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目

了

従
来
、
南
伝
阿
毘
達
磨

の
色
法
を
考
察
す
る
際
の
問
題
点
の

一
つ
と
し
て
、

「
水
界
と
触
処

の
関
係
」
が
指
摘
さ
れ

て
き
た
。

と
い
う
の
は
、
有
部

が
四
大

種
を
全
て
触
処

に
摂
す
る

の
に
対

し
て
、

セ
イ

ロ
ン
上
座
部

で
は
水
界

を
触
処

か
ら
除

く
か
ら

で
あ
る
。

し
か
も
、

セ
イ
ロ
ン
上
座
部
が
何
故

そ
の
よ
う
な
立

場
を
取

つ
た
の
か

と
い
う
論
理
的
説
明

に
な
る
と
、
学
界
に
お

い
て
も
未
だ
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
よ
う

で
あ

る
。

こ
の
問
題
と
取
り
組

む
に
あ
た

つ
て
最

も
困
難
な

こ
と
は
、

セ
イ
ロ

ン
上
座
部

の
数
多
ぐ
の
論
書
が
、

全

て
口
を
閉
ざ

し
た
よ
う

に
こ
の
問
題
に
は
触
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ

つ
た
。

と

こ
ろ

が
、
A
w
o
e
r
t
o
e
r
u
t

の
i
o
e
r
u
t
d
s
k
f

な

る
e
i
t
u
e
o
r
i
-

m
e
o
r
i
t
u
o
e
r
u
t

の
中

に
、

こ
の
問
題
に

つ
い
て
、

セ
イ

ロ
ン
上

座

部

と
(
1
)

し
て
の
見
解

を
論
理
的

に
述

べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

年
代
的
に
後
期

の
論
書

で
あ
る
と
は
い
え
、

セ
イ

ロ
ン
上
座
部

の
伝
統
的
な
見
解

で
あ

り
、

具

つ
、
如

上

の
問
題

に
対
す

る
具
体
的
回
答

で
あ

る
と
考
え
る
。

さ
て
、
r
u
i
t
o
r
u
y
 
s
d
l
f
k
s
dで
は
、
ま
ず

「水
界

の
微
細
な

る
状
態

に
よ

つ
て
、
触
る
こ
と
が
不
可
能

で
あ

る
が
故

に
、
『
水
界
を
除
け

る
三
大
種

と
称

せ
ら

る
る

(触
、

云
々
)
』

と

(説

か
れ

(
2
)

た

の
で
あ
る
)
」

と
述

べ
て
い
る
。

こ
の
説
明
は
、

「
水
界
を
触
処
か
ら
除
く
理

由
」

と

し

て

は

第
二
義
的
な
も

の
で
あ

つ
て
、
最
初

か
ら

こ
の
理
由

に
よ
つ
て
水
界
を
触
処

か

ら
除

い
た
と
は
考
え
難

い
。
む
し
ろ
、

セ
イ

ロ
ン
上
座
部

で
は
こ
れ
と
は
別

の

根
拠
か
ら
水
界

は
触
に
よ

つ
て
得
ら
れ
な

い
と
考

え
、
そ

の
理
由

と
し
て

「
水

界

は
微
細
な
る
状
態

の
故
に
」
と
考
え
た
と
思

わ
れ
る
。
重
要
な
点
は
、

こ
れ

に
続

い
て
述
べ
ら
れ
る
文
章

で
あ
る
。

曰
く

「
た
と
え
冷

た
さ
が
触

つ
て
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
即
ち
火
界
で

あ
る
。

鈍

い
暑

さ
の
時

に
冷
た
さ
と
称
さ
れ
る
の
は
、
何
ら
か

の
徳

性

の
不

足

の
故

で
あ

る
。
そ
れ
ら
は
、
冷

た

い
と
い
う
覚

の
確
立

せ
ざ
る
状

態
か
ら

(
3
)

知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
ち
ら
岸

と
向

こ
う
岸

の
如

し
。
(
そ
れ
は
、
次

の
)

如
く
で
あ

つ
て
、
炎
暑
時
に
立

つ
て
い
て
影

に
入

っ
た
為
に
冷

た
さ

の
覚
が

あ
り
、

そ
こ
で
長
時
間
立

て
る
為
に
暑
さ

の
覚

が
あ

る
。
若
し
水
界

が
冷

た

さ
で
あ
る
な
ら
ば
、

暑

い
状
態
と
共
に

一
方

の
聚

で
は

(
冷
た
さ
が
)

得
ら

る
べ
き
で
あ

る
の
に
、

そ

の
よ
う
な

こ
と
が
得

ら
れ
ず
、

そ
れ
故

に
水
界
は

(
2
)

冷
た
さ
で
は
な

い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
」

こ
の
セ
イ

ロ
ン
上
座
部

の
説
は
、

要
す
る
に

「冷
た
さ
」
と

い
う
も

の
が
相

対
的
な
も

の
で
あ

つ
て
、
何
ら

一
定

の
基
準
に
よ

つ
て
定
め
ら
れ
た
も

の
で
は

な

い
と
し
、

「冷
た
さ
」

と
し

て
我

々
が
触
る
も

の
は
所
詮
、

水
中

の
火

界

に

す
ぎ
な

い
と
す

る
の
で
あ
る
。

即
ち

「
冷
た
さ
」

と
は
、
火
界

の
少
な

い
状
態

を
言
う

の
で
あ

る
が
、

「冷

た
さ
」
は
単
に
そ
れ
の
み
に
よ

つ
て
定

ま

る

も

の

で
は
な
く
、
仮
令
同

一
温
度

の
水

で
あ

つ
て
も
、
我

々
の
身
体

の
状
態
に
よ

つ

て
、
「冷

」
と
も

「
暖
」
と
も
な
り
得
る
か
ら
、

「冷
た
さ
」

が
相
対
的

な
も

の

で
あ
る
と
主
張

し
、
「
水
界
は
冷

た
さ

で
は
な

い
」
と
反
論

し
て
い
る

の
で
あ

る
。そ

れ
で
は
、
何
故

セ
イ

ロ
ン
上
座

部

で
は
こ
の
よ
う
に

「
水
界
は
冷

た
さ
で

は
な

い
」

と
強
調
し
、
反

論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た

の
で
あ
ろ
う

か
。

こ

の
あ
た
り
に
、
澗
題
を
解

く
手
が
か
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

セ
イ

ロ
ン
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上
座

部

の
論
書
に
於

て
、

こ
の
よ
う

に

「
水
界
は
冷
た
さ
で
は
な
い
」

と
主
張

し

て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
逆

に

「
水
界

は
冷
た
さ

で
あ
る
」
と
主
張

し
た
部

派
が
あ

っ
た
為
で
あ
ろ
う

と
い
う

こ
と
は
容
易

に
想
像
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ

の
部
派

と
し

て
ま
ず
第

一
に
考
え
ら
れ
る
の
が
、
触
処

に
関
し
て

セ
イ

ロ
ン
上
座
部

と
は
見
解

を
異

に
す
る
有
部
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
有
部

の
論

書

の
中
に
そ
の
よ
う
な
事
柄

を
述

べ
て
い
る
箇
所
を
捜

し
て
み
る
と
、
倶
舎
論

に
曰
く

「
水
に
於
け
る
冷

た
さ
と

い
う
特
質
に
よ

つ
て

(火
)

の
温

か
さ
も
解

る

と
、
他

の
人
々
は
言
う
。

し
か
し
、

(
他

の
も

の
と
)
あ

い
雑

つ
て

い
な
く

て
も
冷
た

さ
と

い
う

(水

の
)

特
質

は
存

在
す

る

で
あ

ろ

う
。
声

や
受

に

(
4
)

(
そ
れ
自
体
の
)
特
質
が
あ
る
如
く

で
あ

る
」

こ
の
倶
舎
論

の
所
説
を
e
t
o
y
i
w
r
eの
註
釈
を
参
考
に
解

釈
す

れ

ば
、
経

部

の
先
駆
者
と
伝

え
ら
れ

る
o
r
e
i
r
u
t

が

「
水
の
冷

性
に
強
弱
が
あ
る

こ
と
に

ょ

つ
て
、
そ

こ
に
少
量

の
暖
性

の
強
弱
、

即

ち
火
界

の
存
在
が
わ
か
る
」
と
説

く
の
に
対

し
て
、
「
冷
た
さ
と
は
、

水
界
本
来

の
特
質

で
あ
り
、
冷

性

の
強

弱

は
火
界

と
水
界

と
が
相
雑

つ
て
い
な
く

て
も
あ
り
得

る
で
あ
ろ
う
」

と
、
世
親

が
反
駁

し
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
点

か
ら
見

る
と
、
「
有
部

で

は

『
水

界

は

冷
た

さ
で
あ
る
』
と
考
え
て

い
た
」
と
言

い
得
る

の
で
あ
り
、
前
掲

の
セ
イ
ロ

ン
上
座
部

の
反
論
は
有
部

の
こ
の
よ
う
な
考

え
を
念
頭
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

順
正
理
論

に
於

て

(
5
)

「
彼
冷
触
水
風
界
増

四
大
果
。

故
是

所
造
色
」

と
説

か
れ
る
如
く
、

有
部

の
教

学
で
は

「
冷
」
は
水

界
と
風
界

の
所
造

の
色
で

あ
る
と
す
る

の
が
建
前

で
あ

る
。

こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
有

部

で

は

『
水
界

は
冷

た
さ

で
あ
る
』

と
考

え
て
い
た
」
と
、
直

ち
に
断

定
す
る

こ
と
は
出
来
な

い
が
、

例
え
ば
、
順
正
理
論
に
曰
く

「又
上
座
言
。
火
界
或
少
或
不
二増
強
一即
名
為
レ冷
。
所
以
者
何
。
於
レ彼

無
レ
日
或
去
レ日
遠
便
有
レ冷
故
。
又
如
丁極
大
炎
熱
起
時
無
二別
少
分
所
造
触

起
一同
許
丙
唯
有
乙火
大
増
多
甲熱
減
少
時
亦
応
下如
是
無
中別
少
分
所
造
触
生
加

応
レ許
二唯
是
火
大
減
少
幻
若
別
有
レ冷
亦
応
レ許
レ有
二別
所
造
触
非
媛
非
冷

(
6
)

是
故
定
無
二
冷
所
造
触

こ

ご
こ
に
示
さ
れ
た
上
座

の
説
は

一
見

し
て
明

ら
か
な

よ
う

に
、
先
に
示
し
た

セ
イ
ロ
ン
上
座
部
や
経
部

の
所
説
と
内
容
的

に
同

一
の
も

の
で
あ

る
こ
と
が
わ

か
る
。

(
だ
か
ら

と
い
つ
て
、

こ
こ
で
説
か
れ
る
上
座
が
直

ち
に
セ
イ

ロ

ン
上

座
部

や
経
部

を
指
す

と
断
定
は
出
来

な
い
。
)
そ
し

て
、

こ
の
上
座

の
説

に

対

し
て
、

衆
賢
は
有
部

の
立
場

か
ら
反
論
を
述

べ
る

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
前
掲

の

「
水
界
は
冷
た
さ
で
は
な
い
」
と

い
う

セ
イ

ロ
ン
上
座
部

の
反
論
が
、

有
部

等

の
所
説
に
対

し
て
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え

て
よ

い
と
思
わ
れ

る
。

最
後

に
、
無
畏
山
寺
派

に

つ
い
て

一
言
し

て
お
き
た

い
。
大
正
大
蔵
経

に
収

め
ら

れ
て
い
る
解
脱
道
論
を
見
る
と
、
水
界
を
触
処

の
中

へ
入
れ
て
い
る
か

の

(
7
)

如
く
理
解
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
蔵
経
中
の
脚
註
に
示
さ
れ
た
異
本
は
、
水
界

を
触
処
か
ら
除
い
て
い
る
。
無
畏
山
寺
派
で
は
、
異
本
の
示
す
よ
う
に
水
界
を

触
処
か
ら
除
く
の
が
正
し
い
教
理
で
あ
る
。
念
の
た
め
注
意
し
て
お
き
た
い
。
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