
心
所

の
定
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に
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A
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入

阿

毘

達

磨

論

の

関

係

吉

元

信

行

一

近
年
、

有
部
阿
毘
達
磨
思
想
を
理
解
す
る
上
に
お
い
て
、
経
部
的
立

場
で
述
作

さ
れ
た
と
さ
れ
る
世
親
の
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
に
代
わ
つ
て
、

そ
の
倶
舎
論
を
批
判
し
て
、
正
統
有
部
の
立
場
を
強
く
表
明
し
た
衆
賢

の
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
が
特
に
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。

こ
の

順
正
理
論

は
、
梵
本

・
蔵
訳
と
も
に
欠
け
、
漢

訳
の
み
し
か
現
存
せ

ず
、
ま
た
そ
の
註
釈
も
皆
無

で
あ
る
等
の
事
情
か
ら
、
そ
の
文
献
学
的

研
究
に
も
大
き
な
支
障
を
来
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ

と
同
じ

く
、
正
統
有
部
の
立
場

で
、
倶
舎
論
を
批
判
せ
ん
と
す
る

A
b
h
idh
a
r
-

m
a
d
ipa
の
梵
本
が
発
見
出
版
さ
れ
て
か
ら
、
倶
舎
論
梵
本
の
出
版

と

あ
わ
せ
て
、
こ
の
種

の
研
究
は
大
き
な
進
展
を
見
る
こ
と
と
な

つ
た
。

A
b
h
idh
a
rm
ad
ipa
(
以
下

D
ip
a
と
略
す
)
は
、
倶
舎
論
や
順

正
理

論
と
同
じ
様

に
、
偈

(k
arik
a
)
と
そ
の
釈

(V
ibh
as
a
-
p
r
a
b
h
a
v
r
t
t
i
)

か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
特
に
釈
の
方
で
は
、
順
正
理
論
の
様
に
、
倶

舎
論
や
他
の
諸
学
派
が
積
極
的
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
D
ip
a
は
、
蔵
.

漢
訳
と
も
に
欠
け
、
梵
本
に
も
か
な
り
欠
損
部
分
が
認
め
ら
れ
、
全
体

は
現
存
部
分
の
約
三
倍
に
な
ろ
う
と
さ
れ
る
。
本
論
は
、
倶
舎
論
を
底

本
と
し
て
、
そ
の
倶
舎
論
を
批
判
せ
ん
と
す
る
順
正
理
論
と
同
じ
様
な

目
的
で
述
作
さ
れ
て
お
り
、
学
派
批
判
と

い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

D
ipa
全
部
が
現
存
す
れ
ば
ほ
ぼ
同
じ
位
の
分
量
を
も
つ
と
思
わ

れ
る

Y
aso
m
itra
の
倶
舎
論
疏
に
勝
る
思
想
的
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

従
つ
て
、
本
論
は
、
衆
賢
の
順
正
理
論
等
を
中
心
と
す
る
カ
シ
ミ
ー
ル

系
正
統
有
部
の
学
系
に
属
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
の
著
者
に
つ
い
て
は
未
だ
判
明
せ
ず
、

ま
た
そ
の
成
立
年
代

(1
)

に
つ
い
て
も
、
問
題
点
が
多

々
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
様
な
同
題
点
を
解
決
す
る
に
は
、
D
同p
a

の
解
読
と
思
想

的
解

明
と
同
時
に
、
他
の
諸
論
書
と
の
綿
密
な
比
較
研
究
が
要
求
さ
れ
る
。

こ
う
い
う
観
点
か
ら
、
先
に
有
部
系
論
書
に
お
け
る
極
微
倶
生
説
を
比

較
し
て
、
D
ipa
が

は
つ
き
り
と
倶
舎
論
を
批
判

し
て
、
更
に
大

乗
系

心
所

の
定
義

に
お
け
る

A
b
h
id
h
a
rm
ad
ip
a
と
入
阿
毘
達
磨
論

の
関
係

(
吉

元
)
 

三
四
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三

四

八

論
書
か
ら
の
論
難
を
も
意
識
し
た
上
で
、
有
部
の
正
義
を
確
立
す
る
た

め
、
順
正
理
論
を
も
超
え
て
、
D
ip
a
独
自
の
極
微
倶
生
説
を
打
ち
立

(
2
)

て
て
い
る

こ
と
を
確
か
め
た
。

こ
の
こ
と
を
更
に
は
つ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
他
の
諸
論
書
と
の
比
較

検
討
を
す
る
に
は
、
各
論
書
に
わ
た
つ
て
共
通
し
て
説
か
れ
て
い
る

テ

ー

マ
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第

一
段
階
と
し
て
、

ニ
カ
ー

ヤ
か
ら
南
北
両
伝
阿
毘
達
磨
、
更
に
は
大
乗
諸
論
書
に
至
る
ま
で
共
通

し
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
心
所
の
定
義
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し

た
。
そ
の
検
討
は
現
在
も
続
け
ら
れ
て
お
り
、
未
だ
そ

の
結
論
は
出

ず
、
従
つ
て
本
稿
は
そ
の
過
程
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た

三
面
に
つ
い
て

(3
)

の
報
告
で
あ
る
。

二

心
所
に
関
し
て
、
D
i
p
a
とこ
れ
ら
諸
論
書
と
比
較
す
る
と
、
先
ず
、

心
所
の
分
類
や
名
数
に
つ
い
て
は
、
明
か
に
倶
舎
論
や
順
正
理
論
と
同

じ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
十
大
地
法
に
つ
い
て
、
倶
舎
論

で
は

「
こ
こ

に
伝
説
す
る

(im
e
 k
i
l
a
)
、
十
法
は
あ
ら
ゆ
る

心
刹
那

に
合

し
て
あ

る
」
(
A
k
.
 
p
.
 
6
8
)
と

説
き
、
im
e
 k
ila
と
い
う
語
を
使

つ
て
、
世
親

(4
)

は
伝
統
説
に
対
す
る
不
信
の
念
を
表
明
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対

し
て

D
i
p
a
では
、
「
こ
れ
ら
十
法
は
、
す
べ
て
の
こ
れ
な
る
心
す
な
わ
ち
地

に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、

三
界
に
属
す
る
も
の
と
無
漏
な
る
も
の
の
中

に
合
し
て
あ
る
」
(A
d
.
 
p
.
 
6
8
)
と
、

順
正
理
論
と
同
じ
く
、

こ
の
こ
と
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-855-



に
何
ら
疑
念
を
は
さ
ん
で
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
D
ip
a
が
倶
舎
論

で
な
く
、
順
正
理
論
と
同
じ
学
系
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
各
心
所
法

の
定
義
を
他
の
諸
論
書
と
比
較
し

て
み
る

と
、
必
ず
し
も
順
正
理
論
に
従

つ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ

他
の
論
書
に
従

つ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
面
が
多

い
。
こ
の
様
な
比
較
検

討
の
結
果
を
主
要
論
書
に
限

つ
て
表
に
す
れ
ば
前
頁
下
段
の
表
の
様
に

な
る
。
尚
、
紙
面
の
都
合
で
心
所
は
大
地
法
と
大
善
地
法
の
み
と
り
あ

げ
た
。

三

こ
の
様
な
比
較
検
討
の
結
果
、
D
ip
a
に
お
け
る
心
所
の
説
き
方
は
、

そ
の
形
式
と
し
て
は
同
じ
学
系
に
属
す
る
順
正
理
論
に
従
い
な
が
ら
、

そ
の
定
義

の
仕
方
は
む
し
ろ
他
の
論
書
に
従
つ
て
い
る
点
の
あ
る
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
た
。
心
所
の
定
義
は
各
経
論
に
わ
た
つ
て
必
ず
し
も
同

じ
で
は
な
い
。

ニ
カ
ー
ヤ
か
ら
論
書

へ
の
発
展

段
階
を
通
じ
て
変
遷
が

見
ら
れ
、
ま
た
南
伝
北
伝
や
学
系
な
ど
に
よ
つ
て
も
相
異
が
認
め
ら
れ

る
。
従

つ
て
、学
系
・
著者
・
成
立
年
代
な
ど
に
つ
い
て
種

々
問
題
点
の
認

め
ら
れ
る

D
ip
a
に
お
け
る
心
所
の
定
義
を
厳
密
に
検
討
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
少
し
で
も
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
解
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
で
も
、
D
ip
a
と
入
阿
毘
達
磨
論
の
間
に
は
著

し
い

一
致
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
特
に
十
大
地

法
で
は
十
心
所
中
九
心

所
が
何
ら
か
の
形
で
一
致
し
、
中

で
も
、
七
心
所
は
引
用
と
断
定
せ
ざ

る
を
得
な
い
程
の

一
致
関
係
を
見
る
。
そ
の
実

例

と
し
て
、
D
ip
a
と

入
阿
毘
達
磨
論
の
蔵
訳
を
比
較
し
て
み
る
と
次

の
様
に
な
る
。

こ
こ
で

は
大
地
法
と
大
善
地
法
の
中
で
特
に

一
致
す
る
点
の
多

い
十
心
所
の
み

を
と
り
あ
げ
た
。

心
所

の
定
義

に
お
け
る

諺
b
h
id
h
a
rm
a
d
i
p
a
と
入
阿
毘
達
磨
論

の
関
係

(
吉

元
)
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両
資
料
の
イ
タ
リ
ッ
ク
部
分
が

一
致
す
る

と
こ
ろ
、
ま
た

は
原
語

は
異
る
が
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
言
つ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。
勿
論
、

心
所
の
定
義
に
お
け
る
関
係
は
他
の
諸
論
書
に
も
認
め
ら

れ
る
が
、
そ
れ
は

一
部
の

一
致
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
ほ
ど
の

一
致
関
係

は
倶
舎
論
と
言
え
ど
も
見
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、

こ
こ
に
実
例
と

し
て
あ
げ
た
心
所
に
関
し
て
は
、
D
ip
a
の
著
者
が
入
阿
毘

達
磨
論
を

引
用
し
た
と
し
て
も
過
言

で
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
こ
と

は
、
D
ipa
と

入
阿
毘
達
磨
論
と
の
間
に
直
接

の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。

四

こ
の
様
な

D
i
p
a
と入
阿
毘
達
磨
論
と
の
教
系

上
の
関
連
性
に
つ
い

て
は
、
か
つ
て
示
唆
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は

D
ipa
に

「
八
句

義

(astau
 p
adartha
h
)
す
な
わ
ち
五
有
為
と
三
無
為

は
す

で
に
説

か

れ
た
」
(A
d
.
 
p
.
 
4
)
と
入
阿
毘
達
磨
論
の
み
に
出
る

「
八
句
義
」
と
い

う
語
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
心
所

の
定
義
に
お
け
る

両
論
の
一
致
関
係
は
こ
の
示
唆
を
更
に
は
つ
き
り
さ
せ
る
も

の
で
あ

る
。ま

た
、
入
阿
毘
達
磨
論
の
帰
敬
頌
第
三
頌
に
は
次

の
様
に
説
か
れ
て

心

所

の
定

義

に

お

け

る
 
A
b
h
id
h
a
rm
ad
ip
a
 と

入

阿

毘

達

磨

論

の
関

係

(
吉

元
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三

五

二

い
る
が
、
こ
れ
は
 A
b
h
id
h
arm
a
d
ip
a
 と
い
う
書
名
の
素
材

に
な

つ

た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
に
充
分

で
あ
ろ
う
。

「慧
の
劣
つ
た
者
に
よ
る
妄
説
に
よ
る
闇
に
蔽
わ
れ
た
牟
尼
の
言
葉
が
、

そ
の
燈
明

(sgq
r
o
n
 
m
a
,
 

d
i
p
a
)
に
よ
つ
て
明
か
に
さ
れ
る
か
の
燈
明
を
作

る
者
に
敬
礼
す
る
。)
(T
ib
.
 
119
.
 
p
.
 
43
-
4
6
)

そ
の
註
釈

Sa
rasa
m
u
ccay
a
 に
よ
る
と

「燈
明
と
は
阿
毘
達
磨
論

を
意
味
す
る
、
諸
諦
が
こ
れ
に
よ
つ
て
明
示
さ
れ
る
か
ら
」
(T
ib
.
 
119

p
.
 
12
-
3
)
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
、
D
ip
a
の
述
作
者
は
、
入
阿
毘
達

磨
論

を
単
に
座
右

に
置
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
積
極
的
に
引
用
取
意
し
、
ま

た
思
想
的
に
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

入
阿
毘
達
磨
論
は
、
梵
本
欠
け
、
蔵

・
漢
訳
と
し
て
の
み
現
存
し
、

有
部
系
論
書

に
属
す
る
が
、
八
句
義
を
以
て
組
織
さ
れ
、
形
式
は
倶
舎
論

や
順
正
理
論

と
異
な
り
、
む
し
ろ
阿
毘
達
磨
集
論
や
大
乗
五
纏
論
等
の

大
乗
系
論
書

の
説
相
に
近
い
と
い
う
特
異
な
論
書

で
あ
る
。
従

つ
て
、

(
6
)

著
者

・
成
立
年
代

・
学
系
と
も
未
だ
疑
問
点
が
多
い
が
、

一
応
、
西
域

記
や
光
記
等

に
よ
つ
て
、
衆
賢
の
師
、
塞
建
地
羅

(Sk
and
hila
)
論
師

の
作
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
D
ipa
は
明
か
に
衆
賢

の
流

れ

を
く
む
も
の

で
あ
る
か
ら
、
D
ip
a
の
著
者
が
衆
賢
の
師
の
著
作

と
さ

れ
る
入
阿
毘
達
磨
論
を
参
照
し
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。

そ
の
様
な
と
こ
ろ
か
ら
、
Jain
i
は
、
D
ipa
の
著
者
を
、
西
域
記
の

中

で
衆
賢
の
末
弟
の
一
人
で
あ
る
と
説
か
れ
る
跣
末
羅
密
多
羅
(V
im
a
-

(7
)

larn
itra
)
で
あ
る
と
推
測
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
西
域
記
の
こ

の
部
分
に
は

V
im
ala
m
itra
が

D
i
p
を
述
作
し
た
と
の
記
述

は
な

い
。
ま
た
、
今
ま
で
検
討
し
た
極
微
倶
生
説
や
心
所

の
定
義
か
ら
し
て

も
D
i
p
a
が全
面
的
に
そ
の
ま
ま
順
正
理
論
を
継
承
し
て
い
る
と
は
言

い
難
い
。
そ
の
意
味
で
も

D
ipa
の
著
者
が
衆
賢

の
直
弟
子
と
す
る
の

は
再
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で

v
im
a
la
m
itra
が
衆
賢
の
弟
子
で
あ
る
と
い
う

だ
け

で

D
ip
a
の
著
者
で
あ
る
と
の
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
同
じ
大
唐
西

域
記
に

商
-
莫
-
迦菩
-
薩
被
レ
害
東
南
行
二
二
百
余
里
一
、至
二
践
=
虜
=
沙
=
城
一
、
北

有
二窒
堵
波
一
、是
蘇
-
達
-
肇太
-
子
善唐
牙
一
言
二
以
二
父
王
大
象

一施
二婆
羅
門
一
、蒙
レ

諮
被
レ接
顧
謝
二
国
人
一
、既
出
二郭
門

一於
レ此
告
レ別
、
其
側
伽
藍
五
十
余
、

僧
竝
小
乗
学
也
。
昔
伊
-
湿
-
伐
-
邏自唐
在
一
言
二論
-
師
、
於
レ
此
製
二阿
毘
達
磨

明
燈
論
一
。(大
・
5
1
・
八八
一
b
)

と
記
述
さ
れ
る

「
伊
湿
伐
邏

(Isvara
)
論
師
」
で
あ
る
と
す

る
推

測

も
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
入
阿
毘
達
磨
論
帰
敬
頌
に
お
け

る

「燈
明

(dipa
)
」
に相
当
す
る
漢
訳
で
は

「明

燈
」
(大
・
2
8
・
九八

〇
c
)
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
西
域
記
に
お
け

る

「
阿
毘

(8
)

達

磨

明
燈

論

」

は
 
A
b
h
id
h
a
r
m
a
d
ip
a
 の

こ

と

で
は

な

か

ろ

う

か
。

Is
v
a
r
a
 論

師

に

つ

い

て

は

は

つ
き
り

し

な

い

が
、

玄

突

が

「
昔

」

と

記

し

て

い
る

か

ら

少

な

く

と
も

世

親

以

後

西
紀

六

〇

〇

年

頃

の
間

で
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あ
ろ
う
し
ま
た
、
跋
虜
沙
城
は
ガ

ン
ダ
ー
ラ
で
も
カ
シ
ミ
ー
ル
寄
り
の

地
域

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
世
親
や
衆
賢
の
活
躍
し
た
時
代
や

地
域
に
近

い
と
思
わ
れ
、
年
代
的
、
地
域
的
疑
点
は
認
め
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
学
派
批
判
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
、
D
ipa
成
立
を
も

つ
と

後
の
西
紀

八
五
〇
年
頃
ま

で
引
き
下
げ
る
説
も
あ
る
し
、
こ
れ
ら
の
こ

と
に
言
及
す
る
に
は
更
に
多
く
の
資
料
と
紙
数
を
要
す
る
の
で
、
別
の

機
会
に
論
究
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
問
題
提
起
の
み
に
と
ど
め

た
い
。

1
 

D
ip
a
に

関

す

る

紹

介

や

研

究

と

し

て
は
、

本

論

唯

一
の
校

定

本

で

あ

る
、

P
.
 S.
 Ja
i
n
i
 
(e
d
.
)
:
 

A
b
h
id
h
a
rm
a
d
ip
a
 w
i
t
h
 
V
ib
h
a
sh
a
p
ra
b
h
a
-

v
rtti
,
 
K
a
sh
i
 P
ra
sa
d
 J
a
y
a
sw
a
l
 R
e
se
a
rc
h
 In
sti
t
u
t
e
,
 

P
a
tn
a
,
 19
5
9

の
 
In
tro
d
u
c
tio
n
の

他

次

の
様

な
も

の

が
あ

る
。

(1)
桜

部
建

「
新

刊

紹

介
 
A
b
h
id
h
a
rm
a
d
ip
a
 w
ith
 V
ib
h
a
sh
a
p
ra
b
h
a
-

v
r
tti」

大

谷
学

報

・
四

一
巻

二
号

・
大

谷
学

会

・
京
都

・
昭

三

六
年

・
九

四

-
九

六
頁
。

(3)
桜
部
建

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
の
と
も

し
び

(
第

五
章

第

一
節
)
」
大

谷
学

報

第
四
十
三
巻

四
号

・
第
四
十
四
巻

一
号

・
大
谷
学
会

・
昭
三
九

・
四
〇
年

(4)
佐

々
木
現
順

(
著
)
「
阿
毘
達

磨
順
正
理
論
」
東

本

願

寺
・
京

都
・
昭

四
四
年
。

(5)
広
瀬
智

一

「
有
部
論
史

上
に
お
け
る
 
A
b
h
id
h
a
rm
a
d
ip
a
 に

つ
い
て
」

曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
研
究
紀
要

・
第

一
号
、

(
曹
洞
宗

宗

務

庁
・
昭

四

四
年

)

p
p
.
 55
-
5
0

(6)
広

瀬

智

一

「
阿
毘

達

磨

灯
論

釈

に

お

け

る

仏

教
学

派

批

判

」
右

掲
誌

第

三
号
、

(
昭

和

四
十

六
年

)
p
p
.
 14
2
-
1
2
6
.

(7)
 拙

稿

「
A
b
h
id
h
a
r
m
a
d
ip
a
 に

お

け

る

極

微

倶

生

説

」

大

谷
学

報

第

五

一
巻

二

号

(
大

谷
学

会

・
昭
四

六

年
)

九

一
-
九

五

頁
。

2

拙

稿

「
有

部

の
八

事
倶

生
説

」

印

度

学

仏

教

学

研

究
、

第

二
〇

巻

一
号

(
昭

四

六
年

十

二
月
)

三

三

一
-
三

三

五
頁
。

3

比

較

検

討

に
当

つ

て
参

見

し

た
資

料

の
中

で

主

た

る

も

の

は
次

の
も

の

で
あ

る
。

(1)
 

P
a
li
 N
ik
ay
a
 (P
T
S
)
。

(2)
阿

含

経

(
大
・
1
・
2
)
。

(3)
 

A
tth
as
a
li
n
i
 
(B
O
S
)
。

(4)
 

V
isu
d
d
h
im
a
g
g
a
 (P
T
S
,
 H
O
S
)
。

(5)
 

雑

阿

毘

曇

心

論

(
大

・
2
8
)
。

(6)
 

入

阿
毘

達

磨

論

(
大
2
8
)
、

同

蔵

訳

(
影

印
1
1
9
)
。

(7)
 

A
b
h
id
h
a
r
m
a
k
o
sa
b
h
a
s
y
a
 (
P
ra
d
h
a
n
 ed
.
)
、同

蔵

訳

(
影

印

115
)
、

阿
毘

達

磨

倶

舎

論

(
冠
導

)
。

(8)
 

Y
a
s
o
m
i
t
r
a
 

A
b
h
id
h
a
rm
a
k
o
s
a
v
y
a
k
h
y
a
 

(w

o
gq
iw
a
ra
 e
d
.
)
、

同

蔵

訳

(
影

印

・
1
1
6
)
。

(9)
 

阿

毘

達

磨

順

正

理
論
、

顕

宗

論

(
大
・
2
9
)
。

(10)
 

A
b
h
id
h
a
rm
a
sa
m
u
c
c
a
y
a
 (
P
ra
d
h
a
p
 ed
.
)
、同

蔵

訳

(影

印
1
1
2
)
、

大

乗

阿

毘

達

磨

集

論

(大
・
3
1
)
。

(11)
 

A
b
h
id
h
arm
a
sa
m
u
c
c
a
y
a
b
h
a
s
y
a
 蔵

訳

(
影

印
1
1
3
)
、大

乗

阿

毘

達

磨

雑
集

論

(
大
・
3
1
)
。

(12)
 

S
th
ira
m
a
ti
:
 T
r
in
is
ik
a
 (
S
.
 Le
v
i
 ed
.
)
。

こ

の
作

業
に

当

つ
て

は
、

水

野

弘

元

「
パ

ー

リ
仏

教

を

中

心

と

し
た

仏

教

の
心

識

論

」

(
山
喜

房

・
東
京

・
昭

三
九

年

)

第

四

章

を
参

照

し

た
。

心
所

の
定

義

に
お
け
る
 A
b
h
id
h
a
rm
a
d
ip
a
 と
入
阿
毘
達
磨
論

の
関
係

(吉

元
)
 

三
五
三
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心
所

の
定
義

に

お
け

る
 
A
b
h
ib
h
a
r
m
a
d
ip
a
 と
入

阿

毘

達
磨

論

の
関

係

(
吉

元

)
 

三

五
四

4
 
世
親

の
説
は
、
大
乗

五
魎

論

に
説

く

如

く
、
欲

・
勝
解

・
念

・
三
摩

地

・
慧
の
五
を
五
別
境

の
心
所

と
し
て
、

一
切
時

一
切
心
に
倶

生
し
な
い

と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

(c
f
.
 
A
k
v
.
 
p
.
 
1
2
7
)

5
 
桜

部
建

「
新
刊
紹
介
 
A
b
h
id
h
a
r
m
a
d
ip
a
 w
ith
 V
ib
h
a
sh
a
p
r
ab
h
a
-

v
r
tti」

大
谷
学

報
第

四

一
・
二
号
九
五
頁
。

6
 

桜
部
建

「
入
阿
毘
達
磨
論

の
研
究
」
大
谷

大

学

研

究

年

報

N
o
.
 
18
、

一
九
六
五
年
、

一
六
五
-
一

六
九
頁
、

参
照
。

7
 
A
b
h
id
h
a
rrn
a
d
ip
a
,
 
in
tro
d
u
c
tio
n
 p
p
.
 
1
3
1
-
1
3
4
.
 

大
唐
西
域

記

巻

四

(
大
・
5
1
八

九
二
b
)
。

8
 

西
域
記

の
東
西

の
各
翻
訳
書
を
始
め
、

最
近
刊
行
さ
れ
た
、

水
谷
真
成

訳

「
大
唐
西
域
記
」
中
国
古
典
文
学
大
系
2
2
(平
凡
社

・
昭
4
6
)
九四
頁

に
も
現
存
蔵
経
中

に
見
当
ら
な

い
と
さ
れ

て
い
る
。

(昭
和

四
十
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
、

奨
励
研
究
(
A
)
に
よ
る
研
究
成

果

の

一
部
)
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