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有
貪
と
三
界
説

ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
議
論
か
ら

水　
　

野　
　

隆　
　

道

問
題
の
所
在

貪
随
眠
（rāga-anuśaya

）
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
義
の
六
随
眠
の
一
つ
で
あ
り
、『
倶
舎
論
』﹁
随
眠
品
﹂
で
は
、
冒
頭
か
ら
列

せ
ら
れ
る
重
要
な
煩
悩
法
の
一
つ
で
あ
る
︒
こ
の
あ
と
に
、
七
随
眠
の
分
類
が
続
き
、
欲
界
に
お
け
る
貪
を
欲
貪
（kām

arāga

）、

色
・
無
色
の
上
二
界
に
お
け
る
貪
を
有
貪
（bhavarāga
）
と
分
類
す
る
︒
六
随
眠
は
貪
、
瞋
、
慢
、
無
明
、
見
、
疑
と
い
う
根

本
煩
悩
が
並
ぶ
が
、
七
随
眠
の
議
論
で
は
貪
の
み
を
二
分
す
る
︒
な
ぜ
二
分
す
る
か
と
い
う
と
、
欲
貪
と
有
貪
は
﹁
同
じ
性
質

を
も
つ
が
、
し
か
し
異
な
る
側
面
を
も
つ
﹂
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
︒

さ
ら
に
九
十
八
随
眠
説
は
、
十
随
眠
を
三
界
・
五
部
の
所
断
で
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
が
、Yaśom

itra

が
﹁
貪
は
す
べ
て

執
着
（sakti

）
を
行
相
と
す
る
も
の   

﹂
と
註
釈
す
る
よ
う
に
、
三
界
に
対
し
て
お
の
お
の
欲
貪
、
色
貪
、
無
色
貪
と
三
つ
に

分
類
す
る
︒
こ
れ
は
貪
を
三
界
毎
に
並
べ
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
が
先
に
﹁
同
じ
﹂
執
着
の
性
質
の
こ
と
で
あ
る
︒

1
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一
方
﹁
異
な
る
﹂
側
面
を
強
調
し
て
分
類
さ
れ
た
の
が
、
七
随
眠
説
の
欲
貪
、
有
貪
の
分
類
で
あ
る
︒
こ
れ
は
三
界
に
応
じ

て
、
欲
界
（
欲
貪
）
と
上
二
界
（
有
貪
）
と
に
分
類
す
る
が
、
こ
こ
で
は
な
ぜ
上
二
界
の
貪
り
を
﹁
有
貪
﹂
と
い
う
の
か
︒
九
十

八
随
眠
説
の
﹁
色
貪
﹂﹁
無
色
貪
﹂
の
分
類
と
は
、
ど
の
よ
う
な
点
で
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

確
か
に
、
膨
大
な
ア
ビ
ダ
ル
マ
理
論
の
書
庫
で
あ
る
『
婆
沙
論
』
の
細
か
な
議
論
を
紐
解
く
と
、
他
の
根
本
煩
悩
に
つ
い
て

も
三
界
等
の
区
分
に
応
じ
た
分
類
の
議
論
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
︒
そ
の
中
に
は
、
有
部
教
学
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
意

味
を
持
つ
と
は
思
え
な
い
分
類
も
み
ら
れ
る
︒
し
か
し
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
綱
要
書
『
倶
舎
論
』
に
も
言
及
さ
れ
る
こ
の
七
随
眠

は
、
有
部
教
学
だ
け
で
な
く
経
部
の
主
張
に
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
、
冒
頭
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒

こ
れ
ら
の
問
題
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、『
婆
沙
論
』『
倶
舎
論
』『
順
正
理
論
』
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
有
部
と
経
部
の
﹁
有

貪
﹂
の
意
味
の
ち
が
い
と
、
そ
の
三
界
説
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

０
．
有
貪
と
は
ど
の
よ
う
な
煩
悩
法
か

ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
い
て
、﹁
貪
﹂
は
様
々
な
法
の
分
類
で
登
場
す
る
︒
そ
の
区
分
は
五
位
七
十
五
法
の
体
系
で
は
不
定

心
所
法
の
一
つ
で
あ
り
、
業
説
で
は
三
不
善
根
や
十
悪
業
道
、
十
二
縁
起
説
で
は
第
八
支
で
あ
る
﹁
渇
愛
﹂（tan

4hā

）
も
貪
の

変
形
の
一
種
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る   

︒
そ
し
て
、
随
眠
説
で
は
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
よ
う
に
六
、
七
随
眠
、
九
十
八

随
眠
な
ど
多
岐
に
渡
る
︒

初
期
仏
教
に
お
い
て
は
、
こ
の
渇
愛
が
苦
し
み
の
原
因
だ
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
意
味
を
追
求
し
て
ゆ
く
と
（
１
）
渇
し
た

者
が
水
を
求
め
て
止
ま
な
い
欲
望
と
、（
２
）
再
生
を
も
た
ら
す
因
と
す
る
、
と
以
上
の
よ
う
な
二
義
が
た
て
ら
れ
る
︒
こ
こ

で
﹁
有
貪
﹂
と
は
、
後
者
の
（
２
）
の
意
味
で
あ
り
、
本
来
﹁
生
存
・
存
在
に
執
着
す
る
欲
望
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
そ
の

欲
望
は
喜
と
貪
を
倶
行
し
、
至
る
処
に
楽
を
も
た
ら
し
、
再
生
を
生
起
す
る
も
の
と
な
る
︒
そ
れ
ら
が
業
の
理
論
と
結
び
つ

2
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き
、
三
界
に
区
分
さ
れ
る
五
道
輪
廻
再
生
の
原
因
と
な
る   

︒
こ
う
し
て
貪
（
渇
愛
）
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て

い
く
中
で
、
原
始
仏
教
と
比
べ
て
そ
の
意
味
が
洗
練
、
抽
象
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
し
て
こ
の
中
で
、
有
貪
と
い
う
言
葉
は
西
村
﹇2002

﹈
が
言
及
す
る
よ
う
に
、
原
始
経
典
で
は
﹁
存
在
に
対
す
る
む
さ
ぼ
り
﹂

と
い
う
理
解
で
あ
っ
た
が
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
い
て
、﹁
上
二
界
に
存
在
す
る
貪
﹂
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る   
︒

１
．『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
有
貪

次
に
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
に
お
け
る
有
貪
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
︒
ま
ず
綱
要
書
で
あ
るAK

Bh

、『
倶
舎
論
』

に
お
け
る
﹁
随
眠
品
﹂
の
記
述
か
ら
引
用
す
る
︒

ya es

4ca sūtre rāgasya bhedah

4 kr

4tah

4 kām
arāgo bhavarāgah

4’ iti / ko ’yam

4 bhavarāgah

4 / 

bhavarāgo dvidhātujah

4 /

rūpārūpyadhātujo rāgo bhavarāgah

4 kr

4tah

4 / kim
4 kāran
4am

evam

4 kr

4tah

4 /

antarm
ukhatvāttanm

oks

4asam

4jñāvyāvr

4ttaye kr

4tah
4 /

sam
āpattirāgo hi tes

4ām

4 prāyen

4a / sa cāntarm
ukhapravr

4ttah
4, tasm

ād bhavarāgah

4 / uktas. . . （AK
Bh p. 279

）

経
中
に
、
欲
貪
と
有
貪
と
、
こ
の
よ
う
に
貪
り
の
区
分
が
さ
れ
る
が
、
こ
の
有
貪
と
は
な
に
か
︒

　

二
界
に
お
い
て
生
ず
る
の
が
、
有
貪
で
あ
る
。

色
、
無
色
界
に
て
生
ず
る
貪
が
、
有
貪
と
さ
れ
る
︒
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
か
︒

3

4
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内
に
向
か
う
か
ら
、（
ま
た
）
そ
れ
を
解
脱
だ
と
の
想
い
を
回
避
す
る
た
め
に
、（
有
貪
）
と
さ
れ
た
。

確
か
に
、
彼
等
（
上
二
界
の
有
情
）
に
と
っ
て
、
お
よ
そ
等
至
へ
の
貪
り
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
、
内
に
向
か
っ
て
は
た
ら
く
、

そ
れ
ゆ
え
に
有
貪
と
説
か
れ
た
︒

言
貪
分
二
、
謂
欲
有
貪
︒

此
中
有
貪
以
何
為
体
︒

謂
色
無
色
二
界
中
貪
︒

此
名
何
因
唯
於
彼
立
︒

彼
貪
多
託
内
門
転
故
︒
謂
彼
二
界
多
起
定
貪
︒
一
切
定
貪
於
内
門
転
故
︒
唯
於
彼
立
有
貪
名
︒（T29. 99a16-a20

）

貪
を
二
に
分
つ
と
言
う
は
、
謂
は
く
欲
と
有
と
の
貪
な
り
︒

此
の
中
、
有
貪
は
、
何
を
以
て
体
と
為
す
か
︒

謂
は
く
色
無
色
二
界
の
中
の
貪
な
り
︒

此
の
名
は
、
何
に
因
り
て
、
唯
彼
れ
に
於
い
て
の
み
立
つ
る
か
︒

彼
の
貪
の
多
く
は
内
門
に
託
し
て
転
ず
る
が
故
な
り
︒
謂
は
く
、
彼
の
二
界
に
て
は
、
多
く
定
貪
を
起
こ
す
︒
一
切
の
定
貪
は
、

内
門
に
於
い
て
、
転
ず
る
が
故
に
︒
唯
、
彼
に
於
い
て
の
み
有
貪
の
名
を
立
つ
︒（
国
訳
大
蔵
経12. p. 351

）

『
倶
舎
論
』﹁
随
眠
品
﹂
で
は
、
貪
を
欲
（
貪
）
と
有
（
貪
）
の
二
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
欲
界
の
貪
と
色
、
無
色
界
の
貪

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
で
有
貪
に
つ
い
て
の
﹁
多
く
は
﹂、
内
門   
に
託
し
て
転
ず
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
議
論

5
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は
既
に
、『
婆
沙
論
』
の
中
で
も
、﹁
欲
界
の
貪
は
外
門
か
ら
随
増
す
る
も
の
、
色
・
無
色
界
の
貪
は
内
門
随
増
で
あ
る
﹂
と
、

記
述
さ
れ
て
い
る   

こ
と
か
ら
、
ま
ず
大
ま
か
な
分
類
と
し
て
理
解
す
る
︒

次
に
、
定
貪
に
つ
い
て
の
説
明
が
続
く
︒
上
二
界
の
定
中
に
起
こ
る
煩
悩
の
す
べ
て
は
、
外
門
か
ら
の
刺
激
に
由
る
貪
は
一

切
な
く
、
内
省
的
に
は
た
ら
く
貪
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
︒
定
中
と
は
、
い
わ
ゆ
る
特
定
の
境
に
対
し
て
専
注
す
る
こ
と

（
心
一
境
性
）
で
あ
り
、
外
門
か
ら
の
煩
悩
は
起
こ
ら
な
い
と
さ
れ
る
︒

し
か
し
上
二
界
と
は
禅
定
状
態
を
表
わ
す
概
念
の
み
で
な
い
︒
天
界
に
生
ず
る
衆
生
の
議
論
も
付
随
す
る
︒﹁
多
く
は
内
門

に
転
ず
る
﹂
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
色
・
無
色
界
に
お
い
て
も
、
内
門
だ
け
で
な
く
、
外
門
つ
ま
り
外
の
所
縁
か
ら
転

ず
る
貪
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
箇
所
で
は
、
禅
定
状
態
に
お
け
る
外
門
を
契
機
と
す
る
貪
を
否
定
し
て
い
る
だ
け

で
あ
り
、
上
二
界
の
衆
生
、
つ
ま
り
天
の
神
々
に
よ
る
外
門
を
契
機
と
す
る
貪
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
こ
と

に
つ
い
てYaśom

itra

は
﹁
天
宮
に
対
す
る
貪
﹂（vim

ānādis

4u rāga

）
を
挙
げ
て
い
る   

︒
こ
れ
が
外
境
に
よ
る
も
の
と
い
う
明

確
な
記
述
は
な
い
が
、
内
門
か
ら
起
因
す
る
も
の
と
も
考
え
に
く
い
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
︒

さ
ら
に
、
色
界
に
は
香
、
味
の
色
法
は
存
在
し
な
い
が
、
色
、
声
、
触
の
外
境
は
否
定
し
な
い   

︒
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
貪

と
結
び
つ
く
か
ど
う
か
は
、『
倶
舎
論
』
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
後
に
引
用
す
る
『
順
正
理
論
』
で
は
色
界
に
は

色
声
触
愛   

が
存
在
し
、
こ
れ
ら
は
外
境
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
内
を
縁
じ
て
起
こ
り
う
る
も
の
で
は
な
い   

と
言
及
す
る
︒

こ
う
し
た
例
外
を
挙
げ
つ
ら
う
議
論
は
あ
る
も
の
の
、
欲
界
の
貪
は
外
門
に
よ
る
も
の
、
上
二
界
の
貪
は
内
門
に
よ
る
も
の

と
い
う
大
ま
か
な
『
婆
沙
論
』
の
分
類
は
、
禅
定
世
界
の
特
徴
を
よ
く
捉
え
た
基
本
的
な
分
類
と
し
て
み
な
せ
る
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
、
生
静
慮
の
議
論
を
組
み
こ
む
と
そ
の
分
類
に
矛
盾
が
生
ず
る
︒
こ
う
し
た
経
緯
で
こ
の
分
類
は
、『
倶
舎
論
』、『
順

正
理
論
』
を
通
し
て
、
厳
密
に
修
正
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

6

7

8

9

10
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２
．
味
著
等
至

『
倶
舎
論
』
の
有
貪
に
つ
い
て
も
う
一
つ
の
重
要
な
議
論
が
、
定
に
お
け
る
味
著
で
あ
る
︒

. . . tayoh
4 kila dhātvor m

oks

4asam

4jñāvyāvyavarttanārtham
 ekes

4ām
 iti / ātm

abhāva eva tu bhavah

4 / te ca sattvāh

4 sam
āpattim

4 

sāśrayām
 āsvādayanta ātm

abhāvam
 eva āsvādayanti kām

avītarāgatvāt / atah

4 sa rāgo bhavarāga ity uktah

4 （AK
Bh p. 279

）

ま
た
一
部
の
人
ら
が
、
そ
の
二
界
を
解
脱
で
あ
る
と
い
う
想
を
回
避
す
る
た
め
に
、（
有
貪
が
説
か
れ
た
と
）
伝
説
さ
れ
て
い
る
︒
し

か
し
、
身
体
そ
の
も
の
が
有
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
の
（
上
二
界
の
）
有
情
た
ち
は
、
欲
（
界
）
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

等
至
を
所
依
と
と
も
に
味
著
し
な
が
ら
、
身
体
の
み
に
味
著
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
貪
が
、
有
貪
と
説
か
れ
た
の
で

あ
る
︒

又
由
有
人
於
上
二
界
起
解
脱
想
為
遮
彼
故
︒
謂
於
上
界
立
有
貪
名
、
顕
彼
所
縁
非
真
解
脱
︒
此
中
自
体
立
以
有
名
︒
彼
諸
有
情
多

於
等
至
及
所
依
止
深
生
味
著
故
、
説
彼
唯
味
著
自
体
︒
非
味
著
境
︒
離
欲
貪
故
︒
由
此
唯
彼
立
有
貪
名
︒（T29. 99a20-a25

）

又
、
人
あ
り
、
上
二
界
に
於
い
て
、
解
脱
の
想
を
起
こ
す
に
由
り
て
彼
れ
を
遮
せ
ん
が
為
の
故
な
り
︒
謂
は
く
、
上
界
に
於
い
て
、

有
貪
の
名
を
立
て
、
彼
の
所
縁
は
、
真
の
解
脱
に
非
ざ
る
こ
と
を
顕
は
す
︒
此
の
中
に
は
、
自
体
に
立
つ
る
に
、
有
の
名
を
以
て

す
︒
彼
の
諸
の
有
情
は
、
多
く
等
至
及
び
所
依
止
に
於
い
て
、
深
く
味
著
を
生
ず
る
が
故
に
、
彼
れ
は
唯
自
体
を
味
著
す
と
説
く
︒

境
に
味
著
す
る
に
は
非
ず
︒
欲
貪
を
離
る
る
が
故
な
り
︒
此
れ
に
由
り
て
、
唯
彼
れ
に
の
み
、
有
貪
の
名
を
立
つ
︒（
国
訳
大
蔵
経12. 

p. 351

）
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以
上
が
﹁
随
眠
品
﹂
の
有
貪
に
関
す
る
記
述
の
続
き
で
あ
る
が
、
人
が
禅
定
を
修
す
る
に
お
い
て
、
真
の
解
脱
と
誤
認
す
る

禅
定
が
あ
る
と
い
う
︒
そ
の
定
中
に
お
い
て
、
そ
の
所
依
と
な
っ
て
い
る
自
己
存
在
に
執
着
の
想
い
を
お
こ
す
こ
と
を
、
有

（bhava
）
に
味
著
す
る
と
い
う
︒
こ
れ
も
有
貪
の
一
種
で
あ
り
、
定
中
と
い
う
こ
と
か
ら
上
二
界
の
貪
り
と
理
解
で
き
る
︒

こ
の
定
中
の
味
著
に
つ
い
て
は
﹁
定
品
﹂
に
お
い
て
も
、
味
等
至
、
浄
等
至
、
無
漏
等
至
と
い
う
三
種
の
等
至
の
一
つ
と
し

て
、
言
及
さ
れ
て
い
る   

︒
こ
の
中
で
味
等
至
と
は
、
そ
の
直
前
に
起
こ
っ
た
浄
等
至
（
世
間
的
な
善
の
等
至
）
に
味
著
す
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
禅
定
修
行
中
に
お
け
る
落
と
し
穴
と
も
い
え
る
︒
そ
う
い
う
意
味
で
、
修
道
に
入
っ
た
聖
者
が
修
す
る
、
出
世

間
の
無
漏
等
至
と
は
根
本
的
に
異
な
る
︒『
婆
沙
論
』
で
は
、
こ
の
定
に
味
著
す
る
代
表
者
を
、
ブ
ッ
ダ
が
出
家
し
て
か
ら
最

初
に
就
い
た
師
、
ア
ー
ラ
ー
ダ
・
カ
ー
ラ
ー
マ
（Ā

rād

4a Kālām
a

）
と
ウ
ド
ラ
カ
・
ラ
ー
マ
プ
ト
ラ
（U

draka Rām
aputra

）
を
挙

げ
て
い
る
が
、
外
道
の
入
る
禅
定
と
も
い
え
る   

︒

こ
の
定
中
の
味
等
至
を
貪
の
一
種
と
み
な
す
根
拠
は
、
愛
と
相
応
す
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
、
愛
と

定
に
つ
い
て
は
相
似
点
が
幾
つ
か
あ
る
こ
と
か
ら
、
定
中
の
貪
は
愛
と
相
応
し
や
す
い
こ
と
を
『
婆
沙
論
』
で
は
言
及
し
て
い

る   

︒
そ
れ
に
は
①
所
縁
に
お
い
て
流
注
し
て
相
続
す
る
、
②
所
縁
に
審
諦
し
て
と
る
、
③
所
縁
に
お
い
て
心
を
繋
ぎ
離
れ
ざ
る
、

④
所
縁
に
お
い
て
摂
受
し
て
転
ず
る
、
⑤
諸
根
・
大
種
を
長
益
す
る
、
と
い
う
こ
れ
ら
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
定
中
は
他
の
煩
悩
で
は
な
く
愛
の
み
と
相
応
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

た
だ
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
︒
定
中
と
は
心
一
境
性
で
、
あ
る
特
定
の
所
縁
に
専
注
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

議
論
の
中
で
、
所
縁
に
つ
い
て
は
外
門
、
内
門
と
も
問
わ
な
い
︒
そ
こ
で
、
外
門
の
所
縁
に
意
識
を
集
中
さ
せ
る
中
で
、
貪
り

を
起
こ
す
と
い
う
の
な
ら
、
婬
や
段
食
な
ど
の
欲
界
の
貪
と
ど
う
異
な
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
そ
れ
に
つ
い
てYaśom

itra

は
、
定
中
の
味
著
は
、
欲
界
か
ら
離
染
し
て
い
る
の
で
、
感
覚
の
対
象
に
味
著
す
る
の
で
は
な
く
、
自
体
の
み
に
味
著
す
る

11

12

13
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と
、
註
釈
し
て
い
る   

︒
こ
の
こ
と
か
ら
、
定
中
の
貪
り
と
は
、
自
体
（
有
）
へ
の
執
着
の
こ
と
で
、
あ
く
ま
で
も
内
的
な
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒

３
．
三
界
の
建
立

こ
こ
で
は
欲
貪
と
有
貪
の
区
別
を
、
欲
界
と
上
二
界
の
も
の
と
す
る
こ
と
か
ら
、
い
ま
一
度
三
界
の
区
分
に
つ
い
て
言
及
す

る
必
要
が
あ
る
︒

三
界
思
想
（
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
）
は
、
仏
教
学
に
お
い
て
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立
に
つ
い
て
の
解
明
は
、

そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
よ
う
で
あ
る   

︒
三
界
に
つ
い
て
は
、
既
に
阿
含
・
ニ
カ
ー
ヤ
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
も
の
の
、
そ

の
詳
し
い
成
立
は
は
っ
き
り
し
な
い
︒

そ
の
成
立
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
仏
教
外
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
わ
れ
わ
れ
の
住
む
物
理

的
、
精
神
的
な
世
界
を
ど
う
捉
え
て
、
ど
の
よ
う
に
分
類
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
仏
教
者
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
諸
宗
諸
学

派
の
論
師
ら
に
と
っ
て
も
関
心
事
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
、
仏
教
者
た
ち
が
そ
れ
ら
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
、
仏

教
独
特
の
三
界
説
を
考
え
出
し
た
の
か
と
い
う
成
立
の
考
察
に
は
、
イ
ン
ド
思
想
の
比
較
、
体
系
的
研
究
が
必
要
だ
と
考
え

る
︒た

だ
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
三
界
の
概
念
な
く
し
て
ア
ビ
ダ
ル
マ
法
体
系
は
成
立
し
な
い
︒
そ
こ
で
そ
の
成
立
解

明
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
の
議
論
に
委
ね
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
『
倶
舎
論
』
や
『
婆
沙
論
』
の
三
界
に
つ
い
て
の
説
明
箇
所

を
検
討
す
る
︒
ま
ず
『
倶
舎
論
』
の
﹁
世
間
品
﹂
か
ら
引
用
す
る
と
、

atha kasm
ād ete kām

arūpārūpyadhātava ity ucyante / svalaks

4an

4adhāran

4ād dhātuh
4 /

14

15
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kām
apratisam

4yukto dhātuh

4 kām
adhātuh

4 / rūpapratisam

4yukto dhātū rūpadhātuh

4 / m
adhyapadalopād /  vajravālakavat, 

m
aricapānakavac ca / na atra rūpam

 asti ity arūpah

4 / arūpasya bhāva ārūpyam
 / rūpan

4īyo vā rūpyah

4 / na rūpyo ’rūpyah

4 

taddhāva ārūpyam
 / tatpratisam

4yukto dhātur ārūpyadhātuh

4 /

（AK
Bh p. 112

）

ま
た
、
何
故
こ
れ
ら
は
欲
、
色
、
無
色
界
と
説
か
れ
る
の
か
︒
自
相
を
保
つ
か
ら
界
で
あ
る
︒

欲
を
具
有
す
る
界
が
欲
界
で
あ
る
︒
色
を
具
有
す
る
界
が
色
界
で
あ
る
︒
中
の
言
葉
を
省
略
す
る
か
ら
（
こ
う
言
う
の
で
あ
る
︒）
金

剛
輪
や
、
胡
椒
飲
の
如
く
で
あ
る
︒
そ
こ
に
、
色
が
存
在
し
な
い
の
が
、
無
色
で
あ
る
︒
無
色
の
体
が
、
無
色
性
で
あ
る
︒
或
い

は
変
壊
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
色
で
あ
る
︒
色
が
な
け
れ
ば
、
無
色
で
あ
り
、
そ
の
体
は
無
色
性
で
あ
る
︒
そ
れ
（
無
色
性
）
を
具

有
す
る
界
が
、
無
色
界
で
あ
る
︒

何
故
名
為
欲
等
三
界
︒

能
持
自
相
故
名
為
界
︒
或
種
族
義
如
前
已
釈
︒

欲
所
属
界
説
名
欲
界
、
色
所
属
界
、
説
名
色
界
︒
略
去
中
言
故
作
是
説
︒
如
胡
椒
飲
、
如
金
剛
環
︒
於
彼
界
中
色
非
有
故
、
名
為

無
色
︒

所
言
色
者
、
是
変
礙
義
或
示
現
義
︒
彼
体
非
色
立
無
色
名
︒
非
彼
但
用
色
無
為
体
︒
無
色
所
属
界
説
名
無
色
界
︒
略
去
中
言
喩
如

前
説
︒（T29. 41b21-b28

）

何
が
故
に
、
名
け
て
、
欲
等
の
三
界
と
為
す
や
︒

能
く
、
自
相
を
持
す
る
が
故
に
名
け
て
界
と
為
す
︒
或
は
、
種
族
の
義
な
る
こ
と
、
前
に
已
に
釈
す
る
が
如
し
︒
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欲
の
所
属
の
界
を
説
き
て
欲
界
と
名
け
、
色
の
所
属
の
界
を
、
説
き
て
色
界
と
名
く
︒
中
の
言
を
略
し
去
る
が
故
に
、
是
の
説
を

作
す
な
り
︒
胡
椒
の
飲
、
金
剛
の
環
の
如
し
︒
彼
の
界
の
中
に
於
い
て
、
色
、
有
る
に
非
ざ
る
が
故
に
、
名
け
て
無
色
と
為
す
︒

言
ふ
所
の
色
と
は
、
是
れ
変
礙
の
義
、
或
は
、
示
現
の
義
な
り
︒
彼
の
体
の
色
に
非
ざ
る
に
、
無
色
の
名
を
立
つ
︒
彼
れ
は
、
但

だ
、
色
無
き
を
用
つ
て
、
体
と
為
す
に
は
非
ず
︒
無
色
所
属
の
界
を
、
説
き
て
無
色
界
と
名
く
︒
中
の
言
を
略
し
去
る
喩
は
、
前

に
説
く
が
如
し
︒（
国
訳
大
蔵
経11. p. 486

）

AK
Bh

で
は
三
界
の
説
明
に
お
い
て
、
ま
ず
三
界
は
そ
れ
ぞ
れ
自
相
（svalaks

4an

4a

）
を
保
つ
界
だ
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
、

欲
界
は
欲
（kām

a

）、
色
界
は
色
（rūpa

）、
無
色
界
は
無
色
（arūpa

）
を
特
徴
と
す
る
世
界
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
し
て
欲
界
は

﹁
欲
の
所
属
の
界
﹂、
色
界
、
無
色
界
も
同
様
に
定
義
し
、
そ
の
名
称
は
﹁
所
属
﹂
と
い
う
言
葉
を
省
略
し
た
も
の
だ
と
す
る
︒

続
い
て
、
欲
界
の
説
明
が
続
く
︒

kām
ānām

4 vā dhātuh

4 kām
adhātuh

4 kām
ān yo dadhāti / evam

4 rūpārūpyadhātū veditavyau / ko ’yam

4 kām
o nām

a / sam
āsatah

4 

kavalīkārāhāram
aithunopasam

4hito rāgah

4 /

（AK
Bh p. 112-113

）

或
い
は
、
諸
欲
を
持
す
る
も
の
、
諸
欲
の
界
が
欲
界
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
色
、
無
色
界
も
ま
た
、（
同
様
に
）
知
る
べ
し
︒
こ
の

欲
と
は
何
を
言
う
の
か
︒
概
し
て
、
段
食
と
婬
と
を
引
く
と
こ
ろ
の
貪
で
あ
る
︒

又
欲
之
界
名
為
欲
界
︒
此
界
力
、
能
任
持
欲
故
︒
色
、
無
色
界
応
知
、
亦
、
然
︒

此
中
、
欲
言
、
為
説
何
法
︒
略
説
段
食
、
婬
所
引
貪
︒（T29.  41b28-c01

）
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又
、
欲
の
界
な
る
を
、
名
け
て
欲
界
と
為
す
︒
此
の
界
の
力
が
、
能
く
欲
を
任
持
す
る
が
故
な
り
︒
色
と
、
無
色
と
の
界
も
応
に

知
る
べ
し
、
亦
、
然
な
り
︒

此
の
中
、
欲
と
言
ふ
は
、
何
の
法
を
説
く
と
為
ん
や
︒
略
し
て
段
食
と
、
婬
の
引
く
所
の
貪
を
説
く
も
の
な
り
︒（
国
訳
大
蔵
経11. p. 

487

）

さ
ら
に
続
い
て
、
欲
界
の
欲
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
す
る
︒
そ
れ
ら
は
段
食
（kavalīkārāhāra

）
と
婬
（m

aithuna

）
か
ら
生

ず
る
貪
で
あ
る
︒
段
食
の
貪
と
は
食
欲
の
こ
と
、
婬
の
貪
と
は
性
欲
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
が
欲
界
の
貪
り
、
欲
貪
と
説
明
す
る
︒

そ
し
て
こ
れ
ら
の
欲
の
特
徴
は
、
五
識
を
介
し
た
、
つ
ま
り
眼
耳
鼻
舌
身
識
に
よ
る
外
門
か
ら
の
認
識
に
よ
っ
て
、
貪
随
眠
が

随
増
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
、
内
門
に
転
ず
る
と
さ
れ
る
有
貪
と
は
、
こ
の
点
で
性
質
が
異
な
る
と
い
え
る
︒

こ
の
欲
界
と
上
二
界
に
お
け
る
貪
に
つ
い
て
の
特
徴
は
、
三
界
の
区
分
と
と
も
に
『
婆
沙
論
』
に
お
い
て
さ
ら
に
詳
細
な
議

論
が
記
述
さ
れ
て
い
る   

︒
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
三
界
の
建
立
を
﹁
愛
の
断
﹂
に
よ
っ
て
説
明
す
る
と
あ
る
︒
そ
れ
は
愛

（
貪
）
の
性
質
に
つ
い
て
考
察
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
界
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
議
論
を
抜
粋
す
る
と
、
次

の
よ
う
な
表
に
要
約
で
き
る
︒

16
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論
点

欲
界
（
色
有
）

色
界
（
色
有
）

無
色
界
（
色
無
）

①

欲

欲
有
り

欲
無
し

欲
無
し

②

第
二
（
※
）

第
二
有
り

第
二
無
し

第
二
無
し

③

境

境
有
り

境
無
し

境
無
し

④

衆
具

衆
具
有
り

衆
具
無
し

衆
具
無
し

⑤

欲
・
我
執

欲
有
り
、
我
執
有
り

欲
無
し
、
我
執
有
り

欲
無
し
、
我
執
有
り

⑥

第
二
・
我
執

第
二
有
り
、
我
執
有
り

第
二
無
し
、
我
執
有
り

第
二
無
し
、
我
執
有
り

⑦

無
慚
・
無
愧

相
応
す
る

相
応
し
な
い

相
応
し
な
い

⑧

慳
・
嫉

相
応
す
る

相
応
し
な
い

相
応
し
な
い

⑨

憂
・
苦
根

相
応
す
る

相
応
し
な
い

相
応
し
な
い

⑩

段
食
と
婬
と
の
愛

相
応
す
る

相
応
し
な
い

相
応
し
な
い

（
※
）
第
二
と
は
淫
欲
の
相
手
た
る
女
ほ
ど
の
意
味
︒（
国
訳
一
切
経
毘
曇
部17, p. 24

脚
注
よ
り
）

こ
の
三
界
分
別
は
、
ま
ず
﹁
欲
界
と
色
界
は
色
有
り
、
無
色
界
は
色
無
し
﹂
と
い
う
定
型
句
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て

色
界
、
無
色
界
の
区
分
は
、
色
つ
ま
り
物
質
が
有
る
か
無
い
か
の
差
異
だ
け
で
あ
り
、
一
覧
か
ら
み
て
も
論
点
の
結
果
は
同
じ

で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
、
色
界
、
無
色
界
に
つ
い
て
の
﹁
愛
の
断
﹂
に
つ
い
て
の
分
別
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
は
な
く
、
実
質
欲

界
と
上
二
界
の
区
別
を
列
挙
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒

一
つ
一
つ
の
論
点
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
と
、
①
の
欲
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
内
容
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
欲
界
の
原
語

で
あ
るkām

a

に
つ
い
て
の
一
般
的
概
念
の
こ
と
で
あ
り
、
三
界
説
が
流
布
し
て
欲
界
の
欲
と
い
う
概
念
が
一
般
化
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
︒
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②
～
④
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
外
門
か
ら
転
ず
る
貪
と
一
括
り
に
で
き
る
︒
②
は
注
に
あ
る
よ
う
に
、
婬
に
関
わ
る
貪
の
特

徴
を
示
し
、
③
は
認
識
器
官
の
五
根
が
認
識
対
象
と
す
る
五
境
に
刺
激
さ
れ
て
生
起
す
る
貪
り
、
④
に
つ
い
て
は
物
品
へ
の
欲

望
、
貪
り
に
つ
い
て
で
あ
り
、
眼
識
が
色
（
物
質
）
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
や
は
り
外
門
を
契
機
に
起
こ
り
う
る
特

徴
を
示
し
て
い
る
︒

⑤
⑥
に
つ
い
て
は
先
に
出
た
論
点
に
付
け
加
え
て
、
我
執
に
つ
い
て
言
及
す
る   

︒
こ
れ
ら
は
、
三
界
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、

我
執
、
具
体
的
に
は
自
己
存
在
へ
の
執
着
、
原
始
仏
教
で
い
う
有
愛
（
有
貪
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
記
述

か
ら
、『
婆
沙
論
』
で
は
欲
界
で
の
﹁
自
己
執
着
﹂
と
い
う
意
味
で
の
有
貪
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
が
後
に
『
順
正
理
論
』

で
は
、
欲
界
の
自
己
執
着
の
煩
悩
を
﹁
欲
貪
﹂
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
︒（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
議
論
す
る
）︒

⑦
～
⑨
ま
で
は
心
所
法
の
分
別
で
あ
り
、
論
点
⑩
は
先
ほ
ど
の
『
倶
舎
論
』
が
引
用
し
た
議
論
で
あ
り
、『
婆
沙
論
』
で
愛

と
表
現
し
て
い
る
も
の
を
貪
と
言
い
換
え
て
い
る
︒

こ
う
し
て
見
る
と
、
こ
の
三
界
の
建
立
と
い
う
そ
の
分
類
に
お
い
て
も
、
欲
界
と
上
二
界
に
つ
い
て
、
概
ね
外
門
、
内
門
に

よ
る
も
の
と
い
う
点
で
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
上
二
界
を
一
括
り
に
す
る
の
は
、
無
色
界
が
あ
と
か
ら
追
加
さ
れ
た

と
い
う
経
緯
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
分
類
方
法
は
無
色
界
成
立
の
前
の
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
︒

AK
Bh

に
議
論
を
戻
す
と
、
こ
う
し
て
貪
り
を
内
外
門
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
分
類
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
貪
の
本
質
は

心
、
心
所
に
あ
る
こ
と
を
示
す
偈
が
続
く
︒

na te kām
ā yāni citrān

4ai loke san

4kalparāgah

4 purus

4asya kām
ah

4 /

tist4
4hanti citrān

4i tathā eva loke atha atra dhīrā vinayanti kām
am

 //

iti gāthā abhidhānāt /

（AK
Bh p. 113

）
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世
間
に
お
け
る
諸
の
も
の
、
そ
れ
ら
は
（
真
の
）
欲
で
は
な
い
。
人
の
分
別
す
る
貪
が
、（
真
の
）
欲
で
あ
る
。

世
間
に
お
け
る
諸
の
も
の
は
そ
の
如
く
住
す
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で
智
者
は
欲
を
調
伏
す
る
。

と
、（
経
中
の
）
偈
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

如
経
頌
言
︒

世
諸
妙
境
非
真
欲　

真
欲
謂
人
分
別
貪
。

妙
境
如
本
住
世
間　

智
者
於
中
已
除
欲
。

（T29. 41c01-c03

）

経
の
頌
に
言
ふ
が
如
し
︒

世
の
諸
の
妙
境
は
、
真
の
欲
に
非
ず
。
真
の
欲
は
、
謂
は
く
、
人
の
分
別
す
る
貪
な
り
。

妙
境
は
、
本
の
如
く
、
世
間
に
住
す
る
も
、
智
者
は
、
中
に
於
い
て
、
已
に
、
欲
を
除
く
。

（
国
訳
大
蔵
経11. p. 487

）

こ
の
偈
に
お
い
て
欲
の
本
質
は
、﹁
妙
境
﹂
つ
ま
り
眼
根
な
ど
の
五
根
で
認
識
す
る
﹁
五
境
﹂
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
、

五
境
そ
の
も
の
を
契
機
と
し
て
心
所
法
と
し
て
の
貪
が
、
欲
の
正
体
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒
具
体
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
美
味
な

食
材
が
眼
の
前
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
食
欲
を
満
た
し
た
人
に
は
食
欲
が
湧
か
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
欲
の
本
質
は
、
認
識
す
る
食

材
に
欲
の
本
質
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
腹
を
満
た
し
た
人
に
は
食
材
に
対
す
る
執
着
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、

そ
の
執
着
の
本
質
は
心
の
分
別
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
、
外
門
か
ら
の
情
報
（
つ
ま
り
こ
の
場
合
食
材
と
い
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う
物
質
）
を
契
機
と
し
て
貪
が
生
起
す
る
の
で
あ
り
、
欲
界
の
貪
で
あ
れ
（
無
論
、
上
二
界
の
貪
も
含
む
）
貪
随
眠
は
、
心
の
内
部

の
現
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︒

４
．
有
貪
と
は
上
二
界
の
み
の
煩
悩
か

こ
れ
ま
で
『
倶
舎
論
』
を
中
心
と
し
て
、
有
貪
や
三
界
に
つ
い
て
の
記
述
を
検
討
し
て
き
た
が
、『
順
正
理
論
』
で
は
、
そ

れ
に
対
す
る
反
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
反
論
の
前
提
と
な
る
上
座
（
経
部
）
の
主
張
を
、
著
者
衆
賢
は
以
下
の
よ
う
に

言
及
し
て
い
る
︒

上
座
説
有
二
類
隨
眠
︒﹁
一
唯
欲
纒
、
二
通
三
界
︒﹂
自
興
疑
問
︒﹁
豈
、
不
有
貪
、
有
論
説
、
言
唯
上
二
界
︒
都
無
聖
教
、
於
色
無

色
、
偏
説
有
声
︒
故
難
依
信
︒
然
於
処
処
諸
聖
教
中
、
皆
以
有
声
通
説
三
界
︒
豈
、
不
於
境
亦
説
有
声
︒
欲
貪
隨
眠
不
応
別
立
︒

此
難
非
理
︒
転
有
異
故
︒
謂
、
諸
欲
貪
於
外
門
転
︒
内
門
転
者
説
名
有
貪
︒
又
如
耽
境
与
耽
有
異
︒
所
引
隨
眠
差
別
亦
爾
︒
又
縁

境
界
、
縁
生
身
、
貪
対
治
不
同
故
、
別
立
二
︒
又
必
損
伏
欲
貪
及
瞋
、
外
仙
方
能
入
色
無
色
故
、
欲
貪
体
非
即
有
貪
︒
以
彼
有
情

縁
自
相
続
、
我
愛
隨
逐
恒
無
断
故
﹂︒（T29. 600a07-a18
）

上
座
は
二
類
の
隨
眠
有
り
と
説
く
︒﹁
一
は
唯
欲
纒
、
二
は
三
界
に
通
ず
﹂
と
︒
自
ら
疑
問
を
興
す
︒﹁
豈
、
有
貪
は
、
有
る
論
に

説
い
て
、
唯
上
二
界
と
言
は
ず
や
︒
都
て
聖
教
に
は
、
色
無
色
に
於
て
、
偏
に
有
の
声
を
説
く
こ
と
無
し
︒
故
に
依
信
し
難
し
︒

然
る
に
処
処
の
諸
の
聖
教
の
中
に
於
て
、
皆
有
の
声
を
以
て
通
じ
て
三
界
を
説
く
︒
豈
、
境
に
於
て
亦
有
の
声
を
説
か
ず
や
︒
欲

貪
隨
眠
は
別
立
す
べ
か
ら
ず
と
︒
此
の
難
は
理
に
非
ず
︒
転
に
異
有
る
が
故
に
︒
謂
は
く
、
諸
の
欲
貪
は
外
門
に
於
て
転
ず
︒
内

門
転
は
説
い
て
有
貪
と
名
く
︒
又
耽
境
と
耽
有
と
異
な
る
が
如
し
︒
引
く
所
の
隨
眠
の
差
別
も
亦
爾
な
り
︒
又
境
界
を
縁
ず
る
と
、
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生
身
を
縁
ず
る
と
の
、
貪
の
対
治
不
同
な
る
が
故
に
、
別
立
し
て
二
と
す
︒
又
必
ず
欲
貪
と
及
び
瞋
と
を
損
伏
す
る
に
、
外
仙
は

方
に
能
く
色
無
色
に
入
る
が
故
に
、
欲
貪
の
体
は
即
ち
有
貪
に
非
ず
︒
彼
の
有
情
は
自
の
相
続
を
縁
じ
、
我
愛
隨
逐
し
て
恒
に
断

無
き
を
以
て
の
故
な
り
﹂
と
︒（
国
訳
一
切
経
毘
曇
部29. p. 155

）

上
座
（
経
部
）
は
有
貪
を
上
二
界
で
な
く
、
三
界
に
あ
る
と
い
う
︒
と
い
う
の
は
、
有
貪
の
語
は
﹁
有
﹂
の
﹁
貪
﹂
で
あ
り
、

有
と
は
有
情
を
指
す
三
有
（tribhava

）
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
、
欲
界
も
含
む
三
界
の
有
情
す
べ
て
に
有
貪
が
あ
る
で

は
な
い
か
、
と
経
部
は
主
張
す
る   

︒

そ
こ
で
は
欲
貪
と
有
貪
の
区
別
を
、
内
門
か
外
門
か
、
そ
の
境
に
耽
る
か
そ
の
生
身
（
有
）
に
耽
る
か
と
い
う
区
別
を
上
座

の
主
張
と
し
て
最
初
に
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
倶
舎
論
』
と
も
相
違
な
い
︒
さ
ら
に
こ
こ
で
は
﹁
賢
聖
品
﹂
で
検
討
さ
れ

る
貪
の
﹁
対
治
﹂（pratipaks

4a

）
に
つ
い
て
も
、
根
拠
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
外
門
よ
り
転
ず
る
貪
り
に
は
不
浄
観
、
内
門

の
貪
り
に
は
数
息
観
と
あ
る
よ
う
に
、
対
治
の
不
同
も
欲
貪
有
貪
分
別
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る   

︒

さ
ら
に
、
外
仙
（tāpasa

）
は
欲
貪
と
瞋
を
断
っ
て
上
二
界
に
入
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
︒
し
か
し
彼
等
は
常
に
欲
界
で
あ
ろ

う
と
上
二
界
で
あ
ろ
う
と
一
相
続
の
我
愛
を
持
つ
︒
そ
こ
で
、
欲
界
繋
の
一
切
の
煩
悩
は
欲
貪
で
あ
る
と
有
部
は
主
張
す
る

が
、
欲
界
の
我
愛
を
欲
貪
と
い
う
な
ら
、
欲
貪
を
断
ち
上
二
界
に
入
る
と
い
う
言
い
方
は
お
か
し
い
と
主
張
す
る
︒
こ
の
理
屈

か
ら
経
部
は
、
欲
界
で
も
﹁
自
己
へ
の
執
着
﹂
と
い
う
意
味
で
の
有
貪
は
存
在
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
、『
順
正
理
論
』
に
お
け
る
、
貪
随
眠
の
分
類
に
つ
い
て
の
経
主
（
経
部
）
と
有
部
の
貪
の
分
類
の
違
い
を
表
に
ま
と

め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

18
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経
主
（
経
部
）
の
立
場

『
順
正
理
論
』（
有
部
）
の
立
場

0

内
門

外
門

0

内
門

外
門

上
二
界

有
貪

・ 

解
脱
と
勘
違
い
す
る

定
（
味
等
至
）

（
・
天
宮
へ
貪
）

Y
āśom

itra

註
よ
り

上
二
界

有
貪

・ 

解
脱
と
勘
違
い
す
る

定
（
味
等
至
）

有
貪

・
色
声
触
愛

欲
界

有
貪

欲
貪

・
段
食
、
婬

欲
界

欲
貪

欲
貪

・
段
食
、
婬

衆
賢
に
よ
れ
ば
、
欲
界
の
煩
悩
は
す
べ
て
欲
貪
で
あ
り
、
欲
界
の
衆
生
の
﹁
自
己
へ
の
執
着
﹂
の
煩
悩
も
、
欲
貪
と
み
な
し

て
い
る
︒
こ
の
点
が
経
部
と
大
き
な
違
い
で
あ
る
︒
そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
立
場
で
衆
賢
は
経
部
へ
反
論
を
続
け
る   

︒

ま
た
﹁
有
﹂
は
三
界
の
衆
生
に
限
ら
ず
、
業
有
も
中
有
も
あ
る
と
い
う
﹁
七
有
経
﹂
を
根
拠
に
挙
げ
、
有
貪
の
有
は
三
界
の

衆
生
（
三
有
）
を
指
す
に
限
定
し
な
い
︒
ま
た
定
中
に
も
外
門
に
よ
る
色
声
触
に
よ
る
貪
が
あ
る
こ
と
で
内
門
、
外
門
の
区
別

は
不
十
分
だ
と
い
う
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
︒
そ
し
て
経
部
は
、
不
浄
観
、
数
息
観
と
い
う
貪
の
対
治
法
を
主
張

す
る
が
、
衆
賢
は
こ
の
二
つ
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
色
声
等
の
諸
境
界
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
対
治
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た

色
無
色
界
の
対
治
も
別
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
対
治
法
は
多
岐
に
渡
る
の
だ
と
い
う
︒
そ
し
て
外
仙
が
我
愛
を
持
ち
続

け
る
と
い
う
点
は
、
欲
界
と
上
二
界
の
我
愛
は
別
物
で
あ
る
と
主
張
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
『
順
正
理
論
』
で
は
、
経
部
の
ど
の
主
張
に
対
し
て
も
、
様
々
な
理
屈
を
持
ち
出
し
て
は
、
反
論
に
反
論
を
重

ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
議
論
が
複
雑
化
し
結
局
な
に
が
言
い
た
い
の
か
わ
か
り
に
く
い
︒
し
た
が
っ
て
単
純
な
点
を
見
落
と
し

て
、
論
理
矛
盾
に
陥
っ
て
堂
々
巡
り
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
経
部
と
有
部

の
主
張
の
違
い
は
、
先
の
表
の
通
り
に
な
る
︒

20
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ま
と
め

本
稿
の
テ
ー
マ
は
、
有
貪
と
三
界
説
の
対
応
関
係
の
考
察
で
あ
り
、
有
貪
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
捉
え
る
か
、
と
い
う
有
部

と
経
部
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
欲
界
と
上
二
界
の
分
別
に
そ
れ
ぞ
れ
欲
と
有
と

い
う
語
を
冠
す
る
煩
悩
法
の
分
類
は
、
貪
随
眠
の
七
随
眠
説
だ
け
に
限
ら
な
い
︒
そ
れ
は
、『
婆
沙
論
』
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ

る
よ
う
に
、
三
漏
、
四
軛
、
四
暴
流
な
ど
の
煩
悩
分
類
に
も
見
ら
れ
る   

︒

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
櫻
部
﹇1955

﹈
も
指
摘
し
て
い
る   

が
、
有
貪
は
、
阿
含
・
ニ
カ
ー
ヤ
に
お
い
て
は
﹁
自
己
存
在
へ

の
執
着
﹂
の
意
味
で
あ
る
︒
経
部
は
、
欲
界
、
上
二
界
と
い
う
点
を
問
題
に
せ
ず
、
内
門
に
転
ず
る
貪
り
を
、
そ
れ
ら
を
阿

含
・
ニ
カ
ー
ヤ
時
代
の
意
味
で
﹁
有
貪
﹂
と
よ
ん
だ
︒
そ
れ
に
対
し
『
順
正
理
論
』
に
お
け
る
有
部
は
、
あ
く
ま
で
も
三
界
の

建
前
を
重
視
し
た
結
果
、
欲
界
の
衆
生
の
生
存
欲
は
欲
貪
と
し
た
︒

で
は
有
部
は
、
な
ぜ
上
二
界
の
貪
を
色
貪
、
無
色
貪
と
い
わ
ず
有
貪
と
し
た
の
か
︒
実
際AK

Bh

に
見
ら
れ
る
他
の
煩
悩
分

類
、
五
上
分
結
の
分
類
で
は
、
貪
を
三
界
に
応
じ
て
、
色
貪
と
無
色
貪
の
事
例
も
あ
り
、
こ
れ
だ
と
簡
潔
に
三
界
説
と
対
応
す

る
︒そ

の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
貪
り
の
種
類
を
内
門
外
門
と
い
う
観
点
か
ら
、
生
存
欲
と
五
根
の
外
境
か
ら
に
よ
る
欲
（
五
妙
欲
）

と
に
分
け
た
︒
そ
れ
が
有
貪
と
欲
貪
の
原
型
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
に
定
中
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
散
心
の
状
態
で
あ
る
か
、
と
い

う
禅
定
の
様
相
が
重
ね
ら
れ
、
そ
の
心
の
状
態
の
特
徴
が
加
味
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
の
後
、
三
界
に
無
色

界
が
成
立
し
た
後
に
、
上
二
界
の
貪
を
﹁
色
貪
﹂
と
﹁
無
色
貪
﹂
に
分
け
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
有
貪
の
問
題
か

ら
、
煩
悩
分
類
を
重
視
し
た
有
部
と
、
そ
れ
ら
に
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
本
来
の
意
味
に
立
ち
返
ろ
う
と
し
た
経
部
と
の

解
釈
の
対
立
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
︒

21
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dhātubhedah

4 kām
āvacarah

4. rūpāvacarah

4. ārūpyāvacara iti / tatra rāgānuśayah

4 prakāradhātubhedābhyām

4 pam

4cadaśavidha 

iti / tasya parasparam
 ākārabhedo nāsti / sarvo hi rāgah

4 saktyākārah

4 / tasm
ān nākārabhedena vyavasthāpyate /

界
の
区
別
と
は
、
欲
（
界
）
繋
と
、
色
（
界
）
繋
と
、
無
色
（
界
）
繋
と
（
の
三
つ
）
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
、
貧
随
眠
は
種
と
界
と
の

区
別
に
よ
っ
て
十
五
種
類
で
あ
る
と
（
さ
れ
る
）︒
そ
れ
に
は
相
互
に
行
相
の
区
別
は
な
い
︒
と
い
う
の
は
、
貧
は
す
べ
て
執
着
を

行
相
と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
行
相
の
区
別
に
よ
っ
て
は
（
種
類
は
）
立
て
ら
れ
な
い
︒

﹁
愛
﹂（tan

4hā

）
と
﹁
貪
﹂（rāga

）
の
語
句
に
つ
い
て
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
で
は
混
合
し
て
使
わ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
本
稿

に
お
い
て
は
同
義
語
と
し
て
扱
う
︒
例
え
ば
『
婆
沙
論
』
に
も
﹁
云
何
愛
結
︒
謂
三
界
貪
︒
然
三
界
貪
於
九
結
中
総
立
愛
結
︒﹂

（T27. 258a16-17

）
と
見
え
る
︒
ま
た
﹁
愛
﹂
と
い
う
訳
語
は
、
例
え
ば
染
汚
の
愛
（
貪
）
と
不
染
の
愛
（
信
）
と
使
い
分
け
る
こ
と
も

あ
り
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
箇
所
ご
と
に
行
間
を
読
ん
で
使
い
分
け
る
必
要
が
あ
る
︒

雲
井
昭
善
﹁
原
始
仏
教
に
現
れ
た
愛
の
観
念
﹂（
仏
教
思
想
研
究
会
編
『
仏
教
思
想
１　

愛
』
平
楽
寺
書
店
１
９
７
５
年
、
第
2
章
に
収
録
）pp. 58-59

︒

西
村
﹇2002

﹈、p. 264

︒

内
門
と
外
門
に
つ
い
て
は
、
十
八
界
の
内
、
六
根
と
六
識
の
十
二
界
が
内
門
（
所
依
止
に
な
る
も
の
）、
そ
し
て
六
境
が
外
門
で
あ
る
︒

『
婆
沙
論
』
に
も
、
次
の
よ
う
に
あ
る
︒﹁
心
上
仮
立
我
名
︒
此
我
所
依
立
為
内
処
︒
我
所
縁
者
立
為
外
処
︒﹂（T27.  381b02-03

）︒

こ
の
よ
う
な
議
論
か
ら
、
識
の
は
た
ら
き
方
に
つ
い
て
、
識
が
認
識
の
所
縁
に
向
か
う
働
き
を
外
門
転
、
所
依
に
向
か
う
内
面
的

は
た
ら
き
を
内
門
転
と
い
う
︒

『
婆
沙
論
』（T27.  258a28-b02

）︒

﹁
隨
増
義
是
隨
眠
義
︒
以
欲
界
貪
外
門
隨
増
︒
色
無
色
貪
内
門
隨
増
故
立
二
隨
眠
︒
染
境
義
是
愛
義
︒
以
所
染
著
欲
色
無
色
境
有

差
別
故
︒
立
三
界
愛
︒﹂

123456
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sam
āpattirāgo hi tes

4ām

4 prāyen

4eti / āsvādanāsam

4prayukte dhyāne prāyen

4a tes

4ām

4 rāgah

4 /vim
ānādis

4v api tes

4ām

4 rāgo ‘stīty 

atah
4 prāyen

4eti grahan

4am

4/
か
れ
ら
（
上
二
界
の
有
情
）
に
と
っ
て
（
の
貪
）
と
は
、
概
ね
、
等
至
へ
の
貪
で
あ
り
と
は
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
の
貪
と
は
、
概
ね
、

味
相
応
の
静
慮
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
︒
か
れ
ら
に
は
天
宮
に
対
す
る
貪
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
﹁
概
ね
﹂
と
言
っ
た
の
で
あ

る
︒

加
藤
﹇1989

﹈、p. 328
︒

『
倶
舎
論
』（T29. 7b29-c02
）︒

﹁
色
界
所
繋
唯
十
四
種
︒
除
香
味
境
及
鼻
舌
識
︒
除
香
味
者
段
食
性
故
︒
離
段
食
欲
方
得
生
彼
︒
除
鼻
舌
識
無
所
縁
故
︒﹂

十
八
界
の
分
類
で
、
色
界
で
は
鼻
舌
識
、
香
味
境
の
物
質
は
な
い
と
考
え
る
︒
ま
た
段
食
は
香
・
味
・
触
の
色
法
を
体
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
飲
食
物
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
欲
界
の
み
に
存
在
す
る
と
考
え
る
︒

『
順
正
理
論
』（T29. 600a29-b02

）︒

﹁
若
唯
縁
内
貪
名
有
貪
︒
則
色
界
中
色
声
触
愛
︒
非
縁
内
起
応
非
有
貪
︒
則
諸
隨
眠
応
立
有
八
︒﹂

六
随
眠
の
貪
を
欲
貪
、
有
貪
と
分
け
て
七
随
眠
に
し
た
よ
う
に
、
さ
ら
に
有
貪
を
内
転
の
も
の
と
外
転
の
も
の
貪
と
分
け
て
、
八

随
眠
説
を
立
て
る
と
い
う
記
述
で
あ
る
︒

『
倶
舎
論
』（T29. 146b24-c01

）︒

﹁
初
味
等
至
︒
謂
愛
相
応
︒
愛
能
味
著
故
名
為
味
︒
彼
相
応
故
此
得
味
名
︒
浄
等
至
名
目
世
善
定
︒
与
無
貪
等
諸
白
浄
法
相
応
起

故
︒
此
得
浄
名
︒
即
味
相
応
所
味
著
境
︒
此
無
間
滅
彼
味
定
生
︒
縁
過
去
浄
深
生
味
著
︒
爾
時
雖
名
出
所
味
定
︒
於
能
味
定
得
名

為
入
︒﹂

7891011
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『
婆
沙
論
』（T27. 257c17-c22

）︒

﹁
以
補
特
伽
羅
故
者
︒
欲
貪
隨
眠
如
難
陀
等
︒
瞋
恚
隨
眠
如
気
嘘
指
鬘
等
︒
有
貪
隨
眠
如
遏
璽
多
阿
邏
荼
嗢
達
洛
迦
等
︒
慢
隨
眠

如
傲
士
等
︒
無
明
隨
眠
如
鄔
盧
頻
螺
婆
迦
葉
波
等
︒
見
隨
眠
如
善
星
等
︒
疑
隨
眠
如
摩
洛
迦
子
等
︒﹂

 『
婆
沙
論
』（T27. 815a03-a19

）︒

﹁
問
何
故
但
説
与
愛
相
応
非
余
煩
惱
︒
︙
（
中
略
）
︙
有
説
︒
此
中
説
相
似
者
︒
謂
愛
与
定
相
似
非
余
煩
惱
︒
所
以
者
何
︒
定
於
所

縁
流
注
相
続
愛
亦
如
是
︒
復
次
定
於
所
縁
審
諦
而
取
愛
亦
如
是
︒
復
次
定
於
所
縁
繋
心
不
離
︒
愛
亦
如
是
︒
復
次
定
於
所
縁
︒
摂

受
而
転
愛
亦
如
是
︒
復
次
定
能
長
益
諸
根
大
種
︒
愛
亦
如
是
︒
諸
余
煩
悩
無
此
相
故
不
説
相
応
︒﹂

AK
Vy. p. 445.

ātm
abhāva eva tu bhava ity ācāryam

atam

4 / sam
āpattim

4 sāśrayām
 iti. sam

āpāttim

4 sātm
abhāvām

 / āsvādayanta ātm
abhāvam

 

evāsvādayam

4ti. na kām
agun

4ān. kām
avītarāgatvāt /

し
か
し
、（
有
情
の
）
自
体
が
有
そ
の
も
の
で
あ
る
と
は
、
軌
範
師
の
考
え
で
あ
る
︒
等
至
を
所
依
と
と
も
に
と
は
、
等
至
を
自
体

と
と
も
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒（
そ
れ
に
）
味
著
す
る
と
き
に
は
、
欲
（
界
）
か
ら
の
離
染
を
す
で
に
果
た
し
て
い
る
か
ら
、（
五
種

の
）
感
覚
の
対
象
に
（
味
著
す
る
こ
と
は
）
な
く
、
自
体
の
み
に
味
著
す
る
の
で
あ
る
︒

原
始
仏
教
か
ら
部
派
仏
教
の
三
界
成
立
の
考
察
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
中
村
元
選
集
﹇
決
定
版
﹈
第
16
巻
『
原
始
仏
教
の
思
想
Ⅱ
』

春
秋
社
︐ pp. 679-728, 

１
９
９
４
年
、
藤
田
宏
達
﹁
三
界
説
に
つ
い
て
﹂『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
16
号
︐ pp. 59-62, 

１
９
６
０

年
、
立
川
武
蔵
﹁『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
界
に
つ
い
て
﹂『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
116
号 pp. 1-10, 

２
０
０
８
年
な
ど
︒

『
婆
沙
論
』
巻
百
九
十
三
（T27. 965c14-966a18

）︒

﹁
三
界
云
何
建
立
︒
為
以
地
為
以
処
為
以
愛
断
耶
︒
設
爾
何
失
︒
若
以
地
者
応
説
九
界
地
有
九
故
︒
謂
欲
界
四
靜
慮
四
無
色
︒
若

以
処
者
︒
応
説
四
十
界
有
四
十
処
故
︒
謂
欲
界
二
十
処
︒
色
界
十
六
処
︒
無
色
界
四
処
︒
若
以
愛
断
者
︒
亦
応
説
九
界
︒
謂
欲
界

1213141516
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愛
乃
至
非
想
非
非
想
処
愛
︒
各
分
斉
有
異
故
︒
答
応
説
以
愛
断
故
建
立
三
界
︒
問
若
爾
︒
応
立
九
界
︒
答
同
類
愛
断
故
唯
立
三
界
︒

謂
従
無
間
地
獄
乃
至
他
化
自
在
天
皆
由
欲
愛
所
差
別
故
建
立
欲
界
︒
従
梵
衆
天
乃
至
色
究
竟
天
︒
皆
由
色
愛
所
差
別
故
建
立
色
界
︒

従
空
無
辺
処
乃
至
非
想
非
非
想
処
皆
由
無
色
愛
所
差
別
故
建
立
無
色
界
︒
復
次
若
処
有
色
有
欲
立
欲
界
︒
有
色
無
欲
立
色
界
︒
無

色
無
欲
立
無
色
界
︒
復
次
若
処
有
色
有
第
二
立
欲
界
︒
有
色
無
第
二
立
色
界
︒
無
色
無
第
二
立
無
色
界
︒
復
次
若
処
有
色
有
境
立

欲
界
︒
有
色
無
境
立
色
界
︒
無
色
無
境
立
無
色
界
︒
復
次
若
処
有
色
有
衆
具
立
欲
界
︒
有
色
無
衆
具
立
色
界
︒
無
色
無
衆
具
立
無

色
界
︒
復
次
若
処
有
色
有
欲
有
我
執
立
欲
界
︒
有
色
無
欲
有
我
執
立
色
界
︒
無
色
無
欲
有
我
執
立
無
色
界
︒
復
次
若
処
有
色
有
第

二
有
我
執
立
欲
界
︒
有
色
無
第
二
有
我
執
立
色
界
︒
無
色
無
第
二
有
我
執
立
無
色
界
︒
境
及
衆
具
説
亦
爾
復
次
若
処
有
色
無
慚
無

愧
相
応
立
欲
界
有
色
無
慚
無
愧
不
相
応
立
色
界
︒
無
色
無
慚
無
愧
不
相
応
立
無
色
界
︒
復
次
若
処
有
色
慳
嫉
相
応
立
欲
界
︒
有
色

慳
嫉
不
相
応
立
色
界
︒
無
色
慳
嫉
不
相
応
立
無
色
界
︒
復
次
若
処
有
色
憂
苦
根
相
応
立
欲
界
︒
有
色
憂
苦
根
不
相
応
立
色
界
︒
無

色
憂
苦
根
不
相
応
立
無
色
界
︒
復
次
若
処
有
色
段
食
婬
愛
相
応
立
欲
界
︒
有
色
段
食
婬
愛
不
相
応
立
色
界
︒
無
色
段
食
婬
愛
不
相

応
立
無
色
界
︒﹂

（
以
下
議
論
は
続
く
が
、
該
当
箇
所
の
み
掲
載
︒）

『
倶
舎
論
』（T29. 9c17-c19

）
に
、﹁
我
執
﹂（aham

4kāra
）
は
内
門
・
外
門
分
別
の
依
止
と
な
る
、
と
あ
る
︒

﹁
六
根
六
識
十
二
名
内
︒
外
謂
所
余
色
等
六
境
︒
我
依
名
内
︒
外
謂
此
余
︒
我
体
既
無
内
外
何
有
︒
我
執
依
止
故
︒
仮
説
心
為
我
︒﹂

こ
の
意
味
は
、
世
俗
諦
と
し
て
の
我
を
認
め
、
六
識
心
王
を
我
と
仮
立
し
て
、
我
執
を
内
門
転
の
依
止
と
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と

か
ら
、
内
外
門
分
別
自
体
が
自
己
へ
の
貪
り
（
有
貪
）
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
﹁
有
貪
は
三
界
に
通
じ
る
﹂
と
い
う
箇
所
は
、『
順
正
理
論
』
で
は
経
部
の
主
張
と
す
る
が
、『
倶
舎
論
』
で
は
確
認
で
き
な

い
︒

『
倶
舎
論
』（T29. 117b14-b16

）︒

171819



117

﹁
有
余
復
言
︒
此
時
息
念
内
門
転
故
能
止
乱
尋
︒
不
浄
多
於
外
門
転
故
︒
猶
如
眼
識
治
彼
無
能
︒﹂

 『
順
正
理
論
』（T29. 600a19-b29

）︒
テ
キ
ス
ト
は
字
数
の
関
係
で
省
略
し
た
︒

こ
れ
ら
煩
悩
法
を
三
界
に
分
類
す
る
例
は
『
婆
沙
論
』
に
詳
し
く
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
を
纏
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

0

欲
界

上
二
界

そ
の
他

『
婆
沙
論
』
頁

三
漏

欲
漏

有
漏

無
明
漏

（T
27. 243c20

）

四
漏

欲
漏

有
漏

無
明
漏
、
見
漏

（T
29. 247b20

）

四
軛

欲
軛

有
軛

無
明
軛
、
見
軛

（T
27. 247b22

）

四
暴
流

欲
暴
流

有
暴
流

無
明
暴
流
、
見
暴
流

（T
27. 247b23

）

四
取

欲
取

我
語
取

戒
禁
取
、
見
取

（T
27. 247b28

）

櫻
部
﹇1955

﹈pp. 24-25

参
照
︒

（
略
号
）

AK
Bh : P.Pradhan ed.. Abhidharm

akośabhās

4ya, Patna 1967.
AK

Vy : U
.W

ogihara ed.. Abhidharm
akośavyākhyā, Tokyo 1932-36 

山
喜
房
佛
書
林, 

『
婆
沙
論
』：『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』（
玄
奘
訳 T27. N

o. 1545

）

『
倶
舎
論
』：『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』（
玄
奘
訳T29. N

o. 1558
）

『
順
正
理
論
』：『
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
』（
玄
奘
訳T29. N

o. 1562
）

加
藤
﹇1989

﹈：
加
藤
純
章
『
経
量
部
の
研
究
』
春
秋
社
︐
１
９
８
９
年
．

櫻
部
﹇1955

﹈：
櫻
部
建
﹁
九
十
八
随
眠
説
の
成
立
に
つ
い
て
﹂『
大
谷
学
報
』35(3), pp. 20-30, 

１
９
５
５
年
．

202122
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西
村
﹇2002

﹈：
西
村
実
則
『
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
学　

倶
舎
論
の
煩
悩
論
』
法
藏
館
︐
２
０
０
２
年
．

（
参
考
文
献
）

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

随
眠
品
』
大
蔵
出
版
︐
２
０
０
７
年
．

・
加
藤
純
章
『
経
量
部
の
研
究
』
春
秋
社
︐
１
９
８
９
年
．

・
櫻
部
建
﹁
九
十
八
随
眠
説
の
成
立
に
つ
い
て
﹂『
大
谷
学
報
』35(3), pp. 20-30, 

１
９
５
５
年
．

・
櫻
部
建
・
小
谷
信
千
代
・
本
庄
良
文
『
倶
舎
論
の
原
典
研
究 

智
品
・
定
品
』
大
蔵
出
版
︐
２
０
０
４
年
．

・
佐
々
木
現
順
編
『
煩
悩
の
研
究
』
清
水
弘
文
堂
︐
１
９
７
５
年
．

・
西
村
実
則
『
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
学 
倶
舎
論
の
煩
悩
論
』
法
藏
館
︐
２
０
０
２
年
．

・ 

西
村
実
則
﹁
初
期
イ
ン
ド
仏
教
に
み
る
天
界
と
出
家
﹂

　
『
大
正
大
學
研
究
紀
要
、
人
間
學
部
・
文
學
部
』94, pp. 1-28.

２
０
０
９
年
．

・
水
野
弘
元
『
パ
ー
リ
佛
教
を
中
心
と
し
た
佛
教
の
心
識
論
』
山
喜
房
佛
書
林
︐
１
９
６
４
年
．

・
山
口
益
・
舟
橋
一
哉
『
倶
舎
論
の
原
典
解
明 
世
間
品
』
法
蔵
館
︐
１
９
５
５
年
．

・
仏
教
思
想
研
究
会
編
『
仏
教
思
想
１ 

愛
』
平
楽
寺
書
店
︐
１
９
７
５
年
．

（
当
論
文
は
平
成
26
年
度
臨
済
宗
妙
心
寺
派
花
園
大
学
研
究
助
成
の
成
果
で
あ
る
︒）


