
①

入
拐
伽
経
を
見
る
と
、
「
五
法
と
三
性
と
八
識
と
二
無
我
と
は
、
す
べ
て
大
乗
に
包
摂
さ
れ
る
。
」
と
い
わ
れ
、
五
法
、
三
性
、
八
識
、

二
無
我
の
教
説
が
大
乗
の
代
表
的
な
教
義
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
経
典
の
中
、
五
法
、
三
性
、
八
識
に
か
ん
す
る
記
述
に
く
ら
、
へ
、

人
法
二
無
我
に
か
ん
す
る
記
述
は
割
合
に
す
ぐ
な
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
人
法
二
無
我
の
教
説
は
、
入
拐
伽
経
の
み
な
ら
ず
、
大
乗
佛
教

の
一
つ
の
大
き
な
思
想
的
徴
表
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
人
無
我
（
胃
月
旦
秒
‐
旨
倒
門
削
昌
冒
）
、
法
無
我
ａ
冨
儲
昌
騨
‐
冒
倒
剖
弾
日
冨
）
と
い
う

言
葉
は
、
中
期
、
後
期
の
大
乗
経
典
や
唯
識
関
係
の
諭
書
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
術
語
で
あ
る
が
、
人
法
二
無
我
の
思
想
そ
の
も
の
は
、

②

般
若
経
以
来
の
大
乗
的
理
念
と
い
う
尋
へ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
如
き
『
維
摩
経
」
の
問
疾
品
に
見
ら
れ
る

「
病
い
に
た
い
す
る
洞
察
」
に
つ
い
て
の
言
葉
は
、
人
法
二
無
我
を
語
る
教
説
で
あ
ろ
う
。

こ
の
身
体
は
〔
地
水
火
風
の
〕
四
大
種
の
所
造
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
界
（
地
水
火
風
）
に
は
、
主
宰
者
（
且
巨
冨
ｇ
も
な
く
、
創

造
主
管
己
四
国
四
）
も
な
い
。
こ
の
身
体
に
は
自
我
（
剖
目
“
ご
）
は
な
く
、
た
だ
自
我
の
執
着
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
勝
義
と
し
て
、
病

入
櫻
伽
経
に
あ
ら
わ
れ
る
人
法
二
無
我
の

教
説
に
つ
い
て

■■■■■

安
井
広
済
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い
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
は
不
可
得
で
あ
る
。
故
に
、
「
自
我
に
執
着
す
る
こ
と
な
く
、
病
い
の
根
本
を
完
全
に
知
る
こ
と
に
住
す
幸
へ

き
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
彼
れ
は
、
我
想
（
弾
日
蝕
‐
閏
且
圏
）
の
相
続
を
断
じ
て
、
〔
次
の
如
く
に
〕
法
想
（
目
目
白
餌
‐
＄
且
目
）

を
生
ず
、
へ
き
で
あ
る
。
ｌ
こ
の
身
体
は
多
く
の
〔
地
水
火
風
で
あ
る
〕
法
（
目
胃
自
画
）
の
〔
た
ん
な
る
〕
集
合
で
あ
り
、
生
ず
る

と
き
に
も
法
の
み
が
生
じ
、
滅
す
る
と
き
に
も
法
の
み
が
滅
す
る
。
こ
れ
ら
の
法
は
〔
無
我
で
あ
る
か
ら
〕
た
が
い
に
感
受
せ
ず
知

覚
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
法
は
、
生
ず
る
と
き
に
も
「
我
れ
生
ず
」
と
考
え
ず
、
減
す
る
と
き
に
も
「
我
れ
減
す
」
と
考
え
な
い
。

ｌ
と
．
〔
し
か
し
、
さ
ら
に
〕
、
彼
れ
は
、
法
想
を
完
全
に
知
る
た
め
に
、
〔
次
の
よ
う
に
〕
心
を
お
こ
す
。
へ
き
で
あ
る
．
Ｉ
私

の
か
よ
う
な
法
想
も
顛
倒
で
あ
り
、
顛
倒
は
大
き
い
病
い
で
あ
る
。
私
は
病
い
を
は
な
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
病
い
を
す
て
る
た
め
に

努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
Ｉ
と
。

右
の
維
摩
経
文
に
見
ら
れ
る
「
我
想
の
相
続
を
断
ず
る
こ
と
」
が
人
無
我
の
思
想
で
あ
り
、
「
法
想
を
顛
倒
と
し
て
捨
て
さ
る
こ
と
」

が
法
無
我
の
思
想
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
身
体
に
は
自
我
（
削
日
騨
昌
）
と
か
人
我
（
冒
烏
騨
冨
）
と
し
て
執
着
さ
れ
る
べ
き

も
の
は
存
在
し
な
い
。
身
体
は
た
だ
地
水
火
風
の
要
素
で
あ
る
法
（
目
自
白
四
）
の
集
り
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
法
に
た
い
す
る

執
着
も
顛
倒
と
し
て
捨
て
さ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
法
二
無
我
の
思
想
は
、
龍
樹
の
『
中
論
』
第
十
八
章
に
よ
る
と
、
五
穂
と
ア
ー
ト
マ
ン
（
自
我
）
と
の
関
係
に
よ
っ
て

推
究
吟
味
し
て
述
令
へ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
色
受
想
行
識
の
五
瀧
が
法
ａ
ｇ
Ｈ
目
色
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
質
料
因
（
口
目
目
邑
四
）
と

い
う
言
葉
に
よ
っ
て
も
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
五
謡
は
身
体
を
構
成
す
る
質
料
で
あ
り
材
料
で
あ
り
要
素
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

五
葱
は
五
取
禰
含
昌
８
‐
巨
目
目
旨
四
‐
、
冨
且
園
）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
自
我
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
い
ず
こ
に
求

め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
身
体
の
構
成
要
素
で
あ
る
質
料
的
な
五
穂
そ
の
も
の
が
自
我
で
あ
る
わ
け
で
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
構
成
要

素
で
あ
る
五
認
を
は
な
れ
て
自
我
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
は
第
十
八
章
の
第
一
偶
に
お
い
て
、
ま
づ
、
こ
の
よ
う

な
意
味
で
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
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も
し
も
、
諸
語
が
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
な
ら
ば
、
〔
ア
ー
ト
マ
ン
は
〕
生
滅
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

も
し
も
、
〔
ア
ー
ト
マ
ン
が
〕
諸
穂
よ
り
別
異
で
あ
る
な
ら
ば
、
〔
ア
ー
ト
マ
ン
は
〕
漉
の
相
な
き
も
の
と
な
る
。

身
体
の
構
成
要
素
で
あ
る
五
穂
そ
の
も
の
が
自
我
で
あ
る
ア
ー
ト
↓
、
ン
で
あ
る
な
ら
ば
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
質
料
的
な
生
滅
の
存
在
と
な

り
、
万
有
の
根
本
原
理
た
る
主
宰
者
と
し
て
の
絶
対
性
を
有
し
な
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
も
っ
て
五
穂
と
別
異
の
存

在
と
考
え
る
な
ら
ば
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
穂
の
相
を
有
し
な
い
質
料
な
き
存
在
と
な
る
。
月
称
の
註
釈
の
言
葉
に
よ
っ
て
い
え
ば
、
「
ア
ー

ト
マ
ン
は
、
現
に
存
在
し
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
、
無
為
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
虚
空
の
華
の
如
き
も
の
、
あ
る
い
は
、
浬
樂
の
如
き
も

の
で
あ
り
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
名
称
を
え
な
い
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
か
く
の
如
く
で
あ
っ
て
は
、
我
執
の
対
象
た
る
も
の
と
し
て
ふ

③

さ
わ
し
く
な
い
。
」
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
ト
マ
ン
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
穂
を
は
な
れ
た
、
非
作
者
で
あ
り
、
享
受
者
（
ｇ
ｏ
冒
凰
）
で
あ
り
、

属
性
を
は
な
れ
た
ア
ー
ト
マ
ン
が
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
、
龍
樹
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
か
く
の
如
き
ア
ー
ト
マ
ン
は
不
合
理
な
思
惟
の
産

物
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
月
称
の
言
葉
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
に
た
い
す
る
龍
樹
中
観
の
解
釈
を
示
す
も
の
と
し
て
注
意
す
等
へ

苫
」
不
轄
證
の
る
。

究
理
論
者
た
ち
（
薗
鳥
涛
鼻
）
が
穂
よ
り
は
な
れ
た
〔
ア
ー
ト
マ
ン
の
〕
相
を
語
る
の
は
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
‐
彼
ら
は
、
自
体

と
し
て
ア
ー
ト
マ
ン
を
認
知
し
て
、
そ
の
相
を
語
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
如
実
に
〔
因
縁
↓
呂
創
習
四
質

料
〕
に
よ
っ
て
の
仮
名
（
§
圏
身
四
‐
冒
煙
芦
名
ｇ
と
い
う
こ
と
を
了
解
せ
ず
に
、
恐
怖
か
ら
し
て
ア
ー
ト
マ
ン
を
名
称
に
す
ぎ
な
い

も
の
（
目
白
色
目
興
国
厨
）
と
理
解
せ
ず
、
世
俗
諦
か
ら
も
離
脱
し
、
も
っ
ぱ
ら
邪
分
別
を
も
っ
て
推
理
の
顕
現
の
み
に
あ
ざ
む
か
れ

④

て
い
る
か
ら
、
愚
か
に
も
ア
ー
ト
マ
ン
を
分
別
し
、
そ
の
相
を
語
る
。

⑤

ま
た
、
龍
樹
は
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
に
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

鏡
に
よ
っ
て
自
分
の
顔
の
映
像
が
あ
ら
わ
れ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
真
実
と
し
て
何
ら
存
在
し
な
い
。

か
く
の
如
く
、
〔
五
〕
穂
に
よ
っ
て
自
我
の
執
着
が
と
ら
え
ら
れ
る
け
れ
ど
、
自
分
の
顔
の
映
像
の
如
く
、
こ
れ
は
真
実
と
し
て
何
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鏡
に
よ
ら
ず
し
て
は
、
自
分
の
顔
の
映
像
が
あ
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
＄
か
く
の
如
く
、
〔
五
〕
穂
に
よ
ら
ず
し
て
は
、
「
我
れ
あ
り
」

と
い
う
こ
と
も
〔
と
ら
え
ら
れ
な
い
〕
。

右
の
言
葉
に
よ
る
か
ぎ
り
、
龍
樹
中
観
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
要
す
る
に
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
鏡
に
よ
っ
て
自
分
の
顔
の
映
像
が
あ
ら

わ
れ
る
よ
う
に
、
身
体
の
構
成
要
素
と
な
り
質
料
と
な
る
五
認
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
名
称
の
み
の
仮
名
（
官
四
百
砦
は
）
な
る
存
在
に
す

ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
五
謡
と
い
う
質
料
（
眉
目
目
沙
）
に
「
よ
っ
て
」
（
眉
目
劉
餌
↓
官
営
ご
騨
縁
っ
て
↑
も
と
づ
い
て

因
縁
と
し
て
、
根
拠
と
し
て
）
考
え
ら
れ
る
、
し
た
が
っ
て
、
五
蔬
が
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
、
独
立
自
存
の
自
性
を
有
し
な
い
、
縁

起
的
な
相
対
的
な
仮
名
の
概
念
（
冒
凹
百
名
ｇ
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
概
念
は
、
真
実
勝
義
と
し
て
は
、

無
我
で
あ
り
、
空
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
龍
樹
中
観
の
立
場
よ
り
す
る
人
無
我
の
論
理
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
龍
樹
中
観
の
学
説
に
お
い
て
、
法
無
我
は
、
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
龍
樹
は
第
十
八

章
の
第
二
偶
で
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
が
存
在
し
な
い
と
き
、
い
か
に
し
て
我
所
（
弾
目
冒
）
が
存
在
し
よ
う
か
。

我
と
我
所
（
副
昌
騨
‐
弾
日
四
目
旨
印
）
と
の
二
つ
の
寂
滅
よ
り
し
て
、
我
所
（
日
四
日
四
）
な
く
、
我
執
（
騨
冨
昌
圃
国
）
な
し
。

ゞ
こ
こ
に
い
う
我
所
（
劉
日
匂
い
』
弾
目
四
口
目
煙
》
自
画
日
蝕
）
と
は
、
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
と
い
う
仮
名
の
概
念
（
胃
四
百
砦
は
）
の
根
拠
（
因
縁
）

と
な
る
質
料
と
し
て
の
五
穂
を
さ
し
て
お
り
、
我
執
の
対
象
で
あ
る
我
（
人
）
が
放
棄
さ
れ
た
ば
あ
い
に
は
、
我
所
執
の
対
象
と
な
る
五

悪
（
法
）
も
寂
滅
し
不
可
得
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
人
法
二
無
我
の
思
想
は
、
小
乗
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
人
無
我
法
有
の
立

場
に
た
い
す
る
大
乗
の
立
場
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
で
は
、
自
我
で
あ
る
「
人
」
は
無
我
で
あ
る
が
、
五
悪
で

、
、
、

あ
る
「
法
」
は
自
性
を
任
持
す
る
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
我
は
五
穂
で
あ
る
法
を
因
縁
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
ｐ
箇
箇
富
）

あ
る
と
こ
ろ
の
相
対
的
な
仮
名
の
概
念
に
す
ぎ
な
い
が
、
質
料
で
あ
る
五
語
は
実
法
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
「
人
」
で
あ
る
自
我

ら
存
在
し
な
い
。

14



は
無
力
で
あ
る
が
、
因
縁
と
な
り
根
拠
と
な
る
質
料
の
「
法
」
に
は
支
配
的
な
実
在
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
無
我

説
は
実
在
論
を
含
ん
だ
奇
妙
な
体
系
で
あ
り
、
我
執
の
対
象
で
あ
る
自
我
の
無
我
が
了
解
さ
れ
た
ば
あ
い
に
は
、
身
体
の
構
成
要
素
で
あ

る
五
悪
も
、
我
所
と
な
る
実
法
と
し
て
執
着
さ
れ
ず
、
無
我
と
し
て
了
解
さ
れ
る
今
へ
き
で
あ
ろ
う
。
法
に
よ
っ
て
人
が
あ
る
か
ぎ
り
、
人

が
な
け
れ
ば
法
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
人
法
は
縁
起
的
で
あ
り
相
対
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
人
法
は
と
も
に
寂
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
自
我
の
無
力
に
徹
し
た
ぱ
あ
い
に
は
、
法
（
五
誼
）
で
あ
る
因
縁
も
問
題
と
な
ら
ず
空
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
に
束
縛
さ
れ
ず
、
わ
ず
ら

わ
さ
れ
な
い
人
法
二
無
我
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
に
引
用
し
た
『
維
摩
経
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
我
想
を
断
ず
る
と
と

も
に
、
法
想
を
も
顛
倒
と
し
て
捨
て
去
る
と
こ
ろ
に
、
徹
底
し
た
真
実
の
空
観
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
法
を
相
対
的
に
眺

め
る
と
こ
ろ
に
、
般
若
中
観
の
人
法
二
無
我
の
思
想
の
特
色
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
す
で
に
、
筆
者
は
拙
著
「
中
観
思
想
の
研

究
」
に
お
い
て
、
龍
樹
の
相
依
相
待
の
縁
起
説
が
人
法
を
相
対
的
に
眺
め
る
人
法
二
無
我
の
学
説
で
あ
る
こ
と
を
詳
説
し
た
の
で
、
こ
こ

⑥

で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
関
説
を
さ
け
る
。

し
か
し
、
入
膀
伽
経
に
お
い
て
説
か
れ
る
人
法
二
無
我
の
教
説
は
、
以
上
に
考
察
し
た
「
人
法
相
対
に
よ
る
二
無
我
説
」
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
人
法
二
無
我
は
大
乗
佛
教
全
体
の
大
き
な
思
想
的
徴
表
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
入
娚
伽
経
に
お
い
て
は
、
唯
識
思
想
に

よ
っ
て
人
法
二
無
我
が
説
か
れ
て
い
る
。

ま
づ
、
人
と
法
と
が
唯
識
の
立
場
で
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
如
き
経
偶
に
明
ら
か
で
あ
る
。

分
別
（
ぐ
時
四
壱
四
）
が
、
プ
ル
シ
ャ
（
冒
昌
圏
）
の
如
く
、
我
（
即
日
四
目
）
と
法
（
号
胃
冒
騨
）
と
の
言
説
（
屋
冨
３
国
）
を
も
っ
て
、

二
種
の
生
起
を
も
っ
て
生
起
す
る
。
し
か
し
、
も
ろ
も
ろ
の
愚
人
に
よ
っ
て
覚
知
さ
れ
な
い
。
（
偶
頌
品
、
第
七
二
偶
）

右
の
偶
頌
は
、
世
親
の
『
唯
識
三
十
頌
』
に
い
う
「
実
に
種
灸
な
る
我
と
法
と
の
言
説
が
生
起
す
る
。
〔
さ
れ
ど
〕
、
そ
れ
は
識
の
転
変

二

イ『ー
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に
お
い
て
で
あ
る
。
」
と
い
う
第
一
偶
を
想
起
せ
し
め
る
偶
頌
で
あ
り
、
我
法
の
言
説
（
弾
日
蝕
‐
号
自
白
四
‐
眉
幽
３
国
）
と
い
う
言
葉
が
使

用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
注
意
す
等
へ
き
で
あ
ろ
う
。
唯
識
三
十
頌
で
は
識
転
変
（
且
団
員
↑
‐
富
国
目
目
色
）
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
が
、

こ
こ
に
い
う
分
別
（
ぐ
涛
己
富
）
は
、
ま
た
識
（
ぐ
昔
習
四
）
の
意
味
で
あ
る
と
見
て
、
さ
し
つ
か
え
な
い
。
入
拐
伽
経
に
お
い
て
も
、
識

⑦

転
変
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
唯
識
三
十
頌
と
同
じ
く
入
拐
伽
経
に
お
い
て
も
、
実
在
の
我
法
（
人
法
）
が
存
在
し
、

こ
れ
に
た
い
し
て
我
法
の
言
説
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
我
法
は
識
転
変
に
お
け
る
仮
名
、
仮
説
（
口
冒
３
３
）
な
る
言
説
で
あ
り
、
分
別
の

顕
現
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
我
、
命
者
な
ど
の
「
人
」
も
、
色
・
受
・
想
・
行
・
識
の
五
穂
で
あ
る
「
法
」
も
、
唯
識
で
あ
り
唯
分
別

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
も
法
も
無
我
で
あ
る
。
し
か
し
、
愚
か
な
人
々
は
、
こ
れ
を
覚
知
せ
ず
＄
実
在
の
人
法
が
存
在
す
る
か
の
如

く
に
考
え
る
。
だ
か
ら
、
安
恵
（
陣
巨
国
日
国
威
）
は
、
『
唯
識
三
十
頌
釈
論
』
の
壁
頭
に
造
諭
の
目
的
を
示
し
て
、
「
人
と
法
と
の
無
我
た

る
こ
と
に
つ
い
て
理
解
せ
ず
、
ま
た
誤
解
し
て
い
る
人
々
に
、
人
と
法
と
の
無
我
た
る
こ
と
が
不
顛
倒
で
あ
る
こ
と
を
教
示
す
る
た
め
に
、

三
十
〔
唯
〕
識
論
を
製
作
す
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
「
人
法
の
唯
識
説
」
が
入
拐
伽
経
の
人
法
二
無
我
の
教
説
の
立
場

最
初
の
偶
頌
に
「
人
法
の
見
」
と
い
わ
れ
て
い
る
如
く
、
人
法
は
実
在
の
人
法
で
な
く
、
分
別
の
見
（
日
毎
ｇ
で
あ
り
、
か
く
の
如

き
人
法
の
分
別
の
見
が
暴
流
の
如
く
前
後
の
部
分
を
分
た
ず
に
間
断
な
く
流
れ
る
の
で
あ
る
。
暴
流
と
い
う
言
葉
は
、
唯
識
三
十
頌
で
は
、

ア
ー
ラ
ヤ
識
の
輪
廻
の
相
続
に
た
と
え
ら
れ
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
人
法
の
分
別
の
見
は
、
根
元
的
な
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
相
続
に
ほ
か
な
ら
な

一
二
Ｌ
ｌ
「
些

一
』
一
一
Ｊ
Ｊ
ｒ

で
あ
る
。こ

れ
ら
一
切
は
唯

品
、
第
二
二
偶
・
）

最
初
の
偶
頌
に
「
人

次
の
よ
う
な
入
拐
伽
経
の
経
偶
も
～
人
法
が
唯
識
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

世
間
は
唯
識
で
あ
り
、
人
法
の
見
（
身
厨
宮
）
は
暴
流
の
如
し
。
か
く
の
如
く
、
世
間
を
観
察
し
て
転
依
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
‐

我
が
子
に
し
て
、
成
就
の
法
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
（
偶
頌
品
、
第
四
四
偶
・
）

こ
れ
ら
一
切
は
唯
心
な
り
、
心
が
所
坂
・
能
取
の
状
態
を
も
っ
て
二
と
し
て
生
起
し
、
我
と
我
所
（
法
）
と
は
存
在
し
な
い
。
（
無
常
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い
。
次
の
偶
頌
で
は
、
人
（
我
）
、
法
（
我
所
）
が
、
所
取
能
取
の
状
態
を
も
っ
て
生
起
す
る
唯
心
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
語
ら
れ

⑧

て
い
る
。
人
法
は
、
能
取
で
あ
る
我
執
・
法
執
の
対
象
と
な
る
と
こ
ろ
の
、
所
取
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

入
榴
伽
経
の
中
、
人
法
二
無
我
に
か
ん
す
る
ま
と
ま
っ
た
記
述
と
し
て
は
、
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
二
無
我
の
相
を
観
察
す
る
こ
と
に
熟
達
す
べ
き
で
あ
る
。
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
ょ
、
そ
れ
で
は
、
二

無
我
の
相
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
無
明
と
業
と
渇
愛
よ
り
生
ず
る
認
と
界
と
処
と
の
聚
合
（
富
量
目
冒
冨
）
が
我
我
所
を
は
な
れ
た

も
の
で
あ
り
、
眼
〔
根
な
ど
〕
に
よ
っ
て
色
〔
境
〕
な
ど
に
執
着
す
る
た
め
に
一
切
の
根
に
よ
っ
て
識
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、

〔
か
よ
う
な
〕
自
心
所
現
の
器
世
間
と
身
体
と
依
処
と
を
自
心
の
分
別
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
た
も
の
と
気
る
こ
と
で
あ
る
。

〔
こ
の
中
、
人
無
我
の
相
と
は
何
か
と
い
え
ば
〕
、
河
。
種
子
。
灯
。
風
・
雲
の
よ
う
に
刹
那
の
連
続
が
差
別
し
て
動
転
し
、
猿
・
蝿

の
よ
う
に
、
よ
る
ぺ
な
く
不
浄
の
場
所
へ
行
き
↑
火
の
如
く
に
満
足
せ
ず
‐
無
始
時
来
の
戯
論
の
境
界
の
習
気
を
因
と
し
、
吸
水
輪

の
機
械
の
輪
の
如
く
、
輪
廻
の
生
存
の
状
態
の
輪
の
中
に
種
々
の
身
体
の
形
態
を
持
し
、
幻
、
精
霊
、
し
か
け
機
械
の
よ
う
に
生
起

す
る
こ
と
で
あ
り
、
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
こ
う
い
う
相
に
た
い
す
る
賢
明
な
る
智
、
こ
れ
が
人
無
我
の
智
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
中
、
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
法
無
我
の
智
は
何
か
と
い
え
ば
、
穂
と
界
と
処
と
が
遍
計
所
執
（
園
凰
冨
何
国
）
の
相
の
自
性
で
あ

る
こ
と
を
了
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ハ
ー
テ
ィ
よ
、
瀧
と
界
と
処
と
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
な
ど
を
は
な
れ
、
積
集
に
す
ぎ
な
い
も
の

（
印
冨
且
冒
‐
め
ゅ
目
目
騨
‐
目
創
国
）
で
あ
り
、
業
と
渇
愛
と
の
原
因
の
糸
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
相
互
に
縁
た
る
こ
と

に
よ
っ
て
作
用
な
く
（
昌
儲
冒
沙
）
生
ず
る
。
ま
た
、
諸
瀧
は
、
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
自
相
と
共
相
と
を
は
な
れ
、
虚
妄
分
別
の
種
為

の
相
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
愚
人
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
聖
者
に
よ
っ
て
は
、
そ
う
で
な
い
。
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
一
切

法
を
心
。
意
・
識
。
五
法
、
三
性
と
は
な
れ
た
も
の
と
認
め
る
菩
薩
摩
訶
薩
は
、
法
無
我
を
熟
知
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
法
無
我
を
熟
知
す
る
菩
薩
摩
訶
薩
は
、
久
し
か
ら
ず
し
て
、
無
相
を
明
ら
か
に
す
る
菩
薩
の
第
一
地
を

得
る
。
地
の
相
を
明
ら
か
に
し
了
解
す
る
か
ら
、
歓
喜
〔
地
〕
の
直
後
に
、
次
第
に
九
地
に
熟
達
し
た
も
の
と
な
り
、
大
法
雲
〔
地
〕

1 ワ
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右
の
経
文
に
よ
る
と
、
要
す
る
に
、
輪
廻
の
生
存
の
輪
の
中
に
刹
那
減
し
動
転
す
る
虚
妄
な
自
我
の
姿
が
、
人
無
我
の
相
で
あ
り
、
誼
、

界
、
処
が
、
虚
妄
分
別
の
種
々
の
相
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
遍
計
所
執
の
自
性
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
法
無
我
の
相
で
あ
る
、

と
知
ら
れ
る
。
人
法
と
も
唯
識
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
無
我
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
入
拐
伽
経
の
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
法
二
無
我

を
了
解
す
る
菩
薩
摩
訶
薩
は
、
久
し
か
ら
ず
し
て
、
次
第
に
九
地
に
熟
達
し
、
大
法
雲
地
を
得
、
聖
な
る
自
内
証
の
法
を
了
解
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
法
身
の
如
来
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
唯
識
三
十
頌
』
で
い
え
ば
、
「
こ
れ
が
、
す
な
わ
ち
、
無
漏
で
あ
り
、

界
で
あ
り
、
不
思
議
で
あ
り
、
善
で
あ
り
、
堅
で
あ
る
。
〔
ま
た
〕
、
こ
れ
は
、
楽
で
あ
り
、
解
脱
身
で
あ
り
、
〔
ま
た
〕
↑
こ
れ
は
、
大
牟

尼
の
法
と
な
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
第
三
十
偶
）
と
い
わ
れ
る
の
に
、
ひ
と
し
い
で
あ
ろ
う
。
安
恵
の
註
釈
に
よ
る
と
、
「
不
思
議

で
あ
る
」
と
は
、
尋
伺
の
境
で
な
く
、
自
内
証
の
も
の
（
胃
抄
ご
弾
日
ゆ
く
①
身
呉
く
い
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
害
職
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

⑨

と
い
わ
れ
、
「
大
牟
尼
の
法
と
な
づ
け
ら
れ
る
も
の
（
目
胃
目
鼻
ご
沙
）
」
は
「
大
牟
尼
の
法
身
（
合
自
国
四
‐
圃
冨
）
」
と
さ
れ
て
い
る
。

般
若
中
観
の
空
の
学
説
に
お
い
て
人
法
二
無
我
が
人
法
の
相
対
で
語
ら
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
入
梧
伽
経
に
お
い
て

佛
子
地
（
盲
目
ｇ
‐
呂
冨
‐

て
、
法
無
我
を
見
る
か
畠

我
の
相
で
あ
る
。
マ
ハ
ー

八
行
’
七
○
頁
、
八
行
。
）

を
得
る
。
彼
れ
は
、
そ
こ
に
住
し
、
幻
の
自
性
の
境
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
、
蓮
華
の
か
た
ち
を
し
た
大

き
な
宝
の
宮
殿
に
あ
る
、
多
く
の
宝
と
真
珠
と
を
も
っ
て
か
ざ
ら
れ
た
大
蓮
華
王
〔
の
座
〕
に
坐
し
て
、
彼
れ
と
姿
の
ひ
と
し
い
佛

子
た
ち
に
と
り
ま
か
れ
、
一
切
の
佛
国
か
ら
来
た
佛
の
手
の
潅
頂
に
よ
っ
て
、
転
輪
王
の
子
の
よ
う
に
灌
頂
さ
れ
る
。
〔
彼
れ
は
〕
、

佛
子
地
（
盲
目
ｇ
‐
呂
冨
台
目
目
）
を
超
え
て
、
聖
な
る
自
内
証
の
法
（
冒
騨
ご
興
冒
四
‐
胃
制
‐
§
自
白
鱈
）
を
了
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
法
無
我
を
見
る
か
ら
、
自
在
力
あ
る
法
身
ａ
冒
烏
日
四
厨
司
）
の
如
来
に
な
る
。
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
こ
れ
が
、
一
切
法
の
無

我
の
相
で
あ
る
。
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
汝
と
余
の
菩
薩
摩
訶
薩
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
梵
文
、
六
八
頁
、

三
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は
人
法
二
無
我
は
唯
識
の
思
想
で
語
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
大
乗
佛
教
に
お
い
て
人
無
我
の
み
な
ら
ず
法
無
我
を
語
る
の
は
、
人
無

我
の
み
で
は
解
脱
が
不
完
全
で
あ
り
不
徹
底
で
あ
り
、
我
想
（
我
執
）
が
と
れ
て
も
、
法
想
（
法
執
）
が
残
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
、
入
拐
伽
経
は
次
の
如
く
説
い
て
い
る
。

マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
ょ
、
声
聞
乗
を
悟
る
種
姓
は
；
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
、
へ
き
か
と
い
え
ば
、
洲
と
界
と
処
と
の
自
相
と
共
相
を
認

識
し
了
解
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
と
き
に
、
身
の
毛
が
喜
こ
び
で
立
つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
れ
の
心
は
自
共
相
の
習

熟
の
知
に
跳
び
立
ち
、
縁
起
に
か
ん
す
る
習
熟
の
知
に
跳
び
立
た
な
い
。
こ
れ
が
、
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
声
聞
乗
を
悟
る
種
姓
で
あ

る
。
し
か
も
、
彼
れ
は
、
声
聞
乗
の
悟
り
を
知
見
し
お
わ
り
、
第
五
、
第
六
の
地
に
お
い
て
、
起
煩
悩
（
冨
昌
目
昏
倒
四
‐
画
①
蟹
）
を

捨
て
、
習
気
の
煩
悩
（
鼠
閨
鼠
‐
匡
①
蟹
）
を
捨
て
ず
し
て
、
不
可
思
議
の
死
（
四
○
旨
辱
四
‐
○
旨
ｇ
に
達
し
た
と
お
も
い
、
「
我
が
生
は

尽
き
た
。
梵
行
は
立
っ
た
」
と
正
師
子
乳
を
叫
び
、
語
り
お
わ
っ
て
、
人
無
我
の
習
熟
、
乃
至
、
浬
樂
の
想
い
が
あ
る
。
：
。
：
．
し
か

し
、
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
ょ
、
〔
彼
ら
に
は
〕
、
法
無
我
の
智
見
が
な
い
か
ら
、
解
脱
は
な
い
。
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
こ
れ
ら
の
声
聞
乗

を
悟
る
種
姓
…
…
に
は
、
非
出
離
を
出
離
と
す
る
想
い
が
あ
る
。
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
こ
の
よ
う
な
悪
見
を
し
り
ぞ
け
る
た
め
に
、

汝
は
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
．
（
梵
文
、
六
三
頁
、
五
行
’
六
四
頁
、
三
行
。
）

右
の
経
文
に
よ
る
と
、
小
乗
の
声
聞
は
、
我
執
を
去
り
人
無
我
を
悟
っ
て
も
‐
誼
界
処
に
た
い
す
る
習
熟
の
知
に
跳
び
立
つ
と
こ
ろ
の

「
法
執
」
を
捨
て
な
い
も
の
で
あ
り
、
表
面
的
な
起
煩
悩
を
捨
て
去
る
け
れ
ど
も
、
い
ま
だ
潜
在
的
な
習
気
の
煩
悩
を
捨
て
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
可
思
議
の
死
に
達
し
た
と
お
も
い
‐
浬
藥
の
想
い
を
も
っ
と
こ
ろ
の
、
非
出
離
を
出
離
と
す
る
も

の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
小
乗
の
声
聞
に
は
法
執
が
残
存
す
る
が
、
そ
の
法
執
と
は
、
習
気
の
煩
悩
と
い
う
心
の
深
層

に
持
続
す
る
深
い
根
源
的
な
執
着
よ
り
い
ず
る
も
の
で
あ
り
、
小
乗
の
声
聞
は
、
こ
の
習
気
の
煩
悩
よ
り
い
ず
る
法
執
を
捨
て
ず
、
浬
藥

の
想
い
を
も
つ
た
め
に
、
解
脱
が
不
完
全
で
あ
り
、
不
徹
底
な
の
で
あ
る
。
「
不
可
思
議
の
死
」
（
胃
冒
ご
餌
‐
○
百
ｓ
と
は
、
ま
た
「
不
可

思
議
変
易
の
死
」
（
四
○
旨
ｑ
四
‐
冒
昌
９
日
①
‐
旦
巨
ｇ
と
い
わ
れ
、
肉
体
も
寿
命
も
意
生
身
の
如
く
自
由
に
変
化
改
易
す
る
聖
者
の
不
可
思
議
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小
乗
声
聞
の
浬
藥
は
、
有
余
依
浬
梁
、
無
余
依
浬
渠
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
右
に
い
う
三
昧
の
酒
に
酔
う
無
漏
界
と
は
、
五
穂

で
あ
る
依
身
の
み
が
残
存
す
る
有
余
依
浬
薬
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
小
乗
の
声
聞
は
、
自
我
の
執
着
を
捨
て
、
滅
尽
三
昧
の
静
寂
の

境
地
に
は
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
入
枅
伽
経
は
他
の
箇
所
で
「
も
ろ
も
ろ
の
声
聞
と
独
覚
は
、
第
八
菩
薩
地
に
お
い
て
滅
尽
定
の
安
楽
の

美
酒
に
酔
う
。
」
（
梵
文
、
二
二
一
頁
、
ニ
ハ
行
）
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
五
悪
で
あ
る
依
身
が
残
存
す
る
か
ぎ
り
、
法
執
を
と
り
去
る

⑩

の
死
の
こ
と
で
、
た
だ
肉
体
の
相
続
を
断
つ
に
す
ぎ
な
い
凡
夫
の
「
分
段
死
」
に
た
い
す
る
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
声
聞
が
得
る
不
可

思
議
変
易
の
死
は
、
真
実
の
完
全
な
不
可
思
議
変
易
の
死
で
は
な
い
。
入
拐
伽
経
に
よ
る
と
「
声
聞
と
独
覚
は
不
可
思
議
変
易
の
死
を
得

な
い
。
」
（
梵
文
、
二
一
西
頁
、
一
○
行
）
と
い
わ
れ
、
あ
る
い
は
「
不
可
思
議
変
易
の
死
は
習
気
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
死
の
顕
現
が

断
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
煩
悩
の
網
が
減
せ
ら
れ
る
。
」
（
偶
頌
品
、
篭
一
三
八
偶
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
声
聞
や
独
覚
が
得
る
不

可
思
議
変
易
の
死
は
、
潜
在
的
な
習
気
の
煩
悩
を
と
も
な
っ
た
解
脱
で
あ
り
‐
法
執
が
残
存
し
法
無
我
の
智
見
の
な
い
浬
桑
に
ほ
か
な
ら

矩
↓入

拐
伽
経
は
声
聞
の
解
脱
が
完
全
な
解
脱
で
な
い
こ
と
を
く
り
か
え
し
各
所
に
述
今
へ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
木
材
が
水
の
上
に
波
に
よ
っ
て
た
だ
よ
う
如
く
、
か
く
の
如
く
、
愚
痴
の
声
聞
は
相
を
も
っ
て
た
だ
よ
う
。
（
法
集
品
、

第
二
○
七
偶
。
偶
頌
品
、
第
四
四
七
偶
）

そ
こ
に
、
究
寛
の
状
態
（
己
黒
目
‐
悪
は
）
は
な
し
。
し
か
も
、
そ
こ
よ
り
退
転
せ
ず
、
三
味
の
身
を
得
て
、
劫
を
つ
く
す
に
い
た
る

ま
で
覚
め
ず
。
（
法
集
品
、
第
二
○
九
偶
。
偶
頌
品
、
第
四
四
九
偶
）

超
煩
悩
と
は
な
れ
る
け
れ
ど
も
、
習
気
の
煩
悩
に
縛
さ
れ
↑
彼
ら
は
、
三
昧
の
酒
に
酔
い
、
無
漏
界
に
安
住
す
る
。
（
法
集
品
、
第
二

Ｆ
Ｌ
、
○

起
煩
悩
と
は
な
れ
る
け
れ
ど
も
、

○
八
偶
。
偶
頌
品
、
第
四
四
九
偶
）

第
四
五
一
偶
）

泥
に
お
ぼ
れ
た
象
が
あ
ち
こ
ち
に
浮
動
し
な
い
如
く
、
か
く
の
如
く
、
三
味
の
酒
に
お
ぼ
れ
た
声
聞
た
ち
は
安
住
す
る
。
（
偶
頌
品
、
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こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
我
執
を
と
り
さ
り
起
煩
悩
を
断
じ
て
も
、
五
穂
に
た
い
す
る
法
執
は
習
気
の
煩
悩
と
し
て
残
さ
れ
て
い
く
で

あ
ろ
う
。
こ
の
法
執
を
と
り
去
ろ
う
と
す
れ
ば
、
無
余
依
浬
桑
に
は
い
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
非
現
実
的
な
死
へ
の

逃
避
と
い
う
琴
へ
き
で
あ
る
。
真
実
の
浬
繋
は
、
か
く
の
如
き
非
現
実
的
な
意
味
の
も
の
で
な
く
、
習
気
の
煩
悩
に
た
い
す
る
深
い
反
省
と

自
覚
よ
り
う
ま
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
大
乗
の
人
々
は
、
こ
の
習
気
の
煩
悩
を
ア
ー
ラ
ャ
識
に
み
と
め
、
唯
識
の
自
覚
に
立

つ
と
こ
ろ
に
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
も
つ
習
気
の
煩
悩
を
清
め
、
法
執
を
断
じ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
あ
げ
る
入
拐
伽
経
の
経
文

は
、
こ
の
よ
う
な
大
乗
の
人
々
の
態
度
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

み
ず
か
ら
の
人
の
無
我
の
み
を
観
じ
、
穂
と
界
と
処
の
自
共
の
相
を
執
持
す
る
か
ら
、
〔
ア
ー
ラ
ャ
識
と
な
づ
け
ら
れ
る
〕
如
来
蔵

は
生
起
（
流
転
）
す
る
。
し
か
し
、
五
法
と
三
性
と
法
無
我
と
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
地
の
次
第
相
続
の
転
依
に
し
た
が
っ
て
、
〔
ァ

‐
ラ
ャ
識
と
鞍
づ
け
ら
れ
る
〕
如
来
蔵
億
止
滅
（
還
滅
）
す
る
具
雑
文
、
二
三
頁
、
五
行
’
五
行
．
）

声
聞
は
、
内
な
る
ア
ー
ラ
ャ
（
冒
四
罫
副
日
煙
‐
巴
葛
Ｐ
）
に
お
け
る
自
己
の
習
気
の
煩
悩
を
清
め
、
法
無
我
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三

味
の
安
楽
に
住
す
る
こ
と
を
得
て
↑
ジ
ナ
の
身
を
う
る
で
あ
ろ
う
．
（
梵
文
、
六
五
頁
、
五
行
’
七
行
。
）

マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
一
切
の
声
聞
と
独
覚
は
、
所
知
障
と
業
の
習
気
と
を
捨
て
ず
、
法
無
我
を
了
解
せ
ず
、
不
可
思
議
変
易
の
死
を

得
な
い
：
．
…
し
か
し
、
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
彼
ら
が
法
無
我
を
了
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
切
の
過
失
の
習
気
を
す
て
る
と
き
、
そ

の
と
き
、
彼
ら
は
習
気
と
三
昧
の
酔
が
な
い
か
ら
無
漏
界
を
覚
す
る
．
露
文
、
二
西
頁
、
八
行
’
三
行
。
）

こ
こ
に
語
ら
れ
る
ア
ー
ラ
ャ
識
に
よ
る
法
無
我
の
自
覚
は
、
小
乗
の
声
聞
が
有
余
依
、
無
余
依
の
浬
藥
を
求
め
る
如
き
非
現
実
的
な
逃

避
的
な
態
度
で
は
な
い
。
穂
、
界
、
処
に
た
い
す
る
法
執
が
、
ア
ー
ラ
ャ
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
唯
識
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
知
見
す
る
と
こ
ろ
に
う
ま
れ
る
、
現
実
に
た
い
す
る
新
た
な
る
認
識
で
あ
り
や
心
の
転
換
で
あ
る
。
感
情
的
な
煩
悩
障
の
み
な
ら

⑪

ず
、
潜
在
的
な
不
染
汚
の
無
知
で
あ
る
所
知
障
や
業
の
習
気
を
も
捨
て
て
、
ア
ー
ラ
ャ
の
転
換
を
体
と
す
る
無
漏
界
を
覚
知
す
る
こ
と
で

あ
る
。
大
乗
佛
教
は
、
自
我
（
人
）
の
見
解
を
す
て
、
肉
体
（
法
）
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
な
非
現
実
的
な
態
度
を
と
ら
ず
、

の1
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あ
く
ま
で
、
人
法
に
束
縛
さ
れ
な
い
、
自
由
な
自
覚
の
境
地
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
を
＄
般
若
中
観
の
佛
教
は
人
法
相
対
の
空
観

で
は
た
し
、
爺
伽
唯
識
の
佛
教
は
業
識
と
し
て
の
ア
ー
ラ
ャ
に
よ
る
唯
識
観
で
は
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
入
糯
伽
経
の
人
法
二
無
我

の
教
説
は
、
こ
の
球
伽
唯
識
の
佛
教
の
立
場
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

大
乗
佛
教
の
人
法
二
無
我
の
教
説
は
、
人
法
に
束
縛
さ
れ
な
い
自
由
な
自
覚
の
境
地
を
語
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

入
拐
伽
経
に
お
い
て
も
、
無
我
の
境
地
は
、
否
定
的
な
意
味
で
な
く
、
肯
定
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
と
し
て
、
き
わ
め
て
積
極
的
に
示
さ
れ
て

い

る

妊
婦
の
子
は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
〔
五
〕
葱
に
お
け
る
ア
ー
ト
マ
ン
も
、
か
く
の
如
し
。
し
か
し
、
道
理
を

知
ら
な
い
も
の
は
、
〔
こ
れ
を
〕
見
な
い
。
（
同
、
七
六
○
偶
）

破
壊
者
（
ぐ
倒
旨
獣
房
騨
）
が
行
っ
て
、
も
し
も
「
〔
ア
ー
ト
マ
ン
が
〕
有
る
な
ら
ば
示
す
識
へ
し
」
と
い
う
と
き
は
、
「
自
己
の
分
別
を
示

す
蕊
へ
し
」
と
、
彼
の
知
者
は
語
る
、
へ
し
。
（
同
、
七
六
四
偶
）

無
我
の
論
者
た
ち
は
、
と
も
に
語
る
今
へ
き
も
の
で
は
な
く
、
比
丘
の
業
を
捨
て
、
佛
法
を
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
有
無
の
見
解
の
主

如
し
。
（
同
、
七
六
八
偶
）

地
中
に
宝
庫
と
摩
尼
宝
珠
と
水
と
が
あ
り
つ
つ
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
〔
五
〕
調
に
お
け
る
プ
ド
ガ
ラ
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
も
、
か
く
の

衣
服
や
黄
金
が
、
垢
な
き

の
如
し
。
（
同
、
七
五
六
偶
）

三
有
は
唯
識
で
あ
り
、

（
偶
頌
品
、
第
七
七
偶
）

四

〔
所
取
。
能
取
の
〕
二
つ
の
自
性
は
遍
計
で
あ
る
。
法
と
人
と
の
動
き
よ
り
転
依
し
た
の
が
真
如
で
あ
る
。

」
と
に
よ
り
、
過
失
を
は
な
れ
て
住
し
＄
減
し
な
い
よ
う
に
、
ア
ー
ト
マ
ン
も
過
失
を
は
な
れ
て
～
か
く

nm
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つ
⑨
○
一

窄
め
〃
Ｃ
Ｏ

所
取
・
能
取
の
見
解
を
も
つ
諸
愚
人
は
、
三
性
に
執
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
世
間
と
出
世
間
の
法
を
分
別
す
る
。
同
、
六
七
三
偶
）

故
に
、
さ
き
に
関
係
し
て
（
目
昌
騨
‐
砦
①
扇
島
画
）
、
〔
三
〕
性
の
説
が
な
さ
れ
る
が
、
も
ろ
も
ろ
の
見
解
を
減
す
る
た
め
に
、
〔
三
〕

性
を
分
別
せ
し
め
な
い
。
（
同
、
六
七
四
偶
）

世
親
の
『
唯
識
三
十
頌
』
に
「
こ
れ
ら
一
切
が
唯
識
で
あ
る
と
お
も
う
て
も
、
実
に
〔
そ
れ
は
〕
所
得
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
か
の
も
の

を
現
前
に
立
て
る
と
き
、
そ
れ
の
み
（
唯
識
）
に
住
し
な
い
。
」
（
第
二
十
七
偶
）
と
い
い
、
「
し
か
し
、
識
が
所
縁
を
把
握
し
な
い
と
き
、

三
世
と
非
世
（
無
為
）
と
第
五
の
不
可
説
（
プ
ド
ガ
ラ
）
、
こ
れ
ら
は
‐
実
に
諸
佛
の
所
知
で
あ
る
が
、
も
ろ
も
ろ
の
究
理
論
者
に

よ
っ
て
説
か
れ
る
。
（
同
、
八
五
三
偶
）

⑫

世
親
の
『
唯
識
二
十
論
』
に
お
い
て
も
「
法
無
我
へ
の
悟
入
は
、
分
別
さ
れ
た
自
体
と
し
て
法
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い

っ
て
、
唯
識
の
肯
定
的
な
安
立
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
入
梧
伽
経
に
お
け
る
、
右
の
如
き
積
極
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
の
肯
定
は
注
目
に
価
す

ｏ
・
三
世
と
無
為
と
不
可
説
の
プ
ド
ガ
ラ
と
い
う
犢
子
部
の
五
法
政
説
を
諸
佛
の
所
知
と
認
め
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
＄
注
意
す
今
へ
き
で

し
か
し
、
同
時
に
ま
た
、
一
方
、
入
拐
伽
経
は
、
き
わ
め
て
無
相
宗
的
な
傾
向
の
強
い
経
典
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ヨ
ー
ギ
ン
は
無
相
（
昌
尉
習
薗
の
⑳
）
に
住
す
る
と
き
、
大
乗
を
見
な
い
か
ら
、
唯
心
を
超
え
、
無
相
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
。
（
偶
頌
品
、

張
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
（
同
、
七
六
五
偶
）

外
教
の
過
失
を
は
な
れ
、
無
我
の
森
林
を
焼
き
、
劫
末
の
火
が
高
ま
る
如
く
、
か
の
ア
ー
マ
ン
の
論
は
燃
え
に
燃
え
る
。
（
同
、
七
六

－ニ

ノ、

偶
、一

無
功
用
ｅ
ｐ
９

（
同
、
二
五
八
偶
）

二
五
七
偶
）

（
色
目
臣
５
醤
）
の
状
態
は
寂
静
で
あ
り
、
諸
願
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
る
、
最
勝
な
る
無
我
の
智
を
無
相
に
お
い
て
見
ず
。
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唯
識
の
状
態
に
住
す
る
。
所
取
が
な
い
と
き
、
そ
れ
を
能
取
し
な
い
か
ら
。
」
（
第
二
十
八
偶
）
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
唯
識
を
超
え
る

と
こ
ろ
に
、
唯
識
は
実
践
的
な
意
味
を
も
つ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
か
よ
う
な
唯
識
の
実
践
的
な
意
義
が
見
失
わ
れ
、
唯
識
の
教
義
が

固
定
化
し
た
有
相
宗
的
な
傾
向
に
た
い
し
て
批
判
が
む
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
さ
き
に
関
係
し
て
、
三
性
の
説
を
な
し
た
」

と
い
う
、
そ
の
「
さ
き
」
（
冒
壗
ぐ
四
）
と
は
、
あ
る
い
は
、
解
深
密
経
を
さ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
入
拐
伽
経

は
、
遍
計
、
依
他
、
円
成
の
唯
識
三
性
の
教
義
に
執
わ
れ
、
唯
識
の
教
義
を
形
骸
化
し
た
の
に
た
い
し
、
「
三
性
を
分
別
せ
し
め
な
い
。
」

と
い
う
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
入
拐
伽
経
の
上
に
、
伝
統
的
な
唯
識
の
教
説
に
た
い
す
る
無
相
宗
的
な
批
判
的

精
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
「
さ
き
に
関
係
し
て
、
三
性
の
説
を
な
し
た
。
」
と
い
う
、
そ
の
「
さ
き
」
が
解
深
密
経
を
さ
し
て

い
る
と
す
れ
ば
、
入
梧
伽
経
は
解
深
密
経
よ
り
お
く
れ
る
こ
と
五
十
年
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
上
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

右
に
あ
げ
た
偏
頗
品
の
第
六
七
三
偶
と
第
六
七
四
偶
と
は
、
入
拐
伽
経
の
成
立
を
考
え
る
上
に
、
注
意
す
、
へ
き
言
葉
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に

引
用
し
た
法
無
我
に
か
ん
す
る
教
説
の
中
に
ヨ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
一
切
法
を
心
、
意
、
意
識
、
五
法
、
三
性
と
は
な
れ
た
も
の
と
認
め

る
菩
薩
摩
訶
薩
は
、
法
無
我
を
熟
知
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
言
葉
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
入
拐
伽
経
は
、
五
法
、

三
性
、
八
識
、
‐
二
無
我
の
唯
識
の
教
義
を
説
き
な
が
ら
↑
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
教
義
の
文
字
面
に
執
わ
れ
な
い
実
践
性
を
強
調
す
る
経
典

で
あ
り
、
解
深
密
経
を
正
依
の
経
典
と
し
て
発
達
し
た
球
伽
行
派
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
地
位
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

註
⑥⑤④③②①

プ
サ
ン
校
訂
梵
本
、
三
四
三
頁
、

同
書
、
三
四
四
頁
、
九
行
以
下
。

南
条
校
訂
本
、
二
二
九
頁
、
六
行
。
拙
論
「
入
傍
伽
経
の
原
典
研
究
」
、
大
谷
学
報
、
第
四
十
八
巻
、
第
二
号
を
参
照
。

般
若
経
に
見
ら
れ
る
人
法
二
無
我
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
中
観
思
想
の
研
究
」
、
五
七
頁
以
下
を
参
照
。

プ
サ
ン
校
訂
梵
本
、
三
四
三
頁
、
五
行
。

ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
、
第
一
章
、
第
一

「
中
観
思
想
の
研
究
」
、
九
二
頁
以
下
。 第

三
十
一
、
三
十
二
、
三
十
三
偶
。
プ
サ
ン
校
訂
「
月
称
中
論
註
」
、
三
四
五
頁
所
出
。
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⑦
拙
論
「
入
傍
伽
経
に
あ
ら
わ
れ
る
識
の
学
説
に
つ
い
て
」
、
大
谷
学
報
、
第
五
十
二
巻
、
第
二
号
、
二
頁
、
十
五
頁
。

③
調
伏
天
は
我
法
を
識
の
所
取
分
と
す
る
。
「
世
親
唯
識
の
原
典
解
明
」
、
一
五
八
頁
。

⑨
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
イ
校
訂
本
、
四
四
頁
、
最
終
行
。

⑩
月
輪
賢
隆
著
「
蔵
漢
和
三
訳
合
壁
、
勝
鬘
経
・
宝
月
童
子
所
間
経
」
、
八
十
頁
。

⑪
所
知
障
は
、
不
染
汚
無
知
で
あ
り
、
所
取
能
取
に
対
す
る
執
着
の
習
気
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
「
二
取
の
習
気
」
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

唯
識
の
原
典
解
明
」
、
一
五
三
頁
。

⑫
拙
著
「
唯
識
二
十
論
講
義
」
、
五
十
一
頁
参
照
。

「
世
親
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