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は
じ
め
に

　
仏
教
無
常
観
は
、
部
派
仏
教
以
降
、「
刹
那
滅
」（ks

4an

4abhan

4ga

）
と

理
解
さ
れ
て
い
る）

1
（

。
私
は
い
つ
か
必
ず
死
ぬ
運
命
に
あ
る
と
い
う
意
味
で

本
質
的
に
無
常
な
の
で
は
な
く
、
生
じ
て
即
滅
す
る
と
い
う
意
味
で
無
常

で
あ
る
。
一
般
に
い
う
生
死
の
間
は
持
続
で
は
な
く
刹
那
的
存
在
か
ら
次

の
刹
那
へ
の
相
続
（santāna

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
無
常
観
の
「
証
明
」

の
一
つ
に
、
お
よ
そ
存
在
す
る
も
の
は
全
て
刹
那
滅
で
あ
る
と
す
る
「
存

在
性
か
ら
の
論
証
」（sattvānum

āna

）
が
あ
る
。

　
存
在
性
か
ら
の
刹
那
滅
論
証
に
は
仏
教
内
外
か
ら
様
々
な
批
判
が
あ
る

が
、
最
も
重
大
な
も
の
は
、
不
確
定
（anaikāntika

）
批
判
で
あ
る）

2
（

。
不

確
定
と
い
う
の
は
、
論
証
因
（hetu

）
が
一
つ
の
立
場
に
帰
結
し
な
い
と

い
う
も
の
で
、
論
証
因
の
規
定
が
狭
す
ぎ
て
具
体
的
事
例
が
存
在
し
な
い

か
、
反
対
に
広
す
ぎ
て
反
例
ま
で
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
、
ま
た
反
証
さ
れ

る
べ
き
立
場
が
除
外
さ
れ
る
か
疑
わ
し
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
批

判
は
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
（
八
世
紀
）
のTattvasam

4graha

（TS

）

に
お
い
て
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
、
返
答
が
な
さ
れ
る
が
、
後
に
明
ら
か
に

す
る
よ
う
に
不
確
定
批
判
を
退
け
る
に
は
充
分
で
は
な
く
、
更
に
彼
ら
が

前
提
と
す
る
形
而
上
学
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
は
、
批
判
に
応
え
よ
う
が

な
い
。

　
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
存
在
を
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
る
。
刹
那
滅
論
の
決
定
的
な
問
題
は
、
刹
那
的
存
在
性
を
固
定

的
に
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
流
動
的
、
過
程
（
プ
ロ
セ
ス
）
的
な

捉
え
方
を
し
な
け
れ
ば
問
題
の
解
決
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は

プ
ロ
セ
ス
哲
学
の
筆
頭
で
あ
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
（Alfred N

orth 
W
hitehead, 1861-1947

）
の
哲
学
の
考
察
に
基
づ
い
て
不
確
定
批
判
の

解
決
を
試
み
る
。

　
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
刹
那
滅
論
証
を
巡
る
議
論
の
詳
細
や
ホ
ワ

〈
研
究
論
文
４
〉

林
　
　
　
　
　
樹
　

　
刹
那
と
不
可
分
・
可
分
性

│
仏
教
刹
那
滅
論
証
に
お
け
る
不
確
定
の
問
題
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
時
間
論

│
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能
の
否
定
に
費
や
さ
れ
る
が
、
特
に
要
と
な
る
の
が
「
協
働

（sahakaran

4a

）
に
よ
る
因
果
功
能
の
遅
延
（ks

4epa

）」
の
否
定
で
あ
る
。

　
な
ぜ
持
続
に
お
け
る
因
果
功
能
の
遅
延
が
重
要
な
の
か
。
持
続
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
多
刹
那
に
わ
た
っ
て
因
果
功
能
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
発
生
と
同
時
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
な
く
遅
延
す
る
功
能
が
必
ず
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
協
働
に
よ
る
因
果
功
能
の
遅
延
と
は
、
例
え
ば
種
に
は
芽

を
生
む
よ
う
な
因
果
功
能
（
以
後
「
特
質
）
4
（

」
と
呼
ぶ
）
が
備
わ
っ
て
い
る

が
、
水
や
土
な
ど
諸
環
境
的
要
因
が
揃
う
ま
で
特
質
の
功
能
を
発
揮
し
な

い
、
あ
る
い
は
種
に
は
最
初
か
ら
特
質
が
備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
諸
協
働
物
に
よ
っ
て
そ
の
特
質
を
得
る
と
い
う
二
と
お
り
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
遅
延
の
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
持
続
の
可
能
性

を
も
排
除
し
、
刹
那
滅
を
立
証
で
き
る
。

　
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
に
よ
る
と
、
協
働
は
「
協
働
物
が
特
質
を
付
与

す
る
」
も
し
く
は
「
一
つ
の
結
果
を
生
み
出
す
」
と
理
解
で
き
る
が）

5
（

、
そ

の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
協
働
は
あ
り
え
な
い
。
ま
ず
第
一
義
で
は
、
持
続

物
が
元
々
持
つ
本
質
（svarūpa

）
と
協
働
物
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
特

質
（yogyarūpa

）
は
同
一
か
別
々
で
あ
る
が
、
も
し
同
一
な
ら
ば
協
働

物
に
よ
っ
て
初
め
て
本
質
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
以
前
に
は
非

存
在
に
な
る
。
も
し
別
々
な
ら
ば
特
質
を
持
つ
も
の
と
は
無
関
係
に
、
元

来
の
本
質
―
芽
を
生
ま
な
い
よ
う
な
功
能
―
を
持
ち
続
け
る
は
ず
で
あ

る
。
つ
ま
り
い
ず
れ
に
せ
よ
、
あ
る
持
続
物
が
協
働
に
よ
っ
て
特
質
を
得

る
こ
と
は
な
い
、
芽
を
生
む
種
は
芽
を
生
ま
な
い
種
と
は
別
の
、
全
く
新

し
い
存
在
で
あ
る）

6
（

。
次
に
第
二
義
で
は
、
原
因
総
体
が
成
立
す
る
前
と
後

イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
の
全
体
像
の
紹
介
は
極
力
割
愛
し
、
不
確
定
批
判
を
論

じ
る
に
必
要
な
箇
所
の
み
を
挙
げ
る
。
第
一
節
でTattvasam

4graha

に

お
け
る
不
確
定
批
判
に
対
す
る
応
答
と
そ
の
問
題
点
を
挙
げ
、
第
二
節
で

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
形
而
上
学
か
ら
問
題
解
決
に
必
要
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を

抽
出
、
第
三
節
で
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
を
導
入
し
た
刹
那
滅
論
的
応
答

を
試
み
、
第
四
節
で
残
る
問
題
点
を
考
察
す
る
。

一
　
刹
那
滅
論
証
に
対
す
る
不
確
定
批
判

　
ま
ず
批
判
の
対
象
と
な
る
存
在
性
か
ら
の
刹
那
滅
論
証
と
は
ど
の
よ
う

な
論
証
な
の
だ
ろ
う
か
。

（TS

　392-4

）
実
に
、
存
在
す
る
と
さ
れ
る
も
の
は
全
て
刹
那
滅
で

あ
る
。﹇
対
論
者
が
自
我
や
神
な
ど
の
存
在
を
主
張
す
る
な
ら
勝
手

に
す
れ
ば
よ
い
が
﹈、
も
し
刹
那
性
が
排
除
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
そ

れ
ら
の
存
在
は
成
り
立
た
な
い
。
持
続
す
る
も
の
は
、
通
時
的
に
も

同
時
的
に
も
因
果
功
能
を
為
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
存
在
性
の
無
い
こ

と
が
知
ら
れ
る）

3
（

。

　
存
在
性
か
ら
の
刹
那
滅
論
証
は
、
非
刹
那
滅
＝
持
続
す
る
も
の
が
存
在

し
え
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
否
定
で
あ
る
刹
那
滅
が
成
立
す
る
と
い
う
、

選
言
的
論
法
（PvQ
, ~P, therefore Q

）
で
あ
る
。
因
果
功
能
は
存
在
の

必
要
条
件
で
あ
り
、
よ
っ
て
誰
も
が
認
め
る
べ
き
存
在
条
件
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
持
続
物
は
因
果
功
能
を
持
て
な
い
こ
と
か
ら
存
在
が
否
定
さ
れ
、

よ
っ
て
お
よ
そ
存
在
す
る
も
の
は
刹
那
滅
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

結
論
が
得
ら
れ
る
。
従
っ
て
論
証
の
大
部
分
が
持
続
物
に
お
け
る
因
果
功
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（TS

　435-436

）
確
か
に
、
最
初
の
刹
那
に
お
互
い
助
け
合
う
こ
と

は
な
い
。
し
か
し
、
一
つ
の
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら

は
協
働
で
あ
る
。
共
助
関
係
が
無
い
か
ら
と
い
っ
て
、
特
質
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
各
々
そ
れ
自
身
の
原
因
か
ら
生
じ
、
一
団
と
な
っ

て
（kalāpa

）
そ
れ
ぞ
れ
（pr

4thak

）﹇
し
か
し
単
一
の
﹈
結
果
を

生
む
の
で
あ
る）
10
（

。

　
先
の
議
論
で
は
協
働
に
関
し
て
特
質
の
付
与
と
共
通
の
結
果
を
引
き
起

こ
す
こ
と
の
二
義
が
考
え
ら
れ
、
非
刹
那
滅
の
立
場
に
お
い
て
は
両
義
と

も
否
定
さ
れ
た
の
だ
が
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
刹
那
滅
の
立
場
に
お

い
て
は
特
質
の
付
与
＝
共
助
関
係
は
否
定
さ
れ
る
が
、
共
通
の
結
果
を
引

き
起
こ
す
と
い
う
意
味
で
は
協
働
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

　「
一
団
と
な
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
結
果
を
生
む
」
と
は
ど
う
い
う
意

味
か
。
種
が
土
や
水
と
協
働
し
て
芽
を
生
む
と
い
う
の
は
、
芽
を
生
む
よ

う
な
因
果
功
能
が
諸
協
働
物
そ
れ
ぞ
れ
に
備
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ

て
次
の
刹
那
に
一
つ
の
結
果
│
芽
│
が
生
じ
る
た
め
で
あ
る
。
で
は
諸
協

働
物
と
離
れ
て
単
独
で
存
在
す
る
場
合
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
水
や
土
不

在
時
の
種
は
、
た
だ
次
刹
那
の
種
を
生
み
出
す
功
能
が
あ
る
の
で
あ
る
。

次
の
刹
那
に
自
己
の
複
製
）
11
（

の
よ
う
な
種
を
生
む
種
と
、
芽
を
生
む
種
と
は

性
質
が
異
な
り
、
し
た
が
っ
て
別
の
種
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
シ
ャ
ー
ン

タ
ラ
ク
シ
タ
は
共
通
の
結
果
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
意
味
で
の
協
働
理
解

か
ら
、
刹
那
滅
と
協
働
現
象
、
な
ら
び
に
種
は
水
や
土
不
在
の
間
は
種
で

あ
り
続
け
、
諸
環
境
条
件
が
満
た
さ
れ
て
か
ら
芽
を
生
む
と
い
う
経
験
則

を
整
合
的
に
説
明
付
け
る
の
で
あ
る
。

で
持
続
物
の
性
質
（prakr

4ti

）
が
同
じ
な
ら
ば
、
持
続
物
が
存
在
す
る
限

り
協
働
物
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
も
し

異
な
る
な
ら
ば
、
も
の
の
単
一
性
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
よ
っ
て
、
第

二
義
に
お
い
て
も
協
働
は
あ
り
え
な
い）

7
（

。
持
続
物
に
お
い
て
協
働
に
よ
る

因
果
功
能
の
遅
延
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
因
果
功
能
は
遅
延

せ
ず
、
全
て
の
存
在
物
は
生
じ
て
即
因
果
功
能
を
発
揮
し
消
滅
す
る
、
刹

那
滅
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
ま
で
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
刹
那
滅
論
証
は
専
ら
持
続
物
は
因
果

功
能
を
持
て
な
い
こ
と
に
依
拠
す
る
。
で
は
刹
那
的
存
在
の
因
果
功
能
は

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
刹
那
的
存
在
間
で
協
働
は
あ
り
え
る
の
か
。

も
し
無
け
れ
ば
ど
の
よ
う
に
種
か
ら
芽
が
出
る
等
の
説
明
が
で
き
る
の

か
、
な
ど
の
問
題
が
発
生
す
る
。
不
確
定
批
判
は
ま
さ
に
こ
の
点
を
指
摘

す
る）

8
（

。（TS

　428

）
刹
那
物
に
お
い
て
、
一
体
ど
の
よ
う
な
因
果
功
能
が
あ

ろ
う
か
。
互
い
に
特
質
を
付
与
し
合
う
こ
と
が
な
い
か
ら
、
後
に
あ

る
も
の
ら
が
協
働
す
る
こ
と
は
な
い）

9
（

。

　
批
判
は
、
協
働
現
象
が
経
験
的
に
自
明
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
、
存
在

性
＝
因
果
功
能
を
持
つ
と
す
る
と
、
非
刹
那
滅
だ
け
で
な
く
刹
那
滅
の
立

場
か
ら
も
協
働
を
説
明
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
論
証
の
中
で
協
働
に
よ
る
因
果
功
能
の
遅
延
の
可
能

性
を
徹
底
的
に
否
定
し
た
か
ら
に
は
、
刹
那
滅
の
立
場
で
も
協
働
の
説
明

は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ

は
次
の
よ
う
に
応
答
し
て
い
る
。
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の
場
合
前
々
刹
那
の
存
在
物
が
種
を
生
む
契
機
如
何
と
す
る
と
、
ま
た
更

に
前
刹
那
の
協
働
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
無
限
後
退
に
陥
る
。
こ

の
問
題
に
対
し
て
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
、
因
果
の
背
後
に
ど
の
よ
う

な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
ろ
う
が
、
実
際
質
的
変
化
は
起
こ
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
突
き
詰
め
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。

（TS

　438

）
各
刹
那
ご
と
に
規
則
的
な
、
だ
が
不
可
思
議
な
能
力
を

持
っ
た
も
の
が
生
起
す
る
。
こ
の
こ
と
は
火
の
燃
焼
能
力
の
よ
う

に
、
疑
わ
れ
る
べ
き
で
な
い）
13
（

。

　
不
可
思
議
性
か
ら
の
協
働
説
明
は
充
分
で
は
な
い
。
前
述
の
と
お
り
、

不
確
定
か
ら
の
批
判
と
い
う
の
は
、
論
証
因
の
規
定
が
狭
す
ぎ
て
立
証
さ

れ
る
べ
き
立
場
も
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
か
、
反
対
に
広
す
ぎ
て
反
証
さ
れ

る
べ
き
立
場
ま
で
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ン

タ
ラ
ク
シ
タ
の
説
明
に
は
後
者
の
過
失
が
あ
る
。
も
し
存
在
＝
不
可
思
議

的
因
果
功
能
と
し
た
場
合
、
対
論
者
も
「
存
在
物
は
不
可
思
議
だ
が
規
則

的
で
疑
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
因
果
原
理
に
よ
っ
て
功
能
発
揮
が
遅
延
さ

れ
、
持
続
す
る
」
と
、
刹
那
滅
論
者
と
同
様
に
持
続
物
の
因
果
功
能
遅
延

を
説
明
で
き
る
。
よ
っ
て
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
、
不
確
定
か
ら
の

批
判
の
一
方
の
角
を
回
避
す
る
た
め
に
因
果
功
能
の
確
定
性
を
放
棄
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
方
の
角
に
倒
れ
る
。

　
不
可
思
議
説
を
避
け
、
協
働
を
充
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
刹
那
滅
論
者

に
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
そ
れ
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の

形
而
上
学
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
可
能
に
な
る
。

　
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
説
明
は
質
的
変
化
の
根
本
的
説
明
と
し
て
は

不
充
分
で
あ
る
。
第
一
刹
那
（
協
働
物
不
在
時
）
の
「
種
を
生
む
よ
う
な

種
」
か
ら
第
二
刹
那
（
協
働
物
共
在
時
）
の
「
芽
を
生
む
よ
う
な
種
」
は
、

い
か
に
し
て
生
じ
る
の
か
。
以
下
の
反
論
が
続
く
。

（TS

　429-430
）
も
し
両
者
﹇
あ
る
存
在
と
そ
の
協
働
物
の
特
質
﹈

が
生
じ
る
な
ら
、
そ
れ
は
各
々
の
原
因
か
ら
成
立
す
る
も
の
で
あ

り
、
も
し
生
じ
な
い
な
ら
、
そ
こ
に
﹇
特
質
を
持
っ
て
﹈
存
在
す
る

も
の
は
な
い
。
特
質
の
無
い
も
の
か
ら
特
質
を
持
っ
た
も
の
が
現
れ

る
な
ら
、
何
故
﹇
協
働
物
を
待
た
ず
し
て
﹈
結
果
が
生
じ
な
い
と
い

え
よ
う
か）
12
（

。
ま
た
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
特
質
有
り
と
も
言
え
な
い
、

同
様
の
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
協
働
の
無
限
後
退
に
陥
る
で
あ

ろ
う
。

　
第
一
刹
那
に
お
け
る
種
が
、
も
し
諸
協
働
物
に
頼
る
こ
と
な
く
特
質
を

持
っ
た
種
（
以
後
「
特
種
」
と
呼
ぶ
）
を
生
む
と
す
れ
ば
、
第
二
刹
那
に

お
い
て
協
働
物
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
特
質
が
発
揮
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
も
し
第
一
刹
那
に
お
い
て
種
に
特
種
を
生
む
よ
う
な
功
能
が
備
わ
っ

て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
刹
那
に
お
い
て
諸
協
働
物
は
「
互
い
に
付
与
し
合

う
よ
う
な
性
質
が
な
い
」
の
で
あ
れ
ば
、
第
二
刹
那
に
特
種
が
生
じ
る
契

機
は
な
い
の
で
あ
る
。
契
機
が
な
い
の
に
実
際
そ
の
よ
う
な
も
の
が
生
じ

得
る
と
す
れ
ば
、
協
働
物
不
在
で
も
生
じ
得
る
は
ず
で
、
何
故
協
働
物
不

在
の
時
は
結
果
が
生
じ
な
い
の
か
が
不
合
理
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で

第
一
刹
那
に
お
け
る
種
の
特
種
を
生
む
契
機
と
し
て
更
に
前
刹
那
の
協
働

を
立
て
れ
ば
問
題
が
解
決
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
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客
体
へ
と
滅
す
る
こ
と
は
、
主
体
を
生
成
主
体
た
ら
し
め
る
目
的
因
の
喪

失
と
、
代
わ
り
に
作
用
因
の
獲
得
と
表
現
さ
れ
る）
19
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
自

己
形
成
を
失
っ
て
、
後
世
に
影
響
を
与
え
る
歴
史
的
事
物
と
し
て
残
る
の

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
生
成
的
存
在
と
し
て
は
消
滅
す
る
た
め
、
何
者

も
あ
る
経
験
の
確
定
、
完
了
と
共
に
滅
す
る
の
で
あ
る
。

　
生
成
に
は
ど
の
ぐ
ら
い
の
時
間
を
要
す
る
の
か
と
い
う
と
、
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
は
生
成
は
延
長
的
で
は
な
い
と
い
う）
20
（

。
た
だ
し
始
ま
り
と
終
わ
り

が
同
時
で
あ
る
よ
う
な
「
瞬
間
」（instant

）
の
意
味
で
は
な
く
、
時
間

の
中
で
分
割
し
て
順
序
付
け
ら
れ
な
い
、
つ
ま
り
無
時
間
的
で
は
な
く
非

時
間
的
と
い
う
意
味
で
あ
る）
21
（

。
で
は
非
時
間
的
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
現
実
的
存
在
の
生
成
過
程
に
つ
い
て
、

「
合
生
の
過
程
に
お
い
て
、
前
の
相
に
お
け
る
抱
握
を
統
合
し
て
新
た
な

抱
握
が
生
じ
る
な
ど
の
相
の
連
続
が
あ
る
。
…
…
か
か
る
過
程
は
全
て
の

抱
握
が
構
成
要
素
と
な
っ
て
一
つ
の
確
定
し
た
統
合
的
充
足
が
得
ら
れ
る

ま
で
継
続
す
る
の
で
あ
る
」
と
し）
22
（

、
相
の
前
後
、
連
続
、
継
続
な
ど
の
表

現
を
使
う
が
、
そ
れ
ら
と
生
成
は
非
延
長
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
生
成
の
延
長

を
認
め
る
立
場
こ
そ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
る
と
い
う
。

ゼ
ノ
ン
の
議
論
は
二
つ
の
前
提
か
ら
矛
盾
を
引
き
出
す
、
つ
ま
り
 i）

生
成
に
お
い
て
何
か
（res vera

）
が
生
成
す
る
、
そ
し
て
 ii）
各
生

成
活
動
は
前
の
生
成
活
動
と
後
の
生
成
活
動
に
分
割
で
き
る
。

一
秒
間
で
何
か
が
生
成
す
る
と
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
活
動
は
二
つ

の
活
動
に
分
割
で
き
る
、
す
な
わ
ち
最
初
の
〇
・
五
秒
の
活
動
と
、

二
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
存
在
の
時
間
性

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
所
謂
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
「
基
体
論
」
に
異
議

を
唱
え
、
よ
り
包
括
的
な
形
而
上
学
は
基
体
論
に
お
い
て
基
体
に
付
属
す

る
と
さ
れ
る
事
象
や
変
化
そ
の
も
の
を
第
一
存
在
と
し
て
考
え
る
、「
有

機
体
の
哲
学
」
を
提
唱
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
る
に
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

に
と
っ
て
存
在
と
は
創
造
的
自
己
実
現
の
生
起
も
し
く
は
過
程
、
プ
ロ
セ

ス
で
あ
る
。
こ
れ
を
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
現
実
的
存
在
（actual entity

）

と
呼
ぶ
。
自
己
実
現
の
生
成
過
程
は
、
世
界
の
多
様
分
離
的
で
あ
る
諸
存

在
を
結
合
し
、
創
発
的
単
一
的
自
己
を
得
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
合
生

（concrescence

）
と
呼
ば
れ
る）
14
（

。
合
生
は
単
な
る
寄
せ
集
め
の
よ
う
な

統
合
で
は
な
く
、
主
体
的
目
的
（subjective aim
）
に
従
っ
て
世
界
的

多
を
自
己
に
統
合
、
ま
た
選
別
し
な
が
ら
の
自
己
生
成
で
あ
る
。
合
生
に

お
け
る
生
成
の
相
（phase

）
を
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
抱
握

（prehension

）
と
呼
び
）
15
（

、
そ
し
て
抱
握
の
連
続
を
経
て
自
己
生
成
が
完

了
す
る
こ
と
を
充
足
（satisfaction

）
と
呼
ぶ
）
16
（

。

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
現
実
的
存
在
は
生
成
完
了
と
共
に
滅
す
る

（perish

）
と
主
張
す
る
。「
現
実
的
存
在
は
変
化
し
な
い
、
滅
す
る
の
み

で
あ
る）
17
（

」、
更
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
的
流
転
説
を
「
拡
大
」
し
、「
何
者
も

二
度
思
考
し
な
い
、
よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、
何
者
も
二
度
経
験
し
な
い
」

と
い
う）
18
（

。
た
だ
し
滅
す
る
と
い
え
ど
、
完
全
に
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

生
成
完
了
と
同
時
に
、
生
成
の
主
体
と
し
て
は
滅
す
る
が
、
客
体
と
し
て
、

そ
れ
こ
そ
永
遠
に
、
存
在
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
体
か
ら
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成
の
未
だ
充
足
を
得
な
い
過
程
の
最
中
に
は
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
抱
握

を
時
間
的
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
充
足
を
得
て
生
成
活
動
が

終
息
し
た
後
に
反
省
的
に
分
析
し
、
そ
の
生
成
に
お
い
て
ま
ず
甲
が
あ
り

そ
し
て
乙
が
続
く
な
ど
の
順
序
立
て
が
で
き
る
。
充
足
と
は
主
体
的
目
的

の
成
就
で
あ
る
か
ら
、
現
実
的
存
在
は
そ
の
主
体
的
目
的
を
以
て
不
可
分

的
統
一
体
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
刹
那
滅
論
に
お
け
る
協
働
の
説
明
の
カ
ギ
と
な
る
点
を
ま
と
め

る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

１
．
現
実
的
存
在
と
は
世
界
的
多
の
統
合
に
よ
る
自
己
生
成
で
あ
る
。

２
．
現
実
的
存
在
は
生
成
完
了
し
滅
す
る
が
、
同
時
に
超
主
体
と
し
て
作

用
因
の
功
能
を
得
る
。

３
．
現
実
的
存
在
は
そ
の
生
成
過
程
に
お
い
て
、
様
々
な
相
を
持
つ
が
、

時
間
的
に
分
割
で
き
な
い
。

三
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
的
見
解
を
取
り
入
れ
た

　
　
刹
那
滅
論
者
の
返
答

　
協
働
の
問
題
に
対
し
て
、
刹
那
滅
論
者
は
諸
存
在
の
相
互
影
響
関
係
が

あ
り
え
な
い
と
認
め
る
が
、
共
通
の
結
果
を
生
み
出
す
と
い
う
意
味
で
協

働
は
あ
る
と
説
明
し
た
。
し
か
し
前
述
の
と
お
り
、
そ
の
「
共
通
の
結
果

を
生
み
出
す
よ
う
な
因
果
功
能
」
が
ど
の
よ
う
に
発
生
す
る
か
を
突
き
詰

め
る
と
、
不
可
思
議
性
に
頼
る
し
か
な
く
、
非
刹
那
滅
を
も
肯
定
し
て
し

ま
う
。
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
の
は
、
刹
那
滅
論
者
が
二
つ
の
仮

定
に
固
執
し
て
い
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
、
つ
ま
り
⑴
全
て
の
存
在
は
あ

後
の
〇
・
五
秒
の
活
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
秒
後
に
生
成
す

る
も
の
は
、
最
初
の
〇
・
五
秒
で
生
成
す
る
も
の
を
前
提
と
す
る
。

同
様
に
、
最
初
の
〇
・
五
秒
で
生
成
す
る
も
の
は
、
更
に
そ
の
前
半

部
分
の
〇
・
二
五
秒
で
生
成
す
る
も
の
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
よ
う

な
生
成
過
程
の
最
初
に
何
が
生
成
す
る
か
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
何
を
挙
げ
て
も
、
そ
れ
が
前
提
と
す
る
前
半
部
分

が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
秒
間
の
生
成
に
移
行

し
て
い
く
よ
う
な
生
成
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い）
23
（

。

　
ゼ
ノ
ン
の
二
分
法
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
は
、
あ
る
地
点
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
移

動
す
る
た
め
に
は
中
間
地
点
Ｍ
に
ま
ず
到
達
す
る
必
要
が
あ
り
、
Ｍ
に
到

達
す
る
た
め
に
は
更
に
中
間
地
点
Ｎ
に
先
に
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
ど
の
地
点
に
移
動
す
る
に
も
ま
ず
そ
の
中
間
地
点
に

達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
移
動
に
は
無
限
の
移
動
が
必
要
と

な
り
、
有
限
の
時
間
内
に
は
決
し
て
到
達
し
え
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
が
発
生
す
る
。
ま
た
、
同
様
の
論
法
か
ら
、
何
者
も
移
動
し
始
め
ら
れ

な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
も
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
結
論
は
後
者

で
あ
る
。
も
し
生
成
に
お
い
て
何
か
が
生
成
し
、
各
生
成
活
動
は
二
分
法

に
よ
っ
て
分
割
可
能
で
あ
る
と
し
た
ら
、
何
者
も
生
成
し
始
め
ら
れ
な

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
前
提
 ii）
を
捨
て
、
生
成
に
お
い

て
何
か
が
生
成
す
る
が
、
そ
の
活
動
は
前
後
の
生
成
活
動
に
分
割
で
き
な

い
も
の
と
し
、
そ
し
て
「
創
造
物
は
延
長
的
だ
が
、
そ
の
生
成
活
動
は
延

長
的
で
は
な
い
」
と
結
論
づ
け
る）
24
（

。

　
創
造
物
は
延
長
的
だ
が
そ
の
生
成
活
動
は
非
延
長
的
で
あ
る
と
は
、
生
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果
功
能
の
相
違
に
関
し
て
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
因
果
功
能
は
生
成

完
了
と
共
に
成
立
し
、
即
座
に
効
果
発
揮
し
て
滅
す
る
。

乙
：
ど
う
や
ら
存
在
を
生
成
過
程
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
も
し
存
在

を
因
果
功
能
で
は
な
く
生
成
過
程
と
定
義
付
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
定
義

は
基
体
論
者
な
ど
の
対
論
者
は
承
認
し
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
刹
那

滅
論
証
は
内
輪
で
し
か
通
用
し
な
い
だ
ろ
う
。

甲
：
刹
那
滅
論
証
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
存
在
定
義
は
あ
く
ま
で
因
果
功

能
で
あ
る
。
我
々
は
非
刹
那
滅
に
お
け
る
因
果
功
能
を
排
除
し
て
、
刹

那
に
生
成
し
滅
す
る
も
の
に
の
み
因
果
功
能
が
あ
る
と
主
張
す
る
か

ら
、
論
証
は
因
果
功
能
を
存
在
の
必
要
条
件
と
し
て
認
め
る
全
て
の
対

論
者
に
あ
て
は
ま
る
。

　
プ
ロ
セ
ス
刹
那
滅
論
の
協
働
説
明
は
、
同
刹
那
に
お
け
る
諸
存
在
物
が

互
い
に
特
質
を
付
与
し
合
わ
な
い
と
い
う
点
で
は
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ

の
見
解
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
合
生
か
ら
の
協
働
説
明
と
単
一
の
結
果
を

生
み
出
す
と
い
う
説
明
に
は
二
点
重
要
な
違
い
が
あ
る
。
一
つ
は
後
者
に

お
い
て
は
結
果
の
単
一
性
は
諸
原
因
の
特
質
に
基
づ
く
の
に
対
し
、
前
者

に
お
い
て
は
結
果
に
よ
る
諸
原
因
の
統
合
に
あ
る
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
後
者
で
は
特
質
の
発
生
は
過
去
の
存
在
物
の
功
能
に
求
め
ら
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
前
者
で
は
存
在
の
生
成
そ
の
も
の
か
ら
発
生
す
る
と
考
え
ら

れ
る
点
で
あ
る
。
特
質
が
合
生
を
通
じ
て
自
己
創
造
的
に
発
生
す
る
と
見

る
こ
と
で
、
因
果
功
能
を
よ
り
柔
軟
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
か
ら
示
唆
を
得
る
こ
と
で
協
働
の
問
題
に
対

す
る
一
応
の
解
決
が
で
き
た
と
思
う
が
、
そ
も
そ
も
他
の
哲
学
体
系
か
ら

る
確
定
的
な
因
果
功
能
を
も
っ
て
生
じ
、
⑵
そ
の
因
果
功
能
は
次
の
刹
那

に
絶
対
的
に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
仮
定
か
ら
は

質
的
変
化
が
不
可
思
議
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
二
つ
の
仮
定
を
捨
て
て
刹
那
的
存
在
＝
生
成
の
立
場
を
採
用

す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
議
論
が
可
能
に
な
る
。

甲
：
刹
那
滅
の
立
場
で
も
協
働
は
あ
る
。
確
か
に
同
刹
那
に
お
け
る
存
在

間
の
相
互
影
響
関
係
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
次
刹
那
に
生
じ
る
も
の
の

材
料
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
協
働
で
あ
る
。
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
己
生
成
で
あ
る
。
前
刹
那
の
諸
々
の
存
在
を
抱
握
、
統
合
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
存
在
を
得
る
の
で
あ
る
。

乙
：
し
か
し
生
成
過
程
に
は
複
数
の
刹
那
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
生
成
す

る
こ
と
と
刹
那
滅
で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
。
こ
の
こ
と
は
刹
那
滅
論

者
が
立
て
る
存
在
＝
因
果
功
能
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
自
己
生
成
の

過
程
に
お
い
て
そ
の
未
完
了
状
態
の
因
果
功
能
と
完
了
時
の
因
果
功
能

は
同
一
か
否
か
。
も
し
同
一
な
ら
生
成
の
始
め
と
終
わ
り
が
同
質
で
あ

る
か
ら
、
そ
も
そ
も
生
成
な
ど
無
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
同
一
で
な
け

れ
ば
、
異
な
る
存
在
物
と
し
て
始
め
の
も
の
は
そ
の
結
果
を
生
じ
、
後

の
も
の
は
ま
た
違
っ
た
結
果
を
生
ず
る
は
ず
で
あ
る
。

甲
：
生
成
過
程
に
は
確
か
に
複
数
の
相
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
時
間
的
連
続

で
は
な
い
か
ら
、
区
別
し
て
各
々
異
な
っ
た
存
在
物
と
見
な
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
生
成
に
お
い
て
そ
の
発
生
相
は
区
別
付
け
て
順
序
立
て
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
非
時
間
的
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
生
成
は
刹
那
滅

で
あ
る）
25
（

。
同
様
に
あ
る
生
成
過
程
を
前
と
後
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
因
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な
し
再
構
築
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
に
解
決
案
を
求
め
た
。
す
な

わ
ち
存
在
＝
生
成
過
程
と
し
、
因
果
功
能
は
存
在
物
に
あ
ら
か
じ
め
確
定

的
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
世
界
を
自
己
に
統
合
す
る
発
生
的

相
を
経
て
創
ら
れ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
発
生
的
相
の
連
続
は
時
間
的
区

分
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
非
時
間
的
、
刹
那
的
と
い
え
る
の
で

あ
る
。
更
に
一
旦
生
成
完
了
す
れ
ば
生
成
主
体
と
し
て
消
滅
す
る
の
で
、

刹
那
滅
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
先
に
見
た
よ
う
に
、
生
成
に
お
け

る
時
間
的
区
分
の
拒
絶
は
主
体
的
目
的
の
統
一
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

か
ら
、
も
し
刹
那
滅
論
の
プ
ロ
セ
ス
哲
学
的
解
釈
と
問
題
解
決
が
求
め
ら

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
主
体
的
目
的
も
し
く
は
そ
の
役
目
を
果
た
す
よ
う
な

概
念
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
1
）Alexander von Rospatt

に
よ
る
と
、
刹
那
滅
はKathāvatthu

で
は
無
常

観
の
曲
解
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
にM

ahāvibhās

4a

やAbhidharm
akośa

で
は
標
準
的
教
理
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。Alexander von Rospatt, The 

Buddhist D
octrine of M

om
entariness ‒ A

 Survey of the O
rigins of early 

Phases of this D
octrine up to Vasubandhu, 

（H
am
burg: Franz Steiner 

Verlag Stuttgart, 1995

）, pp. 15-19.

　（
2
）
ム
ー
ケ
ル
ジ
ー
も
こ
の
批
判
を “the m

ost dam
aging objection that has 

been advanced against the theory of universal flux”

と
評
し
て
い
る
。

Satkari M
ookerjee, The Buddhist Philosophy of U

niversal Flux, （D
elhi: 

M
otilal Banarsidass Publishers, first published in 1935, sixth edition 
2006

）, p. 42.

　（
3
）tathā hi santo ye nām

a te sarve ks

4an

4abhan

4ginah

4/ 

… ks

4an

4ikatvaviyoge 
tu na sattais

4ām

4 prasajyate// kram
en

4a yugapaccāpi yasm
ādarthakriyākr

4tah

4/ 
na bhavanti sthirā bhāvā nih

4sattvāste tato m
atāh

4//
Tattvasan

4graha of A
cārya Shāntaraks

4ita w
ith the C

om
m
en-

部
分
的
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を
持
ち
込
む
こ
と
の
妥
当
性
に
関
す
る
問
題
が
あ

る
。
最
後
に
一
つ
重
要
な
問
題
を
考
え
た
い
。

四
　
プ
ロ
セ
ス
哲
学
導
入
に
つ
い
て
の
問
題

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
の
考
察
に
お
い
て
明
示
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

意
図
的
に
刹
那
滅
論
へ
導
入
し
な
か
っ
た
概
念
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
成

に
お
け
る
「
主
体
的
目
的
」
の
概
念
で
あ
る
。「
主
体
的
目
的
」
の
欠
落

は
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
と
っ
て
主

体
的
目
的
こ
そ
が
自
己
生
成
過
程
を
時
間
的
に
原
子
化
さ
せ
、
そ
の
過
程

に
お
け
る
諸
相
の
時
間
的
区
分
を
防
ぐ
根
拠
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
刹
那

滅
論
の
中
に
主
体
的
目
的
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
わ
る
統
一
的
原
理
が
見

出
さ
れ
な
け
れ
ば
、
プ
ロ
セ
ス
哲
学
的
な
協
働
説
明
は
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。結

論

　
存
在
性
か
ら
の
刹
那
滅
論
証
は
諸
刃
の
剣
で
あ
る
。
超
自
然
的
な
ア
ー

ト
マ
ン
や
神
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
と
自
然
に
お
い
て
ご
く
一
般
的
に
起

こ
る
協
働
現
象
を
も
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
刹
那
滅
の
立

場
か
ら
協
働
を
説
明
付
け
よ
う
と
す
る
と
、
恒
常
の
ア
ー
ト
マ
ン
や
神
も

肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
筆
者
は
こ
の
問
題
は
、
存
在
に
因
果
功
能
が
備
わ

っ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
確
定
的
で
あ
り
か
つ
そ
の
ま
ま
結
果
に
即
反

映
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
極
め
て
固
定
的
な
存
在
乃
至
因
果
功

能
の
理
解
か
ら
派
生
す
る
と
考
え
、
そ
れ
ら
を
よ
り
生
動
的
な
も
の
と
見
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dahane dāhaśaktivat// 

　（
14
）Alfred N
orth W

hitehead, Process and Reality, D
avid Ray G

riffi
n and 

D
onald W

. Sherburne eds. 

（N
ew
 York: The Free Press, 1979

）, p. 
22.

和
訳
は
筆
者
訳
。

　（
15
）Ibid., p. 23.

　（
16
）Ibid., p. 25.

　（
17
）Ibid., p. 35.

　（
18
）Ibid., p. 29.

　（
19
）Ibid.

　（
20
）Ibid., p. 35.

　（
21
）
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
と
っ
て
瞬
間
は
具
体
的
事
実
で
は
な
く
、
自
然
の
単
純

化
や
科
学
的
説
明
の
為
に
設
立
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
はThe Con-

cept of N
ature

に
明
瞭
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。Alfred N

orth W
hitehead, 

The Concept of N
ature, （N

ew
 York: Cosim

o, Inc., 2007

）, pp. 56-7.

　（
22
）W

hitehead, Process and Reality, p. 26.

　（
23
）Ibid., p. 68.

　（
24
）Ibid., p. 69.

　（
25
）
こ
の
よ
う
に
、
刹
那
は
非
時
間
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
刹
那
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
無
時
間
的
、point instant

ま
た
はzero du-

ration

と
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
は
や
し
・
い
つ
き
、
連
続
性
の
形
而
上
学
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
非
常
勤
助
教
）

tary ‘Panjikā’ of Shri Kam
alashīla, Vol. 1, Sw

am
i D
w
arkadas Shastri, 

ed.,（Varanasi: Bauddha Bharati, 1968

）. 

ナ
ン
バ
リ
ン
グ
はShastri

に
お

け
る
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
に
従
う
。
英
訳
に
はG

anganatha Jha, The Tattvasan

4

̯-
graha of Shāntaraks

4ita W
ith the Com

m
entary of Kam

alashīla, Volum
e 

I, 

（D
elhi: M

otilal Banarsidass, 1986

）
とK. N. Chatterjee, Tattvasan- 4

4

graha 

（Sthirabhāvaparīks

4ā

）, （Calcutta: V
ijaya-Veen

4a, 1988

）
を
参
考

に
し
た
。

　（
4
）
質
的
変
化
を
引
き
起
こ
す
因
果
功
能
「
特
質
」
はatiśaya

の
訳
だ
が
、
シ
ャ

ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
はviśes
4a

やyogyarūpa

と
も
表
現
す
る
。

　（
5
）TS

　397.

　（
6
）TS

　398-400.

　（
7
）TS

　411-412.

　（
8
）
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
注
釈
で
こ
の
批
判
はBhadanta Yogasena

に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
不
確
定
か
ら
の
批
判
（anaikāntika
）
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

　（
9
）ks

4an

4ikes

4vapi bhāves

4u nanu cārthakriyā katham
/ viśes

4ādhāyino ’nyo-
nyam

4 na hyādyāh

4 sahakārin

4ah

4// 

　（
10
）ucyate pratham

āvasthā naivānyo’nyopakārin
4ah
4/ ekārthakriyayā tvete 

bhavanti sahakārin

4ah

4//
anyo’nyānupakāre’pi nāviśist4

4ā im
e yatah

4/ svopādānabalodbhūtāh

4 
kalāpotpā ̯dakāh

4 pr

4thak//

　（
11
）
複
製
的
因
果
功
能
を
、Satkari M

ookerjee

はreduplication
と
呼
ん
で
い

る
。M

ookerjee, p. 39.

ま
たRoger R. Jackson

は
、
自
相
の
転
写
（trans-

ference of defining characterstic

）
と
説
明
す
る
。Roger R. Jackson, Is 

Enlightenm
ent Possible?: D

harm
akī ̯rti and rG

yal tshab rje on Knowl-
edge, Rebirth, N

o-Self and Liberation, 

（N
ew
 York: Snow

 Lion Publi-
cations, 1993

）, p. 120.

　（
12
）jātau sarvātm

anā siddherajātau vastvabhā ̯vatah

4/ nirviśes

4ādviśes

4asya 
bhāve kāryam

4 na kim

4 bhavet// na cānyato viśist4
4āste tulyaparyanuyoga-
tah

4/ sahakārikalāpānām
anavasthā ca te bhavet// 

　（
13
）niyatācintyaśaktīni vastūnīha pratiks

4an

4am
/ bhavanti nānuyojyāni 


