
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
い
わ
れ
る
入
と
は
、
初
地
に
入
る
こ
と
、
善
入
も
し
く
は
善
住
（
仏
陀
扇
多
訳
）
と
は
、
遍
行
等
の
障
を
断
ぜ
る
が

故
に
十
地
に
入
る
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
く
わ
し
く
い
え
ば
、
八
菩
薩
の
住
に
到
達
す
る
Ｖ
と
い
わ
れ
、
八
一
切
智
智
に
よ
り

阿
砒
達
磨
大
乗
修
多
羅
中
、
婆
伽
婆
前
、
善
入
二
大
乗
一
菩
薩
、
為
し
顕
二
場
大
乗
大
体
一
故
説
、
所
謂
為
二
大
乗
一
故
、
諸
仏
世
尊
有
二
十

種
勝
相
勝
奉
現
（
笈
多
共
行
矩
等
訳
以
下
こ
の
訳
本
を
用
い
る
）

｝
」
の
文
に
よ
れ
ば
、
そ
の
菩
薩
と
は
、
善
入
大
乗
菩
薩
日
少
圃
乱
邑
四
ｍ
匡
胃
ゆ
く
騨
号
＆
亘
の
凹
茸
ぐ
色
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の

よ
う
な
菩
薩
は
、
す
で
に
陀
羅
尼
等
の
勝
功
徳
を
得
て
お
り
、
文
句
に
お
い
て
も
義
理
に
お
い
て
も
、
能
く
正
し
く
任
持
し
開
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
菩
薩
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

性
、
お
よ
び
そ
の
こ
と
と
大
乗
〃

つ
ぎ
の
ご
と
く
に
説
い
て
い
る
。

『
摂
大
乗
論
』
に
説
く
と
こ
ろ
の
菩
薩
と
は
、
い
か
な
る
菩
薩
で
あ
る
か
、
ま
た
声
聞
乗
等
よ
り
殊
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
大
乗
の
殊
勝

お
よ
び
そ
の
こ
と
と
大
乗
仏
教
仏
説
主
張
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
論
本
は
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、

大
乗
菩
薩
の
證
入
次
第
に
つ
い
て

Ｉ
摂
大
乗
論
総
標
綱
要
分
管
見
Ｉ

｜
大
乗
の
大
体

佐
々
木
教

悟

1



①

て
証
入
す
る
Ｖ
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
八
地
以
上
の
菩
薩
を
指
す
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
菩
薩
が
世
尊
の
面
前
に
お
い
て

語
る
教
説
は
、
玄
奨
訳
『
無
性
釈
』
に
よ
れ
ば
、
仏
の
開
許
（
四
口
且
目
３
印
可
）
し
た
も
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
異
言
（
虚
言
）
な
き

も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
無
性
釈
』
は
、
『
十
地
経
』
の
如
し
と
の
べ
て
、
上
述
の
所
論
を
裏
付
け
て
い

つ
ぎ
に
大
乗
の
大
体

②

釈
』
（
秘
義
分
別
摂
疏
）
は

つ
○
○

正
か
い
、
』
／
イ
ｒ
１
二
三
‘
〆
ノ
ー
ｊ
ノ
４
４
Ｊ
’
１
Ⅲ
ク
、
Ｂ
ｆ
Ｖ
・

大
乗
の
大
体
を
顕
わ
さ
ん
が
為
に
と
云
わ
る
る
中
、
大
乗
の
語
は
能
言
と
所
言
と
諸
波
羅
蜜
と
真
如
と
有
果
と
を
摂
持
す
る
。
こ
の

一
切
の
大
体
は
甚
深
に
し
て
広
大
な
る
に
よ
り
無
上
性
の
も
の
で
あ
る
。
体
と
い
う
語
は
、
自
性
を
果
の
義
に
お
い
て
称
す
る
。
轡

③

え
ば
火
は
熱
の
体
、
毒
は
害
の
体
と
い
う
が
如
く
で
あ
る
。

と
の
べ
て
い
る
。
大
乗
の
教
法
が
甚
深
広
大
に
し
て
無
上
性
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
は
、
安
慧
の
『
中
邊
分
別
論
釈
疏
』
の
「
無
上

乗
品
」
に
お
け
る
三
種
無
上
義
、
す
な
わ
ち
行
冒
旦
ぢ
ゅ
昏
と
所
縁
巴
四
日
９
画
四
と
修
証
の
色
目
巨
樹
圏
日
騨
な
る
三
体
の
殊
勝
な
る
こ

と
を
の
。
へ
る
所
論
が
も
っ
と
も
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
か
の
「
無
上
乗
品
」
に
あ
っ
て
は
、
無
上
乗
が
大
乗
で
あ
る

ゆ
え
ん

所
以
を
の
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
三
種
無
上
義
を
あ
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
声
聞
と
独
覚
と
の
二
乗

よ
り
大
乗
の
殊
勝
な
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

大
乗
の
名
義
に
関
し
て
、
『
無
性
釈
』
が
蔵
漢
両
訳
と
も
に
七
種
の
大
性
と
相
応
す
る
故
に
大
な
り
云
交
と
の
、
へ
る
の
は
、
世
親
釈
が

関
説
し
な
い
も
の
で
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
七
種
大
性
は
、
前
述
の
『
中
邊
分
別
論
釈
疏
』
の
「
無
上
乗
品
」
に
あ
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
七
種
の
徳
目
は
、
所
縁
、
行
、
智
、
精
進
、
方
便
、
善
巧
、
得
業
で
あ
り
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
巻
十
二
（
大
正
三
一
、
六
五

四
、
梵
本
一
七
一
頁
）
お
よ
び
『
大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
巻
十
一
（
大
正
三
一
、
七
四
三
下
’
七
四
四
上
）
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
『
琉
伽
帥
地
論
』
巻
四
十
六
（
大
正
三
○
、
五
四
八
下
）
、
『
皿
揚
聖
教
論
』
巻
八
（
大
正
三
一
、
五
二
○
下
）
、
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
経

目
農
ご
胃
］
色
目
色
園
言
口
舌
（
日
昏
詳
目
算
ぐ
騨
扇
．
曙
Ｐ
目
臘
匡
ｏ
ｇ
Ｂ
Ｐ
ｇ
洋
ぐ
Ｐ
目
．
冒
冒
。
芹
①
〕
）
に
関
し
て
『
秘
義
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さ
て
、
以
上
の
ご
と
く
善
入
の
菩
薩
が
仏
開
許
の
も
と
に
大
乗
の
大
体
を
顕
わ
さ
ん
が
た
め
に
十
種
の
勝
相
勝
語
を
説
い
た
と
い
わ
れ

る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
じ
た
い
が
す
で
に
大
乗
の
殊
勝
性
を
も
の
が
た
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
説
き
だ
さ
れ
た
と
こ
ろ

の
十
種
勝
相
勝
語
の
該
当
す
る
位
態
、
す
な
わ
ち
十
処
烏
曾
冨
目
に
由
れ
る
も
の
と
い
う
点
か
ら
も
大
乗
が
声
聞
乗
等
に
異
な
る
と

せ
ら
れ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
そ
の
異
な
る
と
は
、
た
だ
単
に
異
な
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
声
聞
乗
に
お
い

て
は
こ
の
十
義
は
説
か
れ
な
い
、
し
か
も
、
大
乗
中
に
お
い
て
も
殊
勝
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
最
上
と
せ
ら
れ
、
無
上
性
の
も
の
と
せ
ら

れ
る
。
そ
こ
に
、
仏
開
許
と
い
う
こ
と
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
る
に
、
こ
れ
ら
の
十
義
が
声
聞
乗
中
に
説
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
の
み
で
は
、
大
乗
が
仏
言
国
ロ
目
冨
ぐ
ゅ
８
口
四
で
あ
る
と
は

品
」
（
大
正
三
○
、
五
六
六
下
意

の
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

論
』
巻
上
（
大
正
二
五
、
七
九
一
下
）
系
統
の
も
の
は
、
法
、
発
心
、
勝
解
、
増
上
意
楽
、
資
糧
、
時
、
円
証
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
の
『
無
性

釈
』
は
、
そ
こ
に
七
種
の
徳
目
を
あ
げ
て
い
な
い
が
、
続
い
て
説
明
す
る
と
こ
ろ
の
菩
提
分
等
の
相
に
関
す
る
も
の
が
、
「
菩
薩
地
建
立

品
一
（
大
正
三
○
、
五
六
六
下
）
に
お
け
る
諸
相
随
好
の
説
と
関
連
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
『
無
性
釈
』
に
お
け
る
も
の
は
『
琉
伽
論
』
系
統

こ
の
よ
う
に
、
七
種
大
性
に
は
二
種
の
系
統
の
も
の
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
か
の
『
職
伽
論
』
「
功
徳
口
凹
の
所
説
は
、
帰
す
る
と

こ
ろ
、
正
行
の
円
満
せ
る
と
こ
ろ
の
、
正
行
の
功
徳
殊
勝
な
る
菩
薩
が
、
声
聞
や
独
覚
よ
り
殊
勝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
は
ま

た
、
『
中
邊
分
別
論
』
等
に
お
い
て
力
の
注
が
れ
た
、
声
聞
等
と
は
不
共
な
る
大
乗
行
の
顕
示
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
大
乗
行
の
顕
示

と
い
う
こ
と
は
、
行
を
基
と
し
て
行
観
の
次
第
分
位
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
行
の
対
象
（
所
縁
）
と
行
の
果
（
修
証
）
と
が
施
設
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
、
『
中
邊
分
別
論
釈
疏
』
「
無
上
乗
品
」
所
説
の
、
大
乗
が
無
上
乗
た
る
と
こ
ろ
に
究
ま
る
も
の
て
あ
る
か
ら
、
さ
き
に
か
か
げ
た

「
無
上
乗
品
」
の
所
説
と
両
を
あ
い
ま
っ
て
、
こ
こ
の
註
釈
は
理
解
さ
る
鍔
へ
き
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

二
声
聞
乗
の
所
説

３



い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
声
聞
乗
中
説
か
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
数
論
や
勝
論
の
所
説
は
仏
言
た
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
か
の
『
世
親
釈
』
や
『
無
性
釈
』
に
声
聞
乗
中
説
か
ざ
る
が
故
に
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
十
種
の
項
目
に
相
当
す

る
も
の
は
、
声
聞
乗
中
に
も
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
っ
て
、
『
秘
義
釈
』
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
の
ぺ
て
い
る
。

日
喜
阿
頼
耶
と
い
わ
れ
る
等
に
よ
っ
て
所
知
依
を
説
く
（
所
知
依
）

。
化
生
の
有
情
あ
り
と
い
わ
れ
る
等
に
よ
っ
て
遍
計
所
執
を
説
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
有
情
無
し
と
い
わ
れ
る
等
に
よ
っ
て
円
成
実
を

一
一
説
き
、
こ
れ
ら
の
法
は
因
を
具
す
と
い
わ
れ
る
等
に
よ
っ
て
依
他
起
を
説
く
（
所
知
相
）

白
眼
と
色
等
と
い
わ
れ
る
等
に
よ
っ
て
入
所
知
を
説
く
（
入
所
知
相
）

か

画
彼
の
因
と
果
の
教
説
あ
り
て
六
波
羅
蜜
を
説
く
（
彼
入
因
果
）

⑤
大
衆
部
中
、
地
の
差
別
を
説
く
（
彼
因
果
修
差
別
）

㈹
㈹
㈹
‐
・
鵬
ま
た
三
学
を
説
く
（
増
上
戒
学
、
増
上
心
学
、
増
上
慧
学
）

㈹
浬
藥
は
漏
と
負
を
離
れ
る
と
い
わ
れ
る
等
に
よ
っ
て
説
く
（
彼
果
断
）

同
法
身
は
無
学
位
の
法
の
自
性
に
し
て
、
受
用
身
は
法
の
輪
を
転
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
変
化
身
を
説
く
が
故
に
、
ま
た
三
身
は
説
か

こ
の
中
、
日
の
喜
阿
頼
耶
と
は
、
「
所
知
依
分
衆
名
章
」
の
終
り
に
、
阿
頼
耶
の
異
門
と
し
て
あ
げ
て
い
る
増
一
阿
含
『
如
来
出
現
四

⑤

功
徳
経
』
の
そ
れ
で
あ
る
。
彼
処
に
は
、
愛
、
楽
、
欣
、
喜
な
る
四
阿
頼
耶
が
説
か
れ
、
そ
れ
ら
が
一
切
法
の
所
依
止
と
さ
れ
て
い
る
Ｐ

⑥

。
の
化
生
の
有
情
あ
り
云
々
は
、
『
唯
識
二
十
論
』
第
七
偶
に
「
依
二
彼
所
化
生
一
世
尊
密
意
趣
説
し
有
二
色
等
処
一
如
二
化
生
有
情
一
」
と
あ

り
、
仏
世
尊
が
化
生
の
有
情
あ
り
と
説
き
た
も
う
は
密
意
趣
号
ご
胃
幽
冨
に
由
る
も
の
で
、
実
に
は
有
情
と
か
、
我
と
か
い
う
も
の
は

な
く
、
た
だ
法
は
因
を
具
す
る
に
よ
っ
て
お
こ
れ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
そ
の
文
意
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
（
第
七
偶

長
行
の
要
旨
）
。
こ
れ
は
ま
た
『
倶
舎
論
』
の
「
破
我
品
」
に
「
此
処
に
、
我
、
若
し
く
は
有
情
も
無
し
。
こ
れ
ら
の
法
は
因
を
具
す
る
も

同
法
身
は
無
堂

④

れ
た
（
彼
果
智
）
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匂
の
眼
と
色
云
々
は
、
「
眼
と
色
と
に
縁
っ
て
眼
識
生
ず
」
と
い
う
「
雑
阿
含
経
』
巻
八
（
大
正
二
、
四
九
中
’
五
六
上
に
数
ヵ
処
み
え
て

い
る
）
の
縁
起
観
を
顕
わ
す
経
文
を
指
す
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
も
し
こ
の
見
解
が
誤
ま
り
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
文
は
ま
た
『
倶

舎
論
』
「
随
眠
品
」
、
同
「
破
我
品
」
等
に
も
引
用
さ
れ
る
経
量
部
依
用
の
聖
教
に
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
有
外
境
論
者
切
目
乱
昇
冨
く
目
白

⑧

が
自
己
の
宗
を
立
す
る
に
際
し
て
、
し
ば
し
ば
証
権
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

四
以
下
は
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑦

の
に
し
て
、
十
二
の
有
支
と
も
ろ
も
ろ
の
稲
と
処
と
界
と
な
り
」
と
説
か
れ
て
い
る
も
の
と
同
義
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
こ
れ

を
ク
シ
ュ
ド
ラ
カ
・
ア
ー
ガ
マ
中
の
所
説
と
し
て
い
る
。
政
毘
耶
国
富
ぐ
冒
の
『
異
部
宗
精
釈
』
に
よ
れ
ば
、
‐
無
我
説
を
立
て
た
の
は
、

上
座
部
、
説
一
切
有
部
ふ
化
地
部
、
法
上
部
、
迦
葉
部
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
い
ま
の
場
合
の
ご
と
く
、
無
我
説
に
即
し
な
が

ら
瀧
処
界
の
生
起
を
説
く
の
は
、
同
じ
上
座
部
系
の
部
派
の
中
で
も
、
瀧
処
界
に
能
依
し
て
の
補
持
伽
羅
冒
侭
巴
騨
の
施
設
を
説
く
犢

子
部
的
な
宗
義
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
が
法
た
る
た
め
に
は
、
依
っ
て
あ
る
も
の
冒
胃
昇
冒
黒
亘
冨
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
一
つ
の
も
の
の
存
在
が
他
の
も
の
と
の
対
存
関
係
に
お
い
て
そ
の
存
在
の
根
拠
を
有
す
る
か
ら
、

そ
れ
は
因
を
具
す
る
も
の
胃
目
日
胃
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
因
を
具
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
所
作
性
冒
薗
冨

で
あ
る
。
．
そ
し
て
か
く
の
ご
と
く
あ
る
こ
と
が
法
の
如
実
な
あ
り
か
た
で
あ
る
。
》
｜
こ
れ
は
ま
た
「
四
百
論
』
「
破
常
品
」
に
説
か
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
法
に
対
す
る
こ
の
三
つ
の
定
義
は
、
「
破
常
品
」
の
要
旨
で
あ
る
と
と
も
に
「
破
我
品
」
の
終
り
に
も
再
説
さ
れ
て
い
て
、

両
品
を
通
じ
て
の
重
要
な
思
想
で
あ
る
。
：
い
ま
『
秘
義
釈
』
が
化
生
の
有
情
あ
り
云
々
と
の
尋
へ
て
三
性
を
あ
げ
、
い
わ
ゆ
る
有
因
の
法
、

す
な
わ
ち
所
作
性
な
る
も
の
が
、
『
倶
舎
論
』
の
「
破
我
品
」
に
は
、
す
で
に
十
二
の
有
支
と
も
ろ
も
ろ
の
溌
処
界
な
り
と
具
体
的
に
そ

の
内
容
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
声
聞
乗
中
す
で
に
所
知
相
に
相
当
す
る
も
の
を
説
い
て
い
る
と
な
す
所
論
は
承
認
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

匂
の
眼
と
色
云
々
は
、
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か
く
の
ご
と
く
声
聞
乗
中
に
も
十
種
の
項
目
に
相
当
す
る
も
の
は
説
か
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
た
ん
に
語
ぐ
Ｐ
Ｃ
四
コ
沙
日
た
る
に
過

ぎ
な
い
。
十
種
を
円
満
に
図
Ｈ
君
同
息
国
民
一
切
種
に
切
目
ご
胃
圃
説
き
示
せ
る
も
の
て
は
な
い
。
そ
れ
故
に
勝
相
勝
語
（
胃
四
圃
国
‐

ぐ
帯
留
ぐ
国
牌
凹
ぐ
煙
。
目
四
目
玄
英
訳
は
殊
勝
殊
勝
語
）
た
り
え
な
い
、
と
大
乗
側
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

『
秘
義
釈
』
は
い
う
。

声
聞
乗
に
お
い
て
は

日
所
知
依
を
因
の
差
別
と
、
同
類
の
差
別
と
、
所
縁
の
教
示
と
、
重
習
の
所
依
性
等
の
分
別
に
よ
っ
て
説
か
な
い
。

○
遍
計
所
執
な
る
色
等
の
差
別
と
、
円
成
実
な
る
法
無
我
の
相
と
、
依
他
起
の
体
な
る
八
識
聚
の
相
と
を
分
別
し
な
い
。

日
入
所
知
な
る
、
か
く
の
ご
と
き
教
説
の
遍
計
所
執
等
に
入
る
と
こ
ろ
の
相
を
説
か
な
い
。

画
三
輪
清
浄
の
波
羅
蜜
を
分
別
し
な
い
。

㈲
大
衆
部
中
、
地
の
差
別
は
説
く
が
、
そ
れ
は
自
宗
に
お
け
る
所
談
に
過
ぎ
な
い
。

㈹
有
情
の
た
め
の
戒
律
の
相
を
分
別
し
な
い
。

㈲
増
上
心
な
る
大
乗
顕
現
の
相
で
あ
る
三
昧
等
の
差
別
を
説
か
な
い
。

㈹
増
上
慧
な
る
二
無
我
観
察
の
差
別
を
説
か
な
い
。

㈹
無
住
処
浬
藥
に
逮
達
せ
ら
れ
る
ご
と
き
も
の
を
分
別
し
な
い
。

⑨

⑤
三
身
を
主
張
す
る
が
ご
と
く
に
分
別
し
な
い
。

こ
の
中
、
。
以
下
は
ほ
ぼ
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
㈲
の
所
知
依
に
関
す
る
も
の
は
ど
の
よ
う
に
解
せ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も

し
因
の
差
別
が
『
倶
舎
論
』
に
説
か
れ
る
六
因
（
能
作
、
倶
有
、
同
類
、
相
応
、
遍
行
、
異
熟
）
の
差
別
を
指
す
も
の
と
解
し
て
大
過
が
な
い
な

三
十
種
勝
相
勝
語
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ら
ぱ
、
つ
ぎ
の
同
類
の
差
別
は
、
六
因
中
の
第
三
因
の
差
別
を
指
す
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は

ハ
ス
ト
ト
ト
ナ
リ
ヘ
シ
テ
ナ
リ
ト
ト
ヲ
ス
ト
モ
リ
ナ
リ

同
類
因
相
似
、
自
部
地
前
生
、
道
展
転
九
地
、
唯
等
勝
為
し
果
、
加
行
生
亦
然
聞
思
成
等
。
（
分
別
根
品
八
’
九
、
校
註
本
）

と
説
か
れ
て
い
る
ご
と
く
、
先
ず
第
一
に
善
悪
無
記
の
三
性
に
つ
い
て
同
類
の
説
か
れ
る
こ
と
、
第
二
に
自
部
た
る
こ
と
（
部
と
は
五
部
の

こ
と
で
、
見
道
の
四
諦
と
修
道
と
を
指
す
）
、
第
三
に
自
地
た
る
こ
と
（
地
と
は
三
界
九
地
の
こ
と
で
、
欲
界
と
、
色
界
の
四
静
慮
と
無
色
界
の
四
処
と

を
指
す
）
、
第
四
に
前
生
た
る
こ
と
（
過
去
の
も
の
は
現
在
お
よ
び
未
来
の
も
の
に
対
し
て
、
現
在
の
も
の
は
未
来
の
も
の
に
対
し
て
同
類
因
の
関
係
を

有
す
る
こ
と
を
い
う
）
等
の
差
別
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
所
縁
の
教
示
と
い
わ
れ
る
所
縁
と
は
、
色
等
の
六
境
を
指
し
、
窯
習
の
所
依

性
と
は
、
眼
等
の
六
根
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
す
で
に
『
倶
舎
論
』
等
に
説
か
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

『
秘
義
釈
』
は
そ
れ
を
評
し
て
、
こ
れ
ら
を
具
体
的
に
分
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
知
依
を
充
分
に
明
示
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
し
て
『
秘
義
釈
』
は
十
種
の
項
目
を
円
満
に
、
か
つ
一
切
種
に
説
く
か
、
も
し
く
は
説
か
な
い
か
、
と
い
う
点
か
ら
大
乗

と
声
聞
乗
と
の
ち
が
い
を
あ
ら
わ
さ
ん
と
し
、
ひ
い
て
は
大
乗
の
殊
勝
性
を
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
ま
は
十
義
に
も
と
づ
い
て
両

者
に
差
異
の
あ
る
む
ね
を
瞥
見
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
十
義
の
名
目
は
、
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
現
観
号
巨
の
四
日
昌
四
の
次
第
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
現
観
の
差
別
に
よ
っ
て
、
菩
薩
と
声
聞
と
の
異
な
る
む
ね
を
の
雫
へ
る
本
論
入
所
知
相
分
の
十
種
の
差
別
と

あ
い
通
ず
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

フ
○

㈲
所
縁
差
別
菩
薩
は
大
乗
の
法
を
も
っ
て
所
縁
と
な
す

声
聞
は
声
聞
の
法
を
も
っ
て
所
縁
と
な
す

口
住
持
差
別
菩
薩
は
福
智
の
二
資
糧
を
も
っ
て
資
持
と
な
す

声
聞
は
智
を
欠
き
て
こ
資
糧
円
具
せ
ず

入
所
知
相
分
の
十
種
差
別

７



日
果
差

㈹
化
現
差
別

㈹
生
差
別

㈹
平
等
心
差
別

㈹
清
浄
差
別

⑤
ｌ
地
差

匂
通
達
差
別

四
浬
薬
差
別

扇
多
訳
論
本
は
、
最
初
に
十
一
種
と
し
な
が
ら
実
際
に
述
今
へ
る
に
際
し
て
は
十
種
と
な
し
、
笈
多
訳
お
よ
び
チ
零
ヘ
ッ
ト
訳
と
一
致
す
る
。
真
諦
訳
と

玄
英
訳
と
は
十
一
種
と
す
る
。
十
一
種
と
す
る
と
き
は
、
第
六
の
清
浄
差
別
を
内
外
二
種
に
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
釈
論
に
お
い
て
は
、
世
親
釈
は
蔵

漢
と
も
に
簡
略
で
、
こ
の
こ
と
に
関
説
し
な
い
。
玄
檗
訳
無
性
釈
は
十
種
あ
る
い
は
十
一
種
の
両
方
を
あ
げ
、
チ
↑
ヘ
ッ
ト
訳
無
性
釈
は
十
種
と
な
す
。

別 別

菩
薩
は
人
法
二
無
我
に
通
達
す

声
聞
は
法
に
著
す
る
執
有
あ
り

菩
薩
は
無
住
処
浬
喋
を
摂
受
す

声
聞
は
こ
の
こ
と
無
し

菩
薩
は
十
地
に
よ
っ
て
出
離
を
得
る

声
聞
は
諸
地
の
建
立
無
し

菩
薩
は
煩
悩
の
習
気
を
断
じ
仏
土
を
浄
め
る

声
聞
は
こ
の
こ
と
無
し

菩
薩
は
自
他
平
等
の
心
を
も
っ
て
衆
生
成
熟
の
加
行
を
起
こ
一
し
て
休
息
せ
ず

声
聞
は
こ
の
こ
と
無
し

菩
薩
は
如
来
の
家
な
る
法
界
に
生
ず

声
聞
は
こ
－
の
こ
と
無
し

菩
薩
は
つ
ね
に
諸
仏
の
集
会
中
に
化
現
し
正
法
を
摂
受
す

声
聞
は
こ
の
こ
と
無
し

菩
薩
は
十
力
、
四
無
畏
、
｝
十
八
不
共
法
等
な
る
如
来
の
法
お
よ
び
無
量
の
功
徳
果
を
成
就
す

声
聞
は
こ
の
こ
と
無
し
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大
乗
の
声
聞
乗
よ
り
殊
勝
な
る
点
が
示
さ
れ
つ
つ
十
種
勝
相
勝
語
が
説
か
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
仏
言
と
し
て
の
証
明
は

な
お
不
充
分
な
も
の
が
あ
る
。
大
乗
が
仏
言
た
り
得
る
所
以
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
十
勝
相
（
真
諦
訳
）
が
大
菩
提
冒
農
９
８
目
を
引
生
す

る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
大
乗
を
仏
言
と
し
て
決
定
的
に
価
値
づ
け
る
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

し
か
ら
ば
い
か
に
し
て
そ
の
大
菩
提
は
引
生
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
成
就
呂
冒
９
口
ロ
色
、
随
順
ゅ
国
鳥
巳
騨
、
不

相
違
四
日
目
目
ｇ
と
い
う
三
義
に
よ
っ
て
一
切
智
智
が
得
し
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

『
世
親
釈
』
に
よ
れ
ば
、
成
就
と
は
正
理
等
の
量
に
よ
っ
て
思
択
し
て
導
師
所
説
の
相
を
見
る
が
ご
と
き
こ
と
、
随
順
と
は
現
観
に
向

か
っ
て
加
行
し
て
住
す
る
こ
と
、
ま
た
は
導
師
所
説
の
正
道
に
随
っ
て
住
す
る
こ
と
、
不
相
違
と
は
十
地
中
、
障
碍
の
因
無
く
、
導
師
所

説
の
道
に
お
い
て
賊
等
の
害
無
き
が
ご
と
く
生
死
浬
藥
相
違
せ
ず
と
説
明
し
て
い
る
。

「
無
性
釈
』
に
よ
れ
ば
、
か
く
の
ご
と
き
十
処
は
正
量
に
随
う
と
こ
ろ
な
る
故
に
へ
広
く
当
に
決
択
す
べ
き
が
ご
と
き
を
成
就
と
云
い
、

能
く
対
向
し
能
く
随
順
す
る
義
が
随
順
、
六
句
義
（
勝
論
）
等
の
邪
智
に
あ
ら
ず
、
あ
る
い
は
声
聞
乗
の
ご
と
く
過
失
あ
り
て
仏
果
と
相
違

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
十
種
は
、
真
諦
訳
世
親
釈
に
よ
れ
ば
、
前
五
は
道
の
差
別
、
後
五
は
果
の
差
別
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を

所
知
依
等
の
十
義
に
配
す
る
な
ら
ば
、
第
八
増
上
慧
学
ま
で
の
現
観
的
内
容
が
前
五
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
第
九
果
断
第
十
彼
果
智
の
両
義

の
そ
れ
が
後
五
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
か
ん
が
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
に
『
秘
義
釈
』
が
、
声
聞
乗
に
お
い
て
は
十
義
を
円
満

に
一
切
種
に
説
か
な
い
と
い
っ
た
、
そ
の
内
容
の
一
班
を
こ
こ
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
他
方
ま
た
、
こ
の
入
所
知
相

分
に
お
け
る
十
種
の
項
目
は
、
「
大
乗
荘
厳
経
論
』
等
に
お
け
る
七
種
大
性
の
増
広
さ
れ
た
も
の
と
も
い
い
う
る
か
ら
、
大
乗
の
大
性
た

る
所
以
が
か
く
の
ご
と
き
諸
項
目
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
し
だ
さ
れ
、
声
聞
乗
に
対
す
る
大
乗
の
殊
勝
性
が
語
ら
れ
よ
う
と
し
た
意
図
が
、
こ

の
現
観
の
差
別
説
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

四
大
菩
提
の
引
生
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わ
れ
る
の
で
あ
る
〈

す
る
が
ご
と
き
も
の
で
な
い
こ
と
を
不
相
違
と
い
う
と
の
べ
て
い
る
。

⑩

こ
の
三
義
に
よ
っ
て
一
切
智
智
が
得
し
め
ら
れ
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
種
々
の
解
釈
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

十
処
が
声
聞
乗
中
に
説
か
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
十
処
が
大
菩
提
を
引
き
起
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
三
義
（
三
句
）
を
あ
げ
、

そ
の
中
の
成
就
に
つ
い
て
正
量
に
随
う
、
あ
る
い
は
正
量
に
よ
っ
て
思
択
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
点
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
正

量
と
は
、
正
思
量
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
如
理
作
意
、
如
理
観
察
を
意
味
す
る
語
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
正
量
に
随
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

正
し
く
現
観
に
向
か
っ
て
加
行
し
、
そ
の
結
果
仏
果
と
も
相
違
し
な
い
と
い
う
随
順
と
不
相
違
の
義
も
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故

に
、
い
ま
の
場
合
、
『
秘
義
釈
』
に
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
境
・
行
・
果
に
配
当
す
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
も
簡
に
し
て
要
を
得
た
説
明
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
大
乗
の
境
た
る
所
知
依
と
所
知
相
が
顛
倒
せ
ざ
る
が
故
に
成
就
、
大
乗
の
行
た
る
入
所
知
相
等
の
六
は
果

へ
の
随
入
を
説
く
も
の
な
る
故
に
随
順
、
大
乗
の
果
た
る
断
と
智
と
の
殊
勝
な
る
も
の
は
因
と
相
違
せ
ざ
る
が
故
に
不
相
違
で
あ
る
と
い

な
お
、
こ
の
三
義
に
対
し
て
『
世
親
釈
』
と
「
秘
義
釈
』
と
は
別
釈
を
あ
げ
て
い
る
。
前
者
は
二
類
、
後
者
は
六
類
を
列
挙
す
る
が
、

そ
れ
は
お
よ
そ
つ
ぎ
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

『
世
親
釈
』
（
玄
英
訳
）
別
釈

仙
成
就
…
・
…
…
：
観

一
口
目
山
一
一
画
旧
温
●
凸
■
●
●
■
■
■
■
■
■
●
両
Ｈ
祁
廻

（2）

不随成不随
相 相
違順就違順

後
を
以
て
前
を
釈
す

す
な
わ
ち
、
三
句
展
転
標
釈
す

観
待
、
作
用
、
証
成
、
法
爾
の
四
樋
道
理
と
相
違
せ
ず

現
量
、
比
量
、
聖
教
量
な
る
三
量
と
相
違
せ
ず

先
に
随
順
し
て
後
に
相
違
せ
ず

10



『
秘
義
釈
』
別
釈

①
成
就
…
・
…
…
現
呈
と
相
違
せ
ざ
る
が
故
に

随
順
…
…
・
・
…
清
浄
に
随
順
す
る
が
故
に

不
相
違
・
…
…
：
…
言
説
と
相
違
せ
ざ
る
が
故
に

②
成
就
…
…
…
…
現
量
を
具
す
る
が
故
に

随
順
…
…
…
…
比
量
を
具
す
る
が
故
に

不
相
違
・
…
…
・
…
聖
教
量
と
相
違
せ
ざ
る
が
故
に

⑧
成
就
…
…
・
…
：
三
量
を
具
す
る
が
故
に

随
順
：
：
．
…
、
…
清
浄
に
随
順
す
る
が
故
に

不
相
違
…
・
…
：
…
相
違
は
煩
悩
の
賊
と
な
る
が
故
に

㈹
成
就
…
…
…
…
諦
に
関
し
て
説
く

随
順
・
…
…
…
・
・
勝
義
諦
に
関
し
て
説
く

不
相
違
・
…
・
…
…
・
世
俗
諦
に
関
し
て
説
く

⑤
成
就
．
：
…
：
…
十
義
が
初
阿
僧
祇
劫
に
よ
っ
て
摂
せ
ら
る

随
順
：
…
…
…
．
〃
二
阿
僧
祇
劫
〃

不
相
違
…
…
・
…
．
〃
三
阿
僧
祗
劫
〃

⑥
成
就
…
…
…
…
自
性
に
お
け
る
正
理
に
よ
っ
て
摂
せ
ら
る

随
順
・
・
・
：
…
…
・
極
成
の
理
に
よ
っ
て
〃

不
相
違
…
・
・
…
・
…
果
の
分
位
に
よ
っ
て
〃
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こ
れ
ら
の
別
釈
中
に
は
、
本
釈
中
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
句
と
類
似
す
る
も
の
も
二
、
三
み
と
め
ら
れ
る
が
、
『
世
親
釈
』
別
釈

仙
の
ご
と
き
、
四
種
道
理
お
よ
び
三
量
に
よ
っ
て
解
せ
ら
れ
る
も
の
が
、
理
に
か
な
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う

に
、
こ
こ
で
は
十
処
に
よ
っ
て
一
切
智
智
の
得
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
論
証
的
に
示
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

お
よ
そ
あ
る
事
柄
を
論
証
的
に
の
ゞ
へ
あ
ら
わ
さ
ん
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
観
察
す
る
事
柄
が
因
明
上
の
所
観
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
り
、

⑪

同
時
に
論
証
的
に
あ
ら
わ
す
五
分
作
法
な
り
三
支
作
法
な
り
に
よ
っ
て
成
立
せ
し
め
ら
れ
る
所
建
立
法
（
所
成
立
法
）
と
な
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
所
建
立
法
に
対
し
て
能
建
立
法
（
能
成
立
法
）
も
立
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
立
論
者
の
立
論
な
ら
び
に
そ
れ
を
成
立
せ
し

め
る
一
切
の
論
証
式
等
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
成
就
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
能
成
立
を
指
す
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
の
能
成
立
は
所
成
立
に
能
く
対
向
し
、
能
く
随
順
し
て
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
随
順
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
を
も
っ
と
も
よ
く
表
わ
す
も
の
は
、
成
就
を
善
成
立
呂
冨
鳳
凰
国
な
る
訳
語
で
示
し
て
い
る
玄
喋
訳
で
あ
る
。
ま
た
正
量
に
随
う

が
故
に
不
相
違
と
さ
れ
る
意
趣
を
汲
め
ば
、
善
成
立
の
善
な
る
語
は
不
相
違
に
対
し
て
も
用
い
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
よ
く

示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
も
の
は
、
扇
多
訳
の
「
善
許
不
相
違
」
な
る
句
で
あ
る
。

さ
て
、
世
親
の
別
釈
仙
で
は
、
論
証
式
と
し
て
四
種
道
理
を
あ
げ
る
が
、
四
種
道
理
の
中
で
も
代
表
的
な
論
証
法
た
る
証
成
道
理
は
、

現
量
、
比
量
、
聖
教
量
な
る
三
量
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
三
量
と
相
違
せ
ざ
る
こ
と
を
も
っ
て
随
順
を
証
し

て
い
る
の
は
適
切
な
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
な
お
ま
た
、
「
秘
義
釈
』
の
③
の
ご
と
く
、
三
量
を
具
す
る
こ
と
を
も
っ
て
成
就
を
立

て
る
の
も
妥
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
量
に
よ
る
が
故
に
現
見
所
得
の
相
と
、
依
止
現
見
所
得
の
相
と
、
自
類
臂
哺
所
引
の
相
と
、
円
成

⑫

実
の
相
と
、
善
清
浄
言
教
の
相
と
の
五
種
の
相
に
よ
っ
て
、
証
成
道
理
が
清
浄
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
清
浄
に
随
順
す
る
が

故
に
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
相
違
は
煩
悩
の
賊
と
な
る
と
は
、
世
親
釈
の
の
ゞ
へ
る
ご
と
く
、
導
師
所
説
の
道
に
出
没
す
る
煩
悩
の
賊
の

た
め
に
正
し
い
量
が
害
せ
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
立
論
者
が
対
論
者
の
た
め
に
屈
伏
せ
し
め
ら
れ
る
と
、
往
左
に
し
て
憤
発
、

⑬

愼
志
、
僑
慢
、
憂
感
等
の
態
度
を
あ
ら
わ
し
、
証
成
の
理
に
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
三
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句
は
、
広
く
自
由
に
解
釈
し
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
に
種
種
の
別
釈
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ

の
こ
と
は
ま
た
、
大
菩
提
を
引
生
せ
し
め
る
と
い
う
事
柄
が
重
要
視
せ
ら
れ
た
証
拠
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

お
も
う
に
十
種
勝
相
勝
語
が
、
上
述
の
三
義
に
よ
る
論
証
を
も
っ
て
大
菩
提
を
引
生
せ
し
め
る
も
の
て
あ
る
と
き
、
は
じ
め
て
こ
れ
ら

の
十
種
が
勝
相
勝
語
た
り
得
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
所
説
が
甚
深
広
大
に
し
て
余
教
に
勝
れ
、
所
説
無
等
と
称
せ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
大
乗
は
仏
説
な
り
と
す
る
論
拠
も
、
そ
こ
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
論
本
は
、

つ
ぎ
の
二
偶
に
よ
っ
て
摂
示
し
て
い
る
。

応
知
依
相
入
因
果
修
差
別

三
学
果
滅
智
上
乗
中
殊
勝

此
説
余
処
無
見
二
此
勝
覚
因
一

故
大
乗
仏
語
由
し
説
二
十
処
勝
一

こ
の
二
偶
に
つ
い
て
は
、
笈
多
訳
と
真
諦
訳
と
チ
篝
ヘ
ッ
ト
訳
と
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
他
訳
は
そ
の
形
態
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で

こ
の
二
偶
は
韻
律
を
異
に
し
て
い
た
も
の
で
、
『
大
乗
阿
砒
達
磨
経
』
中
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
玄
英
訳
『
無
性
釈
」
は

⑭

「
頌
二
己
説
及
当
説
義
一
」
と
の
、
へ
て
い
る
か
ら
、
無
著
が
承
上
起
下
の
意
味
を
も
た
せ
て
作
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
論
所
説
の
項
目
が
境
・
行
・
果
に
配
当
さ
れ
る
こ
と
は
、
験
伽
行
唯
識
派
の
標
幟
に
し
て
、
そ
れ
が
最
勝
子
の
『
琉
伽
師
地
論
釈
』

（
大
正
三
○
、
八
八
三
）
以
来
の
通
規
で
あ
る
こ
と
は
、
学
界
に
お
い
て
す
で
に
た
び
た
び
注
意
さ
れ
て
お
り
、
初
期
験
伽
唯
識
論
害
を
代
表

す
る
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
に
し
て
も
、
『
中
邊
分
別
論
』
に
し
て
も
、
そ
の
所
説
の
項
目
は
境
・
行
。
果
の
施
設
を
い
で
な
い
も
の
と
さ

⑮

れ
て
い
る
。

五
十
義
の
次
第

13



と
に
し
た
い
。

「
摂
大
乗
論
』
に
お
け
る
十
の
道
理
を
境
行
果
に
配
し
て
、
そ
の
次
第
の
観
察
を
明
示
す
る
の
は
真
諦
訳
『
世
親
釈
』
で
あ
る
が
、
も

っ
と
も
詳
細
に
説
明
す
る
の
は
『
秘
義
釈
」
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
こ
と
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
十
義
の
枚
挙
的
説
明
を
あ
た
え
る
こ

㈹
増
上
戒
十
地
に
お
い
て
波
羅
蜜
が
修
習
せ
ら
れ
る
場
合
の
戒
学
、
す
な
わ
ち
菩
薩
の
禁
戒
を
指
す
。

㈲
増
上
心
十
地
に
お
い
て
波
羅
蜜
が
修
習
せ
ら
れ
る
場
合
の
心
に
よ
る
学
、
す
な
わ
ち
定
学
に
し
て
、

三
昧
を
い
う
。

㈲
応
知
依
応
知
あ
る
い
は
所
知
（
玄
奨
訳
）
と
は
、
所
応
可
知
の
義
に
し
て
、
そ
れ
は
雑
染
と
清
浄
の
諸
法
、
す
な
わ
ち
三
性
で
あ

⑯る
。
依
と
は
因
の
義
と
さ
れ
る
か
ら
、
三
性
の
因
が
阿
黎
耶
識
（
玄
英
訳
阿
頼
耶
識
）
で
あ
る
と
い
う
の
が
応
知
依
の
意
味
で
あ
る
。

こ
の
第
一
義
に
つ
い
て
は
舟
橋
尚
哉
著
『
初
期
唯
識
思
想
の
研
究
」
八
○
頁
以
下
に
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

Ｑ
応
知
相
応
知
相
と
は
応
知
の
自
性
ゆ
く
：
目
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
三
性
の
体
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
第
二
義
に
つ
い
て
は
、
片
野
道
雄
著
『
画
》
岬
秘
教
唯
識
思
想
の
研
究
」
に
お
い
て
詳
細
な
解
読
が
な
さ
れ
て
い
る
。

日
入
応
知
相
入
応
知
相
と
は
応
知
相
な
る
三
性
に
所
入
も
し
く
は
能
入
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
唯
識
性
ぐ
旨
眉
威
日
目
国
国
と

㈹
増
上
慧
十
抄

の
こ
と
で
あ
る
。

画
彼
入
因
果
彼
入
因
果
と
は
唯
識
性
の
因
果
の
こ
と
に
し
て
、
入
応
知
相
を
因
果
に
分
か
ち
、
勝
解
行
地
に
お
い
て
加
行
を
修
す

る
と
き
の
世
間
的
な
未
清
浄
の
波
羅
蜜
と
、
通
達
位
に
お
け
る
出
世
間
的
な
清
浄
波
羅
蜜
と
を
指
す
。

⑤
彼
因
果
修
差
別
彼
因
果
と
は
前
の
唯
識
性
の
因
果
の
こ
と
で
、
そ
れ
ら
が
十
地
に
お
い
て
分
々
に
修
習
さ
れ
る
か
ら
修
差
別
と

入
応
知
相
入
｛

い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
れ
る
。

十
地
に
お
い
て
波
羅
蜜
が
修
習
せ
ら
れ
る
場
合
の
慧
に
よ
る
学
、
す
な
わ
ち
一
切
の
戯
論
分
別
を
対
治
せ
る
無
分
別
智

他
行
お
よ
び
虚
空
器
等
の
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と
の
寺
へ
て
、
「
先
有
後
空
」
、
「
先
劣
後
勝
」
、
「
先
法
後
入
」
と
い
う
の
も
、
「
至
二
於
勝
進
一
修
」
（
扇
多
訳
）
と
あ
る
論
本
の
意
趣
を
把

握
し
て
、
十
義
が
証
入
の
次
第
官
Ｐ
ご
①
出
口
烏
愚
日
四
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

前
述
の
普
寂
の
『
略
疏
』
の
文
で
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
信
解
且
巨
白
鳥
丘
の
修
習
を
も
っ
て
唯
識
義
を
の
ゞ
へ
る
点
で
あ
る
。

こ
の
文
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
境
・
行
・
果
は
教
。
理
・
行
・
果
で
と
ら
え
ら
れ
、
阿
黎
耶
識
は
縁
起
の
語
を
も
っ
て
示
さ
れ
、
三
性
三

無
性
の
理
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
ま
た
唯
識
観
行
の
面
で
十
地
に
お
け
る
三
学
の
円
満
と
、
十
波
羅
蜜
の
証
成
と

円
満
と
の
成
就
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
論
本
の
文
を
真
に
菩
薩
乗
の
教
と
し
て
読
解
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
真
修

道
」
と
は
重
味
の
あ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

ま
た
、
敦
埠
本
『
摂
大
乗
論
抄
』
が

以
二
前
二
相
一
是
境
。
即
先
有
後
空
。
中
六
是
行
。
即
先
劣
後
勝
。
後
二
相
是
果
。
即
先
法
後
入
。
以
二
明
次
一
也
。
（
大
正
八
五
、
一
○

以
上
応
知
依
等
の
名
義
が
い
ず
れ
も
勝
相
な
る
故
に
語
も
ま
た
勝
相
と
せ
ら
れ
て
勝
相
勝
語
な
る
語
が
附
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
枚
挙
的
説
明
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
十
義
の
配
列
順
序
に
は
唯
識
義
の
上
か
ら
注
目
す
や
へ
き
意
味
が
示
さ
れ
て

い
る
。
十
義
が
内
容
的
に
い
か
な
る
連
関
を
も
っ
て
次
第
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
普
寂
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
の
寺
へ
て
い
る
。

蓋
此
論
乃
以
二
十
義
次
第
一
顕
二
明
菩
薩
乗
教
理
行
果
や
便
下
有
二
種
性
一
者
信
中
解
諸
法
如
実
因
縁
三
性
三
無
性
理
却
修
二
唯
識
観
行
一
従

縁
修
レ
行
入
二
十
地
｜
真
修
レ
道
三
学
円
満
。
成
二
就
十
波
羅
蜜
一
破
ニ
ニ
執
一
断
二
二
障
一
証
二
得
智
断
二
果
弛
（
摂
大
乗
論
略
疏
、
大
正
六
八
、

⑤㈹
○ 以
三ミニ

下H1」
ー

奉
こ
い
』
フ
ー

一
二
○
下
）

彼
果
滅
彼
果
滅
と
は
か
の
三
学
の
果
な
る
断
滅
の
意
に
し
て
、
煩
悩
陣
と
所
知
障
の
断
、
す
な
わ
ち
無
住
浬
梁
を
指
す
。

彼
果
智
彼
果
智
と
は
三
学
の
果
、
す
な
わ
ち
智
の
意
に
し
て
、
一
切
障
を
離
れ
た
る
無
分
別
智
と
、
そ
の
随
類
差
別
た
る
三
身
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⑰

信
解
は
勝
解
行
地
よ
り
十
地
ま
で
の
修
行
道
地
の
凡
て
を
摂
す
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
修
習
に
よ
っ
て
増
益
・
損
減
の
二
執
を
離

れ
、
煩
悩
・
所
知
の
二
陣
を
断
じ
、
果
断
と
彼
果
智
と
い
う
、
仏
の
断
円
満
胃
四
目
目
‐
８
日
も
且
を
得
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く

十
処
作
二
如
し
是
次
第
説
宅
於
二
此
説
中
一
一
切
大
乗
皆
得
二
究
一
星

と
の
べ
て
、
「
総
標
綱
要
分
」
を
結
説
す
る
の
で
あ
る
。

大
乗
が
仏
語
で
あ
る
こ
と
を
、
上
述
の
ご
と
く
、
十
処
の
殊
勝
な
る
点
か
ら
組
織
的
に
論
述
し
た
も
の
が
本
論
で
あ
る
が
、
第
十
処
の

智
勝
相
を
説
く
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
論
本
は
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
巻
五
「
述
求
品
」
第
十
二
の
「
一
乗
偽
」
（
第
五
十
一
偶
第
五
十
偶
、
梵
本

は
第
十
一
品
第
五
十
四
偶
第
五
十
三
偶
）
を
引
用
し
、
大
乗
は
一
乗
な
る
む
ね
を
論
じ
て
い
る
。
大
乗
が
声
聞
・
独
覚
の
二
乗
と
異
な
る
点
を

あ
げ
て
峻
別
し
な
が
ら
も
、
し
か
も
二
乗
の
も
の
も
、
と
も
に
一
乗
に
お
も
む
い
て
仏
乗
と
異
な
ら
ず
と
諸
仏
が
説
く
の
は
何
を
意
味
す

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
法
身
の
功
徳
を
説
く
こ
と
と
関
連
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
は
「
勝
重
経
』
．

乗
章
」
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
大
乗
の
殊
勝
な
る
こ
と
を
論
ず
る
本
論
に
お
い
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
と
り
あ
げ
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

しれ
て 、

、，岸苛
｡⑤④③ 註①

龍
山
章
真
訳
註
『
梵
文
和
訳
十
地
経
』
一
六
四
頁
二
行
目
、
一
六
八
頁
一
二
行
目
。

②
大
谷
五
五
五
三
・
東
北
四
○
五
二
口
○
口
甥
§
富
目
四
目
息
Ｈ
召
瀞
９
房
目
の
蔚
蕨
昌
彊
ぐ
冒
耳
侭
且
目
再
冨
巨
且
煙
く
乱
唇
乱
ゞ
ロ
の

品
の
２
．
は
羽
曾
い
が
唱
耳
ｐ
と
な
っ
て
い
る
。
作
者
訳
者
の
名
を
欠
く
が
目
録
に
は
世
親
造
と
な
っ
て
い
る
。

論
本
は

国
．
［
』
》
げ
ぐ
僻
い
、
い
ず
》
函
．
騨

宇
井
伯
寿
著
『
摂
大
乗
論
研
究
』
二
四
九
頁
。

佐
倉
木
月
樵
著
『
唯
識
二
十
論
対
訳
研
究
』
四
二
頁
’
四
三
頁
、
般
若
流
支
訳
お
よ
び
真
諦
訳
は
第
八
偶
に
相
当
す
る
。

国
．
旧
砕
．
ぼ
く
月
四
ｍ
『
ロ
萱
．
画

1ハ
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⑯⑮ ⑭⑬⑫⑪⑩⑨③⑦⑰
付
記
註
②
の
チ
尋
ヘ
ッ
ト
訳
の
み
に
あ
る
「
秘
義
釈
」
は
、
応
知
勝
相
勝
語
第
二
分
別
章
の
初
め
（
佐
を
木
対
照
本
三
六
頁
六
行
目
）
ま
で
の
も
の

で
、
後
を
欠
い
て
い
る
。
こ
の
註
釈
の
資
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
い
ま
は
と
く
に
部
派
の
ア
ピ
ダ
ル
マ
的
解

釈
に
注
目
し
て
参
照
し
た
。

山
口
益
訳
註
「
中
辺
分
別
論
釈
疏
』
（
第
二
巻
）
序
論
五
六
頁
。
野
沢
静
証
「
智
吉
祥
述
荘
厳
経
論
総
義
に
就
て
」
仏
教
研
究
２
の
２
．

摂
大
乘
論
の
唯
識
説
が
三
性
説
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
上
田
義
文
「
摂
大
乗
論
」
講
義
㈲
京
都
女
子
学
園
仏
教
文
化
研
究
所

「
研
究
紀
要
」
第
一
号
、
一
○
六
頁
お
よ
び
拙
稿
「
無
始
時
来
の
界
に
つ
い
て
」
大
谷
学
報
二
三
の
四
、
二
一
頁
以
下
を
参
照
。

『
山
口
益
仏
教
学
文
集
』
下
、
六
七
七
頁
。

仏
教
研
究
二
の
一
所
載
寺
本
・
山
口
教
授
の
和
訳
に
よ
る
。

山
口
益
著
『
仏
教
に
於
け
る
無
と
有
と
の
対
論
」
二
○
七
頁
。

琉
伽
師
地
論
巻
十
五
、
主

長
尾
和
訳
七
○
頁
参
照
。

長
尾
雅
人
訳
註
『
摂
大
乗
論
和
訳
と
注
解
』
上
、
六
九
頁
。

宇
井
伯
寿
著
「
仏
教
論
理
学
』
二
九
頁
。

解
深
密
経
、
如
来
成
所
作
事
品
、
大
正
一
六
、
七
○
九
中
。

琉
伽
師
地
論
巻
十
五
、
大
正
三
○
、
三
六
○
上
。

函
．
Ｆ
】
』
Ｆ
く
胃
》
い
つ
“
Ｐ
一
・
『

、
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