
喩
伽
疏
ど
陳
那

と
の
關
係
再
考

高

木

詳

元

曾
て
筆
者
は
喩
伽
疏
の
量
論
に
陳
那
の
そ
れ
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る

(1
)

點
に
つ
い
て
柳
か
の
拙
論
を
發
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
主
な
る
論

點
は
、
喩
伽
疏
の
作
者
は

三
切
の
對
象
を
特
殊
 
v
i
s
e
s
a
 

と
普
遍
 
sa
-

m
a
n
y
a
 の
二
種

と
し

て
、
現
量
の
對
象
を
特
殊
、
比
量
・
聖
言
量
の
ぞ

(2
)

れ
を
普
遍
と
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
。
こ
の
立
場
は
明
ら
か
に
、
陳
那
が

(3
)

そ
の
著
、

集
量
註

で
主
張
す
る
立
場
に
極
め
て
近
い
。
し
か
し
、
そ
の

反
面
、
喩
伽
經
四

・
一
九
に
對
す
る
注
釋
に
お
い
て
、疏
は
明
ら
か
に
陳

那
の
三
分
説
を
豫
想
し
、

こ
れ
を
破
し
て
い
る
。
も
し
、
前
述
の
量
説

を
陳
那
に
よ
る
影
響
と
認
め
る
な
ら
ば
、
疏
の
作
者
は
同

一
人
に
よ
る

認
識
説

の

一
を
探
り
、
他
を
破
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
p
u
r
u
s
a

の
實
在
を
認
め
る
喩
伽
派
と
、
そ
れ
を
認
め
な
い
陳
那
の
立
場
を
考
え

れ
ば
、

こ
の
反
駁
は
當
然
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う

な
こ
と
が
、
何
の
抵
抗
も
な
く
行
わ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、

疑
念
な
き
を
得
な

い
。
そ
こ
で
我
々
は
、
從
來
言
わ
れ
て
き
た
疏
と
陳

那
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
今
少
し
、
考
察
を
す
す
め
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
喩
伽
疏
の
作
者
の
思
想
的
立
場

が

一
段

と
明

白

に
な

る

と
思

わ

れ
る

か

ら

で
あ

る
。

兩

者

の
關

係

を

検

討

す

る
際

に
、

そ

の
手

懸

り

と

な

る

資
料

の

一
は

Z
y
a
y
a
v
a
r
t
tik
a
,
 T
a
t
p
a
r
y
a
tik
a
 (
1
-
1
-
4
)
所
引

の
 
V
a
r
s
a
g
a
n
y
a

に
皈

せ

ら

れ

る
斷

片

で
あ

る
。

そ

れ

は
、

「
(
現

量

と

は
)

蕪

覺

器

官

等

・

の
(
諸

感

官

の
)

働

き

で

訪
る

」

と

い
う
 
V
a
rs
a
g
a
n
y
a
 の
現

量

に
對

す

る

定

義

で
あ

る

(V
a
r
s
a
g
a
n
y
a
sy
a
p
i
 la
k
sa
n
a
m
 
a
y
u
k
ta
m
 
iti

a
h
a
-
s
r
o
t
r
adiv
r
ttir
 iti)
。
こ

の
斷

片

は
數

論

偶

に
對

す

る

注

釋

書

「
道
理

の
光

」
Y
u
k
tid
i
p
i
k
a
 

に

も

引

か

れ

て

い

る

が
、

こ

こ

で

は

V
a
r
s
a
g
a
n
y
a
 自

身

で
は

な

く
、
V
a
r
sa
g
a
n
a
h
a
 即

ち
、
V
a
r
sag
a
n
y
a

派

の
人

々
に
阪

せ

ら

れ

て

い

る
。

こ

の
 
V
a
r
s
a
g
a
n
a
h
 

と

は

漢

譯

佛

典

に
知

ら

れ

て

い

る
雨

衆

外

道

を

指

し

て

い
る
。

と

こ

ろ

で
、

「
道
理

の
光

」
の

こ

の
箇

所

で
は
、

こ

の
 
V
a
r
s
a
g
a
n
y
a
 

派

の
現

量

説

の
他

に
、

N
y
a
y
a
s
ut
r
a
 1
-
1
-
4
,
 

V
a
i
s
e
s
i
k
a
s
u
t
r
a
 
3
-
1
-
1
,
 

M
im
a
m
s
a
-

su
tr
a
 1
-
1
-
4
と共

に
、

陳

那

の
現

量

に
對

す

る
定

義

も

引

か

れ

て

お

り
、

こ
れ
ら

の
説

が

全

て
、
そ

の
作

者

に

よ

つ
て
論

駁

せ

ら

れ

て

い
る
。

他

方

よ

く
知

ら

れ

て

い
る

よ
う

に
、

陳

那

自

身
、

そ

の
著
、

集

量

註

に

喩
伽
疏
と
陳
那

と

の
關
係
再
考

(
高

木
)
 

七
七
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喩
伽
疏
と
陳

那
と
の
關
係
再
考

(
高

木
)
 

七
八

(7
)

お

い

て
、

こ

の
 
V
a
s
a
g
a
n
y
a
 

派

の
所

説

に
論

難

を

加

え

て

い

る
ゆ

尤
も
、

こ

こ
で

は
 
s
e
r
 
s
k
y
a
 p
a
 r
n
a
m
m
 
(K
a
p
ila
h
)

と

云

わ

れ

て

い
て
、

直
接

に
 
V
a
r
s
a
gq
a
n
y
a
 
の
名

稱

は

現

わ

れ

な

い
け

れ

ど

も
、

そ

こ

に
引

か

れ

て

い
る
定

義
、

「
現
量

と

は
嘉

覺

器

官

等

の

働

き

で

あ

る
」

(
r
n
p
 b
a
 la
 S
o
g
s
 
p
a
h
i
 
h
j
u
g
 
p
a
 m
n
o
n
 s
u
m
 
d
u
 h
d
o
d
 d
o
)

と

い
う

の
は
、

前

述

の
如

く
、

ま

さ

し

く
 
V
a
r
s
a
g
a
n
y
a
 派

の
所

説

に
外

な

ら

な

い
。

こ

の
説

に

對

し

て
陳

那

は

(1)
有

分

別
、

(2)
普

遍

を

對

象

と
す

る

こ
と

に

な

る

な

ど

の
理

由

を

學

げ

て
、

こ
れ

を

正

し

い
量

と

は

認

め
得

な

い
と

論

難

す

る
。

V
a
r
s
a
gq
a
n
y
a
 の

こ

の
見

解

は
、

陳

那

の
如

き
他

派

の
人

々
に
限

ら

ず
、

同

じ
數

論

派

の
人

々
に

よ

つ

て
も

破

せ
ら

れ

た
事

實

は

さ

き

の

「
道
理

の
光

」
の

記

述

よ
り

し

て
も

窮

い
知

る

こ
と

が

で
き

る
。

ま

た
、

同

じ
 
V
a
r
s
a
g
a
n
y
a
 派

の

人

と

目

さ

れ

る
 
V
in
d
h
y
a
v
a
s
in
 
が

こ

の
現

量

説

を

修

正

し

た

の

も
、

こ

の

た

め

で
あ

ろ

う
。

即

ち
、

「
(
現

量

と

は
)

聽
覺

器

官

等

の

(
諸

感

官

の
)

未

(
9
)

分

別

な

働

き
」

(
s
r
o
t
r
a
d
i
v
r
t
t
i
r
 

a
v
ik
a
lp
ik
a
)
と

い

う

の
が
、

か

れ

の
修

正

説

で
あ

る
。

こ

の
定

義

に

對

し

て
 
G
u
n
a
r
a
t
n
a
 は
攻

の
如
く

注
解

し

て

い
る
。

「
<
現量

と
は
聴
覺
器
官

な
ど
の
未
分
別

な
働

き
で
あ

る
>
と

い
う
。

<
聽
覺

器
官
な

ど
>
と

は
聽
覺
器
官
、
觸
覺
器
官
、
視
覺
器
官
、
味
覺
器
官
、
嗅
覺
器

官

の
五
つ
よ
り
な
る
。

こ
れ
ら

の

<働

き
>
 v
r
tt
i
 と
は
變

異
 
p
a
r
i
n
a
m
a

の
働
き
で
あ
る
か
ら
し
て
、
現

量
と
は
感
官

が
對
境

の
行
相

に
變
異
す

る
こ

と
 
p
a
r
i
n
a
t
a
 

に
他
な
ら
な

い
、
と
い
う

の
が
、

か
れ
ら
の
定
説

な
の
で
あ

る
。

<未
分
別
>
と
は
名
 
n
a
m
a
 類
 ja
t
i
な
ど

の
分
別
 
k
a
lp
a
n
a
 を
訣

い

て
い
る
も

の
で
、
輩
に
感
官

に
よ

つ
て

の
み
認
め
ら
れ
る

(
純
粋
認
識
)

と

い
う
意
味

で
あ

る
」
。

さ

て
、

こ

の

V
in
d
h
y
a
v
a
s
in
 
の

現

量

に

對

す

る
定

義

は

陳

那

自

身

の

「
現
量

と

は

分
別

を

敏

き
、

名
、

類

な

ど

と

結

合

し

な

い
も

の
」

(
p
r
p
t
y
a
k
s
a
m
 
k
a
lp
a
n
a
p
o
d
h
a
m
 
n
a
m
a
ja
ty
a
d
y
 a
s
a
m
y
u
k
ta
m
)

と

い
う

定

義

と

全

同

と

云

わ

ね

ば

な

ら

な

い
。

つ
ま

り
、

我

々
は

こ

こ

で
現

量

説

に

對

し

て
、

V
in
d
h
y
a
v
a
sin
 
と
陳

那

と

が

殆

ど

同

一
の
見

解

を

有

し

て

い
た

事

實

を

知

る

の

で
あ

る
。

こ

こ

で
、

當

然
 
V
in
d
h
y
a
v
a
s
i
n
 

と

陳
那

と

の
關

係

及

び

兩

者

の

思
想

的

背

景

が
問

題

と
な

つ
て
く

る
。

前

者

の
年

代

に

つ

い

て

は
詳

か

で

な

い

が
、

F
r
a
u
w
a
lln
e
r
 は

四

二

五
年

と

な

し
、

世

親

と

略

同

時

代

(13
)

の
人
と
見
徹
し
て
い
る
。
我

々
は
僅
か
の
斷
片
の
み
を
通
じ
て
、
か
れ

の
思
想
の

一
端
を
窮
知
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
今
こ
の
問
題
を

一

層
確
實
に
論
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
譯
で
の
み
殘
存

せ
る
金
七
十
論
に
み
え
る
現
量
説
は
こ
の
問
題
を
解
く

一
つ
の
鍵
と
な

ろ
う
。
即
ち
、
第
五
頗
の
冒
頭

の
句
、
「
對
塵
解
證
量
」
p
ra
tiv
isa
y
a
-

d
h
y
a
v
a
s
a
y
a
 

d
rsta
m
 に
注
し
て
、
「
對
塵
解

證
量
者
、
耳
於
聲
生
解
、

乃
至
鼻
於
香
生
解
。
唯
解
不
能
知
、
是
名
爲
證
量
」
と
し
て
い
る
。
こ

こ
で
我

々
は

「
唯
解
不
能
知
」

の
一
句
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

梵
語
原
文
が
ど
う
な

つ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の

句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
難
覺
器
官
等
が
そ
れ
ぞ
れ
聲
等
の
對
象
に
瀾
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し
て
生
ず
る
解
が
現
量
で
あ
り
、
而
も
唯
だ
軍
に
解
の
み
を
生
じ
て
知

る
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
と
は
、
未
だ
分
別
、
即
ち
概
念
作
用
の
加
ら

(15
)

な
い
感
官
に
よ
る
純
輝
認
識
と
み
て
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
す
れ

ば
、

こ
の
見
解
は
前
述
の
 V
i
n
d
h
y
a
v
a
s
i
n
 

の
現
量
に
對
す
る
定
義

と
完
全
に
軌
を

三
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
た
、
同
じ
く

金
七
十
論
第
四
頗
に
對
す
る
長
行
に

お
い
て
、
「
證
量
者
、
是
智
生
從

(
16
)

根

塵
、

不
顯

現
、

非

不

定
、

無

二
。

是

名

證

量

」
と

も

説

明

さ

れ

て

い

る
。

F
r
a
u
w
a
lln
e
N
 は
金

七

十

論

自

體

を
 
V
in
d
h
y
a
v
a
s
i
n
 の
著

作

(71
)

と
な
す

も
、
そ
の
確
實
な
根
櫨
を
示
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、

こ
れ

は
世
親

傳
、
成
唯
識
論
述
記
な
ど
の
記
述
に
も
と
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
少
く
と
も
現
量
に
對
す
る
説
明

は
ま
さ
し
く
 
V
in
d
h
y
a
v
a
s
i
n
 
の
所
説
と
み
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
も
、
こ
の
見
解
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
漢
譯
者
眞
諦
三
藏
の
翻
譯

年
代

(
548
-569
 A
D
.)
か

ら
み
て
、
金
七

十
論
の
原
本
は
六
世
紀
中

葉
を
降
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
V
in
d
h
y
a
v
a
s
i
n
 

の

下
限
年

代
も
亦
、

五
五
〇
年
を
下
ら
な
い
。

三
般
に
か
れ
が
 Isv
a
r
a
-

k
rsn
a
 よ
り
も
古

い
人
と
見
徹
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
「
道
理
の
光
」
に

(18
)

そ
の
痕
跡
を
見
出
し
う
る
。
陳
那
の
年
代
を
四
八
〇
-
五

二
〇
と
す
る

説
を
探
る
な
ら
ば
、
V
in
d
h
y
av
a
s
i
n
 
は
陳
那
と
略
同
時
代
か
、
乃
至

(19
)

は
や
や
古
い
時
代
に
厩
し
て
い
た
と
み
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
 V
in
d
h
y
ov
a
s
i
n
 
と
陳
那
と
が
現
量
説
に
關

し
て
、

同

一
見
解
を
有
し
て
い
た
事
實
を
知
り
得
た
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と

い
つ
て
(
我
々
は
直
ち
に

の
兩
者
の
間
に
貸

借
關
係
を
考
え
る
必
要

は
な
い
。
何
故
な
ら
、
す
で
に
早
く
喩
伽
師
地
論

(
本
地
分
中
、
聞
所
成

地
第
十
之
三
)
に
お

い
て
、
五
明

の

一
つ
に
因

明
處
を
數
え
、
論
證
法

を
詳
し
く
取
扱
つ
て
い
る
が
、
そ

の
中
、
現
量

に
つ
い
て
は
、
非
不
現

見
現
量

(
四
種
)
、
非
己
應
思
現
量

(
二
種
)
、
非
錯
亂
境
界
現
量

(
五

或
は
七
種
)
の
三
種
と
す
る
記
述
に
遭
遇
す
る
。
そ
こ
に
お

い
て
は
、

(2
0
)

こ
の

一
々
に
つ
い
て
、
更
に
詳
細
な
説
明
が
施
さ
れ
、
顯
揚
聖
教
論
も
、

(21
)

こ
の
説
を
そ
の
ま
ま
斷
承
し
て
い
る
。
さ
て
、
右
の
三
種
の
現
量
の
中
、

第
二
の
非
己
思
應
現
量
は
纔
取
便
成
取
所
依
境

と
建
立
境
界
取
所
依
境

の
二
種
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
現
量
が
分
別
思
惟
の
加
ら
な
い
も
の
な

る
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
は
想
、
數
、
形
、
顯
、

業
、

及
び
心
、
見
の
七
種
の
錯
亂
に
非
ら
ざ
る

こ
と
を
述
べ
る
。

つ
ま

り
、
我
々
は
、
こ
こ
に
、
す
で
に
後
世
、
現
量
が
除
分
別
、
非
錯
亂
と

簡
潔
に
定
義
せ
ら
れ
る
に
至
る
先
騙
思
想
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
つ
て
、
現
量
を
除
分
別
と
し
た
こ
と

は
 V
i
n
d
h
y
a
v
a
s
i
n
 

の

創
見
で
も
な
く
、
ま
た
陣
那
の
濁
創
で
も
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
に
非
錯

亂
と
限
定
し
た
こ
と
も
法
稱
の
濁
創
で
な
い
こ
と
は
、
さ
き
の
喩
伽
論

の
記
述
よ
り
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
故
に
、
V
in
d
h
y
a
v
a
s
i
n

と
陳
那
と
が
、
と
も
に
現
量
を
除
分
別
と
定
義

し
て
い
る
か
ら
と
い
つ

て
、
兩
者
に
相
關
關
係
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
説
は
、
喩
伽
論
に
お
い
て
觸
創
的
に
始
め
ら
れ
た

の
か
と
い
う
に
、
そ
う
で
は
な
い
。

一
説
に
よ

れ
ば
、
古
い
論
理
家
の

喩
伽
疏

と
陳
那

と
の
關
係
再
考

(
高

木
)

七
九
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喩
伽
疏
と
陳
那

と
の
關
係
再
考

(
高

木
)
 

八
〇

研
究
か
ら
、

一
方
に
正
理
派
の
論
理
學
が
展
開
し
、
他
方
に
お
い
て
喩

伽
論
の
佛
教
因
明
と
な
つ
た
〇
し
か
も
、
初
め
て
因

の
三
相
説
が
發
見

さ
れ
た

の
は
古
い
論
理
家
の
系
統
所
謂
、
若
耶
須
摩
論
師
に
、
お
い
て

(
22

)

で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
若
耶
須
摩
論
師
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
順

中
論
に
よ
れ
ば
、
數
論
が
こ
の
若
耶
須
摩
論
師
か
ら
因
の
三
相

説
を
探

用
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
數
論
派
に
お
い

て
は
、
早
く
か
ら
論
理
學
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
展
開
さ
れ
て
い
つ
た
と

推
定
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
世
親
、
陳
那
に
よ
る
佛
教
論
理
學
の
發
展

以
前
に
は
、
數
論

の
認
識
説
が
有
力
で
あ
つ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ

う
な
思
想
史
的
背
景
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
か

け
て
、
陳
那
と
同
じ
よ
う
な
現
量
説
を
説
く
數
論
師
が
存
在
し
た
と
し

て
も
、

何
ら
不
都
合
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
我

々
は
 V
a
r
s
a
g
a
n
y
a
 

及
び
そ
の
學
派
、
就
中
 V
in
d
h
-

y
a
v
a
sin
 と
喩
伽
疏
と
の
密
攘
な
る
關
係
に
つ
い
て
顧
慮
す
べ
き
で
あ

る
。
F
r
a
u
w
a
lln
er
 及
び
 P
.
 
C
h
ak
r
a
v
a
r
t
i
 

な
ど
に
よ
つ
て
指
摘
せ

ら
れ
た
如
く
、
瑜
伽
疏
は
そ
の
數
論
説
を
多
く
 
V
a
rsa
g
an
y
a
 派
、

特
に
 
V
in
d
h
a
v
a
sin
 に
負
つ
て
い
る
。
ま
た
、
瑜
伽
疏
と
佛
教
、
特

に
有
部

と
の
關
係
が
密
な
る
こ
と
も
、
す
で
に
早
く
か
ら
指
摘
せ
ら
れ

て
き
た
。

し
か
し
、

こ
の
兩
者
の
深

い
關
係
が
如
何
な
る
理
由
に
も
と

づ
け
る
も

の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
從
來
殆

ど
顧

み
ら
れ
な
か

つ

た
。

こ
の
點
に
つ
い
て
、
筆
者
は

一
つ
の
推
論
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。

即

ち
、

瑜

伽

疏

が
有

部

の
所

説

に
依

抵

し
た

如

く

見

え

る

の
は
、

實

は

V
a
r
s
a
gq
a
n
y
a
 派

の
見

解

を
媒

介
素

地

と

し

て

い

た

と
思

わ

れ

る

の

で

あ

る
。

こ

の
よ

う

に
、

喩

伽

疏

に

と

つ
て
、

V
a
r
s
a
gq
a
n
y
a
 派

の
占

め

る

位

置

は

極

め

て
重

い
。

し

た

が

つ
て
、

ま

た
當

面

の
問

題

た

る
疏

の

認

識

論

も
、

こ
れ

を

陳

那

か

ら

の
影

響

と

み

る

よ

り

も
、

む

し

ろ
、

V
a
r
s
a
g
a
n
y
a
 派
、

殊

に
 
V
in
d
h
y
a
v
a
s
in
 
の
所

説

に
も

と

づ

け

る

も

の

と
考

え

る
方

が
、

三
暦

要

當

的

で
あ

る
。

尤

も
、

一
切

の
對
象

を

特

殊

と
普

遍

に
分

け
、

現

量

は
特

殊
、

比

量

・
聖
言

量

は
普

遍

を

對
象

と
す

る

と

い
う

主

張

が
 
V
in
d
h
y
a
v
a
s
i
n
 
に

よ

つ

て
も

行

わ

れ

た

か
否

か

は
分

ら
な

い
。

反

面
、

こ

の
主

張

が

陳

那

の
濁

創

で
あ

る

こ

と
も

な

い
。

何

故

な

ら
、

そ

の

オ

リ

ジ

ナ

ル
な

も

の
は
、
す

で

に
、
大
毘

婆

沙

論

(
一
三
)
、
倶

舎
論

(
分
別
界

品

一
)

な

ど

に

み
え

て

い

る
か

ら

で

あ

る
。

V
in
d
h
y
a
v
a
s
i
n
 

に

と

つ
て

も
、
こ

の
普

遍
 
s
a
m

a
n
y
a
 と
特

殊
 v
is
e
s
a

に
關

す

る
見

解

が
か

な

り

重

要

な

論

題

で
あ

つ

た

こ

と

は
、

「
道
理

の

(
25
)
 

(26
)

光

」
及

び
 
S
lo
k
a
v
a
r
ttik
a
 な

ど

に
み

ら

れ

る

か

れ

の
斷

片

か
ら

も

窮

い
知

る

こ

と
が

で
き

る
。

以

上
、

主

と

し

て
現

量

説

に

つ

い

て
述

べ
た

の
で
あ

る

が
、

こ

の

こ

と

は

比
量

に

つ
い

て
も

云

わ

れ

う

る
。

「
道
理

の
光

」

(
p
.
 
4
)
で
は
 V
a
-

r
s
a
g
n
y
a
 派

の
現

量

説

を

引

い
た

す

ぐ

後

で
、

「
比
量

と

は

同

一
の
結

合

關

係

に
も

と

つ

い

て
、

他

(
の
事

實

を

)

確

定

す

る

こ
ど

」

(
s
a
m
-

b
a
n
d
h
a
d
 e
k
a
s
m
a
c
 c
h
e
s
a
s
id
d
h
ir
 a
n
u
m
a
n
a
m
)
と

い
う
定

義

を

擧

げ

で

い
る
。

こ
れ

は
 

N
y
a
y
a
v
a
r
tt
ik
a
 1
-1
-5
、
T
a
t
p
a
r
y
a
t
ik
a
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(
p
.
 
1
3
0
,
 

1
.
 
2
1
)

で
 
s
a
n
k
h
y
a
y
a
m
a
n
u
m
g
a
-
l
a
k
s
a
n
a
m
 

と

し

て
引

用

さ

れ

る

<
s
a
m
b
a
n
d
h
a
d
 e
k
a
s
m
a
t
p
r
a
t
y
a
k
s
a
c
 c
h
e
s
a
s
id
d
h
ir

a
n
u
m
a
n
a
m

>
と

對

應

す

る
も

の

で
あ

り
、

ま

た
集

量

論

に

お

い
て
も

論
難

を

加

え

ら

れ

て

い
る
。

こ

こ
で
も

亦
、

そ

の
典

櫨

は

示

さ

れ

て

い

な

い
が
、

さ

き

の

「
道
理

の
光

」
の

文

脈

か

ら

す

れ

ば
、

こ

の
比
量

説

は
當

然
 
V
a
r
s
a
gq
a
n
y
a
 派

の
見
解

に
皈

し

て
よ

い

で

あ

ろ

う
。

そ

し

て
、

こ

の
比

量

説

は
瑜

伽

疏

の
比

量

に

對
す

る
定

義
、

「
所
比

と

同

種

の
も

の
に

存

し
、

異

種

の
も

の
に
存

し
な

い
關

係

に

も

と

つ

く

も

の
で

云

ご

(
a
n
u
m
e
y
a
s
y
a
 
t
u
l
y
a
j
a
t
i
y
e
s
v
 

a
n
u
v
r
t
t
o
 
b
h
im

a
j
a
t
i
y
e
-

b
h
y
o
 v
y
a
v
r
t
t
a
h
 sa
m
b
a
n
d
h
o
…
)
を

想

起

せ

し

め

る
。

瑜

伽

疏

の
量

論

は
陳

那

の
そ

れ

と
極

め

て
よ

く
類

似

し
、

從

つ
て

ま

た

曾

て

は

そ

こ

に
陳

那

か

ら

の
直

接

的

影

響

を

認

め

た

の
で
あ

る

が
、

し

か

し
、

以
上

の
論

點

か

ら
、

直

攘

に

は
 
V
a
r
s
a
g
a
n
y
a
 派
、

特

に

V
in
d
h
y
a
v
a
s
in
 
の
所

説

に

依
櫨

し

て

い

る
と

見

倣

す

べ
き

で

あ

る
。

瑜

伽

疏

は
聖

言

量

を

し

て

「
聲
に
も

と

づ
き
、

且

つ
そ

れ

の
對

象

に

關

す

る

聞

者

の
心
作

用
」
(
Y
B
h
.
 
a
d
.
 
Y
S
.
 1
-7
)
と
し

て
、

等

し

く

三
量

を

認

め

な

が

ら
も
、
數

論

偶

に

對

す

る
各

注
釋

書

と

そ

の
解

釋

を

異

に

し
、

し

か

も

そ

れ
を

も
、

比

量

と
同

じ
く

「
普
遍

を

對

象

と

す

る

も

の
」
と

し

て

い

る

(
Y
D
h
.
 
a
d
.
 
Y
S
.
 
1
-4
9
)
。
こ

こ

に
、

我

々
は

瑜

伽

疏

の

認

識

論

が
數

論

の
注

釋

書

や

陳

那

の

そ

れ

と
異

る

面

を

み

る

の

で
あ

る
。

こ

の

よ
う

に

み
て

く

る

と

き
、

瑜

伽

疏

が

一
方

に

お

い
て
現

量
、

比
量

の

定

義

に
關

し

て
、

陳

那

と

同

一
の
見

解

を

も

ち

な

が

ら
、

他

方

そ

の
三

分
説
を
破
し
て
い
る
事
實
も
、
我

々
は
充
分
に

れ
を
納
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
陳
那
以
前

に
、
「
現
量
と
は
名
、
類
等
と

結
合
し
な
い
除
分
別
な
も

の
」
と
す
る
定
義
を
圭
張
す
る
數
論
師
の
存

在
し
た
こ
と
、
瑜
伽
疏
の
量
論
は
こ
れ
ら
數
論
師
、
嚴
密
に
は
 
V
a
rs
a
-

gq
a
n
y
a
,
 
V
in
d
h
y
a
v
a
s
i
n
 

か
ら
の
斷
承
説
で
あ

る
こ
と
を
述

べ
た

の

で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
自
相
、
共
相
の
設
定
も
、
現
量
除
分
別
の
主

張
も
、
決
し
て
陳
那
自
身

の
掲
創
で
は
な
く
、

ま
た
除
分
別
に
し
て
錯

亂
に
非
ず
と
し
た
の
も
法
稱
の
創
見
で
は
な
い
。
か
よ
う
に
見
て
く
る

と
き
、
イ
ン
ド
論
理
擧
、
或
は
廣
く
イ
ン
ド
思
想
史
上
に
占
め
る
 
V
a
-

Hs
agq
a
n
y
a
,
 
V
in
d
h
y
a
v
a
s
i
n
 

の
地
位
は
極
め

て
重
要
な
も
の
と
云
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
全
く
遺
憾
な
が
ら
、
か
れ
ら
の
思
想
は
そ

の

一
端
を
僅
か
の
斷
片
を
通
じ
て
知
り
う
る
の
み
で
あ
る
〇
ま
た
倶
舎

論
な
ど
に
み
ら
れ
る
か
れ
ら
の
思
想
的
立
場
、

瑜
伽
疏
と
の
密
な
る
關

係
な
ど
か
ら
し
て
、
か
れ
ら
が
數
論
偶
以
後

の
所
謂
古
典
數

論
か
ら

は
、
そ
の
師
資
相
承
の
系
譜
か
ら
は
ず
さ
れ
、

或
る
場
合
に
は
批
難
を

加
え
ら
れ
て
い
る
事
實
も
、

か
れ
ら
の
思
想
的
立
場
を
知
る
上
に
興
味

深
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。

ー

ヨ
ー
ガ
擧
派
と
佛
教
交
渉
の
一
斷
面

(中
野
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
)

ヨ
ー
ガ
・
バ
ー
シ
ュ
ヤ
と
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
と
の
關
係

(印
佛
研
i
x
-
1
)

2
 
Y
B
h
.
 
ad
.
 
Y
S
.
 
1
,
 
7
;
 I,
 
25
;
 I,
 
4
9

瑜
伽
經

一
・
四
九
自
體
、
「(
こ
の
出
世
間
の
現
量
た
る
三
昧
慧
は
)
所
聞

(srau
ta
=
聖
言
量
)
と
比
量
と
の
二
つ
の
慧
よ
り
も
、
他
の
對
境

(v
i
-

瑜
伽
疏
と
陳
那

と
の
關
係
再
考

(
高

木
)
 

八

一
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瑜
伽
疏

と
陳
那
と

の
關
係
再
考

(
高

木
)
 

八
二

s
a
y
a
)
と

關

係

す

る
。

何

故

な

ら
、

(
こ

の
三

昧

慧

は

)
特

殊

(v
i
s
e
s
a
)

を

對

象

と

す

る

も

の

(
a
r
th
a
t
v
a
)
で
あ

る

か

ら
」
と

し

て

い
る
。

こ

の

際
、

現

量

の
對

象

に
對

し

て

は
 
a
r
t
h
a
、
比

・
聖

言

二

量

の

對

象

に

は

v
is
a
y
a
 が

あ

て

ら

れ
、

a
r
th
a
 と
 
v
is
a
y
a
 と

が

區

別

し

て
使

用

さ

れ

て

い

る
點

は
看

過

せ
ら

る

べ
き

で
は

な

い
。

周

知

の
如

く
、

法

稱

は
 
a
r
-

th
a
k
r
iy
a
s
a
k
t
i
 の
語

を

以

て

個

物

(
=
自

相
 
s
v
a
la
k
sa
n
a
)
を

表

わ

し
、

而

も
、

こ

れ

は
 
V
a
tsy
a
y
a
n
a
 の
所

説

を

踏

襲

せ

る

も

の

と

さ

れ

る
が
、

法

稱

は
、

a
r
th
a
 を
現

量

的

行

爲

的
對

象

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

と

し

て

い

る
事

實

が

存

す

る

か

ら

で
あ

る
。

3
 

P
r
a
m
a
n
a
s
a
m
u
c
c
a
y
a
-v
rt
ti
 a
d
.
 PS
.
 2

4
 

前

掲

の
拙

論

參

照
。

5
 

Y
u
k
tid
ip
ik
a
.
 pp
.
 4
,
 39
,
 42

6
 

拙

稿
、

雨

衆

外

道

に

つ

い

て

(
密

教

文
化

6
2
號
)

な

お
、

V
a
r
sa
g
a
n
y
a
 と

い
う

固

有

名

詞

が
雨

衆

外

道

と
漢

譯

さ

れ

て

い

る

こ
と

も

あ

る
。

瑜

伽

師

地

論

(Y
o
g
a
c
a
r
y
a
b
h
u
m

i
 p
.
 11
9
)

參

照
。

t
io
n
.
 (大

阪

府

大

研

究

紀

要
、

V
o
l
.
 
8
-3
)

8
 

世
親

傳

な

ど

に

よ

れ

ば
、

か

れ

は
 V
a
r
sa
g
a
n
y
a
 の
弟

子

と

さ

れ

る
。

11
 

集

量

註

で
、

陳

那

は
數

論

の
現

量

説

を

破

し

て
、

「
(
感

官

が
對

象

の

形

相

に
)

變

異

す

る

(
と

い
う

數

論

派

の
説

は

)

理

解

さ

れ

な

く

な

ろ

う
」

と
難

じ

て

い

る
。

「
道
理

の
光

」
で

も
、

感

官

が

對

象

の
形

相

に

變

異

し
、

そ

れ

よ

り

し

て
特

殊

の
行

(
sa
m

s
k
a
ra
)

が

認

め

ら

れ

る

と

い
う

或

る

數
論

師

の
説

が

み

え

て

い
る

が

(
p
.
 10
8
)
、
G
u
n
a
r
a
t
n
a
 
に

よ

る

こ

の

説

明

よ
り

す

れ

ば
、

V
in
d
h
y
a
v
a
s
in
 も

亦
、

こ

の
説

を
主

張

し

て

い

た

こ

と

に

な

る
。

12
 

P
r
a
m
a
n
a
s
a
m
u
c
c
a
y
a
 
(
デ

ル
ゲ
版
 
c
e
 帙

)
1
b
3
-4
;
 Y
u
k
tid
ip
ik
a

1
,
 s
.
 28
4
,
 
4
0
1
.
 
こ

れ

は

世

親

傳
、

成

唯

識

論

述
記

な

ど

の
傳

説
、

即

ち

V
in
d
h
y
a
v
a
s
i
n
 

が
 
M
a
n
o
r
a
t
h
a
 

或

は

し
 Bu
d
d
h
a
m
itr
a
 を

論

破

し
、

世
親
と
蓬
遁

し
た
こ
と
が
、

そ

の
理
由

の

三
と
な

つ
て

い
る
。

14
 

大
正
五
四
卷

一
二
四
六
頁
上

15
 

曉
應
は
ま
さ
し
く
こ
れ

を

注

し

て
、
「
耳
於
等
者
、

如
次
耳
皮
眼
舌
鼻

根
、

唯
能
解
聲
觸
色
味
香
、

未

生
我
所
分
別
知
覺
、

是
名
證
量
、

親
證
境

故
」
(
備
考
會
本

一
八
頁
)
と

し
て

い
る
。

丁

16
 

こ
の
定
義

は
正
理
經

・
一・
一

・
四

「
現
量

と
は
感
官

と
對
象

と
の
接
觸

よ
り
生
じ
た
る
認
識

で
あ

り
、

言
詮
さ
れ
ず
、
誤
謬

な
く
、
具
っ
確
寶
性
を

本
質

と
す
る
」
(
in
d
r
g
r
t
h
a
-
s
a
m
n
i
k
a
r
s
o
t
p
a
m
a
m
 

jn
a
n
a
m
 
a
v
-

y
a
p
a
d
e
s
y
a
m
 
a
v
y
a
b
h
i
c
a
r
i
 

v
y
a
v
a
s
a
y
a
t
m
a
k
a
m
 

p
r
a
t
y
a
k
sa
m
)

と
相
應
す
る

(
宮
坂
博

士
、

ニ
ヤ
ー

ヤ
バ
ー
シ

ュ
ヤ

の
論
理
學
)
。
こ
れ

ら
の
現
量
説

は
後
述
す

る
如

く
、

瑜
伽
師
地
論

(
本
地
分
、

聞
所
成
地
)

に
み
え
る
現
量

の
説
明

か
ら
、
後

世
、
陳
那

・
法
稱

の
そ
れ
に
至

る
中
間

的
な
段
階
に
あ
る
も

の
た
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

-525-



19
 

V
in
d
h
y
a
v
a
s
in
 が
特
殊

の
場
合

の
周
延
關
係
を
説
く

こ
と
、

且
つ
世

親

の
年
代
よ
り
推
し
て
、
宮
坂
博

士
は
か
れ
の
年
代
を
四
五
〇
年
前
後

と

さ

れ
て
い
る

(
前
掲
書
)
。

20
 

大
正
三
〇

卷
、

三
五
七
頁

以
下

21
 
大

正
三

一
卷
、

五
三

二
頁

22
 

宇
井
博
士
、
佛
教
論
理
擧

24
 

拙

稿
、

ヨ
ー

ガ
擧

派

の
時

間

論
-
ア

ビ
ダ

ル

マ
佛

教

と

の
對

比
-

(
密

教

文

化

六

四

・
六

五

合

併

號

)

25
 

Y
u
k
tid
ip
ik
a
 p
.
 76

26
 

S
lo
k
a
v
a
r
t
tik
a
,
 ak
r
t
iv
a
d
a
 65

27
 

數

論
偶

で

も

瑜

伽

經

と

同

様
、

現

・
比
・
聖
言

の
三

量

を
説

く

も
、

そ

の

解

釋

は
瑜

伽

疏

の
そ

れ

と

か

な

り
相

違

し

て

い

る
。

殊

に
聖

言

量

(
a
p
-

ta
v
a
c
a
n
a
)

は

各

注
釋

書

に

よ

つ

て
、

A
g
a
m
a
 
と

さ

れ
、

M

a
th
a
r
a
,

G
a
u
d
a
p
a
d
a
 は
共

に
信

頼

す

べ

き
人

(
a
p
ta
)

と

天

啓

書

(
s
r
u
t
i)
即

ち

ヴ

ェ
ー

ダ

と

し

て

い
る
。

こ

の
點

は
、

同

じ

く

數

論

偶

一
及

び

二

で
ヴ

ェ
ー

ダ

の
禮

威

を

全

く

認

め

な

い
數

論

派

の
根

本

的

立

場

と

矛

盾

し

て

い

る
。

ヤ

コ
ー

ビ

は
聖

言

量

に

つ

い
て
、

瑜

伽

疏

と

數

論
偶

と

は

一
致

す

る

と

す

る
も
、

瑜

伽

疏

で

は

ヴ

ェ
ー

ダ

と

は

さ

れ

て

お

ら

ず
、

根

本

的

に
異

っ
て

い
る
。

拙

稿
、

「
數
論

偶

」
第

二

頌

に

對

す

る

一
考

察

(
密

教

文

化

七

一
・
七

二

號
)

參

照
。

瑜
伽
疏

と
陳
那

と
の
關
係
再
考

(
高

木
)
 

八
三
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