
獅
鞭
物
於
淋
鎌
智
と
識
と

の
限
界
論

(二)

繹

研

道

鰻

以
上
六
義
を
基
げ

て
更

に
、

此
與
か本
識
及
所
生
果
一不

一
不
異
。
膿
用
因
果
理
鷹
レ爾
故
。

(大
正
、
三
一
、
八
)

と
し
て
、

一
切
の
物

心
象
と
は
圭
観
的
識
相
績
の
上
に
そ
の
場
所
を
得

て
の
か
く

の
如
き
種
子
(
功
能
)
の
力
を
侯

つ

て
、
始
め
て
似
現
さ
れ
た
る
も

の
な

る
が
故
に
、
そ
れ
は
不

一
不
異

の
關
係
に
あ
る
も
の
と
説
く
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
膿
と
本
識

に
相
當

せ
し
む
る
な
ら
ば
種
子
の
用
で
あ
り
叉
所
生
の
果

に
封
す
る
時
に
は
反
封

に
因
と
も
稽

せ

ら
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
從

つ
て
見
分
は
こ
れ
を
と
り
て
以

つ
て
境
と
な
す
が
故
に
、
第
八
識

の
禮

に
依
る
と
錐
ど

も
、
し
か
も
こ
れ
は
こ
の
識

の
相
分
に
し
て
、
か
く
て
世
俗

の
限
り
に
於

て
は
、
實
有
な
る
が
如
く
に
見
ら
る

、
こ

と

、
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
子
起
源
論

に
關
し

て
、
導
論

に
よ
れ
ば

一
、
護
目

一
涙

に
依

る
先
天
本
有
論
、

如
レ説
昌契
経
二

切
有
情
無
始
時
來
有
昌種

々
界
一。
如
昌悪
叉
聚
一法
爾
而
有
。

叉
契
脛
説
無
始
時
來
界
。

一
切
法
等
依
。

智
と
識
と
の
限
界
論

(二
七
)
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智
と
識
と
の
限
界
論

(
二
八
)

喩

伽

叉
読
諸
種

子
艦

無
始

時
來
性

錐
昌本
有

一。

而
由
呂染
淫
…一新

所
昌蕪
磯

一。

(大
正
、
三
一
、
八
)

な

ど

の
経
謹

に
依
り

て
、
蕪

を
増

登

の
義

に
解

し

、
因

果
必
然

の
原
理
を

齪

さ

ゴ
る

こ
と

に
忠

實
な

ら

ん

と
す

る
な

、
9

、無
漏
種
子
法
爾
本
有
不
昌從
レ蕪
生
一。
有
漏
亦
鷹
昌法
爾
有
7種
。
由
レ蕪
増
長
不
昌別
蕪
生
一。
所
蕪
能
蕪
倶
無
始
有
。
如

レ是
建
立
因
果
不
レ齪
。
尖

正
、
三
一
、
八
)

し

と
し
て
本
有
論
を
圭
張
す
る
も
の
と
、

二
、
難
陀

一
涙

に
依
る
唯
新
重
試
醐

醤

へ
ば
麻

の
香
氣
は
華
を
蕪
す

る
が
故

に
生
す

る
如

く
習
氣

の
異
名
と
し
て
の
種
子
は
蕪
習
に
依
り
て
始
め
て
あ

り
得
る
も
の
、

.

如
昌契
脛
説
一諸
有
情
心
染
漂
諸
法
所
昌重
…習
一故
。
無
量
種
子
之
所
昌積
集
一。

と
な
す
も
の
、
更

に
、

三
、
護
法

一
涙
に
依
る
本
新
合
成
論

㈲

本
性
佳
種

一
者
本
有
。
謂
無
始
來
異
熟
識
中
法
爾
而
有
生
昌羅
庭
界

一功
能
差
別
。
世
奪
依
レ此
読
下諸
有
情
無
始
時
來
有
昌

一橦
種
苗
御
一加
洲昌距
仙叉
取
《
一法
一爾
而
有
↓。
(大
正
、
三
一
、
八
)
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而
し
て
若
し
本
性
住
種
の
み
に
止
れ
ば
阿
頼
耶
と
轄
識
と
は
如
何

に
し
て
互
び
に
因
縁
生

(
撮
大
乗
論

上
、
大

正
、
三

一
、
九
七
、
中
)
た
り
得
る
や
の
問
題
は
解
決
さ
れ
得
ざ
る
に
至
る
が
故
に

㈲

習
所
成
種

一
↓者
始
起
。
謂
無
始
來
歎
歎
現
行
重
…習
而
有
。
世
尊
依
レ此
読
サ有
情
心
染
津
諸
法
所
董
…習
一故
無
量
種
子
之

所
中積
集
上。
(大
正
、
三
一
、
八
)

と
し
、

叉
若

し
唯
新
蕪
説

の
み
な
ら
ば
、

有
漏
無
漏
は
新
因
な
く
し
て

生
じ
得

る
こ
と

、
な
り
、

乃
至
三
難

(
椹
要
、
上
末
、
大
正
、
四
三
、
六
三
〇
)
を
基
げ

う
る
が
故
に
、
第
八
識
中
に
は
本
性
住
種
た
る
と
共
に
無
始

巳
來
現
行
勢
力
に
依
り
蕪
付

せ
ら
れ
た
る
生
果
の
功
能
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
し
て
合
成
論
を
成
す
に
至

つ
た
も
の
で
あ
る
。

其
他
導
論

二
に
依
れ
ば
心
性
本
澤
読
を
な
す
分
別
論
師
(大
正
、
三
一
、
八
下
)
の

一
涙
が
あ

つ
た
と
思
は
る
、
が
そ
れ

　
　
ね

等
は
別
に

一
學
涙
と
し
て
存
在
し
た
る
も

の
で
は
な
く
諸
邪
分
別
論
者
の
総
稽
を
指
す
も
の
に
外
な
ら
ぬ
様

で
あ
る

か
く
し
て
種
子
を
所
謂
功
能
と
し

て
理
解
し
得
た
が
、
更

に
前
五
、
六
、
七
、
八
識
の
各

々
に
わ
た

つ
て
如
何
に

し

て
そ
の
種
子
は
蕪
習
さ
れ
得
る
か
に
就
て
は
、
所
蕪
の
四
義

に
適
鷹
す

る
阿
頼
耶
が
蕪
習

の
場
所
と
な

つ
て
増
減

あ

る
七
轄
識
と
相
慮
の
心
所
と
が
能
蕪
と
し

て
の
勝
用
を
持

つ
こ
と

～
な
る
の
で
あ
る
が
從

つ
て
こ
の
こ
と
は
各

々

八
識
が
如
何
な
る
性
質
を
具
有
す

る
か
を
了
解
す

る
こ
と
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

、
な
る
。

智
と
識
と
の
限
界
論

(二
九
)
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智
と
識
と
の
限
界
論

(
三
〇
)

故
に
先
づ
前

五
識
(
眼
識
、
耳
識
、
鼻
識
、
舌
識
、
身
識
)
と
は
、
各

々
五

つ
の
封

境
を
現
す
る
が
故
に
、
夫

々
の

根
に
從

つ
て
名
け
ら
れ
た
る
も

の
で
あ
る
が
、
從

つ
て
日
常

の
経
験

の
如
く
現
量
、
無
分
別
的
の
も

の
な
る
が
故

に

更

に
そ
れ
等
を
総
括
的

に
識
り
、
過
去
を
追
憶
し
、
是
非
を
分
別
し
、
或
は
未
見
事
を
推
定
す
る
等
の
こ
と

に
關
し

て
は
不
可
能

の
も
の
と
さ
る
る
。

從

つ
て
こ
、
に
こ
れ
等

の
た
め
に
更
に
第
六
意
識
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と

㌧
な

る
。
衣

に
第
七
末
那
識
と

は
導
論
五
に
、
二
敏
謹
〔
入
携
伽
経
と
解
脱
脛

「
解
脱
経
碩
、
染
汚
意
恒
時
。
諸
惑
倶
生
滅
。
若
解
脱

諸
惑
一。
非
レ曾

非
昌當
有
一。
〕
(大
正
三
一
、
二
四
)と
六
理
と
を
も

つ
て
そ
の
存
在
を
論
謹
す
る
Q
即
ち

第

一
誰
、

凡
夫
と
稽

せ
ら

る
、
限
り
恒
に
不
共
無
明
を
起
し
眞
實
境
を
覆
蔽
す
る
も
の
に
し
て
從

つ
て
間
断
す
る
前
六

識

の
み
を
以

つ
て
は
恒
行
の
憾
迷
界
を
説
明
し
得
す
。

如
昌伽
他
説
一。

眞
義
心
當
レ生
Q
常
能
爲
甲障

磯
一Q
倶
q行

一
切
分
一Q
謂
昌不
共
無
明
一。
(大
正
、
三
一
、
二
五
)

不
共
無
明
と
は

一
、
飴
識

に
な
き
恒
行
不
共
無
明
と

二
、
此
識

に
有
る
に
非
ざ
る
濁
行
不
共
無
明
と
の
二
種

を

い
ふ
。

第

二
詮
、
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眼
色
爲
レ縁
生
昌於
眼
識
一同
様

に
し
て
意
法
爲
レ縁
生
昌於
意
識
一。

故

に
第
六
意
識

の
生
す
る
と
き
所
依

の
意
根
と
所
縁
の
法
境
と
を
必
要
と
し
て
の
所
依
の
意
根
を
同
時
倶
韓

の

第
七
末
那
と
な
す
。

第
三
讃
、

意
と
は
思
量
の
義
に
し
て
無

に
於
て
は
思
量
な
く
無
膿
な
れ
ば
意
自
身
も
許
さ
れ
す
、
從

つ
て
恒
審
思
量
す

る
こ
と
に
は
既

に
意
と
し
て
の
別
膿
を
許
容
す

る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
筈

で
あ

る
。

第
四
詮
、

無
想
定
と
滅
蓋
定
と
は
倶
に
六
識

及
び
そ
の
相
鷹
法
を
滅
す

る
が
、
そ
れ
等
は
各

々
別
個

の
も

の
に
し
て
爾

者

の
辮
別
は
第
七
末
那
識

に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第

五
讃
、

無
想
天
に
於
け

る
有
情

は

一
期
生
の
中
、
心
々
所
法
を
滅
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
封
象
に
滅
す

べ
き
染
あ

ら
し
む
る
所
以

の
も

の
は
第
七
末
那
に
依

る
。

第
六
謹
、

契
纏

に
、
異
生
は
善
と
染
と
無
記
と
の
心
の
と
き
恒

に
我
執
を
帯
す
と
読
く
如
く
、
も
し
第
七
末
那
な
り
と

す
れ
ば
、
彼
有
な

る
べ
か
ら
ざ
る
が
爲

に
、

智
と
識
と
の
限
界
論

(
==
)

"
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智

と
識

と

の
限
界

論

(
三

二
)

.

謂
異

生
類

三
性

心
時
。

錐
ヨ外

起
昌諸
業

一而
内

恒
執

レ我

。

由
レ執

ゾ我

故
令
呂六
識

中

所
レ起
施

等

不
7能
レ亡
レ相

。

(
大

正
、

三

一
、

二

五

)

牽
し
、
撮
大
乗
論
な
ど
を
所
依
と
し
て
以
上

の
六
理
を
墨
げ

て
ゐ
る
が
、
要
約
す
れ
ば
第

一
・
第
六
爾
謹
は
無
明

我
執

の
作
用
か
ら
そ
の
所
依
の
髄
を
求
め
、
第

二

・
第

三
爾
謹
に
て
は
依
止
と
思
量
と

の
義
よ
り
推
し

て
そ
の
燈
を

認
め
ん
と
し
、
第
四

.
第
五
の
爾
謹
に
あ
り
て
は
、
無
想
定

に
至
る
ま

で
の
我
執

の
た
め

に
、
そ
の
我
執

の
燈
を
立

て
～
こ
れ
を
第
七
末
那
と
な
す

に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
が
響

へ
ば
第
六
謹

に
謂

ふ
如
く
、
内

に
は
恒
に
我
と
執
す
る

所

の
所
謂
異
生

の
類
は
既

に
我
執
あ
る
も

の
と
し
て
の
限
定
か
ら
出
磯

さ
れ
て
居
り
、
從

つ
て
そ
の
異
生
を
異
生
と

な
す
べ
き
理
由
根
擦
を
更

に

一
歩
進
ん
で
究
明
さ
れ
た
る
も

の
と
は
言
び
得
な
い
で
あ
ら
う
が
、
併
し
こ
の
有
覆
性

の
需
は

ゴ
自
己
意
識

の
我
執

の
根
本
起
動
と
し

て
の
第

七
末
那
に
於
け
る
眞
意
義
は
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
解
脱

へ

の
宗
教
的
實
践

に
向

ふ

一
契
機
と
な
さ
る
べ
き
限
り
に
於
て
こ
そ
始
め

て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ら
う
。

何
故
か
な
ら
ば
、
今
假
り
に
六
識

の
限
り
で
の
日
常
内
的
生
活
を
反
省
す
る
な
ち
ば
、
そ
れ
等
の
諸
識
が
染
汚
化

せ
七
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
實
は
否
定
し
得
な

い
の
で
あ

る
。

こ
～
か
ら
出
登
し
て
、
し
か
も
そ
れ
等

の
諸
識
は
本
來
染
汚

の
も

の
で
は
な

い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
た
め

に
何

等
か
の
理
由
根
擦
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と

、
な
る
。
か
く
て
そ
れ
は
我
な
り
と
思
量
(
末
那
鍵
四
茎
。。)
す
る
こ

と
が
倶
起
す
る
た
め
で
あ
る
と
考

へ
ら
る

～
。
し
か
も
倶
起
す

る
と
言

つ
て
も
、
反
封

に
そ
れ
等

の
諸
識

の
作
用
が
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中
止
さ
れ
た
と
き
、
讐

へ
ば
熟

睡
、
氣
絶
等
の
時
に
は
暉
定

三
昧

の
聖
者

の
境
界
と
同

=
に
り
得
る
と
い
ふ
こ
と
に

は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
從

つ
て
睡
眠
、
氣

絶
の
内

に
も
尚
何
等
か
の
活
動
的
な
潜
在
意
識

の
あ

る
こ
と
を
推
定
し
得

る
。
之
が
即
ち
第
七
末
那
識

に
し
て
、
六
識
以
外

に
あ
り
て
し
か
も
そ
れ
等
を
支
配
す
る
も
の
、
客
観
的
存
在

に
向

つ
て
働
き

つ
、
あ

る
六
識

の
諸
識

の
根
祇
に
、
そ
の
客
観
的
存
在
を
所
有
観
念

の
封
象
と
し
て
債
値
的

に
到
断
せ
し

め
て
之
に
功
利
的
立
場
を
提
供
す

る
も
の
、
と
な

る
の
で
あ

る
。
故
に
こ
の
第
七
末

那

(
我
凝
、
我
見
、
我
慢
、
我

愛
)
は
外
、
轄
識
を
染
汚
な
ら
し
め
、
同
時

に
内
心
を
擾
濁
し
て
阿
頼
那
を
固
定
的
な
常

一
圭
宰
者
な
る
か
の
如
く

に
見
誤
る
の
で
あ
り
、
從

つ
て
こ
れ
に
反
し
て
、
こ
の
第
七
末
那
が

一
掃
さ
れ
、
我
執

か
ら
開
放
さ
れ
た
る
第
六
識

は
所
謂
妙
観
察
智

の
も

の
と
な
り
、
前
五
識
は
神
通
自
在

の
本
來

に
蹄
り
得
る
。
そ
こ
に
第
七
末
那
が
染
浄
識
と
も

稔

せ
ら
れ
、
染
漂
依
と
も
呼
ば
れ
得
る
所
依
が
存
す
る
と
思
は
る

、
か
ら
で
あ

る
。

か
く
し
て
間
断
あ
る
六
識

に
封
し
て
間
断
な
き
第
七
末
那
識
が
諸
識
染
汚

の
理
由
根
嫉
と
し
て
認

め
ら
る
～
に
至

つ
た
が
、
更

に
、
我

々
は
、
前
念

に
衣
ぐ
後
念
の
断
え
問
な
き
意
識

の
現
起
、
接
綾
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
謂
は

ゴ

そ
れ
等

の
諸
識
が
依
存
す
る
で
あ
ら
う
所

の
根
擦
と
し
て
の
根
本
識

で
あ
り
、
帥
ち
第
八
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。

第
七
末
那
識

は
こ
れ

に
依

つ
て
轄
起
し
、
し
か
も
そ
れ
は
こ
の
第
八
阿
頼
耶
識
を
縁
す
る
と
説
か
る

～
の
も
こ
れ

が
た
め
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
第
七
末
那
を
諸
識
の
理
由
根
篠
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
諸
識

の
存
在
根
擦
と
も

稔

せ
ら
る
、
べ
き
も
の
で
あ

る
。
而
し
て
そ
の
成
立
過
程

に
關
し
て
は
、
既

に
種
子
と
蕪
習
と
の
説
を
通
し
て
観
來

智
と
識
と
の
限
界
論

(
三
三
)
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智
と
識
と
の
限
界
論

(
三
四
)

つ
た
如

く
で
あ
る
。

か
く
し
て
前
七
識
並
び
に
相
鷹

の
心
所
法
は
各
自

の
封
象
を
認
識
し
、
そ
の
識
自
膿
が
圭
観
見
分
に
力
を
與

へ
て

圭
観

の
習
氣
を
留
め
し
め
、
同
時
に
客
観
相
分

に
力
を
與

へ
て
客
観
種
子
を
蕪
習

せ
し
め
る
勝
用
を
持

つ
こ
と

、
な

る
の
で
あ

る
。
即
自
禮
分
は
同
種
子
を
蕪
じ
得
ざ
る
た
め

に
、
見
相
の
二
分
を
憂
現
し
こ
れ
に
力
を
與

へ
て
見
分
は

そ
れ
自
身
と
自
謹
分
、
讃
自
謹
分
と

の
種
子
を
蕪
習
せ
し
め
、
相
分
は
そ
れ
自
身

の
種
子
と
共
に
本
質
を
も
狭
帯
し

て
本
質

の
種
子
を
蕪
習
し
、
か
く
て
第
八
識
世
界
を
も
倶
時

に
件
は
し
め
る
こ
と

、
な

る
の
で
あ
る
。

從

つ
て
前
七
識
は
能
薫

の
四
義

〔
有
生
滅
、
有
勝
用
、
有
勝
用
、
有
増
減
、
與
所
蕪
和
合
而
轄
〕
を
倶
有
す
る
に

封
し

て
、
第
八
識

は
異
熟
識
な
る
が
故

に
蕪
習
の
勝
用
な
く
そ
の
場
所

の
み
を
提
供
す

る
も
の
と
し
て
所
蕪

の
四
義

〔
堅
住
性
、
無
記
性
、
可
蕪
性
、
與
能
重
韮
ハ
和
合
性
〕
を
有
す
る
(大
正
、
三
一
、
九
)も

の
と
な
る
。

か
く
て

一
般

に
實
在
す
る
と
見
倣
し
て
ゐ
た
も

の
は
實
は
輕
験
さ
れ
て
在

る
、
意
識
さ
れ
て
あ
る
現
象

に
過
ぎ
ざ

る
こ
と

、
な
り
、
各

々
の
観
念

に
相
當
す
る
實
騰
自
身
は
現
實
の
意
識
面
(
本
識

、
相
綾
識

)
に
浮

べ
ら
れ
九
第

二
義

的
な
も
の
と
な

つ
た
。
帥
ち
そ
れ
は
識

の
轄
憂
し
て
我
法
に
似
た
る
も

の
で
あ
り
、
見
相

二
分
は
依
他
起
性
に
し
て

實
我
實
法
の
性
あ

る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
似
現
の
假
と
知
ら
す
し

て
實
有

と
固
執

す
る
な
ら
ば
無
な
り
と
否
定
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。

.
併
し
な
が
ら
か
く
の
如
く
外
境
を
實
有
と
な
す
は
愚
夫
の
増
盆
の
見
な
り
と
す
る
も
、
更
に
そ
の
識
ま
で
を
も
無
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と
考
ふ
る
こ
と
は
所
謂
悪
取
塞
者
の
損
減

の
見
と
な
す
が
故

に
外
境

に
封
し
て
は
非
有
な
り
と
読
く
も
識

に
封
し
て

は
非
無
と
す

る
こ
と

、
な
り
、
從

つ
て
術

こ
～
に
識

の
み
有
り
と
云
ふ
限
り
そ
れ
は
無

で
は
な
く
有
と
稽

せ
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と

～
な
る
の
で
あ
ら
う
が
、

若
執
該唯
識
遣
ハ實
有
一者
。
如
レ執
昌外
境
一亦
是
法
執
。
(導
論
二
、
大
正
、
三
一
、
六
)

に
し

て
、
外
境

に
立

つ
實
有
と
所
謂
識

の
み
有
り
と
い
ふ
有
と
は
同
じ
く
有
と
は
言

へ
嚴
密

に
は
立
場
を
異
に
す

る
雨
者
の
問
に
、
そ
こ
に
極
め
て
重
要
な
る
限
界
が
置
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

か
く
の
如
く
識

の
み
を
實
有
と
説
い
て
超
越
的
な
封
象
を
そ
の
中

に
内
在
化
せ
し
め
、
そ
の
悉
く
を
意
識

に
封
す

る
意
識
内
容
と
な
す

の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
の
識

は
凝
帥
縁
の
關
係

に
依

つ
て
最
も
具
膿
的

に
現
實
を
結
び
付
け
ら

る
る
o

"
換
言
す
れ
ば
具
膿
的
内
容
を
含
む
表
識

は
既

に
識

に
統

一
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
識

の
轄
憂

に
依

る
に
外
な
ら
ぬ

の
で
あ

つ
た
。
且

つ
そ
の
表
識
は
既

に
述

べ
た
る
如

く
自
己
の
種
子
を
因
と
し
蕪
習
の
縁
に
依

つ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ

た
も
の
と
し
て
総
ゆ
る
封
象
は
否
定
さ
る
、
と
同
時
に
表
識

こ
そ
が
且
ハ膿
的
封
象
的
な
現
れ
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の

表
識
は
識
そ
の
も
の
、
轄
凝

に
外
な
ら
ぬ
が
故

に
現
實
的
な
存
在
者
は
た

ゴ
表
識

の
み
に
於

て
成
立
す
る
と
い
ふ
よ

り
も
む
し
ろ
識
そ
の
も
の

、
轄
攣

で
あ
り
現
行
で
あ
る
所

に
成
立
し
て
ゐ
る
と
も
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

・
要
約
す
れ
ば
表
識
と
は
そ
れ
自
身
現
實
的
な
る
事
實

で
は
あ
る
が

そ
の
成
立
に
際
し
て
は
何
等
か
の
根
抵
を
要
求

智
と
識
と
の
限
界
論

(三
五
)
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智
と
獅載
と
の
限
界
弧瀾

(
一二
六
)

し
、
そ
の
根
抵
と
も15
る
も

の
が
識

で
あ

る
。
し
か
も
そ
れ
は
他
の
原
因

に
依

る
の
で
な

く
し

て
自
己
の
種
子
か
ら
生

ぜ
し
め
ら
る
＼
も
の
な

る
が
故
に
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
因
と
縁
と
の
総
膿
を
含
む
如
き
も

の
が
識

で
あ
り
、
そ
の
内

面
的
具
騰
的
な
構
造
を
成
す
も
の
が
表
識

で
あ

る
こ
と

～
な
る
。

從

つ
て
間
断
な
き
意
識

の
流
れ
に
戟
し

つ
～
種
子
生
現
行
蕪
種
子
の
刹

那
々
々
の
顯
現
を
眺
め
た
時
、
第

一
の
刹

那
に
種
子
生
現
行
蕪
種
子
の
謂
は
ゴ

一
全
面
を
顯
現
し
、
そ
の
種
子
は
衣
刹
那
の
種
子
を
生
ぜ
し
め
て

(
義
類
因
果

因
果
異
時
説
)
同
様

に
ま
た
そ
め

種
子
は
衣
刹

那
の

一
全
面
を
顯
現
し
綾
け
て
ゆ
く
。
從

つ
て
む
し
ろ
そ
の
中
軸
と

な
り
相
綾
す
る
所
の
も
の
は
種
子
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
が
種
子
六
義

の
中
刹
那
滅
と
恒
随
轄
と
の
正
し
く
種
子
自

膿
の
側
に
立

つ
立
場
よ
り
の
種
子
生
種
子
を
指
す

二
義

に
封
し
て
果
倶
有
と
性
決
定
と
待
衆
縁
と
引
自
果
の
四
義

は

現
行
に
封
す

る
所

の
果
と
し
て
の
種
子
の
立
場
に
立

つ
て
の
読
明
で
あ
る
と
も
考

へ
ら
れ
得
る
の
で
あ
り
、
從

つ
て

種
子
生
現
行
は
第
八
識

の
因
相
門
に
當

る
に
封
し
、
現
行
重
…種
子
は
そ
の
果
相
門
に
相
當
し
、
か
く
て
種
子
と
第
八

識

と
は
既

に
述

べ
た
る
如
く
用
と
膿
と

の
關
係

に
置
か
れ
、
更

に
そ
の
用
を
膿

に
振
す

る
こ
と
に
依

つ
て

一
切
諸
法

の
統

一
膿
と
し
て
の
第
八
識
が
成
立
し
得
る
こ
と

、
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
種
子
が
第
八
識
相
分

に
撮

せ
ら

の

る
、
と

い
ふ
こ
と
の
中
に
同
時

に
見
分

の
存
在
を
許
容
す
る
こ
と

、
な

る
が
故
に

一
鷹
有

に
近
き
も
の
と
し

て
立
て

ら
る

～
識
髄
は
轄
じ

て
、
換
言
す
れ
ば

そ
れ
が
働
く
も
の
と
し

て
見
ら

る
＼
と
き

に
二
分
に
似

て
、

一
切
は
そ
の
二

分

に
撮
め
ら
れ
、
し
か
も
成
唯
識
論

に
所
謂
二
分
に
似

る
所
の
統

一
膿
と
し
て
の
膿
た

る
識
帥
ち
自
膿
分
は
既
述

の
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如
く
自
謹
分
、
詮
自
謹
分
と
し
て
説
か
る
、
も

の
な

る
が
故
に
、
そ
の
轄
と
は
轄
憂
す

る
も

の
帥
ち
因
能
鍵
と
し

て

の
意
味
で
は
な

く
し
て
、
轄
攣

せ
ら

る
べ
き
叉
は
轄
攣

せ
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
の
果
能
攣

の
意
味
に
於
け

る
獲
現

を
指
す
轄
憂
な
る
が
故
に
、
從

つ
て
行
相

に
封
す

る
所
縁
と
し
て
の
認
識
論
的
な
封
象

の
意
味

に
解

せ
ら
れ
て
ゐ
る

こ
と

、
な

る
の
で
あ

る
。

か
く
の
如
く

に
し
て
識

は
極
め

て
具
膿
的
な
内
容
を
含
む
も
の
と
な

つ
た
が
併
し
そ
の
内
容
は
要
す

る
に
意
識

に

封
す
る
意
識
内
容
と
し
て
、
種

々
の
所
遍
計

の
物
を
遍
計
す
る
自
性
に
依

つ
て
虚
妄
分
別
さ
れ
た
る
も

の
に
外
な
ら

ぬ
。換

言
す
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
關
知
し
得
る
と
云

ふ
こ
と
は
そ
れ
が
何
等
か
の
封
象
性
を
も

つ
限
り
、
從

つ
て
何

か
ゴ
あ

る
と
考

へ
ら

る
～
も
の
で
あ

る
限
り
に
於
て
の
み
可
能
な
る
が
故

に
、
そ
の
可
能
的

に
あ

る
も

の
は
所
謂
攣

現
さ
れ
た
る
も
の
と
し
て
認
識

す
る
も
の
、
規
範
的
法
則

に
從

つ
て
種

々
な

る
こ
と
に
解

せ
ら
れ
得
る
筈

の
も
の
と

な

る
か
ら
で
あ
る
。
が
併
し
更

に
分
別
さ
れ
て
あ

る
も
の
と
し

て
そ
の
内
容
が
韓
攣
す

る
と
い
ふ
こ
と
は
同
時

に
識

自
身
分
別
す
る
も
の
と
し

て
他

の
衆
縁
に
依
り
識
が
自
己
自
身

全
髄
的
に
活
動
す

る
こ
と
を
意
味
し
、
か
く
て
彼
の

依
他
起

の
性

の
上
に
於

て
常

に
前

の
計
所
執
を
遠
離
し
て
、
自
と
他
と
相
と
虚
塞
の
我
等
と
を
遮
簡
す
る
も
の
が
圓

成
實
性
の
立
場
と
な

る
の
で
あ
る
。
帥
ち
分
別
さ
れ

て
あ
る
も

の
と
し
て
σ
識
内
容
を
棄

て
去
る
と
い

ふ
こ
と
は
、

同
時
に
分
別
す
る
も
の
と
し
て
の
識
自
身

の
清
滅
を
意
昧
し
、
換
言
す
れ
ば
所
分
別
の
識
は
そ
の
ま

～
能
分
別
の
全

智
と
識
と
の
限
界
讃

(
三
七
)
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智
と
識
と
の
限
界
論

(
三
八
)

膿

で
あ

つ
た
が
た
め
に
所
分
別
と
し
て
の
識
を
捨
離
す
る
こ
と
は
同
時
に
能
分
別
と
し
て
の
識
自
身

の
清
滅
を
意
味

す
る
に
外
な
ら

ぬ
こ
と

、
な
る
の
で
あ

る
。

か
く
し
て
知
ら

る
～
も
の
を
知

る
も
の
も
亦
知
ら
れ
た
も

の
に
外
な
ら

ぬ
の
で
あ
り
、
眞

に
知
る
も
の
で
は
な
い

こ
と

、
な

る
。

故

に
知

る
も

の
が
知

る
も
の
自
身
を
知
る
と
き

に
、
そ
れ
は
能
所
の
關
係
を
保
ち
得
す
、
超
認
識
的
な
認
識
と
し

て
、
識
と
は
最
早
や
從
來
の
如

く
に
識

で
は
あ
り
得
す
、
か

～
る
も
の
と
し
て
の
圓
成
實
相
の
立
場

に
立
つ
轄
依
の

と
き
は
、
識

は
む
し
ろ
智
と
稽

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
畢
覧
す
る
に
上
來
述

べ
來
れ
る
が
如
き
識

へ
の

一
切
の
統

一

　

　

は
要
す

る
に
そ
の
識
を
通
じ
て
更

に
究
極
的
な

る
も

の

へ
の
轄
回
を
望
む
前
提

に
外
な
ら

ぬ
の
で
あ
り
、
反
封

に
か

、
る
立
場

の
定
立
に
墓
礎
付
け
ら
れ
て
始
め
て
識
は
、
行
爲
的
態
度
に
裏
付
け
ら
れ
た
表
象
的
意
識
と
し
て
の
ー

そ
の
反
省

の
究
極

に
こ
そ
は
、
眞

に
知

る
巴

云
ふ
こ
と
、
帥
ち
墾
す
る
も
の
、
根
祇
に
礎
ぜ
ざ
る
も
の
が
、
礎
す
る

も
の
を
映
じ
う
る
も

の
が
許
容
さ
れ
て
、
具
膿
的
な
現
實
が
置
ハ實
に
在

り
の
ま

、
の
分
別
な
き
相
に
於
て
直
畳
さ
る

、
で
あ
ら

う
i

限
り
に
於
て
、
そ
の
意
義

が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ

る
。

想

ふ
に
佛
陀

の
解
脱
は
所
謂
現
法
中
に
於
け
る
般
浬
秦

で
あ
り
、
直
観

の
世
界
に
於
て

ゴ
あ

つ
た
。
そ
れ
は
誠
に

痛
快
な
る
人
生
否
定
説
で
あ
り
、
同
時

に
洵
に
明
白
な
る
人
生
肯
定
論

で
は
あ
る
ま
い
か
。

撮
大
乗
論
、
中
、
に
も

70



是
菩

薩
實

有
菩

薩
。

不
レ見
レ有
昌菩
薩

一Q

不
レ見
昌菩
薩

名

一。

不
レ見
昌般

若
波
羅

蜜
「。

不
レ見
レ行
。

不
・見
昌不
行
幅。

不
レ見

昌受

想
行
識

一Q

何

以
故
。

色

由
昌自
性

禰塞
。

不
レ由
昌塞

塞
一。
是
色

塞
非
レ色

。
無
"色

異
7塞
故

。
色
即

是

塞
塞
帥

是
色

(
大
正
、
三
一
、

唱

二
〇

)

と
い

ふ
如

く
、
色
は
自
性

に
依

つ
て
塞
で
あ
る
が
、
併
し
そ
の
こ
と
は
更

に
損
減
散
動

の
所
謂
塞

々
に
依
る
の
謂

で
は
な
い
。
.即
ち
そ
の
色
が
塞

で
あ
る
所

の
塞
は
、
却

つ
て
色
な

の
で
あ
り
、
塞

の
塞
な

の
で
は
な

い
。
從

っ
て
察

と
は
、
そ
れ
が
眞

の
塞
で
あ

る
限
り
、
却

つ
て
妙
有

の
内
容

に
充
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し

一
切
の

も
の
を
否
定
し
霊
す
こ
と
の
み
が
塞
で
あ
る
な
ら
ば
、
総
ゆ

る
相
封
を
否
定
た
し
の
み
の
絶
封
が

一
つ
の
相
封

に
過

ぎ
ざ
る
如
く
、
眞

の
室
と
は
言
ひ
得
な
い
の
で
あ
り
、
個
物
が
ど
こ
ま
で
も
そ
の

一
部

と
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す

る
極
限

に
於

て
は
、
そ
れ
と
相
封
立
し
得
ざ

る
に
至
る
が
、
し
か
も
そ
こ
に
眞

に
生
き
た
個
物
、
自
己
は
見
出
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。

故

に
そ
れ
は
火
の
島

の
抽
象

の
氷
地

へ
向

ふ
不
可
思
議
な

る
族
路
を
辿
る
の
で
な

く
、
自
然
的
立
場

に
立

つ
識

の

認
識
様
式
を
遮
断
し

て
、
實
現
そ
の
も
の
で
あ

る
所

の
認
識

の
眞
の
認
識

へ
の
、
換
言
す
れ
ば
如
實
相
の
本
質
直
観

へ
の
止
揚
を
意
味
す
る
こ
と

～
な
る
の
で
あ

る
。
從

つ
て
そ
の
認
識
は
最
早
や
封
象

の
認
識

で
は
な

く
、
む
し
ろ
認

　
が
　

識
自

膿

へ
の
方

向
(
韓

依

の
刹

那

の
轄

回

)
を
指

す

の
で
あ

り
、
謂

は

ゴ
観
念

と
實
在

と

、
思

惟

と
威

畳
と

の
、

具
膿

智
と
識
と
の
限
界
論

(
三
九
)

71



智
と
識
と
の
限
界
論

(
四
〇
)

釣
、
直
畳
的
な

る
融
合

の
世
界
の
騰
鹸

で
あ

る
。

か
く
の
如

く
に
し
て
無
明
を
そ
の
條
件
と
す
る
如
き
差
別
相
を
産
出
す

る
も
の
と
し
て
の
識
は
否
定

さ
れ
て
、
同

時

に
そ
の
意
味
で
の

一
切
の
在

る
も
の
は
否
定

さ
る
、
が
併
し
こ

、
に
最
も
重
要
な

る
こ
と
は
、
そ
の
識

の
滅
後

に

残
さ
れ
た
る
も
の
は
滅
に
際
し

て
の
滅
の
作
用
自
燈
た
る
べ
き
筈

に
し
て
滅
せ
ら

れ
ざ
る
識

の
術
あ
る
こ
と
は
あ
り

得
な

い
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
何
と
な
ら
ば
滅

せ
ら
る

べ
き
識

の

一
切
の
滅
後
に
滅
せ
ら
れ
ざ
る
識
が
残
り
得
る
な

ら
ば
そ
の
識

の
滅
は
、
換
言
す
れ
ば

一
切
を
意
識
す
る
も
の

、
、
同
時

に

一
切
の
意
識
さ
る
、
も

の
～
滅
は
、
置
ハの

一
切

の
滅

で
は
あ
り
得
な
い
か
ら

で
あ

る
。

か
く
て
意
識

さ
る
、
も
の
を
意
識
す
る
も
の
も
、
ま
た
意
識
す
る
も
の
に
依

つ
て
意
識

さ
れ
た

る
も
の
も
、
そ
れ

等
の

一
切
の
個

々
物
は
不
獲

で
あ
り
、
絶
封
で
あ

る
も
の
た
り
得
ざ
る
自
己
な
る
が
た
め
に
、
自
己
自
身

に
徹
底
的

に
否
定
し
鑑
さ
れ
て
こ

、
に
そ
れ
等
は
全
き
死
に

一
致
す
る
で
あ
ら
う
。
が
併
し
、
か
く
の
如
く

一
切
の
個

々
物
が

そ
の
個
物
と
し
て
の
自
己
の
故
に
、
換
言
す
れ
ば
、
僧
己
に
非
ざ
る
他
の
も
の
で
な
い
も
の
と
し
て
の
自
己
を
自
己

と
し

て
自
畳
す
る
が
故

に
、
從

つ
て
そ
の
絶
封
否
定
・即
死
の
極
限
に
於
て
、
却

つ
て
自
己
が
他

で
な

い
自
己
と
し
て

自
己
を
至
上
に
圭
張
す
る
こ
と

、
な

る
の
で
あ

る
。

從

つ
て
か
く
の
如
く

に
し
て
、
自
己
の
全
き
死
(
色
帥
是
塞
)
の
極
限

に
於

て
始
め
て
眞
に
生
き
た
る
自
己

(
察
帥

是
色
)
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

～
な
る
の
で
あ
る
。
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扱

て
か
く
し

て
識
を
捨
象
す
る
こ
と
に
依

つ
て
、

そ

れ

と

の
限
界
を
明
瞭
な
ら
し
め
て
、
般
若

の
膿
験
を
概
念

「
智
」
に
相
當

せ
し
め
得
た
。
併
し
こ

～
に
相
當
せ
し
め
得
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
を
思
惟
し
て
得

た
る
結
果
に
抽
象
化
し
た
と
云
ふ
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
,從

つ
て
そ
の
圭
観
的
思
惟
と
は
何
か
に
撫

つ
て
あ
る
も
の
で

あ
り
、
擦
ら
し
む
る
も

の
で
は
な
い
こ
と

～
な
る
。

そ
の
意
味

に
於

い
て

一
般

に
そ
れ
は
確
か
に
表
象
の
攣
容

で
あ

る
。
然

る
に
更
に
吾
々
は
か
く
し
て
得
た
る
概
念
を
再
び
表
象
す

る
こ
と
も
亦
可
能
で
あ
ら
う
。
帥
ち
進
む
で
智
は

如
何
な
る
も
の
か
と
問

ふ
こ
と
も
許
さ
れ
得

る
。
併
し
か

、
る
概
念
を
再
び
ま
た
表
象

の
世
界

に
ま
で
引
き
下
す
と

い
ふ
こ
と
は
、
よ
り
以
上

に
そ
の
智
の
本
質
を
依
下
し
…漫
容

せ
し
む
る
以
外
の
何
物

で
も
あ
り
得
な
い
。
故

に
か
く

の
如
く
象
徴
化
さ

れ

た
る
概
念
は
、

既
に
般
若

の
智

の
膿
験
自
膿

で
は
あ
り
得
ず
、

一
般

に
そ
の
光
景
の
叙
述

に

は
、
た

ゴ
箪
に
否
定
の
語

に
の
み
依
ら
る
、
の
で
あ
り
、
か
く
て
は
ま
た
結
局
、

か
の
不
レ説
}二

宇
一
(
樗
伽
阿
蹟
多

羅
寳
纏
、
四
、
大
正
、
一
六
、
五
一
三
、
上
)
の
根
本

に
還
元
さ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
故
に
か

～
る
眞

の
具

膿
的
な
概
念
(
と
云
ふ
こ
と
は
所
謂
抽
象
的
概
念
と
匿
別
す
る
た
め

に
)
と
し
て
の
」智
は
、
そ
れ
が
そ
の
意
昧
で
の
眞

の
概
念
で
あ
る
限

h
・、
何
等
の
形
態
を
も
有

し
得
な
い
も

の
と
な

る
の
で
あ
る
。
が
併
し
、
若
し
そ
れ
が
形
態
と
し

て
現
實
化

さ
れ
た
る
場
合

に
は
何
等
か
の
ー

警

へ
ば
識
な
ど

の
ー

表
象
を
、
所
謂
直
喩
的
な

る
も
の
と
し
て
持

た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

、
な
る
。
と

云
ふ
こ
と
は
表
象
の
側
よ
り
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
箪
に
表
象
と
し
て
の
み
見
ら

る
べ
き
も
の
で
な
く
ー
ー
少
な
く
と
も
表
象
す
る
と
云
ふ
限
り
、
既

に
概
念
は
働
か
ね
ば
な
ら

ぬ
筈

で
あ
る
が
ー

智

と
識

と
の
限
界

論

(
四

一
)
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智
と
識
と
の
限
界
論

(四
二
)

故
に
、
そ
れ
を
遇
じ
て
眞

の
概
念

へ
、
同
時

に
眞
の
概
念
よ
り
そ
の
表
象

へ
の
、
謂
は

9
圓
周
的
な
關
係
が
認
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

、
な
る
、
と
言

ふ
意
味

で
あ

る
。
從

つ
て
か
く
し

て
組
立
て
ら
れ
た
る
哲
理
に
は
そ
の
背
後
に

裏
付
け
ら
れ
た
る
膿
験
が
同
時

に
逆
に
識
膿
系
の
組
織

に
は
如
何

に
そ

の
智

の
紳
秘
境

へ
の
導
き
を
、
翻
繹
し
出
し

　

得

て
居
る
か

ゴ
最
も
究
極
的
な
問
題
と
な

る
。

護
法
が
特

に
世
俗
の
立
場
-

識
是
假
境
所
依
事
故
亦
勝
義
有
。
導
論

一
、
大
正
三
一
、
一
、
ー

を
明
瞭
な
ら
し
め

た
こ

と

は
既

に
述

べ
た
が
、

但

し
そ

れ
は
直

ち

に
、

そ

の
立

場

に

の
み
止

る
こ
と

を
意
味

す

る

の
で

は
な

い
。

蓋
し

　
ぬ
　

彼
は

一
方
、
勝
義
の
般
若
皆
塞

の
説
に
通
達
し
て
居

り
な
が
ら
、
他
方
因
位

に
於
け
る
虚
妄
唯
識

の
理

に
依

つ
て
佛

果
位

に
於
け
る
眞
實
唯
識
を
も
端
摩
し
去
り
、
世
俗
に
立

つ
唯
識
新
説
を
組
織

立
て
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
小
乗
聲
聞

の
徒
を
し
て
そ
の
識
を
観
じ

て
彼
外
塵
を
捨

て
し
め
む
が
た
め

で

あ

り
、

畢
覧
す
る
に
外
塵
を
捨

つ
れ
ば
妄
心
息

み
、
妄

心
息
む
が
故

に
中
道
を
謹
會
し
、
契
経

に
言

ふ
、
未
だ
境

の
唯
心
な

る
に
達

せ
す
む
ば
二
種
の
分
別
を
起
す

も
、
境

の
唯
心
な
る
に
達
し
巳
れ
ば
分

別
も
亦
生
ぜ
す
、
諸
法

の
唯
心
な
る
を
知
ら
ば
便
ち
外
塵

の
相
を
捨

つ
。
此

に
由
り
て
分
別
を
息
め
て
卒
等

の
置
ハ塞
を
悟

る
(
大
乗
廣
百
論
繹
論
十
、
大
正
、
三
〇
、二
四
九
)
に
至
る
が
た
め
で
あ

る
。

故
に
そ
こ
に
は
既

に
少
分
の
識
膿
だ

に
有
り
と
は
許
さ
.れ
な

い
。
謂
は

ゴ

一
切
は
、
こ
の
般
若
の
本
道

に
導
く
親
切

な
る
寄
り
道
に
外
な
ら
す
し
て
、
し
か
も
そ
の
過
程
が
成
唯
識
論
に
於
け
る
以
上
の
如
き
識
概
念

の
認
識
論
的
展
開

の
中
に
示
さ
れ
て
居

る
と
言
ひ
得
る
で
あ
ち
う
。
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の
阿
頼
耶
識
概
念
成
立
に
關
す
る
直
接
資

料
と
し

て
は
、
解
深
密
経

の
阿
陀
那
を
墨
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思

ふ
。
但

し
そ
の
根
本
思
想
に
遡
る
な
ら
ば
、

心
・
意
・識

〔
(
難
阿
含
経
、
二
、
「
彼
心
意
識
。
日
夜
時
剋
。
須
婁
不
停
。
種
種

轄
愛
。
・異
生
異
滅
。
」
大
正
、
二
、
八
二
)
(
倶
含
論
、
四

一
、
「
心
意
識
謄
二

。
心
心
所
有
依
。
有
縁
有
行
相
。
相
鷹
義
有

五
。」
「
論

日
。
集
起
故
。
各

心
。
思
量
故
。
各
意
。
了
別
故
。
各
識
。」
穴
正
、
二
九
、
二
輔
)
〕
の
思
想
を
基
げ
得
る
と
思

ふ
。
何
故
か
な
ら
ば
、

こ
の
「
論
日
。
集
起
故
。
各
心
。
」

の
集
起
は
、
叉
玄
癸

に
依
れ
ば
探
集
と
も
繹
さ
れ
、
世
親

の
大
乗
五
瀧
論

に

「
云
何
識
藏
。
謂
於
所
縁
境
。
了
別
爲
性
。
亦
名

心
意
。
由
探
集
故
。
意
所
擁
故
。
最
勝
心
者
。

謂
阿
頼
耶
。
何
以
故
。
由
此
識
識
中
謂
行
種
子
。
皆
探
集
故
。
」
大
正
、
三
一
、
八
四
九
と
い

ふ
を
以

つ
て
心
11
探
集

11
阿

頼
耶
の
登
展
過
程
は
明
瞭
な

る
が
故
で
あ
る
。
省
導
論
、
三
に
依
れ
ば
絵
部
経
中
亦
密
読
阿
頼
耶
識
有
別
自
性
。
謂

大
衆
部
阿
笈
摩
中
密
意
読
此
名
根
本
識

。L
「
上
坐
部
経
分
別
論
者
倶
密
意
説
此
名
有
分
識
。
」
「
化
地
部
説
此
名
窮
生

死
緬
。」
「
読

一
切
有
部
増
萱
輕
中
亦
密
意
説
此
名
阿
頼
耶
。
」
大
正
、
三
}
、
一
五
と
し
、
撮
大
乗
論
上
、
大
正
。
三
一
、
一
一

四

に
も
同
様

に
既

に
そ
れ
等

の
諸
部

に
密
∵意
に
阿
頼
耶
識
を
説
く
と
謂

ふ
。

叉

「
説

一
切
有
部
所
談

の
業
威
縁
起
論
は
、
た
し
か
に
そ
の
起
因
を
な
す
。
」
玉
置
敏
授
、
唯
識
學
概
論

一
九
頁
、

②
龍
樹

に
於
て
は
、
十
ご
門
論
、
観
因
縁
門

に
所
謂
、
内
因
縁

の
無
明
、
行
識
、
名
色
等
並
び

に
外
因
縁

「
如
泥

團
轄
縄
陶
師
等
和
合
故
有
瓶
生
。」
縮
藏
、
來
、
六
六
左
、
な
ど

の
衆
縁
所
生
の
法
は
。

「
諸
法
而
無
實
膿
。

一
切
皆

從
分
別
所
生
。」
大
乗
破
有
論
、
縮
藏
、
暑
、
五
四
、
左
、
と
し

て
倶
含
に
於
け
る
如
き
法
有
読
、
從

つ
て
法
と
法
と

智
と
識
と
の
限
界
論

.

(四
三
)
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智
と
識
と
の
限
界
論

(
四
四
)

の
問
に
縁
起
の
成
立
を
認
め
む
と
す
る
立
場
は

「
衆
縁
中
有
性
。
是
事
則
不
然
。
性
從
衆
縁
出
。
帥
名
爲
作
法
。」
中

論
、
観
有
無
品
、
縮
藏
、
暑
、
三
九
、
左
と
し
て
否
定

さ
れ
、

「
定
有
則
著
常
。
定
無
則
著
断
。
此
故
有
智
者
。
不

慮
著
有
無
。」
中
論
、
観
有
無
品
、
縮
藏
、
暑
、
四
〇
、
右
と
説
い
て
、
法
は
却

つ
て
縁
起
の
中

に
あ

る
と
い
ふ
法
塞

の
立
場
に
轄
回
さ
る
、
が
、
併
し
無
自
性
塞
と
読
く
な
ら
ば
、
更

に
そ
の
無
自
性
塞
な
る
法
は
如
何
に
し

て
成
立
し

得
る
や
の
騰
系
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
他
者
と

の
關
聯

に
從

つ
て
生
滅
攣
化
す
る
如
き
現
實
的
存

在
相

の
根
抵
に
何
等
か
の
統

一
燈
-

但

し
そ
れ
は
所
謂
衆
生
中
に
於
け
る
眞

の
衆
生
の
意
味
ー

を
見
出
し
、
そ

れ
よ
り
差
別
的
な
現
象
が
如
何
に
し
て
可
能
な
b
や
の
問
題
が
提
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
龍
樹
思
想
と
立
場
を
異

に

す
る
唯
識
縁
起
論
が
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
忙
所
以
を

こ
㌧
に
認
め
得
る
。

術
、
タ
ー

ラ
ナ
ー
タ
、
印
度
佛
敏
史
、

一
七

三
頁
、
墾
照

㈲
「
外
道
各
涙
(
殊
に
歎
論
、
勝
論
、
聲
論
等
)
の
敏
義
と
唯
識
學
と
は
、
間
接
的

に
交
渉
を
持

つ
、
」
玉
置
教
授
、

唯
識
學
概
論
、

一
七
頁
、
と
言
は
れ
て
居

る
が
併
し
そ
の
交
渉
が
ど

の
程
度
で
あ

る

か

は

容
易

に
断
定
し
…難

い
、

(
松
本
敏
授
、
印
度
哲
學
、
筆
記
)
と
言
は
れ
て
居
る
。

:

、

㈹
卿
●
Ω
碧
げ
9

団
ぽ
冨

o嘗
k
o
h
磐
9
。暮

H鼠
昼

H。。箋
恒
H日●

㈲
宇
井
博
士
、
印
度
哲
學
研
究
、

一
ノ
第

一

⑥
冶不
…教
研
究
新
五
巻
五
曲號
、
一
一山ハ
頁
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稻
津
氏
論
文
、

の
宇
井
博
士
、
印
度
哲
學
研
究
、
五
、
四
三
頁

㈲
宇
井
博
士
、
印
度
哲
學
研
究
、
五
、
五

一
頁

働

玉
置
教
授
、
阿
頼
耶
識
論
、

六
〇
頁

　10
大
乗
廣
百
論
繹
論
、
十
に
謂
く
、

(如
是
等
経
共
歎
無
量
。
是
故
諸
法
唯
識

理
成
。
豊
不
決
定
執

一
切
法
實
唯
有
識
亦
成
顛
倒
。
是
則
鷹
如
色
等
諸
法

顛
倒
境
故
其
膿
實
無
Q
大
正
、
三
〇
、
二
四
九

と
。
曹即
ち
色
等
の
諸
法
は
其
膿
實
に
無
た
る
べ
き
で
あ
る
。
故

に
そ
の
無

の
色
等
の
諸
法
の
故
に
認
め
ら
る
、
識
も

亦
無
と

さ
れ
ね
ば
な
ら
澱
。
謂
く
、

、

叉
境
既
無
識
云
何
有
。
不
鷹

二
分
合
成
。
勿
當
失
於
心
自

一
相
。
大
正
、
三
〇
、
二
四
九

と
。
か
く
の
如
く
識
膿
實
に
二
分
な
く
、
能
縁
行
縁
行
相
塞

に
し

て
更
に
能
識
所
識
と
も
云

ふ
べ
か
ら
す
む
ば
、
何

・
の
故

に
定
め
て
唯
有
識
と
説
く
の
で
あ

る
か
。
答

へ
て
謂

ふ
、

但
随
世
俗
同
所
了
知
有
能
縁
心
故
説
唯
識
。
則
鷹
亦
説
境
界
非
無
。
世
俗
同
知
有
心
境
故
。
大
正
、
三
〇
、
二
四
九

と
。
從

つ
て
識
を
識
と
説
く
こ
と
は
、
世
俗
同
じ
く
了
知
せ
ざ
る
絶
封
を
、
換
言
す
れ
ば
到
達
せ
ん
と
す

る
彼
岸
の

光
景
の
読
明

に
は
非
す
し
て
、
世
俗
同
じ
く
了
知
せ
る
此
岸
の
様

の
了
解

の
た
め
な
の
で
あ

る
。
但
し
、
共
庭
の
限

智
と
識
と
の
限
界
論

(四
五
)
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智
と
識
と
の
限
界
論

(四
六
)

界
の
極
限

に
は
、
即
ち
識
を
識
と
自
畳
す
る
當
膿
は
既

に
帥
智
た
る
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
關
し

て
傷

「
起
信

論
は
之
を
別
申
し
た
る
も
の
」
(
梵
文
入
樗
経
、
南
條
博
士
繹
緒
論

一
頁
)
、
と
も
稽
せ
ら
る

、
榜
伽
経
を
窺

ふ
に
、
之

に
は
榜
伽
阿
践
多
羅
寳
脛
四
雀

、
宋
、
求
那
践
陀
羅
繹
と
、
入
携
伽
経

十
巻
、
魏
、
菩
提
留
支
繹
と
、
大
乗
入
榜
伽

.経
七
巻
、
唐
、
實
叉
難
陀
課

の
三
繹
が
墨
げ
ら

る
～
が
、
識

に
關
す
る
繹
出
に
就
て
考
察
す
る
に
、
三
者
必
す
し
も

一
致
し
て
居
な

い
様

に
思
は
る
る
。

求
那
践
陀
羅
繹
(
宋
)
菩
提
留
支
鐸
(
魏
)
實
叉
難
陀
鐸
(
唐
)
略
読
有

三
種
識
。
有
八
種
識
。
略
論
識
廣
読
有
八
。

略
廣
説
有
八
相
。
何
有

二
種
識
。
何
等
則
唯
二
。
謂
現
識
等
爲
三
。
謂
眞
識
爲

二
。

一
者
了
別
及
分
別
事
識
。

現
識
及
分
別
事
識
。
識
。

二
者
分
別
事
。
大
正
、
一
六
、
五
九
三
、
大
正
、
一
六
、
四
八
三
、
識
。
大
正
、
一
六
、
五
二
二

帥
ち
魏
、
唐

二
繹

に
は
、
宋
課

の
所
謂
眞
識
が
除

か
れ
て
二
種
識
と
さ
れ
て
居
る
こ
と

で
あ

る
。
而
し

て
か
く

の

如
く
眞
識
を
除
外
す
る
と
否
と
は
、
識

に
封
す
る
考
察
が
非
常

に
相
異
を
來
す
も
の
と
思
は
る

、
の
で
あ
り
、
何
故

か
な
ら
ば
、
現
識
及
分
別
事
識
と
は
、
此

二
壊
不
壊
。
相
展
韓
因
。
(
宋
)
謬
、
大
正
、
=
ハ
、
四
八
三
、
の
も
の
な
る
が
故

に
、
更
に
こ
の
現
識
を
眞
識
と
比
較
す
れ
ば
、
阿
梨
耶
識
は
明
か
に
現
識

の
側

に
立
っ
も

の
と
思
は

る
、
が
故

で
あ

る
。
併
し
魏
、
唐

二
鐸

に
は
、
宋
繹

の
所
謂
眞
識
が
除

か
れ
て
二
種
識
と
さ
れ
て
居
る
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
か
く

の
如
く
遣
ハ識
を
除
外
す

る
と
否
と
は
、
識

に
封
す
る
考
察
が
非
常

に
相
異
を
來
す
も

の
と
思
は
る

、
の
で
あ
り
、
何

故
か
な
ら
ば
、
現
識
及
分
別
事
識
と
は
、
此

二
壊
不
壊
。
相
展
轄
因
。
(
宋
)
課
、
大
正
、
一
六
、
四
八
三
、

の
も
の
な

る
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が
故

に
、
更
に
こ
の
現
識
を
且
ハ識

と
比
較
す
れ
ば
、
阿
梨
耶
識

は
明
か
に
現
識

の
側

に
立
つ
も
の
と
思
は
る

、
が
故

で
あ

る
。
併
し
魏
、
唐
二
繹
に
は
、

菩
提
留
支
繹

實
叉
難
陀
諜

如
是
轄
識
阿
梨
耶
識
。
若
異
若
泥
團
與
微
塵
異
者
。
鷹
非
相
者
。

不
從
阿
梨
耶
識

生
。
若
彼
成
而
實
彼
成
。
是
故

不
異
。
不
異
者
。
轄
識
滅
阿
梨
耶
識
亦
。
若
不
異
者
。
泥
團
微
塵
鷹
無
分
鷹
滅
。
而
自
相
阿
梨
耶
識
不
滅
。
別
。

大
慧
。
韓
識
藏
識
若
異
者
。
(
大
正
、
エ
ハ
、
五
三
一)

藏
識
非
彼
因
。
若
不
異
者
。
轄
識
滅
藏
識
亦
鷹
滅
。
然
彼
眞
相
不
滅
。
(大
正
、
=
ハ
、
五
九
三
、
)

と
あ
り
、
こ
の
轄
識
は
分
別
事
識
(
轄
相
)
を
指
し
、
藏
識

は
眞
相
(
即
ち
眞
識
)
を
指
す
こ
と

、
な
る
が
故
に
、
宋
課

と
同
じ
く
不
滅
の
遣
ハ識
を
認
め
て
居

る
こ
と

、
な

る
で

あ

ら

う

が
兎
に
角
眞
識
を
敢

て
表
現
し
な

い
と
言

ふ
こ
と

は
、
阿
梨
耶
と
そ
れ
以
外
の
も
の
と
の
俊
別
を
避
け
む
と
す
る
傾
向
は
否
み
得
な
い
め

で
あ
り
、
從

つ
て
そ
の
意
味

に
於
て
こ
、
に
起
信
論

の
如
來
藏
縁
起

へ
の
過
程
を
認
あ
得
る
の
で
あ

る
が
、
か
く
て
起
信
論

に
至
り
て
は
、
阿
梨

耶
識

が

一
切
法
を
撮
し
、
そ
の

一
切
法
を
塞
じ
て
如
來
藏

で
の
縁
起
を
明
瞭
な
ら
し
む
れ
ば
、
直
ち
に

一
心
眞
如

に

一
致
し
得

る
と

い
ふ
立
場
と
な
る
の
で
あ
る
。
が
之
れ
に
比
し
て
成
唯
識
論

に
於

て
は
、
よ
り
實
有
視
さ
れ
た
識
概

念
、
從

つ
て
識
な
ら
ざ

る
智
、
智
な
ら
ざ
る
識
を
明
瞭

に
示
す
こ
と

～
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

に
於

て
、
智

へ

の
過
程
と
し
て
の
、
將

に
滅

せ
ら
る
べ
き
識
を
説
く
と
言
ひ
得
る
と
思

ふ
。

智
と
識
と
の
限
界
論

(四
七
)
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智

と
識

と
の
…限
界
論

(
四

八
)

　11
雑
阿
含
脛
、

一
二
に
謂
く
、

(今
我
如
是
。
得
古
仙
人
道
。
古
仙
人
蓬
。
古
仙
人
跡
。
古
仙
人
去
腱
。
我
得
随
去
。
謂
八
聖
道
正
見
正
志
正
語
正

業
正
命
正
方
便
正
念
正
定
。
我
從
彼
道
。
見
老
病
死
。
老
病
死
集
。
老
病
死
滅
。
老
病
死
滅
道
跡
。
見
生
有
取
愛

受
鯛
六
入
庭
名
色
識
。
行
行
集
行
滅
行
滅
道
跡
。
我
於
此
法
。
自
知
自
畳
。
成
等
正
畳
。
大
正
二
、
八
〇
ー

八
一
、

即
ら
認
識
す
る
も
の
が
、
滅

へ
の
道
を
、
自
己
自
身

の
方
向
に
…進
む

こ
と

～
も
言

へ
得
よ
う
。

　12
そ
の
内
容
が
明
か
に
般
若
思
想
に
属
す
る
と
思
は
る

～
大
乗
廣
百
論

に
彼
が
繹
論

を
成
し
た
と

い
ふ
こ
と
そ
の

(
こ
と

に
依

つ
て
既

に
そ
の
塞
の
思
想

に
通
達

せ
る
も

の
と
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
が
、

若
有
眞
有
可
有
眞
無
。
眞
有
既
無
。
置
ハ無
量
有
。
無
眞
無
故
。
置
ハ有
亦
無
。

眞
非
有
無
。
《
大
乗
廣
百
論
繹
論
、

十
、
大
正
、
三
〇
、
二
四
五
、
)

と

謂

ふ
。

甲

お

わ

び

本
誌

は
年
三
回
獲
行
す

べ
き
筈

で
あ
り
ま
す
が
、
從

來
補

助
を
受

け

つ
」
あ
る
、
向
ト
會

々
則

の
攣

更
に
俘

ひ
、
現
在

で
は
輕

ふ
じ

て
二
回
襲
行

の
贅
力
よ
り
な
く
、
質
金

の
充
實
を
侯

っ
て
、

三
回
獲
行
を
致
し
ま
す

か
ら
、
不
悪
右
御
諒
承
下

さ

い
。
部
長
、
委
員

極
力
諸
氏

の
御
期
待

に
添

ふ
べ
く
善
虎
す
る
考

へ
で
ゐ
ま
す

か
ら
、
何
卒
今
後
共
不
相
攣
倍
加

の
御
後
援
御
愛
讃

の
程
を
切

に
お
願

ひ
申

し
ま
す
。
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