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一
　
煩
悩
と
は
何
か

　
『
倶
舎
論
』
五
章
に
お
い
て
は
煩
悩
の
問
題
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。「
煩
悩
」
と
は
煩
と
悩
と
い
う
二
つ
の
漢
字
に
よ
っ
て
つ
く

ら
れ
た
熟
語
で
あ
る
が
、「
煩
」
と
は
煩
わ
し
い
こ
と
、
煩
わ
せ
る

こ
と
を
、「
悩
」
と
は
悩
む
こ
と
、
悩
ま
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
般
に
煩
悩
と
は
、
心
の
汚
れ
の
こ
と
で
あ
り
、
悟
り
を
得
る
た
め

に
は
障
害
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
「
俗
な
る

も
の
」
で
あ
る
。

　
「
煩
悩
」
と
訳
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は
ク
レ
ー
シ
ャ（kleśa

）

で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
悩
ま
す
と
い
う
意
味
の
動
詞
根
「
ク
リ

シ
ュ
」（√klś

）
か
ら
つ
く
ら
れ
た
名
詞
で
あ
る
。『
倶
舎
論
』
三
章

「
分
別
世
間
品
」（
世
界
を
考
察
す
る
章
）
に
お
い
て
は
、
須
弥
山
の

ま
わ
り
を
海
洋
と
山
脈
が
取
り
巻
く
と
い
っ
た
世
界
の
構
造
が
説
明

さ
れ
て
い
る
。
須
弥
山
の
南
側
の
海
洋
の
中
に
逆
台
形
の
大
陸
ジ
ャ

ン
ブ
州
が
あ
り
、
そ
こ
で
人
間
や
動
物
た
ち
が
輪
廻
を
続
け
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
よ
れ
ば
、
須
弥
山
を
中

心
と
し
た
こ
の
世
界
は
、
い
わ
ゆ
る
宇
宙
原
理
あ
る
い
は
神
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
す
な
わ
ち
業
に
よ
っ

て
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

輪
廻
を
く
り
返
す
わ
れ
わ
れ
の
あ
り
方
は
業
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
、
と
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
さ
ら
に
は
仏
教
一
般
の
考
え
方
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
が
住
む
須
弥
山
世
界
を
形
づ
く
り
、
し
か
も
生
ま
れ

て
は
死
に
、
死
ん
で
生
ま
れ
る
輪
廻
す
る
者
た
ち
を
生
ん
だ
そ
の
原
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動
力
お
よ
び
結
果
が
業
な
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な

漢
訳
語
「
業
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は
「
カ
ル
マ
ン
」（karm

an

）

で
あ
り
、「
作
る
」、「
行
う
」
を
意
味
す
る
動
詞
根
「
ク
リ
」 

（√kr･
）
か
ら
つ
く
ら
れ
た
名
詞
で
あ
る
が
、
行
為
の
み
な
ら
ず
そ
の

行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
結
果
を
も
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う

な
意
味
で
、
こ
こ
で
は
「
業
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た

い
。

　

業
は
煩
悩
と
い
う
土
壌
に
ま
か
れ
た
種
に
譬
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
煩
悩
と
い
う
土
壌
が
あ
り
、
そ
こ
に
蒔
か
れ
た
種

と
し
て
の
業
が
な
さ
れ
た
場
合
、
条
件
が
整
っ
た
時
に
そ
の
種
は
芽

を
出
し
、
や
が
て
新
し
い
業
と
い
う
結
果
を
生
む
。
こ
の
よ
う
に
煩

悩
は
条
件
で
あ
り
、
業
は
原
因
で
あ
る
と
同
時
に
結
果
で
も
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。

　

煩
悩
と
業
と
を
止
滅
さ
せ
る
こ
と
は
悟
り
に
至
る
こ
と
の
必
要
な

条
件
で
あ
る
、
と
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
み
な
ら
ず
仏
教
一
般
に
け

る
理
解
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
煩
悩
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え

ら
れ
て
き
た
の
か
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
基
礎
理
論
の
総
論
と
も
い

う
べ
き
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
煩
悩
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い

る
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

　

煩
悩
は
「
漏ろ

」
す
な
わ
ち
漏
れ
る
も
の
（
あ
る
い
は
こ
と
）
と
い

う
語
に
よ
っ
て
も
表
さ
れ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
の
身
の
内
奥
か
ら
ど

う
し
よ
う
も
な
く
し
み
出
て
く
る
も
の
を
漏
と
呼
ん
だ
。
煩
悩
に
は

知
的
な
も
の
も
あ
る
が
、
生
理
的
お
よ
び
身
体
的
な
要
素
を
踏
ま
え

た
も
の
も
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
煩
悩
は
有
漏

（
漏
れ
る
こ
と
の
あ
る
も
の
）
と
も
「
ま
と
わ
り
つ
く
も
の
」（
纒て

ん

）

と
も
呼
ば
れ
る
。
煩
悩
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
に
お
い
て
わ
れ
わ

れ
の
生
存
に
ど
う
し
よ
う
も
な
く
纏
わ
り
つ
い
て
離
れ
な
い
も
の
と

し
て
表
象
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
繋
縛
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
生
存
を
繋
ぎ
と
め
る
も
の

と
も
考
え
ら
れ
て
き
た
。
束
縛
す
る
も
の
（
縛
）
と
も
呼
ば
れ
て
き

た
。
よ
う
す
る
に
、
人
間
の
生
活
の
現
実
的
な
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の

な
か
に
わ
れ
わ
れ
を
否
応
な
く
縛
り
つ
け
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
煩
悩
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
る
言
葉
に
「
惑
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
こ
の
語
は
、
わ
れ

わ
れ
が
行
為
を
す
る
、
あ
る
い
は
も
の
を
認
識
す
る
場
合
、
そ
の
対

象
の
正
し
い
あ
り
方
を
知
ら
な
い
た
め
に
惑
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
惑
い
も
ま
た
煩
悩
の
一
種
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

よ
う
に
煩
悩
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
を
煩
わ
し
悩
ま
す
も
の
で
あ



『
倶
舎
論
』
の
思
想
（
二
）（
立
川
）

89─　   ─

り
、
わ
れ
わ
れ
を
輪
廻
の
世
界
に
縛
り
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。

二
　『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
煩
悩
に
対
す
る
疑
問

　

以
上
見
た
よ
う
に
、『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
煩
悩
は
、
わ
れ
わ
れ

の
生
存
を
悩
ま
せ
、
わ
れ
わ
れ
の
生
存
に
お
い
て
悩
み
の
原
因
と
な

り
、
わ
れ
わ
れ
を
輪
廻
に
結
び
つ
け
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を
惑
わ
す

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。『
倶
舎
論
』
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う

な
煩
悩
が
わ
れ
わ
れ
の
心
的
な
世
界
あ
る
い
は
現
代
の
社
会
の
中
で

は
ど
の
よ
う
に
具
体
的
な
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

多
く
の
人
は
「
人
間
の
心
性
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
ゆ
え
に
、

『
倶
舎
論
』
に
述
べ
ら
れ
た
「
心
の
汚
れ
」
と
し
て
の
煩
悩
は
、
ほ

と
ん
ど
そ
の
ま
ま
で
現
代
に
お
い
て
も
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
側
面
が
存
す
る
こ
と
は
た
し

か
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
『
倶
舎
論
』
に
述
べ
ら
れ
た
内
容

が
そ
の
ま
ま
で
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
通
用
す
る
と
も
思
え
な
い
。
そ

れ
は
単
に
『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
煩
悩
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
仏

教
全
体
に
お
け
る
煩
悩
の
問
題
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
仏
教
そ
の
も
の

の
考
え
方
の
問
題
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、『
倶
舎
論
』
に
述
べ
ら
れ
た
煩
悩
論
が
現

代
に
お
け
る
欲
望
あ
る
い
は
欲
動
に
か
ん
す
る
理
論
と
し
て
通
用
す

る
の
か
。
つ
ま
り
『
倶
舎
論
』
に
述
べ
ら
れ
た
理
論
に
従
っ
て
現
代

人
は
「
欲
望
」
に
か
ん
し
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
『
倶
舎
論
』
は
僧
侶
あ
る
い
は
比
丘
に
向

か
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
社
会
に
生
活
す
る
人
々
に

た
い
し
て
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う

で
は
あ
る
が
、『
倶
舎
論
』
の
叙
述
が
一
般
社
会
の
中
に
住
む
人
間

た
ち
に
も
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う

前
提
の
も
と
で
論
を
進
め
て
い
こ
う
と
思
う
。

　

わ
れ
わ
れ
が
数
十
年
を
生
き
て
い
く
間
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
願

い
あ
る
い
は
思
い
が
生
ま
れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
願
い
、
欲

望
、
執
着
な
ど
を
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
思
想
家
た
ち
は
「
否
定
さ
る

べ
き
俗
な
る
煩
悩
、
つ
ま
り
心
の
汚
れ
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
暮
ら
し
の
中
で
、
家
族
と
一
緒
に
い
る
こ
と
の

喜
び
、
あ
る
い
は
特
定
の
人
と
い
つ
ま
で
も
共
に
生
き
た
い
と
い
う

思
い
、
あ
る
い
は
そ
の
人
を
失
い
た
く
な
い
と
い
う
思
い
な
ど
は
切

実
な
望
み
と
し
て
あ
る
。
ま
た
、
自
分
の
親
族
あ
る
い
は
友
人
あ
る

い
は
知
人
が
亡
く
な
る
こ
と
に
か
ん
す
る
痛
み
、
自
分
が
や
が
て
こ

の
世
を
去
る
こ
と
に
対
す
る
悲
し
み
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
ア
ビ
ダ
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ル
マ
仏
教
に
と
っ
て
は
煩
悩
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
述
べ
た

よ
う
な
日
常
の
思
い
を
な
く
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
存
の
重

要
な
部
分
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

他
者
に
対
す
る
慈
し
み
す
な
わ
ち
他
者
に
対
し
て
楽
を
与
え
る
こ

と
、
そ
し
て
他
者
か
ら
苦
し
み
を
除
く
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

は
、『
倶
舎
論
』
の
体
系
に
お
い
て
は
善
い
心
の
作
用
と
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
煩
悩
の
な
く
な
っ
た
境
地
に
至
っ
た
修
行
者
が
こ
の
よ

う
に
他
者
の
こ
と
を
思
う
の
は
煩
悩
で
は
な
い
、
と
『
倶
舎
論
』
は

い
う
。
し
か
し
、
煩
悩
の
な
く
な
っ
た
境
地
に
至
っ
た
者
を
前
提
と

し
て
の
理
論
で
あ
れ
ば
、『
倶
舎
論
』
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
ほ

と
ん
ど
意
味
が
な
い
も
の
と
な
る
。

　

ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想
に
お
い
て
他
者
の
苦
し
み
を
と
り
除
く
（
悲
）

と
か
、
他
者
に
楽
を
与
え
る
（
慈
）
と
い
っ
た
「
善
い
心
」
の
作
用

と
、
煩
悩
と
呼
ば
れ
る
止
滅
さ
れ
る
べ
き
い
わ
ば
「
悪
い
心
」
の
作

用
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
考
察

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。『
倶
舎
論
』
で
は
「
善
い
心
」
や

「
悪
い
心
」
が
人
間
に
先
天
的
に
備
わ
る
心
性
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
。
二
〇
〇
〇
年
前
の
思
想
で
あ
る
ゆ
え
に
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
『
倶
舎
論
』
の
思
想
そ
の
も

の
に
か
ん
す
る
こ
と
と
い
う
よ
り
も
、
今
日
の
倶
舎
論
を
求
め
る
と

す
る
な
ら
ば
、
煩
悩
す
な
わ
ち
人
間
の
欲
望
・
欲
動
を
ど
の
よ
う
に

考
え
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

慈
の
心
や
悲
の
心
と
生
へ
の
執
着
、
あ
る
い
は
家
族
あ
る
い
は
愛

す
る
も
の
へ
の
執
着
は
、
は
た
し
て
ま
っ
た
く
別
物
な
の
か
で
あ
ろ

う
か
。
他
人
に
対
す
る
思
い
や
り
と
自
己
へ
の
執
着
あ
る
い
は
他
人

へ
の
執
着
と
い
う
こ
と
は
、
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
両
者
が
ま
っ
た
く
別
も
の
で
あ
っ
て
、
煩
悩
は
な
く
す
べ
き
で

あ
り
、
一
方
の
善
い
心
の
作
用
を
持
続
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
よ
う
に
考
え
る
の
は
『
倶
舎
論
』
の
薦
め
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
わ
れ
わ
れ
の
実
践
の
指
針
と

し
て
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
し
い
、
か
否
か
と
い
う
よ
り
も
、

そ
の
よ
う
な
『
倶
舎
論
』
の
薦
め
る
指
針
は
現
実
的
意
味
を
持
つ
の

だ
ろ
う
か
。

　

人
間
は
誰
も
が
他
者
と
の
現
実
的
関
係
に
お
い
て
生
き
て
い
る
。

『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
勧
め
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
『
倶
舎
論
』
で
こ

う
あ
る
べ
し
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人
間
の
あ
り
方
は
、
修
行
者
個
人

に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
自
身
の
精
神
世
界
を
中
心
と
し
て
い
る
。
個
人

の
精
神
世
界
を
あ
る
時
点
に
お
い
て
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
の
よ
う
に
見
る
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こ
と
は
、
あ
る
時
点
で
の
個
人
の
人
格
あ
る
い
は
精
神
世
界
の
あ
り

方
を
知
る
た
め
に
意
味
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
幾
年
に
も
わ
た
る
人

間
の
生
活
の
指
針
を
決
定
す
る
た
め
に
は
い
さ
さ
か
弱
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

く
り
返
し
て
い
う
が
、
た
と
え
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
を
滅
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
点
が
肝
要
な
こ
と
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
煩
悩
の
働
き

は
は
た
し
て
善
い
心
の
作
用
と
ま
っ
た
く
切
り
離
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
『
倶
舎
論
』
で
い
う
煩
悩
を
す
べ

て
絶
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
時
点
で
そ
の
修
行
者
は
も
は
や
人
間
で

は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
す
く
な
く
と
も
「
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
人

間
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
倶
舎
論
』
は
古
代
の
仏
教
教
義
あ
る
い
は
修
行
の
綱
要
書
な
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
現
代
に
通
用
し
な
い
の
は
当
然
で
は
な
い

か
、
と
多
く
の
人
が
い
う
。
た
し
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
な

ら
ば
、
仏
教
に
お
い
て
は
『
倶
舎
論
』
に
代
る
、
あ
る
い
は
『
倶
舎

論
』
の
古
代
性
を
克
服
し
た
「
近
現
代
的
な
実
践
の
た
め
の
体
系
的

綱
要
書
」
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
　
潜
在
的
な
煩
悩

　

こ
れ
ま
で
は
「
煩
悩
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
き
た
が
、
煩
悩
を
扱

う
『
倶
舎
論
』
五
章
は
「
随
眠
を
考
察
す
る
章
」
と
名
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
玄
奘
が
「
随
眠
」
と
訳
し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
単
語
は
「
ア

ヌ
シ
ャ
ヤ
」（anuśaya

）
で
あ
る
。『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
随
眠
と

い
う
語
は
煩
悩
と
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、『
倶
舎
論
』

五
章
の
タ
イ
ト
ル
に
は
「
煩
悩
」
の
語
で
は
な
く
、「
随
眠
」（
ア
ヌ

シ
ャ
ヤ
）
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ゆ
え
に
玄
奘
は

「
分
別
随
眠
品
」（
随
眠
を
考
察
す
る
章
）
と
訳
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
ア
ヌ
」（anu

）
と
は
「
従
っ
て
」
あ
る
い
は
「
傍
に
」
と
い
う

意
味
で
あ
り
、「
シ
ャ
ヤ
」
と
は
眠
る
こ
と
あ
る
い
は
横
に
な
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
語
は
動
詞
根
「
シ
ー
」（√ś I

）
か
ら
作
ら
れ
た
名

詞
で
あ
り
、
横
た
わ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
眠
る
こ
と
を
指
し
、
今
の

場
合
、「
シ
ャ
ヤ
」
は
眠
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
ア
ヌ
」
を
玄
奘
は

「
随
」（
従
っ
て
）
と
訳
し
た
。「
随
眠
」
と
は
「
ア
ヌ
シ
ャ
ヤ
」
の

直
訳
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
そ
ば
に
眠
っ
て
い
る
こ
と
」
を
意
味
す

る
。
こ
の
「
傍
に
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
の
傍
に
、
と
い
う
意

味
で
あ
っ
て
。「
傍
ら
に
眠
る
」
と
は
、
現
時
点
で
は
「
眠
っ
て
」
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お
り
、
表
面
だ
っ
た
活
動
を
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
こ
に
待
機
し
て

い
る
あ
る
い
は
傍
に
伴
う
も
の
と
し
て
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
煩
悩
は
、
連
続
し
た
行
為
の
そ
ば
に
添
い
寝
を
し

て
お
り
、
い
つ
目
覚
め
て
起
き
上
が
る
の
か
わ
か
ら
な
い
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
血
糖
値
が
高
い
、
つ
ま
り
、
血
液
中
に

あ
る
糖
分
が
多
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
と
し
よ
う
。
多
く
の
糖
分
を

さ
ら
に
と
り
続
け
る
な
ら
ば
、
血
液
中
の
糖
分
は
ま
す
ま
す
多
く
な

り
、
あ
る
時
、
糖
尿
病
と
い
う
病
気
が
表
面
に
出
て
く
る
。
そ
れ
ま

で
は
こ
の
糖
尿
病
と
い
う
病
気
は
糖
分
を
多
量
に
と
る
と
い
う
行
為

に
「
添
い
寝
」
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
睡
眠
か
ら
目
覚

め
た
煩
悩
は
ま
た
新
し
い
結
果
を
生
ん
で
い
く
、
と
考
え
ら
れ
た
。

　

そ
も
そ
も
ア
ヌ
シ
ャ
ヤ
と
は
一
体
何
な
の
か
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教

の
伝
統
に
お
い
て
も
、
ア
ヌ
シ
ャ
ヤ
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
っ

た
。
紀
元
前
三
世
紀
中
葉
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
よ
る
治
世
の
頃
か
ら

仏
教
教
団
は
分
裂
を
始
め
、
紀
元
前
一
世
紀
頃
に
は
二
〇
に
近
い
部

派
に
分
か
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。「
部
派
仏
教
」
と
呼
ば
れ
る
所

以
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
部
派
の
中
で
は
煩
悩
に
か
ん
す
る
考
え
方

も
異
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
大
衆
部
、
一
説
部
、
説
出
世
部
、
化

地
部
な
ど
の
学
派
に
あ
っ
て
は
、
ア
ヌ
シ
ャ
ヤ
つ
ま
り
随
眠
は
心
で

は
な
く
心
と
は
相
応
し
な
い
も
の
（
不
相
応
行
法
）
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
（
高
木
俊
一
『
倶
舎
教
義
』
興
教
書
院
、
一
九
一
九
年
、
二

四
四
頁
参
照
）。

　

部
派
仏
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
学
派
に
か
ん
す
る
歴
史
あ
る
い
は
教
説

を
ま
と
め
た
『
異
部
宗
輪
論
』
に
は
「
随
眠
と
は
心
で
も
な
く
、
心

作
用
（
心
所
法
）
で
も
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
随

眠
と
纒
と
は
異
な
る
」
と
あ
る
（『
大
正
蔵
』
四
九
巻
一
五
ｃ
）。

「
随
眠
と
心
と
は
相
応
し
な
い
が
、
纒
と
心
は
相
応
す
る
」
の
で
あ

る
（『
大
正
蔵
』
四
九
巻
一
五
ｃ－

一
六
ａ
）。
つ
ま
り
、
心
が
生
ま

れ
た
か
ら
と
い
っ
て
随
眠
が
生
ず
る
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
ら
れ

た
。
随
眠
が
種
子
、
す
な
わ
ち
、
潜
在
能
力
を
も
っ
た
も
の
に
過
ぎ

ず
、
現
実
的
な
世
界
の
中
で
は
表
面
化
し
て
い
な
い
一
方
で
、
現
実

に
今
起
き
て
い
る
心
作
用
に
ま
と
わ
り
つ
く
も
の
が
纒
で
あ
る
。
ゆ

え
に
、
あ
る
学
派
に
あ
っ
て
は
随
眠
と
纒
と
は
違
う
と
考
え
ら
れ
た

と
『
異
部
宗
輪
論
』
は
い
う
。

　

よ
う
す
る
に
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想
の
歴
史
の
中
で
は
、
随
眠
は
わ

れ
わ
れ
の
心
的
な
活
動
の
な
か
で
表
面
に
ま
だ
現
れ
て
き
て
い
な
い
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も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
心
で
は
な
く
心
作
用
で
も
な
い
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
学
派
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、『
倶
舎
論
』
に
述
べ
ら
れ
る
説
一
切
有
部
（
ア
ビ
ダ
ル

マ
仏
教
の
最
有
力
学
派
）
に
あ
っ
て
は
、「
随
眠
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
と
「
煩
悩
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
は
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
『
倶

舎
論
』
第
二
偈
注
に
は
、
説
一
切
有
部
の
説
と
し
て
諸
々
の
随
眠

は
、
心
を
染
め
る
、
す
な
わ
ち
、
心
を
汚
し
悩
ま
す
の
で
あ
る
か

ら
、
さ
ら
に
は
心
を
覆
っ
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
正
し
い
も
の
を
見

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
ゆ
え
に
、
さ
ら
に
は
善
す
な
わ
ち
よ
い
も

の
と
は
異
な
る
が
ゆ
え
に
、
ア
ヌ
シ
ャ
ヤ
（
随
眠
）
は
心
の
作
用
の

一
種
で
あ
っ
て
、
心
に
伴
わ
な
い
存
在
（
心
不
相
応
行
）
で
は
な

い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
小
谷
信
千
代
・
本
庄
良
文
『
倶
舎
論
の

原
典
解
明　

随
眠
品
』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
七
頁
参
照
）。

　

ア
ヌ
シ
ャ
ヤ
（
随
眠
）
が
心
不
相
応
行
（
心
に
伴
っ
て
生
ま
れ
な

い
法
）
で
は
な
く
心
の
作
用
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
随

眠
（
煩
悩
）
に
関
す
る
説
一
切
有
部
の
説
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。

煩
悩
は
修
行
と
し
て
の
瞑
想
あ
る
い
は
広
義
の
ヨ
ー
ガ
に
よ
っ
て
滅

せ
ら
れ
る
が
、
も
し
も
随
眠
が
心
に
伴
っ
て
生
ま
れ
な
い
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
随
眠
を
修
行
者
の
心
の
作
用
に
よ
っ
て
滅
す

る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
と
説
一
切
有
部
の
人
々
は
考
え

た
。
仏
教
の
修
行
の
根
本
で
あ
る
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
が
困
難
に
な

る
な
ら
ば
、
仏
教
の
根
本
そ
の
も
の
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
と
考
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四
　
煩
悩
の
存
す
る
領
域

　

初
期
仏
教
に
お
い
て
は
、
森
羅
万
象
を
指
し
示
す
よ
う
な
「
世

界
」
と
い
う
概
念
は
な
く
、
一
人
の
人
間
が
自
分
の
感
覚
器
官
に

よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
周
囲
世
界
あ
る
い
は
「
心
身
世
界
」

が
い
わ
ゆ
る
「
世
界
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
世
界
」
は
五
蘊
（
五
つ

の
か
た
ま
り
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
そ

の
後
の
仏
教
史
全
体
を
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
五
蘊
そ
れ

ぞ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

１ 

色　

│
│（
色
蘊
） 

五
感
官
、
五
感
官
の
対
象
、
感
官
の
対

象
と
な
ら
な
い
存
在
（
無
表
）
と
い
う

一
一
）
1
（
法

　
　

２ 

感
受
│
│（
受
蘊
）
寒
暖
の
感
触
の
一
法

　
　

３ 
表
象
│
│（
想
蘊
） 「
本
」
と
か
「
花
」
と
い
っ
た
単
純
な

観
念
の
一
法
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４ 

欲
動
│
│（
行
蘊
） 

感
受
と
表
象
を
除
く
四
四
の
心
作
用
、

お
よ
び
心
と
相
応
し
な
い
存
在
（
心
不

相
応
行
）
一
四
と
い
う
五
八
）
2
（
法

　
　

５ 

認
識
│
│（
識
蘊
） 

命
題
の
か
た
ち
に
な
っ
た
認
識

　

こ
れ
ら
の
五
蘊
の
内
、
色
は
い
わ
ば
物
質
で
あ
り
、
第
五
の
識
は

心
で
あ
る
。
受
蘊
と
想
蘊
は
心
作
用
（
心
所
法
、
心
所
有
法
）
で
あ

る
が
、
行
蘊
に
は
心
相
応
法
（
心
に
伴
っ
て
生
ま
れ
る
法
）
と
心
不

相
応
行
の
両
者
が
あ
る
。『
倶
舎
論
』
で
煩
悩
と
呼
ば
れ
る
も
の
は

す
べ
て
心
作
用
で
あ
る
。

　

仏
教
に
お
い
て
は
、
五
蘊
に
よ
っ
て
「
世
界
」
を
考
え
る
方
法
の

他
に
、
五
位
に
よ
っ
て
「
世
界
」
の
構
造
を
考
え
る
伝
統
が
あ
る
。

『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
五
位
七
十
五
法
の
組
織
は
図
１
の
よ
う
で
あ

る
。

　

五
位
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
煩
悩
が
存
す
る
領
域
は
『
倶
舎
論
』

に
か
ん
す
る
限
り
、
心
所
法
の
「
1 

広
領
域
発
生
存
在
」
の
中
の

慧
（
分
析
知
）
の
中
の
「
見
」、「
3 

広
領
域
に
生
ま
れ
る
煩
悩
」、

「
4 

広
領
域
に
生
ま
れ
る
不
善
」、「
5 

隋
煩
悩
と
い
う
領
域
に
生

ま
れ
る
存
在
」、
お
よ
び
「
6 

定
ま
っ
て
い
な
い
領
域
に
生
ま
れ
る

存
在
」
の
部
分
で
あ
る
。
後
世
、
例
え
ば
唯
識
派
の
立
場
で
は
、
煩

悩
は
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
領
域
と
は
異
な
っ
た
領
域

に
お
い
て
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

図
１

　
　
　
　
　
　

⑴ 

色
法
（
一
一
）

　
　
　
　
　
　

⑵ 

心
（
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1  

広
領
域
発
生
法
（
広
領
域
に
生
ま
れ
る
心
作

用
、
広
領
域
を
有
す
る
法
、
大
地
法
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2  

広
領
域
発
生
善
（
広
領
域
に
生
ま
れ
る
善
い

心
作
用
、
善
の
広
領
域
を
有
す
る
法
、
大
善

地
法
）

　
　

有
為
法　

⑶ 

心
所
）
3
（

法（
四
六
）  

3  

広
領
域
に
生
ま
れ
る
煩
悩
（
煩
悩
の
広
い
領

域
を
有
す
る
法
、
大
煩
悩
地
法
）

4  

広
領
域
に
生
ま
れ
る
不
善
（
不
善
の
広
領
域

を
有
す
る
法
、
大
不
善
地
法
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5  

小
煩
悩
と
い
う
領
域
に
生
ま
れ
る
存
在
（
小

煩
悩
地
法
）

法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6  

定
ま
っ
て
い
な
い
領
域
に
生
ま
れ
る
存
在

（
善
の
領
域
、
悪
の
領
域
、
善
悪
い
ず
れ
で
も

な
い
領
域
の
ど
こ
に
生
ま
れ
る
の
か
が
定

ま
っ
て
い
な
い
法
、
不
定
法
）

　
　
　
　
　
　

⑷ 

心
不
相
応
法（
一
四
）（
心
に
伴
っ
て
生
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
存
在
）

　
　

⑸ 
無
為
法
（
三
）
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『
倶
舎
論
』
四
章
ま
で
の
叙
述
は
整
然
と
し
た
組
織
を
有
し
て
い

る
が
、
五
章
に
お
け
る
煩
悩
の
叙
述
は
い
さ
さ
か
ま
と
ま
り
に
欠
け

る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
だ
。
煩
悩
の
問
題
は
そ
れ
ま
で
の
ア
ビ
ダ
ル

マ
仏
教
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
異
論
が
あ
っ
た
分
野
で
あ
り
、『
倶

舎
論
』
の
叙
述
も
そ
れ
ま
で
の
論
争
の
歴
史
を
受
け
継
い
で
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
五
位
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
煩
悩
を
分
類
し

て
は
い
る
が
、
五
位
の
シ
ス
テ
ム
と
は
一
応
離
れ
て
『
倶
舎
論
』
五

章
に
お
い
て
煩
悩
を
二
種
に
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
レ
ー

シ
ャ
と
ウ
パ
ク
レ
ー
シ
ャ
で
あ
る
。
伝
統
的
な
漢
訳
で
は
煩
悩
と
随

煩
悩
と
呼
ば
れ
る
。『
倶
舎
論
』
で
は
ク
レ
ー
シ
ャ
と
ウ
パ
ク
レ
ー

シ
ャ
の
関
係
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
煩
悩
の

領
域
は
随
煩
悩
の
領
域
に
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
す

べ
て
の
煩
悩
は
随
煩
悩
な
の
で
あ
る
が
、
随
煩
悩
で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
煩
悩
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。「
煩
悩
と
は
別
の
、

行
蘊
に
含
ま
れ
る
、
汚
れ
た
心
所
法
も
随
煩
悩
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
煩
悩
と
は
呼
ば
れ
な
い
」（『
倶
舎
論
』
五
・
四
六
）。

　
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
五
蘊
の
第
四
要
素
に
数
え
ら
れ
る
行
蘊
の

中
に
含
ま
れ
る
の
は
、
随
煩
悩
の
み
で
あ
っ
て
煩
悩
で
は
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
随
煩
悩
（
ウ
パ
ク
レ
ー
シ
ャ
）
も
煩
悩
（
ク
レ
ー

シ
ャ
）
も
共
に
心
所
有
法
（
心
に
伴
っ
て
生
ま
れ
る
存
在
）
す
な
わ

ち
、
心
の
作
用
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、『
倶
舎

論
』
に
お
け
る
説
一
切
有
部
の
理
解
で
あ
る
。

五
　
煩
悩
を
断
つ
過
程

　

ク
レ
ー
シ
ャ
と
ウ
パ
ク
レ
ー
シ
ャ
の
区
別
は
『
倶
舎
論
』
に
お
け

る
広
義
の
煩
悩
の
特
質
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
っ
た
が
、

『
倶
舎
論
』
で
は
煩
悩
を
絶
つ
過
程
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ

れ
ま
で
に
挙
げ
た
煩
悩
の
内
、
特
定
の
も
の
の
根
絶
の
過
程
に
力
点

を
置
く
。
す
な
わ
ち
、
数
多
く
の
煩
悩
の
う
ち
、『
倶
舎
論
』
は
根

本
的
な
煩
悩
と
し
て
六
種
を
考
え
、
そ
れ
ら
を
絶
つ
方
法
に
焦
点
を

当
て
て
い
る
。
そ
の
六
種
と
は
貧
・
瞋
・
痴
・
慢
・
疑
・
見
（
貪

り
、
憎
し
み
、
無
知
、
慢
心
、
疑
い
、
誤
っ
た
見
解
）
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
内
、
貧
・
瞋
・
慢
・
疑
は
、
五
位
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で

「
6 

定
ま
っ
て
い
な
い
領
域
に
生
ま
れ
る
存
在
」
に
属
し
、
痴
は

「
3 

広
領
域
に
生
ま
れ
る
煩
悩
」
に
属
す
る
。
広
領
域
存
在
と
呼
ば

れ
る
心
作
用
が
一
〇
あ
り
、
そ
の
一
つ
に
慧
が
あ
る
が
、
こ
の
一
種

が
「
見
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
見
は
真
理
を
曲
解
し
た
り
、
受

け
入
れ
な
い
誤
っ
た
見
解
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
が
根
本
的
な
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煩
悩
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
「
見
」

は
五
種
に
分
け
ら
れ
る
。

　
『
倶
舎
論
』
三
章
に
お
い
て
こ
の
須
弥
山
世
界
は
、
た
だ
単
に
物

理
的
な
世
界
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
悟
り
に
至
る
修
行
を
し
て
い

く
人
々
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
至
っ
た
修
行
者
あ
る
い
は

至
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
超
自
然
的
な
存
在
の
住
ん
で
い
る

場
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
須
弥
山
世
界
は
、
単
に
物

理
的
な
空
間
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
地
獄
に
落
ち
た
も
の

か
ら
仏
界
に
至
る
ま
で
の
様
々
な
あ
り
方
を
垂
直
構
造
的
に
示
し
た

も
の
で
あ
り
、
仏
教
の
修
行
過
程
を
踏
ま
え
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

『
倶
舎
論
』
三
章
に
お
け
る
と
同
様
、
五
章
に
お
い
て
も
欲
界
（
煩

悩
と
形
を
伴
う
世
界
）、
色
界
（
煩
悩
は
な
い
が
形
の
あ
る
世
界
）、

無
色
界
（
煩
悩
も
形
も
な
い
世
界
）
と
い
う
三
界
を
順
次
登
っ
て
い

く
過
程
を
踏
ま
え
て
煩
悩
を
滅
す
る
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

修
行
者
は
欲
界
か
ら
色
界
に
至
り
、
色
界
か
ら
無
色
界
に
至
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
界
の
中
で
苦
・
集
・
滅
・
道
の
四
つ
の
真

理
が
そ
れ
ぞ
れ
説
か
れ
る
の
で
あ
り
、
四
つ
の
真
理
は
煩
悩
を
滅
す

る
道
の
役
を
す
る
。

　

苦
・
集
・
滅
・
道
の
四
つ
の
真
理
の
う
ち
、
苦
・
集
の
真
理
は
修

行
の
は
じ
め
に
行
う
べ
き
現
状
認
識
で
あ
り
、
滅
の
真
理
は
そ
の
結

果
で
あ
り
、
道
の
真
理
は
手
段
で
あ
る
。『
倶
舎
論
』
で
は
苦
と
い

う
真
理
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
煩
悩
が
滅
せ
ら
れ
、
集
と
い
う
真
理

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
煩
悩
が
滅
せ
ら
れ
、
滅
諦
は
ど
の
よ
う
な
煩

悩
を
滅
す
る
力
が
あ
る
の
か
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
四
つ
の
真
理
そ
れ
ぞ
れ
を
手
段
と
し
て
ど
の
よ
う
な
煩
悩
を
滅

し
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
煩
悩
が
こ
れ
ら
の
四
つ

の
真
理
の
中
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
滅
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
が
説
か
れ

る
の
で
あ
る
。

　

欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
三
界
そ
れ
ぞ
れ
に
苦
・
集
・
滅
・
道
の

四
つ
の
真
理
が
関
係
す
る
ゆ
え
に
、
一
二
の
ス
テ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
ら
の
一
二
の
ス
テ
ッ
プ
に
お
い
て
滅
せ
ら
れ
る
煩
悩

は
、
物
事
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
正
し
い

見
解
を
有
す
る
に
よ
っ
て
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
煩
悩
で
あ
る
。
一

方
、
知
的
な
理
解
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
身
体
的
生
理
的
修
練

（
修
）
に
よ
っ
て
滅
せ
ら
れ
る
煩
悩
も
存
す
る
。
修
行
に
よ
っ
て
滅

せ
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
に
お
け
る
煩

悩
が
存
す
る
が
、
こ
こ
で
は
苦
・
集
・
滅
・
道
の
四
つ
の
真
理
の
区

別
は
な
い
。
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先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
見
（
誤
っ
た
見
解
）
は
さ
ら
に
次
の
五
つ

に
分
か
れ
る
。

　
　

1 
有
身
見　

 

因
果
関
係
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
結
果
を
わ
が

も
の
と
思
う
こ
と

　
　

2 

辺
執
見　

 
因
果
関
係
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
も
の
を
常
住

と
思
う
こ
と

　
　

3 

邪
見　
　

因
果
を
否
定
す
る
こ
と

　
　

4 

見
取　
　

 

劣
っ
た
見
解
を
勝
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
入
れ

る
こ
と

　
　

5 

戒
禁
取　

涅
槃
以
外
の
も
の
を
正
し
い
道
と
考
え
る
こ
と

　

こ
の
よ
う
に
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
は
、
六
つ
の
根
本
的
煩
悩
の

第
六
を
さ
ら
に
五
つ
に
分
け
る
事
に
よ
っ
て
一
〇
種
類
の
煩
悩
を
考

え
る
。
こ
れ
ら
一
〇
種
類
の
煩
悩
は
欲
界
に
お
い
て
苦
の
真
理
に

よ
っ
て
滅
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
欲
界
に
お
い
て
第
二
（
集
）
お
よ
び

第
三
（
滅
）
の
真
理
に
よ
っ
て
滅
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
初
め
の
五
つ

の
煩
悩
（
貧
・
瞋
・
痴
・
慢
・
疑
）、
邪
見
お
よ
び
見
取
で
あ
る
。

欲
界
に
お
い
て
第
四
（
道
）
の
真
理
に
よ
っ
て
は
、
五
つ
の
煩
悩

（
貧
・
瞋
・
痴
・
慢
・
疑
）、
邪
見
、
見
取
お
よ
び
戒
禁
取
が
滅
せ
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
煩
悩
を
絶
つ
過
程
に
か
ん
し
て
は
図
２
を
参
照

さ
れ
た
い
。
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よ
う
す
る
に
『
倶
舎
論
』
五
章
に
お
い
て
は
、
代
表
的
な
一
〇
の

煩
悩
が
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
苦
・
集
・
滅
・

道
と
い
う
四
つ
の
真
理
に
お
い
て
滅
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
は
見
に
よ
っ
て
絶
た
れ
る
煩
悩

は
八
八
を
数
え
、
修
行
（
修
）
に
よ
っ
て
断
絶
さ
れ
る
も
の
が
一
〇

種
で
あ
り
、
合
わ
せ
て
九
八
種
類
に
及
ぶ
。
こ
れ
ゆ
え
に
伝
統
的
に

『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
は
九
八
随
眠
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

六
　
煩
悩
の
抑
止
の
意
義

　

以
上
、『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
煩
悩
の
説
明
を
見
て
き
た
が
、
こ

こ
で
、
わ
た
し
が
は
じ
め
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
思
い
出
さ

れ
る
。
と
い
う
の
は
、『
倶
舎
論
』
の
作
者
が
当
初
、
想
定
し
た
読

者
や
悟
り
へ
の
道
を
歩
む
修
行
者
た
ち
は
、
家
族
や
親
類
と
の
絆
を

断
ち
、
一
般
的
社
会
生
活
を
行
わ
な
い
者
た
ち
、
つ
ま
り
出
家
の
者

た
ち
で
あ
る
ゆ
え
に
、『
倶
舎
論
』
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
禁
欲
的

な
生
活
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
も
こ
の
よ
う
に
い

わ
ゆ
る
煩
悩
を
滅
す
る
と
い
う
修
行
を
歩
み
続
け
る
な
ら
ば
、
そ
し

て
そ
れ
が
成
功
し
た
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
間
が
で
き

あ
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

貪
ら
ず
憎
む
こ
と
な
く
、
無
知
も
慢
心
も
な
く
、
疑
い
の
心
も
持

た
ず
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
仏
教
が
正
し
い
と
い
っ
て
い
る
見
解
を
正

し
く
理
解
す
る
人
間
、
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
間
な
の

か
。
そ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
悪
い
心
の
作
用
が
な
く
な
っ
た
人
間
と

い
う
存
在
が
、
あ
る
い
は
な
く
な
っ
た
人
間
の
状
態
が
、
少
な
く
と

も
当
時
の
修
行
僧
た
ち
の
理
論
的
で
は
あ
っ
て
も
理
想
像
で
は
あ
っ

た
ろ
う
と
い
う
限
り
に
お
い
て
わ
た
し
は
理
解
で
き
る
よ
う
に
思

う
。
一
方
、『
倶
舎
論
』
全
体
に
お
い
て
、
善
い
行
為
、
あ
る
い
は

善
い
心
の
作
用
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
ど
の
よ
う
に
助
長
さ
れ
て

ど
の
よ
う
に
他
者
に
働
き
か
け
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
関
し
て

は
、
ほ
と
ん
ど
考
察
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
驚
き
を
覚
え

る
。

　
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
煩
悩
と
善
い
心
の
作
用
と
の
関
連
が
ほ
と

ん
ど
考
察
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
驚
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も

七
十
五
の
世
界
要
素
の
中
に
は
善
い
と
も
悪
い
と
も
い
え
な
い
、
す

な
わ
ち
、
よ
い
結
果
を
生
む
こ
と
も
あ
れ
ば
悪
い
結
果
を
生
む
こ
と

も
あ
る
心
の
作
用
が
数
多
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
無

知
の
心
作
用
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
善
い
心
と
結
び
つ
く
の
か
、
あ

る
い
は
ど
の
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
悪
い
心
の
作
用
と
結
び
つ
く
の
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か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。

　
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
あ
る
い
は
心
の
作
用

が
常
に
善
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
悪
な
る
も
の
で
あ
る

か
、
二
者
ど
ち
ら
か
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
の

古
典
に
お
い
て
、
例
え
ば
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
と
か
『
ラ
ー
マ
ー

ヤ
ナ
』
と
い
っ
た
紀
元
前
か
ら
そ
の
核
が
形
成
さ
れ
て
き
た
叙
事
詩

の
中
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
人
間
の
心
の
機
微

を
つ
い
た
物
語
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
の
僧
侶
に
な
っ
た

者
た
ち
の
中
で
も
、
家
庭
の
な
か
に
育
ち
親
兄
弟
を
持
ち
そ
し
て
多

く
の
友
人
を
持
っ
た
人
間
た
ち
が
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
、『
倶
舎
論
』
を
読
ん
で
い
て
最
も
不
思
議
に
思
う
こ
と

は
、
こ
の
仏
教
の
基
本
的
な
著
作
の
中
に
お
い
て
善
悪
と
い
う
一
組

の
概
念
が
基
本
的
な
概
念
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
が
善
で
あ

る
の
か
何
が
悪
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
関
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ

が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
こ
と
だ
。
そ
も
そ
も
こ
の
仏
教
の
古
典
に
お
い

て
は
、
善
と
は
何
か
、
悪
と
は
何
か
、
が
根
底
か
ら
問
題
に
は
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

社
会
的
な
責
任
あ
る
い
は
家
族
の
一
員
と
し
て
の
責
任
を
考
え
な

く
て
も
よ
い
人
間
た
ち
が
自
ら
の
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
に
専
念
し
、

い
わ
ゆ
る
よ
い
心
の
作
用
を
助
長
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
他
の
人
々

に
尽
く
す
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
心
を
向
け
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

僧
侶
た
ち
の
集
団
と
い
う
の
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
集
団
で
あ
ろ
う

か
と
わ
た
し
は
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
修
行
僧
た
ち
、
あ
る
い
は
仏
教

の
僧
侶
た
ち
は
教
団
の
な
か
で
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
常

に
師
匠
と
か
先
輩
と
か
同
僚
と
か
と
い
っ
た
仲
間
と
と
も
に
共
同
生

活
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
だ
れ
か
が
い
わ
ゆ
る
規
則
に

反
し
た
事
を
行
っ
た
場
合
に
は
教
団
が
も
っ
て
い
る
規
則
に
照
ら
し

て
そ
の
違
反
行
為
を
行
っ
た
も
の
の
処
罰
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ

と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
ら
の
人
々
の
姿
は
『
倶
舎
論
』
に
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の

論
書
の
描
く
人
間
像
は
、
現
代
人
の
人
間
像
と
は
遠
く
離
れ
て
い
る

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。『
倶
舎
論
』
の
提
示
す
る
人
間
像
が
当
時

こ
の
論
書
の
中
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
の
か
、
あ

る
い
は
こ
の
著
作
に
述
べ
ら
れ
る
理
想
像
が
全
く
の
理
論
的
な
要
請

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
当
時
の
僧
侶
た
ち
も
こ
こ
の
著
作
に
書
か

れ
た
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
が
自
分
た
ち
の
具
体
的
な
生
活
の
あ
り
方
と

か
け
は
な
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



『
倶
舎
論
』
の
思
想
（
二
）（
立
川
）

100─　   ─

　

仏
教
教
団
が
外
か
ら
の
政
治
的
力
に
よ
っ
て
存
亡
の
危
機
に
瀕
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
事
実
、
僧
院
が
破
壊
さ
れ
、
僧
た
ち
が
殺
戮
さ

れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
力
」
を
『
倶
舎

論
』
の
作
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
も
思
っ

て
み
る
。

　

こ
れ
ま
で
わ
た
し
は
『
倶
舎
論
』
に
見
ら
れ
る
煩
悩
抑
止
論
に
つ

い
て
あ
え
て
否
定
的
な
考
え
を
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
は
『
倶
舎
論
』

を
否
定
す
る
た
め
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
こ
の
仏
教
の
教
科
書
か
ら

わ
れ
わ
れ
は
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
探
る
た
め
で
あ
っ

た
。
欲
望
・
欲
動
を
ど
の
よ
う
に
抑
止
す
べ
き
か
と
は
、
現
代
の
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
仏
教
が
提
言
を

行
う
べ
き
課
題
で
あ
る
。『
倶
舎
論
』
の
煩
悩
抑
止
論
が
現
代
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
な
提
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
の
検
討
は
別

の
機
会
を
俟
ち
た
い
。

注（
1
） 

『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
「
法
」（
ダ
ル
マ
）
の
概
念
に
つ
い
て
は
、

立
川
武
蔵
「『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
ダ
ル
マ
に
つ
い
て
」（
一
）『
愛
知

学
院
大
学
禅
研
究
所
紀
要
』
三
四
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一
一
九－

一
三

三
頁
、
お
よ
び
「『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
「
ア
ビ
ダ
ル
マ
」
の
意
味
に

つ
い
て
」『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
五
四
巻
二
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一

二－

一
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
） 

『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
四
六
の
心
作
用
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
四
六
の
心
作
用
（
心
所
）

　

１　

広
領
域
発
生
存
在
（
広
領
域
に
生
ま
れ
る
心
作
用
、
広
領
域
を

有
す
る
心
作
用
、
大
地
法
）
一
〇

　　
　
　

 （
こ
こ
で
の
広
領
域
と
は
心
作
用
が
生
ま
れ
る
領
域
あ
る
い

は
諸
心
作
用
の
集
合
を
指
す
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら

の
心
作
用
は
常
に
心
に
伴
っ
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
心
」
が
広
領
域
を
有
す
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
こ
の
場
合
の
広
領
域
が
心
所
を
意
味
す
る
の
か
、
心
を

意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
伝
統
的
に
異
論
が
あ
る
。）

　
（
一
）
感
受
（
受
）

　
（
二
）
意
業
（
思
）

　
（
三
）
表
象
（
想
）

　
（
四
）
対
象
を
捉
え
る
欲
求
（
欲
）

　
（
五
）
対
象
と
の
接
触
（
触
）

　
（
六
）
分
析
知
（
慧
）

　
（
七
）
記
憶
（
念
）

　
（
八
）
対
象
へ
の
志
向
（
作
意
）

　
（
九
）
了
解
（
勝
解
）

　
（
一
〇
）
精
神
集
中
（
定
）
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２　

広
領
域
発
生
善
（
広
領
域
に
生
ま
れ
る
善
い
心
作
用
、
善
な
る

広
領
域
を
有
す
る
心
作
用
、
大
善
地
法
）
一
〇

　
　
　
　

 （
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
従
う
な
ら
ば
、
善
大
地
法
と
あ
る
べ

き
で
あ
る
。「
大
」
は
「
地
」
を
形
容
す
る
語
で
あ
っ
て
、

「
善
」
を
形
容
す
る
の
で
は
な
い
。）

　
（
一
）
確
心
（
信
）

　
（
二
）
勤
勉
（
不
放
逸
）（
ふ
ほ
う
い
つ
）

　
（
三
）
軽
妙
（
軽
案
）（
き
ょ
う
あ
ん
）

　
（
四
）
平
静
（
捨
）

　
（
五
）
己
を
か
え
り
み
て
恥
じ
る
こ
と
（
慚
）

　
（
六
）
他
人
を
見
て
恥
じ
る
こ
と
（
愧
）

　
（
七
）
貪
ら
な
い
こ
と
（
無
貧
）（
む
と
ん
）

　
（
八
）
憎
ま
な
い
こ
と
（
無
瞋
）（
む
し
ん
）

　
（
九
）
他
者
を
害
し
な
い
こ
と
（
不
害
）（
ふ
が
い
）

　
（
一
〇
）
精
進
（
勤
）

　

３　

広
領
域
に
生
ま
れ
る
煩
悩
（
煩
悩
と
い
う
広
領
域
を
有
す
る

法
、
大
煩
悩
地
法
）
六

　　
　
　

 「
こ
れ
ら
の
六
煩
悩
」
と
「
汚
れ
た
心
に
伴
っ
て
生
ま
れ
る

心
作
用
」
と
は
指
し
示
さ
れ
る
も
の
は
同
じ
に
な
る
が
、
こ

こ
に
い
う
広
領
域
と
は
諸
煩
悩
の
存
す
る
領
域
を
い
う
。「
大

煩
悩
地
法
」
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
訳
語
と
し
て
は
「
煩

悩
大
地
法
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。） 

　
（
一
）
無
知
（
痴
）（
ち
）

　
（
二
）
善
な
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
（
放
逸
）

　
（
三
）
怠
惰
（
懈
怠
）（
け
だ
い
）

　
（
四
）
心
が
清
浄
で
な
い
こ
と
（
不
信
）（
ふ
し
ん
）

　
（
五
）
沈
鬱
（
惛
沈
）（
こ
ん
じ
ん
）

　
（
六
）
軽
躁
（
掉
拳
）（
じ
ょ
う
こ
）

　

４　

広
領
域
に
生
ま
れ
る
不
善
（
大
不
善
地
法
）
二

　
（
一
）
無
慚

　
（
二
）
無
愧

　

５　

随
煩
悩
と
い
う
領
域
に
生
ま
れ
る
存
在
（
小
煩
悩
地
法
）
一
〇

　
（
一
）
怒
り
（
忿
）（
ふ
ん
）

　
（
二
）
恨
み
（
恨
）（
こ
ん
）

　
（
三
）
邪
ま
な
こ
と
（
諂
）（
て
ん
）

　
（
四
）
嫉
み
（
嫉
）（
し
つ
）

　
（
五
）
頑
迷
（
悩
）（
の
う
）

　
（
六
）
過
ち
の
隠
蔽
（
覆
）（
ふ
く
）

　
（
七
）
も
の
惜
し
み
（
慳
）（
け
ん
）

　
（
八
）
欺
瞞
（
誑
）（
お
う
）

　
（
九
）
自
己
満
足
（
憍
）（
き
ょ
う
）

　
（
一
〇
）
他
を
害
す
る
こ
と
（
害
）（
が
い
）

　

６　

定
ま
っ
て
い
な
い
領
域
に
生
ま
れ
る
存
在
（
不
定
法
）

　
　　
　

 （
善
心
、
悪
心
、
無
記
の
い
ず
れ
に
伴
う
か
が
定
ま
っ
て
い

な
い
心
作
用
）

　
（
一
）
粗
大
な
心
の
働
き
（
尋
）（
じ
ん
）
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（
二
）
微
細
な
心
の
働
き
（
伺
）（
し
）

　
（
三
）
心
の
純
重
（
睡
眠
）

　
（
四
）
過
去
の
悪
行
を
悔
い
る
こ
と
（
悪
作
）（
お
さ
）

　
（
五
）
貪
り
（
貧
）（
と
ん
）

　
（
六
）
憎
し
み
（
瞋
）（
し
ん
）

　
（
七
）
他
者
に
た
い
し
て
誇
る
こ
と
（
慢
）（
ま
ん
）

　
（
八
）
四
諦
に
か
ん
す
る
疑
念
（
疑
）（
ぎ
）

（
3
） 

心
所
法
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
、
注（
2
）参
照
。


