（
見
、
我
中
想
）	

a

|tm
īya

|m

4 sam

4jñ
a

|m

4 sam
an

u
p

aśyati

（
ⅲ
─
4
）	

等
隨
観
、 
我
在
想
中	

（
見
、
想
中
我
）	

sam

4jñ
a

|ya

|m
 a

|tm
êti sam

an
u

p
aśyati

（
ⅳ
─
（
）	

等
隨
観
、 
行
是
我	

（
見
、
行
是
我
）	
sam

4sk
a

|ra

| a

|tm
êti sam

an
u

p
aśyati

（
ⅳ
─
2
）	

等
隨
観
、 

我
有
行	

（
見
、
行
異
我
）	

sam

4sk
a

|ravan
tam

 a

|tm
a

|n
am

4 sam
an

u
p

aśyati

（
ⅳ
─
3
）	

等
隨
観
、 

行
是
我
所	

（
見
、
我
中
行
）	

a

|tm
īya

|n
 sam

4sk
a

|ra

|n
 sam

an
u

p
aśyati

（
ⅳ
─
4
）	

等
隨
観
、 

我
在
行
中	
（
見
、
行
中
我
）	

sam

4sk
a

|res

4v a

|tm
êti sam

an
u

p
aśyati

（
ⅴ
─
（
）	

等
隨
観
、 

識
是
我	
（
見
、
識
即
我
）	

vijñ
a

|n
am

 a

|tm
êti sam

an
u

p
aśyati

（
ⅴ
─
2
）	

等
隨
観
、 

我
有
識	

（
見
、
識
異
我
）	

vijñ
a

|n
avan

tam
 a

|tm
a

|n
am

4 sam
an

u
p

aśyati

（
ⅴ
─
3
）	

等
隨
観
、 

識
是
我
所	

（
見
、
我
中
識
）	

a

|tm
īyam

4 vijñ
a

|n
am

4 sam
an

u
p

aśyati

（
ⅴ
─
4
）	

等
隨
観
、 

我
在
識
中	

（〔
見
、〕
識
中
我
）	

vijñ
a

|n
e a

|tm
êti sam

an
u

p
aśyati

　

以
上
に
お
い
て
、（
ⅰ
）
は
色
蘊
、（
ⅱ
）
は
受
蘊
、（
ⅲ
）
は
想
蘊
、（
ⅳ
）
は
行
蘊
、（
ⅴ
）
は
識
蘊
を
指
し
、
各
項
下
の
（
1
）（
2
）（
3
）（
4
）

の
文
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
同
じ
構
造
を
示
し
て
い
る
の
で
、
問
題
点
を
取
り
上
げ
る
に
は
、（
ⅰ
）
項
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
つ
い
て
指
摘
す
れ
ば
、
そ
れ
は

他
の
項
に
も
適
用
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
、（
ⅰ
）
の
色
蘊
の
項
だ
け
で
そ
れ
ぞ
れ
の
文
を
問
題
と
す
る
の
で
、
そ
の
問
題
は
他
の

項
に
も
敷
衍
し
て
頂
き
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
各
文
のsam

anupaśyati
（
等
隨
観
、
見
）
の
目
的
語
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
部
分
は
主
張
命
題
の
主
語
と

述
語
に
置
き
換
え
る
と
し
て
、
そ
の
際
、
仏
教
で
は
存
在
し
な
い
も
の
を
論
理
的
命
題
の
主
語
と
は
な
し
え
な
い
と
い
う
原
則
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
即
ち
主
語
は
「
色
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
上
で
、「
と
認
め
る
（sam

anupaśyati

）」
の
部
分
を
外
し
た
主
張
命
題
と
し
て
各
文
を
示
す

と
、（
ⅰ
─
1
）「
色
は
我
で
あ
る
」（
ⅰ
─
2
）「
色
を
有
す
る
も
の
が
我
で
あ
る
」、（
ⅰ
─
3
）「
色
は
我
所
で
あ
る
」、（
ⅰ
─
4
）「
色
に
我
が
あ
る
」

と
い
う
よ
う
に
な
ろ
う
。
し
か
る
に
、
こ
の
中
で
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、（
ⅰ
─
2
）
の
文
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
色
を
有
す
る
（ru

|p
avat

）」

は
実
名
詞
で
は
な
い
の
で
主
語
と
は
見
做
し
難
く
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
「
我
（a

|tm
an

）」
を
主
語
と
し
て
「
我
は
色
を
有
す
る
」
と
理
解
す
る
の
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が
自
然
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
玄
奘
訳
も
「
我
有
色
」
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
一
〇
九
経
の
訳
が
「
色
異
我
」
と
あ
る

の
は
私
に
よ
く
分
か
ら
な
い（

54
（

。
し
か
も
、
こ
の
（
ⅰ
─
2
）
に
相
当
す
る
文
の
﹃
ウ
パ
ー
イ
カ
ー
﹄
所
引
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
は“gzu

gs b
d

ag d
an

g 

ld
an

（*ru
|p

am
 a

|tm
avat

）”

で
、
主
語
が
「
色
」
で
あ
る
こ
と
は
守
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
主
客
は
転
倒
し
て
「
色
は
我
を
有
す
る
」
と
い
う
全
く

別
な
表
現
に
な
っ
て
い
る（

55
（

。
こ
こ
で
、
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
因
み
、（
ⅰ
）
項
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
限
っ
て
、
関
連
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
を
示
し
て
お
く
。

上
か
ら
ⓐ
﹃
ウ
パ
ー
イ
カ
ー
﹄、
ⓑ
﹃
翻
訳
名
義
大
集
﹄、
ⓒ
﹃
阿
毘
達
磨
集
論
﹄、
ⓓ
法
尊
訳
の
順
で
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
あ
る（

56
（

。

（
ⅰ
─
1
） 

ⓐgzu
gs b

d
ag yin

 

ⓑb
d

ag gzu
gs yin

 

ⓒgzu
gs b

d
ag yin

 

ⓓgzu
gs b

d
ag yin

（
ⅰ
─
2
） 

ⓐgzu
gs b

d
ag d

an
g ld

an
 

ⓑb
d

ag gzu
gs d

an
g ld

an
 

ⓒb
d

ag gzu
gs d

an
g ld

an
 

ⓓb
d

ag la gzu
gs yo

d

（
ⅰ
─
3
） 

ⓐb
d

ag la gzu
gs yo

d
 

ⓑgzu
gs b

d
ag gi yin

 

ⓒgzu
gs b

d
ag gi yin

 

ⓓgzu
gs b

d
ag gir yin

（
ⅰ
─
4
） 

ⓐgzu
gs la b

d
ag yo

d
 

ⓑgzu
gs la b

d
ag gn

as 

ⓒgzu
gs la b

d
ag gn

as 

ⓓb
d

ag gzu
gs n

a yo
d

　

右
引
中
、（
ⅰ
─
1
）
で
は
、ⓑ
が
「
我
（b

d
ag

）」
を
主
語
と
し
て
い
る
の
で
誤
り
、（
ⅰ
─
2
）
で
は
、ⓐ
が
上
述
の
ご
と
き
問
題
を
抱
え
、ⓓ
は
「
我

有
色
」
を
「
我
に
色
あ
り
」
と
読
ん
だ
た
め
の
誤
訳
、（
ⅰ
─
3
）
で
は
、
ⓐ
が
「
我
所
（a

|tm
īya

）」
を
パ
ー
リ
の
よ
う
に
「
我
中
（a

|tm
an

i

）」
と

理
解
し
た
か
そ
の
原
文
に
パ
ー
リ
と
同
じ
於
格
が
示
さ
れ
て
い
た
か
で
あ
る
が
、
そ
の
違
い
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な

い（
57
（

。（
ⅰ
─
4
）
で
は
、
ⓑ
ⓒ
が
同
じ
で
あ
る
他
に
多
少
の
違
い
も
あ
る
が
基
本
的
に
は
同
義
で
あ
る
。

　

さ
て
、以
上
で
、「
二
十
種
有
身
見
」
の
特
徴
を
捉
え
て
み
た
が
、そ
の
中
で
、五
取
蘊
の
そ
れ
ぞ
れ
を
我
（a

|tm
an

）
と
認
め
る
（
ⅰ
─
1
）（
ⅱ
─
1
）（
ⅲ

─
1
）（
ⅳ
─
1
）（
ⅴ
─
1
）
の
五
種
が
「
我
見
（a

|tm
a

-d
rst

4

4

4i

）」、そ
れ
以
外
の
（
ⅰ
│
2
、
3
、
4
）（
ⅱ
─
2
、
3
、
4
）（
ⅲ
│
2
、
3
、
4
）（
ⅳ

│
2
、
3
、
4
）（
ⅴ
│
2
、
3
、
4
）
の
一
五
種
が
「
我
所
見
（a
|tm

īya
-d

rst

4

4

4i

）」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
「
二
十
種
有
身
見
」
は
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄

の
示
す
「
有
身
見
」
の
大
別
一
七
種
類
の
分
類（

58
（

中
で
は
第
一
〇
番
目
の
も
の
で
あ
る
が
、
本
節
で
は
、
当
初
、
か
か
る
大
別
の
中
に
お
い
て
も
「
有

身
見
」
の
特
徴
を
眺
め
て
み
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
は
そ
の
余
裕
も
な
い
の
で
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、「
二
十
種
有
身
見
」
の

場
合
に
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
の
に
他
の
種
類
の
若
干
に
お
い
て
は
問
題
と
さ
れ
て
い
る
一
点
だ
け
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
即
ち
、
前

者
で
は
し
な
い
「
所
起
処
の
分
別
」
を
後
者
で
は
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
四
番
目
の
計
六
五
種
と
な
る
分
類
で
は
、「
色
は
我
で

あ
る
」
と
す
る
場
合
に
、他
の
受
想
行
識
の
四
つ
に
つ
い
て
も
そ
れ
ら
が
「
我
」
の
「
瓔
珞
（alam

4k
a

|ra

）」
で
あ
り
「
僮
僕
（b

h
r

4tya

）」
で
あ
り
「
器

（b
h

a

|jan
a

）」
で
あ
る
と
す
る
の
だ
と
言
う（

59
（

。
こ
の
他
、「
有
身
見
」
の
対
治
と
し
て
、
既
に
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
﹃
施
設
論
﹄
に
基
づ
く
と
さ
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れ
る
「
十
種
空
」
も
説
か
れ
て
い
る（

60
（

が
、
こ
れ
も
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四
　
お
わ
り
に

　

さ
て
、い
ろ
い
ろ
検
討
す
べ
き
多
く
の
問
題
は
残
る
が
、﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
の
「
有
身
見
」
を
扱
う
当
該
箇
所
の
一
応
の
結
論
部
分
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
玄
奘
訳
の
他
に
、
参
考
ま
で
に
そ
の
法
尊
訳
も
示
し
て
お
く（

61
（

。
そ
こ
で
の
引
用
下
カ
ッ
コ
内
に
示
し
た
も
の
は
法
尊
訳
か
ら
の
拙
訳

で
あ
る
。
な
お
、
引
用
箇
所
は
、
既
に
六
十
二
見
趣
と
の
関
係
で
論
及
し
た
﹃
梵
網
経
﹄
と
、
種
々
の
異
見
が
有
見
（b

h
ava

-d
rst

4

4

4i, b
h

ava
-d

itt4
4h

i

）

と
無
有
見
（vib

h
ava

-d
rst

4

4

4i, vib
h

ava
-d

itt4
4h

i

）
と
の
二
見
（d

ve d
rst

4

4

4ī, d
ve d

itt4
4h

iyo

）
に
よ
る
と
説
く
パ
ー
リ
﹃
中
部
﹄
第
一
一
経
に
相
当
す
る
﹃
師

子
吼
経
（S

im

4h
a

n
a

|d
a

-su

|tra

）﹄
と
の
、
二
経
の
違
い
を
問
う
た
こ
と
に
対
す
る
答
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
先
の
引
用
と
一
部
重
複
す
る
こ
と
に

注
意
さ
れ
た
い（

62
（

。

　

答
。
依
等
起
（sam

uttha

|na

）
故
説
、諸
見
趣
、以
有
身
見
（satka

|ya-drst44
4i

）
為
本
。
依
推
求
（nitīran

4a

）
故
説
、諸
異
見
、依
有
（bhava

）
無
有
（vibhava

）

見
（drst44
4i

）。
復
次
、
薩
迦
耶
見
（satka

|ya-drst44
4i
）、
能
引
発
諸
見
趣
。
有
無
有
見
（bhava-vibhava-drst44
4i

）、
能
守
護
諸
異
見
。
是
謂
、
二
経
所
説
差
別
。

　

sm
ras pa / kun slong la brten pa’i phyir lta bar gyur pa tham

s [cad] ’jig tshogs la lta ba’i rtsa ba can du gsungs la / yongs su 

’tshol ba la brten pa’i phyir lta ba tha dad pa tham
s [cad] yod pa dang m

ed par lta ba la brten pa gsungs pa yin no // gzhan yang 

’jig tshogs la lta ba ni lta bar gyur pa tham
s [cad] bskyed par byed pa dang / yod pa dang m

ed par lta ba ni lta ba tha dad pa 

tham
s [cad] bsrung bar byed do // de dag ni m

do de gnyis kyi tha dad du gyur pa yin no //

（
答
う
。
等
起
に
依
る
ゆ
え
に
、
思
想
に
陷
っ
た

状
態
（
見
趣
）
の
全
て
は
、
有
身
見
を
根
本
と
し
て
い
る
と
〔﹃
梵
網
経
﹄
で
〕
説
か
れ
て
い
る
が
、
推
求
に
依
る
ゆ
え
に
、
異
っ
た
思
想
の
全
て
は
、
存
在
す
る
〔
と
す

る
思
想
お
よ
び
〕
存
在
し
な
い
と
す
る
思
想
に
依
る
と
〔﹃
師
子
吼
経
﹄
で
〕
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
有
身
見
は
、
思
想
に
陷
っ
た
状
態
の
全
て
を
引
き

起
し
、
存
在
す
る
〔
と
す
る
思
想
お
よ
び
〕
存
在
し
な
い
と
す
る
思
想
は
、
異
な
っ
た
思
想
の
全
て
を
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
二
つ
が
そ
の
二
つ
の
経
の
相
違
と
な

る
も
の
で
あ
る
。）

　

こ
こ
に
、「
有
身
見
（satka

|ya
-drst44

4i

）」
を
主
と
す
る
﹃
梵
網
経
﹄
と
、「
有
無
有
見
（bhava

-vibhava
-drst44

4i

）」
を
主
と
す
る
﹃
師
子
吼
経
﹄
と
の
違
い

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
前
者
で
は
「
等
起
（sam

uttha

|na

）」、
後
者
で
は
「
推
求
（nitīran

4a

）」
が
経
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。「
等

起
」
に
は
、﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
に
お
い
て
も
「
因
等
起
（hetu

-sam
uttha

|na

）」
と
「
刹
那
等
起
（tat-ks

4an

4a
-sam

uttha

|na

）」
と
の
二
種
が
あ
る
が
、
こ
の
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場
合
に
は
、﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
七
八
七
│
七
八
八
経
、
お
よ
び
、
パ
ー
リA

n

4guttara
-N

ika

|ya

、
第
十
集
、
第
一
〇
三
│
一
〇
四
経
に
比
定
さ
れ
る
経
典

の
説
く
、「
諸
の
邪
見
の
人
の
所
有
の
身
語
意
業
は
、
若
し
く
は
思
な
る
も
、
若
し
く
は
求
な
る
も
、
若
し
く
は
造
作
す
る
所
な
る
も
、
一
切
皆
、
不
可
愛
、

不
可
楽
、
非
悦
意
の
果
を
得
す
」
と
い
う
の
は
「
因
等
起
」
を
意
図
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る（

63
（

、
そ
の
「
因
等
起
」
の
方
を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。﹃
倶

舎
論
﹄
も
そ
の
考
え
を
継
承
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
、「
見
所
断
の
識
（drst44
4i-heyam

4 vijña

|nam
 =

 darśana
-praha

|tavyam

4 cittam

）」
は
「
転
起
せ

し
め
る
も
の
（pravartaka

）」
即
ち
「
因
等
起
（hetu

-sam
uttha

|na

）」
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る（

64
（

の
が
注
目
さ
れ
る
。「
推
求
（nitī ran

4a

）」
に
つ
い

て
は
、﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
が
そ
の
所
釈
の
﹃
発
智
論
﹄
と
共
に
な
ぜ
最
後
の
巻
末
に
「
見
蘊
」
を
配
す
る
の
か
の
理
由
を
述
べ
る
段
で
、「
定
を
得
す
る

あ
る
も
、已
に
邪
な
る
推
求
を
起
せ
ば
、便
ち
復
、諸
の
悪
見
趣
を
引
生
す
」
と
説
明
し
て
い
る
、そ
の
「
推
求
」
が
今
問
題
と
し
て
い
る
「
推
求
（nitī ran

4a

）」

と
同
じ
語
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
推
求
」
に
関
し
て
、﹃
倶
舎
論
﹄
は
「
所
縁
（a

|lam
bana

）
を
推
察
す
る
（nitī ran

4a

）〔
誤
っ
た
〕
思
想
（drst44
4i

）
だ

け
が
顚
倒
（vip

arya

|sa

）
で
あ
る
」
と
言
い
、
更
に
「
そ
れ
で
こ
れ
ら
の
顚
倒
は
全
て
、
預
流
の
も
の
（sro

ta
-a

|p
an

n
a

）
に
は
断
た
れ
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
も
ろ
も
ろ
の
思
想
は
（d

rst

4

4

4īn
a

|m

、
諸
見
）、
相
応
〔
の
心
所
〕
と
共
に
見
所
断
（d

arśan
a

-p
rah

eya

）
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る（

65
（

。

　

次
に
、
以
上
の
論
述
を
受
け
、
新
た
な
局
面
も
交
え
な
が
ら
、
終
息
に
向
い
た
い
。「
因
等
起
」
と
は
意
業
で
あ
る
心
心
所
が
因
と
な
っ
て
身
語
業
を
「
転

起
せ
し
め
る
も
の
」
で
あ
る
が
、
意
業
の
頭
が
、
因
と
し
て
「
正
見
（sam

yag
-drst44

4i

）」「
無
瞋
（avya

|pa

|da

）」「
無
貪
（anabhidhya

|

）」
の
心
心
所
と
し
て

働
い
て
い
れ
ば
、
そ
の
「
等
起
」
は
「
善
（kuśala
）」
で
あ
る
も
の
の
、﹃
梵
網
経
﹄
の
説
く
六
十
二
見
趣
は
、
課
題
上
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
邪
見
」
を

主
と
し
た
意
業
の
因
か
ら
「
等
起
」
し
た
様
々
な
「
不
善
（akuśala

）」
の
業
果
た
る
「
見
趣
（drst44
4i-gata

）」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
一
方
、
か
か
る
「
見
趣
」
は
、「
推
求
」
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
存
在
す
る
も
の
を
存
在
し
な
い
と
か
、
存
在
し
な
い
も
の
を
存
在
す
る
と
か
、

な
ど
と
誤
っ
た
「
推
求
」
を
重
ね
て
い
く
﹃
師
子
吼
経
﹄
の
「
見
趣
」
と
も
見
合
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、そ
れ
ら
の
見
趣
を
改
め
る
た
め
に
は
、

道
元
が
主
張
し
た
よ
う
に
、「
い
か
な
る
か
邪
見
、
い
か
な
る
か
正
見
と
、
か
た
ち
を
つ
く
す
ま
で
学
習
」
し
続
け
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
道
元
も
、
最
初
期
の
著
述
で
あ
る
七
十
五
巻
本
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
の
巻
第
一
「
現
成
公
案
」
で
は
、「
中
際
（
現
在
）」
と
も
い
う
べ
き
「
法
位
」
の
絶
対

性
を
重
ん
じ
て
「
前
際
（
過
去
）
や
後
際
（
未
来
）
の
断
絶
し
て
い
る
こ
と
（pu
|rvântâparânta

-paricchinna

）」
を
強
調
し
、
正
邪
を
決
す
べ
き
議
論
も
な

い
よ
う
な
世
界
を
推
賞
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、私
と
し
て
は
や
は
り
晩
年
の
道
元
の
方
が
正
し
い
と
考
え
る
気
持
が
強
く
、説
一
切
有
部
の「
哲
学
」

「
思
想
」
が
必
ず
し
も
全
面
的
に
正
し
い
だ
け
の
は
ず
も
な
い
に
せ
よ
、「
仏
教
（b uddha

-vacana

）」
に
従
っ
て
そ
の
「
哲
学
」「
思
想
」
を
批
判
的
に
「
学

習
」
し
直
す
必
要
性
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う（

66
（

。
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勿
論
「
仏
教
」
は
「
哲
学
」「
思
想
」
を
論
理
的
に
追
究
す
る
言
語
だ
け
を
求
め
た
わ
け
で
な
く
、
教
団
の
「
生
活
」「
習
慣
」
を
維
持
す
る
た
め
の
規
則

や
行
事
の
記
録
集
成
と
し
て
の
律
蔵
で
は
日
常
言
語（ordinary language

）が
主
要
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
も
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
取
分
け
、（
根

本
）
説
一
切
有
部
に
お
い
て
は
、
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、﹃
十
誦
律
﹄
か
ら
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
﹄
へ
展
開
す
る
間
に
、
ま
さ
に
日
常
言
語
そ
の
も

の
と
言
う
べ
き
夥
し
い
説
話
群
が
加
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
説
話
群
を
一
言
で
片
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
典
型
的
な
例
と
し

て
は
「
一
音
演
説
法
」
を
巡
る
説
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
が
「
カ
イ
ネ
ー
ヤ
仙
人
物
語
」
と
名
付
け
た
説
話
で
、﹃
十
誦
律
﹄「
医
薬
法
」
の
そ
れ
か
ら

有
部
律
﹃
薬
事
﹄
の
そ
れ
へ
と
大
幅
な
増
広
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る（

67
（

の
で
、
こ
こ
で
は
詳
説
し
な
い
。

　

し
か
し
、
日
常
言
語
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
世
界
は
、
律
蔵
の
み
な
ら
ず
、
経
蔵
や
論
蔵
に
も
、
律
蔵
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
徐
々
に
渗
透
し
て
い
っ
た

こ
と
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
蔵
の
場
合
は
既
に
指
摘
し
た
﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
二
九
九
経
が
そ
の
典
型
的
な
例
と
言
え
よ
う（

68
（

が
、
パ
ー
リ
の

K
huddaka

-N
ika

|ya

（
小
部
）
に
相
当
す
る
有
部
に
お
け
る
第
五
のa

|gam
a

（
阿
含
）
と
し
て
のK

s

4udrakâgam
a

の
形
成
も
ま
た
か
か
る
動
向
の
一
環
で

は
な
い
か
と
思
う（

69
（

。
し
か
も
、
そ
の
一
⻆
を
な
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
いU

d
a

|n
a

va
rga

な
ど
の
日
常
言
語
の
粋
と
も
言
う
べ
き
韻
文
群
が
、﹃
発
智
論
﹄

で
は
最
後
の
テ
ー
マ
で
あ
る
第
八
「
見
蘊
」
中
の
最
末
尾
に
「
伽
他
納
息
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
のU

d
a

|n
a

va
rga

は
﹃
重
顕
経
﹄
と
訳

さ
れ
て
そ
こ
に
登
場
し
、
そ
こ
で
は
、
そ
の
第
二
六
章
の
ム
レ
ッ
チ
ャ
（m

leccha

、
蔑
戻
車
）
語
と
さ
れ
る
第
一
八
頌
も
し
く
は
第
一
九
頌
を
四
天
王
中
の

西
と
北
の
護
世
天
が
聞
い
て
四
諦
を
理
解
し
た
と
い
う
「
カ
イ
ネ
ー
ヤ
仙
人
物
語
」
を
踏
ま
え
た
上
で
の
解
釈
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、﹃
発
智

論
﹄
の
註
釈
書
で
あ
る
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
は
、
こ
の
通
俗
的
韻
文
群
で
あ
る
「
伽
他
納
息
」
の
註
釈
を
理
解
し
易
い
と
い
う
理
由
で
カ
ッ
ト
し
て
い
る
が
、

第
二
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
結
蘊
」
中
で
は
、
こ
れ
を
扱
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
仏
の
「
一
音
演
説
法
」
の
ま
ま
で
そ
の
仏
説
を
聴
聞
者
銘
々
が
す
ぐ
に
勝

手
に
納
得
し
て
理
解
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
通
俗
的
解
釈
に
は
批
判
的
で
、
最
低
で
も
翻
訳
可
能
論
に
立
っ
た
正
確
な
解
釈
や
理
解
が
要
求
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る（

70
（

。

　

一
方
、
私
共
は
日
常
言
語
の
世
界
で
し
か
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
し
て
も
、
な
に
が
正
邪
か
を
論
理
的
に
決
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
は
、

日
常
言
語
の
ま
ま
で
は
な
く
正
確
で
論
理
的
な
言
語
表
現
を
な
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
論
理
的
主
張
命
題
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、

単
に
主
語
と
し
て
「
存
在
し
な
い
も
の
」
が
避
け
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
述
語
に
も
ま
た
「
存
在
し
な
い
も
の
」
は
「
二
十
種
有
身
見
」
の
こ
ど
く
避

け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
有
身
見
」
を
根
本
と
し
て
い
る
と
さ
え
解
釈
さ
れ
る
﹃
梵
網
経
﹄
の
六
十
二
見
趣
は
、
既
に
見
た
ご
と
く
前
際
と
後

際
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
記
録
も
記
憶
も
な
い
こ
と
を
吹
聴
し
て
恥
じ
な
い
﹃
一
九
八
四
年
﹄
の
よ
う
な
全
体
主
義
的
独
裁
国
家
が
地
球
を
覆
っ
て
い



九
八

二
十
種
有
身
見
考
（
袴
谷
）

る
現
今
で
は
、「
仏
教
」
に
基
づ
い
て
、
過
去
（
前
際
）
は
存
在
し
て
い
た
し
未
来
（
後
際
）
も
存
在
し
て
い
る
は
ず
だ
と
、
で
き
る
だ
け
論
理
的
な
言
葉
で

「
存
在
す
る
も
の
」
の
正
邪
を
「
学
習
」
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
議
論
も
せ
ず
扇
を
使
う
の
み
な
り
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な

す
べ
き
で
は
な
い
し
、
世
情
に
阿お
も
ねて
「
仏
教
」
にyoga

の
ブ
ラ
ン
ド
を
押
す
よ
う
な
真
似
を
す
る
の
は
恥
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
註

（
1
） 

G
eorge O

w
ell, N

in
eteen

 E
ighty

-F
ou

r, 1949, P
enguin B

ooks, 1984, p. 214.

日
本
語
訳
に
は
、新
庄
哲
夫
訳﹃
一
九
八
四
年
﹄（
ハ
ヤ
カ
ワ
文
庫
、早
川
書
房
、

一
九
七
二
年
）、
高
橋
和
久
訳
﹃
一
九
八
四
年
﹄〔
新
訳
版
〕（
ハ
ヤ
カ
ワepi

文
庫
、
早
川
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
高
橋
訳
に
よ
る
。
な
お
、

ち
ょ
う
ど
、
こ
の
一
九
八
四
年
を
前
後
し
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
留
学
さ
れ
て
い
た
先
輩
同
僚
の
片
山
一
良
氏
か
ら
御
帰
国
の
お
土
産
に
、Irving H

ow
e (ed.), 

1984 R
evisited : Totalitarian

ism
 in

 O
u

r C
en

tu
ry, P

erennial Library, 1983

を
頂
戴
し
た
こ
と
を
今
に
し
て
忘
れ
な
い
。

（
2
） 

大
久
保
道
舟
編
﹃
校古
定本

正
法
眼
蔵
﹄
全
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）、
六
八
九
頁
、
石
井
修
道
訳
註
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
9
（
原
文
対
照
現
代
語
訳
道
元
禅
師
全
集
、
第

九
巻
、
春
秋
社
、
二
〇
一
二
年
）、
七
九
頁
。
十
二
巻
本
を
中
心
と
す
る
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
編
纂
成
立
史
に
つ
い
て
は
、
石
井
上
掲
書
の
「
解
題
」
他
、
石
井
修
道“O

n 
the O

rigins of K
ana “Sho

|bo

|genzo

|”
（
仮
名
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
は
い
つ
成
立
し
た
か
）”

﹃
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄
第
二
八
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）、
二
八
〇

│
二
三
四
頁
参
照
。
ま
た
、
最
近
の
道
元
研
究
に
つ
い
て
は
、
⻆
田
泰
隆
編
﹃
道
元
禅
師
研
究
に
お
け
る
諸
問
題
│
│
近
代
の
宗
学
論
争
を
中
心
と
し
て
﹄（
春
秋
社
、

二
〇
一
七
年
）
も
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
道
元
の
「
三
時
業
」
の
こ
の
引
用
し
た
一
節
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
茶
道
の
思
想
│
岡
倉
天
心
論
批
判
考
│
」﹃
駒
沢
大
学
禅

研
究
所
年
報
﹄
第
二
七
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
）、
一
〇
九
頁
、
一
二
〇
│
一
二
一
頁
、
註
69
、
お
よ
び
、「
お
詫
び
と
訂
正
」
㈠
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 

鏡
島
元
隆
﹃
道
元
禅
師
と
引
用
経
典
・
語
録
の
研
究
﹄（
木
耳
社
、
一
九
七
五
年
）、
二
二
四
│
二
二
五
頁
の
「
毘
曇
部
」
の
項
参
照
。﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
へ
の
言
及

が
十
二
巻
本
に
集
中
し
て
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
道
元
の
同
論
へ
の
言
及
の
み
な
ら
ず
、
有
部
の
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
﹄
や
イ
ン
ド
の
他
の
仏
典
へ
の
言
及
を

視
野
に
、
道
元
の
著
述
の
思
想
的
意
味
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
最
近
の
注
目
す
べ
き
研
究
と
し
て
は
、
金
子
宗
元
「
断
善
根
と
続
善
根
に
つ
い
て
│
道
元
禅
師
晩
年
の
思

想
的
背
景
と
経
論
引
用
を
中
心
と
し
て
│
」﹃
宗
学
研
究
紀
要
﹄
第
一
五
号
（
二
〇
〇
二
年
三
月
）、
二
四
〇
│
二
一
一
頁
、
同
「
業
不
滅
説
と
道
元
禅
師
│
仏
教
思
想
史

に
於
け
る
所
作
業
不
亡
偈
の
解
釈
を
巡
っ
て
│
」﹃
宗
学
研
究
紀
要
﹄
第
一
七
号
（
二
〇
〇
四
年
三
月
）、
一
六
二
│
一
三
四
頁
な
ど
の
一
連
の
論
文
が
あ
る
。
特
に
、
金

子
博
士
が
、
教
団
の
「
生
活
」「
習
慣
」
を
維
持
す
る
た
め
の
規
則
や
行
事
の
記
録
集
成
に
し
て
、
か
つ
そ
れ
に
託
け
た
種
々
の
説
話
を
盛
り
込
ん
だ
﹃
根
本
説
一
切
有
部

律
﹄
を
考
察
の
対
象
に
加
え
、
道
元
と
の
関
係
で
そ
れ
を
厳
密
に
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
高
く
評
価
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
常
の
「
生
活
」「
習
慣
」
に
即

し
て
展
開
さ
れ
る
説
話
は
、
話
を
分
か
り
易
く
す
る
た
め
に
も
因
果
を
含
め
が
ち
に
な
り
、
そ
の
挙
句
の
果
て
は
勧
善
懲
悪
譚
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
か

か
る
「
生
活
」「
習
慣
」
に
根
差
し
た
問
題
を
、
道
元
が
「
哲
学
」「
思
想
」
の
正
邪
の
上
か
ら
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
た
か
が
よ
り
分
明
に
な
る
可
能
性
が
高
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
研
究
が
非
常
に
面
倒
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
私
も
経
験
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
つ
気
づ
い
た
こ
と
を
言
え
ば
、
金
子
前
掲
論
文
（
後

者
）、
一
五
六
頁
、
一
三
八
頁
、
註
16
、
一
三
七
│
一
三
五
頁
、
註
23
で
は
、「
ナ
ン
ダ
出
家
譚
」
の
出
典
が
、﹃
大
宝
積
経
﹄「
入
胎
蔵
会
」
中
の
も
の
の
直
接
引
用
で
は



九
九

二
十
種
有
身
見
考
（
袴
谷
）

な
く
﹃
止
観
輔
行
伝
弘
決
﹄
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
、
と
従
来
の
説
を
正
す
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
鏡
島
上
掲
書
、
二
二
七
頁
（23）
以
来
、
既

に
正
し
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、私
も
か
か
る
事
情
に
は
疎
く
、拙
稿
「
道
元
﹃
知
事
清
規
﹄
所
引
ナ
ン
ダ
出
家
譚
の
文
献
的
背
景
」﹃
駒

沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄
第
二
二
号
（
二
〇
一
〇
年
十
二
月
）、
一
五
七
│
一
九
〇
頁
、
特
に
、
一
七
九
│
一
八
〇
頁
、
註
3
で
は
、
そ
ん
な
自
身
の
不
明
を
恥
じ
つ
つ
、

そ
の
稿
を
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
そ
の
註
で
も
既
に
公
け
に
な
っ
て
い
た
は
ず
の
金
子
前
掲
論
文
に
は
気
づ
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
西
澤
ま
ゆ
み
「
道
元
禅
師
に
お
け
る
「
懺
悔
・
滅
罪
」
考
」
⻆
田
前
掲
編
書
（
前
註
2
）、
一
九
五
頁
に
よ
る
、
最
近
の
こ
と
で
、
再
び
不
明
を

恥
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
拙
稿
は
、
た
と
え
有
部
の
も
の
で
あ
れ
、
説
話
と
い
う
も
の
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
を
追
究
し
た
も
の
で
、
そ

の
意
味
は
失
わ
れ
て
い
な
い
と
思
う
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
） 

B
ertrand R

ussell, “O
n D

enoting”, M
in

d, 1905, L
ogic an

d K
n

ow
ledge, R

outledge, London / N
ew

 York, 2001, p. 48

‥
清
水
義
夫
訳
「
指
示
に
つ

い
て
」
坂
本
百
大
編
﹃
現
代
哲
学
基
本
論
文
集
﹄
Ⅰ
（
勁
草
書
房
、
一
九
八
六
年
）、
五
九
頁
。

（
5
） 

P. F. Straw
son, “O

n R
eferring”, M

in
d, Vol. LIX, N

o. 235, July, 1950, pp. 320
-344

‥
藤
村
龍
雄
訳
「
指
示
に
つ
い
て
」
坂
本
百
大
編
﹃
現
代
哲
学
基
本

論
文
集
﹄
Ⅱ
（
頸
草
書
房
、
一
九
八
七
年
）、
二
〇
四
│
二
五
一
頁
参
照
。
引
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
のp. 344

‥
二
五
一
頁
に
よ
る
。
因
み
に
、
こ
のStraw

son

に
対
し
て
、

R
assell

が
答
え
た
も
の
が
、“M

r. Straw
son on R

eferring”, M
in

d, Vol . LXVI, N
o. 263, pp. 385

-389

で
あ
る
。
な
お
、
存
在
し
な
い
も
の
が
論
理
的
命
題
の
主

語
と
な
り
う
る
か
否
か
の
問
題
の
イ
ン
ド
的
展
開
に
つ
い
て
は
、江
崎
公
児
「
非
実
在
に
関
す
る
言
明
に
つ
い
て
」
広
島
哲
学
会
編
﹃
哲
学
﹄
第
五
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）、

一
四
七
│
一
五
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と
直
接
関
る
も
の
で
は
な
い
が
、
思
想
問
題
に
お
け
る
議
論
の
重
要
性
を
私
な
り
に
論
じ
た
も
の
に
、

拙
稿
「
仏
教
思
想
論
争
考
」﹃
駒
沢
短
期
大
学
仏
教
論
集
﹄
第
一
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
十
月
）、
一
四
九
│
二
一
〇
頁
、
同
「
思
想
論
争
雑
考
」﹃
駒
沢
短
期
大
学
仏
教
論
集
﹄

第
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
十
月
）、
一
八
九
│
二
一
三
頁
が
あ
る
。

（
6
） 

﹃
倶
舎
論
﹄
に
先
立
つ
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
に
つ
い
て
は
、
大
正
蔵
、
二
七
巻
、
七
五
頁
上
│
七
七
頁
上
‥
木
村
泰
賢
訳
、
森
章
司
校
訂
﹃
大
毘
婆
沙
論
国
訳
﹄、
国
訳

一
切
経
、
毗
曇
部
七
、二
八
六
（
二
九
四
）
│
二
九
一
（
二
九
九
）
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
箇
所
の
法
尊
訳
（
後
註
14
参
照
）
は
欠
落
箇
所
に
当
る
の
で
参
照
で
き
な
い
。

ま
た
、
こ
の
典
拠
と
な
る
「
あ
る
経
典
」
と
は
、
同
上
国
訳
、「
補
註
」
の
八
（
四
四
八
）
頁
で
の
二
九
四
頁
に
対
す
る
（
7
）
の
森
章
司
博
士
の
註
で
、﹃
中
阿
含
経
﹄

第
一
一
九
経
、
大
正
蔵
、
一
巻
、
六
〇
九
頁
上
│
中
‥A

n

4guttara
-N

ika
|ya, P. T. S., P

t. I, pp. 197
-199, III. 67

に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
以
上
に
示
し
な

が
ら
、
本
文
中
に
は
具
体
的
に
言
及
し
て
い
な
い
、﹃
中
阿
含
経
﹄
第
一
一
九
経
に
基
づ
く
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
の
前
半
部
分
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
仏
教
に
お
け
る

「
批
判
」」﹃
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
第
四
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
十
二
月
）、
九
二
│
九
三
頁
、
一
〇
六
頁
、
註
18
　

‥
﹃
現
代
仏
教
の
可
能
性
﹄、
ア
ジ
ア
仏
教
史
15
（
佼

成
出
版
社
、
一
九
一
一
年
）、
三
三
九
│
三
四
〇
頁
参
照
。﹃
倶
舎
論
﹄
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、P

radhan (ed.), A
bhidharm

akośabha

|s

4ya, P
atna, 1967, p. 292, l. 

8
-p. 294, l. 3

　

‥
小
谷
信
千
代
、
本
庄
良
文
﹃
倶
舎
論
の
原
典
研
究　

隨
眠
品
﹄（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）、
九
五
│
一
〇
五
頁
参
照
。
ま
た
、
主
張
に
対
す
る
回
答

の
あ
り
方
の
問
題
に
つ
い
て
は
、石
見
明
子
「
雀
の
比
喩
と
無
記
説
│
│
﹃
倶
舎
論
﹄「
破
我
品
」
の
所
説
に
関
し
て
│
│
」﹃
印
仏
研
﹄
五
五
│
一
（
二
〇
〇
六
年
十
二
月
）、

三
九
九
│
三
九
六
頁
、
同
「
問
記
と
諂
心
│
│
﹃
倶
舎
論
﹄
の
所
説
に
関
し
て
│
│
」﹃
印
仏
研
﹄
五
六
│
一
（
二
〇
〇
七
年
十
二
月
）、
三
七
八
│
三
七
五
頁
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
7
） 

﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
三
〇
六
経
、
大
正
蔵
、
二
巻
、
八
七
頁
下
│
八
八
頁
上
‥
印
順
﹃
雑
阿
含
経
会
編
﹄
上
（
正
聞
出
版
社
、
台
北
、
一
九
八
三
年
）、
三
八
九



一
〇
〇

二
十
種
有
身
見
考
（
袴
谷
）

│
三
九
〇
頁
参
照
。
そ
の
解
釈
と
し
て
は
、﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄、
大
正
蔵
、
二
七
巻
、
三
八
頁
下
、
五
五
頁
上
な
ど
参
照
。
ま
た
、
拙
書
﹃
仏
教
入
門
﹄（
大
蔵
出
版
、

二
〇
〇
四
年
）、
一
四
三
│
一
四
四
頁
、
同
﹃
仏
教
文
献
研
究
﹄（
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
三
年
）、
五
五
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
8
） 

P
radhan, op. cit.

（
前
註
6
）, p. 277, ll. 2

-12

‥
小
谷
、
本
庄
前
掲
書
（
前
註
6
）、
一
│
六
頁
参
照
。

（
9
） 
こ
こ
で
は
、一
い
ち
具
体
的
な
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
の
で
、加
藤
宗
厚
編
、櫻
井
秀
雄
修
訂
﹃
修
訂
正
法
眼
蔵
索
引
﹄
上
巻
（
名
著
普
及
会
、一
九
八
七
年
）

に
よ
り
、「
正
見
」
に
つ
い
て
は
、
一
三
五
七
頁
、「
邪
見
」
に
つ
い
て
は
、
一
二
一
二
│
一
二
一
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
正
見
」
の
例
は
む
し
ろ
少
な
い
が
、
両
用
語

に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
、所
謂
十
二
巻
本
と
称
さ
れ
る
巻
で
の
使
用
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
で
あ
る
。
因
み
に
、十
二
巻
本
で
は
な
い
が
、道
元
が
「
正
邪
を
決
択
」

す
る
こ
と
を
重
ん
じ
た
「
仏
道
」
巻
の
一
節
に
つ
い
て
は
、
拙
書
﹃
批
判
仏
教
﹄（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
〇
年
）、
一
六
四
頁
参
照
。
な
お
、「
中
有
」
が
「
可
転
」
か
「
不

可
転
」
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
下
室
覚
道
「
道
元
禅
師
の
中
有
観
に
つ
い
て
」﹃
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
紀
要
﹄
第
二
九
号
（
一
九
九
八
年
十
二
月
）、
一
│
三
一
頁
、

金
子
前
掲
論
文
（
前
註
3
、
前
者
）、
特
に
、
二
二
四
│
二
二
一
頁
、
西
澤
前
掲
論
文
（
前
註
3
）、
二
〇
〇
│
二
〇
二
頁
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
） 

P
radhan, op. cit.

（
前
註
6
）, p. 279, ll. 13

-18

‥
小
谷
、
本
庄
前
掲
書
（
前
註
6
）、
一
七
頁
参
照
。

（
11
） 

以
上
は
、﹃
倶
舎
論
﹄の「
五
見
」中
の
狭
義
の「
邪
見
」を
説
明
す
る
箇
所
で
の
広
義
の
そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
を
敷
衍
し
た
も
の
。
カ
ッ
コ
内
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
文
は
、P

radhan, op. cit.

（
前
註
6
）, p. 282, l. 4

に
よ
る
。

（
12
） 

P
radhan, op. cit.

（
前
註
6
）, p. 281, l. 16

-p. 282, l. 11

‥
小
谷
、
本
庄
前
掲
書
（
前
註
6
）、
三
四
│
三
七
頁
に
よ
る
。

（
13
） 

﹃
倶
舎
論
﹄
に
お
け
る
玄
奘
訳
と
真
諦
訳
に
つ
い
て
は
、平
川
彰
、平
井
俊
榮
、高
橋
壯
、袴
谷
憲
昭
、吉
津
宜
英
﹃
倶
舎
論
索
引
﹄
第
一
部
（
大
蔵
出
版
、一
九
七
三
年
）、

三
七
二
頁
のsatka

|ya
-drst44

4i

の
項
参
照
。
な
お
、こ
の
用
語
の
辞
書
的
説
明
と
し
て
は
、﹃
望
月
仏
教
大
辞
典
﹄
第
二
巻
（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、一
九
三
六
年
、増
訂
版
、

一
九
五
七
年
）、
一
四
四
二
│
一
四
四
四
頁
の
「
薩
迦
耶
見
」
の
項
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
二
十
種
有
身
見
」
を
も
含
め
て
最
も
詳
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
従
来

の
基
本
的
成
果
と
し
て
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
14
） 

玄
奘
訳
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄、
大
正
蔵
、
二
七
巻
、
三
六
頁
上
│
三
八
頁
上
‥
浮
陀
跋
摩
等
訳
﹃
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
﹄（
以
下
、
旧
訳
）、
大
正
蔵
、
二
八
巻
、
二
六

頁
上
│
二
七
頁
下
‥
木
村
、
森
前
掲
訳
校
訂
書
（
前
註
6
）、
一
三
三
（
一
四
一
）
│
一
四
一
（
一
四
九
）
頁
‥
法
尊
蔵
訳
、C

hos m
n

gon
 pa bye brag tu

 bshad 
pa chen

 po

﹃
阿
毘
達
磨
大
毗
婆
沙
論
﹄（
以
下
、
法
尊
訳
と
略
す
）、
第
二
巻
（
中
国
蔵
学
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
一
年
）、 p. 374. l. 1

-p. 400, l. 3

参
照
。
こ
こ

で
、
右
の
法
尊
訳
に
は
説
明
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
法
尊
訳
の
あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
小
野
田
俊
蔵
「
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
学
ぼ
う
と
し
た
近
代
の
漢
人
僧
達
」
三
友
健

容
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
﹃
智
慧
の
と
も
し
び　

ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
展
開
﹄
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
・
チ
ベ
ッ
ト
篇
（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
六
年
）、
二
三
三
頁
、

二
三
一
頁
、註
24
の
記
す
ご
と
く
、﹃
蔵
漢
大
辞
典
﹄
の
記
載
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
て
い
た
が
、そ
れ
の
実
際
の
出
版
に
つ
い
て
は
、ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
（
白
館
戒
雲
）「
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
け
る
六
十
二
見
に
つ
い
て
」
三
友
上
記
論
文
集
、
八
七
九
頁
、
註
2
参
照
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
出
版
社
等
の
情
報
が
充
分
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、

入
手
に
は
若
干
苦
労
し
た
が
、
京
都
の
朋
友
書
店
を
通
じ
て
、
本
年
六
月
に
入
手
す
る
こ
と
を
得
た
。
全
一
〇
巻
の
極
一
部
の
ウ
チ
ェ
ン
体
を
除
け
ば
手
書
き
の
ウ
メ
ー

体
の
影
印
版
で
あ
る
。
第
一
巻
は
﹃
発
智
論
﹄
の
蔵
訳
に
、
残
り
九
巻
が
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
の
蔵
訳
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
玄
奘
訳
、
二
〇
〇
巻
が
全
て
収
め

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
巻
第
九
│
一
八
、
巻
第
二
〇
│
五
〇
な
ど
は
欠
落
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
私
は
、
ウ
メ
ー
体
に
は
全
く
馴
染
ん
で
い
な
い
の

で
、
こ
れ
を
自
由
に
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
尊
訳
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
知
る
た
め
に
、
私
が
か
つ
て
拙
稿
「﹃
発
智
論
﹄
の
「
仏
教
」



一
〇
一

二
十
種
有
身
見
考
（
袴
谷
）

の
定
義
」（
初
出
、
二
〇
〇
六
年
）、
前
掲
拙
書
（
前
註
7
、
後
者
）、
一
〇
七
│
一
一
九
頁
で
扱
っ
た
、
玄
奘
訳
、
大
正
蔵
、
二
六
巻
、
九
八
一
頁
上
│
中
に
対
応
す
る
、

法
尊
訳
、
第
一
巻
、p. 743, l. 8

-p. 744, l. 8

を
敢
え
て
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、「
教
」
を
説
明
す
る
十
語
を
、
恐
ら
く
旧
訳
を
参
照
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
七

語
と
し
て
訳
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
か
る
欠
点
は
あ
る
に
せ
よ
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
な
ど
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
大
学
匠
の
翻
訳
な
ど
を
通
じ
て
仏
教
学
に
明
る
か
っ

た
碩
学
法
尊
が
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
を
い
か
に
理
解
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
、
で
き
る
だ
け
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
15
） 

玄
奘
訳
、大
正
蔵
、二
七
巻
、三
六
頁
上
‥
旧
訳
、大
正
蔵
、二
八
巻
、二
六
頁
上
‥
木
村
、森
前
掲
訳
校
訂
書
（
前
註
6
）、一
三
三
（
一
四
一
）
頁
‥
法
尊
訳
、第
二
巻
、

p. 375, ll. 3
-7.

（
16
） 

こ
の
説
一
切
有
部
の
論
難
相
手
を
、
玄
奘
訳
がD

a

|rst4
4a

|ntika

と
す
る
の
に
対
し
て
、
旧
訳
はV

ibhajyava

|din

と
し
て
い
る
が
、
両
学
派
が
同
じ
よ
う
な
主
張
を

な
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
書
﹃
唯
識
思
想
論
考
﹄（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
二
一
│
二
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
17
） 

か
か
る
「
三
世
実
有
説
」
に
関
る
有
部
の
「
外
在
主
義
」
的
立
場
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
書
（
前
註
16
）、
二
四
│
三
四
頁
参
照
。
因
み
に
、「
三
世
実
有
説
」
に
関

す
る
最
近
の
成
果
と
し
て
は
、
秋
本
勝
﹃
仏
教
実
在
論
の
研
究
│
三
世
実
有
説
論
争
│
﹄
上
（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
六
年
）
が
注
目
さ
れ
る
。

（
18
） 

玄
奘
訳
、大
正
蔵
、二
七
巻
、三
八
頁
上
│
四
二
頁
下
‥
旧
訳
、大
正
蔵
、二
八
巻
、二
七
頁
下
│
三
一
頁
中
‥
木
村
、森
前
掲
訳
校
訂
書
（
前
註
6
）、一
四
一
（
一
四
九
）

│
一
五
九
（
一
六
七
）
頁
参
照
。
こ
の
箇
所
は
、「
有
身
見
」
を
問
題
と
す
る
当
該
箇
所
に
直
続
す
る
も
の
で
、「
五
見
」
が
い
か
な
る
「
見
所
断
」
で
あ
る
か
を
論
じ
て

い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
し
か
も
、「
有
身
見
」
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
「
二
十
種
有
身
見
」
が
「
見
所
断
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
部
教
団
内
で
は
周
知
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
後
掲
拙
稿
（
後
註
37
）、
七
二
頁
で
触
れ
る
説
話
中
の
定
型
句
で
も
、
こ
れ
を
「
打
ち
砕
い
て
預
流
果
を
現
証
し
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
19
） 

（
a
）
は
、
玄
奘
訳
、
大
正
蔵
、
二
七
巻
、
三
七
頁
上
、（
b
）
は
、
同
上
、
三
八
頁
上
。
な
お
、（
b
）
は
、
後
註
62
を
付
し
た
本
文
中
で
も
引
用
中
の
一
部
と
し

て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
特
に
、「
等
起
（sam

uttha

|na

）」
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
） 

（
c
）
は
、
玄
奘
訳
、
大
正
蔵
、
二
七
巻
、
三
八
頁
上
‥
法
尊
訳
、
第
二
巻
、p. 399, ll. 4

-5

、（
d
）
は
、
玄
奘
訳
、
同
上
、
九
九
六
頁
中
‥
法
尊
訳
、
第
一
〇
巻
、

p. 823, ll. 1
-2.

な
お
、法
尊
訳
中
の“tham

s [ cad]”

の
箇
所
の
書
体
の
読
み
に
は
自
信
が
な
い
。
ま
た
、（
d
）
の
箇
所
の
旧
訳
は
後
半
で
現
存
し
な
い
箇
所
に
当
る
が
、

（
c
）
に
対
応
す
る
箇
所
は
、
大
正
蔵
、
二
八
巻
、
二
七
頁
下
で
、「
仏
経
説
、
身
見
是
六
十
二
見
根
本
。」
と
あ
り
、
特
定
経
典
名
を
挙
げ
ず
「
仏
経
説
」
と
の
み
あ
る

こ
と
に
は
一
応
注
意
を
払
っ
て
お
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

（
21
） 

原
語
がdrst44
4i-gata

で
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
は
、
法
尊
訳
も
採
用
し
て
い
る
よ
う
に
、lta bar gyur pa

で
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
は
、

M
vyu

t., N
os. 4651, 8479

に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
が
、以
下
の
本
文
中
所
引
（
e
）
の
対
応
関
係
か
ら
も
知
り
う
る
よ
う
に
、lta bar song ba

と
い
う
別
な
訳
も
あ
っ

た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

（
22
） 

こ
こ
に
は
、「
六
十
二
見
趣
」と
し
て
そ
れ
に
見
合
っ
た
原
語
と
訳
語
を
一
つ
づ
つ
示
し
た
が
、原
語
に「
趣（gata

）」が
な
く
て
単
にdva

|s

4ast4
4i-drst44
4i

と
あ
る
場
合
や
、

訳
語
に
右
註
の
ご
と
くgyur pa

やsong ba

と
あ
っ
た
り「
六
十
二
」がdrug cu rtsa gnyis
やdrug cu gnyis po

と
あ
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
が
、一
様
に
扱
っ
た
。

（
23
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
前
掲
論
文
（
前
註
14
）、
八
八
八
│
八
七
六
頁
参
照
。
ツ
ル
テ
ィ
ム
師
も
そ
の
説
を
チ
ベ
ッ
ト
訳
﹃
梵
網
経
﹄
中
に
確

認
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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（
24
） 

N
athm

al Tatia (ed.), A
bhidharm

asam
u

ccay. a
-bha

|s

4yam
, K

. P. Jayasw
al R

esearch Institute, P
atna, 1976, p. 137, ll. 18

-19 : D
. ed., N

o. 4053, 
Li, 102a5, P. ed., N

o. 5554, Shi, 126a8

‥
大
正
蔵
、
三
一
巻
、
七
六
四
頁
中
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
の
読
み
に
関
し
て
は
、
佐
久
間
秀
範
、San

skr

4t W
ord

-
In

dex to the A
bhidharm

asam
u

ccayabha

|s

4yam
 edited by N

. Tatia w
ith the C

orrigen
da

（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
九
六
年
）、
四
三
頁
のp. 137, l. 18

の
訂
正
に
従
う
。
な
お
、
こ
れ
が
完
全
な
例
証
と
な
る
た
め
に
は
、「
不
如
理
分
別
」
が
「
薩
迦
見
為
本
」
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
、玄
奘
訳
﹃
摂
大
乗
論
本
﹄、大
正
蔵
、三
一
巻
、一
三
九
頁
下
、二
八
行
│
一
四
〇
頁
上
、一
行
‥
長
尾
雅
人
﹃
摂
大
乗
論　

和
訳
と
注
解
﹄
上
（
講
談
社
、

一
九
八
二
年
）、
三
四
三
頁
、
第
二
章
第
二
〇
節
の
⑼
、
お
よ
び
、
荒
牧
典
俊
校
訂
チ
ベ
ッ
ト
訳
付
還
元
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
八
〇
頁
（
横
）、II. 20 (9)

参
照
。

（
25
） 

チ
ベ
ッ
ト
訳
を
中
心
に
諸
本
と
比
較
し
た
研
究
に
は
、
徳
岡
亮
英
「
チ
ベ
ッ
ト
訳
梵
網
経
に
つ
い
て
」﹃
印
仏
研
﹄
八
│
二
（
一
九
六
〇
年
三
月
）、
二
〇
二
│

二
〇
七
頁
が
あ
る
。
ま
た
、
パ
ー
リ
﹃
梵
網
経
﹄
と
同
じ
経
を
そ
の
中
に
含
む
説
一
切
有
部
の
﹃
長
阿
含
経
（Dīrghâgam

a

）﹄
全
体
の
構
格
を
論
じ
た
も
の
に
、

Jens-U
w

e H
artm

an, “C
ontents and Structure of the D

rgha

|gam
a of the (M

u

|la
-) Sarva

|stiva

|dins”

﹃
創
価
大
学
国
際
仏
教
学
高
等
研
究
所
年
報
﹄
第
七
号

（
二
〇
〇
四
年
）, pp. 119

-137
が
あ
り
、
主
と
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
簡
潔
な
組
織
図
に
つ
い
て
は
、
本
庄
良
文
﹃
倶
舎
論
註
ウ
パ
ー
イ
カ
ー
の
研
究
﹄
訳
註
篇
上
（
大

蔵
出
版
、
二
〇
一
四
年
）、
二
三
│
二
六
頁
参
照
の
こ
と
。
こ
れ
ら
の
成
果
に
よ
れ
ば
、﹃
梵
網
経
﹄
は
、
パ
ー
リ
﹃
長
部
﹄
の
そ
れ
が
全
三
四
経
中
の
筆
頭
に
位
置
す
る

の
に
対
し
て
、説
一
切
有
部
﹃
長
阿
含
経
﹄
中
の
そ
れ
は
、全
四
七
経
中
の
最
末
尾
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、﹃
梵
網
経
（B

rahm
aja

|la
-su

|tra

）﹄

の
諸
本
間
に
お
け
る
伝
承
の
違
い
を
口
誦
の
上
か
ら
考
察
し
た
特
異
な
研
究
に
は
、A

na

|layo, T
he B

rahm
aja

|la and the E
arly B

uddhist O
ral Tradition” (1)

(2)

﹃
創
価
大
学
国
際
仏
教
学
高
等
研
究
所
年
報
﹄
第
一
七
号
（
二
〇
一
四
年
）, pp. 41

-59

、
第
一
八
号
（
二
〇
一
五
年
）, pp. 81

-94

が
あ
る
。
因
み
に
、
ど
こ
か

で
は
必
ず
言
わ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
が
、
敢
え
て
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
漢
訳
の
一
本
が
﹃
梵
動
﹄
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
原
典
がB

rahm
aja

|la

で
は
な
く

B
rahm

aca

|la

と
呼
ば
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
パ
ー
リ
長
部
に
お
け
る
全
体
の
構
格
、
そ
の
中
で
の
﹃
梵
網
経
﹄
の
位
置
や
梗
概
、
更
に
全
体
の
現
代

語
訳
に
つ
い
て
は
、
片
山
一
良
訳
﹃
長
部
（
ニデ
カィ
ーー
ヤガ
）
戒
蘊
篇
﹄
Ⅰ
（
パ
ー
リ
仏
典
、
第
二
期
1
、
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）、
七
二
│
七
七
頁
、
八
三
│
一
六
四
頁
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
26
） 

玄
奘
訳
、
大
正
蔵
、
三
〇
巻
、
七
八
五
頁
下
、
一
四
│
二
四
行
‥D

. ed., N
o. 4039, Zi, 156a5

-b1, P. ed., N
o. 5540, ’I, 177a4

-b2

参
照
。
な
お
、
A
五
に
対

応
す
る
パ
ー
リ
はam

ara

|vikkhepa

で
あ
る
が
、
そ
の
原
義
は
難
し
く
、
そ
れ
が
玄
奘
訳
に
も
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
一
端
に

つ
い
て
は
、M

asatoshi H
ata

（
畑
昌
利
）, “O

n am
ara

|vikkhepa”
﹃
印
仏
研
﹄
五
七
│
三
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）, pp. 1193

-1198

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
27
） 

D
. ed., N

o. 352, A
h

4, 84b1
-85a2 : P. ed., N

o. 1021, K
e, 87a5

-b7. Dīgha
-N

ika

|ya, P. T. S., Vol. I, p. 45, l. 22
-p. 46, l. 8

‥
片
山
前
掲
訳
書（
前
註
25
）、

一
六
〇
│
一
六
二
頁
は
、
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
引
用
箇
所
と
ほ
ぼ
見
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
前
掲
論
文
（
前
註
14
）、
八
八
五
│
八
八
四
頁
で
は
、

以
下
の
引
用
中
の
註
31
の
番
号
を
付
し
た
辺
り
ま
で
は
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
の
こ
と
。

（
28
） 

“shes ldan”

を
こ
こ
で
は
「
知
あ
る
」
と
訳
し
た
が
「
知
」
に
強
い
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
パ
ー
リ
律
の“vyattena bhikkhuna

| pat

4ibalena” （V
inaya-

P
it

4aka, P.T.S., Vol. I, p. 102, ll. 32
-33, etc.

）
のvyatta

を
想
起
さ
せ
る
語
。
な
お
、
こ
の
語
は
呼
掛
け
の
敬
称bhavant

の
訳
語
で
も
あ
る
。

（
29
） 
drst44
4i-gata

と
想
定
さ
れ
る
原
語
に
対
し
て
、lta bar gyur pa

で
は
な
くlta bar song ba

が
用
い
ら
れ
て
い
る
実
例
に
つ
い
て
は
、
前
註
21
、
お
よ
び
、
前
註

24
指
摘
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
30
） 
こ
の
箇
所
の
訳
文
に
は
自
信
が
な
い
。「
未
来
」
よ
り
こ
こ
ま
で
は
、
B
の
「
計
後
際
説
我
論
者
」
全
体
を
、「
以
上
の
よ
う
に
執
え
」
よ
り
「
生
き
る
こ
と
は
こ
の

ご
と
く
で
あ
り
」
ま
で
の
五
文
が
、
A
の
「
計
前
際
説
我
論
者
」
の
一
│
五
の
そ
れ
ぞ
れ
を
意
図
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
と
て
必
ず
し
も
し
っ
く

り
と
は
行
か
ぬ
で
あ
ろ
う
。

（
31
） 

「
ア
ー
ト
マ
ン
は
離
脱
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
の
行
り
に
合
致
す
る
文
は
他
本
に
は
見
出
せ
な
い
。
恐
ら
く
後
代
の
付
加
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
存
在
し
な
い
ア
ー

ト
マ
ン
を
主
語
と
す
る
よ
う
な
考
え
は
、
本
稿
で
主
題
と
し
て
い
る
「
二
十
種
有
身
見
」
は
も
と
よ
り
仏
教
の
正
統
説
で
は
決
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
に
、
こ
の

一
文
の
挿
入
に
は
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
因
み
に
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
松
本
史
朗
「
解
脱
と
涅
槃
│
│
こ
の
非
仏
教
的
な
る
も
の
│
│
」﹃
縁
起
と
空　

如
来
蔵
思
想
批
判
﹄（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
）、
一
九
一
│
二
二
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
私
が
こ
こ
で
「
離
脱
し
て
い
る
（nirvr

4ta

）」
と
す
る
の
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
32
） 

チ
ベ
ッ
ト
語
の“dm

yugs”

が
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
一
応m

yug pa (to roam
)

と
同
系
語
と
考
え
、“gyen du

（
上
に
）m

yug pa

（
ぶ
ら
つ
く
）”

と
解
し
、
水
中
ゆ
え
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のut-P

LU
 (to sw

in upw
ards)

の
意
味
と
同
じ
と
推
測
し
て
い
る
。
因
み
に
、
パ
ー
リ
の
当
該
箇
所
で
は“um

m
ujjanti”

で
あ
る
。

（
33
） 

釈
尊
と
そ
の
誘
惑
者
た
る
「
魔
の
パ
ー
ピ
ー
ヤ
ス
」
と
の
関
係
は
、
パ
ー
リ
「
悪
魔
相
応
」
片
山
一
良
訳
﹃
相
応
部
（
ニサ
カン
ーユ
ヤッ
タ
）
有
偈
篇
﹄
Ⅱ
（
パ
ー
リ
仏
典
、

第
三
期
2
、
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
四
一
│
一
一
〇
頁
や
、﹃
四
衆
経
﹄﹃
破
僧
事
﹄
の
仏
伝
で
述
べ
ら
れ
て
い
て
有
名
で
あ
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
語sdig can

と

pa

|pīyas

の
対
応
関
係
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
基
本
的
語
彙
集
に
も
登
載
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
に
、
両
語
の
対
応
が
見
易
い
も
の
を
指
摘
し
て
お
け
ば
、

E
rnst W

aldschm
idt (ed.), D

as C
atu

s

4paris
4atsu
|tra, A

bhandlungen der D
eutschen A

kadem
ie der W

issenschaften zu B
erlin, Teil II, A

kadem
ie

-
Verlag, B

erlin, 1957, pp. 92
-95, Vorgang 4.3

-4.7
が
あ
る
。
た
だ
し
、
最
近
は
、
片
山
訳
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、pa

|pim
ant, pa

|pīyas

を
「
悪
し
き
」
と
い
う
意

味
の
単
な
る
形
容
詞
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
訳“sdig can”

も
そ
う
解
さ
れ
て
少
し
も
違
和
感
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
34
） 

こ
れ
以
下
の
比
喩
に
示
さ
れ
る
語
は
、
パ
ー
リ
の
そ
れ
と
対
応
す
る
も
の
が
多
く
、
カ
ッ
コ
内
に
補
っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は
、
そ
の
対
応
パ
ー
リ
よ
り
推
測
し
た

も
の
で
あ
る
。

（
35
） 

前
註
31
で
指
摘
し
た
こ
と
を
再
度
確
認
し
て
頂
き
た
い
。

（
36
） 

以
上
に
略
述
し
た
「
哲
学
」「
思
想
」
と
「
生
活
」「
習
慣
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
書
（
前
註
7
、
後
者
）、
三
│
一
〇
四
頁
、
特
に
四
二
│
六
四
頁
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
37
） 

拙
稿
「
掃
除
五
徳
譚
批
判
考
」﹃
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄
第
二
八
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）、
七
二
│
七
四
頁
、
八
五
│
八
六
頁
、
註
56
参
照
。
な
お
、
こ
の

拙
稿
に
対
し
て
種
々
の
御
教
示
を
頂
い
た
が
、こ
こ
に
は
、ど
う
し
て
も
省
略
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
お
二
方
の
そ
れ
を
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
ま
ず
、

辛
嶋
静
志
博
士
か
ら
は
、
二
〇
一
七
年
四
月
十
日
付
、
同
十
四
日
受
領
の
お
礼
状
と
共
に
、「
掃
除
五
徳
」
の
定
型
句
に
関
す
る
諸
資
料
コ
ピ
ー
を
同
封
頂
い
た
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
こ
の
定
型
句
は
、V

inaya
-P

it

4aka, P. T. S., Vol. V, p. 129, l. 37
-p. 130, l. 2

に
見
出
さ
れ
、
そ
れ
は
ま
た
、Sa

|rasan

4gaha, P. T. S., O
xford, 1992, 

pp. 42
-44

、
従
っ
て
、
浪
花
宣
明
﹃
サ
ー
ラ
サ
ン
ガ
ハ
の
研
究
│
仏
教
理
解
の
精
要
│
﹄（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
八
年
）、
九
六
│
一
〇
〇
頁
に
引
用
さ
れ
註
釈
さ
れ
、

更
に
、別
な
経
典K

u

|t

4a

|ga

|rasu

|tra, B
hiks

4un

4ī V
inīta

| (ed.), A
 U

n
iqu

e C
ollection

 of Tw
en

ty Su
|tras in

 a San
skrit M

an
u

script from
 the P

otala, Vol. I, 
1, ST

TA
R

 7/1, C
hina Tibetology P

ublishing H
ouse, A

ustrian A
cadem

y of Sciences P
ress, B

eijing / V
ienna, 2010, pp. 26

-29,
3

に
同
文
が
見
出
さ
れ
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る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
私
は
同
封
の
コ
ピ
ー
資
料
に
よ
り
、
即
刻
そ
れ
ら
を
実
見
し
え
た
。
ま
た
、
大
竹
晋
博
士
か
ら
は
、
同
年
四
月
十
七
日
受
領
の
お
礼
状
に
て
、
上

記
拙
稿
、
六
七
頁
、
八
一
頁
、
註
24
で
注
意
し
た
「
捨
身
聞
偈
」
の
偈
は
、U

da

|n
avarga, X

X
X

-5 (B
ernhard ed., p. 393)

で
あ
る
こ
と
を
教
わ
っ
た
。
以
上
は
い

ず
れ
も
今
回
の
御
教
示
に
よ
っ
て
初
め
て
知
っ
た
こ
と
な
の
で
、
両
博
士
に
は
重
ね
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
が
、
か
か
る
現
象
自
体
は
、
定
型
句
や
偈
は
人
口
に
膾
炙
し

易
い
通
俗
的
な
も
の
だ
け
に
深
く
広
く
浸
透
し
が
ち
な
も
の
と
し
て
当
然
予
期
で
き
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
知
っ
た
か
ら
と
て
特
に
驚
く
こ
と
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ

が
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
回
改
め
て
思
い
知
っ
た
よ
う
な
次
第
で
あ
る
。

（
38
） 

大
正
蔵
、
二
六
巻
、
九
一
九
頁
上
、
九
│
一
三
行
。
訓
読
訳
に
つ
い
て
は
、
櫻
部
建
、
加
治
洋
一
校
註
﹃
発
智
論
﹄
Ⅰ
（
新
国
訳
大
蔵
経
、
毘
曇
部
1
、
大
蔵
出
版
、

一
九
九
六
年
）、
八
（
三
四
）
頁
、
分
節
の
④
参
照
。
な
お
、
旧
訳
﹃
八
犍
度
論
﹄
は
、
大
正
蔵
、
二
六
巻
、
七
七
二
頁
下
、
一
│
六
行
、
法
尊
訳
（
前
註
14
）
は
、
第
一
巻
、

p. 17, l. 10
-p. 18, l. 8

参
照
。
因
み
に
、
こ
の
箇
所
の
法
尊
訳
は
ウ
チ
ェ
ン
体
の
筆
写
で
あ
る
。

（
39
） 

「
原
典
を
有
す
る
当
該
並
行
文
献
」
と
はA

bhidharm
asam

u
ccaya

の
こ
と
で
、
今
問
題
と
し
て
い
る
箇
所
は
幸
い
断
片
で
原
文
を
参
照
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

そ
のV. V. G

okhale (ed.), “F
ragm

ents from
 the A

bhidharm
asam

uccaya of A
sam

4ga”, Jou
rn

al of the B
om

bay B
ran

ch, R
oyal A

siatic Society, N
. S., 

Vol. 23, 1947, p. 17, ll. 8
-13

を
、
並
行
訳
文
、D

. ed., N
o. 4049, R

i, 50a5
-b2, P. ed., N

o. 5550, Li, 57b8
-58a4

‥
玄
奘
訳
、
大
正
蔵
、
三
一
巻
、
六
六
四
頁

下
、
二
三
行
│
六
六
五
頁
上
、
二
行
と
対
比
さ
れ
た
い
。
な
お
、
今
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
断
片
の
冒
頭
の
一
行
は
、
後
註
47
下
の
本
文
箇
所
でvim

4śati-kot

4ika

|

の
用
例

確
認
の
た
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
指
摘
の
箇
所
の
註
釈
文
献
と
し
て
、Tatia, op. cit.

（
前
註
24
）, p.7, ll. 3

-12 : D
. ed., N

o. 4053, Li, 6b3
-7, P. ed., 

N
o. 5554, Shi, 8a1

-8

‥
玄
奘
訳
、
大
正
蔵
、
三
一
巻
、
六
九
八
頁
下
、
四
│
二
二
行
も
必
ず
参
照
の
こ
と
。
更
に
、
カ
ッ
コ
内
の
ロ
ー
マ
数
字
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
使

用
例
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
37
）、
七
二
│
七
四
頁
参
照
。

（
40
） 

大
正
蔵
、
二
七
巻
、
三
六
頁
上
、
八
│
一
三
行
。
旧
訳
、
大
正
蔵
、
二
八
巻
、
二
六
頁
上
、
一
一
│
一
五
行
‥
法
尊
訳
、
第
二
巻
、p. 374, ll. 2

-6

参
照
。

（
41
） 

経
典
の
不
充
分
な
点
を
論
書
と
し
て
い
か
に
解
釈
し
て
い
く
べ
き
か
に
関
す
る
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
6
、
前
者
）、
九
二
│

九
三
頁
、
一
〇
六
頁
、
註
18
　

‥
同
（
前
註
6
、
後
者
）
三
三
九
│
三
四
〇
頁
を
再
確
認
し
て
頂
き
た
い
。
前
述
の
箇
所
で
は
、﹃
中
阿
含
経
﹄
第
一
一
九
経
の
場
合
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
こ
の
﹃
池
喩
経
﹄
に
も
適
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
42
） 

前
掲
拙
稿
（
前
註
37
）、
八
五
│
八
六
頁
、
註
56
参
照
。
な
お
、﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
四
五
経
に
つ
い
て
は
、
椎
尾
辨
匡
訳
、
水
野
弘
元
、
三
枝
充
悳
校
訂
解
説
、
石
上

善
応
校
訂
、
国
訳
一
切
経
印
度
撰
述
部
、
阿
含
部
一
（
大
東
出
版
社
、
一
九
三
五
年
初
版
、
一
九
八
九
年
改
訂
七
刷
）、
六
五
│
六
六
頁
、
同
、
第
一
〇
九
経
に
つ
い
て

は
、
同
上
、
一
一
四
│
一
一
七
頁
参
照
の
他
、
全
体
の
綱
格
に
つ
い
て
も
、「
解
題
」「
新
旧
巴
互
照
表
」「
内
容
撮
要
」「
解
説
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、﹃
雑
阿
含

経
﹄
全
体
の
綱
格
の
批
判
的
研
究
と
し
て
は
、
向
井
亮
「﹃
瑜
伽
師
地
論
﹄
摂
事
分
と
﹃
雑
阿
含
経
﹄
│
│
﹃
論
﹄
所
説
の
︿
相
応
ア
ー
ガ
マ
﹀
の
大
綱
か
ら
﹃
雑
阿
含

経
﹄
の
組
織
復
原
案
ま
で
│
│　

附
﹃
論
﹄
摂
事
分
│
﹃
経
﹄
対
応
関
係
一
覧
表
」﹃
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
三
三
│
二
（
一
九
八
五
年
一
月
）、一
│
四
一
頁
（
横
）、

組
織
の
要
約
と
し
て
は
、
本
庄
前
掲
書
（
前
註
25
）、
二
八
│
三
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
43
） 

Sam

4yutta
-N

ika

|ya, P. T. S., P
t. II, 1888, repr., 1970, p. 134

‥
片
山
一
良
訳
﹃
相
応
部
（
ニサ
カン
ーユ
ヤッ
タ
）
因
縁
篇
﹄
Ⅰ
（
パ
ー
リ
仏
典
、
第
三
期
3
、
大
蔵
出
版
、

二
〇
一
四
年
）、
四
九
八
│
四
九
九
頁
参
照
。

（
44
） 

pus

4karin

4ī

は
、「
青
蓮
（pus

4kara

）」
か
ら
派
生
し
た
語
で
、
そ
れ
を
有
す
る
「
青
蓮
の
繁
茂
し
た
（pus

4karin

）」
と
い
う
形
容
詞
で
あ
る
が
、
そ
の
女
性
形
名
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詞pus
4karin

4ī

が
「
青
蓮
の
繁
茂
し
た
池
」
を
意
味
す
る
。M

onier-W
illiam

s, A
 San

skrit-E
n

glish D
iction

ary, O
xford, 1899, p. 638, col. 3

-p. 639, col. 
1

参
照
。
実
際
に
は
、
種
々
のvariation

の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、E

dgerton, B
u

ddhist H
ybrid San

skrit G
ram

m
er an

d D
iction

ary, Vol. II, Yale 
U

niversity P
ress, 1953, repr., R

insen B
ook C

o., 1985, p. 349, col. R
., pus

4kirin

4ī

の
項
参
照
。
し
か
る
に
、
も
し
こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
チ
ベ
ッ

ト
訳
は
、M

vyu
t., N

o. 4178

に
よ
れ
ば
、
法
尊
訳
のm

tsho

で
は
な
くrdzing

の
方
が
よ
い
こ
と
に
な
る
が
、
私
に
と
っ
て
はpus

4karin

4ī

もrdzing

もsaras

や

m
tsho

よ
り
も
小
さ
く
感
じ
ら
れ
る
の
が
難
点
で
あ
る
。

（
45
） 

前
掲
拙
稿
（
前
註
37
）、
七
二
頁
、
八
三
頁
、
註
32
、
八
五
頁
、
註
55
参
照
。
そ
の
義
浄
訳
に
つ
い
て
は
、
大
正
蔵
、
二
四
巻
、
二
六
八
頁
下
参
照
。

（
46
） 

例
え
ば
、﹃
翻
訳
名
義
大
集
梵
蔵
索
引
﹄（
一
九
一
六
年
、
複
刊
叢
書
、
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
二
年
）、
二
四
七
頁
右
、tshig

の
項
参
照
。

（
47
） 

G
okhale, op. cit.

（
前
註
39
）、
お
よ
び
、
そ
れ
と
対
応
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
箇
所
の
冒
頭
部
分
の
み
の
引
用
で
あ
る
。

（
48
） 

多
く
の
例
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
便
宜
的
に
、B

unyiu N
anjio (ed.), T

he L
an

4ka

|vata

|ra Su

|tra, T
he O

tani U
niversity P

ress, K
yoto, 1923, repr., 

1956, p. 122, l. 1
-p. 123, l. 9

‥
大
正
蔵
、一
六
巻
、四
九
五
頁
中
、二
三
行
│
下
、一
一
行
、五
三
七
頁
下
、一
九
行
│
五
三
八
頁
上
、九
行
（
た
だ
し
、こ
の
訳
で
は
「
四

法
」）、
六
〇
五
頁
中
、
一
一
│
二
六
行
‥
安
井
広
済
訳
﹃
梵
文
和
訳
入
楞
伽
経
﹄（
法
蔵
館
、
一
九
七
六
年
）、
一
一
〇
│
一
一
一
頁
参
照
。

（
49
） 

前
掲
拙
稿
（
前
註
37
）、八
六
頁
、註
56
に
記
し
た
﹃
瑜
伽
師
地
論
﹄「
摂
事
分
」
の
例
で
あ
る
。
大
正
蔵
、三
〇
巻
、七
九
九
頁
上
‥D

. ed., N
o. 4039, Zi, 187b3, P. 

ed., N
o. 5540, ’I, 215a1

参
照
。

（
50
） 

大
正
蔵
、
二
六
巻
、
七
七
二
頁
下
、
一
行
参
照
。

（
51
） 

大
正
蔵
、
二
八
巻
、
二
六
頁
下
、
一
│
二
行
参
照
。

（
52
） 

大
正
蔵
、
二
七
巻
、
三
七
頁
上
、
一
五
行
。

（
53
） 

前
掲
拙
稿
（
前
註
37
）、
七
三
│
七
四
頁
の
図
示
に
よ
り
、
そ
れ
と
こ
れ
と
の
カ
ッ
コ
内
の
ロ
ー
マ
数
字
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
重
ね
て
双
方
を
対
照
さ
れ
た
い
。

（
54
） 

語
形
成
の
仕
方
は
異
る
の
で
、あ
ま
り
上
手
な
喩
え
と
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、前
註
44
の
「
青
蓮
」
と
「
池
」
の
場
合
を
例
に
採
る
と
、「
青
蓮
を
有
す
る
池
」

も
し
く
は
「
池
は
青
蓮
を
有
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
観
点
を
変
え
れ
ば
、「
池
」
と
「
青
蓮
」
は
密
接
な
関
係
で
捉
え
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
は
全
く
別
物

で
あ
る
か
ら
、「
青
蓮
異
池
」
と
言
い
換
え
う
る
よ
う
に
、「
我
有
色
」
が
「
色
異
我
」
と
表
現
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
55
） 

U
pa

|yika

|

チ
ベ
ッ
ト
訳
、D. ed., N

o. 4094, Ju, 269a1 : P. ed., N
o. 5595, T

hu, 12a5

に“gzugs bdag dang ldan no // ”

と
あ
る
。
な
お
、本
庄
前
掲
書
（
前

註
25
）、
下
、
六
五
七
│
六
五
八
頁
に
は
、〔5006

〕
の
〔
c
〕
に
、﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
四
五
経
に
比
定
さ
れ
たU

pa

|yika

|

の
本
庄
訳
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
問

題
の
文
が
「
色
は
自
我
を
有
す
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
主
客
の
転
倒
等
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
は
な
い
。

（
56
） 

順
次
に
、
ⓐ
は
、D

. ed., Ju, 269a1 : P. ed., T
hu, 12a5

、
ⓑ
は
、M

vyu
t., N

os. 4685
-4688

、
ⓒ
は
、D

. ed., R
i, 50a5

-6 : P. ed., Li, 57b8

、
ⓓ
は
、
第
一
巻
、

p. 18, ll. 1
-4

‥
第
二
巻
、p. 376, ll. 1

-3

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
57
） 

「
色
は
我
所
で
あ
る
（a

|tm
īyam

4 ru

|pam

）」
を
「
色
は
我
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
理
解
す
れ
ば
、
色
は
概
念
的
に
我
よ
り
も
小
さ
く
、
従
っ
て
我
の
中
に
色

が
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、そ
の
意
味
は「
色
は
我
の
中
に
あ
る（a

|tm
ani ru

|pam

）」と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
、と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、

両
者
に
大
き
な
違
い
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
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（
58
） 

余
白
が
な
い
の
で
、
一
七
種
類
の
分
類
の
大
略
の
み
を
以
下
に
示
し
て
お
く
。
内
容
に
余
り
踏
み
込
め
な
い
の
で
、
簡
単
な
術
語
で
示
し
う
る
も
の
以
外
は
省
略
し
、

必
ず
し
も
厳
密
で
は
な
い
が
、
判
断
の
対
象
と
な
る
主
語
の
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
誤
っ
て
判
断
さ
れ
た
述
語
の
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
し
、
そ
の
両
者
を
掛
け
合
せ

た
も
の
を
各
分
類
の
総
数
と
す
る
。
①
有
身
見
＝
1　

②
我
見
と
我
所
見
＝
2　

③
欲
界
と
色
界
と
無
色
界
ⅲ
×
1
＝
3　

④
五
蘊
v
×
1
＝
5　

⑤
三
界
ⅲ
×
我
見
と

我
所
見
2
＝
6
　　

⑥
九
地
＝
9　

⑦
五
蘊
v
　

×
我
見
と
我
所
見
2
＝
10　

⑧
十
二
処
＝
12　

⑨
九
地
ⅸ
×
我
見
と
我
所
見
2
＝
18　

⑩
五
蘊
v
×
4
＝
20　

⑪
十
二
処
ⅻ

×
我
見
と
我
所
見
2
＝
24　

⑫
十
八
界
xviii
×
我
見
と
我
所
見
2
＝
36　

⑬
十
二
処
ⅻ
×
4
＝
48　

⑭
五
蘊
v
×
13
＝
65　

⑮
十
八
界
xviii
×
4
＝
72　

⑯
十
二
処
ⅻ
×
34
＝

408　

⑰
十
八
界
xviii
×
52
＝
936
、
以
上
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
玄
奘
訳
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
旧
訳
に
は
、
④
⑦
⑧
⑪
⑫
の
計
五
つ
の
分
類
が
欠
如
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
旧

訳
か
ら
玄
奘
訳
の
方
へ
進
展
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
、本
稿
で
中
心
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
「
二
十
種
有
身
見
」
は
、右
の
分
類
表
中
で
は
⑩
で
あ
る
。

（
59
） 

以
上
の
「
瓔
珞
」「
僮
僕
」「
器
」
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
、「
有
身
見
」
を
問
題
と
し
たM

vyu
t., N

os. 4686, 4687,4688

に
、
順
次
に
、

alam

4ka

|ra, bhr

4tya, bha
|jana

と
出
て
い
る
の
で
、
原
語
は
こ
れ
ら
で
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
に
は
、
こ
れ
ら
が
な
に
ゆ
え
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の

か
が
余
り
よ
く
分
か
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
右
註
所
引
の
分
類
表
中
で
は
、
⑭
⑯
⑰
で
、
そ
の
場
合
に
は
、「
所
起
処
の
分
別
」
を
す
る

と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
因
み
に
、
⑩
⑬
⑮
は
「
所
起
所
の
分
別
」
は
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
箇
所
を
法
尊
訳
は
否
定
の
場
合
を
含
め
て“gang la brten nas 

byung ba’i gnas kyi khye[d] pa[r] (m
i) phyed (p. 378, l. 7, p. 380, l. 3, p. 381, l. 1, p. 381, l. 5, p. 382, l. 5

、
そ
こ
に
依
っ
て
生
じ
て
い
る
〔
そ
の
〕
場
の

差
別
を
分
か
つ
）” “gang la brten pa’i gnas (m

i) phye[d]

（p. 379. l. 6

、そ
こ
に
依
っ
て
い
る
〔
そ
の
〕
場
を
分
か
つ
）”

と
訳
し
て
い
る
が
、私
も
こ
の
理
解
に
従
っ

て
、
⑭
の
例
を
見
て
み
る
と
、「
色
は
我
で
あ
る
」
と
す
る
場
合
、
そ
こ
に
依
っ
て
生
じ
て
い
る
〔
そ
の
〕
場
の
差
別
も
分
か
つ
の
で
、
残
り
の
受
想
行
識
の
四
蘊
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
き
そ
れ
ら
を
ア
ー
ト
マ
ン
のalam
4ka
|ra

で
あ
りbhr

4tya

で
あ
りbha

|jana

で
あ
る
と
見
做
す
の
で
、
4
×
3
＝
12
で
、
こ
の
12
に
初
め
の
「
色
は
我
で
あ

る
」
を
加
え
て
13
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
を
他
の
四
蘊
に
も
適
用
す
る
の
で
、
こ
れ
は
v
×
13
＝
65
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
見
て
み
て
も
、
な
に
か
が

す
っ
き
り
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
応
は
、
五
蘊
に
つ
き
ア
ー
ト
マ
ン
の
よ
り
一
層
従
属
的
な
差
別
をalam

4ka

|ra, bhr

4tya, bha

|jana

と
し
て
そ
の
場
に
認

め
る
考
え
と
解
し
て
お
き
た
い
。

（
60
） 

こ
の
箇
所
で
は
、
所
治
（vipaks

4a

）
と
し
て
の
「
有
身
見
」
が
最
も
手
近
か
な
能
治
（pratipaks

4a

）
と
し
て
の
「
十
種
空
」
に
よ
っ
て
正
さ
れ
る
と
し
て
、
内
空
、

外
空
、
内
外
空
、
有
為
空
、
無
為
空
、
散
壊
空
、
本
性
空
、
無
際
空
、
勝
義
空
、
空
空
の
十
種
が
列
挙
さ
れ
る
（
大
正
蔵
、
二
七
巻
、
三
七
頁
上
、
一
二
│
一
五
行
‥
同
、

二
八
巻
、
二
七
頁
上
、
一
六
│
一
九
行
）
だ
け
で
あ
る
が
、
後
半
の
言
及
箇
所
（
大
正
蔵
、
二
七
巻
、
五
四
〇
頁
上
、
二
〇
│
二
六
行
‥
同
、
二
八
巻
、
三
四
七
頁
下
、

二
一
│
二
四
行
）
で
は
、「
施
設
論
説
、
空
有
多
種
」
と
し
て
同
じ
「
十
種
空
」
の
列
挙
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
後
者
は
、
木
村
泰
賢
﹃
阿
毘
達
麿
の
研
究
﹄

（
一
九
二
〇
年
、
一
九
三
七
年
、
大
法
輪
閣
刊
、
木
村
泰
賢
全
集
、
第
四
巻
、
一
九
六
八
年
）、
一
六
四
頁
以
来
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま

た
、
渡
辺
楳
雄
訳
、
中
田
直
道
、
片
山
一
良
校
訂
﹃
施
設
論
﹄（
国
訳
一
切
経
印
度
撰
述
部
、
毗
曇
部
三
、
大
東
出
版
社
、
一
九
三
〇
年
、
改
訂
四
刷
、
一
九
九
四
年
）、

「
解
題
」、
五
（
三
三
五
）
│
六
（
三
三
六
）
頁
、
註
8
、「
附
録
」、
一
二
（
四
二
四
）
頁
、
二
三
（
四
三
五
）
頁
、
註
153
参
照
。
因
み
に
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
し
か
な
い
﹃
施

設
論
﹄
は
ま
だ
充
分
に
調
査
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、「
十
空
」
と
も
関
連
す
る
「
二
十
空
」
や
「
十
六
空
」
に
つ
い
て
は
、Takayasu K

im
ura (ed.), 

P
añ

cavim

4śatisa

|hasrika

| P
rajñ

a

|pa

|ram
ita

|, I-2, Sankibo B
usshorin P

ublishing C
o., Ltd., Tokyo, 2009, p.60, l. 13

-p. 63, l. 29, G
adjin M

. N
agao 

(ed.), M
adhya

|n
tavibha

|ga
-bha

|s

4ya, Suzuki R
esearch F

oundation, Tokyo, 1964, p. 24, l. 14
-p. 27, l. 10

参
照
。



一
〇
七

二
十
種
有
身
見
考
（
袴
谷
）

（
61
） 
大
正
蔵
、
二
七
巻
、
三
八
頁
上
、
二
二
│
二
六
行
‥
法
尊
訳
、
第
二
巻
、p. 399, l. 7

-p. 400, l. 3.

な
お
、
法
尊
訳
中
の“tham

s [cad]”

の
箇
所
の
書
体
の
読
み

に
自
信
が
な
い
こ
と
は
、
前
註
20
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
62
） 
以
上
の
﹃
梵
網
経
﹄
に
つ
い
て
は
、
前
註
20
下
の
本
文
中
の
引
用
（
c
）（
d
）、
お
よ
び
、
そ
れ
に
関
す
る
説
明
参
照
。﹃
師
子
吼
経
﹄
に
つ
い
て
は
、
木
村
、
森

前
掲
訳
校
訂
書
（
前
註
6
）、「
補
註
」、
六
（
四
四
六
）
頁
、
一
四
九
頁
に
対
す
る
註
4
に
よ
り
、M

ajjhim
a

-N
ika

|ya, P. T. S., Vol. I, p. 65

‥
片
山
一
良
訳
﹃
中
部 

（
ニマ
カッ
ージ
ヤマ
）
根
本
五
十
経
篇
﹄
Ⅰ
（
パ
ー
リ
仏
典
、
第
一
期
1
、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
七
年
）、
一
九
二
│
一
九
三
頁
参
照
。

（
63
） 

大
正
蔵
、
二
七
巻
、
六
一
〇
頁
上
、
五
行
│
六
一
一
頁
上
、
七
行
‥
木
村
泰
賢
、
西
義
雄
、
坂
本
幸
男
訳
﹃
大
毘
婆
沙
論
国
訳
﹄、
国
訳
一
切
経
、
毗
曇
部

十
三
、二
四
五
三
（
二
三
）
│
二
四
五
六
（
二
六
）
頁
参
照
。
直
前
の
カ
ギ
カ
ッ
コ
内
の
経
の
引
用
は
、上
記
国
訳
、二
四
五
六
（
二
六
）
頁
に
よ
り
、そ
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、

当
該
脚
註
73
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
典
拠
た
る
﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
七
八
七
│
七
八
八
経
、
お
よ
び
、
そ
の
対
応
パ
ー
リ
に
つ
い
て
は
、
大
正
蔵
、
二
巻
、
二
〇
四
頁
上

│
下
‥
印
順
前
掲
書
（
前
註
7
）、
中
、
三
九
三
│
三
九
五
頁
、An

4guttara
-N

ika

|ya, P. T. S., P
t. V, pp. 211

-214

‥
南
伝
蔵
、
二
二
巻
下
、
一
三
三
│
一
三
五
頁
参
照
。

（
64
） 

﹃
倶
舎
論
﹄
の
二
種
の
「
等
起
」
に
つ
い
て
は
、Pradhan, op. cit.

（
前
註
6
）, p. 203, l. 9

-p. 205, l. 10

‥
舟
橋
一
哉
﹃
倶
舎
論
の
原
典
解
明　

業
品
﹄（
法
蔵
館
、

一
九
八
七
年
）、
一
〇
二
│
一
〇
七
頁
参
照
。
な
お
、
こ
こ
に
説
明
を
要
約
し
て
示
し
た
箇
所
は
、ibid., p. 203, ll. 19

-20

で
あ
る
。

（
65
） 

﹃
倶
舎
論
﹄のnitīran

4a

の
用
語
を
含
め
た
顚
倒
に
関
す
る
論
及
に
つ
い
て
は
、Pradhan, op. cit.

（
前
註
6
）, p. 283, l. 5

-p. 284, l. 20

‥
小
谷
、本
庄
前
掲
書（
前

註
6
）、
四
八
│
五
七
頁
（
称
友
釈
も
含
む
）
参
照
。
な
お
、
直
前
の
二
つ
の
カ
ギ
カ
ッ
コ
内
の
説
明
中
、
前
者
は
、“drst44
4ir evâtra viparya

|sah

4”

（p. 283, l. 21

）

を
前
後
の
説
明
を
補
っ
て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
も
の
、
後
者
は“ta ete viparya

|sa

|h

4 sarve ’pi srota
-a

|pannasya prahīn

4a

| bhavanti / darśana
-praheyatva

|t 
drst44

4īna

|m

4 sam

4prayoga

|n

4a

|m
”

（p. 284, ll. 4
-5

）
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、こ
の
二
つ
の
カ
ギ
カ
ッ
コ
の
前
に
、「
推
求
」
の
同
類
の
用
例
と
し
て
挙
げ
た
﹃
大

毘
婆
沙
論
﹄
の
箇
所
は
、
大
正
蔵
、
二
七
巻
、
七
頁
中
、
二
〇
│
二
一
行
で
あ
る
が
、﹃
倶
舎
論
﹄
で
のnitīran

4a

の
玄
奘
訳
は
「
推
」
な
の
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
「
推
求
」

の
原
語
をnitīran

4a

と
確
定
す
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
も
の
の
、
今
は
意
味
上
に
𪗱
𪘚
は
な
い
と
し
て
暫
定
的
にnitīran

4a

を
想
定
し
て
お
い
た
。
因
み
に
、﹃
発
智
論
﹄、

お
よ
び
、
そ
れ
に
従
っ
た
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
が
な
に
ゆ
え
に
最
末
尾
に
「
見
蘊
」
を
配
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
有
部
の
﹃
長
阿
含
経
﹄
の
最
末

尾
が
﹃
梵
網
経
﹄
で
あ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
66
） 

「
現
成
公
案
」
巻
に
対
す
る
私
見
に
つ
い
て
は
、
拙
書
﹃
道
元
と
仏
教　

十
二
巻
本
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
の
道
元
﹄（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
二
年
）、
三
三
二
│
三
三
四
頁
、

こ
の
私
見
に
対
す
る
批
判
的
応
答
に
つ
い
て
は
、
松
本
史
朗
﹃
禅
思
想
の
批
判
的
研
究
﹄（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
四
年
）、
六
二
八
─
六
三
〇
頁
、
ま
た
、
そ
の
後
の
「
現

成
公
案
」
巻
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
石
井
清
純
「﹃
正
法
眼
蔵
﹄「
現
成
公
案
」
の
巻
の
主
題
に
つ
い
て
」﹃
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
第
二
八
号
（
一
九
九
七
年
十
月
）、

二
二
五
│
二
三
九
頁
、
同
「「
前
後
際
断
」
に
つ
い
て
」﹃
宗
学
研
究
﹄
第
四
〇
号
（
一
九
九
八
年
三
月
）、
四
三
│
四
八
頁
、
同
「
前
後
際
断
と
有
時
の
経
歴
│
│
道
元
禅

師
に
お
け
る
「
存
在
と
時
間
」
私
考
│
│
」﹃
印
仏
研
﹄
六
三
│
二
（
二
〇
一
五
年
三
月
）、
一
四
〇
─
一
四
七
頁
参
照
。
な
お
、「
法
位
」
の
絶
対
性
に
関
し
て
示
し
た

“pu

|rvântâparânta
-paricchinna”

は
、大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
梵
語
仏
典
研
究
会
編﹃
梵
文
維
摩
経V

im
alak

rtin
irdeśa

﹄（
大
正
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
六
年
）、

p. 21, l. 18

‥
高
橋
尚
夫
、西
野
翠
訳
﹃
梵
文
和
訳
維
摩
経
﹄（
春
秋
社
、二
〇
一
一
年
）、四
二
頁
に
よ
る
が
、こ
れ
を
含
め
て
前
後
に
列
挙
さ
れ
る
二
七
の
項
目
は
全
て
「
真

如
（tathata

|

）」
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
「
正
邪
を
決
す
べ
き
議
論
も
な
い
よ
う
な
世
界
」
と
は
、こ
の
「
真
如
」
で
あ
り
、更
に
「
現
成
公
案
」

巻
の
言
う
「
あ
ふ
ぎ
を
つ
か
ふ
の
み
な
り
」
の
世
界
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
言
わ
ん
と
し
て
い
る
「
仏
教
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
14
）、
お
よ
び
、
拙
稿
「
仏



一
〇
八

二
十
種
有
身
見
考
（
袴
谷
）

教
文
献
に
お
け
る
「
仏
教
（buddha

-vacana

）」
お
よ
び
関
連
語
の
用
例
」
三
友
前
掲
論
文
集
（
前
註
14
）、
五
七
─
八
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
67
） 

拙
稿
「
カ
イ
ネ
ー
ヤ
仙
人
物
語
─
─
「
一
音
演
説
法
」
の
背
景
─
─
」（
初
出
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
）、
前
掲
拙
書
（
前
註
7
、
後
者
）、
二
〇
五
─
二
七
一
頁
、
特
に
、

二
〇
七
─
二
〇
九
頁
参
照
。
こ
の
説
話
も
含
む
﹃
薬
事
﹄
全
体
の
翻
訳
研
究
に
は
、
私
も
上
記
拙
書
刊
行
後
に
知
っ
た
、
八
尾
史
訳
註
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
薬
事
﹄（
連

合
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
り
、
本
説
話
に
つ
い
て
は
、
五
六
一
─
五
七
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
八
尾
博
士
は
、
初
出
の
本
拙
稿
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
り
、
六
〇
五
頁
の
参
考
文
献
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
拙
稿
の
「
解
題
」
は
今
も
意
味
を
失
っ
て
い
な
い
と
思
う
。

（
68
） 

拙
稿
「
縁
起
と
真
如
」（
初
出
、
一
九
八
五
年
）﹃
本
覚
思
想
批
判
﹄（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
）、
八
八
─
一
〇
八
頁
、
特
に
、
九
六
─
一
〇
一
頁
参
照
。

（
69
） 

K
huddaka

-N
ika

|ya

（
小
部
）
の
通
俗
的
「
雑
魚
」
的
性
格
に
つ
い
て
は
、前
掲
拙
書
（
前
註
66
）、六
五
─
七
二
頁
参
照
。
し
か
る
に
、か
か
る
観
点
か
ら
言
う
と
、

前
註
63
で
見
た
よ
う
な
、
有
部
の
経
蔵
の
筆
頭
た
る
﹃
雑
阿
含
経
﹄
中
に
、K

huddaka
-nika

|ya

で
こ
そ
な
い
が
、
そ
の
直
前
の
パ
ー
リ
経
蔵
の
第
四A

n

4guttara
-

N
ika

|ya

と
一
致
す
る
経
が
入
り
込
ん
で
く
る
と
い
う
現
象
に
も
今
後
は
警
戒
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
70
） 

﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
の
こ
の
「
結
蘊
」
中
の
説
明
箇
所
に
つ
い
て
は
、大
正
蔵
、二
七
巻
、四
一
〇
頁
上
─
下
、旧
訳
、大
正
蔵
、二
八
巻
、三
〇
六
頁
下
─
三
〇
七
頁
中
参
照
。

そ
の
簡
単
な
訳
文
で
の
紹
介
に
つ
い
て
は
、前
掲
拙
書
（
前
註
7
、前
者
）
一
八
六
─
一
九
一
頁
、そ
の
解
釈
や
背
景
の
考
察
に
つ
い
て
は
、前
掲
拙
書
（
前
註
7
、後
者
）、

四
二
─
四
六
頁
、
一
〇
五
─
二
一
五
頁
参
照
。
な
お
、﹃
発
智
論
﹄
の
﹃
重
顕
経
﹄
の
出
る
箇
所
は
、
大
正
蔵
、
二
六
巻
、
一
〇
三
一
頁
上
、
二
五
行
─
中
、
八
行
‥
櫻
部
、

加
地
前
掲
校
註
書
（
前
註
38
）、
Ⅱ
（
二
〇
〇
〇
年
）、
六
六
五
（
七
一
七
）
─
六
六
六
（
七
一
八
）
頁
、﹃
八
犍
度
論
﹄、
大
正
蔵
、
二
六
巻
、
九
一
六
頁
中
、
二
八
行
─

下
、
九
行
で
あ
る
。
た
だ
し
、﹃
八
犍
度
論
﹄
に
は
経
名
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
因
み
に
、
櫻
部
、
加
地
上
記
書
、
六
六
四
（
七
一
六
）
頁
の
頭
註
30
は
、
右
箇
所
の
直

前
のU

da

|n
avarga, X

X
-17

に
当
る
﹃
重
顕
経
﹄
を
「
不
詳
」
と
し
て
い
る
が
、こ
れ
は
こ
の
頌
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、同
、六
六
六
（
七
一
八
）
頁
の
頭
註
32
に
、「
こ

こ
で
二
王
と
い
う
の
は
何
を
指
す
か
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
二
王
と
は
、
順
次
に
、
西
と
北
の
護
世
天
、
即
ち
、
西
の
ヴ
ィ
ル
ー
パ
ー
ク
シ
ャ
（V

iru

|pa

|ks

4a

、
広
目
）
と

北
の
ヴ
ァ
イ
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ナ
（Vaiśravan

4a

、
多
聞
）
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
〇
一
七
年
八
月
二
十
日
）

追
弔　

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
記
し
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
甚
だ
迷
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
本
縞
執
筆
中
の
八
月
五
日
に
、
恩
師
（upa

|dhya

|ya

）、
宝
珠
院
二
十
二
世
中

興
、
平
井
俊
榮
博
士
が
御
遷
化
さ
れ
た
。
そ
の
報
は
、
広
島
で
原
爆
投
下
被
爆
物
故
者
の
追
悼
式
典
が
行
わ
れ
る
六
日
の
早
朝
に
、
奥
野
光
賢
氏
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
逮
夜
は
九
日
、
密
葬
は
十
日
に
決
ま
っ
た
と
の
お
知
ら
せ
も
頂
い
た
が
、
私
は
参
列
で
き
な
か
っ
た
。
執
筆
中
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
夏
休
み
特
有
の
雑
用
の

た
め
で
あ
っ
た
。
密
葬
か
ら
戻
ら
れ
た
奥
野
氏
の
話
に
よ
る
と
、
恩
師
の
遺
偈
は
「
八
十
八
年　

説
妙
談
玄　

仏
日
転
輪　

蓋
地
蓋
天
」
だ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
満

八
十
七
歳
の
お
誕
生
日
を
三
个
月
余
先
に
控
え
た
恩
師
の
お
気
持
を
思
う
と
、
続
い
て
い
る
「
仏
日
転
輪
」
の
中
で
、「
菩
提
心
を
お
こ
す
と
い
ふ
は
、
お
の
れ
い
ま
だ
わ

た
ら
ざ
る
さ
き
に
、
一
切
衆
生
を
わ
た
さ
ん
と
発
願
し
、
い
と
な
む
な
り
。」
と
の
十
二
巻
本
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
第
四
「
発
菩
提
心
」
の
一
節
が
、﹃
修
証
義
﹄
の
読
経
の
声
と

共
に
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
平
井
俊
榮
大
和
尚
は
、
歴
史
あ
る
宝
珠
院
を
大
伽
藍
に
新
築
さ
れ
、
曹
洞
宗
の
岩
手
地
区
の
教
化
布
教
に
重
き
を
な
し
た
文
字
通

り
の
中
興
で
あ
る
が
、
平
井
俊
榮
博
士
は
ま
た
、
大
学
人
と
し
て
研
究
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
運
営
に
お
い
て
も
確
固
た
る
基
を
築
か
れ
た
方
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
恩
師
の
無
量
の
御
業
績
に
つ
い
て
は
、
恩
師
の
法
灯
を
継
が
れ
た
方
や
、
恩
師
の
学
問
の
専
攻
分
野
で
あ
る
中
国
仏
教
思
想
史
に
お
け
る
三



一
〇
九

二
十
種
有
身
見
考
（
袴
谷
）

論
教
学
に
関
す
る
御
業
績
を
継
承
さ
れ
た
方
が
今
後
顕
彰
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
方
々
が
沢
山
お
ら
れ
る
こ
と
も
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
私
は
そ
の
よ
う
な
法
灯
か
ら
も
学
系
か
ら
も
外
れ
て
い
て
、
と
て
も
恩
師
の
御
業
績
を
顕
彰
で
き
る
よ
う
な
立
場
に
は
な
い
が
、
不
出
来
の
ゆ
え
か
、
恩
師
に

可
愛
が
ら
れ
た
点
で
は
人
後
に
落
ち
る
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。upadhya

|ya

と
い
え
ば
親
も
同
然
で
あ
る
が
、
こ
の
親
不
孝
な
不
肖
の
弟
子
の
こ
と
を
い
つ
も
心

に
懸
け
て
い
て
下
さ
れ
た
こ
と
を
思
え
ばupadhya

|ya

に
対
す
る
感
謝
の
気
持
の
み
が
様
々
な
思
い
出
と
共
に
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
私
のupadhya

|ya

は
、
私
が
他
に

a

|ca

|rya

を
求
め
る
こ
と
に
も
全
く
寛
容
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、む
し
ろ
積
極
的
に
そ
う
す
る
こ
と
を
勧
め
て
下
さ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
不
出
来
な
弟
子
の
今
日
あ
る
の
は
、

そ
う
し
たupa

|dhya

|ya
の
御
恩
の
賜
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
私
に
は
か
た
ち
を
つ
く
す
ま
で
そ
の
学
恩
を
少
し
で
も
多
く
の
人
に
報
ず
る
べ
く
努
め
る
こ
と
に
し

か
人
生
は
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。「
仏
化
ヲ
学
ス
ベ
シ
、
仏
界
ニ
イ
ル
ベ
シ
。
マ
サ
ニ
仏
恩
ヲ
報
ズ
ル
ニ
テ
ア
ラ
ン
。」（﹃
礼
拝
得
髄
﹄）

（
二
〇
一
七
年
八
月
二
十
六
日
）


