
地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
平

川
)
 

二
九
〇

地

の
思
想

の
獲
達
と
三
乗
共
通

の
十
地

卒

川

彰

一
 
問
題
の
所
在

大
乗
佛
教
の
起
源
を
考

へ
る
場
合
、

こ
れ
ま
で
の
學
界
の
通
読
と
し

て
は
、
大
乗
は
大
衆
部
か
ら
獲
達
し
た
と
見
る

の
が

一
般

の
説

で
あ

る
。
し
か
し

一
一
の
敢
理
に
つ
い
て
、
仔
細
に
吟
味
し
て
み
る
と
、
必

ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
い
ま
こ
の

「
共
の
十
地
読
」
の
獲
展
に
つ

い
て
み

る
も
、

こ
れ
は
有
部
の
教
理
と
關
係
が
深
い
の
で
あ
る
。
共

の

(
1
)

十
地
説
が
有
部
読
と
關
係
が
深
い
こ
と
は
、
す
で
に
諸
學
者
に
よ
つ
て

指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
今
さ
ら
と
り
立
て
て
言
う
こ
と

も
な
か
ろ
う
が
、
し
か
し
具
膿
的
な
資
料
に
も
と
ず
い
て
、
爾
者
の
關

係
を
論
謹

し
た
研
究
は
見
當
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
は
且
艦

的
な
資
料
を
學
げ
て
、

こ
の
十
地
読
の
獲
展
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

十
地
説

に
つ
い
て
は
、
共
の
十
地
の
ほ
か
に
、
不
共
の
十
地
説
が
あ

る
。
こ
れ
は

「
但
菩
薩
地
」
と
も
い
わ
れ
、
大
乗
菩
薩
濁
自
の
修
行
の

階
位
で
あ
る
。
不
共
の
十
地
説
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
型
が
マ
ハ
ー
ヴ

ァ
ス
ッ
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
敏
理
が
獲
展
し
て
、
華
嚴
の
十
地

(
2
)

説
が
成
立
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
水
野
弘
元
博
士
は
、
諸
部

派
の
佛
傳
類
の
中
に
十
地
の
階
位
を
示
す
用
語
が
散
獲
的
に
用
い
ら
れ

て
い
る
例
を
多
く
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
諸
部
派

の
佛
傳
類
の
中
で
、
佛

陀
の
菩
薩
時
代
の
修
行
の
進
展
を
段
階
ず
け
る
思
想
と
し
て
、
十
地
、の

考
え
が
お
こ
つ
た
こ
と
を
論
謹
さ
れ
た
。

こ
れ
は
繹
迦
菩
薩
の
み
の
修

行
の
階
位
と
し
て
説
か
れ
た
十
地
説
で
あ

つ
た
が
、
こ
れ
が
さ
ら
に

一

般
化
さ
れ
て
、
菩
薩

一
般

の
修
行
の
階
位
と
し
て
の
十
地
説
に
獲
農
し

た
。

こ
の
十
地
説
が
、

マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ツ
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
場
合
の
菩
薩
は
、
佛
陀

の
前
生
と
し
て
の
菩
薩

で
あ
つ
て
、
す
で
に
成
佛
し
た
佛
陀
の
前
生
を
逆
観
し
て
、
考
察
せ
ら

れ
て
い
る
菩
薩
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
般
若
経
な
ど
で
考

へ
て
い
る
菩

薩
と
は
、
意
味
が
こ
と
な
る
。
般
若
経
の
菩
薩
は
、
ま
だ
成
佛
し
て
い

な
い
菩
薩
で
あ
る
。
た
と
え
成
佛
の
記
別
を
う
け
て
い
る
と
し
て
も
、

し
か
し
い
つ
成
佛
で
き
る
か
、
未
來
は
さ
だ
か

で
な
い
。
む
し
ろ
衆
生

救
濟
の
た
め
に
無
限
に
輪
廻
の
世
界
に
と
ど
ま
ろ
う
と
決
心
し
て
い
る

菩
薩
で
あ
る
。
成
佛
を
期
待
し
た
修
行
は
、
菩
薩
の
修
行
に
な
ら
な
い
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と
す
ら
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
佛
傳
の
と
く
菩
薩
は
、
す
で
に
成
佛
し
た
佛
陀
の

前
世
の
因
行
を
示
す
た
め
に
考
え
ら
れ
て
い
る
菩
薩
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
爾
者
の
あ
い
だ
に
は
、
同
じ
菩
薩
と
い
う
用
語
を
用

い
な
が
ら

も
、
意
味
内
容
に
本
質
的
な
ち
が
い
が
あ
る
。

と
も
か
く
水
野
博
士
は
、

マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ッ
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
た

十
地
の
思
想
が
、
大
乗
佛
敏
に
よ
つ
て
探
用
せ
ら
れ
、

は
じ
め
は

「
十

佳
」
説

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
の
ち
に
華
巌
経
の
十
地
説
と
し
て

完
成
し
た
と
推
定
さ
れ
た
。
以
上
の
水
野
博
士
の
研
究
に
お
い
て
は
、

不
共
の
十
地
説
は
、
部
派
佛
教
の
佛
傳
作
者
た
ち

の
あ
い
だ
で
獲
達
し

た
十
地
説
と
關
係
の
深
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
ま

こ
と
に
要
當
な
見
解
で
あ
る
と
思
う
が
、
と
も
か
く
現
存
資
料
と
し
て

は
、
大
衆
部
系
の
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ッ
に
十
地
説

が
説
か
れ
て

い
る
以

上
、
大
乗
と
大
衆
部
と
は
關
係
が
深
い
と
見
る
從
來

の
説
に
、

一
つ
の

論
撮
を
あ
た
え
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
實

際
に
は
、
た
ん
に
大
衆
部
だ
け
で
な
し
に
、
ひ
ろ
く
諸
部
派
の
共
有
財

産
と
し
て
の
佛
傳
類

の
中
で
、
十
地
の
階
位
が
成
熟
し
て
い
つ
た
と
見

る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

 

佛
傳

で
は
、
佛
陀
の
前
生
で
の
修
行
の
階
位
を
考
え
た
の
で
あ
る
か

ら
、
最
初
か
ら
十
地
説
は
、
聲
聞
乗

・
縁
畳
乗
と
は
結
合
し
て
い
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
佛
陀
の
修
行
の
偉
大
性
は
、
聲
聞
や
縁
豊
と
比
較
し

て
示
し
う
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
と
の
封
比
に
お
い
て
、
佛

陀
の
修
行
の
階
位
を
立
て
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
こ
の
十
地
説

は
、
聲
聞
乗
や
縁
畳
乗
と
結
合
す
る
契
機
を
、

最
初
か
ら
も
つ
て
い
な

か
つ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
れ
が
、
小
乗

の
佛
傳
作
者
た
ち
に
よ
つ

て
考
え
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
純
粋
に
菩
薩

の
修
行
の
階
位
と
し

て
獲
展
し
た
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
が
可
能
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
こ
の
十
地
読
の
獲
生
は
、
そ

の
原
初
形
態
に
お

い
て

は
、
大
乗
佛
敬
の
思
想
的
凋
立
と
は
無
關
係

で
あ

つ
た
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
大
乗
佛
教
が
獲
生
し
た
あ
と
に
、
大
乗
敏
徒
に
よ

つ
て
、
こ
れ
が
探
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
大
乗
が

こ
れ
を
探
用
し
た
あ
と
に
は
、
初
地
よ
り
も
低

い
段
階
に
聲
聞
や
縁
畳

を
位
置
づ
け
る
こ
と
な
ど
が
行
わ
れ
た
か
ら
、
小
乗
佛
教
と
封
立
的
な

考
え
が
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
、
不
共
の
十
地
説

獲
生
の
最
初
の
議
想
で
は
な
か

つ
た
の
で
あ

る
。

こ
れ
に
比
較
す
れ

ば
、
聲
聞
乗
や
縁
畳
乗
を
ふ
く
む

「
共
の
十
地
」
の
説
は
、
明
ら
か
に

大
乗
敏
徒
が
は
じ
め
て
作
つ
た
も
の
で
あ
る
。
大
乗
教
徒
が
聲
聞
乗
の

敏
理
を
う
ち
に
取
り
こ
ん
で
、
濁
自
の
見
識

に
も
と
ず
い
て
作

つ
た
も

の
で
あ
る
。
聲
聞
地
、

凋
畳
地

の
上
に
、
菩
薩
地
、
佛
地
を
お
く
の
で

あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
、
菩
薩
乗
の
教
理
の
優
越
性
を
主
張
せ

ん
が
た
め
の
繰
作
で
あ
る
。
聲
聞
地
や
濁
箆
地
を
除

い
て
は
、
共
の
十

地
が
成
立
し
な
い
貼
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 

こ
の
三
乗
共
の
十
地
説
が
出
て
く
る
最
も
古
い
文
鰍
は
、
大
品
般
若

で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
 
一
般
に
こ
れ
ま

で
の
學
者
の
認
め
る
と
こ

地
の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
卒

川
)
 

二
九

一
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地

の
思
想

の
獲
達
と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
干

川
)
 

二
九
二

ろ
で
あ
る
。
大
品
般
若
に
は
ニ
ケ
所
に
共
の
十
地
読

が
説
か

れ
て
い

(3
)

る
。

一
つ
は
獲
趣
品
第
二
十
に

「菩
薩
摩
詞
薩
は
こ
の
十
地

の
中
に
佳

し
て
、
方
便
カ
を
も
つ
て
の
故
に
、
六
波
羅
蜜
を
行
じ
、
四
念
塵
、
な

い
し
十
八
不
共
法
を
行
じ
、
乾
慧
地

・
性
地

・
八
人
地

・
見
地
・薄
地
・

離
欲
地

・
已
作
地

・
辟
支
佛
地

・
菩
薩
地
を
過
ぐ
。
是

の
ご
と
き
九
地

を
過
き
、
佛
地
に
佳
す
。

こ
れ
を
菩
薩
の
十
地
と
な
す
」
と
述

べ
て
い

る
。
こ
こ
に
十
地
の
名
目
が
學
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
う

一
つ
は
深
奥
品

(
4
)

第
五
七
に

「
こ
の
中
、
菩
薩
摩
詞
薩
は
初
獲
意
よ
り
般
若
波
羅
蜜
を
行

じ
て
、
十
地
を
具
足
し
、
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得
。

(中
略
)
 佛
言

わ
く
、

菩
薩
摩
詞
薩
は
、
乾
慧
地

・
性
地

・
八
人
地

・
見
地

・
薄
地

・

離
欲
地

・
已
作
地

・
辟
支
佛
地

・
菩
薩
地

・
佛
地
を
是
足
す
。
是
の
地

を
是
足

し
て
、
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得
る
な
り
」
と
あ
り
、

こ
こ

に
十
地
を
學
げ
て
い
る
。

 
そ
の
墨
げ
方
に
關
し
て
は
、
大
品
般
若
系
の
光
讃
般
若
・放
光
般
若
・

(5
)

大
品
般
若

・
大
般
若
の
第
二
會

・
第
三
會
、
さ
ら
に
チ
ベ
ッ
ト
訳
、
梵

(6
)

本
等
の
あ
い
だ
に
若
干
の
ち
が
い
が
あ
り
、

こ
と
に
ダ

ッ
ト
の
出
版
し

た
梵
文
二
萬
五
千
頗
般
若
で
は
、
最
初

の
乾
慧
地
を
落

と
し
、
性
地

g
o
tr
a
-
b
h
u
m
i
 

か
ら
は
じ
め
て
い
る
。
そ
し

て
已
作
地
 
k
rta
v
i
-
b
h
.

の
つ
ぎ
に
聲
聞
地
 sra
v
ak
a
-b
h
.
 
を
加
え
て
十
地
を
組
織
し
て
い
る
。

し
か
し
と
も
か
く
そ
れ
ら
を

「
十
地
」
と
呼
ん
で
お
り
、
十
地
を
枚
學

し
て
い
る
黙
で
は

一
致
し
て
い
る
。
も
つ
と
も
光
讃
般
若
で
は
、
十
地

の
名
構

が
訳
文

の
上
に
完
備
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
光
讃

(7
)

般
若
に
は

「
是
れ
を
菩
薩
摩
詞
薩
の
第
十
行
佳
と
な
す
」
と
言

つ
て
い

る
か
ら
、
原
典
に
は
十
地
の
名
構
が
完
備
し
て

い
た

と
見

て
よ
か

ろ

う
。
訳
の
拙
劣
な
る
た
め
か
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
爲
誤
の
た
め
に
、

十
地
の
名
構
が
不
足
す
る
に
い
た
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に

は
十
地
の
内
容
の
研
究
が
目
的
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
粘
に
つ
い
て
は
、

立
入
つ
た
考
察
は
ひ
か
え
る
。

 
し
た
が
つ
て
共
の
十
地
は
、
大
乗
経
典
と
し
て
は
、
大
品
般
若
系
統

に
お
い
て
始
め
て
現
れ
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
大
品
般
若
を
傳
持

し
て
い
た
人
々
に
よ
つ
て
、
十
地
と
し
て
組

織

さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
般
若
教
徒
が
十
地
を
組
織
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
部
派
佛

敢
の
教
理
を
利
用
し
た
こ
と
は
、
十
地
の
内
容
か
ら
見
て
明
ら
か
で
あ

る
。
と
く
に
初
地
か
ら
七
地
ま
で
が
、
聲
聞

の
ア
ビ
ダ

ル
マ
の
修
行

の

(
8
)

階
位
と
合
致
す
る
こ
と
は
、
智
度
論

の
十
地
の
説
明
よ
り
見
て
も
明
ら

か
で
あ
り
、
ま
た
現
代

の
學
者
の

一
般
に
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
も
つ
と
も
聲
聞
菩
提

・
凋
毘
菩
提
・無
上
菩
提
の

「
三
種
菩
提
」
や
、

聲
聞

・
濁
畳

・
菩
薩

の

「
三
乗
」
の
思
想
は
、
す
で
に
部
派
佛
教
で
成

立
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
婆
沙
論
や
倶
舎
論
な
ど
に
読

か
れ
、
ま
た
 D
iv
y
a
v
a
d
a
m
 
や
根
本
有
部
律
な
ど
に
も
説
か
れ
て
お

り
、
修
行
に
こ
の
三
種

の
道
の
あ
る
こ
と
は
、
部
派
佛
教
で
す
で
に
確

立
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
場
合
の
無
上
菩
提

は
、
佛
陀

の
み
の
悟
り
を
指
す
の
で
あ
り
、
般
若
経
な
ど
で
説
く
菩
薩

乗
と
は
意
味
が
異
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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二
 
地
の
種

々
相

心
所
法
と
地
 

b
h
u
m
i
 の
考

へ
は
、
佛
敏
で
は
古
く
か
ら
存
在

し
て
い
た
。
大
地
は
他

の
も

の
を
の
せ
る
土
毫
と
な
つ
て
お
り
、
最
も

安
定
し
た
場
所
で
あ
る
が
、
心
に
つ
い
て
も
、
精
紳
現
象
の
活
動
す
る

「
心
地
」
が
考
え
ら
れ
る
。

 

た
と
え
ば

「善
心
」
と
い
う
心
の
領
域
に
は
、
善
心
を
形
成
す
る
た

め
の
種

々
の
心
理
作
用
が
活
動
す
る
。
善
心
を
形
成
す
る
た
め
に
は
た

ら
く
心
理
作
用
は
、
特
定
の
若
干
の
心
理
作
用
に
限
ら
れ
て
い
る
。
も

し
こ
れ
ら
の
心
理
作
用
が
決
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
場
合

に
現
れ
る
善
心
が
、

つ
ね
に
同
性
質
の
善
心
で
あ
る
と
決
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
善
心
を
形
成
す
る
心
理
作
用
が

決
定
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
善
心
を
形
成
す
る

心
理
作
用
の
活
動
す
る
た
め
に
、
特
定

の
心
理
的
な
場
所
、
土
毫
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
土
毫
が
、
そ
れ
ら
の
心
理
作
用

を
呼
び
お
こ
し
ま
た
活
動
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
心
理
的
土
毫
に

は
、
善
心
を
形
成
す
る
心
理
作
用

の
み
が
活
動
す
る
の
で
あ
り
、
不
善

心
等
を
形
成
す
る
心
理
作
用
は
、
こ
の
心
理
的
土
毫
に
は
活
動
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
土
壼
は
、
善
心

を
形
成
す
る
心
理
作
用
の
み
を
活
動
せ
し
め
る
カ
が
そ
な
わ
つ
て
い
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
土
壼
は
、
善
の
心
理
作
用

の
活
動
す
る
た
め
の

「
安
定
し
た
場
所
」
で
あ
る
と
言
つ
て
よ
い
。
か

か
る
場
所
が
、
心
理
的
な
地
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の

よ
う
に
善
心
や
不
善
心
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
猫
自
の
心

理
的
土
毫
が
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ

が

「
大
善
地
」
「大
不

善
地
」
等
の
地
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の

「
地
」
は
、
特
定

の
心
理
作
用

の

活
動
す
る
安
定
し
た
領
域
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ら
が

「地
」
と

呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
よ
う
な
心
理
作
用
の
活
動
す
る
土
毫
と
し
て
の
地
の
思
想
は
、

そ
の
護
生
は
古
く
な
い
。
そ
し
て
も
つ
ぱ
ら
読

一
切
有
部
で
研
究
し
、

(9
)

考
察
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
有
部
の
論
書
と
し
て
は
、
界
身
足
論
に

大
地
法

・
大
煩
悩
地
法

・
小
煩
悩
地
法
等
の
地

が
説
か
れ
て
い
る
。

こ

れ
が
、
心
所
法
の
地
を
考
え
る
最
初
の
文
鰍

の
ご
と
く
で
あ
る
。
さ
ら

(
1
0
)

に
晶
類
足
論
に
な
る
と
、
以
上
の
三
地
に
大
善
地
法
が
加
え
ら
れ
て
、

(
1
1
)

四
地
に
な

つ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
毘
婆
沙
論
に
な
る
と
、
大
不
善
地
法

が
説
か
れ
、
五
地
と
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
論
書
に
は
、
心

所
法
と
し
て
は
、
以
上
の
地
に
囑
し
な
い
心
所

が
、
な
お
外
に
も
學
げ

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
厩
す
る
心
所
法
の
枚
學
の

(
1
2
)

仕
方
や
名
構
も
、
諸
論
書
の
あ
い
だ
に
若
干

の
ち
が
い
が
あ
る
。
と
も

か
く
五
地
の
分
類
は
、
そ
の
後
の
有
部
の
論
書

に
受
け
つ
が
れ
、
倶
舎

(
1
3
)

論

に

い
た

つ

て
確

定

し

て

い
る
。

倶

舎
論

に

は

大

地

法
 
(m
a
h
a
b
h
u
-

m
ik
a
)
 十

法
、

大

善

地

法
 
(k
u
s
a
la
-om
a
h
a
b
h
u
m
ik
a
)
 十

法
、

大

煩

悩

地

法
 
(k
-e
s
a
-m
a
h
a
b
h
u
m
ik
a
)
 六

法
、
大

不

善

地

法
 
(a
k
u
s
a
l
a
-

m
a
h
a
b
h
u
m
i
k
a
)
 
二

法
、

小

煩

悩
地

法
 
(
p
a
r
itt
a
-k
le
s
a
b
h
u
m
ik
a
)
 

地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
亭

川
)
 

二
九

三
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地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
卒

川
)
 

二
九
四

十
法
が
學
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
ほ
か
に
、
倶
舎
論
に
は
不
定
法

が
學
げ
が
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
倶
舎
論
で
は
、

そ
れ
ら
は
、
「
不
定

地
法
」

と
い
う
ご
と
く
、
「
地
」
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

け
だ
し
不
定
法
は
、
活
動
す
る
場
所
が

一
定
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
た
め
に
特
定
の
地
が
あ
る
ど
い
う
こ
と
は
、

理
解
し
が
た
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

 

心
所
法
を
地
に
お
い
て
と
ら
え
る
研
究
は
、
も
つ
ば
ら
有
部
で
行
わ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
心
所
法
を
別
髄
と
し
て
認
め
な
い

部
派
で
は
、
そ
れ
ら
の
活
動
す
る
た
め
の

「
地
」
を
想
定
す
る
こ
と
も

(
1
4
)

不
可
能
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
倶
舎
論
に
は
、
経
量
部
系

の

人
が
、

大
地
法
を
否
定
し
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
倶
舎
論

に
は
、
十
二
縁
起
の
受
と
鰯
の
關
係
に
つ
い
て
論
孚
を
述
べ
る
に
さ
い

し
、
経
部
師
が
大
地
法
を
否
定
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
た

い
し
て
有
部
の
側
か
ら

「若
し
し
か
ら
ば
、
何
を
大
地
法
の
義
と
名
ず

(
1
5
)

く
る
や
」
と
問
い
を
起
し
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
経
部
師
は

「謂

わ
く
三
地
あ
り
。

一
に
は
有
尋
有
伺
地
、
二
に
は
無
尋
唯
伺
地
、
三
に

は
無
尋
無
伺
地
な
り
。
ま
た
三
地
あ
り
、

一
に
は
善
地
、

二
に
は
不
善

地
、
三
に
は
無
記
地
な
り
。
ま
た
三
地
あ
り
、
山
に
は
學
地
、
二
に
は
無

學
地
、

三
に
は
非
學
非
無
學
地
な
り
。
若
し
法
あ
り
、
前
の
諸
地
に
お

い
て
、
皆
有
る
を
大
地
法
と
名
ず
く
。
若
し
法
あ
り
、
た
だ
法
の
善
地

の
中
に
お
い
て
の
み
有
る
を
、
大
善
地
法
と
名
ず
く
。
若
し
法
あ
り
、

た
だ
諸

の
染
地
の
中
に
の
み
有
る
を
、
大
煩

悩
地
法
と
名
ず
く
。
云
々
」

と
答
え
て
い
る
。

 

こ
こ
に
は
経
量
部
の
い
う
三
地
が
三
種
類
學
げ
ら
れ
て
い
る
。
最
初

の
有
尋
有
伺
地
等
の
三
地
は
、
輝
定
に
お
け
る
地
で
あ
り
、

こ
れ
は
部

派
佛
敏
で

一
般
に
認
め
て
い
る
地
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
。

つ
き
の
善
地
等
の
三
地
は
、
有
部
が
心
所
法
を
地
で
分
類
す
る

考
え
方
と
共
通
鮎
が
見
ら
れ
る
。
第
三
の
學
地
等
の
三
地
は
、
証
悟
の

段
階
と
し
て
の
地
で
あ
り
、

い
ま
問
題
に
し
て
い
る
十
地
の
考
え
と
同

じ
獲
想
に
屡
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
鮎
に
つ
い
て
も
後
述
す
る
。
と

も
か
く
経
量
部
は
、
以
上
の
諸
地
に
、
す
べ
て
に
存
在
す
る
心
所
を
大

地
法
と
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
有
部
の
大
地
法
の
解
繹
と
こ
と

な
る
。
し
か
し
つ
ぎ
の
大
善
地
法
や
大
煩
悩
地
法
の
解
繹
は
、
有
部
の

解
繹
と
似
た
黙
も
あ
る
が
、
 
一
般
に
経
量
部
は
、
心
所
が
心
か
ら
別
に

(
1
6
)

あ
る
こ
と
を
認
め
な
か
つ
た
と
,
 
い
わ
れ
、
あ
る

い
は
受

・
想

・
思
の
三

つ
の
心
所
の
み
を
別
髄
と
し
て
認
め
、
他
の
心
所
の
存
在
を
否
定
し
た

と
も
傳
え
ら
れ
る
の
で
、
細
か
な
貼
は
明
ら
か

で
な
い
。

 

こ
の
こ
と
は
、
経
量
部
の
説
を
加
味
し
た
と
思
わ
れ
る
大
乗
の
唯
識

読
が
、
有
部
の
心
所
説
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
吸
牧
し
な
が
ら
も
、

こ

れ
ら
を

「
六
位
の
心
所
」
と
し
て
ま
と
め
、
「
地
」
に
よ

つ
て
分
類
し

(
1
7
)

て
い
な
い
こ
と
を
あ
わ
せ
考

へ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
唯
識
三

十
頒
に
よ
れ
ば
、
前
六
識
は

「遍
行
と
、
別
境

と
、
善
と
、
煩
悩
と
、

随
煩
悩
と
の
心
所
と
相
鷹
す
る
」
と
説
き
、
つ
い
で
遍
行

の
心
所
五
法
、

別
境
の
心
所
五
法
、
善
の
心
所
十

一
法
、
煩
悩

の
心
所
六
法
、
随
煩
悩
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の
心
所

二
十
法
を
あ
げ
て
い
る
。
以
上
が
五
位
の
心
所
で
あ
る
が
、
な

(
1
8
)

お
こ
の
ほ
か
に
悪
作

・
睡
眠

・
尋

・
伺

の
四
法
が
あ
る
。
漢
訳
成
唯
識

論
で
は
、
こ
れ
ら
の
四
法
を
不
定
の
心
所

と
明
言

し
て
い
る

の
で
、

(
1
9
)

「
六
位

の
心
所
」
と
な
る
。
し
か
し
梵
本
唯
識
三
十
頗
で
は
、
こ
れ
ら

の
四
法

に
は
染
汚
の
場
合
と
不
染
汚
の
場
合

と
が
あ
る
と
い
う

の
み

で
、
不
定
と
明
言
し
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
梵
本
に
は

「
六
位
」
と
い
う

用
語
も
舟

い
ら
れ
て
い
な
い
。
と
も
か
く
唯
識
読
が
心
所
法
を

「
地
」

に
お
い
て
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
パ
ー
リ
佛
敏
で
も
、
心
所
法
を
地
に
よ
つ
て
ま
と
め
る
こ
と

(
2
0
)

を
し
な
か
つ
た
よ
う
で
あ

る
。
パ
ー
リ
の
撮
阿
毘
達
磨
義
論
 
A
b
h
-

d
h
am
m
a
tth
a
sah
g
a
h
a
 に
は
、
五
十
二
の
心
所
を
、
共

一
切
心
所

七
、
雑
心
所
六
、
不
善
心
所
十
四
、
浄
心
所
二
五
に
分
類
し
て
い
る
が
、

し
か
し
そ
れ
ら
の
活
動
す
る
地
を
考
え
て
い
な
い
。
さ
ら
に
有
部
と
部

派
の
異
な
る
舎
利
弗
阿
毘
曇
な
ど
に
も
、

こ
の
種
の

「
地
」
の
思
想
は

見
ら
れ
な
い
。
こ
の
黙
か
ら
考
え
て
も
、
地
の
思
想
は
有
部
と
關
係
の

深
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
煩
悩
を
地
に
お
い
て
考
え
る
思
想

(
2
1
)

と
し
て
は
、
勝
壷
経
に
見
ら
れ
る

「
見

一
庭
佳
地

・
欲
愛
佳
地

頃
色
愛

佳
地

・
有
愛
佳
地
」
の
四
佳
地
の
煩
悩
と
、
さ
ら
に
そ
の
根
接
と
な
る

「無
明
佳
地
」
a
v
id
y
a
v
a
sab
h
u
m
i
 の
煩
悩
が
あ
る
。
こ
の
考
え
は
勝

童
経
に
は
じ
め
て
現
わ
れ
、
そ
の
後

の
如
來
藏
系
統

の
思
想
に
う
け
つ

が
れ
て
ゆ
く
考
え
で
あ
る
。
特
異
な
思
想
で
あ
る
が
、
ど
こ
か
の
部
派

佛
敏
に
つ
な
が
る
の
か
ど
う
か
、
不
明
で
あ
る
。

 

な
お
倶
舎
論
に
は
、
心
所
法
に
關
係
の
あ
る
地
と
し
て
、
以
上
の
ほ

(
2
2
)
 

(
2
4
)
 

(
2
5
)

か
に
意
地

・
意
識
地

・
六
識
地

・
異
熟
地
な
ど
が
説
か
れ
て
い
る
が
、

詳
し
い
研
究
は
別
の
機
會
に
ゆ
ず
り
た
い
。

暉
定
に
お
け
る
地
 

上
記
、
倶
舎
論
に
引
用
せ
ら
れ
て
い
た

「
有
尋

有
伺
地
」
等
は
、
輝
定
に
お
け
る
地
で
あ
る
〇
輝
定
に
お
い
て
地
が
遜

別
さ
れ
る
の
は
、
繹
定
に
は
段
階
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
低

い
輝
定
の

段
階
か
ら
、
高
い
段
階
に
漸
次
す
す
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る

輝
の
境
地
に
到
達
す
る
と
、
そ
の
輝
定
の
カ

の
支
持
に
よ
つ
て
、
濁
自

の
安
定
し
た
精
紳
の
世
界
が
展
開
す
る
。
た
と
え
ば
初
輝
の
段
階
に
達

す
れ
ば
、
初
繹
特
有
の
安
定
し
た
精
神
の
世
界
が
實
現
す
る
。
初
輝
に

は
尋
 
v
ita
rk
a
・
伺
 
v
ic
a
ra
・
喜
 
p
riti
・
樂
 
su
k
h
a
・
心

一
境
性

(定
 
sa
m
ad
h
i
)
 の
五
つ
の
心
理
作
用
が
活
動
す
る
と

い
う
。
初

輝

に
入
れ
ば
、
必
ら
ず
こ
れ
ら
の
心
理
作
用
が
活
動
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

逆
に
い
え
ば
、
初
禅
は
こ
れ
ら
の
心
理
作
用

の
活
動
す
る
地
 
(場
所
)

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
二
禅
に
飛
躍
す

れ
ば
、
初
禅
に
あ
つ
た
尋
と
伺
と
は
潰
滅
す

る
と
い
う
。
そ
し
て
内
等

浄
 ad
h
y
a
tm
a
sam
p
ra
sa
d
a
・
喜

・
樂
・心

一
境
性
の
四
支
が
得
ら
れ

る
。
二
禅
に
は
い
れ
ば
、
尋

・
伺
は
か
な
ら
ず
無
く
な
つ
て
、
二
禅
特

有
の
境
地
が
ひ
ら
け
る
。
こ
れ
は
安
定
し
た
精
神
の
状
態
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
暉
定
の
段
階
を
地
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
2
0
)

さ
き
に
倶
舎
論
に
経
量
部
の
説
と
し
て
、
有
尋
有
伺
地

・
無
尋
唯
伺

地
。
無
尋
無
伺
地
の
三
地
の
説
の
あ
る
こ
と
を
引
用
し
た
が
、
か
か
る

弛
の
思
想
の
獲
達
と
三
乗
共
通
の
十
地
 (否

州
)
 

二
九
五
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地

の
思
想

の
議
達
と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
平

堀
)
 

二
九

六

(
2
7
)

三

地

は

他

の
部

派

で
も

い
う

こ

と

で
あ

る
。

た

と

え

ば

パ

ー

リ

の

ヤ

マ

カ
 
Y
a
m
a
k
a
 に
、

s
a
v
i
t
a
k
k
a
-
s
a
v
i
c
a
r
a
-
b
h
u
m
i
 
 

有

尋

有

伺

地
・

a
v
it
a
k
k
a
-v
i
c
a
r
a
m
a
t
r
a
-
b
h
.
 

無

尋

唯

伺

地

・
a
v
it
a
k
k
a
-a
v
i
c
a
r
a
-

b
h
.
 無

尋

無

伺
地

の
三

地

が
説

か

れ

て

い
る
。

こ
れ

は

上
記

の
倶

舎

論

(
2
8
)

の
説

に

合

致
す

る
。

し

か

し

パ

ー

リ
系

で
は

な

お

こ

の

ほ
か

に
ダ

ン

マ

サ

ン
ガ

ニ
 D
h
a
m
m
a
s
a
n
g
h
a
n
i
 に

は
、

s
u
k
h
a
-b
h
u
m
i
 樂

地
・

d
u
k
-

k
h
a
-b
h
.
 
苦

地

・
a
d
u
k
k
h
a
-
a
s
u
k
h
a
-
b
h
.
 

不

苦

不

樂

地
・
有

尋

有

伺

地
・

無

尋

唯

伺

地

・
無

尋

無

伺

地

・
p
iti-b
h
 (
喜

地
)
・
u
p
e
k
h
a
-b
h
.
 (捨

(
2
9
)

地
)
 
な

ど

が

説

か

れ

て

い

る
。

さ

ら

に

清

浄

道

論

に

は
、

v
iv
e
k
a
j
a
,

b
k
u
m
i
 (
離

生
地
)
・
p
it
is
u
k
h
a
-b
h
.
 (喜

樂

地
)
.
 u
p
e
k
h
a
s
u
k
h
a
-

b
h
.
 (
捨

樂

地
)
・
a
d
u
k
k
h
a
-a
s
u
k
h
a
-b
h
 (
不

苦

不

樂

地
)
 
の
四

地

を

読

い

て
、

こ

れ
を

四

繹

に

當

て

て

い
る
。

(
3
0
)

以
上
に
説
く
諸
地
が
、
喩
伽
論
の
説
く
十
七
地
、
す
な
わ
ち
1
五
識

身
相
慮
地

・
2
意
地

・
3
有
尋
有
伺
地

・
4
無
尋
唯
伺
地
.
 5
無
尋
無

伺
地

・
6
1三
摩
咽
多
地

・
7
非
三
摩
咽
多
地

・
8
有
心
地
。
6
無
心

地

・
m
聞
所
成
地

・
11
思
所
成
地

・
12
修
所
成
地
.
 13
聲
聞
地
。
14
濁

畳
地

・
15
菩
薩
地

・
16
有
鯨
依
地

・
17
無
蝕
依
地
と
共
通
鐵
の
あ
る
こ

と
は

一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 

清
髄
道
論
で
は
、

こ
の
ほ
か
に

「慧
地
」
p
a
n
u
a
b
h
u
m
i
 

を
説
い
て

い
る
。

そ
し
て

「
纏

・
腱

・
界

・
根

・
諦

・
縁
起
な
ど
に
分
か
れ
る
法

が
、
地

な
り
と
知
る
べ
し
」
と
読
明
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
法
の
分
別

理
解
は
、
慧
を
立
場
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
、
慧
を
地
と
し
て
理
解
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
倶
舎
論
の
有
部
説
で
は
、
輝
定
に
關
す
る
地

は

「
三
界
九
地
」
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。
三
界
と
は
欲

・
色
、・
無
色

の
三
界
で
あ
る
。
三
界

は
輪
廻
に
よ
つ
て
、
善
悪
の
業
の
果
報
と
し
て
生
れ
る
場
所
と
し
て
の

意
味
も
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
裏
づ
け
を
な
し

て
い
る
も
の
が
繹
定
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
色
界
天
に
生
れ
る
た
め
に
は
、
四
繹
の
實
習
に
達
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
無
色
界
天
に
生
れ
る
た
め
に
は
、
四
無
色
定

(
3
2
)

の
實
習
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
倶
舎

論

に
は

「九
地
と
は
帥

ち
、
欲
界
を

一
と
な
し
、
静
慮
、
無
色
を
八
と
な
す
」
と
説
明
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
輝
定
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
欲
界

は
散
地

で
あ
る
か

ら
、

一
地
に
ま
と
め
る
。
色
界
に
は
四
輝
が
あ
り
、
揮
定

の
段
階
を
な

し
て
い
る
か
ら
、
四
地
に
分
け
る
。
無
色
界
は
四
無
色
定
に
分
か
れ
て

い
る
か
ち
、

こ
れ
を
四
地
と
な
し
、
合
し
て
九
地
と
な
す
。
倶
舎
論
に

(
3
4
)

は
な
お
こ
の
ほ
か
に

「若
し
無
漏
道
は
展
輻
相
望
し
て
、 
一
一
皆
、
九

地

の
た
め
に
因
と
な
る
。
謂
わ
く
、
未
至
定
・静
慮
中
間
・

四
本
静
慮
・

三
本
無
色
な
り
」
と
あ
り
、
未
至
定
と
静
慮
中
間
・
四
暉
・
三
無
色
定

(
3
5
)

を
九
地
と
す
る
読
を
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
説
は
、
す
で
に
婆
沙
論

に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
輝
定
に
お
け
る
地
の
研
究
が
目
的
で
は

な
い
か
ら
、

こ
れ
以
上
の
言
及
は
省
略
し
た

い
。
た
だ
輝
定
に
お
い
て

も

「
地
」
の
思
想
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
に
と
ど
め
た
い
。
さ

き
の
有
尋
有
伺
地
は
初
輝
に
あ
た
り
 
(未
至
定
を
加
え

て
も
よ
い
)
、

無
尋
唯
伺
地
は
静
慮
中
間
に
あ
た
り
、
無
尋
無
伺
地
は
二
輝
以
上
、
四
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無
色
定
を
ふ
く
む
の
で
あ
る
。

証
悟

の
段
階
と
し
て
の
地
 
繹
定

の
段
階
を
地
と
し
て
考
察
す
る
こ

と
は
、

上
述
の
ご
と
く
部
派
佛
教
で
廣
く
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の

獲
生
は
、
部
派
佛
敏
の
か
な
り
古
い
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る
で
あ
ろ

う
。

こ
れ
は
、
心
所
法
を
地
に
お
い
て
匠
別
す
る
考
え
方
よ
り
も
古
い

と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
繹
定
の
地
の
思
想
が
、
す
で
に
原
始

佛
教
の
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
今
は
た
し
か
め
が
た

い
。
こ
れ
に
く
ら
べ
れ
ば
、

証
悟
の
段
階
を
地
と
し
て
把
握
す
る
こ
と

は
、
阿
含
経
に
用
例
が
見
ら
れ
る
。
い
ま
は
、
十
地
説
の
源
流
を
考
え

る
前
に
、
こ
れ
ら
の
地
に
つ
い
て

こ
言
し
て
お
き
た
い
。

パ
ー
リ
の
阿
含
経
に
は
、
有
學
地
 se
k
h
a
-b
h
u
m
i
と
無
學
地
 a
se
-

k
h
a
-b
h
u
m
i
 と
の
二
地
が
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
パ
ー
リ
相
慮

(
3
6
)

部
第
五
巻
に

「
こ
の
道
理
に
よ
る
が
故
に
、
有
學
の
比
丘
は
有
學
地
に

佳
し
て
、
わ
れ
は
有
學
な
り
と
知
り
、
無
學
の
比
丘
は
無
學
地
に
住
し

て
、
わ
れ
は
無
學
な
り
と
知
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
経
典
は
、
漢
訳

に
相
當
経
が
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
も
か
く
こ
こ
に
有
學

地
と
無
學
地
が
説
か
れ
て
い
る
。
有
學
地
は
漢
訳
で
は

「學
地
」
と
訳

(
3
7
)

さ
れ
、

長
阿
含

・
雑
阿
含

・
増

一
阿
含
な
ど
の
随
庭
に
見
ら
れ
る
。
さ

(
3
8
)

ら
に
諸
部
派

の
律
藏

に
は

「
學
地
認
定

の
家
」
se
k
h
a
sa
m
m
ata
m

k
u
la
m
 
が
説
か
れ
て
い
る
。
原
語
は
輩
に

「
學
」
sek
h
a
 で
あ
つ
て
、

地
は
つ
い
て
い
な

い
が
、

こ
れ
は
、
信
者
の
浄
信
が
増
大
し
て
、
証
悟

に
達
し
た
場
合
、
僧
伽
が
そ
の
信
者
の
家
を
、
「學
地
に
達
し
た
信
者
の

家
」
と
し
て
、
承
認
す
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
學
地
に
達
し
た
信

者
は
、
財
物
に
執
著
す
る
心
が
な
く
な
る
の
で
、
無
制
限
に
布
施
を
す

る
よ
う
に
な
る
。
か
か
る
家
に
、
比
丘
た
ち
が
し
ば
し
ば
乞
食
に
行
け

ば
、
そ
の
信
者
の
家
は
布
施
の
た
め
に
財
物
が
な
く
な
り
、
家
族
の
生

活
も
不
可
能
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
か
か
る
信
者
の
家
に
た
い
し
て

は
、
僧
伽
は
學
地
認
定
の
掲
磨
を
お
こ
な
つ
て
、
比
丘
た
ち
が
乞
食
に

行
く
こ
と
を
禁
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
律
の
波
羅
提
木
叉
の

波
羅
提
提
舎
尼
四
條
の
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
諸
律
す
べ
て
こ
れ
を

第
三
條
に
出
し
て
い
る
。
(
た
だ
し
僧
砥
律

の
み
は
第
四
條
)
。
ゆ
え
に

律
で
こ
の
條
文
の
つ
く
ら
れ
た
時
代
に
は
、
學
地
に
達
し
た
と
認
定
せ

ら
れ
た
信
者
が
、
現
實
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
學
地
の
最
初
は

「
預
流
」
で
あ
る
が
、
預
流
に
達
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
む
つ
か
し

く
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
規
定

が
、
律
と
し
て
は
あ
ま

り
重
要
で
な
い

「
波
羅
提
提
舎
尼
」
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意

し
て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
波
羅
提
提
舎
尼
の
條
文
は
、
預
流
果
に
達

す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
見
る
よ

う
に
な

つ
た
時
代
よ
り

も
、
は
る
か
に
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。

 

こ
の
よ
う
に
學
地
の
こ
と
は
、
諸
部
派

の
阿
含
や
律
に
共
通
的
に
見

ら
れ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
部
派
分
裂
以
前
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の

と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
敢
學
に
當
は
め
れ
ば
、
有
學
地
は
預

流
向
か
ら
阿
漢
向
ま
で
の
七
で
あ
る
。
阿
羅
漢
果
は
無
學
地
で
あ
る
。

(
3
9
)

さ
き
に
引
用
し
た
倶
舎
論
の
経
量
部
説
で
は
、
學
地

・
無
學
地

・
非
學

地

の
思
想

の
議
達

と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
卒

川
)
 

二
九
七
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地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共

通

の
十
地
 
(
卒

川
)
 

二
九
八

非
無
學
地
の
三
地
を
立
て
て
い
る
が
、
最
後
の
非
學
非
無
學
地
は
、
凡

夫
地
の
こ
と
で
あ
る
。
凡
夫
と
有
學
と
無
學
で
も
つ
て
、
修
行
者
の
遜

別
が
つ
く
ら
れ
る
。(

4
0
)

さ
ら
に
ミ
リ
ン
ダ
王
問
経
に
も
、
無
學
地

・
阿
羅
漢
地
 
a
ra
h
a
n
t
a
-

b
h
u
m
i
 が
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
那
先
比
丘
の
言
と
し
て
、
「
比

丘
は
こ
れ
ら
の
徳
を
受
持
し
、

こ
れ
ら
の
法
の
無
鉄
圓
漏

・
且
足

・
受

持
よ
り
し
て
、
無
學
地

・
阿
羅
漢
地
に
趣
入
し
、
最
勝
最
上
な
る
地
に

趣
入
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
無
學
地
が
阿
羅
漢
果
で
あ
り
、

こ
れ
が
最
上
の
地
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
4
1
)

 
有
部

の
薩
婆
多
毘
尼
毘
婆
沙
巻

一
に
「
無
學
地
」
が
説
か
れ
て
お
り
、

(
4
3
)

後
述
す
る
ご
と
く
婆
沙
論
に
も
あ
り
、
ま
た
順
正
理
論
に
も

「
學

・
無

學
地
」
が
説
か
れ
て
い
る
。

(
4
4
)

さ

ら

に

パ
ー

り

の
相

慮

部

に

は
、

凡

夫

地
 
p
u
th
u
ja
n
a
b
h
u
m
i
 と

善

士
地
 
s
a
p
p
u
r
is
a
-b
h
u
m
i
 と

が
説

か

れ

て

い
る
。

す

な

わ

ち

「
こ

れ
ら

の
法

を

か
く

の
如
く

信

じ
、

信

解

せ

ば
、

彼

を

随

信

行

者

と

名

づ

け
、

正

性

決

定

に

入

り
、

善

士
地

に

入

り
、

凡

夫

地

を

こ
え

た

り

と

な

す
」

と
述

べ
て

い
る
。

こ
れ

で

み

る

と
、

凡
夫

地

を

こ
え

る

こ
と

に

よ

つ
て
善

士
地

に

入

る

こ

と

が

わ

か

る
。

し

た

が

つ

て
善

士

地

は

有

學

地

を

意
味

す

る

で
あ

ろ

う
。

(
4
5
)

漢
訳
阿
含
に
も
凡
夫
地
は
読
か
れ
て
い
る
。
雑
阿
含
雀
二
に
は

「若

し
こ
の
法
に
お
い
て
、
智
慧
を
も
つ
て
思
惟
し
、
観
察
し
、
忍
を
分
別

す
れ
ば
、
是
れ
を
随
信
行
と
名
ず
け
、
超
昇
し
て
、
生
を
離
れ
、
凡
夫

(
4
6
)

地
を
越
ゆ
」
と
述
べ
て
い
る
。
別
訳
雑
阿
含
や
増

一
阿
含
に
も
用
例
が

見
ら
れ
る
。

以
上
、

パ
ー
リ
や
漢
訳
の
阿
含
に
は
、

凡
夫
地

・
有
學
地

・
無
學
地

の
三
地
が
説
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
振
大
す

れ
ば
、
共
の
十
地
の
前

七
地
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
パ
ー
リ

の
ア
ビ
ダ

ル
マ
で
は
、
そ

の
よ
う
な
階
位
の
据
大
は
な
さ
れ
な
か
つ
た
。

た
だ
ネ
ッ
テ
ィ
パ
カ
ラ

(
4
7
)

ナ
 N
e
t
t
i
p
a
k
a
r
a
n
a
 

に

「見
地
」
d
a
ssa
n
a
b
h
u
m
i
 が
説
か
れ
る
の

み
の
よ
う
で
あ
る
。
聲
聞

の
階
位
を
地
に
お

い
て
獲
展

せ
し
め
た

の

は
、
北
方
佛
敢
で
あ
り
、
と
く
に
有
部
で
あ

つ
た
。
パ
ー
リ
佛
敏
で
は
、

証
悟
の
段
階
を
立
て
る
の
に
、
「
人
施
設
」
P
u
g
g
a
lap
a
n
n
a
t
t
i
 

に
よ

つ
て
分
け
る
方
向
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
パ
ー
リ
論
藏
の
人
施
設
論
に

は

「
一
人
」
の
項
に
五
〇
種
の
証
語
の
人
を
出

し
て
い
る
。

三
 
十
地
と
小
乗
佛
敏
の
階
位

 
共
の
十
地
の
階
位
は
、
般
若
教
徒
が
組
織
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
そ
の
前
七
地
は
す
で
に
部
派
佛
敏
で
護
達
し
て
い
た
階
位
を
、

般
若
教
徒
が
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
。

(
4
8
)

 
共
の
十
地
説
と
し
て
は
、
大
品
般
若
に
読
か
れ
る
も
の
が

一
般
的
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
十
地
と
は
、
乾
慧
地

・
性
地

・
八
人
地

・

見
地

・
薄
地

・
離
欲
地

・
已
作
地
・
辟
支
佛
地

・
菩
薩
地

・
佛
地
で
あ

(
4
9
)

る
。
智
度
論
の
説
明
に
よ

つ
て
こ
れ
を
見
る
と
、
は
じ
め
の
乾
慧
地
と

性
地
と
は
凡
夫
地
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
八
人
地
か
ら
已
作
地
ま
で
の
五
地
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が
聲
聞
地
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
に
辟
支
佛
地

・
菩
薩
地

・
佛
地
が

加
上
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
っ
智
度
論
に
は
、
十
地
に
は
そ
れ
ぞ
れ
菩

薩
の
地
と
聲
聞
の
地
と
の
二
様
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
菩
薩
の
修

行
の
進
展
を
十
地
に
分
け
る
場
合
に
は
、
聲
聞
の
謹
語
を
そ
の
ま
ま
當

は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
は
菩
薩
の
謹
悟

は
直
接
關
係
が
な
い
か
ら
、

こ
れ
を
省
略
し
、
聲
聞
地
の
説
明
の
み
を

考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

ま
ず
智
度
論
に
よ
る
と
、
乾
慧
地
で
は
、
観
佛
三
昧
、
不
澤
観
、
慈

悲
観
、

無
常
観
等
を
修
し
、
智
慧
は
あ
る
が
、
し
か
し
輝
定
を
得
て
い

な
い
。
す
な
わ
ち
智
慧
が
暉
定
の
水
で
う
る
お
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

乾
慧
地
と
い
う
と
読
明
さ
れ
て
い
る
。
有
部

の
ア
ビ
ダ

ル

マ
で
言
え

ば
、
不
浄
観

・
慈
悲
観

・
無
常
観
等
は
、
三
賢
位
で
修
す
る
修
行
で
あ

る
。
三
賢
と
四
善
根
が
、
見
道
に
入
る
前
の
段
階
で
,
 
あ
る
。
智
度
論
に

は
、
菩
薩
の
立
場
か
ら
は
、
獲
心
し
て
順
忍
ま
で
を
乾
慧
地
と
い
う
と

読
明
し

て
い
る
。

こ
れ
も
凡
夫
地
で
あ
る
。

(
5
0
)

玄
癸
は
こ
の
乾
慧
地
を
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
で

「
浄
観
地
」
と
訳
し

(
5
1
)

て

い
る
。

こ

れ

は
醗

課

名

義

大

集

に
 
s
u
k
la
v
id
a
r
s
a
m
a
-b
h
u
m
i
 と

あ

る

の
に

相
當

す

る

で
あ

ろ
う
。

し

か

し

羅

什

の
課

し

た
大

品
般

若

や

智

度

論

の
原

語

も
、

こ
れ

と
同

じ

で
あ

つ
た

と

は
見

難

い

で
あ

ろ
う
。

こ

(
5
2
)

の
梵
語

に
は
乾
く
と
い
う
意
味
が
な
い
か
ろ
で
あ
る
。
ダ
ッ
ト
の
出
版

し
た
大
品
般
若

の
梵
本
に
は
、
こ
の
語
を
鉄
い
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ

(
5
3
)

以
上
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
繹
二
萬
五
千
頗
般
若
で
も
、

d
k
a
r
-
p
o
r
n
a
m
-
p
a
r
 
m
t
h
g
b
a
h
i
s
a
 

と

あ

り
、

こ
れ

は
 
s
u
k
l
a
-

v
id
a
r
s
a
n
a
-
b
h
u
m
i
 

に
相

當

し
、

玄
突

課

に

合

す

る
。

し

か

し

古
課

(
5
4
)

を
見
る
と
、
光
讃
般
若
の

「
十
佳
晶
」
で
は

「
寂
然
離
見
現
入
」
と
あ

(
5
5
)

る
の
が
、
こ
れ
に
相
當
し
、
放
光
般
若
で
は
、

「
治
地
品
」
で
は

「
過
滅

(
5
6
)

浄
地
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
に
相
當
し
、
し
か
し

「
甚
深
品
」
で
は

「智

地
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
に
相
當
す
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
十
地

と
し
て

「智
地
・観
地
、
八
輩
観
地
、
薄
地
、

離
f婬
地
、
已
辮
地
、
辟
支

佛
地
、
菩
薩
地
、
佛
地
」
を
學
げ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
を
十
地
と
見
る

た
め
に
は
、
智
地
と
観
地

(
こ
れ
を
性
地
に
あ

て
る
)
 を
分
け
、
さ
ら

(
5
7
)

に
八
輩
と
観
地
と
を
分
け
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
學
者
も

あ
る
が
、

さ
き
の

「
治
地
品
」
で
は

「
過
滅
浄
地

・
種
性
地

・
八
地

・

見
地

・
薄
地

・
滅
婬
怒
療
地

・
已
作
地

・
辟
支
佛
地
・菩
薩
地
・佛
地
」

と
正
確
に
十
地
を
枚
學
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
を
正
し
い
と

見
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し

て

「甚
深
品
」

の
列
名
に

は
、
誤
り
が
あ
る
と
見
た
方
が
よ
く
は
な
か

ろ
う
か
。
と
も
か
く
い
ず

れ
に
し
て
も
、
初
地
の
名
構
は
、
大
品
般
若

の
出
す

「乾
慧
地
」
と
は

(
5
8
)

異
な
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
羅
什
繹
で
は
、
大
品
般
若
の
「
獲
趣
品
」

で
も

「
深
奥
品
」
で
も
、
あ
る
い
は
大
智
度
論

で
も
、
繹
語
は
す
べ
て

同
じ
で
あ
り
、
「乾
慧
地
」
と
な
つ
て
い
る
。

と
も

か
く
、
光
讃

・
放

光

・
大
品

・
大
般
若
 
(
チ
ベ
ッ
ト
繹
を
ふ
く
む
)
 と
、
初
地
の
名
稻
が

攣
化
し
て
い
る
こ
と
は
、
十
地
に
お
け
る
初
地

の
名
構
が
な
か
な
か
確

定
し
な
か
つ
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共

通

の
十
地
 
(
卒

川
)
 

二
九

九
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地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
亭

川
)
 

三
〇
〇

つ
ぎ

の
性
地
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
放
光
般
若
の

「
甚
深
品
」

の
混

翻
を
除
け
ば
、
名
構
に
つ
い
て
は
混
齪
は
な
い
。
性
地

・
種
性
地
な
ど

と
繹
さ
れ
、
原
語
は
 g
o
tra
 で
あ
る
。
十
地
の

一
一
の
名
稽
に

つ
い

て
は
、

性
地
以
下
は
古
く
か
ら
確
定
し
て
い
た
も
の
の
ご
と
く
、
混
齪

は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
光
讃
般
若
に
十
地
の
名
構
が
完
備
し
て
い
な
い

こ
と
と
、
チ
ベ
ッ
ト
課
、
梵
本
が

「
已
作
地
」
の
つ
ぎ
に

「聲
聞
地
」

sra
v
a
k
a
-
b
h
u
m
i
 

を
挿
入
し
て
い
る
黙
が
異
る
の
み
で
あ

る
。
智
度

㌦
論
に
よ
る
と
性
地
は
、
聲
聞
の
媛
法
よ
り
世
間
第

一
法
ま
で
で
あ
る
と

い
う
。

す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
有
部
の
敏
理

の
媛

・
頂

・
忽

・
世
第

一
法

の

「
四
善
根
」
に
相
當
す
る
。
し
た
が
つ
て
十
地
の
う
ち
乾
慧
地
と
性

地
と
が
、
凡
夫
地
に
あ
た
る
こ
と
は
、
以
上
の
智
度
論
の
説
明
か
ら
も

明
ら
か

で
あ
る
。

 

有
部

の
敏
理
に
よ
れ
ば
、
世
第

一
法
は

一
刹
那
で
あ
つ
て
、
そ
の
直

後
に
見
道
に
入
る
。
そ
し
て
聖
諦
を
現
観
し
て
、
聖
者
の
部
類
に
入
る

の
で
あ

る
。
こ
れ
が
預
流
向
で
あ
る
。
智
度
論
に
よ
れ
ば
第
三
の
八
人

地
 
ast
a
m
a
k
a
-
b
h
u
m
i
 

と
は
、
苦
法
忍
よ
り
道
比
智
忍
ま
で
で
あ
る

と
い
う
か
ら
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
見
道
十
五
心
を
さ
す

の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
用
語
も
有
部
の
法
相
で
あ
る
。
道
比
智
忍
 
(道
類
智
忍
)
 の
つ

き
は
、
道
類
智
で
あ
り
、

こ
れ
か
ら
が
預
流
果
で
あ
る
。
た
だ
し
十
地

説
で
、
こ

の
見
道
十
五
心
 
(
八
忽
七
智
)
 を
、
何
故

「
八
人
地
」
と
い

う
か
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
は
、
有
部
の
法
相
に
は
つ

な
が
ら
な

い
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
四
双
八
輩

の
八
人
か
と
も
思
う

が
、
し
か
し
そ
れ
で
は
預
流
向
か
ら
阿
羅
漢
果
ま
で
の
全
部
が
ふ
く
ま

れ
る
こ
と
に
な
り
、
見
道
十
五
心
の
み
を
八
人
地
と
す
る
説
に
矛
盾
す

(
5
9
)

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
八
人
地
の
用
語
は
、
毘
尼
母
経
に
出
て
く

る
も
の
で
あ
り
、
有
部
系
の
論
書
に
は
見
當
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
第
四

「見
地
」
d
a
rsan
a-b
h
u
m
i
 は
、
智
度
論
に

「
は
じ
め

て
聖
果
を
得
、

い
わ
ゆ
る
須
陀
疸
果
な
り
」
と
読
明
し
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
が
預
流
果
に
相
當
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
預
流

果
に
い
た
つ
て
、
四
諦
の
聖
諦
現
観
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し

有
部
で
、
見
道
・修
道
・無
學
道
と
い
う
場
合
の
見
道
 d
a
rsm
a
m
a
rg
a

は
預
流
向
を
指
す
の
で
あ
る
。
見
道
十
五
心
で
あ
り
、
第
十
六
心
の
道

類
智
は
修
道
に
ぶ
く
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

つ
て
こ
こ
で
預
流
果
を

「
見
地
」
に
配
當
す
る
の
は
、
有
部
の
法
相
と

は
合
わ
な

い
鮎
が
あ

る
。
む
し
ろ
八
人
地
を
、
見
地
と
名
づ
け
た
方
が
よ
い
の
で
あ
る
。

第
五
の
薄
地
 tan
u
-b
h
u
m
i
,
 
tan
u
-b
h
u
m
i
 と
は
、
智
度
論
に

「
あ

る
い
は
須
陀
疸
、
あ
る
い
は
斯
陀
含
 
(
一
來
)
 な
り
。
欲
界

の
九
種

の

煩
悩
を
分
断
す
る
が
故
に
」
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
説
で

は
、
預
流
と

一
來
と
が
薄
地
に
相
當
す
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

欲
界
九
種

の
煩
悩
を
分
断
す
る
と
い
う
て
い
る
か
ら
、
倶
舎
論
の
い
う

(
6
0
)

欲
界
九
晶
の
惑
の
若
干
を
断
ず

る
意
味

で
あ

ろ
う
。
倶
舎
論
で
言
え

ぱ
、
欲
界

の
惑

の
三

・
四
品
を
断
ず
れ
ば

「
家
家
」
に
な
り
、
六
品
を

噺
ず
れ
ば

一
來
果
に
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の

一
來
果
を

「
薄
貧
瞑

擬
」
と
も
言
う
て
い
る
。
こ
れ
は
煩
悩
が
薄
く
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
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(
6
1
)

る
。
こ
れ
を
十
諦
律
で
は

「
一
三毒
薄
者
」
と
言
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ

て
第
五
の
薄
地
は
、

こ
の

一
來
果
に
相
當
す
る
わ
け
で
あ
る
。

第
六
の
離
欲
地
 v
ita
ra
g
a
-
b
h
u
m
i
 

は
、
智
度
論
に

「欲
界
等

の
貧

欲

・
諸
煩
悩
を
離
る
。

こ
れ
を
阿
那
含
と
名
ず
く
」
と
あ
る
。

こ
れ
は

不
還
果

で
あ
る
。

こ
れ
は
欲
界
九
品
の
惑
を
す

べ
て
噺

じ
た
位

で
あ

る
。
そ
れ
故
、
欲
界
に
た
い
す
る
煩
悩
を
は
な
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
再

び
欲
界

に
か
え
つ
て
く
る
こ
と
が
な
い
。
故
に
不
還
と

い
う

の
で
あ

る
。
そ
し
て
命
終

の
の
ち
上
二
界
に
生
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
必
ら
ず
浬

葉
に
入
る
。
不
還
果
が
欲
界

の
惑
を
離
れ
た
貼
で
、
こ
れ

を
離
欲
地

v
ita
ra
g
a
-
b
h
.
 

と
名
ず
け
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
欲
界

の
惑
を

(
6
2
)

「欲
」

の
み
で
代
表
し
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
き
に
放
光
般
若
が
こ
れ
を

「滅
婬
怒
療
地
」
と
羅
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
詳
し
く
し
た
も
の
で

あ
る
。
婬

・
怒

・
療
は
、
食

・
瞑
・
擬
の
古
課
で
あ
る
。

第
七
の
已
作
地
 
k
r
ta
v
i
-
b
h
u
m
i
 

は
、
智
度
論
で
は

「聲
聞
人
が
蓋

智
無
生
智
を
得
て
、
阿
羅
漢
を
得
」
と
読
明
し
て
い
る
。
自
己
が
煩
悩

を
断
じ
た
と
自
畳
し
た
の
が
蓋
智
で
あ
り
、
再
び
輪
廻

の
生
存
に
入
ら

な
い
と
自
畳
す
る
の
が
無
生
智
で
あ
る
。

こ
の
考
え
は
阿
含
以
來
あ
る

が
、
そ
の
場
合
で
も
こ
れ
が
阿
羅
漢
の
自
畳
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

つ
て
壷
智
無
生
智
を
も

つ
て
阿
羅
漢
の
自
毘
と
み
る
の
は
、
古
く
か
ら

確
立
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
。

 
以
上
の
ご
と
ぐ
前
七
地
は
、
有
部
の
法
相
と
よ
く
合
す
る
の
で
あ
る

が
、
聲
聞
の
階
位
を
地
に
よ
つ
て
組
織
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
ア
ビ
ダ

ル
マ
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
婆
沙
論
や
毘
尼
母
経
な
ど
に
、
か

な
り
ま
と
ま
つ
た
説
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
示
す
こ
と
と
し
た

い
。

四
 
十
地
説
成
立
の
素
材

妙
音
の
三
地
説
 
悟
り
の
階
位
を

「
地
」
の
思
想
に
よ
つ
て
ま
と
め

た
も
の
と
し
て
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
も
の
は
、

大
毘
婆
沙
論
に
現
わ
れ

(
6
3
)

る
尊
者
妙
音
の
説
で
あ
る
。
婆
沙
論

に
よ

る
と
、
「尊
者
妙
音
は
か
く

の
如
き
の
説
を
な
す
。
厭
と
は
薄
地
を
い
う
。
離
染
と
は
離
欲
地
を
い

う
。
解
脱
と
は
無
學
地
を
い
う
な
り
。
浬
葉
と
は
地
の
果
を
い
う
」
と

述
べ
て
い
る
。
「
厭
と
は
薄
地
」
と
は
、
三
毒

薄

者
は
貧
瞑
擬

の
三
毒

が
う
す
く
な
る
の
で
、
欲
界
の
生
存
を
厭
う
よ
う
に
な
る
鮎
を
言
う
の

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は

一
來
果
で
あ
る
。
つ
ぎ
の

「離
染
と
は
離
欲
地
」

と
は
、
欲
界
に
た
い
す
る
煩
悩
を
は
な
れ
た
位

で
あ
る
。
し
た
が
つ
て

こ
れ
は
不
還
果
に
相
當
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
に
薄
地
と
離
欲
地
と

が
出
て
い
る
。

こ
れ
は
完
成
し
た
十
地
説
で
は
、
第
五
の
薄
地
と
第
六

の
離
欲
地
に
相
當
す
る
。
第
七
の
已
作
地
は
、

こ
こ
で
は
無
學
地
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
已
作
地
も
無
學
地
も
と
も
に
阿
羅
漢
果
を
さ
す
か
ら
、

内
容
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
妙
音

の
説
に
は
、
十
地
の
う

ち
の
五

・
六

・
七
の
三
地
が
出
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

迦
多
術
尼
子
の
五
地
 
こ
れ
よ
り

一
歩
す
す
ん
だ
説
は
、
迦
多
衛
尼

(
6
4
)

子
の
説
で
あ
る
。
婆
沙
論
に
よ
る
と
、
彼
は
五
地
を
説
い
て
い
た
。
す

な
わ
ち

「
尊
者
迦
多
衛
尼
子
は
、
経
の
義
に
随

順
し

て
是

の
言
を

な

地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
卒

川
)
 

三
〇

一
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地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共

通
の
十
地
 
(
卒
川
)
 

三
〇

二

す
。
根
律
儀

・
戒
律
儀

・
無
悔

・
激
喜

・
安
樂

・
等
持
、
こ
れ
修
行
地

で
あ
る
。
如
實
知
見
は
見
地
で
あ
る
。
厭
は
こ
れ
薄
地
で
あ
る
。
離
染

は
こ
れ
離
欲
地
で
あ
る
。
解
脱
は
こ
れ
無
學
地
で
あ
る
。
浬
架
は
こ
れ

諸
地
の
果
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
、
修
行
地

・

見
地

・
薄
地
、
離
欲
地

・
無
學
地
の
五
地
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

い
う
修
行
地
は
、
根
律
儀

・
戒
律
儀
等
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
は
凡
夫

地
に
お
け
る
修
行
を
さ
す
と
見
て
よ
い
。
第
二
の
見
地
は
、
十
地
読
で

は
第
四
に
お
か
れ
、
預
流
果
を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で

「
如
實
知

見
を
見
地
」
と
す
る
の
は
、
輩
に
預
流
果
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
か
ろ

う
。
預
流
向
の

「
見
道
」
も
ふ
く
め
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

 
十
地
読

で
は
見
道
を

「
八
人
地
」
と
し
て
、
別
に
立
て
る
た
め
に
、

見
地
は
預
流
果
だ
け
に
な
つ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し

「
見
地
」

と
い
う
名
構
か
ら
見
れ
ば
、
聖
諦
現
観
の
十
六
心
を
指
す
と
見
る
方
が

合
理
的

の
ご
と
く
思
わ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
迦
多
衛
尼
子
の

「
見
地
」

の
申
に
は
、
八
人
地
と
見
地
の
爾
者
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
以
後
の
薄
地

・
離
欲
地

・
無
學
地
は
、
妙

音
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

 
な
お
妙
音
や
迦
多
衛
尼
子
の

「無
學
地
」
は
、
阿
羅
漢
果
と
見
て
、

已
作
地
と
同
じ
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
し
か
し
廣
く
言
え
ば
佛

(
6
5
)

の
悟
り
も
、
無
學
地
に
ふ
く
め
う
る
も
の
で
あ
る
。
薩
婆
多
毘
尼
毘
婆

沙
に
は
、

「三
寳
を
以
つ
て
言

わ
ば
、
無
師
の
大
智
、
及
び
無
學
地
の

一
切
の
功
徳
、

こ
れ
を
佛
寳
と
謂
う
」

と
述
べ
、
無
學
地
を
む
し
ろ
佛

(
6
6
)

陀
に
露
し
て
い
る
。
そ
し
て

「
聲
聞
の
學

・
無
學
の
法
是
れ
を
僧
寳
と

名
ず
く
」
ど
述

べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
聲
聞

の
無
學
を
僧
寳
に
ふ
く

め
、
無
學
地
に
ふ
く
め
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
佛
寳
と
僧

寳
と
を
分
け
る
必
要
が
あ
つ
た
か
ら
、

こ
の
よ
う
に
分
け
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
本
來
か
ら
言
え
ば
、
無
學
地

の
中
に
は
聲
聞

の
無
學

法
も
ふ
く
め
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
解
す
る
な
ら
ば
、
無
學

地
は
、
聲
聞
・濁
畳
・
佛
の
す
べ
て
の
無
學
法
を
ふ
く
む
こ
と
に
な
り
、

十
地
説
の
已
作
地
よ
り
廣
い
も
の
に
な
る
わ
け

で
あ
る
。

 
と
も
か
く
迦
多
衛
尼
子
の
五
地
は
、
十
地
の
前
七
地
に
近
い
も
の
と

言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
五
地
の
う
ち
の
修
行
地
を
、
乾
慧
地
と
性
地
と

の
二
つ
に
ひ
ら
き
、
見
地
を
、
八
人
地
と
見
地
と
の
二
つ
に
開
け
ば
、

七
地
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
有
部
系
統
に
お
い
て
は
、
十
諦
律
に
階
位
に
關
す
る
用
語
が

見
ら
れ
る
。
十
諦
律
に
は
、
提
婆
達
多
が
悪
象
を
放
ち
、
佛
陀
を
害
せ

ん
と
し
た
。
し
か
し
佛
陀
は
神
通
カ

に
よ

つ

て
、
そ

の
悪
象
を
制
禦

し
、
そ
の
と
き
佛
陀
の
安
危
を
心
配
し
て
集
つ
た
人
々
に
説
,
 
法
を
し
た

(
6
7
)

と
い
う
。
そ
の
と
き
教
え
を
聞
い
た
人

々
の
中

に

「
暖
法
者
・頂
法
者
・

順
道
忍
法
者
・
三
毒
薄
者

・
離
欲
者
・世
間
第

一
法
者
を
得
る
者
あ
り
、

須
陀
疸
果

・
斯
陀
含
果

・
阿
那
含
果
を
得
る
者
あ
り
、
聲
聞
乗
の
因
縁

を
種
え
る
者
あ
り
、
辟
支
佛
乗

の
因
縁
を
種
え
る
者
あ
り
、
佛
乗
の
因

縁
を
種
え
る
者
あ
り
。
云
々
」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
は
得
道
者
の
類
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型
を
示

し
た
も
の
で
あ
り
、
階
位
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か

し
得
道

に
よ
つ
て
階
位
が
反
顯
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
に

三
毒
薄
者

・
離
欲
者
な
ど
、
十
地
の
階
位
と
合
致
す
る
も
の
が
見
ら
れ

る
。
し
か
し
得
道
者
の
枚
學
の
順
序
が
混
齪
し

て
お
り
、
統

一
が
な

い
。
な

お
こ
こ
に
聲
聞
乗

・
縁
毘
乗

・
佛
乗
の
そ
れ
ぞ
れ
に
獲
趣
し
た

人
の
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
鮎
も
注
意
し
て
よ
か
ろ
う
。
三
乗
に
獲

趣
す
る
人
の
あ
る
こ
と
は
、
有
部
の
論
書
で
は

一
般
に
認
め
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

 
な
お
得
道
者
の
類
型
を
考
え
る
場
合
に
は
、
舎
利
弗
阿
毘
曇
巻
八
の

(
6
8
)

「
人
品
」
の
最
初
に

「
凡
夫
人

・
非
凡
夫
人

・
性
人

・
聲
聞
人

・
菩
薩

人

・
縁
箆
人

・
正
豊
人
、
云

々
」
と
枚
學
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
關
連
し
て
パ
ー
リ
論
藏
の
人
施
設
論
 
P
u
g
g
a
l
-

a
p
a
n
n
a
t
t
i
 

二

に
示
さ
れ
る
得
道
者
の
類
型
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

人
施
設
論
に
示
す
五
〇
人
と
、
舎
利
弗
阿
毘
曇
の
出
す
七
七
人
と
の
間

(
6
9
)

に
共
通
貼
の
あ
る
こ
と
憶
、
す
で
に
木
村
泰
賢
博
士
に
よ
つ
て
明
ら
か

に
さ
れ

て
い
る
。
さ
き
の

「
性
人
」
G
o
tra
b
h
u
 の
ご
と
き
は
、
十
地

の
第
二

「性
地
」
と
關
係
が
あ
ろ
う
。
パ
ー
リ
の
人
施
設
論
の
説
明
に

(
7
0
)

よ
れ
ば
、
「性
人
 
P
u
g
g
alo
 g
o
tra
b
h
u
 と
は
、
そ
れ
ら
の
法
の
等
無

間
に
聖
法
の
出
現
あ
り
、
そ
れ
ら
を
且
し
た
人
、

こ
れ
を
性
人
と
い
わ

れ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
で
み
る
と

「
性
人
」
と
は
、
悟
り
を

得
る
前

の
凡
夫
の
段
階
で
あ
る
が
、
し
か
し
聲
聞
の
悟
り
を
得
る
か
、

菩
薩
の
悟
り
を
得
る
か
等
の

「
獲
得
す
べ
き
聖
法
が
す
で
に
決
定
し
て

い
る
人
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
凡
夫
時
代
の
修
行
の

道
が
こ
と
な
る
と
、
そ
の
異
る
道
に
よ
つ
て
修
行
を
す
す
め
て
ゆ
く
た

め
に
、
そ
こ
に

「
性
」
が
形
成
さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
性
に
も
と

ず
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
つ
た
悟
り
が
得

ら
れ

る
わ
け

で
あ

る
。
こ
の

「
性
人
」
の
解
繹
は
、
十
地
説

の
第
二

「性
地
」
の
意
味
に
適
用
し
て
、

少
し
も
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
「性
地
」
を
凡
夫
地
の

一
つ
と

す
る
鮎
も
、
意
味
が
よ
く
合
す
る
。
お
そ
ら
く
關
係
が
あ
る
と
見
て
も

よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
尚
こ
の
ほ
か
に
も
、
人
施
設
論

の
五
十
人
や
、

舎
利
弗
阿
毘
曇
の
七
七
人
の
中
に
は
、
十
地

と
關
係
の
あ
る
も

の
も
見

ら
れ
る
が
、

い
ま
は
省
略
す
る
こ
と
と
し
た

い
。

 
以
上
の
婆
沙
論
の
読
で
は
、
迦
多
衛
尼
子

の
五
地
読
が
も

つ
と
も
整

つ
て
い
る
。
婆
沙
論

の
成
立
は
二
世
紀
ご
ろ

と
推
定

さ
れ
て

い
る
か

ら
、
必
ら
ず
し
も
般
若
経
よ
り
古
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か

し
こ
れ
が
傳
説
の
ご
と
く
妙
音
や
迦
多
衛
尼
子

が
實
際
に
説
い
て
い
た

こ
と
を
傳
え
て
い
る
も
の
と
見
れ
ば
、
般
若
経
よ
り
も
古
い
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
も
つ
と
も
婆
沙
論
の
異
繹

で
あ

る
奮

毘
婆
沙

で
は
、

(
7
1
)

「尊
者
崔
沙
 
(
妙
音
)
 こ
の
経
を
解
し
て
い
う
。
如
實
知
見
は
是
れ
見

地
と
説
く
。
厭
憶
是
れ
薄
地
、
無
欲
と
は
是

れ
無
欲
地
、
解
脱
と
は
是

れ
無
學
地
、
浬
桀
と
は
是
れ
諸
陰
の
不
生
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
内
容
で
み
る
と
、
む
し
ろ
迦
多
衛
尼
子
の
説
を
妙
音

に
蹄

し
て
い

る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
修
行
地
を
鉄
い
て
お
り
、

し
か
も
こ
の
奮
婆
沙

で
は
、
こ
の

一
説
を
出
す
の
み
で
、
こ
れ
以
外
に
妙
音
の
説
を
出
し
て

地

の
思
想

の
議
達

と
三
乗
共

通

の
十
地
 
(
卒
川
)
 

三
〇

三
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地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
卒

川
)
 

三
〇

四

い
な
い
。
し
た
が
つ
て
新
蕾
の
婆
沙
論
は
、
こ
の
鮎
に
お
い
て
は
合
致

し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
と
も
か
く
こ
れ
ら
の
地
を
説
い
て
い
る
鮎

で
合
致
し
て
い
る
の
一で
あ
り
、
お
そ
ら
く
婆
沙
論
成
立
よ
り
か
な
り
以

前
か
ら
、
有
部
宗
内
に
こ
の
よ
う
な
地
に
關
す
る
説
が
、
説
か
れ
て
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
有
部
が
、
般
若
経
か
ら
敏
相
を
撮
取
し
た

と
は
考

へ
が
た
い
。
當
然
そ
の
逆
で
あ
つ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 

毘
尼
母
維
の
六
地
説
 
し
か
し
般
若
経
の
十
地
の
組
織
に
さ
ら
に
近

い
も
の
は
、
毘
尼
母
経
の
読
で
あ
る
。
毘
尼
母
経
に
は
二
ヶ
所
に
「
地
」

が
出
て
い
る
。
即
ち
そ
の
巻

一
に
、
且
足
戒
を
得
る
こ
と
を
説
明
す
る

と
こ
ろ
に

「
悟
り
を
得
れ
ば
、
そ
れ
が
且
足
戒
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
」

と
い
う
説
明
が
あ
る
。
普
通
の
比
丘
は
十
人
僧
伽
で
白
四
掲
磨
の
作
法

を
な
す
こ
と
に
よ
つ
て
且
足
戒
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
佛
陀

の
在
世
に
は
、
佛
陀
か
ら
、説
法
を
聞
い
て
、
悟
り
を
得
れ
ば
、
そ
の
謹

悟
を
得
た
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
そ
の
人
の
且
足
戒
に
な
る
と
な
し
て
い

る
説
が
あ
る
。
し
た
が
つ
て
か
か
る
人
は
、
改
め
て
且
足
戒
の
儀
式
を

す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
且
足
戒
を
受
け
る
型
、

の
一
つ
と
し
て
、
他
部
派

の
律

の
註
繹
で
も
言
う

て
い
る

こ
と
で
あ

(
7
2
)

る
。
「
見
諦
得
」
と
か

「
謹
悟
得
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
。

し
か
し
毘
尼
母
経
で
は
、
謹
悟
に
種

々
の
段
階
を
説
く
た
め
に
、
多

(
7
3
)

く
の
階
位
を
示
す
こ
と
に
な

つ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と

「
ま
た
白
業
観
を

能
く
す
る
者
も
、
亦
受
且
と
名
ず
く
。
種
性
地
を
成
就
す
る
が
故
に
名

ず
け

て
受

且
と
な
す
。
云
何
が
種
性
地
と
名
ず
く
る
や
。

人
あ
り
、
佛

の
邊
に
在
り
て
聴
法
し
、
身
心
解
ら
ず
、
念
念
に
成
就
ず
。
此
の
心
に

因
る
が
故
に
舘
然
と
し
て
自
ら
悟
り
、
須
陀
渣
を
得
。
須
陀
涯
と
は
善

法

の
種
性
な
り
。
四
果
四
向
第
八
地

・
見
諦
地

・
薄
地

・
離
欲
地

・
已

作
地
.
 乃
至
、
無
師
濁
箆
、
皆
、
受
且
と
名
ず
く
。
六
度
を
成
就
す
る

も
亦
、
受
且
と
名
ず
く
。
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
。

 
て
こ
に
は
、
白
業
観
を
得
た
者
を

一
つ
立
て
、
つ
ぎ
に
種
性
地
と
し

て
、
須
陀
渣
を
學
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
預
流
に
入
れ
ば
聲
聞

の
種
性

が
決
定
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
四
果
四
向
第
八
地
・見
諦
地
・薄

地
・
離
欲
地
・已
作
地
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
示
す
四
果
四
向
第
八

地
は
、
お
そ
ら
く
般
若
経
の
十
地
の
八
人
地
に
當
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
上
記

の
有
部
説
に
は
説
い
て
い
な
い
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
有

部
で
無
學
地
と
言
う
て
い
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は
已
作
地
に
な
つ
て
お

り
、
こ
れ
も
般
若
経
の
十
地
の
名
構
と

一
致
し

て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の

上
に
「
無
師
濁
畳
」
を
言
う
か
ら
、
こ
れ
は
猫
畳
地
に
當
り
、
そ
の
上

に

「
六
度
を
成
就
す
る
も
亦
、
受
具
と
名
ず
く
」
と
言

う
て

い
る
の

は
、
菩
薩
地
に
當
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
毘

尼
母
経
と
し
て
は
、

こ

の
六
度
を
成
就
す
る
で
も

つ
て
、
大
乗
佛
敏
の
菩
薩
乗
を
示
さ
ん
と
し

た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
こ

こ
で
は
、
佛
陀
の
因
位
の
修
行
者
と
し
て

の
菩
薩
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
毘
尼
母
経
の
こ
の

説
で
は
、
聲
聞
地
の
上
に
濁
毘
・菩
薩
が
附
加
さ
れ
て
い
る
鐵
に
、
有
部

の
説
よ
り
も

一
歩
進
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
最
初

の
白
業
観
を
乾
慧
地
に
比
定
し
、
つ
ぎ
の
種
性
地
は
性
地
に
當
た
る
と
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す
れ
ば
、

白
業
観

・
種
性
地

・
八
人
地

・
見
諦
地

・
薄
地

・
離
欲
地

・

已
作
地

・
濁
畳

・
菩
薩
の
九
地
が
得
ら
れ
、
般
若
経
の
十
地
に
近
づ
く

こ
と
に
な
ろ
う
。

 

つ
ぎ
に
毘
尼
母
経
で
は
そ
の
巻
八
に
、
煩
悩
を
断
ず
る
た
め
に
種
々

(
7
4
)

の
観
行
を
な
す
べ
き
こ
と
を
説
く
な
か
に
、
「
若
し
行
人
、
地
申
に
住

す
る
時

に
は
、
慮
さ
に
六
地
を
観
ず
べ
し
、

一
に
は
白
骨
観
地
、
二
に

は
性
地
、

三
に
は
八
人
地
、
四
に
は
薄
地
、

五
に
は
離
欲
地
、
六
に
は

已
作
地
な
り
。
是
れ
を
地
に
佳
す
る
と
名
ず
く
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ

こ
に
は
明
白
に

「
六
地
」
と
言
つ
て
い
る
か
ら
、
六
地
の
階
位
が
組
織

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

こ
の
中
で
最
初
に
學
げ
る
白
骨
観
地
は
、

さ
き
の
巻

一
の
い
う

「
白
業
観
」
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
倶
舎
論

で
言
え

ぱ

「
五
停
心
」
の
中
に
、
「不
浄
観
」
が
あ

り
、
そ
こ
で
骨
鎖

観
を
な
す
の
に
相
當
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
五
停
心
と
別
相
念
佳
、

総

相
念
佳

の
三
が

「
三
賢
位
」
で
あ
り
、
般
若
経
で
は
こ
れ
を
乾
慧
地
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
毘
尼
母
経
の
白
骨
観
地
は
、
般
若

経
の
十
地
の
第

一
乾
慧
地
に
相
當
す
る
わ
け
で
あ
る
。
第
二
の
性
地
は

毘
尼
母
経
巻

一
の

「種
性
地
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
般
若
経

の
十
地

の
第

二
地
と
名
稻
も
合
致
す
る
。

こ
れ
は
四
善
根
の
位
で
あ
り
、

こ
の
二
地

が
凡
夫
地

で
あ
る
。
し
か
し
毘
尼
母
経
巻

一
で
は
「種
性
地
」
と
は
「
預

流
を
得
」

と
説
明
し
て
い
る
か
ら
、
全
く
の
凡
夫
地
と
見
て
い
た
の
で

は
な

い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
黙
は
合
致
し
な
い
。
む
し
ろ
パ
ー
り
人
施

設
論

の

「種
性
人
」
の
解
繹
の
方
が
、
般
若
経
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。

第
三
の
八
人
地
も
、
般
若
経
の
第
三
地
と
名
構

が
合
致
し
て
い
る
。
こ

れ
は
毘
尼
母
経
巻

一
で

「
四
果
四
向
第
八
地
」

と
言

つ
て
い
る
も
の
に

相
當
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
八
人
地
と
は
四
向
四
果

の
八
種
人
か
ら
名

稽
を
得
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

 
般
若
経
の
十
地
で
は
、
第
四
に
見
地
が
あ
る
が
、
毘
尼
母
経
巻
八
の

六
地
読
に
は
、
こ
れ
が
歓
け
て
い
る
。
し
か
し
毘
尼
母
経
巻

一
に
は
、

第
八
地

・
見
諦
地

・
薄
地
と
つ
づ
い
て
い
た
。

巻
八
の
六
地
説
で
見
諦

地
が
除
か
れ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
八
人
地

の
意
味
が
明
瞭
で
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
八
人
地
が
あ
れ
ば
、
見
諦
地

は
必
要
が
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
妙
音
や
迦
多
衛
尼
子
の
説
で
、
見

地
の
み
を
言
つ
て
、
八
人
地
を
出
さ
な
い
の
は
、
爾
者
に
は
か
ち
合
う

貼
が
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
毘
尼
母
経

の
六
地

説
の
、
そ
の
後
の
薄
地

・
離
欲
地

・
已
作
地
等
は
、
般
若
経

の
十
地
説

の
名
稻
と
全
く
合
致
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
六
地
説
に
、
見
諦

地
を
挿
入
す
れ
ば
、
般
若
経
の
十
地
読
の
前
七
地
が
そ
の
ま
ま
成
立
す

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
毘
尼
母
経
の
説
が
、
般
若
経
の
十
地
説

に
最
も
近
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
巻

一
に
は
、
已
作

地
の
上
に
無
師
凋
畳
や
菩
薩
を
説
い
て
い
る
か
ら
、
聲
聞
地
の
上
に
辟

支
佛
地
や
菩
薩
地

・
佛
地
を
加
上
す
る
思
想
的
準
備
も
、
部
派
佛
敏

の

中
で
か
な
り
熟
し
て
い
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
毘
尼
母
経
が
大
品
般
若
よ
り
成
立
が
古

い
と
い
う
こ
と
を
、

地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
亭

川
)
 

三
〇
五
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地
の
思
想

の
護
達

と
三
乗
共

通
の
十
地
 
(
卒

川
)
 

三
〇
六

(
7
5
)

論
謹
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
毘
尼
母
経
は
失
課
で
あ
つ
て
、
課
者

不
明
で
あ

る
が
、
内
容
か
ら
み
て
五
世
紀
前
半
の
課
出
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
原
典
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
の
成
立
で
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
そ
の
成
立
の
上
限
は
不
明
で
あ
る
。
毘
尼
母
経
の
所
囑
部

派
は
確
定
説
は
存
し
な
い
。
し
か
し
内
容
的
に
は
四
分
律
と
合
致
す
る

鮎
が
多
く
、
四
分
律
系
統
の
註
繹
と
見
う
る
鮎
が
多
い
の
で
あ
る
。
し

か
も
四
分
律
の
所
囑
部
派
で
あ
る
法
藏
部
が
、
種

々
の
貼
に
お
い
て
大

乗
佛
敏
と
關
係
の
深
い
こ
と
も
、

こ
の
貼
か
ら
注
目
す
べ
き
問
題
で
あ

る

。

(
7
6
)

な
お
翻
課
名
義
大
集
第
五
〇
に

「聲
聞
地
」
S
ra
v
a
k
a
bh
u
m
a
y
a
h

が
學
げ
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
 
S
u
k
la
v
id
a
rsan
a
-b
h
u
m
i
 (乾
慧
地
、

但
し
こ
れ
は
浄
観
地
と
な
す

べ
き
で
あ
ろ
う
)
 か
ら
第
七
の
 k
rta
v
i
-

b
h
u
m
i
 (已
作
地
)
 ま
で
を
學
げ
て
い
る
。

こ
れ
は
大
品
般
若

の
十
地

の
名
構
の
前
七
地
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で

「聲
聞
地
」

と
し
て
學
げ
て
い
る
貼
に
、
こ
れ
が
本
來
、
聲
聞
乗
で
成
立
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
醗
課
名
義
大
集
は
成
立
が
新
し

い
た
め
に
、
こ
れ
で
も

つ
て
直
ち
に
、
十
地
の
う
ち
の
前
七
地
が
す
で

に
ア
ビ
ダ

ル
マ
に
お
い
て
組
織
さ
れ
て
い
た
と
言
い
難
い
鮎
が
あ
る
。

し
か
し
婆
沙
論
の
妙
音
や
迦
多
衛
尼
子

の
読
、

お
よ
び
毘
尼
母
経
の

説
な
ど
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
凋
自
の
組
織
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
つ
て
十
地
の
階
位
の
う
ち
か
な
り
の
部
分
が
、
す
で
に
ア
ビ
ダ

ル
マ
で
成
立
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
見
地

・
薄

地
・離
欲
地
・已
作
地
等
は
、
預
流
果
等
の
四
果

の
段
階
か
ら
獲
達
し
た

こ
と
は
、
内
容
の
黙
か
ら
と
、
名
構
の
鮎
か
ら
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
。

 
四
果
の
謹
悟
と
地
 
四
果
を
得
た
者
に
た
い
す
る
佛
陀
の
授
記
は
、

(
7
7
)

阿
含
経
に
型
と
な
つ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
大
髄
、

つ
ぎ
の
ご
と
き
型

の
も
の
が
多
い
。
第

一
の
預
流
果
に
關

し
て

は
、
「佛
は
 
(
つ
ぎ
の
ご

と
く
)
 記
し
た
ま
え
り
。
彼
の
比
丘
は
三
結
断

じ
、
須
陀
疸

を
得

た

り
。
悪
道
に
堕
せ
ず
し
て
、
必
ら
ず
浬
榮
を
得
。
極
至
七
生
、
天
人
中

に
往
返
し
て
、
衆
苦
を
蓋
す
こ
と
を
得
と
。
」

と
あ
る
。
パ
ー
リ
で
は
、

「
彼
は
三
結
蓋
き
る
こ
と
に
よ
り
、
預
流
 
so
ta
p
an
n
a
 と
な
り
、
堕

法
で
な
い
も
の
 (三
悪
趣
に
堕
し
な
い
)
 と
な
り
、
正
毘
に
趣
向
す
る
」

と
あ
る
。

こ
れ
ら
に
は
、
預
流
,
 
と
あ
り
、
預
流
果
と
は
な
つ
て
い
な
い

か
ら
、
預
流
向
を
も
ふ
く
む
も
の
と
見
て
よ
い
。
こ
こ
で
い
う
三
結
と

は
、
見
結
、
戒
禁
取
結

・
疑
結
で
あ
る
が
、
上
記

の
パ
ー
リ
の
は
、
四
不

壊
浄
を
且
足
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、預
流
を
成
就
す
る
と
言
つ
て
い
る
。

こ
れ
は
俗
人
の
場
合
の
預
流
で
あ
る
が
、
し
か
し
見
結
を
断
ず
る
と
あ

る
が
、
見
結
を
噺
ず
る
た
め
に
は
、
四
諦
に
つ
い
て
の
何
程
か
の
悟
り

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
と
も
か
く

こ
こ
に

は
、
「見
地
」
と
い
う

こ
と
は
、
明
瞭
に
は
現
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
十
地
説
で
は
、
こ
れ
が

八
人
地
あ
る
い
は
見
地
に
相
當
す
る
わ
け
で
あ
る
。

 
つ
ぎ
の

一
來
に
つ
い
て
は
、
「佛
は
 
(
つ
ぎ

の
ご
と
く
)
 記
し
た
ま

え
り
。
彼
の
比
丘
は
三
結
壼
き
、
三
毒
薄
く
、

斯
陀
含
を
得
。

一
た
び

是
の
世
に
來
り
て
、
苦
際
を
蓋
す
こ
と
を
得
と
」
と
あ
り
。
パ
ー
リ
で
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は
、

「
彼

は
三

結

を

つ
く

す

こ

と

に
よ

り
、

貧

瞑

擬

う

す

く

な

り
、

一

來

と
な

る
。

一
度

の
み

こ

の
世

に
來

り

て
、

苦

の
邊

際

を

な
す

」

と
あ

る
。

漢

課

で

「
三
毒

薄

く

」
と
あ

る
貼

が
、
パ

ー

リ

で
は

「
食

瞑

療

薄

く

r
a
g
a
-d
o
s
a
-m
o
h
a
n
a
m
 
ta
n
u
t
ta
」

と

あ

り
、

三

毒

と

は
貧

瞑

擬

の

こ
と

で
あ

る
。

こ

の

「
薄

」
t
a
n
u
tt
a
 は
、

十

地

説

の

「
薄

地

」

ta
n
u
-

b
h
u
m
i
,
 
t
a
n
u
-b
h
.
)
 
と

同

じ

用

語

で

あ

り
、

薄

地

の

原
語

が

そ

の
最

初

は
、

こ

こ

に
由

來

す

る

こ

と

は
容

易

に
推

定

し

う

る
。

そ

れ

は
、

今

ま

で
見

て

き
た

薄

地

の
内

容

か

ら

見

て
、

論

議

の

な

い

と

こ

ろ

で

あ

る
。

つ
ぎ

の
不

還

果

に

つ

い
て

は
、

「
佛

は
 
(
つ
ぎ

の

ご
と

く
)
 記

し

た

ま

え

ゆ
。

彼

の
比

丘

は
阿

那

含

を

得
、

五

下

結

審

き
、

便

ち

天

上

に

お

い

て
般

浬

葉

し
、

是

の
間

に
還

ら

ず

」

と

あ

る
。

パ

ー

り
で

は

「
彼

は

五

下

分

結

蓋

き

る

に

よ
り
、

化

生

者

と

な

り
、

そ

こ

に

お

い

て
般

浬

繋

し
、

そ

の
世

界

よ

り
還

ら
ざ

る
も

の

と
な

る

」

と

あ

る
。

五

下

分

結

と

は
、

食

・
瞑

・
身
見

・
戒

取

見

・
疑

の
五

結

で

あ

る
。

こ
れ

ら

の
煩

悩
は
、

衆

生

を

欲

界

に
結

び

つ
け

る
も

の

で
あ

る
。

不

還

は
、

こ
れ

ら

の
煩
悩

を
断

ず

る

か

ら
、

死

し

て

上

二
界

に
生

れ
、

欲

界

に
還

ら

ざ

る

も

の
と

な

る
。

そ

れ
故

に

「
不

還

」

と
呼

ば

れ

る

の

で
あ

る

が
、

十

地

説

で

は

こ

れ

は

「
離

欲

地

」
v
ita
r
a
g
a
-b
h
u
m
i
 と

呼

ば

れ
、
貧
 
r
a
g
a
 を

離

れ

る

こ

と

だ
け

が

言

わ

れ

て

い
る
。

し
か

し

こ

の
貧

で
も

つ

て
、

欲

界

の

煩

悩
を

代

表

さ

せ

て

い
る

も

の

と
見

て

よ

か

ろ
う
。

し

か

し

パ

ー

リ

の

阿

含

経

で

は
 
v
i
ta
r
a
g
a
 は
、

不

還

よ

り

も

む

し

ろ
阿

羅

漢

の
囑

性

を

示
す

と

き
用

い

ら

れ

て

い
る
。

つ
ぎ

の
阿

羅

漢

は
、

佛

は
 
(
つ
ぎ

の
ご

と

く
)
、
記

し

た

ま

え

り
。

彼

の

比

丘

は
阿

羅

漢

を

得
、

我

が

生

は
す

で

に

蓋

き
、

梵

行
す

で

に

立

ち
、

所

作

す

で

に
辮

ず
。

自

ら

謹

を

な

し

た

り

之

知

る

と

L

と

あ

る
。

パ

ー

リ

で

は

「
彼

は
諸

漏

蓋

く

る

に

よ

り
、

無

漏

の
心

解

脱

・
慧

解

脱

を
、

現

法

に

お

い
て
自

ら
謹

知

し
、

現

謹

し
、

且

足

し

て
佳

す

」

と
あ

る
ゐ

漢

繹

に

は

「
所

作

已
辮

」

と

あ

る

が
、

パ

ー

リ

に

は

こ

れ

は
な

い
。

し

か

し

阿
羅

漢

の
特

徴

と

し

て

「
所

作

已

辮

」

k
a
ta
k
a
r
a
n
iy
a
 と

い

う

こ

と

は
、

漢

巴

の
阿
含

経

で

一
般

に
定

説

と
な

つ
て

い
る
。

十

地

の
第

七

已
作

地

は
 
k
r
ta
v
i-b
h
u
m
i
 で

あ

る

が
、

こ

の
 
k
r
ta
v
in
 
は
、

さ

き

の
 
k
a
ta
k
a
r
a
n
iy
a
 や
 
k
a
ta
k
ic
c
a
 な

ど

と

同

じ
意

味

で

あ

り
、

阿

羅
漢

を

示

す

の
に
、

よ
く

用

い
ら

れ

る

言

葉

で

あ

る
。

た

と

え

ば

(
7
8
)

「
い
か
な
る
比
丘
で
も
、
阿
羅
漢
で
あ
り
、
な
す

べ
き
こ
と
を
作
し
お

わ
り
 
k
ata
v
i
 諸
漏
を
蓋
し
、
最
後
身
と
な
れ
る
彼
が
、
「私
は
語
る
」

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
」
な
ど
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
 k
a
ta
v
i

が
 
k
r
ta
v
in
 で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
 k
rta
v
in
 が
阿
羅
漢
を
示
す
こ

と
は
、
パ
ー
り
の
用
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

 
以
上
の
ご
と
く
阿
含
経
に
お
い
て
、
四
果
の
謹
悟
を
示
す
定
型
句
と
、

十
地
中
の
聲
聞
地
と
の
あ
い
だ
に
は
若
干
の
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
聲
聞
地
の
階
位
は
、
そ
の
源
流
を
四
果
の
階

位
に
議
す
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
さ
き
に
も
述

べ
た
ご
と
く
、

パ
ー
リ
佛
敢
で
は
こ
れ
を

「
地
」
に
お
い
て
組
織
す
る

地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
卒

川
)
 

三

〇
七
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地

の
思
想

の
獲
達
と
三
乗
共

通

の
十

地
 
(
卒

川
)
 

三
〇

八

こ
と

を

し

な

か

つ
た

の

で
あ

る
。

そ

れ

は
主

と

し

て
有

部

等

の
北

方

佛

教

で
な

さ

れ

た

の

で
あ

る
。

(
文
部
省
科
學
研
究
費
綜
査

研
究
成
果

の

一
部
)
 

本
論
文

が
頁
数
を
超
過
し
た

の
は
、

執
筆

を
中
止
さ
れ
た
人

が
多

く
、

た
め

に
第
二
号

の
頁
数
が
減

り
、
文

部
省

へ
の
責

任
頁
数

を
満

し
得

な
く
な
つ
た

た
め
、

そ
れ
を
う
め
る
た
め
に
と
ら
れ
た
措

置
で
あ
る
。

1
 

久
野
芳
隆

「
菩
薩
十
地
思
想

の
起
源
、

開
展
、

及

び
内
容
」
(
『
荻
原
敏

授
還
暦
記
念
論
文
集
』
七
四
-
一

二
三
頁
)
。
宮
本
正
尊

『
大
乗

と
小
乗
』

五
七

一
頁

以
下
。

山

田
龍
城

『
大
乗
佛
教
研
究
序
説
』
二
七

四
頁
以
下
。

2
 
水
野
弘
元

「
大
乗
経
典

の
性
格
」
(
宮
本
正
奪
編

『
大
乗

佛

教

の
成
立

史
的
研
究
』

二
八

一
頁
)
。

3
 
大
品
般
若
巻
六
、

大
正
八
、

二
五
九
下
。

光
讃
般
若
巻
四
、

大
正

八
、

一
九
八
下
-
九

上
。

放
光
般
若
巻

四
、

大
正
八
、

二
九
下
。

大
般
若
第
二

會
、

巻
四

一
六
、

大
正
七
、

八
八
下
。
影

印
北
京

版

西

藏

大

藏

経

一
八

巻
、

一
四
六
頁

四
-
四
。

N
.
 D
u
tt
,
 
P
a
p
c
a
v
in
s
a
t
is
a
h
a
sr
ik
a
-
P
r
a
-

jn
a
p
a
r
a
m
it
a
 p
.
 
2
2
5
.

4
 
大

品
般
若
巻

一
七
、
大
正

八
、

三
四
六
中
。

放
光
般
若
巻

一
三
、

大
正

八
、
九

一
中
。

大
般
若
第

二
會
、

大

正
七
、

二
七
三
中
。

大
般
若
第
三
會

、
大
正
七
、

四
九
七
中
、

六
三
九

上
。
大
般
若

初
會
、

大
正
六
、

六
九
〇

中
。

山

田
龍
城
、

前
引
書

二
七
二
頁

に
詳
し
く
典
掻
を
出

し
て
い
る
。

5
 

註
2
に
學

げ
る

チ
ベ

ッ
ト
課

二
萬

五
千
頒
般
若

で

は
、

d
k
a
r
-
p
o
 
r
n
-

a
m
-p
a
r
m
t
h
g

b
a
h
i
sa
 (
浮
観
地
)
・
r
ig
s
k
y
i
s
a
 (
性
地
)
・
b
r
-

g
y
a
d
-p
a
h
i
 sa
 (
八
人
地
)
・
m
th
o
n
-b
a
h
i
s
a
 (
見
地
)
・
b
sr
a
b
s
-p
a
h
i

s
a
 (
薄

地
)
・
h
d
o
d
-c
h
a
g
s
 d
a
n
 b
r
a
l
 p
a
h
i
s
a
 (
離

欲
丁地
)
・
b
y
a
s

b
r
to
g
s
-p
a
h
i
sa
 (
已
作
地
)
・n
a
n
-t
h
o
s
-k
y
i
sa
 (聲
聞
地
)
・r
a
n
-
s
a
n
s
-

r
g
y
a
s
-k
y
is
 s
a
 (
猫
贅

地
)
・
b
y
a
n
-c
h
u
s-se
nl
s
-d
p
a
h
i
 sa
 (
韮
口薩

地
)

の
十
地
を
學
げ
る
。

す
な
わ

ち
第

八

「聲

聞

地
」

を

入

れ
、
第

十

「
佛

地
」
を
鉄

い
て
い
る
。

6
 

註

2
に
學
げ
た
梵
本
二

萬

五

千

頚

般

若

で

は
 
1
 g
o
tr
a
-b
h
u
m
i
,
 
2

b
o
d
h
is
a
t
tv
a
-b
h
.
,
 
1
0
 b
u
d
d
h
a
-
b
h
.
,
 

を
塁
げ
る
。

す

な
わ
ち
第
七
に

聲
聞
地
を
學
げ

る
貼

で
は
、

チ
ベ
ッ
ト
課

に
合
す
る
が
、
第

一
の
浄
観
地

を
除

い
て
、
第
十

「
佛
地
」

を
入

れ
る
。
漢
繹
諸
系
統
は

「
聲
聞
地
」

を

入

れ
な

い
で
十
地

を

つ
く

る
か
ら
、
第

一
に
浄

観

地
 
(
乾
慧

地
)
 を

入

れ
、
第
十

に
佛
地

を
加

え
る
の
で
あ

る
。

7
 
光
讃
般
若
巻

七
、
大

正
八
、

一
九
八
下
-
九

上
。

8
 
大
智
度
論
巻

七
二
、
大

正
二
五
、

五
八
六
上
。

9
 
界
身
足
論
巻

上
、

大
正
二
六
、

六

一
四
中
。

10
 

品
類

足
論
巻

二
、
大

正
二
六
、

六
九

八
中
。

1
1
 大
毘
婆
沙
論
巻

四
二
、
大
正

二
七
、

二
二
〇

上
中
。

12
 

心
所
法

の
組
織

の
成

立
に
關

し
て
は
、
勝
又
俊
教

『
佛
敏

に
お
け

る
心

識
説

の
研
究
』

三
六
〇
頁

以
下
に
詳

し
い
研
究

が
あ
る
。

13
 
倶
舎
論
巻

四
、
大
正

二
九
、

一
九

上
。

な
お
こ
の
梵
語

に
つ
い
て
は
、

Y
a
so
m
itr
a
,
 
A
b
h
id
h
a
r
m
a
k
o
sa
v
y
a
k
h
y
a
 p
.
 1
3
1
-
2
 

に
よ
る
。

14
 

倶
舎

論
巻

一
〇
、

大
正
二
九
、

五
三
中
。

15
 
倶
舎
論

で
は
、

こ

の
説
を
経
量
部

の
主
張

と
明
言

し
て
は
い
な

い
。

し

 

か
し
倶
舎

論
に
は
、

こ
こ
に

「
世
尊

は
、

ま
さ
に
経

の
量

に
依

る

べ
し
と

 

言
え
り
」

と
述

べ
て

い
る
か
ら
、
経
量

部
系

の
説

と
見

て

よ

い

で

あ
ろ

 

う
。

倶
舎
論
巻

一
〇
、

大
正
二
九
、

五
三
中
。

た
だ
し
ヤ
シ

ョ
ー

ミ
ト
ラ

は
、

大

徳

シ

ュ
リ

ー

ラ

ー

タ
 (
b
h
a
d
a
n
t
a
 
S
r
ila
t
a
)
 の
親

と

な
す
。

こ
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れ
は
経
量
部
系

の
論
師
で
あ
る
。
Y
a
s
o
m
i
t
r
a
,
 

S
p
h
u
ta
r
t
h
a
 
A
b
h
id
h
-

a
rm
a
k
o
sa
v
y
a
k
h
y
a
 p
.
 
3
0
7
.
 

但
し
光
記
巻

一
〇
、

寳
疏
巻

一
〇

は
経

部

の
説
と
な
す
〇
大

正
四

一
、
一
七
七
上
、
大
正
同
、
六
〇

八
中
。
山

口

・

舟
橋

『
倶
舎

論
の
原
典
解
明
、

世
間
品
』
二
八
六
頁

註
九
。

16
 
順
正
理
論
巻

一
〇
、

大
正
二
九
、

三
四
八
中
。

部
派
佛
敢

に
お
け

る
心

所
の
否
定
説

に
つ
い
て
は
、
勝
又
博

士
の
前
引
書
四
〇

一
頁

以
下
。

水
野

弘
元

『
パ
ー
リ
佛
教
を
中
心
と
し
た
佛
数

の
心
識
論
』
二
三

三
頁
以
下
。

17
 
S
.
 L
e
v
i
,
 

V
ijn
a
p
tim
l
a
tr
a
t
a
s
id
d
h
i
 p
.
 
2
5
f
f
.

18
『

新
導
成
唯
識
論
』
巻
五
、

一
二

五
頁
。

19
 

S
.
 
L
e
v
i
,
 
ib
id
.
 p
.
 
3
2
.
 
l
l
.
 
3
0
,
3
1
.
 

宇
井
伯
壽

『
安
慧
護
法
唯
識
三
十

順
繹
論
』
九
五
頁
。

20
 

南
傳
大
藏

経
第

六
五
巻
所
攻

『
撮
阿
毘
達
麿
義
論
』

一
〇
頁
以
下
。

水

野
弘
元
、
前

引
書
二
六
二
頁
以
下
。

21
 
勝
童
師
子
吼

一
乗
大

方
便

方
廣
経
、

大
正

一
二
、

二
二
〇

上
。

22
、

倶
舎
論
巻

二

・
巻

二

一
、
大
正
二
九
、

八
中

・
一

一
〇
上
中
。

但

し
梵

文
カ
ー
リ
ヵ
ー

で
は
界

品
相
當
箇
所
で
は
 
m
a
n
a
s
i
 

同
と

の

み
あ

る
が
、

随

眠
品
相
當
箇
所

で
は
 
m
a
m
v
i
j
n
a
n
a
b
h
u
m
i
k
a
h
 

と

あ

る
。
V
.
 V
.

G
k
h
a
l
e
,
 

T
h
e
 T
e
x
t
 
o
f
 th
e
 A
b
h
id
h
a
r

a
k
o
sg
k
a
r
ik
a
 o
f
 V
a
-

s
u
b
a
n
d
h
u
 p
.
 77
.
 
v
.
 
3
3
,
 

p
.
 
9
2
 v
.
 55
.

23
 

倶
舎
論
巻
四
、

大
正

二
九
、

二
〇

上
。

24
 

倶
舎
論
巻

二

一
、
大
正

二
九
、
 
一
一
〇
上
。

25
 

倶
舎
論
巻

一
八
、

大
正

二
九
、

九
四
下
。

26
 

倶
舎
論
巻

一
〇
、

大
正
二
九
、

五
三
中
。

27
 

Y
a
m
a
k
a
 
v
o
l
.
 
I
.
 
p
p
.
 24
5
.
 
2
57
,
 
2
5
8
.
 
南
傳
大
藏
経
第

四
八
巻

上
、

四
三
二
、
四

五
八
頁
。

28
 

D
h
a
m
m
a
s
a
n
g
a
n
i
 p
p
.
 1
8
0
.
 
1
8
2
,
 南

傳

大

藏

経

第

四

五

巻

二

六

四
、

二

六

六

頁
。

29
 

V
isu
d
d
h
im
a
g
g
a
,
 H
O
S
.
 vo
l
.
 41
.
 p
.
 32
3
.
 
南

傳

大

藏

経

第

六

三

巻

三

一
九

頁
。

30
 

喩

伽

師

地
論

巻
一
、

大

正

三
〇
、

二

七
九

上
。

3
1
 V
isu
d
d
h
i
m
a
g
g
a
 
1
7
.
 H
O
S
.
 v
o
l
.
 
4
1
.
 p.
 41
0
.

32
 

倶

舎

論

巻

六
、

大

正

二

九
、

三

一
中
。

33
 

倶

舎

論

巻

三
、

大

正

二

九
、
 

一
六

中
。

34
 

倶
舎

論

巻

六
、

大

正

二

九
、

三

二

上
。

35
 

婆

沙
論

巻

一
六

一
、

一
六

五
、

大

正

二

七
、

八

一
七

上
。

八

三

六
頁
。

36
 

S
N
.
 v
o
l
.
 
5
.
 p.
 22
9
.
 南

傳

大

藏

経

第

一
六
巻

下
、

五
七

・
五

八
頁
。

37
 

長

阿

含
巻

四
、
大

正

一
、
二

五

中
。

雑

阿
含

巻

九
、
大

正

二
、

六

三

上
。

増

一
阿
含

巻

二

二
、

大

正

二
、

六

六

二

上
。

そ

の
他
。

38
「

學

地
認
定

の

家
」

(s
e
k
h
a
s
a
m
a
t
a
n
 k
u
la
n
)
 
V
i
n
a
y
a
p
ita
-

k
a
 v
o
l
.
 
I
V
.
 p
.
 1
8
0
,
 
南

傳

大

藏

経
第

二
巻

二

九

三

頁
。

五
分

律

巻

一

〇
、
馬
大

正

二

二
、

七

二

下
。

信

祇
律

巻

二

一
、
大

正

二

二
、

三

九

八

中
。

四

分
律

巻

一
九
、
大

正

二

二
、

六

九

七

上
。

十
諦

律

巻

一
九
、

大

正

二

三
、

一
三

二

上
。

V
.
 R
o
s
e
n
;
 D
e
r
 V
in
a
y
a
v
ib
h
a
n
g
a
 z
u
r
 B
h
ik
s
u
p
ra
-

t
im
o
k
s
a
 d
e
r
 S

r
v
a
s
tiv
a
d
in
s
,
 S.
 21
8
,
 
s
a
ik
s
a
sa
m
m
a
t
i
.

39
 

倶

舎

論

巻

一
〇
、

大

正

二

九
、

五

三

中
。

40
 

M

ilim
d
a
p
a

h
o
 p
.
 16
3
.
 
南

傳

大

藏

経

第

五

九

巻

上
、

三

三

一
頁
。

41
 

薩

婆

多

毘

尼

毘

婆

沙

巻

一
、
大

正

二

三
、

五
〇

六

上
。

42
 

婆

沙

論

巻

二

八
、

大

正

二

七
、

一
四
七

中

下
。

43
 

順

正

理
論

巻

五

八

・
六

七
、

大

正

二

九
、

六

六

七

下

・
七

一
〇

上
。

44
 

S
N
.
 v
o
l
.
 
I
I
I
,
 p.
 22
6
.
 南

傳

大

藏

経

第

一
四

巻
、

三

六

三

頁
。

地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
李

川
)
 

三
〇

九
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地

の
思
想

の
獲
達

と
三
乗
共
通

の
十
地
 
(
卒

川
)
 

三

一
〇

45
 

雑

阿
含

巻

二
、

大

正

二
、
 

一
六

上
。

な

お

大

正

二
、

二

二

四
中
。

46
 

別
課

雑

阿

含

七
、

大

正

二
、

四

二

五

上
、

増

一
阿

含
巻

一
、
大

正

二
、

五

五

二

上
中
。

47
 

N
e
ttip
a
k
a
ra
n
o
 p
p
.
 8
.
1
4
,
 5
0
.

48
 

大

品
般

若

巻

六
、

大

正

八
、

二

五

九

下
。

49
 

大

智

度

論

巻

七

二
、

大

正

二

五
、

五

八

五

下
-
五

八

六

上
。

50
 

大

般

若
波

羅

蜜
多

経

巻

四

一
六
、

大

正

七
、

八

八

下
。

51
 

M
a
h
a
v
y
u
tp
a
tt
i
 N
o
.
 5
0
,
 
S
r
a
v
a
k
a
b
h
u
m
a
y
a
h
 榊

本

八

六

頁
、

N
o
.
 114
1
.

52
 

N
.
 D
u
tt
,
 ib
id
.
 p
.
 22
5
.

53
 

影
印
北
京
版

西
藏
大
藏
経
第

一
八
巻

一
四
六
頁

四
-
四
。

54
 
光

讃
般
若
巻

七
、
大
正

八
、

一
九
八
下
-
一

九
九
上
。

55
 

放
光
般
若

巻
四
、
大
正

八
、

二
九
中
。

56
 

放
光
般
若
巻

一
三
、

大
正

八
、

九

一
中
。

57
 

山
田
龍
城

『
大
乗
佛
教
成
立
論
序
説
』

二
七

一
頁
。

た
だ

し
博
士

が
こ

の
十
地
の
名
構
を

「
大
品
経
」

と
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
何

か
の
誤

り
で

あ
ろ
う
。

こ
れ
は
上

の
放
光
経

に
ふ
く
め
る

べ
き
で
あ
り
、

大
品

の

「
深

奥
品
」

は
別

に
出
す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

58
 
大

品
般
若
巻
六

・

一
七
、

大
正

八
、

二
五
九
下

二
二
四

六
中
。

大
智
度

論
巻

七
二
、
大
正
二
五
、
、五

八
六
上
。

59
 
毘
尼
母
経
巻

一
・
八
、

大
正
二
四
、

八
〇

一
中
、

八
五
〇
中
。

60
 

倶
舎
論
巻
二
四
、

大
正
二
九
、

一
二
四
上
。

61
 
十
諦
律
巻
三
六
、

大
正
二
三
、

二

六
三
上
。

62
 

放
光
般
若

巻
四
、

大
正
八
、

二
九

中
。

63
 

大
毘
婆
沙
論
巻

二
八
、
大

正
二
七
、

一
四
七
中
下
。

64
 

同
上
。

65
 

薩
婆
多
毘
尼
毘
婆
沙
巻

一
、
大
正
二
三
、

五
〇
六
上
。

6
6
 同

上
。

67
 

十
諦
律
巻
三
六
、

大
正
二
三
、

二
六
三
上
。

68
 
舎
利
弗
阿
毘
曇
巻
八
、

大
正

二
八
、

五
四
八
下
。

69
 

木
村
泰
賢

『
阿
毘
達
摩
論

の
研
究
』

一
一
七
頁
以
下
。

70
 

P
u
g
g
a
la
p
a
n
a
t
t
i
 

p
.
 1
3
,
 
南

傳

大

藏

経
第
四
七
巻
三
七
六
頁
。

な

お
舎
利
弗
阿
毘
曇

に
も

「
性
人
」

の
説
明

が
あ

る
。
舎

利

弗

阿

毘
曇

巻

八
、
大
正
二

八
、
五
八
五

上
。

71
 
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
巻

一
五
、

大
正
二
八
、

一
一
四
上
。

72
 

拙
著

『
律
藏

の
研
究
』
五
七
二
頁
以
下
参
照
。

73
 

毘
尼
母
経
巻

一
、
大
正
二
四
、

八
〇

一
中
。

74
 
毘
尼

母
経
巻

八
、
大
正
二
四
、

八
五
〇
中
。

75
 
拙
著

『
律
藏

の
研
究
』
二
六

二
頁
参
照
。

76
 
M
a
h
a
v
y
u
t
p
a
t
t
i
 

N
o
.
 50
.
 
榊
本

八
六
頁
。

7
7
 四
果
を
得

た
人

々
に
た

い
す

る
佛
陀

の
授
記

は
、
型

と
な

つ
て
、
阿
含

経
に
は
し
ば
し
ば
説

か
れ
て
い
る
。

そ

の
二
三
の
例

を
示
す
。

S
N
.
 vo
l
.

V
.
 pp
.
 3
5
6
-
7
.
 

南

傳

大
藏
経
第

一
六
巻

下
、
二
四

一
頁
。

長
阿
含
雀
二
、

五
、
大

正

一
、 
二
二
上
、

三

四
中
。

中
阿
含
巻

一
、 
一
八
、
大
正

一
、
四

二
四
中
下
、

五
四
五
下
。

雑

阿
含
巻
三
〇
、

大
正
二
、

二

一
七
中
下
、

増

一
阿
含

巻
二
〇
、

大
正

二
、

六
五
三
中
下
。

但
し
こ
こ
で
は
最
も
整

つ
て

い
る
十
諦
律

の
記
述
を
、

パ
ー
リ
と
封

照
し
て
示
す

こ
と
に
し
た
。

十
諦

律
巻

一
八
、
大

正
二

三
、

一
二
九
上
。

78
 
S
N
.
 vo
l
.
 
I
.
 
p
.
 14
,
 南
傳
大
藏
経
第

一
二
巻
二
〇
頁
。
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