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句
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文
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恵

純

A
b
h
i
d
h
a
r
m
a
k
o
s
a
b
 

(
以
下
A
K
)

の
根
品
に

お

い

て
世

親

は
有

部

学
派
が
実
有
と
し
て
認

め
て
い
る
心
不
相
応
行
法
を
経
量
学
派

の
立
場

か
ら
批

判
し
た
。

こ
の
批
判

に
有
部
学

派

所
属

の

『
順

正

理

論
』
『
顕

宗

論
』
A
b
h
i
-

d
h
a
r
m
a
d
i
p
a

(
以
下
A
D
)
 
が
反
論
を
加

え
た
。
本
稿

の
目
的
は
心

不

相

応

行
法

の
中

か

ら
名
n
a
m
a
n
句
p
a
d
a
文
v
y
a
n
j
a
n
a
の
み

を
取

り

上
げ
、

有
部
学
徒
が
世
親
説

に
対
す

る
如
何
よ
う
な
反
論
に
よ

つ
て
そ
れ
ら

の
実
有
を

証
明
せ
ん
と
し
た
か
を
検
討
す

る
こ
と
に
あ
る
。

有

部
学

派
に
あ

つ
て
は
、
話
者

の
発
す
る
語

の
音
声
に
依

つ
て
生

じ
た
名
が

聞
者

に
意
味
を
理
解
さ

せ
る
と
主
張
し
、

そ
の
よ
う
な
名
は

心
的
な
も

の
で
も

物
質

で
も
な
い
心
不
相
応
行
v
i
p
a
r
a
y
u
k
t
a
s
a
m
s
a
k
a
r
a

で
あ
る
と
し

て
実
在
視

す
る
。

こ
れ
に
対
し

て
経
量
学
派
は
話
者

の
発
す
る
契
約
さ
れ
た
音
声
そ

の
も

の
が
直
接
的

に
聞
者
に
意
味
を
理
解
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
と
見
倣

し
、
そ

の
よ

う
な
音
声

と
は
別
な
も

の
と
し
て

の
名
の
実
在
を
肯
定
し
な

い
。
し
た
が

つ
て

有

部
学
派

の
主
張
す
る
、
意
味
を
聞
者

に
理
解
さ
せ
る
媒
体

と
し

て
の
名
は
極

微

を
本
性

と
す
る
語

の
音
声
に
他
な
ら
ず
、
五
纏
中

の
色
纏
に
属
す
る
も

の
で

あ

つ
て
心
不
相
応
行

と
し

て
行
慈
中
に
摂

め
ら
れ
る
も

の
で
な

い
と
さ
れ
る
。

こ

の
よ
う
な
経
量
学
説

に
基
づ

い
て
い
る

」
自

は
大
略

二
種

の
観
点

よ

り

音
声

が
名

に
作
用
す
る
も

の
で
な

い
と
し
て
名

の
実
有
に
対
す

る
批
判
を
な
し

た
。
批
判

I
 
音
声

を
函
と
し
て
実
有

と
し
て
の
名
が
生
じ
る

の
で
あ
れ
ば
動

物
な
ど

の
鳴

き
声

す
ら
名
を
生
ぜ
し
め

る
は
ず
で
あ

る
か
ら
、
そ

の
名
に
よ

つ

て
聞
者
は
意
味

を
理
解

す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
実
際

に

は
な

い
。
そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
過
失
を
除
く
た
め
に
特
殊
な
音
声
g
h
o
s
a
v
i
s
e
s

が
名
を
生
ぜ
し
め
る
主
体
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
意
味

を
理
解
さ
せ
る
も

の
と
し

て
名
は
不
必
要

で
あ

つ
て
特
殊

な
音
声
、
す
な
わ

ち
契

約

さ

れ

た

音

声
k
r
-

t
a
v
a
d
h
i
r
 
s
a
b
d
a
s

だ
け
で
十
分
で
あ

る
。
批
判
H

音
声
が
名
を
生
ぜ

し

め

る
と
し

て
も
、
名
に
対

応
す
る
音
声

は
複

数
よ
り
成
る
。
r
u
p
aな
る

名

を

生

ぜ
し
め

る
も

の
は
"
r
u
p
a
"と
発
話
さ
れ
た
音
声
で
あ
り
、
そ

れ
は

H

g

"
p
"
 
"
a
"
の
四
音
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
生
滅
性

の
あ

る

各

々

の
音

声

の
総
体
が
同

一
刹
那
に
発
せ
ら
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
継
起
的
な
音

声
"
r
u
p
a
"が

一
刹
那

に
生
じ
る
名
u
r
p
aを
生
ぜ
し
め
る

こ
と
は
あ
り
う

べ

き
で
な

い
。
各

々
の
音
声
が
発
せ
ら
れ
る
に
し
た
が

つ
て
名
が
部
分
ご

と
に
生

じ
来
た
る
と
し
て
も
不
合
理
で
あ
る
。
"
r
"、
が
発
せ
ら
れ
た

と
き
r
u
p
a
と
い

う
名

の
前

の
部
分
が
、
"
u
"
で
第

二
の
部

分
が
、
"
p
"
で
第

三

の
部

分

が

、

"
a
"
で
最
後

の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
順
次
に
生
じ
る

こ
と
は
な
い
。
名
r
u
p
a
は

d
h
a
r
m
aで
あ
る
か
ら
。
た
と
え
部
分
ご
と
に
生
じ
る
と
認
め
て
も
、

そ
の
場

合
に
は
最
後

の
"
a
"
音
に
至

つ
て
r
u
p
a
な
る
完
全
な
名

が
生
じ
る

こ

と

に

な
り
、
"
r
u
p
a
"と
発
し
た

と
き

の
最
後

の

一
音
声
"
a
"
の
み
を
聞

く

も

の

で
す
ら
名
r
u
p
a
の
意
味
を
理
解
し
う
る
は
ず
で
あ
る
。
が
、
実

際
に
は
そ
の

よ
う
な

こ
と
は
な
い
。
(
A
b
h
k
.
 
p
.
 
8
1
.
 
A
b
h
k
v
 

p
p
.
 
1
8
3
-
1
8
4
)

名
を
実
在
視
す
る
見
解

へ
の
世
親
の
批
判
に
対
し

て
衆
賢

は
次
の
よ
う
に
反

論

し
た
。
批
判
1

へ
の
反
論

音
声
と
意
味
間

に
表
示
者
と
被

表
示
者

の
関
係

が
あ
る
な
ら
ば

い
か
な
る
音
声

(
e
.
 
g
.

動
物
の
鳴
き
声
)
も
意
味

を
理

解
さ
せ

う
る
は
ず

で
あ
る

の
に
必
ら
ず
し
も
そ
う

で
な
い
。
話
者
は
心
に
お
い
て
適

当

癒
名
を
も

っ
て
思
惟

し
た
後
に
そ

の
思
惟

せ
ら
れ
た
も

の
に
対

応
す
る
音
声

を
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発
す
る
。
そ
れ
が
名

に
作
用
し
、
そ
の
名
が
聞
者
に
意
味
を
理
解
さ

せ
る
。
ま

た
契
約
さ

れ
た
音
声
を
聞
い
て
も

そ
の
時
に
は
意
味
を
理
解

し
え
な

い
が
、
後

時
に
理
解
す
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
理
解
さ
せ
る
も

の
は
音
声

で
な
く
名
で
あ

る
。
批

反
I
Iへ
の
反
論

三
世
実
有
論
を
そ
の
学
説

の
基
底
に
置

い
て
い
る
有

部
学
派

に
あ

つ
て
は
、
継
起
的
な
構
成
員

の
総
体
r
u
p
a

は
、
最
後

の
音
声

"
a
"

が
発
せ
ら
れ
た
と
き
に
は
"
r
"
"
u
"
"
p
"
は
過
去
に
去
つ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
各

々
影
響
し
合

い
な
が
ら
実
在
し
て

い
る
。
実
有
と
し
て
の
各

々
の
音
声

の
総
体
が
名
r
u
p
a
を
生
ぜ
し
め
る
。
し
か
る
に
過
未
無
体
論
に
立

つ
経
量
学
派
に
あ

つ
て
は
、
"
r
u
p
a

"

の
音
声
が
発
せ
ら
れ
る
と
き

そ

の
中

の

一
音
声

の
み
が
実

在
し
他
の
三
音
声
は
非
実
在

で
あ
る
。
故

に
四
音
声
が
相

互

に
影
響
し
合
う

こ
と
は
な

い
。
で
あ

つ
て
み
れ
ば
各

々
の
音
声
は
そ
れ
ぞ
れ
独

立
的
存
在

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
各

々
が
名
句
文

に
作
用

す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
意
味

の
表
示
者
と
も
な
り
え
な
い
。
(
順
正
理
論

大
正
2
9
 
p
.
 
4
1
4
;
 
4
1
5

a
b)
か
く

の
如
く
衆

賢
は
世
親
の
批
判
論
法
を
逆
手
に
と

つ
て
そ

の
ま
ま
使
用

し
、
音
声

が
意
味
を
理
解
さ
せ
る
も

の
と
す
る
場
合

の
難
点
を
示
し
た
。
さ
ら

に
加
え

て
音
声
が
名
等

に
作
用

し
う
る

こ
と

の
理
論
ず
け
を
な
す

こ
と
に
よ

つ

て
世
親

の
批
判
に
直
接
答

え
た
。

と
こ
ろ

で

A
D

は

「
名
等
の
三
〔法
〕
は
語

の
音
声
に
依

つ
て
生

じ
、
自
己
の

意
味
を
理
解

さ
せ
る
作
用
を
有

し
、
名
辞
な
ど
の
異
名

が
あ
る
、

と
見
倣

さ
れ

て
い
る
。
」

(
A
b
h
i
D
.
 
p
.
 
1
0
8

)
と
ま
ず
言

う
。
名
は
意
味

(
目
対

象
)
と
非

人

為
的
関
係
a
p
a
u
r
u
s
e
y
a
t
v
a

を
有

し
、
自
己
と
関
係

の
あ
る
意
味

を
聞
者
に
理

解
さ
せ
る
。
各

々
の
音
を
順

々
に
引
き
起

こ
す
語

が
名

に
作
用
す
る
。
最
後

の

音
と
依
存
関
係
に
あ

る
過
去
に
去

つ
た
音
v
a
r
n
aの
集

ま
り
が
、

聞
者

の
意
識

に
よ

つ
て
把
握
さ
れ

て
、
関
係

の
あ
る
意
味

に
つ
い
て
の
観
念
b
u
d
d
h
i
(
=
名

)

を
生
ぜ
し
め
る
。
そ
う
し
て
そ
の
名
が
聞
者
に
意
味

を
理

解
さ
せ
る

(
i
b
i
d
,
 
p
.

1
1
2)。

こ
の
よ
う
に
、
衆
賢

の
も
の
に
比
し

て
名
に
音
声

が
作
用
す

る
仕
方

の

説
明
は
十

分
と
は
言

え
な
い
。
む
し
ろ

A
O

の
反
論
は
音
声
が
意
味

を

理

解

さ

せ
る
と
す
る
場
合

の
不
合
理
性

を
指
摘
す
る

こ
と
に
向
け

ら
れ
た
。
す
な

わ

ち

「
名
な
ど
は
音
声
と
別
な
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
接
触
な

き
対

象
を
表

わ

す
か
ら
。
」
「
〔音
声
は
〕
極
微

を
本
性
と
す

る
か
ら
、
音
響
が
単

一

〔
の
極
微
〕

た

る
こ
と
は
あ
り
え
ぬ
。
」
(
i
b
i
d
.
 
p
.
 
1
1
0
,
 
1
1
1

)

と
善
う
。
音
声
は

極

微

の

集
ま
り

で
あ
り
、
故
に
接
触

す
る
対
象

の
み
を
表
わ
す
。
そ
れ
で
は
極
微

の
達

し
え
な

い
対

象

(
e
.
g
.
昨
日
の
本

・
三
十
三
天
e
t
c)
を
表
わ
さ
な

い
は
ず

で

あ
る
。
従

つ
て
音
声
は
意
味

を
理
解
さ
せ
る
も

の
で
な
い
。
さ
ら
に
、

一
極
微

は
意
味
を
理
解
さ
せ
な

い
。
二
重
母
音
な
ど
の
場
合
は
極
微

の
積
集

に
よ
る
言

音

で
あ
る
。
従

つ
て

一
極
微
で
は
理
解
さ
せ
え
な

い
か
ら
、
諸
極
微

の
集
ま
り

か
ら
成

る
音
声

で
も
意
味
を
理
解
さ
せ
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
二

つ
の
理
由

を

示
し
て
い
る
。
註
釈
v
r
i
t
t
i
に
は
更

に
数
種

の
理
由
が

見

ら

れ

る
。
そ

れ

ら

は
、
音
声

が
継
時
的

に
も

一
時
的

に
も
意
味
を
理
解

さ
せ
え
な

い
、
音
声

と
意

味
間
に
理
解

さ
れ
る
も

の
と
理
解

さ
せ
る
も

の
と
の

関
係

p
r
a
t
y
a
y
a
r
a
t
y
a
-

y
a
k
a
d
i
s
a
m
b
a
n
d
h
a

な
ど
が
あ
り
え
な
い
、
等

で
あ

る
。
(
c
f
.
 
J
a
i
n
i
.

世
親
は
音
声

が
名
に
作
用
す
る
と
す
る
場
合
に
起

る
不
合
理
点

を
指
摘
す
る

こ
と
に
よ

つ
て
名
句
文
が

d
ra
v
y
aと
し
て
有
る

こ
と
を
否
定

し
た
。
衆
賢

は

そ

の
不
合
理
点
が
そ

の
ま
ま
音
声

が
意
味
を
理
解
さ
せ
る
と
す
る
場
合
に
も
あ

て
は
ま
る

こ
と
を
示
す

こ
と
に
よ

つ
て
彼

の
説
を
批
判
し
た
だ
け

で
な
く
、
音

声
が
名
に
作
用
し
な

い
と
す
る
彼

の
批
判

に
直
接
回
答
し
、
名

の
実

在
性
を
直

接
証
明
し
た
。

一
方
、
A
O

で
は
世
親
の
批
判
に
対
し
直
接
解
答

を
与
え
ず
、

専
ら
音
声

が
意
味

を
理
解
さ
せ
る
と
す
る
世
親
説

の
批

判

が
行

な

わ

れ

て
お

り
、
名
の
実

在
に

つ
い
て
間
接
証

明
が
主

に
な
さ
れ
て
い
る
。

名

旬
文

に
関

す
る
論
争

(
水

田
)

一
二
九
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