
法
相
宗
の
所
依
の
論
で
あ
る
『
成
唯
識
論
』
（
以
下
『
成
論
』
と

略
す
）
七
巻
に
は
、
唯
識
の
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
唯
識

に
対
す
る
九
の
疑
難
を
設
け
て
、
そ
れ
に
答
え
る
形
で
唯
識
義
を

説
明
す
る
「
九
難
疑
」
と
い
う
一
段
が
あ
る
。
そ
の
九
難
疑
の
第

四
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
答
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

此
唯
識
性
豈
不
二
亦
空
毛
不
レ
雨
。
如
何
。
非
二
所
執
一
故
。
謂

依
二
識
変
一
妄
執
実
法
、
理
不
し
可
し
得
、
説
為
二
法
元
玉
非
下
無

一
一
離
言
正
智
所
証
唯
識
性
一
故
、
説
為
中
法
元
孟

（
新
導
本
・
巻
七
・
二
四
頁
）

（
和
訳
）

（
唯
識
も
法
空
を
標
榛
す
る
な
ら
ば
）
こ
の
唯
識
性
も
空
な

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
う
な
の
か
。

依
他
の
離
言
に
つ
い
て

｜
問
題
の
所
在

（
識
そ
の
も
の
は
）
所
執
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
空

で
は
な
く
、
有
で
あ
る
。
つ
ま
り
識
所
変
（
の
見
分
・
相

分
）
に
お
い
て
、
あ
や
ま
っ
て
執
さ
れ
た
実
法
が
、
道
理
と

し
て
無
で
あ
る
こ
と
を
法
空
と
説
く
の
で
あ
る
。
正
智
が
証

す
る
と
こ
ろ
の
、
離
言
の
唯
識
性
ま
で
も
が
無
い
こ
と
に
よ

っ
て
、
法
空
と
す
る
の
で
は
な
い
。

以
上
の
問
答
は
、
問
い
は
「
識
も
法
で
あ
る
限
り
、
唯
識
も
空
ぜ

ら
れ
な
け
れ
ば
、
大
乗
の
法
空
の
義
が
成
立
し
な
い
で
は
な
い
か
。

法
空
を
標
傍
し
な
が
ら
も
識
が
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
」
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
そ
の
答
え
が
、
「
あ
く
ま
で
執
さ
れ

た
実
法
こ
そ
空
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
の
離
言
の
唯

識
性
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
法
空
と
す
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う

①

こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
唯
識
性
と
い
う
言
葉
は
、
普
通
は

②

円
成
実
の
真
如
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
ま
た
離
言
と
い
う
限
り
、

加
藤
不
二
夫
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こ
こ
に
も
真
如
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
成
唯
識
論

述
記
」
（
以
下
『
述
記
」
と
略
す
）
の
注
釈
に

今
問
三
依
他
名
二
唯
識
性
や
即
相
之
性
、
不
し
問
二
真
理
毛

（
大
正
四
三
・
四
九
二
ａ
）

（
和
訳
）

今
こ
の
問
い
は
、
依
他
起
性
を
唯
識
性
と
名
づ
け
る
場
合
の

問
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
象
（
相
）
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
円
成
実
性
（
真
理
）
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
い
。

と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
問
答
に
於
け
る
唯
識
性
の
言
葉
が
、
円
成

実
性
で
は
な
く
、
依
他
起
性
を
指
す
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
こ
こ
に
い
わ
れ
る
唯
識
性
は
、
当
然
依
他
起
性
で
あ
る
と

し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
『
述
記
』
（
大
正
四

三
・
四
九
二
ｂ
）
で
は
、
そ
の
依
他
起
の
唯
識
性
が
有
で
あ
る
理

由
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

謂
依
二
識
所
変
見
相
分
上
《
妄
執
し
有
二
実
法
毛
此
即
法
我
。

理
不
哩
可
レ
得
、
説
為
二
法
元
玉
非
丙
無
下
離
二
遍
計
所
執
実
一
有

為
無
漏
正
体
後
得
二
正
智
所
証
唯
識
性
上
故
、
説
為
乙
法
空
和

無
二
計
所
執
一
名
二
法
空
一
故
。
設
依
他
言
、
法
体
亦
離
。
即
是

説
二
有
依
他
一
名
二
唯
識
性
毛
後
得
智
所
縁
。
知
二
唯
識
一
故
、

証
二
其
離
一
一
一
三

（
和
訳
）

識
の
変
現
で
あ
る
見
分
・
相
分
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
妄
り

に
執
着
さ
れ
た
実
法
、
そ
れ
こ
そ
が
（
空
ぜ
ら
れ
る
べ
き
）

法
我
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
唯
識
の
道
理
と
し
て
無
き
も
の

で
あ
る
か
ら
法
空
と
説
か
れ
る
。
遍
計
所
執
の
実
体
化
を
離

れ
た
、
有
為
無
漏
の
根
本
智
・
後
得
智
が
証
す
る
（
依
他
起

の
）
唯
識
性
が
無
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
空
と
説
か
れ
る
訳

で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
遍
計
所
執
性
（
実
法
）
が
無
い
こ
と

を
法
空
と
名
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
た
と
え
依
他

と
表
さ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
法
体
（
証
さ
れ
た

依
他
）
と
は
隔
た
り
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
（
証
さ
れ

た
）
有
な
る
依
他
を
唯
識
性
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の

有
な
る
依
他
は
後
得
智
の
所
縁
で
あ
る
。
（
有
な
る
依
他
、

即
ち
）
唯
識
を
経
験
す
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
が
離
言
で
あ
る
こ

と
を
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
『
述
記
』
は
、
唯
識
が
空
で
は
な
い
の
は
、
根
本
智
と
後

③

得
智
が
証
す
る
依
他
起
性
は
有
で
あ
る
か
ら
と
説
明
す
る
。
そ
し

て
そ
の
後
に
、
後
得
智
が
証
す
る
依
他
起
性
が
、
「
離
言
」
で
あ

る
と
い
う
観
点
を
示
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
円
成
実

性
で
な
く
、
依
他
起
性
が
離
言
で
あ
る
と
い
え
ば
、
唯
識
の
教
説

自
体
の
成
立
根
拠
が
危
う
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

何
故
な
ら
ば
、
根
本
智
が
真
如
・
円
成
実
を
証
し
、
そ
れ
が
後
得

、l
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二
真
如
の
「
断
」
と
依
他
の
「
離
」

そ
こ
で
こ
の
「
依
他
の
離
言
」
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
根
本

智
が
証
す
る
離
言
の
法
性
、
即
ち
円
成
実
の
真
如
が
、
『
成
論
』

で
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
の
を
第
一
の
手
掛
か
り
と
し
た
い
。

一
本
来
自
性
清
浄
浬
梁
。
謂
一
切
法
相
真
如
理
。
錐
膨
有
二
客

染
一
而
本
性
浄
。
具
二
無
数
量
微
妙
功
徳
毛
無
し
生
・
無
し
減
、

湛
若
二
虚
空
毛
一
切
有
情
平
等
共
有
。
与
二
一
切
法
一
不
〕
一
・

不
レ
異
。
離
二
一
切
相
・
一
切
分
別
毛
尋
思
路
絶
。
名
言
道
断
。

唯
真
聖
者
自
内
所
し
証
。
其
性
本
寂
。
故
名
二
浬
梁
毛

智
と
し
て
展
開
し
た
時
に
把
握
さ
れ
た
依
他
起
の
境
界
こ
そ
、
唯

識
思
想
の
説
か
れ
る
根
拠
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
そ
の
依
他
が
離
言
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
後
得
智
に
よ
り
開

④

か
れ
た
唯
識
の
教
説
が
、
「
浄
法
界
よ
り
等
流
せ
る
正
法
」
と
し

て
の
資
格
を
失
い
か
ね
な
い
よ
う
な
感
さ
え
抱
か
せ
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
ど
う
し
て
『
述
記
」
で
は
、
依
他
が
離
言
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
殊
更
に
主
張
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
こ
の
「
依
他
の

離
言
」
に
つ
い
て
は
、
「
摂
大
乗
論
」
に
お
い
て
同
じ
観
点
が
見

⑤

ら
れ
る
こ
と
を
長
尾
雅
人
博
士
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
論
で
は
、

「
依
他
の
離
言
」
が
法
相
宗
の
教
義
の
中
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

顕
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
点
を
試
考
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
新
導
本
・
巻
十
・
九
’
十
頁
）

（
和
訳
）

（
浬
藥
に
四
義
立
て
る
中
の
）
第
一
を
「
本
来
自
性
清
浄
浬

藥
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
一
切
法
の
実
相
で
あ
る
真

如
の
理
の
こ
と
で
あ
る
。
客
染
の
煩
悩
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
自
体
は
本
来
的
に
清
浄
で
あ
る
。
無
数
量
の
奥
深
い
功

徳
を
有
し
て
い
る
。
生
ず
る
こ
と
な
く
、
減
す
る
こ
と
な
く
、

そ
の
清
ら
か
な
る
こ
と
は
虚
空
に
た
と
え
ら
れ
る
。
す
べ
て

の
衆
生
に
平
等
に
「
共
に
有
る
」
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
い

る
。
す
べ
て
の
存
在
と
同
じ
と
も
い
え
ぬ
し
、
異
な
っ
て
い

る
と
も
い
え
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
所
取
の
相
・
能
取
の
相
を
離

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
思
盧
分
別
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
も
で

き
な
い
。
た
だ
無
分
別
智
を
得
た
聖
者
の
み
が
自
ら
の
心
の

内
に
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
来
的
に
円
満
清
浄
で

あ
る
か
ら
、
浬
藥
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

『
成
論
」
で
は
、
浬
檗
と
は
「
真
如
の
理
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
真
如
の
理
は
一
切
の
有
情
に
本
来
的
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
『
成
論
』
で
は
こ
の
他
に
三
つ

⑥

の
浬
葉
が
立
て
ら
れ
る
が
、
こ
の
第
一
の
本
来
自
性
清
浄
浬
藥
と

し
て
の
真
如
以
外
に
別
体
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
即
ち
円
成
実
の

no
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自
体
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
の
衆
生
に
本
来
的
に
備
わ
っ
て
い

る
真
如
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
は
こ
の
論
の
文
に
お
い
て
、

真
如
が
①
「
尋
思
の
路
絶
え
た
り
」
と
か
②
「
名
言
の
道
断
た

り
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
絶
」
や
「
断
」
と
い
う
非
常
に
否
定
的

な
語
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
こ
の

う
ち
①
「
尋
思
の
路
絶
え
た
り
」
と
い
う
の
は
、
真
如
は
全
く
思

慮
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま

り
、
真
如
は
根
本
無
分
別
智
の
触
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
分
別
を
い

く
ら
重
ね
て
も
真
如
を
つ
か
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
表

し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
分
別
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
故

に
、
真
如
は
②
「
名
言
の
道
断
た
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
言
葉
に

よ
っ
て
そ
の
意
味
を
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
円
成
実
の
真
如
と
は
、
名
言
に
よ
っ
て
性
が
あ

る
こ
と
は
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
も
の
自
体
は
無
分
別
智
を
得
た
聖

者
の
み
が
自
覚
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
全
く
世
俗
の
言
説
を
断
絶

し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
法
相
宗
の
真
如
観
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
に
「
絶
」
や
「
断
」
と
い
う
強

い
否
定
の
語
に
よ
り
、
円
成
実
の
真
如
が
言
葉
を
越
え
て
い
る
と

説
か
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
い
え
ば
、
「
述
記
」
で
依
他
起
性
が
「
離

言
」
と
い
わ
れ
つ
つ
も
、
「
言
葉
を
断
じ
て
い
る
」
と
は
い
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
背
景
に
は
、
円
成
実
の
真
如
が
分
別
を
絶
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

の
に
対
し
、
依
他
起
性
は
分
別
の
境
界
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ

と
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
真
如
は
全
く
分
別
の

及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
、
当
然
絶
言
と
な
る
が
、
依
他
起
は

分
別
に
耐
え
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
離
言
で
あ
り
つ
つ
も
、

聖
者
に
お
い
て
分
別
さ
れ
思
想
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
故
に
、
衆
生
の
上
に
開
か
れ
て
く
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
推
論
を
よ
り
根
拠
あ
る
も
の
と
す
る
た
め

に
、
次
に
法
相
宗
に
お
け
る
勝
義
諦
と
世
俗
諦
の
関
係
を
通
じ
て

考
察
を
続
け
た
い
と
思
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
①
『
成

論
』
で
三
能
変
の
識
の
自
相
を
述
べ
る
と
こ
ろ
の
帰
結
の
部
分
と
、

そ
の
②
『
述
記
」
の
釈
を
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。

①
如
二
前
所
レ
説
識
差
別
相
、
依
二
理
世
俗
《
非
二
真
勝
義
毛
真

勝
義
中
心
言
絶
故
。
（
新
導
本
・
巻
七
・
二
十
頁
）

②
若
爾
前
来
所
説
三
能
変
相
是
何
。
此
依
二
四
俗
諦
中
第
二

道
理
世
俗
「
説
し
有
二
八
等
毛
随
し
事
差
別
。
非
二
四
重
真
諦
中

第
四
真
勝
義
諦
毛
勝
義
諦
中
窮
二
八
識
理
↓
分
別
心
与
レ
言
皆

絶
故
。
（
大
正
四
三
・
四
八
六
ａ
）

（
和
訳
①
）

前
に
説
い
て
き
た
よ
う
な
八
識
の
差
別
の
相
は
、
理
世
俗
と
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い
う
立
場
に
よ
っ
て
言
い
得
る
こ
と
で
あ
り
、
真
勝
義
に
お

い
て
は
成
立
し
な
い
。
真
の
勝
義
の
中
に
は
心
も
言
葉
も
断

絶
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
和
訳
②
）

も
し
（
「
榴
伽
経
』
の
よ
う
に
）
八
識
の
相
に
差
別
が
な
い

⑦

と
説
く
教
説
の
立
場
を
認
め
る
な
ら
ば
、
前
に
説
い
て
来
た

（
阿
頼
耶
識
・
末
那
識
・
前
六
識
の
）
三
能
変
の
差
別
の
相

は
ど
う
い
う
立
場
に
よ
っ
て
い
わ
れ
る
の
か
。
こ
れ
は
世
俗

諦
に
四
つ
あ
る
中
の
「
第
二
世
俗
諦
」
と
言
う
立
場
に
よ
っ

て
、
八
識
（
及
び
心
所
等
）
の
差
別
相
が
説
か
れ
る
の
で
あ

る
。
（
こ
の
「
第
二
世
俗
諦
」
は
）
依
他
起
の
事
象
を
分
別

し
て
差
別
を
設
け
る
立
場
で
あ
る
。
（
よ
っ
て
こ
の
八
識
の

差
別
は
）
勝
義
諦
に
四
つ
あ
る
中
の
「
第
四
勝
義
諦
」
で
は

あ
り
え
な
い
。
こ
の
第
四
勝
義
諦
に
お
い
て
八
識
の
道
理
を

求
め
て
い
っ
て
も
、
分
別
す
る
心
も
言
葉
も
断
絶
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
「
成
論
」
「
述
記
』
の
教
説
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

法
相
宗
で
は
世
俗
諦
も
勝
義
諦
も
一
種
と
は
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
に

⑧

四
つ
の
立
場
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
今
、
こ
こ
に
お
い
て

も
「
分
別
の
心
」
と
「
言
説
」
が
と
も
に
断
絶
さ
れ
て
い
る
立
場

が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
「
真
勝
義
諦
」
と
い
い
、
四
勝
義

こ
の
よ
う
に
、
法
相
宗
の
立
場
が
八
識
差
別
の
第
二
世
俗
に
あ

る
と
す
れ
ば
、
他
の
三
世
俗
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
か
。
ま
た
第
四
勝
義
が
円
成
実
の
真
如
を
指
す
と
す
れ
ば
、
他

の
三
勝
義
に
は
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
。
当
然
こ
の
点
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
四
世
俗
と
四
勝
義
全
体
の
関
係
を
、

慈
恩
大
師
の
『
大
乗
法
苑
義
林
章
」
（
以
下
「
義
林
章
」
と
略
す
）

中
の
「
第
四
勝
義
諦
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
四
勝
義
の

中
で
、
最
も
高
い
所
に
位
置
付
け
ら
れ
る
真
理
を
指
す
の
で
あ
り
、

分
別
と
言
葉
を
断
絶
し
た
円
成
実
の
真
如
は
、
当
然
こ
の
第
四
勝

義
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
真
勝
義
に
対
し
て
、

「
成
論
」
の
三
能
変
八
識
差
別
の
立
場
は
、
「
第
二
世
俗
諦
」
と

い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
世
俗
諦
と
い
う
の
は
、
四
世
俗
の
中

の
二
番
目
に
当
た
る
こ
と
で
あ
る
が
、
「
事
に
随
い
て
差
別
す
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
依
他
起
と
い
う
縁
起
の
事
実
を
、
あ
く
ま

で
八
識
の
差
別
相
に
よ
っ
て
言
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

つ
ま
り
法
相
宗
の
教
説
は
、
ど
こ
ま
で
も
識
の
差
別
相
を
徹
底
し

て
堅
守
す
る
の
が
、
そ
の
一
貫
し
た
態
度
で
あ
る
が
、
そ
の
教
学

の
位
置
は
、
依
他
の
事
相
を
究
め
る
第
二
世
俗
に
立
つ
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。三

四
世
俗
と
四
勝
義
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の
教
説
に
拠
り
な
が
ら
見
て
行
き
た
い
と
思
う
。
な
お
今
は
便
宜

⑨

上
、
そ
の
内
容
を
図
と
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

（
四
世
俗
）

①
世
間
世
俗
Ｉ
瓶
軍
林
等
実
我
実
法

②
道
理
世
俗
ｌ
穂
処
界
等
十
善
巧
山
①
世
間
勝
義

③
証
得
世
俗
’
三
性
三
無
性
唯
識
妙
理
ｌ
②
道
理
勝
義

④
勝
義
世
俗
’
二
空
真
如
③
証
得
勝
義

廃
詮
談
旨
④
勝
義
勝
義

（
四
勝
義
）

こ
こ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
法
相
宗
に
お
け
る
四
世
俗
と

四
勝
義
は
、
中
の
三
つ
が
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
初
の
世
間
世

俗
と
最
後
の
勝
義
勝
義
が
独
立
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
①
世
間
世

俗
か
ら
見
る
と
、
瓶
軍
林
等
実
我
実
法
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は

俗
世
間
に
名
前
と
し
て
は
あ
る
が
、
執
着
と
し
て
あ
る
の
み
で
、

仏
教
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
実
体
と
し
て
は
何
も
な
い
も
の
を
指
す
。

こ
れ
に
対
し
後
の
世
俗
の
三
つ
は
、
安
立
さ
れ
た
具
体
的
な
仏

説
の
立
場
で
あ
る
。
仏
説
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
勝
義
諦
に
も

通
ず
る
と
し
て
、
三
つ
の
勝
義
諦
と
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
中
の
②
道
理
世
俗
（
①
世
間
勝
義
）
が
先
に
見
た
と
こ
ろ

の
第
二
世
俗
で
あ
り
、
法
相
宗
の
教
説
の
立
場
と
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
れ
が
五
穂
・
十
二
処
．
十
八
界
な
ど
の
十
善
巧
を
指

す
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
善
巧
と
い
う
の
は
衆
生
を
教
化
す
る
手
段

の
た
く
み
で
あ
る
こ
と
を
い
う
か
ら
、
衆
生
教
化
に
お
け
る
す
ぐ

れ
た
仏
説
の
こ
と
を
指
す
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と

「
成
論
』
の
教
説
の
位
置
も
、
衆
生
を
導
く
た
め
の
有
効
な
る

「
方
便
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
次
の
③
証
得
世
俗
（
②
道
理
勝
義
）
は
、
三
性
・
三
無

性
唯
識
妙
理
と
定
義
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
三
性
三
無
性
説

は
唯
識
思
想
に
於
け
る
主
要
な
教
理
で
あ
る
か
ら
、
法
相
宗
の
立

場
も
こ
こ
に
あ
る
と
主
張
し
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し

こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
成
論
』
（
新
導
本
・
巻
八
・
二
七
頁
）
に

若
唯
有
し
識
、
何
故
世
尊
処
処
経
中
説
し
有
二
三
性
毛
応
し
知
。

三
性
亦
不
〃
離
し
識
。

（
和
訳
）

も
し
唯
だ
識
の
み
が
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
世
尊

は
あ
ら
ゆ
る
経
の
中
に
三
性
が
有
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
か
。

三
性
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
識
を
離
れ
ず
し
て
あ
る
と
知
る

べ
き
で
あ
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
法
相
唯
識
に
於
て
は
三
性
説
そ
の
も
の
も
、

「
不
離
識
」
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
態
度
が
示
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
三
無
性
説
を
論
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
が
『
唯

識
三
十
頌
』
に
説
か
れ
た
目
的
自
体
を

三
頌
総
顕
三
諸
契
経
中
説
無
性
言
非
二
極
了
義
毛

（
新
導
本
・
巻
九
・
三
頁
）
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（
和
訳
）

（
「
唯
識
三
十
頌
」
に
説
か
れ
る
三
無
性
の
）
三
頌
は
、
い

ろ
い
ろ
な
契
経
に
説
か
れ
て
い
る
無
性
と
い
う
言
葉
が
、
極

め
て
不
了
義
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
三
無
性
の
義
は
、
む
し
ろ
無
性
と
い
う
言
葉
を

不
了
義
と
す
る
た
め
に
説
か
れ
た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ

は
つ
ま
り
、
仏
説
に
無
性
の
言
葉
が
あ
る
の
は
、
三
性
の
上
の

「
我
執
と
法
執
が
な
い
」
と
い
う
義
に
基
づ
い
て
言
わ
れ
た
の
で

あ
り
、
本
当
は
決
し
て
無
性
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る

た
め
に
、
こ
の
義
を
三
無
性
と
し
て
開
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
っ
て
「
成
論
』
の
教
説
で
は
、
三
無
性
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
は

三
性
に
あ
り
、
ま
た
三
性
自
体
も
「
不
離
識
」
と
さ
れ
、
識
の
差

別
相
に
還
元
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
法
相
唯
識
の

思
想
で
は
、
三
性
・
三
無
性
唯
識
妙
理
と
定
義
さ
れ
る
第
三
世
俗

も
、
ど
こ
ま
で
も
第
二
世
俗
諦
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
立
場
に
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

次
の
世
俗
諦
と
勝
義
諦
の
交
わ
る
中
で
、
一
番
高
く
位
置
付
け

ら
れ
る
④
勝
義
世
俗
（
③
証
得
勝
義
）
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
安
立

さ
れ
た
二
空
真
如
を
指
し
て
い
る
。
真
如
そ
れ
自
体
は
、
無
分
別

智
の
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
分
別
と
言
葉
を
絶
し
て
い
る
が
、

し
か
し
全
く
言
語
化
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
る

術
さ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
そ
の
内
容
を
二
空
真
如
と

し
て
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
依
言
真

如
」
の
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
世
俗
諦
と
交
わ
ら
な
い
④
勝
義
勝
義
は
、
「
成
論
」
で

「
真
勝
義
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
真
実
の
勝
義
諦
で
あ
る
。
こ

の
第
四
勝
義
を
廃
詮
談
旨
と
い
う
の
は
、
言
詮
を
廃
し
て
直
に
そ

の
理
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
真
の
勝
義
は
世
俗
諦
を
越

え
て
い
る
か
ら
、
言
葉
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
否
定

的
に
示
す
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
分
別
も
言
葉
も
及
ば
な
い
無
分

別
智
の
境
界
を
そ
の
ま
ま
顕
し
て
お
り
、
「
離
言
真
如
」
の
意
味

と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
四
世
俗
と
四
勝
義
は
、
こ
の
よ
う
に
見
た
限
り
、
一
応
そ

れ
ぞ
れ
が
低
次
か
ら
高
次
の
立
場
へ
と
進
ん
で
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
そ
う
す
る
と
一
見
、
「
成
論
」
の
立
場
は
、
第
二
世
俗
と

し
て
、
第
三
・
第
四
世
俗
の
仏
説
よ
り
も
次
元
の
低
い
教
説
で
あ

る
よ
う
な
印
象
を
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
世
俗
と
勝
義
の
交
わ
る

と
こ
ろ
の
三
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
後
の
が
前
の
よ
り
了
義
的

な
立
場
を
顕
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
根
拠
は
『
義
林

章
」
の
次
の
箇
所
で
あ
る
。

前
三
勝
義
有
相
故
安
立
。
第
四
勝
義
無
相
非
安
立
。
初
之
一

俗
心
外
境
無
。
依
峻
情
立
似
名
、
名
為
二
世
俗
圭
第
二
俗
諦
心

、戸
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所
変
事
。
後
之
二
俗
心
所
変
理
。
施
設
差
別
即
前
三
真
。
其

第
四
真
唯
内
智
証
、
非
二
心
変
理
毛
随
一
其
所
応
一
即
是
三
性
。

（
大
正
四
五
・
二
八
八
ｂ
）

（
和
訳
）

（
四
種
の
勝
義
諦
の
う
ち
）
前
の
三
の
勝
義
は
、
（
後
得
智

の
所
縁
と
し
て
）
相
を
有
し
て
い
る
か
ら
（
世
俗
諦
の
上

に
）
安
立
さ
れ
る
。
第
四
勝
義
は
（
根
本
智
の
所
縁
と
し

て
）
分
別
相
な
く
、
（
世
俗
諦
の
上
に
）
安
立
さ
れ
な
い
。

（
四
種
の
世
俗
諦
の
う
ち
）
初
の
第
一
世
俗
は
心
を
離
れ
た

外
境
で
あ
り
、
実
体
は
な
い
。
（
凡
夫
の
世
間
的
）
迷
情
に

よ
っ
て
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
世
俗
と
名
づ
け

ら
れ
る
。
第
二
世
俗
は
後
得
智
の
所
変
と
し
て
の
差
別
的
現

象
（
事
）
で
あ
る
。
後
の
第
三
・
第
四
世
俗
は
後
得
智
の
所

変
と
し
て
の
普
遍
的
真
理
（
理
）
で
あ
る
。
（
第
二
ｌ
第
四

世
俗
が
）
世
俗
諦
と
し
て
施
設
さ
れ
る
こ
と
は
、
前
の
三

（
第
一
Ｉ
第
三
）
の
勝
義
に
基
づ
く
。
（
こ
れ
ら
に
対
し
）

第
四
勝
義
は
唯
だ
根
本
智
の
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
後
得

智
の
所
変
の
理
で
は
な
い
。
（
こ
の
四
世
俗
・
四
勝
義
は
）

そ
の
応
ず
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
三
性
に
配
当
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
第
二
世
俗
が
「
心
所
変
の
事
」
で
あ
り
、
第
三
と
第
四

世
俗
が
「
心
所
変
の
理
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
事
と
い
う

の
は
依
他
起
性
、
理
と
い
う
の
は
円
成
実
性
を
指
す
言
葉
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
が
共
に
心
所
変
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
所
に
は

注
意
を
要
す
る
。
つ
ま
り
円
成
実
の
理
法
も
、
世
俗
諦
の
上
に
あ

っ
て
は
後
得
智
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
た
円
成
実
で
あ
り
、
そ
れ
は

結
局
、
心
所
変
の
依
他
起
性
に
摂
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
成
論
』

（
新
導
本
・
巻
八
・
三
三
頁
）
に

無
分
別
智
証
二
真
如
一
已
、
後
得
智
中
、
方
能
了
三
達
依
他
起

性
如
二
幻
事
等
圭

（
和
訳
）

根
本
無
分
別
智
が
円
成
実
の
真
如
を
証
し
お
わ
っ
て
、
そ
の

後
に
起
こ
し
た
後
得
智
に
お
い
て
依
他
起
性
は
夢
・
幻
の
如

き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
後
得
智
は
円
成
実
性
で
な
く
依
他
起
性
に

触
れ
る
智
慧
で
あ
る
。
故
に
こ
こ
で
証
さ
れ
る
こ
と
は
、
た
と
え

真
如
で
あ
っ
て
も
、
自
心
の
変
じ
た
相
分
で
あ
り
、
心
が
作
っ
た

も
の
と
し
て
依
他
起
性
で
あ
る
。
無
論
こ
の
真
如
を
心
の
相
分
と

し
て
顕
わ
す
こ
と
は
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
衆
生
の
も
と
に
あ
ら
わ

そ
う
と
す
る
大
悲
の
用
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
真
如
そ
の
も
の
は

根
本
無
分
別
智
の
証
す
る
と
こ
ろ
が
本
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
え

と
し
て
衆
生
に
開
か
れ
る
余
地
の
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
考
盧
す
れ
ば
、
『
義
林
章
』
の
「
其
の
所
応
に
随

ワ ワ
ム ィ



そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
に
円
成
実
性
が
世
俗
諦
か
ら
断

絶
さ
れ
て
い
る
と
見
る
限
り
、
言
葉
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く

べ
き
こ
と
は
、
第
二
世
俗
諦
と
し
て
の
依
他
起
性
に
集
約
さ
れ
て

い
く
の
で
は
な
い
か
。
何
故
な
ら
ば
、
第
三
世
俗
・
第
四
世
俗
に

立
つ
限
り
、
分
別
を
越
え
て
い
る
「
真
如
」
を
「
心
所
変
の
理
」

と
し
て
分
別
し
て
い
く
立
場
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
法
相

宗
の
教
理
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
円
成
実
性
は
分
別
の
及
ば
ぬ

と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
を
言
説
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
蚤
７
と
す

る
第
三
世
俗
や
第
四
世
俗
は
、
言
説
諦
に
お
い
て
は
第
二
世
俗
よ

り
も
む
し
ろ
不
了
義
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
『
成
論
」
の
三
無
性

説
に
お
け
る
「
無
性
の
言
は
極
め
て
了
義
に
非
ず
」
と
い
う
言
葉

は
、
ま
さ
に
真
如
法
性
の
意
味
を
言
葉
で
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
立

い
て
、
即
ち
是
れ
三
性
な
り
」
と
い
う
文
が
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
は
、

次
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
第
一
世
俗
は
遍
計
所
執
性

で
あ
り
、
第
二
世
俗
の
事
象
が
依
他
起
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

第
三
世
俗
・
第
四
世
俗
の
理
法
も
心
の
所
変
で
あ
る
限
り
同
じ
く

依
他
起
性
で
あ
り
、
本
当
に
円
成
実
性
と
い
え
る
の
は
、
唯
だ
根

本
智
の
証
す
る
、
分
別
と
言
葉
を
絶
し
た
境
界
と
し
て
の
第
四
勝

義
の
み
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
法
相
唯
識
に
お
け
る
方
便

場
を
不
了
義
と
位
置
付
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
依
る
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
従
っ
て

四
つ
の
世
俗
諦
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
第
二
世
俗
よ
り
高

度
な
教
説
と
し
て
第
三
世
俗
・
第
四
世
俗
が
あ
る
と
い
う
の
で
は

な
く
、
第
二
世
俗
に
は
第
三
・
第
四
世
俗
の
方
便
説
と
い
う
意
味

が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
法
相
宗
の
教
理
に
あ
っ
て
は
、
第
二
世
俗

の
依
他
起
性
に
こ
そ
言
説
諦
の
分
限
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
法
相
宗
で
は
真
如
を
教
理
的
に
明
確
に
し
て
い
く

よ
う
な
立
場
は
と
ら
な
い
。
そ
れ
は
修
道
を
通
じ
て
証
見
す
べ
き

課
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
は
『
成

論
』
の
次
の
文
で
あ
る
。

二
空
所
し
顕
、
円
満
成
就
諸
法
実
性
、
名
二
円
成
実
記

（
新
導
本
・
巻
八
・
三
十
一
頁
）

（
和
訳
）

二
空
（
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
）
に
顕
さ
れ
る
、
円
満
に
成
就

し
た
諸
法
の
実
性
を
、
円
成
実
性
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。

『
成
論
』
で
は
我
法
二
空
を
円
成
実
と
は
名
づ
け
ず
、
「
二
空
に

よ
っ
て
顕
さ
れ
る
性
」
に
こ
そ
円
成
実
の
名
を
与
え
る
と
い
う
。

こ
れ
は
修
道
を
通
じ
て
二
空
が
実
現
さ
れ
た
時
、
即
ち
無
分
別
智

が
現
行
し
た
時
に
、
そ
こ
に
「
顕
さ
れ
る
」
こ
と
こ
そ
円
成
実
性
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で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
顕
」
と
い
う
言
葉

⑩

に
よ
っ
て
真
如
法
性
を
示
す
の
は
法
相
唯
識
の
特
色
で
あ
る
。
真

如
は
「
二
空
」
と
も
名
づ
け
得
な
い
。
真
如
法
性
は
そ
の
よ
う
な

概
念
で
ま
か
な
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
浄
分
依
他
の

無
分
別
智
が
二
空
を
実
現
し
た
と
こ
ろ
に
、
「
所
顕
」
と
い
う
形

で
賜
る
こ
と
で
あ
る
と
、
依
他
起
性
に
約
し
て
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。以

上
の
こ
と
か
ら
見
て
も
、
法
相
唯
識
の
教
理
に
お
い
て
言
説

諦
の
課
題
と
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
依
他
起
性
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
何
故
依
他
起
性
が
言
説
諦
に

お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
依
他

起
性
が
円
成
実
性
の
よ
う
に
分
別
を
絶
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
分
別
さ
れ
得
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
い
え
ば

依
他
起
性
が
分
別
に
適
う
の
は
、
依
他
起
性
自
体
が
分
別
の
事
実
、

即
ち
唯
識
縁
起
の
事
実
と
し
て
見
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
そ
し
て
こ
の
依
他
の
事
実
を
見
失
わ
ず
に
、
諸
法
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
教
説
を
第
二
世
俗
の
了
義
教
と
し
、
そ
の
立
場
を

徹
底
さ
せ
た
の
が
法
相
唯
識
の
思
想
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
依
他
起
性
も
、
そ
こ
に
悟
入
す
る
の
は
無
分
別
智

を
得
た
後
で
あ
る
こ
と
に
は
、
十
分
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
結
局
の
と
こ
ろ
「
述
記
』
で
依
他
起
が
離
言
と
い
わ
れ
た
の

は
、
悟
入
さ
れ
た
事
実
と
し
て
の
依
他
起
を
、
そ
れ
が
分
別
さ
れ

衆
生
に
開
か
れ
た
言
葉
そ
の
も
の
と
は
同
じ
と
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
、
そ
れ
故
に
離
言
で
あ
る
と
い
う
観
点
を
示
し
て
い
る
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
離
言
と
い
え
ば
、
即
離
言
の
法

性
と
し
て
の
真
如
を
連
想
さ
せ
る
が
、
依
他
起
性
も
言
葉
と
な
っ

て
現
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
依
他
起
の
法
体
と
同
じ
と
は
い
え
な

い
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
言
葉
と
し
て
の
依
他
起
が
そ
の
ま
ま
依
他

起
自
体
を
顕
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
依
他
起
は
分
別
を
か
さ
ね
る

と
こ
ろ
に
つ
か
み
得
る
も
の
と
な
る
。
だ
が
本
当
に
依
他
起
を
得

た
と
い
え
る
の
は
、
無
分
別
智
を
実
現
し
た
聖
者
の
み
に
い
え
る

こ
と
で
あ
り
、
分
別
の
所
得
を
乗
り
越
え
て
本
当
に
分
別
さ
れ
た

こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
本
当
の
依
他
起
で
あ
る
。
た
だ
し
依
他
起
性

は
本
来
的
に
離
言
で
あ
っ
て
も
、
唯
識
説
と
し
て
思
想
化
さ
れ
、

衆
生
に
開
か
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
真
如
が
全
く

分
別
を
断
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
に
対
し
、
依
他
の
法
体
が
分
別

吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
こ
の
依
他
起
性
が
唯
識
の
教
学
と
し
て
衆
生
に
開
か
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
夢
や
幻
に
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
本
来
的
に

は
名
言
を
離
れ
た
「
依
他
起
性
」
の
事
実
を
な
ん
と
か
衆
生
に
知

ら
せ
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
依
他
起
の
事
実
が
、
唯
識
説
と
し
て

思
想
化
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
》
７
。
即
ち
唯
識
の
教
え
は
、
衆
生
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に
自
ら
が
唯
識
縁
起
、
即
ち
迷
い
の
縁
起
と
し
て
存
在
し
て
い
る

事
実
を
知
ら
し
め
、
無
分
別
智
に
呼
び
覚
ま
す
方
便
と
し
て
開
か

れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
法
相
唯
識
の
立
場
と
な
る
。
も
っ
と

も
方
便
と
い
っ
て
も
、
法
相
唯
識
の
思
想
に
お
い
て
は
方
便
の
教

え
と
真
実
の
教
え
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
教
説
は
す
べ
て
方
便

に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
真
実
そ
の
も
の
が
分
別

と
言
葉
を
断
絶
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
真
実
へ
導
く
た
め
の
方
便

が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
唯
識
思
想
が
説
か
れ
た
意
味
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

教
説
は
す
べ
て
真
実
へ
導
く
た
め
の
方
便
で
あ
る
。
「
依
他
の

離
言
」
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
の
み
を
単
独
で
見
る
な
ら
ば
、

唯
識
の
教
え
は
真
如
は
お
ろ
か
依
他
起
ま
で
も
顕
わ
せ
な
い
の
か
、

そ
れ
で
は
唯
識
が
「
浄
法
界
よ
り
等
流
せ
る
正
法
」
と
い
わ
れ
る

意
味
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
感
を
抱
か
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
教
説
は
す
べ
て
方
便
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ

の
意
味
も
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
浄
法
界
よ
り
等
流
せ

る
正
法
」
と
い
う
こ
と
は
、
衆
生
を
無
分
別
智
に
導
く
方
便
と
し

て
開
か
れ
た
唯
識
説
は
、
仏
智
に
随
順
す
る
が
故
に
、
無
漏
法
に

他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
く
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
教
説
が
す
べ
て
方
便
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
あ
れ
ば
こ
そ
、

法
相
唯
識
は
自
ら
の
立
つ
と
こ
ろ
を
、
自
信
を
も
っ
て
「
第
二
世

俗
」
で
あ
る
と
い
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
結
ぴ

「
成
論
」
に
は
、
「
心
所
に
は
心
を
離
れ
て
別
の
自
性
が
あ
る
」

と
す
る
自
ら
の
教
説
の
立
場
を
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
箇
所

が
あ
る
（
新
導
本
・
巻
七
・
九
頁
）
。

此
依
二
世
俗
毛
若
依
二
勝
義
で
心
所
与
し
心
非
レ
離
非
レ
即
。
諸

識
相
望
、
応
し
知
亦
然
。
是
謂
二
大
乗
真
・
俗
妙
理
毛

（
和
訳
）

心
所
に
心
を
離
れ
た
別
の
自
性
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
（
第

二
）
世
俗
諦
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
勝
義
に
よ
る
な
ら

ば
、
離
と
も
即
と
も
言
い
得
な
い
。
諸
八
識
を
互
い
に
比
べ

て
も
、
同
じ
く
非
即
非
離
の
関
係
に
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
れ
を
大
乗
の
真
（
第
四
勝
義
）
・
俗
（
第
三
・
第
四

世
俗
）
の
妙
理
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
『
成
論
』
に
よ
れ
ば
、
八
識
・
心
所
に
別
体
が
あ
る

と
い
う
の
は
、
第
二
世
俗
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い

う
。
つ
ま
り
よ
り
高
い
立
場
か
ら
い
え
ば
、
心
と
心
所
が
別
体
と

い
え
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
八
識
す
べ
て
が
非
即
非
離
と
し
か

い
い
よ
う
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
高
い
立
場
は
、

こ
こ
に
「
大
乗
真
・
俗
の
妙
理
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
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と
、
『
拐
伽
経
』
の
よ
う
に
八
識
に
無
差
別
の
面
を
認
め
る
教
説

は
、
法
相
宗
の
解
釈
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
「
妙
理
」
に
立
つ
教
え

と
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
『
韓
識
論
」
に
見
ら
れ
る
よ

⑪

う
な
「
境
識
倶
混
」
の
思
想
も
、
同
じ
く
こ
の
高
い
境
地
を
示
し

て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
法
相
唯
識
の
教
学
が
、
こ
の
「
妙
理
」
に
立
た
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
論
を
通
じ
て
述
べ
て
き
た
よ
う

に
、
妙
理
と
は
、
俗
諦
（
第
三
・
第
四
世
俗
）
の
も
の
で
あ
っ
て

も
、
「
絶
言
」
の
内
容
を
は
ら
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
の
だ

と
思
わ
れ
る
。
絶
言
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
教
理
的
に
明
ら
か

に
す
る
よ
り
も
、
修
道
に
お
い
て
顕
証
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
意
味

を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
い
っ
て
も
、
第

三
・
第
四
世
俗
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
法
相
宗
の
立
場
か
ら
い
え
ば

⑫

観
の
内
容
で
あ
り
、
自
ら
が
悟
り
ゆ
く
と
こ
ろ
（
往
相
）
に
お
い

て
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
教
理
と
し
て
は
、
利
他

の
は
た
ら
き
（
還
相
）
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
こ
そ
重
要

で
あ
ろ
う
。

唯
識
の
教
え
は
、
勝
義
諦
の
「
絶
言
に
至
っ
た
智
慧
」
（
根
本

智
）
が
、
再
び
世
俗
諦
の
「
識
を
自
覚
す
る
智
慧
」
（
後
得
智
）

へ
と
展
開
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
展
開
に

こ
そ
、
ま
さ
し
く
唯
識
の
還
相
が
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
依
他
起

が
「
離
言
」
か
ら
「
依
言
」
に
な
り
得
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
に
対
し
円
成
実
の
真
如
は
、
往
相
に
お
い
て
明
ら
か
に

な
る
こ
と
で
あ
り
、
根
本
智
の
所
証
と
し
て
相
無
き
と
こ
ろ
か
ら

言
説
不
可
と
な
る
。
そ
こ
に
は
「
離
言
」
か
ら
「
絶
言
」
へ
の
流

れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

円
成
実
ｌ
根
本
智
所
証
（
往
相
面
）
Ｉ
離
言
か
ら
絶
言
へ

依
他
起
ｌ
後
得
智
所
証
（
還
相
面
）
Ｉ
離
言
か
ら
依
言
へ

⑬

「
虚
妄
分
別
は
有
な
り
」
と
い
う
唯
識
の
立
脚
地
は
、
全
く
還
相

に
お
い
て
明
か
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
立
脚
地
は
、

「
虚
妄
」
と
い
う
限
り
、
当
然
往
相
に
お
い
て
は
混
ぜ
ら
れ
る
内

容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
境
識
倶
浪
」
は
、
こ
の
往
相
面
を

思
想
化
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
法
相
唯
識
は
、
決
し

て
境
識
倶
混
を
教
義
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
こ

の
「
識
の
自
覚
」
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
理
と
し
て
は
、

還
相
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
も
の
が
全
て
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

往
相
は
、
分
別
を
越
え
て
こ
そ
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
還
相
は
、
衆
生
救
済
の
為
に
巡
ら
さ
れ
た
後
得
智
の

分
別
を
通
し
て
、
開
か
れ
た
「
方
便
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ

「
道
諦
」
の
意
味
が
あ
る
。
真
勝
義
諦
は
世
俗
か
ら
断
絶
さ
れ
て

い
る
が
、
真
勝
義
諦
が
世
俗
と
唯
一
接
点
を
持
ち
得
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
「
道
諦
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
無
い
の
で
あ

31



る
。
そ
れ
故
に
唯
識
の
教
え
と
は
、
「
離
言
」
で
あ
っ
た
依
他
起

が
分
別
吟
味
さ
れ
「
依
言
」
に
ま
で
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
我
々
が

依
る
べ
き
道
諦
が
記
さ
れ
た
の
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
成

論
』
で
は
、
九
難
疑
に
続
く
総
括
と
し
て
．
切
唯
識
の
み
な
り

と
信
ず
べ
し
」
（
新
導
本
・
巻
七
・
二
七
頁
）
と
結
ん
で
い
る
が
、

そ
の
よ
う
に
法
相
唯
識
の
思
想
に
お
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
還
相

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
唯
識
を
信
じ
、
八
識
の
別
相
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

註・
引
用
に
あ
た
っ
て
、
旧
漢
字
は
意
味
の
か
わ
ら
な
い
限
り
、
現
行
体

に
改
め
た
。

①
な
お
、
こ
の
問
答
は
、
世
親
の
「
唯
識
二
十
論
』
（
大
正
三
十

一
・
七
五
ｂ
ｌ
Ｃ
）
の
教
説
が
本
と
な
っ
て
い
る
。

②
例
え
ば
『
唯
識
三
十
頌
』
の
第
二
十
六
・
二
十
七
頌
（
大
正
三
十

一
・
六
一
ｂ
）
に
見
ら
れ
る
「
唯
識
性
」
の
言
な
ど
は
、
『
成
論
」

に
「
唯
識
の
真
勝
義
の
性
」
（
新
導
本
・
巻
九
・
五
頁
）
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
円
成
実
の
真
如
を
指
し
て
い
る
。

③
根
本
智
は
円
成
実
性
を
証
す
る
智
慧
で
あ
り
、
依
他
起
を
証
す
る

こ
と
は
あ
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
「
述
記
』
（
大
正
四
三
・

四
九
二
ｂ
）
は
、
「
根
本
智
の
自
証
分
は
、
（
依
他
の
心
用
で
あ
る
）

見
分
を
縁
ず
る
か
ら
、
ま
た
依
他
起
を
証
す
る
」
と
い
う
法
相
宗
独

自
の
解
釈
を
挙
げ
て
い
る
。

④
新
導
本
・
巻
二
・
一
七
頁
本
に
な
る
思
想
は
『
摂
大
乗
論
』

（
大
正
三
十
一
・
一
三
六
ｂ
）
に
あ
る
。

⑤
長
尾
博
士
は
、
著
書
「
摂
大
乗
論
和
訳
と
注
解
（
上
）
』
（
講
談

社
）
の
中
（
三
三
六
頁
注
１
）
に
お
い
て
、
「
謂
く
依
他
起
の
自

性
は
異
門
に
由
る
が
故
に
依
他
起
を
成
ず
」
（
大
正
三
十
一
・
一
三

九
ｂ
）
と
い
う
文
の
前
後
二
種
の
依
他
が
指
す
と
こ
ろ
を
、
「
い
わ

ば
離
言
依
他
と
依
言
依
他
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
離
言
と
依
言

の
関
係
と
し
て
見
得
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑥
後
の
三
は
、
有
余
依
浬
梁
、
無
余
依
浬
梁
、
無
住
処
浬
藥
で
あ
る
。

⑦
「
心
意
及
び
意
識
は
外
相
の
義
を
分
別
す
る
も
、
八
に
は
差
別
の

相
な
し
」
（
『
入
拐
伽
経
』
大
正
十
六
・
五
七
四
ｂ
）

⑧
四
世
俗
の
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
本
と
な
る
と
こ
ろ
を
『
玲
伽
師

地
論
』
（
大
正
三
十
・
六
五
三
Ｃ
ｌ
六
五
四
ａ
）
『
顕
揚
聖
教
論
』

（
大
正
三
十
一
・
五
○
九
Ｃ
）
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑨
図
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
大
正
四
五
・
二
八
九
ａ
ｌ
ｂ
（
菩
薩
乗
の

二
諦
）

⑩
『
成
論
」
で
は
、
所
転
得
（
転
依
の
結
果
得
ら
れ
た
も
の
）
と
し

て
浬
藥
（
真
如
）
と
菩
提
（
智
慧
）
の
二
つ
を
立
て
る
が
、
そ
の
う

ち
浬
藥
の
方
を
「
所
顕
得
」
と
い
う
よ
う
に
、
や
は
り
「
顕
」
の
語

に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
（
新
導
本
・
巻
十
・
九
頁
）
。

⑪
大
正
三
十
一
・
六
二
Ｃ

⑫
『
義
林
章
』
で
は
、
修
道
に
お
い
て
浅
よ
り
深
に
進
む
五
重
の
観

行
を
、
五
重
唯
識
観
と
立
て
る
（
大
正
四
五
・
２
５
８
ｂ
ｌ
２
５
９

ａ
）
。
そ
の
中
で
第
四
の
隠
劣
顕
勝
識
（
心
所
を
隠
し
て
心
王
の
み

を
顕
し
て
唯
識
と
観
ず
る
行
）
は
、
第
二
世
俗
を
越
え
た
内
容
が
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
観
行
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
第
五
の
遣
相
証
性
識
（
依
他
の
相
用
を
取
ら
ず
、
円
成
実
の
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性
に
つ
い
て
唯
識
と
観
ず
る
行
）
は
、
『
韓
識
論
」
の
境
識
倶
浪
と

同
じ
内
容
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
れ
も
教
理
と
し
て

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
観
行
の
形
態
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑬
大
正
三
十
一
・
四
六
四
ｂ
二
弁
中
辺
論
』
）
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