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悦

成

一

第
二

偶

に
於

け

る

Z
a
 s
a
m
b
h
a
v
a
h
 
v
a
b
h
a
v
a
sy
a
 y
u
k
ta
h
 p
r
a
ty
a
y
a

h
e
tu
b
h
ih

と

い
う
命

題

は
、

「
自

性

は
、

因

や

縁
に

よ

り

発
生

す

る

」

を
否

定

し
て
置

か
れ
た
も

の
で
あ
る
。

そ

の
否
定
を
成
立
さ
せ
る
為
の
論
証
は
、

自
性

と
因

や
縁

に
よ
る
発
生
と

い
う
概
念
内
容
を
分
析
し
、
そ

こ
に
は
矛
盾
が
有
り
、

そ
れ
等

の
結
合
は
否
定
さ
れ
る
、

と

い
う

こ
と
を
示
す
に
よ
り
成
立
す
る

の
で

あ
る
。

こ
こ
に
於

い
て
、
最
初
に
示
さ
れ
る
否
定
命
題
は
、

行
き
着
く
帰
結
を
先
に

出
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
。

又
、
批

判
さ
れ
る
側

の
考
え
方
は
、
批

判
す
る
側

の
主
張

か
ら
否
定

の
語
を
除

い
た
形
で
あ
る
と
思
え
ぱ
よ

い
。

何
物
か
が
因
や
縁
に
よ

つ
て
発
生
す
る
と

い
う

の
は
、

発
生
し
た
も

の
に
な

る
と

い
う

こ
と
で
あ
り
、
又
、
限
定
さ
れ
た
も

の
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に

b
h
u
「
な
る
」
の
表
現

が
重
要

な
意
味
を
持

つ
て
く
る
。
自
性
は
因
や

縁

に
よ
り
発
生
す
る
、
と

い
う

こ
と
を

い
う
為
に

は
、
自
性
は
限
定
さ
れ
た
も

の
に
な
る

こ
と
が
可
能
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
自
性

と
い
う
概
念

の
中
に
は
、
他

に
ょ
り
限
定
さ
れ
な

い
、
と

い
う
意
味
を
含

ん
で
い
る
。

又
、

第

二
偶

に
於
け

る

a
k
r
itr
im
a
は
、
k
rita
k
a
が

「
已
に
作
さ
れ
た
」
を
意
味
す

る

の
に
対

し
、
「
作
せ
ら
れ
る
こ

と

は

な

い
」

を
意
味

し
て
い
る
。

そ
れ
は
、

k
r
itg
k
a
を
否
定
形
に
し
た

a
k
rita
k
a
で
あ

れ
ば

「
未
だ
作
せ
ら

れ

な

い
し

と

い
う
意
味

で
あ

る
が
、

a
k
r
itrim
a
に
は

「
常

に
作

せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
」

と

い
う
意
味
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
意
味

の
区
別

に
よ
り
、

自
性
は
常

に
限
定

さ
れ
る

こ
と
の
な

い
、
と

い
う
意
味

を
そ
れ
自
身
持

ち
、
限

定
さ
れ
た
も

の
に
な
る

の
は
不
可
能

で
あ
る
、

と

い
う
論
証

が
成

立
す

る
の
で

あ
る
。

又
、

自
性

は
他

に
相
待
し
な
い
、

と
い
わ
れ
る
が
、

同
じ
く
第
二
偶

の

n
ir

ap
e
k
sa
(
不
相
待
)

の
語
は
、
語
基

の

ap
e
k
s
a
が

「
依
る

・
待

つ
」

と
訳
さ

れ
る

こ
と
に
よ

つ
た
も

の
で
あ
る
。
自
性

は

「
そ
れ
自
身
に
て
存
在
す
る
も
の
」

と
い
う
、
そ

れ
の
語
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
自
身

の
内
に
存
在

の
原
因

を
持

ち
、

自
身

の
存
在

の
為

に
他

の
も

の
を
待

つ
こ
と
や
、

他

の
も

の
に
依
る
必
要

の
無

い
も

の
で
あ

る
。
「
他

に
相
待
し
な

い
」
と

い
う

の
は
、
自
性

に
関
し
て

の
最

も

根
本
的
な
概
念

で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
り
先
に
述

べ
た
如
く
、

非
限
定
性

と
自

己

存
在
性
と
を
持

つ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
点
を
根
拠
と
し
て
、
自
性

は
作

せ
ら
れ
た
も

の
と
は
言
え
な

い
か
ら
、

自
性
と
因
と
縁
に
よ
る
発
生

の
両
者
の

結
合

は
否
定
さ
れ
、

冒
頭

の

「自
性
が
因
や
縁
に
よ
り
発
生
す
る
と

い
う

の
は

妥
当

で
な

い
」

と
い
う
否
定
命

題
が
成
立
す
る

の
で
あ
る
。

こ
の
論
証
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か

で
あ
る
が
、

そ
れ
は
第
三
偶

の
前

半
に

K
u
ta
h
 s
v
a
b
h
a
v
a
my
a
 ab
h
a
v
a
 p
ra
b
h
a
v
o
 b
h
a
v
isy
a

と
述

べ
ら
れ
、

こ

れ
が
次

の
問
題

の
前
提
と

い
え
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

第

一
・
二
偶

で
は

自
性

の
有
無

で
は
な
く
、

そ

の
因
縁

に
よ
る
発
生

の
否
定
が
問
題
と
な

つ
て
い

る
。

そ

こ
で
、
第

三
偶

で

「
自
性

は
有
ら
ず
」
と

い
う
命
題
が
導
き
出
さ
れ
て

く

る
こ
と

に
先

の
論
証

の
意
味
が
あ

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

自
性

の
因
縁
に
よ
る
発
生

の
否
定
か
ら
導
き
出
し

て
、
自
性

の
存

在

そ
の
も

の
を
否
定
す
る

こ
と
で
あ
る
。

相
手
側

の
立
場
を
批
判
す
る
為

に
、

敢

え
て
自
性

の
存
在
を
仮
定
し
て
い
る
が
、

竜
樹

の
根
本
的
問
題

は
、
自
性

を
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否
定
す
る

こ
と
に
あ

る
の
で
あ
る
。

そ

こ
で
、
第

五
偶

ま
で
を
内
容

上
か
ら

一
区
切
り
と
し
て
、

そ
こ
迄

の
大
要

は
、
「
自
性

の
仮
定

に
よ
り
成

立
し
て
い
る
有
無
の
立
場
は
、
存
在

に
因
縁

の
概

念

が
与

え
ら
れ
た
時
、

そ
の
成
立

は
困
難
と
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
を
成
立

さ
せ
る
為

に
は
自
性
を
否
定

し
な
く

て
は
な
ら
ず
、

又
、

そ
れ
を
否
定
す
れ
ば

有
無

の
観
念
は
成
立
し
な
い
」
と

い
う
も
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

自
性
を
引

き

離
さ
れ
た
存
在
は
、

も
は
や
存
在
と
は
い
え
ず
、

非
存
在
も
成
立
し
な

い
、
と

い
う

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
存
在

で
も
非
存
在

で
も
な
け
れ
ば
、

現
実

の
こ

の
世
界

は
何

で
あ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
。

が
、

こ
こ

で
は
そ
れ
は
残
さ
れ
た
問
題
と
な

つ
て
お
り
、

そ

の
結
論
を
導

く
為
に
有
無

の

観
念
を
批
判
す
る

こ
と
、

そ
れ
が
有
無
品

の
問
題
と
な

つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、

第
七
偶

以
下
に
、
存
在

・
非
存
在
を
立
場

と
す
れ
ば
、
常
・

断
見
に

堕
ち
入
る
、

と
い
う
批
判
が
現
わ
れ
る
が
、

そ
の
帰
結

と
な
る
の
が
第
六
偶

で

あ
る
。

そ
れ
は
同
偶

の
最
後
に

ta
ttv
a
m
 
b
u
d
d
h
a
sa
sa
m

の
語
が
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
も
知

れ
る
。
そ
れ
は
、
存

在

・
非
存
在

(有

・
無
)

に

つ
い
て
、
こ

れ
等

は
否

定
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、

そ
れ
が
真
実
な

る
仏
説

の
内
容

で
あ
る
と

示
す

の
で
あ
る
。

又
、

そ
れ
を
第
十
偶

に
於

い
て
は

「
賢
者
は
そ

の
二
見
に
よ

ら
な

い
」
と
述

べ
る
。

そ
こ
で
、
有

と
無

に
よ
り
何
故
に
常
断

の
見
を
生
じ
る
か
が
、
第

十

一
偶

に

述

べ
ら

れ
る
。
そ
れ

は

「
自
性

の
あ
る
存
在

は
無

に
な
る
こ
と
は
な
く
、
そ

れ

は
常
住
。

又
、

今

は
無
く
嘗

て
有

つ
た
と
す

る
な
ら
ば
、

そ
れ
を
断

滅
と
い
う

の
で
あ
る
」
と
し
て
、

こ
れ
に
よ
り
有
無

の
考
え

は
真
実

で
は
な

い
と
す
る
。

こ
こ
に
於
て
批
判
を
終
り
、
先

に
述

べ
た
第

六
偶

へ
帰

る
の
で
あ
る
。

二

こ
の
章

で
は
、
存

在
か
ら
自
性
を
否
定
し
、

有
無

の
立
場
を
批
判
す
る
こ
と

に
全

て
費

し
て
い
る
が
、

そ

の
否
定
に
は
二

つ
の
方
法
が
用

い
ら
れ
て

い
る
。

第

一
は
、

縁
生
を
根
拠
と
し

て
直
接
自
性
を
否
定
す
る
方
法
。

そ
れ
は

「
縁
に

よ
り
生

じ
た
物

に
自
性
は
無

い
」
と
い
う
形

で
表
わ
さ
れ
る
。
第

二
は
、

論
証

に
よ
り
自
性
あ
り
と
す
る
考
え

の
不
成
立
を
述

べ
、
第

一
の
立
場

へ
と
導

く
方

法

で
あ
る
。

こ
れ
は
次

の
よ
う
な
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
存
在

の
存
在
性

を
決
定
し
て
い
る

の
は
自
性

で
あ

る
か

ら
、
存

在
が
非

存
在
と
な
る
為
に
は
、
自
性

を
失

わ
ね
ば
な
ら
ず
、
自
性
が
無
け

れ
ば
存

在
で

も
非
存

在
で
も
な
い
こ
と
に
な

る
。
あ
る
存
在
が
、

そ
れ
自
身

の
性
質
を
失

う

時
に

「無

」
の
概
念

が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

又
、
変
化

と
は
、
他

の
存
在

に
な

る
こ
と
で
、

こ
の
意
味

の
変
化

は
必
ず
本
質

の
変

化
を
い
う

の
で
あ
る
。

あ

る

本
質

が
自
分
自
身

で
な
く
な
る
時
、

そ
の
本
質

に
よ
り
有

つ
た
存
在
は
非
存
在

に
な

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

本
質
と
は
常

に
同

一
で
変

化

す

る

こ

と

は

な

い
。
と

い
う

こ
と

は
、

こ
の
立
場
に
於
け

る
非
存
在

と
は
、

存
在

の
断
滅
を
意

味
す
る

と
い
え
る
。

非
存
在

と
は
、
以
前

に
は
本
質

に
よ
り
存
在
し

て
い
た
、

と

い
う

こ
と
が

い
え
ね
ば
成
立
し
な
い
概
念

で
あ
る
。

そ
こ
で
有
と
無
を
結
び

付
け
る

の
が
変
化
な

の
で
あ
る
。

そ
の
変
化
が
成
立
し
な
い
場
合

に
は
、

有

と

無

の
聞

は
全
く
中
断

さ
れ
る
。

自
性
を
立
て
て
、
存
在

と
非
存
在
を
成
立
さ

せ

よ
う

と
す
る
立
場

で
は
、

存
在
は
常
住

で
あ
り
、

ま
た
突
然
に
断
滅
す
る
と
見

る

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
常

住
と
中
断

と
が
世
界

の
実
相
と
な

つ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。

こ
れ
を
批
判

し
、
p
r
atity
a
-s
am
u
tp
a
d
a
に
よ
り
常
と
断
は
成
立

せ
ず

と
い
う
立
場

に
、
全

て
の
存
在
の
実
相
を
求
め
る

の
が
竜

樹

の
立
場
で
あ

る
。
そ
こ

へ
は
自
性

の
否
定

に
よ
り
導
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時

に
全

て
の

存

在
が
ど
の
よ
う
な
姿
を
持

つ
の
か
、
そ

の
点
が
次
に
問
題

と
な

る
の
で
あ

る
。

し
か
し
、

そ
れ

は
先
に
述

べ
た
如
く
、

な
お
残
さ
れ
た
問
題

で
あ
り
、

他

の
章

の
考
察
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る

べ
き
問

題
な
の
で
あ

る
。

註
略

以

上

中
論

観
有
無
品
第
十
五
の

一
考
察
 
(
佐

藤
)
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