
倶
舎
論
に
お
け
る
中
間
定
解
釈

(吉

瀬
)

倶
舎
論
に
お
け
る
中
間
定
解
釈

吉

瀬

勝

仏
陀

は
浬
繋
を
理
想
と
さ
れ
て
種

々
な
る
修
習
の
道
法
を
説
い
た
の

で
あ
る
。
無
常

・
苦

・
無
我
の
観
察

・
四
諦
の
三
転
十
二
行
相
の
観
法

と
か
、
或
は
四
念
処

・
四
正
勤

・
四
如
意
足

・
五
根

・
五
力

・
七
覚

支

・
八
聖
道

の
所
謂
、
三
十
七
菩
提
分
、
或

は
四
梵
住

の
如

き
を
説

き
、
そ
の
中
核
と
し
て
説
か
れ
た
の
が
、
禅
定
な
の
で
あ
る
。
禅
定
は

無
明
、

渇
愛
を
滅
し
て
、
差
別
動
乱
を
離
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
無
漏
智

を
了
得

し
、
絶
対
無
の
大
機
大
用
に
働
き
出
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

特
に
仏
教
に
於

て
は
、
戒

・
定

・
慧

の
三
学
を
説
き
、
戒
に
よ
り
て

定
あ
り
、

定
に
よ
り
て
慧
あ
り
と
し
て
説
き
、
三
者
が
共
に
相
依
相
待

(1
)

の
関
係

に
於
て
成
り
た

つ
と
し
、
定
と
慧

と
の
関
係
を
法
句
経
で
は
、

次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「智
慧
な
き
も
の
に
禅
定
な
く
、
禅
定
な
き
も
の
に
智
慧
な
し
、
禅
定
と
智

慧
を
有
す
る
も
の
は
浬
契
に
近
づ
け
る
な
り
」

禅
定
三
昧
は
智
慧
を
う
る
た
め
の
三
昧
で
な
く
て
、
聖
者
の
生
活
が

常
に
差
別
動
乱
の
生
活
を
越
え
た
寂
静
,で
充
実

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
す
の
で
あ
り
、
現
法
楽
住
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
故
に
仏
教
の

実
践
道
の
基
本
的
様
態
は
、
『
仏
教
真
理

の
自
覚
と
そ
の
生
活

へ
の
具

(2
)

現
L
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
元
に
な
る
の
は
、

禅
定
で
あ
る
。二

禅
定
と
い
う
言
葉
は
倶
舎
論
で
は
、
静
慮

(
d
h
y
a
m
a
)

と
し
て
説
か

れ
て
お
り
、
静
慮
は
善
な
る
心
の
一
境
性

(K
u
s
a
l
a
-
C
i
t
t
a
)
で

あ
り
、
三
摩
地

(
S
a
m
a
s
h
i
)

が
そ
の
自
性
で
あ

る
と
し
、

一
境
性
は

一

所
縁
性

(
ek
a
l
a
m
b
a
n
a
t
a

な
り
と
し
、
心
そ

の
も
の
が
三
摩
地
で
は
な

く
そ
れ
に
よ
う
て
心
が

一
つ
の
対
象
に
作
用
す

る
法
が
三
摩
地
な
り
と

し
て
理
解
し
て
お
り
、
静
慮
の
本
質
的
な
も

の
が
三
摩
地
で
あ
る
と
し

(3
)

て

一
応

分

け
、て
考

え

ら

れ

て

い
る

の
で

あ

る
。
A

k
B
h
に

於

て
は
、

「
最
勝
な

る
も

の
と
は
何

で
あ

る
か
、

三
摩

地
は
支

(
a
nqa
)
を
有
す
る
も

の
で
あ
り
、

そ
れ
は
実
に

止

(
C
a
m
a
t
h
a
)

と

観

(
v
i
p
a
c
y
a
n
a
)

と

の
二
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つ
を
範
に
つ
な
い
で
い
く
か
ら
現
法
楽
住
で
あ
る
」

と
説
か
れ
て
お
り
、
三
摩
地
は
そ
の
要
素
な
る
十
八
支
に
分
離
し
て

考
え
、
三
摩
地
の
深
ま

っ
て
い
く
段
階
に
応
じ
て
分
け
て
考
え
ら
れ
て

い
る
。

(4
)

ま
た
、
A
k
B
d
ず

に
は

「静
慮
と
は
、
如
何
な
る
意
味
で
あ
る
か
、
修
行
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
禅
思

す
る
も
の
で
あ
り
、
了
知
す
る
と
い
う
義
で
あ
る
。
定
に
入
っ
た
心
は
如
実

に
了
知
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
禅
思
す
る
と
い
う
語
根
は
審
慮
(
O
i
n
t
a
n
a
)

の
意
味
を
持
つ
。
こ
の
宗
の
審
慮
す
る
も
の
は
慧

(
P
r
a
j
n
a
)

で
あ
る
。」

と
説
か
れ
て
お
り
、
定
に
入

っ
た
心
は
如
実
に
了
知
し
、
そ
れ
が
即

慧

と
結
び
つ
い
て
お
り
、

こ
れ
は
原
始
仏
教
以
来
の
伝
統
を
受
け
継
い

で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

静
慮
に
対
す
る
分
類
は
、
四
禅
、

四
無
色
な
る
根
本
等
至
と
そ
れ
よ

り
生
ず
る
功
徳
と
し
て
、
四
無
量
、

八
解
脱
、

八
勝
処
、
十
偏
処
、

と

(5
)

ニ

つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
有
部
で
は
、
直
線
的
段
階
的
に
九
次
第
定

と
し
て
、
禅
定
の
心
的
経
過
の
段
階
的
深
ま
り
と
禅
定
心
そ
の
も
の
の

相
違
を
説
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

初
静
慮
は
未
至
定

(
a
n
a
g
a
m
y
a
)

と
根
本
定
に
分
け
ら
れ
、
後
第
二

静
慮
よ
り
非
相
非
々
想
処
ま
で
は
近
分
定

と
根
本
定

に
分

け
ら
れ
て

い
る
。
静
慮
は
生
静
慮

(
u
p
a
p
a
t
t
i
 
d
h
y
a
n
a
)

と
定
静
慮

(
S
a
m
a
p
a
t
t
i

d
y
a
n
a
)

と
に
分
け
ら
れ
、
生
静
慮
は
色
界
に
於
い
て
静
慮

は
各

々
三

地
を
有
す
る
が
、
第
四
静
慮
の
み
は
八
地
を
有
す
る
と
し
、
定
静
慮
は

善
の

一
境
性
で
あ
り
、

そ
れ
が
初
静
慮
よ
り
第
四
静
慮

へ
と
四
禅
定
と

し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(6
)

A
k
B
h
で
説
か
れ
る
四
禅
定
を
次
に
挙
げ

て
み
る
と
、

初
静
慮

尋

(
v
i
t
a
r
k
a
)
、

伺

(
v
i
c
a
r
a
)
、

喜

(
P
r
i
t
i
)
、

楽

(
S
u
k
h
a
)
、

心

一
境
性

(
C
i
t
t
a
i
k
a
g
r
a
t
a
)

第
二
静
慮

内
等
浄

(
a
d
y
a
t
m
a
-
s
a
m
p
r
a
s
a
d
a
)
、

喜
、
楽
、
心

三
境
性

第
三
静
慮

捨

(
U
p
e
k
s
a
)
、

念

(
S
m
r
t
i
)
、

正
慧

(
S
a
m
p
r
)
、

楽
、
等
持

(
S
a
m
a
d
h
i
)

第
四
静
慮

不

苦

不

楽

受

(
a
d
u
h
k
h
a
s
u
k
a
v
e
d
a
n
a
)

行

捨

清

浄

(
U
p
e
k
k
a
-
P
a
r
i
s
u
d
d
h
i
)

念
清
浄

(
s
m
r
t
i
-
p
a
r
i
s
)
、

等
持

(
S
a
m
a
d
h
i
)

以
上
の
如
く
で
あ
り
、
静
慮
の
み
が
支

(
a
n
g
a
)

を
持

ち
、
無
色
定

は
支
を
持

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
欲
界
と
初
静
慮
の
根
本
定
は
有
尋

有
伺
、
初
静
慮
よ
り
第
二
静
慮
の
間
に
中
間
定

(
d
h
y
a
n
a
n
t
a
r
a
)

を
も

う
け
、

こ
れ
は
無
尋
唯
伺
、
初
静
慮
よ
り
第

四
静
慮
ま
で
は
無
尋
無
伺

で
あ
る
。

こ
こ
で
尋
と
伺
に
つ
い
て
の
定
義

を
パ
ー
リ
仏
教
で
見
て
み

(7
)

る
と
、
清
浄
道
論
で
は
、

一
、
諸
欲
を
ば
離
れ
諸
不
善
法
を
離
れ
、
尋
あ
り
伺
あ
り
、
離
よ
り
生
ぜ
る

喜
と
楽
と
あ
る
初
禅
を
且ハ足
し
て
住
す
、

と
あ
げ
た
後
に

一
々
の
言
葉
に

つ
い
て
説

明
解
釈
し
て

い
る
。
「
諸

欲
を
ば
離
れ
て
」
で
欲
界
を
超
越
し
、
欲
食

の
反
対
な
る
が
故
に
こ
の

禅
は
諸
欲

の
出
離
で
あ
り
、

五
蓋
を
捨
断
す
る
こ
と
に
ょ
り
尋
と
伺
と

倶
舎
論
に
お
け
る
中
間
定
解
釈

(吉

瀬
)
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倶
舎
論
に
お
け
る
中
間
定
解
釈

(吉

瀬
)

が
有
り
、
尋

(
v
i
t
a
r
k
a
)

と
は
所
縁
に
対
し
て
の
心
の
肇
着
す
る
こ
と
、

思
考
す

る
こ
と
で
あ
る
。
伺

(
V
i
c
a
r
a
)

と
は
所
縁

を
引
続

き
思
惟

す

る
こ
と
を
相
と
す
る
こ
と
、
熟
考
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
そ
の
次
に

(
8
)

例
を
挙
げ
て
説

い
て
い
る
。

「例
え
ば
、
鐘
を
打
つ
が
如
く
、
心
が
最
初
に
対
象
に
集
中
す
る
こ
と
が
尋

な
り
。
細
の
義
と
引
続
き
思
惟
す
る
性
質
と
に
よ
り
て
、
(例
え
ば
)
鐘
の

余
韻
の
如
く

(
心
が
思
考
を
)
継
続
す
る
こ
と
が
伺
な
り
」

尋
と
伺
と
が
離
れ
て
説
か
れ
る
べ
き
で
な
く
、
尋
は
ま
だ
粗
い
心
作

用
で
あ
り
、
伺
は
細
か
い
心
作
用
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(9
)

A
k
B
h
ず

に
於
て
も
同
様
に
、

「尋
と
伺
と
は
煙
と
火
の
如
く
共
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
喜
と
楽
を
と
も
な

う
伺
は
尋
な
し
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

喜
支

に
つ
い
て
は
、
有
部
で
は
、
喜
は
喜
受
と
同

一
視
す
る
。

楽
支

に
つ
い
て
は
、
有
部

で
は
、
初
静
慮

・
第
二
静
慮

の
楽
支
を
大

善
地
法
中
の
軽
安

(
P
r
a
s
r
a
b
d
h
i
)

で
あ
る
と
し
、
二
つ
の
定
静
慮
に
は

楽
根
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
解
釈
し
て
、
行
纏
の
所
摂
と
す
る
が
、

こ

れ
は
楽
を
身
心
受
と
解
し
、
定
中
に
五
識
が
な
い
か
ら
で
あ
り
二
受
倶

行
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
三
静
慮
の
楽
は
楽
受

で
あ
り
、
大
地
法
中

の
身
心
受

の
楽
受

と

し
、
受
悪
に
摂
せ
し
め
る
。

(
10
)

内
等
浄
支

(
a
d
h
y
a
t
m
a
-
s
a
m
p
r
a
s
a
d
a
)

は
第
二
禅
に
出
て
い
る
。

「内
等
浄
と
い
う
法
は
何
か
、
尋
伺
の
動
き
を
離
れ
て
、
相
続
が
静
寂
に
な

っ
た
こ
と
が
、
内
等
浄
で
あ
る
。
尋
伺
の
動
き
の
あ
る
相
続
は
波
立
つ
河
の

よ
う
に
静
寂
で
は
な
い
」

修
行
者
が
尋
伺
を
離
れ
た
第
二
静
慮
を
得

る
こ
と
に
よ
り
、
定
地
を

離
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
し
っ
か
り
し
た
確
信
が
生
ず
る
こ
と
な
の
で

あ
る
。

第
三
禅
で
は
、
捨
あ
り
念
あ
り
正
知
あ
り
と
説
か
れ
て
い
る
。
第
四

禅

の
捨
支
は
如
何
な
る
か
と
い
う
に
、
「捨
念
清
浄
」
と

一
般
的

に
言

(
11
)

わ
れ
て
い
る
が
、
A
k
B
hで
は
捨
清
浄

(
u
p
e
k
s
a
p
a
r
i
c
u
d
d
h
i
)

と
念
清

浄

(
S
m
r
i
t
i
 
P
a
r
i
c
u
d
d
h
i
)

は
c
a
と
言
う
言
葉
に
よ
り
分
け
ら
れ
て
理

解
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
如
く
有
部
で
は
、
対
照
的
、

平
行
的
に
区
分
し
て
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

三

前
述
の
如
く
、
倶
舎
論
で
説
か
れ
る
四
禅
定
各

々
に
つ
い
て
は
説
明

を
終
え
た
が
、

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
中
間
定
に
関
し
て
で
あ
る
。

欲
界
と
初
静
慮
の
根
本
定
は
有
尋
有
伺
、

初
静
慮
よ
り
第
二
静
慮
の

間
に
中
間
定
を
設
け
、
無
尋
唯
伺
、
初
静
慮

よ
り
第
四
静
慮
ま
で
は
色

界
に
属
し
、
第
二
静
慮
よ
り
第
四
静
慮
ま
で
は
、
無
尋
無
伺
で
あ
る
。

此
の
内
、
近
分
定
と
は
、
予
備
的
禅
定
で
あ
り
、
根
本
定
と
は
、
各
段

階
の
根
本
的
特
質
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
初
禅
と
二
禅
と
の
間
に

中
間
定
、
静
慮
中
間
と
呼
ば
れ
る
禅
定
が
あ

る
。

こ
れ
は
初
禅
と
第
二
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静
慮
と
の
問
に
か
な
り
の
区
別
、
距
離
が
あ
る
の
で
、
両
段
階
の
間
に

一
小
階
を
設
け
た
こ
と
に
な
り
、

こ
こ
に
あ
る
も
の
は
修
習
し
て
大
梵

天
と
な
る
と
解
釈
し
て
い
た

ま
泥
、
中
間
定
に
は
、
苦
も
な
く
、
楽

も
な
い
、
不
苦
不
楽
で
捨
根
と
相
応
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
説
は
伝
統
的
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
於
て
は
自
明
の
理
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
た
が
、
筆
者
は
、

一
九
七
三
年
ヴ
ア
ラ
ナ
ー
シ
よ
り
出
版

(
12
)

さ
れ
た
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
一
世
の
倶
舎
論
の
註
釈
を
読
む
内
、
中
間
静
慮

に
対
す
る
理
解
、
解
釈
の
相
違
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
そ
の
箇
所
を
掲
げ
て
見
る
と
、

第
三
の
中
間
定
は
、
ま
た
、
第

一
静
慮
の
近
分
と
も
言
う
し
。
根
本
定
を
中

間

(
定
)
と
も
言
う
。

こ
れ
に
対
し
A

k
b
げ

の
中
間
定
の
定
義
を
示
す
と
。

近
分
定
と
い
わ
れ
、

中
間
定
と

い
わ
れ
る

が
、

こ
れ
は
同

じ
も

の
で
あ

ろ
う

か
、

そ
れ
と
も
異
な

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
、

異
な

っ
た
も

の
で
あ

る
。
離

染
の
道
が
近
分
で
あ
り
、
無
尋
が
中
間
定
で
あ
る
。
尋
と
相
応
し
て
い
な
い

静
慮
の
み
が
中
間
定
で
あ
る
。
中
間
と
言
っ
た
の
は
、
特
殊
な
静
慮
だ
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
点
で
第
二
静
慮
以
上
に
は
中
間
定
が
置
か
れ
な
い
、
そ
こ
に

は
特
殊
な
静
慮
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

右
に
挙
げ

る
中
間
定

の
解
釈

に
は
相
違

す

る
点

が
見

ら
れ
る
。

A
k
bd
ず

で
は
、
中
間
定
は
第

一
静
慮
と
第
二
静
慮
の
間
に
存
在
す
る
も

の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
近
分
定
と
は
相
違
す

る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い

る
が
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
一
世
の
註
釈
で
は
、
第

一
静
慮
に
属
す
る
近
分
定

と
も
言
う
し
、
根
本
定
を
中
間
定
と
も
言
う

と
し
て
第

一
静
慮
の
中
間

定
と
言
う
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
尋
伺
の
問
題
に
関
し
て
見
る
と
、

中
間
定
以
下
の
第

一
静
慮
の
近
分
定
と
根
本
定
そ
の
も
の
は
尋
あ
り
伺
あ
る

三
昧
で
あ
る
。
申
問
定
は
尋
な
く
伺
あ
る
定
で
あ
る
。
中
間
定
よ
り
上
の
五

つ
は
尋
伺
二
つ
と
も
な
い
三
昧
で
あ
る
。

と
註
釈
し
て
お
り

A
k
b
ぴ

の
解
釈
と

一
致
し

て
い
る
。
し
か

し
、
最

初
に
述
べ
た
第

一
静
慮
の
中
間
定
と
い
う
理
解

に
対
し
て
別
の
箇
所
を

掲
げ
て
み
る
と
、

倶
舎
論
に
お
け
る
中
間
定
解
釈

(吉

瀬
)

-323-



倶
舎
論

に
お
け
る
中
間
定
解
釈

(吉

瀬
)

欲
界
と
第

一
静
慮
の
中
間
定
の
尋
と
第
一
静
慮
の
中
間
定
の
意
等
な
ど
に
は

次
第
の
如
く
、
第

一
静
慮
の
根
本
定
の
第
二
の
尋
は
な
く
て
、
友
達
と
し
て

伺
が
決
定
的
に
あ
る
。
申
間
静
慮
は
尋
を
断
じ
て
伺
は
決
定
的
に
あ
る
か
ら

無
尋
唯
伺
で
あ
る
。

こ
こ
に
於
て
も
中
間
定
は
第

一
静
慮
に
あ

っ
て
倶
舎
論
で
説
か
れ
る

根
本
定

と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
静
慮

の

根
本
定

が
中
間
定
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
無
尋
唯
伺
で
あ
る
と
理
解
し

て
い
た
。

別
の
個
所
に
も
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
の
で
掲
げ
て
み
る
と
、

根
本
定
を
中
間
定
と
は
何
で
あ
る
か
、
尋
な
く
伺
の
み
の
根
本
定
は
中
間
定

で
あ
る
。

こ
こ
で
も
中
間
定
と
根
本
定
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
見
て
い
た
。
以

上
の
ご
と
を
図
示
し
て
み
る
と
、

四
静
慮

初

静

慮
-

未
至
定
(近
分
定
)
ー

有
尋
有
伺

根
本
定
(中
間
定
)
ー

無
尋
唯
伺

第
二
静
慮
-

近
分
定

根
本
定

第
三
静
慮
-

近
分
定

榎
本
定

第
四
静
虐

進
分
定

浪
本
定

・無
尋
無
伺

と
な
っ
て
い
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
無
尋
唯
伺
を
中
間
定
で
あ
る
と

定
義
し
、
そ
の
定
に
於
て
は
無
漏
と
浄
と
煩
悩
の
三

つ
と
も
持

っ
て
お

り
、
楽
で
も
な
く
苦
で
も
な
い
愛
と
捨
と
に
相
応
す
る
の
で
あ

っ
て
、

努
力
に
よ

っ
て
完
成
す
る
道
で
あ
る
と
、
ま
た
、
そ
れ
を
修
習
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
大
梵
に
生
ず
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
き
に
説

い
た
伝
統
的
ア
ビ
ダ
ル
マ
解
釈
と

一
致
し
て
い
る
の
に
、
中
間
定
に
関

し
て
は
異
な

っ
た
理
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
分

っ
た
。

1
 
d
h
a
m
m
a
p
a
d
a
 
3
7

2

2
 
舟

橋

三
哉
博
士

「
原
始
仏
教
思
想

の
研
究
」

一
二
六
頁
参

照
。
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v
S
訂
」

「
そ

の
支
分

を
有
す

る
三
摩
地

は
止
と
観
等

の
輻
に

つ
な
が

れ

た

二
頭

の

馬
車
が
行

く
如

く
範

に

つ
な

が
れ
て
行
く
な
り
」

と
註
釈

し
て

い
る
。

4
 
a
b
hi
d
a
m
a
 
k
o

t
s
k
y
a
 
e
d
.
 

b
y
 p
p
r
a
d
h
a
n
 

p
.
 G
.G
.

5
 
花

園
大
学
研
究
紀
要
第

四
号
拙
稿

「
八
等
至

に
つ
い
て
」

参
照
。

「
煙

と
火

の
如

く

で
あ

る

と

は
、

例

え

ば

こ

の
煙

が
あ

る

こ

と

に

ょ

り
、

そ

こ
に
煙

と
ーい
う

言

葉

に

よ

り

て
火

も

又

と
も

に
存

在
す

る

な

り

と

説

か

れ

る
如

く

で

あ

る
」

と

註

釈

し

て

い

る
。

影
印
北
京
版
大
蔵
経
2
1
7
-
6
-
5
.

「b
t
a
n
s
n
o

m
s
 
y
o
n
n
s
 
s
u
 
t
a
g
 
p
a
 
t
a
n
 
t
l
a
n
 
p
a
 
y
o
n
s
 
s
u
 
t
a
g
 
a
 
t
a
n

t
i
n
n
e
 
d
s
i
n
 
y
o
n
 
 
s
u
 
t
a
g
 
p
a
o

」

「
捨
清
浄
と
念
清

浄
と
等
持

清
浄

で
あ

る
」

V
a
r
a
n
a
s
i
,
 
1
9
7
3

年
発
行
。
 

(花

園
大
学

職
員
)

倶
舎
論
に

お
け
る
中
間
定
解
釈

(
吉

瀬
)
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