
「法

の
思
択

」
に

つ
い
て

西

村

実

則

一

『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
p
a
r
j
n
a
 

(慧
)
 と
は

「
法
の
思
択
」
(
d
h
a
r
m
a
-

p
r
a
v
i
c
a
y
a
)
 

す
な
わ
ち
択
法
と
定
義
さ
れ
、
ま
た
こ
の
択
法
は
七
覚
支

の

一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
最
初

に
p
r
a
j
n
a
と
択
法

の
関
係
、

つ
ぎ
に
択
法
覚
支
に
対
す
る
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
独
自
の
解
釈

を
と
ら
え
て
み
た
い
。

ま
ず

『
倶
舎
論
』
の
界
品

(
A
K
B
h
.
 
e
d
.
 
P
r
a
d
h
a
n
.
 
p
.
 
2
.
 
l
.
 
4
)

お

よ
び
根
品
 
(
i
b
i
d
.
 
p
.
 
5
4
.
 
l
.
 
2
2
)
 

の
心
所
法
に
お
い
て
、
p
r
a
j
i
n
a
 

と
は

「
法
の
思
択
」
で
あ
る
と
し
て

い
る
。

こ
の

「法

の
思
択
」
と
は
、

『
倶
舎
論
』
の
註
釈
者

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
と
プ
ー
ル
ナ
ヴ
ァ
ル
ダ
ナ
に

よ
る
と
同
じ
く
、

「諸
法
を
分
別
し
て
自
相
と
共
相
を
思
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。」
(
s
t
h
i
r
a
m
a
t
i

P
e
k
i
n
g
,
 
v
o
l
.
 
1
4
6
.
 
p
.
 
2
0
2
.
 
5
.
 
6
.
 
P
u
r
n
a
v
a
r
d
h
a
n
a
n
 
v
o
l
.
 
1
1
7
p
.
 
9
1
.

5
.
 
1
)

と
あ
る
。
す
な
わ
ち

「択
法
」
は
法
を
見
究
め
て
判
断
し
認
識
す
る
こ

と
を
表

わ
し
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
 
p
r
a
j
n
a
 

の
定
義
ど

な
つ
て

い
る

の

で
あ

る
。

そ

う

し

て

こ

の
択

法

は
、

『
倶

舎

論

』

に

よ

る

と
、

「
諸
法
を
思
択
す
る
こ
と
以
外
に
、
煩
悩

を
鎮

め
る
た
め
の
す
ぐ

れ

た

方

法

は
な
い
。
」
(
A
K
B
h
.
 
p
.
 
2
 
l
.
 
1
9
)

と
あ

り
、

あ

る

い
は
ま

た

択
滅

(
p
r
a
t
i
s
a
m
k
h
y
a
n
i
r
o
d
h
a
)
 

と

は
、

「択

(
p
r
a
t
i
s
a
m
k
h
y
a
)
 

と
は
苦
な
ど

の
聖
諦
を
弁
別
す
る

こ
と

で
あ

つ
て
、

た
慧

(
p
r
a
j
n
a
)
 

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
よ

つ
て
得
ら
れ
る

べ
き
滅

が

す
な
わ
ち
す
ぐ
れ
択
滅

で
あ
る
。
」

(
i
b
i
d
.
 
p
.
 
4
.
 
l
l
.
 
1
-
2
)

と
あ

り
、
p
r
a
j
n
a
 

と
択
法

が
煩

悩

の
断

滅

に

と

つ
て
は

な

は

だ
大

き

な

役

割

り

を

担

つ

て

い
る

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で

こ

れ
ら

の
ほ

か

に
 p
ra
-

j
n
a
 
を

択

法

と
み

る

こ
と

は
、

『
倶

舎

論

』

で
智

(
j
n
a
n
a
n
)
 

を

説
く

第

七

章

智

品

(
j
n
a
n
a
-
n
i
r
d
e
s
a
)
 

に

お

い

て
も

み

ら

れ

る
。

そ
れ

は
サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

本

お

よ

び

チ

爬

ッ
ト
訳

に

な

い
け

れ

ど

も
、

玄
弊

訳

に
、

「如

レ是
所
レ
説

聖

ク

ノ
ン

汐
渉
有
漏
ト
慧
皆

択
法

ハ
ナ

ナ
ツガ
故
並嵩
ぜ
慧

性
摂
。
」

ー
ノ
ニ
ム
ル
ナ
(大

正

二
九
、

一
三

四
下
)

と
あ

り
、

無

漏

と
有

漏

と

の
慧

(
p
r
a
j
n
a
)
 

は

と

も

に

「
択

法
」

で

あ

る

と

い
う
。

智

品

に
お

い
て
用

い

ら

れ

る
p
r
a
j
n
a
 
そ

の
も

の

が

「
択

「
法

の
思
択
」
に
つ
い
て

(
西

村
)

一
九

九
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「
法

の
思
択
」
に

つ
い
て

(
西

村
)
,
 

二
〇
〇

法
」
で
あ

る
と
い
う
玄
舞
の
指
摘
は
、
智
品
と
心
所
法
と
に
お
け
る

p
r
a
j
n
a
 

の
関
係
を
み
る
う
え
で
重
要
な
視
点
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
さ
ら
に
p
r
a
j
i
n
a
 

と
同
じ
動
詞
√
j
n
aか
ら
な
る

j
n
a
n
a
とを対
比
し
て
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず

『
大
毘
婆
沙
論
』
の
智

纏
に
、ノ

ハ

レ

ナ
リ

ウ

ノ

ハ

ナ

レ

ナ
リ

ク

ス
ル

ハ

ナ

ナ
ル
ガ

ニ

ル
ハ

ナ
ル
モ

「諸
智
是
慧

耶
。
答
諸
智
皆
是
慧
。
能
審
決

者
皆
択
法

故
。
有

慧

ザ
ル
ア
ニ

リ

ク

ノ

ナ
リ

メ
テ

ズ
ル
ト
キ

ノ

ヲ

ダ

ナ
ラ

ニ

非
レ

智
。

謂
無
漏
忍
。
創

観

二

諦
境

幻
未

二審
決

一故
。
」
(
大
正
二
七

・
四

ルガ

九
一
下
)

と
あ
り
、

慧

(
p
r
a
j
n
a
)

と
は
智

(
j
n
a
n
a
)

と
無
漏

の
忍

(
k
s
a
n
t
i
)
 

を

含
み
、

こ
の
忍
を
含
ま
な
い
の
が
智

(
j
n
a
n
n
a
)
 

で
あ
る
と
す
る
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
智
に
は

「
審
決
」
、
慧
に
は

「択
法
」
の
働
き
が
あ

る

と
し
、
働
き
の
面
か
ら
両
者
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が

『
倶
舎
論
』
で
は
、

こ
の
p
r
a
j
n
a
 

と
 
j
n
a
n
a
 

を
区
別

し
て
い
な

い
と
み
ら
れ
る
個
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
智
品
に
お
い
て
、

d
h
i
h
 
p
r
a
i
n
a
 
j
n
a
n
a
m
-
i
t
i
 
p
a
r
y
a
y
a
h
.
 
(
A
k
B
h
.
 
p
.
 
4
0
3
l
.
 
1
0
)

と
あ
り
、
d
h
i
,
 
p
r
a
j
n
a
,
 
j
n
a
n
a
n
 

の
三
つ
は
シ
ノ
ニ
ム
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
さ
ら
に
同
じ
智
品
に
お
い
て
も
つ
と
も
重
視
さ
れ
て
い
る
十
智
の

智
の
用
例

は
j
n
a
n
a
 
の
み
な
ら
ず
、
d
h
i
の
語
が
用

い
ら
れ
、
あ

る

い
は
ま
た
界
品

(
A
k
B
h
.
 
p
.
 
2
9
.
 
l
.
 
2
2
)
 

で
は
単
な
る
韻

の
関
係
でd
h
i

と
p
r
a
j
i
n
 

と
は
言
い
換
え
ら
れ
て
お
り
、
p
r
a
j
nと
j
n
a
n
 の
相

違
を
立
て
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

も
つ
と
も

『
倶
舎
論
』
に
は
こ
の
よ
う
な
混
用

・
変
化
が
み
ら
れ
る

け
れ
ど
も
、
心
所
法
に
お
け
る
用
例
と
し
て
は

「
審
決
」
の
働
き
が
あ

る
j
n
a
n
a
n
 

で
な
く
、
「択
法
」
と
し
て
の
p
r
a
j
n
a
 

が
採
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
p
r
a
j
n
a
 

が
、
善

・
不
善
・

無
記
の
働

き
の
あ
る
法
を
集
め
た
大
地
法
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お

『
順
正
理
論
』
(大
正
二
九
・
三
八
九
中
)
に
お

い
て
、
経
部

の

「
上
座
」
が
p
r
a
j
n
n
 

を
大
地
法
に
入
れ
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
が
、

の
ち
の
唯
識
派
の
論
書
に
お
け
る
心
所
法
と
し
て
の
p
r
a
j
n
n
 

も

「
択

法
」
と
せ
ら
れ
る
点
で
変
わ
り
は
な
い
。

と
も
か
く

「択
法
」
と
い
う
働
き
は
心
作
用
と
し
て
の
p
r
a
j
n
n
a
 

の

意
味
内
容
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た

『
大
毘
婆
沙
論
』
の
智
纏
や

『倶

舎
論
』
の
智
品
に
お
け
る
p
r
a
j
n
n
a
 

に
対
し
て
も

こ
の

「
択
法
」
で
も

つ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

て
み
る

と
、
従
来

心
作
用
と

「
智
」
論
と
に
お
け
る
p
r
a
j
n
a
 

は
別
と
み
ら

れ
て
い
た
が
、
「択
法
」

と
い
う
点
に
お
い
て
明
ら
か
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
で
あ

ろ
う
。

二

「
法
の
思
択
」
(
d
h
a
r
m
a
-
p
r
a
v
i
c
a
y
a
)
 

の
も
う

一
つ
、
覚
支

(
b
o
d
h
y
a
-

n
g
a
)
 
と
し
て
の

「
択
法
」
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

択
法
覚
支
は
三
十
七
道
品
の

一
つ
で
あ
り
、

こ
の
三
十
七
道
品
そ
の

も
の
は

『
発
智
論
』
『大
毘
婆
沙
論
』
で
は
智
纏
に
、
ま
た

『
倶
舎
論
』

の
構
成
に
も
つ
と
も
影
響
を
与
え
た

と
み
ら

れ

る

『
阿
毘
曇
心
論
』

『
阿
毘
曇
心
論
経
』
『雑
阿
毘
曇
心
論
』
で
は
、

経
説
を
雑

然

と
集

-724-



め
た
契
経
品
、
修
多
羅
品
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

『
倶
舎
論
』
で

は
修
道
論
を
展
開
す
る
第
六
章
賢
聖
品
に
と
い
う
よ
う
に
、
論
書
に
よ

つ
て
説
く
べ
き
位
置
の
移
動
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
三
十
七
と
い
う
数
は
実
践
徳
目
を
合
せ
た
に
す
き
な
い
が
、
こ

の
中
で
同
じ
徳
目
と
み
ら
れ
る
も
の
を
整
理
す

る
こ
と
が
可
能

で
あ

り
、
か
か
る
試
み
は
す
で
に
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献

で
も
行
な
わ
れ

て
い

る
。
そ

の
中
で
、
慧

(
p
r
a
j
n
a
)
 

と
同
じ
と
さ
れ
る
も
の
は
と
く
に

『
雑

心
論
』
に
明
確
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

ハ

レ

ト

ト

ト

ト

ト

ナ
リ

「慧
是
念
処
慧
根
慧
力
択
法
覚
支
正
見
。」
(大
正
二
八
・
九
三
八
上
)

と
あ
り
、

四
念
処
、
五
根
の
慧
根
、
五
力
の
慧
力
、
七
覚
支
の
択
法
覚

支
そ
し
て
八
正
道
の
正
見
は
p
a
r
j
n
a
 

に
よ
つ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と

が
知
ら

れ
る
。
た
だ
し
択
法
に
は
善

・
不
善

・
無
記
の
働
き
が
あ
る
と

せ
ら
れ
る

の
で
有
漏
と
無
漏
に
わ
た
る
が
、
択
法
覚
支
は
無
漏

の
み
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
徳
目
の
ほ
か
に
『
集
異
門
足
論
』
(大
正
二
六
・
三
七
五
中
)
、

『
法
纏
足
論
…』
(
同
、
四
九
二
中
)
、
『界
身
足
論
』
(同
、
六
一
四
下
)
、『
品

類
足
論
』
(同
、
七
二
〇
下
)
に
共
通
し
て
説
か
れ
る
止
観

の
観

(
v
i
p
a
-

s
y
a
n
a
)
 

も
、

ほ
と
ん
ど
同
じ
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら

し
て

p
r
a
j
n
a
 

と
同
じ
徳
目
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
有
部

ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
択
法
覚
支
に
つ
い
て
、
原
始
経
典
に
説

か
れ
な
か

つ
た
特
別
の
解
釈
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す

で
に

『
大
毘
婆

沙
論
』
(
大
正
二
七
・
四
九
六
下
)
、
『
雑
心
論
』
(大
正
二
八
・
九
三
八
下
)

に
み
ら
れ
る
が
、
『倶
舎
論
』
賢
聖
品
に
よ
る
と
、

「
そ
の
場
合
、
択
法
覚
支
と
は
覚

(
b
o
d
h
i
)
 

で
あ
り
、
覚
支
 (
b
o
d
h
y
a
n
g
a
)

で
あ
る
と
ヴ
ァ
イ
バ
ー
シ
カ
は
い
う
。」
(
A
k
B
h
.
 
p
.
 
3
8
4
.

と
あ
り
、
業
品

(
i
b
i
d
.
 
p
.
 
2
1
4
.
 
l
.
 
1
9
)
 

で
も
ま

つ
た
く
同

一
に
説
か

れ
て
い
る
。
こ
れ

は
の
ち

の

『
ア
ビ
ダ

ル

マ
デ
ィ
ー
パ
』
(
A
D
,
 
e
d
.

J
a
i
n
i
.
 
p
.
 
3
6
1
.
 
l
l
.
 
1
7
-
1
8
)
 

に
お
い
て
も
承
け
継
が
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て

『倶
舎
論
』
の
作
者
ヴ

ァ
ス
バ

ン
ド
ゥ
は
、
「
さ
と

り
」
(
b
o
d
h
i
)
 

の
手
段
で
あ
る
択
法
が
同
時
に

「
さ
と
り
」
そ
の
も
の

で
あ
る
こ
と
は
な
い
と
み
て
い
る
が
、
有
部
が
七
覚
支
の
う
ち
で
も
択

法
覚
支
の
み
に
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す

べ
き
点
で

あ
る
。『倶

舎
論
』
賢
聖
品
で
は
続

い
て

「
さ
と
り
」
(
b
o
d
h
i
)

と
は
尽
智

(
k
s
a
y
a
-
j
n
a
n
a
n
)
 

と
無
生
智

(
a
n
u
t
a
p
a
d
a
-
j
n
a
n
a
)

の
生
ず
る

こ
と
を

い

い
、
『
大
毘
婆
沙
論
』
(大
正
二
七

・
四
九
六
中
)
で
も
ま
つ
た
く
同
じ
定

義
で
あ
る
か
ら
、
「
さ
と
り
」
を
尽
智

・
無
生
智
と
み
る
こ
と
に

つ
い

て
は
有
部
と
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
間
に
異
論
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
尽
智
と
無
生
智
は
十
智
の
中
で
も
も

つ
と
も
す
ぐ
れ
た
智

で
あ

り
、
す
な
わ
ち
四
諦
を
修
し
尽
く
し
て
、
も
は
や
そ
れ
以
上
修
す
べ
き

こ
と
は
な
い
と
認
識
し
て
生
じ
た
智
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
原
始
経
典
に
は
み
ら
れ
な
か
つ
た

「
さ
と
り
」
を

「法
の
思
択
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
が
め
ざ
し
た

分
析
を
旨
と
す
る
特
質
の
反
映
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
法

の
思
択
」

に

つ
い
て

(
西

村
)

二
〇

一
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