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契
経
は
世
親
に
と
っ
て
有
部
を
破
す
る
一
本
鎗
で
あ
る

─
蘊
の
実
有
・
仮
有
を
め
ぐ
る
論
争
─

箕　
　

浦　
　

暁　
　

雄

一　

問
題
の
所
在

　

教
説
の
整
理
・
分
析
と
い
う
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
営
み
が
開
始
さ
れ
る
と
、
生
活
経
験
の
拠
り
所
と
我
々
が
見
な
し
て
い
る
五
蘊
が
〝
存
在

す
る
〞
と
い
う
事
態
を
ど
の
よ
う
に
了
解
す
る
の
か
に
つ
い
て
き
わ
め
て
精
緻
に
記
述
す
る
こ
と
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
く
。
五
蘊
が

存
在
す
る
と
し
て
も
、
蘊
（skandha

）
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
だ
と
見
な
す
の
か
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
実

有
（dravyasat

）
と
し
て
な
の
か
、
仮
有
（prajñaptisat
）
と
し
て
な
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
（
世
親
）
の
『
俱
舎

論
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
地
域
の
俱
舎
学
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
議
論
は
い
か
に
も
ア
ビ
ダ
ル
マ
然
と
し
た
非
常
に
難
解
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の

蘊
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
江
戸
時
代
の
教
学
者
で
あ
る
赤
松
法
宣
は
『
俱
舎
論
』
を
講
じ
た
際
に
、
論
主
た
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
と
説
一
切

有
部
論
師
の
姿
勢
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
評
す
る
。

上
來
、
論
主
と
有
部
と
爭
う
が
、
有
部
が
手
を
か
え
品
を
か
え
て
返
答
す
れ
ど
も
論
主
の
方
は
一
筋
に
契
經
の
說
を
定
木
と
し
て

破
し
玉
う
。
此
の
契
經
は
論
主
有
部
を
破
す
る
一
本
鎗
な
り
。
有
部
の
方
は
も
は
や
手
が
つ
き
た
ゆ
え
、
此
の
上
は
契
經
の
一
本
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鎗
に
手
を
か
け
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
。
依
て
、
今
、
有
部
は
無
理
に
契
經
を
會
通
す
。

 

（『
俱
舎
論
講
義
』
巻
之
二
上
、
百
十
七
頁＊
＊

）

　
『
俱
舎
論
講
義
』
と
し
て
残
さ
れ
て
き
た
赤
松
法
宣
の
講
義
は
、
驚
く
ほ
ど
巧
み
に
議
論
の
文
脈
を
摑
み
取
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
評
し

て
い
る
。『
俱
舎
論
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
や
諸
訳
、
そ
れ
に
対
す
る
諸
註
釈
書
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
や
諸
訳
を
容
易
に
参
照

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、『
俱
舎
論
講
義
』
の
資
料
的
価
値
は
色
褪
せ
て
い
な
い
。

　

さ
て
、
赤
松
法
宣
の
こ
の
論
評
は
確
か
に
成
り
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
『
俱
舎
論
』
の
な
か
で
投
げ
ら
れ
た
ヴ
ァ

ス
バ
ン
ド
ゥ
の
見
解
を
受
け
と
め
た
か
ら
こ
そ
、
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
は
『
順
正
理
論
』
に
お
い
て
、
我
々
説
一
切
有
部
は
最
初
か
ら
一
貫
し

て
釈
尊
の
教
説
を
で
き
る
か
ぎ
り
正
し
く
摑
み
取
ろ
う
と
す
る
態
度
を
持
っ
て
い
る
と
力
説
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
実
有
・
仮
有
の
論
争
が
無
味
乾
燥
で
煩
瑣
な
議
論
だ
と
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
は
仏
道
の
課
題
と
こ
の

議
論
と
の
関
係
が
見
定
め
難
い
と
い
う
戸
惑
い
の
反
応
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
こ
で
、
仏
道
の
課
題
に
照
ら
し
て
五
蘊
の
定
立

に
つ
い
て
ア
ビ
ダ
ル
マ
が
い
か
な
る
態
度
で
議
論
を
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
れ
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
何
の
た
め
に
蘊
処
界
が
説
か
れ
る
と
説
一
切
有
部
が
受
け
と
め
て
い
る
か
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
例
え
ば

『
俱
舎
論
』
を
参
照
す
る
と
、
蘊
の
実
有
・
仮
有
に
つ
い
て
言
及
し
た
後
す
ぐ
に
、「
世
尊
は
何
の
た
め
に
蘊
な
ど
（
蘊
処
界
）
に
よ
っ
て
三

種
の
説
を
な
さ
れ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
提
示
し
、
所
化
の
有
情
に
は
「
愚
か
さ
と
〔
機
〕
根
と
愛
楽
と
に
つ
い
て
三
種
が
あ
る
か
ら
、

蘊
な
ど
の
三
つ
の
説
が
あ
る
」（『
俱
舎
論
』
第
一
章
「
界
品
」
第
20 

偈
cd
句
）
と
述
べ
て
い
る＊
＊

。
そ
こ
で
、
蘊
処
界
が
説
か
れ
る
の
は
、
有
情

に
は
何
に
対
す
る
愚
か
さ
が
あ
る
か
ら
な
の
か
。
蘊
処
界
が
説
か
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
機
根
の
有
情
に
対
し
て
な
の
か
。
蘊

処
界
が
説
か
れ
る
の
は
、
有
情
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
求
め
る
か
ら
な
の
か
。
三
つ
に
分
け
て
説
明
す
る
。
整
理
し
て
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で

あ
る
。
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蘊

処

界

愚
か
さ

総
じ
て
我
に
固
執
す
る
点
か
ら
心
所
に
対
し

て
愚
か

色
だ
け
に
対
し
て
愚
か

色
と
心
所
に
対
し
て
愚
か

機
根

利
根

中
根

鈍
根

愛
楽

教
説
の
文
言
が
要
約
し
て
説
か
れ
る
の
を
求

め
る

中
程
度
に
説
か
れ
る
の
を
求
め
る

広
く
説
か
れ
る
の
を
求
め
る

　

こ
れ
は
蘊
処
界
の
別
を
説
く
理
由
を
述
べ
る
と
い
う
文
脈
に
お
け
る
説
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
、
苦
悩
す
る
存
在
で
あ
る
凡
夫

の
あ
り
方
に
応
じ
て
蘊
な
ど
を
説
く
と
述
べ
て
い
る
。
釈
尊
に
よ
る
蘊
の
教
説
は
こ
う
し
た
構
え
を
持
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
ア
ビ
ダ
ル

マ
の
整
理
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
、
こ
の
小
論
で
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
と
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
が
い
か

な
る
視
点
で
蘊
の
実
有
・
仮
有
を
め
ぐ
る
議
論
を
展
開
す
る
の
か
に
つ
い
て
確
か
め
る
こ
と
に
す
る＊
＊

。

二　
『
大
毘
婆
沙
論
』
に
見
ら
れ
る
蘊
の
定
立
を
め
ぐ
る
論
説

　

初
期
の
説
一
切
有
部
論
書
い
わ
ゆ
る
六
足
論
に
は
、『
俱
舎
論
』
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
経
に
説
か
れ
て
き
た
蘊
の
意
味
を“rāśi”

（
積
聚
）
と
明
確
化
し
て
い
く
よ
う
な
表
現
は
な
く
、
蘊
が
実
有
か
仮
有
か
と
い
う
議
論
も
見
ら
れ
な
い
。

　

と
は
い
え
、
蘊
を
何
ら
か
の
集
合
を
表
す
も
の
と
し
て
最
初
か
ら
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
否
定
さ
れ
得
な
い
。
説
一
切
有

部
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
師
が
五
蘊
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に
一
貫
し
て
基
づ
く
経
言
が
あ
り
、『
集
異
門
足
論
』
は
そ
の
経
言
を
解
釈
す
る＊
＊

。

『
集
異
門
足
論
』
に
蘊
の
意
味
を
規
定
す
る
よ
う
な
記
述
は
な
い
と
は
い
え
、
後
の
諸
論
書
に
お
け
る
蘊
の
意
味
に
つ
い
て
の
言
明
が

『
集
異
門
足
論
』
を
土
台
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
経
言
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ
る
。
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さ
て
、
蘊
の
意
味
を
問
う
よ
う
な
記
述
が
最
初
に
明
確
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
『
大
毘
婆
沙
論
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
通
り

で
あ
る
。恃

命
憍
逸
者
が
爲
に
五
蘊
を
説
く
。
謂
わ
く
積
聚
の
義
は
是
れ
蘊
の
義
な
り
。
有
爲
の
積
聚
は
尋
い
で
散
滅
す
る
が
故
に
。

 

（『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
七
十
一
「
結
蘊＊
＊

」）

　
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
こ
の
箇
所
は
、
仏
陀
は
い
ず
れ
の
所
化
の
有
情
の
た
め
に
蘊
処
界
の
広
説
と
略
説
と
に
つ
い
て
説
く
の
か
と
の
問

い
を
立
て
て
解
説
を
は
じ
め
る
と
い
う
文
脈
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
命
を
頼
み
と
す
る
よ
う
な
驕
り
を
持
つ
者
の
た
め
に
五
蘊

を
説
く
と
い
う
言
及
に
注
意
を
し
て
お
い
て
よ
い
。
ま
た
、
こ
こ
に
「
積
聚
義
是
蘊
義
」
と
の
記
述
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
『
大
毘
婆
沙

論
』
の
記
述
は
、
そ
の
ま
ま
『
雑
阿
毘
曇
心
論
』
に
見
ら
れ
る
（『
雑
阿
毘
曇
心
論
』
巻
第
一
「
界
品
」「
恃
命
憍
逸
が
爲
に
陰
を
説
く
。
陰
は
死
の

法
な
る
を
以
て
の
故
に＊
＊

。」）。『
俱
舎
論
』
が
蘊
処
界
を
説
く
理
由
を
「
愚
か
さ
と
〔
機
〕
根
と
愛
楽
と
に
つ
い
て
三
種
が
あ
る
か
ら
」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
大
毘
婆
沙
論
』
以
降
、
蘊
処
界
と
い
う
教
説
の
意
図
が
繰
り
返
し
確
か
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
七
十
四
「
結
蘊
」
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

問
う
。
何
の
故
に
蘊
と
名
づ
く
や
。
蘊
は
是
れ
何
の
義
な
る
や
。
答
え
る
。（
Ａ
）
聚
の
義
は
是
れ
蘊
の
義
な
り
。（
Ｂ
）
合
の
義
は
是

れ
蘊
の
義
な
り
。（
Ｃ
）
積
の
義
は
是
れ
蘊
の
義
な
り
。（
Ｄ
）
略
の
義
は
是
れ
蘊
の
義
な
り
。（
Ｅ
）
若
し
く
は
世
の
施
設
は
即
ち
蘊
の
施

設
、（
Ｆ
）
若
し
く
は
多
の
増
語
は
即
ち
蘊
の
増
語
な
り
。

（
Ａ
）
聚
の
義
は
是
れ
蘊
の
義
な
る
は
、
謂
わ
く
「
諸
の
あ
ら
ゆ
る
色
に
し
て
、
若
し
く
は
過
去
若
し
く
は
未
來
若
し
く
は
現
在
、
廣
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説
乃
至
、
若
し
く
は
遠
若
し
く
は
近
、
是
く
の
如
き
一
切
總
じ
て
一
聚
と
爲
し
、
立
て
て
色
蘊
と
爲
す
。
乃
至
、
識
蘊
の
聚
の
義

も
亦
た
爾
り
」。
─
（
以
下
（
Ｂ
）
か
ら
（
Ｆ
）
の
解
説
箇
所
は
省
略
）。

 

（『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
七
十
四
「
結
蘊＊
＊

」）

　

旧
訳
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
と
異
訳
『
鞞
婆
沙
論
』
に
も
、
こ
こ
に
対
応
す
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
文
章
に
は
各
々
多
少
の
相
違

は
あ
る
も
の
の
、
内
容
は
同
一
で
あ
る＊
＊

。『
大
毘
婆
沙
論
』『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』『
鞞
婆
沙
論
』
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
蘊
の
意
味
を
め
ぐ

る
こ
の
一
連
の
論
説
に
お
い
て
は
、
蘊
が
実
有
か
仮
有
か
と
い
う
踏
み
込
ん
だ
議
論
は
な
さ
れ
な
い＊
＊

。

三　
『
阿
毘
曇
心
論
経
』
に
お
け
る
蘊
の
意
味
を
問
う
論
説

　
『
阿
毘
曇
心
論
経
』
に
な
る
と
、
聚
が
蘊
の
意
味
で
あ
る
な
ら
蘊
は
た
だ
仮
名
で
あ
っ
て
実
事
が
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
蘊
の
定
立
に
つ
い
て
確
か
め
よ
う
と
す
る
論
説
が
見
ら
れ
る
。『
阿
毘
曇
心
論
経
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
決
定
的
な
こ
と
は
言
え
ず
、

判
然
と
し
な
い
と
い
う
他
な
い
が
、
こ
う
し
た
問
い
の
提
起
は
『
阿
毘
曇
心
論
経
』
成
立
時
か
そ
れ
に
先
立
つ
と
こ
ろ
で
よ
り
強
く
意
識

さ
れ
は
じ
め
た
も
の
と
推
測
す
る
し
か
な
い
。

問
う
て
曰
わ
く
。
蔭
の
義
は
云
何
。
答
え
て
曰
わ
く
。
聚
の
義
は
是
れ
蔭
の
義
な
り
。
問
う
て
曰
わ
く
。
若
し
是
の
如
く
ん
ば
蔭

は
但
だ
假
名
に
し
て
實
事
有
る
こ
と
無
け
ん
。
但
だ
一
物
の
有
聚
の
名
を
得
す
る
に
非
ず
。
和
合
の
故
に
聚
と
名
づ
く
れ
ば
な
り
。

答
え
て
曰
わ
く
。
但
だ
相
有
る
の
み
に
非
ず
、
亦
た
實
事
有
り
。
此
の
事
有
ら
ば
便
ち
彼
の
相
有
る
が
故
に
蔭
に
相
有
り
。
佛
所

説
の
礙
相
は
是
れ
色
蔭
な
り
等
の
如
し
。
是
の
故
に
事
有
り
て
、
界
等
の
所
攝
・
智
・
識
・
使
等
の
境
界
、
四
聖
諦
の
如
し
。
故

に
蔭
に
事
有
り
て
但
だ
假
名
に
非
ず
。
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（『
阿
毘
曇
心
論
経
』
巻
第
一
、
第
一
章
「
界
品＊＊
＊

」）

　

蘊
と
は
、
蘊
と
し
て
の
相
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
事
な
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
何
ら
か
の
集
積
（
聚
）
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は
た

だ
仮
名
だ
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
説
一
切
有
部
の
主
張
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。

四　
『
俱
舎
論
』
に
お
け
る
蘊
の
実
有
・
仮
有
を
め
ぐ
る
論
説

　

説
一
切
有
部
論
書
が
五
蘊
に
つ
い
て
語
り
出
す
と
き
、
ま
ず
も
っ
て
次
の
教
説
を
根
拠
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
。

『
俱
舎
論
』
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
言
を
引
い
て
お
こ
う
。

「
色
で
あ
れ
ば
何
で
あ
っ
て
も
、〔
つ
ま
り
〕
過
去
か
未
来
か
現
在
の
、
あ
る
い
は
内
か
外
の
、
あ
る
い
は
粗
い
か
細
か
い
、
あ
る

い
は
劣
っ
て
い
る
か
勝
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
遠
い
か
近
い
も
の
、
そ
の
よ
う
な
す
べ
て
を
一
つ
に
集
め
て
色
蘊
と
名
付
け
る
」

と
経
の
な
か
で
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
蘊
と
は
集
積
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
成
立
す
る
。

 

（『
俱
舎
論
』
第
一
章
「
界
品＊＊
＊

」）

　
『
俱
舎
論
』
は
、
蘊
の
意
味
を
解
説
す
る
た
め
に
ま
ず
こ
の
経
を
引
き
、
過
去
・
未
来
・
現
在
や
内
・
外
な
ど
、
こ
の
経
の
文
言
を
ひ
と

つ
ひ
と
つ
解
説
す
る
。
こ
う
し
た
説
明
の
仕
方
は
『
集
異
門
足
論
』
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
俱
舎
論
』
は
、
次
の
よ
う
に

問
い
を
立
て
る
。

も
し
蘊
の
意
味
が
集
積
の
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
諸
蘊
は
仮
有
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
多
く
の
実
物
が
集
ま
る
か
ら
で
あ
り
、
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〔
例
え
ば
、
穀
物
の
〕
集
積
や
、〔
流
転
す
る
主
体
と
し
て
の
〕
プ
ド
ガ
ラ
の
よ
う
に
で
あ
る
。〔
し
か
し
、
そ
う
で
は
〕
な
い
。
実

物
の
極
微
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
も
〔
色
〕
蘊
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、「
蘊
の
意
味
が
集
積
の
意
味
で
あ
る
」

と
言
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
ひ
と
つ
の
も
の
は
集
積
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
蘊
の
意
味
は
、
果
と
い
う
荷
物
を
担
ぐ
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
他
の
者
た
ち
は
〔
言
う
〕。
あ
る
い
は
、
部
分
の
意
味
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
三
分
割
で
返
し
な
さ
い
。
払
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
〔
の
解
釈
〕
は
経
を
逸

脱
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、「
色
で
あ
れ
ば
何
で
あ
っ
て
も
、〔
つ
ま
り
〕
過
去
か
未
来
か
現
在
の
」
云
々
と
、
経
は
集
積
の
意

味
の
み
言
及
す
る
か
ら
で
あ
る
。〔
も
っ
と
も
〕「
過
去
な
ど
の
色
は
単
独
で
蘊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
で
は
理
解
さ
れ
て

い
る
。
各
々
の
こ
の
過
去
な
ど
の
色
が
個
々
に
色
蘊
で
あ
る
」
と
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
各
々
の
そ
れ
を

一
つ
に
纏
め
て
」
と
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
ま
さ
に
〔
穀
物
の
〕
集
積
の
よ
う
に
、
諸
蘊
は
仮
有
な
の
で
あ
る
。

 

（『
俱
舎
論
』
第
一
章
「
界
品＊＊
＊

」）

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
経
言
を
根
拠
に
し
て
蘊
は
集
積
（
聚rāśi

）
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
成
立
す
る
と
ま
ず
は
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
蘊
が
集
積
の
意
味
で
あ
る
な
ら
、
蘊
そ
れ
自
体
は
多
く
の
も
の
が
集
ま
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
穀
物
や
プ
ド
ガ
ラ
の
よ
う
に
仮
有

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
疑
義
を
提
起
す
る
。
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
の
『
俱
舎
論
』
註
釈
書
は
、
蘊
が
仮
有
で
あ
る
と
は
師
（ācārya

）
の
見
解

で
あ
る
と
註
釈
し
て
い
る＊＊＊
。

五　
『
順
正
理
論
』
か
ら
知
り
得
る
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
着
眼
点

　

サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
（
衆
賢
）
は
伝
統
的
な
説
一
切
有
部
説
を
堅
持
す
る
。
説
一
切
有
部
正
統
説
に
対
す
る
異
説
と
対
峙
し
つ
つ
、『
俱
舎
論
』

以
前
の
論
書
が
持
っ
て
い
た
伝
統
的
教
学
理
解
の
正
当
性
を
再
確
定
す
る
と
い
う
姿
勢
を
持
つ
。
説
一
切
有
部
の
伝
統
的
理
解
の
正
当
性
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を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
の
論
書
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
解
釈
を
展
開
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
こ
う
し
た
思
想
史
に
お

け
る
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
位
置
は
夙
に
知
ら
れ
て
き
た
し
、
議
論
の
主
題
に
よ
っ
て
は
具
体
的
に
確
か
め
ら
れ
て
き
た＊＊＊
。
で
は
、『
順
正
理

論
』
に
お
け
る
蘊
の
解
釈
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

若
し
聚
の
義
を
以
て
蘊
の
義
を
釋
せ
ば
、
蘊
は
則
ち
實
に
非
ず
。
聚
は
是
れ
假
な
る
が
故
に
。
此
の
難
、
然
ら
ず
。
聚
の
所
依
に

於
い
て
義
の
言
を
立
つ
る
が
故
に
、
聚
は
即
ち
義
に
非
ず
。
義
は
是
れ
實
物
名
の
差
別
に
し
て
聚
は
實
に
非
ざ
る
が
故
に
。
此
の

釋
、
經
に
大
義
趣
有
る
こ
と
を
顯
す
。
謂
わ
く
聚
と
言
う
も
聚
の
所
依
を
離
れ
別
の
實
有
の
聚
の
體
得
べ
き
こ
と
無
き
が
如
し
。

是
の
如
く
我
と
言
う
も
色
等
の
蘊
の
外
に
應
に
別
に
實
有
の
我
の
體
を
求
む
べ
か
ら
ず
。
蘊
の
相
續
の
中
、
我
を
假
説
す
る
が
故

に
。
世
間
の
聚
の
如
く
我
も
實
有
に
非
ず
。

 

（『
順
正
理
論
』
第
一
章
「
界
品＊＊
＊

」）

「〝
蘊
の
意
味
が
集
積
の
意
味
で
あ
る
〞
と
〔
言
う
べ
き
〕
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
〔
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
〕
言
う
の
で
、

最
初
の
「
集
積
を
所
依
と
す
る
こ
と
が
こ
の
場
合
の
〔
蘊
の
〕
意
味
で
あ
り
、
集
積
そ
の
も
の
が
〔
蘊
の
意
味
〕
で
は
な
い
。〔
蘊

の
〕
意
味
は
実
物
の
同
義
語
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
集
積
は
実
物
で
は
な
い
」
と
師
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
は
〔
言
う
〕。

 

（
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
『
俱
舎
論
』
註
釈
書T

＊＊
＊

attvārthā

）

　

こ
こ
に
『
順
正
理
論
』
と
、
そ
の
『
順
正
理
論
』
を
引
く
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
に
よ
る
『
俱
舎
論
』
註
釈
書Tattvārthā

を
並
べ
て
示
し

た
。
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
は
、
聚
（
集
積rāśi

）
の
意
味
で
蘊
を
解
釈
す
る
な
ら
、
蘊
は
実
有
で
は
な
く
仮
有
と
な
る
と
い
う
論
難
は
妥
当
で
は

な
い
と
主
張
す
る
。
聚
と
は
、
所
依
（
取upādāna

）
と
い
う
点
で
の
言
明
だ
と
言
う
。
受
け
取
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
己
の
も
の
と
す
る

こ
と
を
含
意
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
集
積
と
い
う
こ
と
自
体
が
蘊
の
意
味
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
に
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よ
る
反
駁
の
焦
点
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

説
一
切
有
部
説
へ
の
批
判
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
は
、
集
積
と
い
う
こ
と
自
体
を
も
っ
て
蘊
の
意
味
だ
と
言
っ
て
い
る

の
で
は
決
し
て
な
い
と
言
い
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
経
に
は
大
き
な
意
趣
が
あ
っ
て
、
集
積
を
自
己
の
も
の
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
離
れ
、

別
に
実
有
な
る
集
積
と
い
う
体
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
意
図
し
て
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点

で
教
説
を
受
け
と
め
て
お
く
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
は
、
苦
悩
の
生
起
へ
と
繫
が
る
執
着
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
教
説
の
課
題
意
識
に
立
ち
返
ろ
う
と
し
て
い
る
。『
順
正

理
論
』
に
お
け
る
言
及
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
蘊
の
実
有
・
仮
有
の
論
争
は
五
蘊
が
私
た
ち
の
拠
り
所
に
な
ら
な
い
と
い
う

問
題
意
識
を
抜
き
に
論
じ
得
な
い
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
よ
る
「
蘊
は
仮
有
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は

教
説
の
何
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
、
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
は
訴
え
か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
で
読
み
解

く
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
判
然
と
し
な
い
。
と
は
い
え
、
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
発
言
を
受
け
る
な
ら
、
最
終
的
に
我
々
は
こ
こ
ま
で
議
論

を
詰
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
再
び
『
俱
舎
論
』
に
戻
る
な
ら
、『
俱
舎
論
』
に
は
他
の
者
た
ち
（
有
餘
師
）
に
よ
る
「
蘊
の
意
味
は
、
果
と
い
う
荷
物

を
担
ぐ
と
い
う
意
味
が
あ
る
」
と
い
う
見
解
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
た
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
こ
う
し
た
解
釈
が
「
経
を
逸
脱
し

て
い
る
」
と
批
判
し
た
。
経
は
集
積
の
意
味
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て
い
る
と
い
う
の
が
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
教
説
の
受
け
と
め
方
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
は
こ
の
解
釈
が
経
を
逸
脱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

有
餘
師
説
く
「
分
段
の
義
は
是
れ
蘊
の
義
な
る
べ
し
。
諸
の
有
爲
法
皆
過
去
未
來
現
在
の
三
分
段
有
る
が
故
に
」
と
。
經
主
「
此

の
釋
は
經
を
越
ゆ
」
と
決
判
す
。
今
謂
う
「
然
ら
ず
」
と
。
理
に
違
わ
ざ
る
が
故
に
。
處
界
の
二
義
は
豈
に
經
を
越
え
ざ
ら
ん
や
。

而
も
其
の
中
に
於
い
て
攝
取
し
正
と
爲
す
。
復
た
何
の
理
有
り
て
唯
だ
蘊
の
義
の
中
固
く
經
證
を
求
め
、
處
界
の
義
に
於
い
て
唯
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だ
理
釋
に
依
り
、
絶
へ
て
經
を
求
め
ざ
る
や
。
此
の
義
を
觀
じ
て
言
う
「
朋
黨
を
專
ら
に
す
る
に
似
た
り
」
と
。
故
に
應
に
彼
の

如
く
理
に
據
る
も
違
う
こ
と
無
か
る
べ
し
。

 

（『
順
正
理
論
』
第
一
章
「
界
品＊＊
＊

」）

　

蘊
処
界
の
う
ち
、
た
だ
蘊
の
意
味
に
お
い
て
の
み
教
証
を
求
め
、
処
界
の
意
味
に
お
い
て
は
理
証
に
よ
っ
て
教
証
を
求
め
な
い
の
か
と

サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
は
批
判
的
に
言
及
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
解
釈
の
姿
勢
を
「
朋
黨
を
專
ら
に
す
る
に
似
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
サ
ン
ガ

バ
ド
ラ
の
批
評
は
辛
辣
で
あ
る
。

六　

結
び

　

本
稿
で
確
か
め
た
よ
う
な
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
主
張
に
対
し
て
、『
俱
舎
論
』
の
註
釈
書
を
著
し
た
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
論

評
す
る
。極

微
は
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
も
蘊
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
極
微
は
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
も
「
蘊
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
い
な
ら
、

諸
蘊
は
自
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
か
ら
、
処
と
界
と
同
様
に
諸
蘊
に
諸
法
の
自
性
に
よ
る
包
摂
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う

の
は
、
自
性
は
仮
有
と
し
て
有
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 

（
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
『
俱
舎
論
』
註
釈
書T

＊＊
＊

attvārthā

）

　

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
、
以
上
の
よ
う
に
註
釈
し
た
う
え
で
、
先
に
紹
介
し
た
「
集
積
を
所
依
と
す
る
こ
と
が
こ
の
場
合
の
〔
蘊
の
〕
意

味
で
あ
り
、
集
積
そ
の
も
の
が
〔
蘊
の
意
味
〕
で
は
な
い
。〔
蘊
の
〕
意
味
は
実
物
の
同
義
語
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
集
積
は
実
物
で
は
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な
い
」
と
い
う
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
見
解
を
引
く
。
そ
し
て
、〝
覚
知
（buddhi

）
に
よ
る
略
聚
〞
に
よ
っ
て
集
積
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
ち

得
る
か
ら
、
蘊
は
仮
有
で
は
な
い
と
い
う
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
見
解
を
引
く
。
そ
の
う
え
で
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
、
是
の
如
く
で
あ
っ
て

も
、
経
と
矛
盾
す
る
と
述
べ
て
、「〝
各
々
の
そ
れ
を
一
つ
に
纏
め
て
色
蘊
と
い
う
こ
と
に
な
る
〞
と
〔
経
に
〕
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る＊＊＊
」

と
『
俱
舎
論
』
に
沿
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
。
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
と
は
ま
た
別
の
観
点
で
、
教
証
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
議
論
に
お
い
て
は
、
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
と
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
見
解
の
落
差
は
大
き
い
ま
ま
で
あ
る
。

　

以
上
の
通
り
、
こ
の
小
論
で
は
、
専
ら
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
が
持
っ
て
い
る
解
釈
の
視
点
を
描
き
出
す
こ
と
に
努
め
た
。
初
期
の
論
書
で
あ

る
『
集
異
門
足
論
』
に
お
け
る
教
説
の
整
理
と
分
析
が
後
に
引
き
受
け
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
蘊
が
実
有
か
仮
有
か
と
い
う
議
論
が
起
こ

っ
て
く
る
。
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
は
、
苦
悩
と
い
う
問
題
圏
に
お
い
て
五
蘊
は
理
解
さ
れ
る
べ
き
と
再
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蘊
が
仮
有

で
あ
る
と
い
う
主
張
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
視
点
を
こ
の
よ
う
に
見
定
め
た
と
し
て
も
、
蘊
の
実
有
・
仮
有
の
論
争

と
は
釈
尊
の
教
説
を
受
け
と
め
る
う
え
で
い
か
な
る
問
題
で
あ
っ
た
の
か
を
全
面
的
に
明
ら
か
に
し
得
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
だ
整
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
別
稿
を
期
す
。

略
号

A
K

B
h 

A
bhidharm

akośabhāṣya.

 
 Ejim

a, Yasunori, ed., Abhidharm
akośabhāṣya of Vasubandhu C

hapter I: D
hātunirdeśa, B

ibliotheca Indologica et B
uddhologica 1, Tokyo: 

Sankibo Press, 1989.
D

erge 

デ
ル
ゲ
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経

Peking 

北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経

SA
 

Sphuṭārthā A
bhidharm

akośavyākhyā.

 
 W

ogih ara, U
., ed., Sphuṭārthā, Abhidharm

akośavyākhyā, Tokyo: Sankibo B
uddhist B

ook Store, 1936.
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SN
 

Saṃ
yutta-nikāya, The Pāli Text Society.

TA
 

Tattvārthā A
bhidharm

akośabhāṣyaṭīkā.

 
Peking N

o. 5875, D
erge N

o. 4421.
 

 
蘇
軍
「
敦
煌
本
安
慧
阿
毘
達
磨
俱
舎
論
実
義
疏
発
現
漢
訳
新
本
」『
佛
学
研
究
』
中
国
佛
教
文
化
研
究
所
学
報
、
一
九
九
三
年
（「
阿
毘
達
磨
俱
舎

論
実
義
疏
」
方
廣
錩
主
編
『
藏
外
佛
教
文
獻
』
第
一
輯
、
宗
教
文
化
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
一
七
〇—

二
五
〇
頁
再
録
〉

大
正
蔵 

大
正
新
修
大
蔵
経

註＊
１ 

赤
松
法
宣
『
俱
舎
論
講
義
』（
櫻
井
寶
鈴
編
、
四
書
館
、
一
八
九
八
年
、
巻
之
二
上
、
百
十
七
頁
）
参
照
。
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
現
代
仮
名
遣
い
に

改
め
た
う
え
で
原
文
の
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
変
え
句
読
点
を
付
し
た
。

＊
２ 

『
俱
舎
論
』
第
一
章
「
界
品
」
第
20
偈
cd
句
（[A

K
B

h Ejim
a ed., 22.13] m

ohendriyarucitraidhāt tisraḥ skandhādideśanāḥ//20cd//

）
を
含
む
当

該
箇
所
（A

K
B

h Ejim
a ed., 22.11‒19

）
を
参
照
の
こ
と
。

＊
３ 

先
行
研
究
と
し
て
、
加
藤
純
章
『
経
量
部
の
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
、
一
七
三—

一
七
六
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

＊
４ 

色
蘊
の
解
説
（『
集
異
門
足
論
』
巻
第
十
一
「
五
法
品
」﹇
大
正
蔵
二
十
六 412a2‒c5

﹈）
の
な
か
で
経
の
文
言
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
説
明
さ
れ
る
。
当
該

経
典
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

＊
５ 

『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
七
十
一
「
結
蘊
」﹇
大
正
蔵
二
十
七 367a15‒16

﹈
恃
命
憍
逸
者
爲
説
五
蘊
。
謂
積
聚
義
是
蘊
義
。
有
爲
積
聚
尋
散
滅
故
。

＊
６ 

『
雑
阿
毘
曇
心
論
』
巻
第
一
「
界
品
」﹇
大
正
蔵
二
十
八 874a21
﹈
恃
命
憍
逸
爲
説
陰
。
以
陰
死
法
故
。

＊
７ 

『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
七
十
四
「
結
蘊
」﹇
大
正
蔵
二
十
七 383c15‒384a25

﹈
問
。
何
故
名
蘊
。
蘊
是
何
義
。
答
。（
Ａ
）
聚
義
是
蘊
義
。（
Ｂ
）
合
義
是
蘊

義
。（
Ｃ
）
積
義
是
蘊
義
。（
Ｄ
）
略
義
是
蘊
義
。（
Ｅ
）
若
世
施
設
即
蘊
施
設
。（
Ｆ
）
若
多
増
語
即
蘊
増
語
。（
Ａ
）
聚
義
是
蘊
義
者
、
謂
「
諸
所
有
色
、
若
過
去
若
未
來

若
現
在
、
廣
説
乃
至
、
若
遠
若
近
、
如
是
一
切
總
爲
一
聚
、
立
爲
色
蘊
、
乃
至
識
蘊
聚
義
亦
爾
」。
─
以
下
略
。
か
ぎ
括
弧
は
経
の
引
用
で
あ
る
。
こ
の
経

に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。

＊
８ 

『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
巻
第
三
十
九
﹇
大
正
蔵
二
十
八 288a11ff

﹈
と
異
訳
『
鞞
婆
沙
論
』
巻
第
六
﹇
大
正
蔵
二
十
八 458a29ff

﹈
に
対
応
す
る
。

＊
９ 

こ
の
箇
所
で
は
『
大
毘
婆
沙
論
』
に
の
み
「
仮
蘊
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
蘊
の
実
有
・
仮
有
を
め
ぐ
る
議
論
が
こ
こ
で
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
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は
な
い
。
蘊
を
多
の
同
義
語
「
多
増
語
即
蘊
増
語
」
と
了
解
す
る
場
合
、
一
つ
の
極
微
を
も
っ
て
色
蘊
で
あ
り
得
る
の
か
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
る
。
論

師
名
等
に
は
言
及
せ
ず
二
つ
の
説
が
引
か
れ
、
最
後
に
「
阿
毘
達
磨
諸
論
師
言
わ
く
」
と
し
て
第
三
の
説
が
引
か
れ
る
。
第
一
説
は
、
一
極
微
が
色
蘊
で
あ

る
と
見
な
す
べ
き
で
な
く
、
色
蘊
を
定
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
多
極
微
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
第
二
説
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
極
微
に
蘊
の
相

が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
に
色
蘊
を
定
立
す
べ
き
で
あ
り
、
も
し
一
極
微
に
色
蘊
の
相
が
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
集
合
も
ま
た
蘊
で
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
第
三
説
（
阿
毘
達
磨
論
師
の
説
）
は
、
も
し
仮
蘊
だ
と
観
察
す
る
な
ら
ば
一
極
微
は
一
界
一
処
一
蘊
の
部
分
で
あ

る
と
説
く
べ
き
で
あ
り
、
も
し
仮
蘊
と
観
察
し
な
い
な
ら
一
極
微
は
一
界
一
処
一
蘊
で
あ
る
と
説
く
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
極
微
説
に
つ
い

て
は
、
い
く
つ
も
の
論
考
が
あ
る
。
兵
藤
一
夫
「
初
期
瑜
伽
行
派
に
よ
る
極
微
説
批
判
（
一
）」『
佛
敎
學
セ
ミ
ナ
ー
』（
八
四
号
、
二
〇
〇
六
、
二
九
〇—

二

九
八
頁
）、
一
色
大
悟
『
順
正
理
論
に
お
け
る
法
の
認
識—

有
部
存
在
論
の
宗
教
的
基
盤
に
関
す
る
一
研
究
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
二
〇
年
、
八
六—

九

〇
頁
）、K

arunadasa, Y., The Buddhist Analysis of M
atter, Sri Lanka: D

epartm
ent of C

ultural A
ffairs of the G

overnm
ent of Sri Lanka, 1967., 

D
ham

m
ajoti K

L, Sarvāstivāda Abhidharm
a, H

ong K
ong: The B

uddha-D
harm

a C
entre of H

ong K
ong, 2002., D

ham
m

ajoti, K
L, “A

bhidharm
a 

D
ebates on the N

ature of the O
bjects of Sensory Perception,” Jou rnal of Buddhist Studies 10, 2012.

な
ど
参
照
。
た
だ
し
、
先
行
研
究
に
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
色
を
物
質
概
念
と
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
再
考
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
箕
浦
暁
雄
「
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
『
俱
舎
論
』
註
釈
書
に
お
け
る
色
蘊
の

解
釈
」（『
印
度
學
佛
敎
學
研
究
』
第
七
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
稿
で
は
極
微
論
に
踏
み
込
め
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の

先
行
研
究
に
基
づ
き
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

＊
10 

『
阿
毘
曇
心
論
経
』
巻
第
一
、
第
一
章
「
界
品
」﹇
大
正
蔵
二
十
八 834c15‒21

﹈
問
曰
。
蔭
義
云
何
。
答
曰
。
聚
義
是
蔭
義
。
問
曰
。
若
如
是
者
蔭
但

假
名
無
有
實
事
。
非
但
一
物
得
有
聚
名
。
和
合
故
名
聚
。
答
曰
。
非
但
有
相
、
亦
有
實
事
。
有
此
事
者
便
有
彼
相
故
蔭
有
相
。
如
佛
所
説
礙
相
是
色
蔭
等
。
是

故
有
事
、
界
等
所
攝
智
識
使
等
境
界
、
如
四
聖
諦
。
故
蔭
有
事
非
但
假
名
。

＊
11 

こ
こ
に
引
か
れ
る
初
期
経
典
に
つ
い
て
は
、A

K
B

h Ejim
a ed., 20 

註
（
３
）
に
詳
し
い
。
原
文
比
較
の
た
め
に
便
宜
を
図
り
、
対
応
箇
所
を
こ
こ
に

引
く
。Saṃ
yutta-nikāya [SN

 22.48] yaṃ
 kiñci bhikkhave rūpam

 atītānāgatapaccupannaṃ
 ajjhattvaṃ

 vā bahiddhā vā oḷārikaṃ
 vā sukkhum

aṃ
 vā 

hīnaṃ
 vā paṇītaṃ

 vā yaṃ
 dūre santike vā ayaṃ

 vuccati rūpakkhandho //
『
雑
阿
含
経
』﹇
大
正
蔵
二 13b15‒17

﹈
若
所
有
諸
色
、
若
過
去
若
未
來
若
現

在
、
若
内
若
外
、
若
麤
若
細
、
若
好
若
醜
、
若
遠
若
近
、
彼
一
切
總
説
色
陰
。『
集
異
門
足
論
』﹇
大
正
蔵
二
十
六 412a2‒4

﹈
諸
所
有
色
、
若
過
去
若
未
來

若
現
在
、
若
内
若
外
、
若
麁
若
細
、
若
劣
若
勝
、
若
遠
若
近
、
如
是
一
切
略
爲
一
聚
説
名
色
蘊
。『
集
異
門
足
論
』
は
こ
の
経
の
文
言
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
順
に

解
説
す
る
な
か
で
、「
是
く
の
如
き
一
切
を
略
し
て
一
聚
と
爲
し
」（
如
是
一
切
略
爲
一
聚
説
名
色
蘊
）
の
一
節
は
、「
推
度
し
、
思
惟
し
、
稱
量
し
、
觀
察
し
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て
、
集
め
て
、
一
聚
と
爲
す
」（﹇
大
正
蔵
二
十
六 412c1‒2

﹈
推
度
思
惟
稱
量
觀
察
集
爲
一
聚
）
と
説
明
す
る
。
こ
の
点
を
受
け
て
蘊
が
集
積
を
意
味
す
る

も
の
と
明
確
に
表
現
し
直
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
一
方
、「
問
題
の
所
在
」
で
述
べ
た
通
り
、
こ
の
説
明
も
ま
た
五
蘊
が
我
々
の
生
活
経
験
を
離
れ
た
存

在
概
念
で
は
な
く
、
仏
道
の
課
題
に
照
ら
し
て
省
察
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
箕
浦
暁
雄
「
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
『
五
蘊
論
註
』

翻
訳
研
究
（
一
）」（『
佛
敎
學
セ
ミ
ナ
ー
』
一
一
二
号
、
二
〇
二
〇
年
、
註
（
９
））
参
照
。『
俱
舎
論
』
第
一
章
「
界
品
」[A

K
B

h Ejim
a ed., 20.4‒8] yat 

kiṃ
cid rūpam

 atītānāgatapratyutpannam
 ādhyātm

ikaṃ
 bāhyaṃ

 vā audārikaṃ
 vā sūkṣm

aṃ
 vā hīnaṃ

 vā praṇītaṃ
 vā yad vā dūre yad vā antike tat 

s arvam
 aikadhyam

 abhisaṃ
kṣipya rūpaskandha iti saṃ

khyāṃ
 gacchati / iti vacanāt sūtre rāśyarthaḥ skandhārtha iti siddham

 /

『
俱
舎
論
』
和
訳
に

つ
い
て
は
、
櫻
部
建
『
俱
舎
論
の
研
究
』（
法
藏
館
、
一
九
六
九
年
、
一
七
二—

一
七
六
頁
）
参
照
。
玄
奘
訳
『
俱
舎
論
』
の
翻
訳de La Vallée Poussin, 

Louis, L’Abhidharm
akośa de Vasubandhu: traduction et annotations, Tom

e. 1, M
élanges chinois et bouddhiques, Volum

e X
V

I, B
ruxelles: Institut 

belge des hautes études chinoises, 1980. (First published 19 23‒1931), pp. 35‒40.

参
照
。『
俱
舎
論
』
註
釈
書
で
あ
る
『
ウ
パ
ー
イ
カ
ー
』
は
、
こ
の

経
言
は
「
有
漏
〔
法
〕
は
取
蘊
で
あ
る
」
と
い
う
教
説
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
註
釈
を
付
す
。
こ
こ
に
も
ま
た
五
蘊
理

解
の
視
点
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。『
ウ
パ
ー
イ
カ
ー
』
に
つ
い
て
は
、
本
庄
良
文
『
俱
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
、
七
六—

七
七
頁
、
九
五
頁
）
参
照
。

＊
12 

『
俱
舎
論
』
第
一
章
「
界
品
」[Ejim
a ed., 21.13‒25] yadi rāśyarthaḥ skandhārthaḥ prajñaptisantaḥ skandhāḥ prāpnuvanti / anekadravyasam

ūhatvāt 

rāśipudgalavat / na / ekasyāpi dravyaparam
āṇoḥ skandhatvāt / na tarhi rāśyar thaḥ skandhārtha iti vaktavyam

 / na hy ekasyāsti rāśitvam
 iti //

 
kāryabhārodvahanārthaḥ skandhārtha ity apare / pracchedārtho vā / tathā hi vaktāro bhavanti tribhiḥ skand-hair deyaṃ

 dāsyām
a iti / tad etad 

utsūtram
 / sūtraṃ

 hi rāśyartham
 eva bravīti / yat kiṃ

cid rūpam
 atītānāgatapratyutpannam

 iti vistaraḥ / pratyekam
 atītādirūpasya skandhatvaṃ

 

tatra vijñāpyate / sarvam
 etad atītādirūpam

 ekaśo rūpas kandha iti / na śakyam
 evaṃ

 vijñātum
 / tat sarvam

 aikadhyam
 abhisaṃ

kṣipya iti vacanāt 

/ tasm
ād rāśivad eva skandhāḥ prajñaptisantaḥ /

＊
13 

ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
の
『
俱
舎
論
』
註
釈
書
﹇SA

 45.29‒33

﹈
を
参
照
。

＊
14 

サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
思
想
史
上
の
位
置
に
つ
い
て
言
及
す
る
研
究
は
多
数
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
そ
れ
以
前
の
説
一
切
有
部
論
書
に
は
見
ら
れ
な
い
新
た

な
解
釈
を
展
開
す
る
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
姿
勢
は
、
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
三
世
実
有
説
の
議
論
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
福
田
琢
「『
順
正
理
論
』
の
三
世

実
有
説
」（『
佛
敎
學
セ
ミ
ナ
ー
』
四
八
号
、
一
九
八
八
年
）
は
、
そ
れ
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、『
順
正
理
論
』
に
お
け
る
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
姿
勢

に
つ
い
て
は
、
箕
浦
暁
雄
「
上
座
の
顚
倒
説
に
対
す
る
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
批
判
」（『
印
度
學
佛
敎
學
研
究
』
第
六
六
巻
第
二
号
、
二
〇
一
八
年
）、
箕
浦
暁
雄
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「
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
『
俱
舎
論
』
註
釈
書
に
お
け
る
色
蘊
の
解
釈
」（『
印
度
學
佛
敎
學
研
究
』
第
七
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
で
も
論
じ
て
き
た
。

＊
15 

『
順
正
理
論
』
第
一
章
「
界
品
」﹇
大
正
蔵
二
十
九 343c24‒344a18

﹈
若
以
聚
義
釋
蘊
義
者
蘊
則
非
實
。
聚
是
假
故
。
此
難
不
然
。
於
聚
所
依
立
義
言

故
非
聚
即
義
。
義
是
實
物
名
之
差
別
聚
非
實
故
。
此
釋
顯
經
有
大
義
趣
。
謂
如
言
聚
離
聚
所
依
無
別
實
有
聚
體
可
得
。
如
是
言
我
色
等
蘊
外
不
應
別
求
實
有

我
體
。
蘊
相
續
中
假
説
我
故
。
如
世
間
聚
我
非
實
有
。

＊
16 

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
『
俱
舎
論
』
註
釈
書Tattvārthā [TA

 M
ss. A27b2]

。
チ
ベ
ッ
ト
語
訳 [TA

 Peking to 86a5‒6; TA
 D

erge tho 71b6‒72a1] ’o na 
spungs pa’i don ni phung po’i don to zhes bya ba m

a yin te / dang por spungs pa nye  bar len pa dag ’dir don yin gyi // spungs pa nyid don m
a 

yin te rdzas dang rnam
 grangs yin pa’i phyir ro zhes slob dpon ’dus bzang zer ro // 

敦
煌
漢
文
﹇TA

 

蘇
軍 179‒180

﹈
参
照
。
和
訳
は
、
小
谷
信
千
代

他
「
新
出
梵
本
『
俱
舎
論
安
慧
疏
』（
界
品
）
試
訳
（
６
）」（『
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』
三
六
、
二
〇
一
九
年
、
一
二
四—

一
二
五
頁
）
参
照
。

＊
17 

『
順
正
理
論
』
第
一
章
「
界
品
」﹇
大
正
蔵
二
十
九 344a13‒18

﹈
有
餘
師
説
「
可
分
段
義
是
蘊
義
。
諸
有
爲
法
皆
有
過
去
未
來
現
在
三
分
段
故
」。
經
主

決
判
「
此
釋
越
經
」。
今
謂
「
不
然
」。
不
違
理
故
。
處
界
二
義
豈
不
越
經
。
而
於
其
中
攝
取
爲
正
。
復
有
何
理
唯
蘊
義
中
固
求
經
證
於
處
界
義
唯
依
理
釋
絶

不
求
經
。
觀
此
義
言
「
似
專
朋
黨
」。
故
應
如
彼
據
理
無
違
。

＊
18 

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
『
俱
舎
論
』
註
釈
書Tattvārthā [TA

 M
ss. A27b1]

参
照
。
チ
ベ
ッ
ト
語
訳 [TA

 Peking to 86a3‒5.; TA
 D

erge tho 71b6‒7.] rdul 
phra rab gcig kyang phung po w

in pa’i phyir rdul phra rab gcig pu yang phung por brjod de / gzhan du na phung po rnam
s rang bzhin m

ed pa’i 

phyir phung po rnam
s skye m

ched dang kham
s ltar chos rnam

s kyi rang bzhin bsdus par m
i ’gyur ro // phung po rnam

s btags pa’i yod pa rang 

bzhin nyid m
a yin na / de lta ’o na  ’di gzhan dang ’gal lo // 

敦
煌
漢
文
な
ら
び
に
和
訳
に
つ
い
て
は
註
16
参
照
。

＊
19 

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
『
俱
舎
論
』
註
釈
書Tattvārthā [TA

 M
ss. A27b1]

参
照
。
チ
ベ
ッ
ト
語
訳 [TA

 Peking to 86a7‒8.; TA
 D

erge tho 72a2.] de 
dag tham

s cad gcig tu bsdus te gzugs kyi phung po zhes bya ba’i grangs su ’gro’o zhes gsungs pa’i phyir ro // 

敦
煌
漢
文
な
ら
び
に
和
訳
に
つ
い
て

は
註
＊
16
参
照
。




