
転
変
の
根
本
構
造

神

谷

信

明

喩
伽
系
論
書
の
中
で
転
変

(
p
r
r
i
m
a
n
a
)
 

に
つ
い
て
詳
し
く
論

じ
て

い
る
も

の
に

『
唯
識
三
十
頗
』
か
あ
る
。
そ
の
中
で
転
変
に
つ
い
て
つ

ぎ
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
即
ち
転
変

と
は

「異
な
る

こ
と
で
あ

る
」
。
こ
こ
で

「
異
な
る
こ
と
」
と
い
う
の
は
、
識
か
そ
の
と
き
そ
の

と
き
に
刻
々
に
変
化
し
つ
つ
生
成
し
て
い
る
姿
を
言
い
表
わ
し
た
も
の

で
あ
る
。
唯
識
説
は
あ
ら
ゆ
る
認
識
さ
れ
る
対
象
は
自
体
と
し
て
は
存

在
せ
ず
、
あ
た
か
も
対
象
か
実
存
す
る
か
の
ご
と
く
み
え
る
の
は
、
識

の
転
変

(
v
i
j
n
a
n
a
-
p
a
r
i
m
a
n
a
m
)
 

に
よ
つ
て
識
か
対
象
の
す
か
た
を
も

つ

て
顕
現

し
つ
つ
生
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
夢
中

の
喩
に
比
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
認
識
す
る
識
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
条
件
づ

け
ら
れ
て
生
成
す
る
存
在

(縁
起
、
縁
已
生
)
で
あ
る
か
、
仮
に
存
在
せ

る
も
の
で
あ

つ
て
実
有
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
識
か
縁
起
的

で
あ
る

こ
と
か
ら
、
識
に
お
い
て
因
果
か
相
互
に
は
た
ら
き
あ
う
識

の

は
た
ら
き
の
全
貌
を
世
親
か
ま
と
め
て
識
転
変

(
v
i
j
n
a
n
a
-
p
a
r
i
m
a
n
a
)

と
い
う
術
語
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

識
転
変

と
い
う
術
語
は
唯
識
思
想
に
お
け
る
中
心
概
念
で
あ
り
、

そ
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
識
と
い
う
基
体
か
そ
の
本
質
を
失
う
こ
と
な
く

様
相
を
変
え
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
識
の
流
れ

に
お
い
て
あ
る
刹
那
の

識
か
直
前
の
刹
那
と
は
別
の
も
の
と
し
て
発
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
し
て
識

(阿
頼
耶
識
、
未
那
識
、
六
識
)
か
機
能
す
る

こ
と
を

識
転
変

(
v
i
j
n
a
n
a
-
p
a
r
i
m
a
m
)

と
い
う
術
語
で
表
わ
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
識
転
変

(
v
i
j
n
a
n
a
-
p
a
r
i
n
a
m
a
)
 

と
は
何
で
あ
る
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
因
果
の
点
か
ら
更
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
因
の
転
変
に
つ
い
て
は

「
阿
頼
耶
識

の
中
に
お
い
て
、
異
熱

と
等
流
と
の
習
気
か
増
長
す
る
こ
と
で
あ
る
」

と
説
明
し
て
い
る
。
そ

の
中
で
異
熟

・
等
流
の
習
気
と
は
、
異
熟
果

(
v
i
p
a
k
a
-
p
h
a
l
a
)
、

等
流

果

(
n
s
y
a
n
d
a
-
p
h
a
l
a
)
 

を
生
ず
べ
き
習
気
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
異
熟

果
と
は
、
善
又
は
悪

の
業
因

(異
熟
因
)
に
よ
つ
て
、
こ
れ
と
性
質
の
異

な
る
と
こ
ろ
の
無
記

(非
善
非
悪
)
な
る
結
果
を
う
み

だ
す

こ
と
で
あ

り
、
等
流
果
と
は
、
業
因

(同
類
因
)
と
同
種
類

の
結
果
で
あ
る
。
そ
の

う
ち
善
と
悪
と
の
現
行
識

で
あ
る
六
識
は
、
阿
頼
耶
識
の
中
に
異
熟
の

習
気
と
等
流
の
習
気
を
貯
え
、
無
記
の
六
識
お
よ
び
染
汚
の
意
は
、
阿

転
変

の
根

本
構
造

(
神

谷
)
 

二

一
一
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転
変

の
根
本
構
造

(
神

谷
)

二

一
二

頼
耶
識

の
中
に
等
流
の
習
気
の
み
を
置
く
と
注
釈
し
て
い
る
。
こ
の
説

明
に
よ
る
限
り
、
因
転
変
は
六
識

(善
、
悪
、
無
記
)
、染
汚

の
意

(無

記
)
か
阿
頼
耶
識
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
同
類
の
果
を
生
ず
る
習
気
を
、
又

六
識

(
善
、
悪
)
は
異
熟
の
果
を
生
ず
る
習
気
を
お
き
、
そ
の
習
気

(種

子
)
か
刹
那
く

に
新
た
な
薫
習
を
う
け
て
増
長
し
て
ゆ
く
か
ら
、
種

子
は
時

か
流
れ
る
に
従

つ
て
刹
那
毎
に
異
つ
て
く
る
。
こ
れ
を
因
転
変

と
定
義
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
果
転
変
は
以
下
の
二

つ
の
面
か
ら
説
か
れ
て
い
る
。

即
ち

「
果
転
変
は
異
熟
習
気
か
働
き
を
得
る
か
ら
、
前
世
の
業
の
牽
引

か
円
満
し
た
と
き
に
、
す

べ
て
阿
頼
耶
識
か
他
の
衆
同
分
の
中
に
生
れ

る
こ
と
と
、
等
流
習
気
か
働
き
を
得
る
か
ら
、
諸

の
転
識

(六
識
)
と

染
汚
の
意
と
か
す
べ
て
阿
頼
耶
識
か
ら
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
説

明
し
て

い
る
。
こ
の
中
ま
ず
果
転
変
の
前
者
の
意
味
は
、
わ
れ
わ
れ
か

こ
の
世

に
お
い
て
、
覚
者

(智
者
)

に
達
し
な
い
限
り
輪
廻
を
く
り
か

え
す
も

の
で
あ
る
。
善
悪
有
漏
の
現
行
せ
る
六
識
は
現
在
刹
那
に
生
ず

れ
ば
同
時
に
そ
れ
か
阿
頼
耶
識
の
流
れ
の
中
に
と
ど
め
ら
れ
、
未
来
の

識
を
生
起
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
業
は
過
去
に
生
じ
た
識
の
働
き
で
あ

り
そ
れ
は
同
時
に
同
類
の
識
を
生
ず
る
習
気
を
阿
頼
耶
識
の
中
に
お
く

か
、
そ
れ
と
同
時
に

一
生
の
あ
い
だ
の
業
か
未
来
の
生
存
を
規
定
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
(従
っ
て
こ
の
場
合
の
習
気
は
善
悪
の
六
識
の
異
熟
習
気
か

そ
の
働
き
と
な
る
。
)そ
れ
故
果
転
変
の
第

一
の
意
味
す
る
も
の
は
、
異

熟
の
習
気

(善
悪
の
六
識
)
か
現
勢
化
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
過
去
の
業

(善
業
、
悪
業
)
の
活
動
か
終
つ
て
現
在
の
生
存
を
終
つ
た
と
き
に
、
阿

頼
耶
識
か
現
在
と
は
異
つ
た
境
遇
に
生
れ
出
る

こ
と
を
意
味

し

て
い

る
。
更
に
第
二
の
果
転
変
の
意
味
は
、
阿
頼
耶
識
の
中
で
生
成
し
た
等

流
の
習
気
か
、
刹
那
毎
の
重
…習
に
よ
つ
て
飽
和
状
態
に
達
し
た
と
き
、

識
の
流
れ
に
変
化
か
お
こ
つ
て
六
識
と
染
汚
意

と
か
阿
頼
耶
識
を
根
拠

と
し
て
生
成
し
て
い
く
こ
と
か
果
転
変
の
第
二

の
意
味
で
あ
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
因
転
変
及
び
果
転
変
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
阿
頼
耶
識

か
現
勢
化
し
て
六
識
及
び
染
汚
意
と
し
て
機
能
し
、
同
時
に
そ
の
余
習

を
阿
頼
耶
識
の
中
に
薫
習
す
る
の
で
あ
る
。
因
転
変
は
阿
頼
耶
識
の
中

の
種
子
か
刹
那
毎
に
新
た
な
黒
習
を
う
け
て
増
大
し
、
変
化
し
て
い
く

過
程
を
の
べ
た
の
で
あ
り
、
果
転
変
は
そ
う
し
た
過
程
を
通
じ
て
そ
の

種
子
か
増
大
し
生
成
の
頂
点
に
達
し
た
と
き
に
、
阿
頼
耶
識
を
根
拠
に

し
て
六
識
及
び
染
汚
意
か
生
ず
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う

し
て
阿
頼
耶
識
と
前
七
識
と
は
相
互
に
因
と
な
り
果
と
な
る
関
係
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
雑
染
の
世
界

に
住
し
て
い
る
者
に
と

つ
て

一
生
の
問
、
種

々
さ
ま
ざ
ま
の
業
か
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
、
そ

の
中
で
も
特
に
煩
悩
を
と
も
な
つ
た
善

・
悪
の
現
勢
的
な
六
識
は
異
熟

果
の
習
気
を
阿
頼
耶
識
の
中
に
お
き
、
そ
の
余
習
か
阿
頼
耶
識
の
中
に

と
ど
め
ら
れ
、
未
来
の
生
存
に
限
定
を
加
え
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
阿
頼
耶
識
の
流
れ
は
現
在
の
中
に
の
み
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
又
次

の
生
存
に
お
い
て
絶
え
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
に
再
び
煩
悩
の
世
界
を
作

り
出
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
世
の

一
切
の
は
た
ら
き
は
こ
の
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阿
頼
耶
識
を
中
心
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
切
を
創

造
す
る
作
者

(神
)
に
よ

つ
て
行
わ
れ
る
の
で
も
な
く
、
創
造
す
る
た

め
の
手
段
道
具
も
存
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
迷
い
の
存

在
を
あ
ら
し
め
る
可
能
力
を
も
つ
た
阿
頼
耶
識
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
。

し
か
も
そ
の
阿
頼
耶
識
は
前
七
識
と
相
互
に
因
と
な
る
と
同
時
に
果
と

も
な
り

つ
つ
は
た
ら
き
合

つ
て
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
摂
大

乗

論
』
に
は
そ
れ
か
灯
火
の
芯
と
焔
と
の
関
係
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
根
本
識
と
し
て
の
阿
頼
耶
識
は
そ

の
語
義

か

一
般

に
住

処
、
住
居
の
意
味
と
さ
れ
、
種
子
か
そ
こ
に
内
在
す
る
こ
と
を
示
す
と

理
解
さ
れ
る
か
、
も
と
も
と
原
始
経
典
に
は

「
執
着
」
と
か

「
所
執
処
」

と
い
う
意
か
主
で
あ
つ
て
、
阿
頼
耶
の
種
子
的
色
彩
を
説
く
記
述
は
見

あ
た
ら
な
い
。
又
有
部
で
は
六
識
を
立
て
る
の
み
で
あ
る
か
、
し
か
し

た
と
え

ば
睡
眠
に
入
つ
た
と
き
、
或
い
は
禅
定
に
入
つ
た
と
き
意
識
は

働
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
と
き
の
意
識
を
考
え
ざ
る
を
え
な

か
つ
た
。
従
つ
て
有
部
派
に
お
い
て
は
六
識
以
外
に
種

々
の
識
を
た
て

る
よ
う

に
な
つ
た
。
た
と
え
ば
説

一
切
有
部
で
は
六
識
以
外
に
寿
と
い

う
も
の
を
立
て
た
り
、
大
衆
部
の
根
本
識
、
化
地
部
の
窮
生
死
纏
、

上

座
部
の
有
分
識
、

又
憤
子
部
、
正
量
部
の
補
特
伽
羅
、
経
量
部
の

一
味

纏
等
は
、
阿
頼
耶
識
思
想
成
立
の
た
め
の
先
駆
思
想
で
あ

つ
た
と
考
え

ら
れ
る

か
、
そ
れ
ら
の
部
派
の
論
書
の
中
に
は

「
阿
頼
耶
」
と
い
う
語

は
見
あ
た
ら
な
い
か
、
『
倶
舎
論
』
、
『順
正
理
論
』
や

『顕

宗
論
』
に

は

「阿
頼
耶
」
と
い
う
用
語
か
用
い
ら
れ
て
い

て
、
「
愛
執
」
、
「
我
所

見
」
の
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
初
期
唯
識
の
経
論
と
称

さ
れ
る

『
解
深
密
経
』
お
よ
び

『
大
乗
阿
毘
達

磨
経
』
に
な
る
と
、
阿

頼
耶
識
は

一
切
種
子
識
及
び
阿
陀
那
識
と
並
列

の
関
係
で
と
か
れ
、
rこ

れ
ら
は
本
質
的
に
異
る
も
の
で
も
な
い
。
阿
陀

那
識
と
い
う
の
は
阿
陀

那

(
a
d
d
a
d
d
 

持
)
、す
な
わ
ち
執
持
識
と
も
よ

ば
れ
る
も
の
で
あ

つ
て
、

こ
こ
に
原
始
経
典
等
に
み
ら
れ
た
伝
統
的
な

「執
着
」
の
内
容
を
含
ん

で
い
る
。
同
時
に
阿
頼
耶
識

(蔵
識
)
と
、一
切
種
子
識
と
の
同
義
な
る

こ
と
は
既
に
初
期
唯
識
思
想
を
説
く
経
論
書
の
中
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
か
く
し
て
阿
頼
耶
識
と
阿
陀
那
識
及
び

一
切
種
子
識
と
は
本
来

区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
同
義
異
語
で
あ
り
本
来

一
つ
の
も
の

で
あ
る
か
、
後
世
に
な
る
と
阿
陀
那
識
は
未
那
識
と
同

一
視
さ
れ
る
よ

う
に
な

つ
て
阿
頼
耶
識
と
阿
陀
那
識
と
か
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
い
た
つ
て
は
じ
め
て
唯
識
思
想
か
八
識
説
と
し
て
成

立
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
わ
か
る
か
、

『解
深
密
経
』
に
お

い

て
は
ま
だ
阿
頼
耶
識
と
阿
陀
那
識
と
は
未
分
化

の
状
態
で
と
か
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
我

々
か
考
察
し
て
き
た

『
唯
識
三
十
頚
』

に
は

「
阿
頼
耶
と
名
づ
け
ら
る
る

〔識
〕
(
a
l
a
y
a
k
h
y
a
m
)

」
と
い
う
表

現
や
、
『
摂
大
乗
論
』
の
中
に
も
説
か
れ
て
い
な

い
よ
う
な

「
意
と
名

つ
く
る
識
」
(
m
a
n
o
 
n
a
m
a
 
v
i
j
n
a
n
m
a
)
 

と
い
う
語
か
明
瞭
に
見
出
さ
れ

て
お
り
、
阿
頼
耶
識
と
未
那
識

(染
汚
意
)
と
は
、
は

つ
き
り
と
区
別
し

た
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
阿
頼
耶
識
は
第
八
識
と

転
変

の
根
本
構
造

(神

谷
)

二

一
三
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転
変

の
根

本
構
造

(
神

谷
)

二

一
四

し
て

一
切
法
を
生
ず
る
功
能
を
有
す
る
か
故
に
、

一
切
の
種
子
あ
る
も

の
で
あ
り
、
従
つ
て
作
者
か
な
く
て
も
、
阿
頼
耶
識
と
前
七
識
と
の
相

互
の
力

に
よ
つ
て
転
変
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
間
存
在
の
根

底
に
は
い
つ
も
阿
頼
耶
識
か
存
在
す
る
。
そ
れ
は

一
生
の
間
ば
か
り
で

な
く
、
未
来
の
生
存
に
ま
で
途
だ
え
る
こ
と
も
な
く
続
い
て
い
く
も
の

で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
こ
の
輪
廻
的
存
在
か
ら
の
解
脱
は
ど
う
し
て

達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
ち

ょ
う
ど
夢
か
ら
さ
め
た
と
き
、
自
己
と

対
象
的
世
界
も
、
識
の
顕
現
し
た
幻
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
己
の
意
識

か
覚
る

の
で
あ
る
か
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
の
か
。
そ
こ
に
唯

識
説
の
と
く
悟
り
の
道
と
し
て
の
喩
伽
行
か
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
法
界
を
根
拠
と
せ
る
聞
薫
習
と
し
て
の
実
践
道
で
あ
る
。

こ
の
聞
薫
習
は
有
漏
の
種
子
と
は
質
的
に
異

つ
た
無
漏
の
種
子
を
阿
頼

耶
識
の
中
に
お
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
阿
頼
耶
識
を
根
拠
と
す

る
輪
廻
転
生
す
る
人
間
存
在
の
質
的
転
換
か
開
顕
す
る
の
で
あ
る
。
以

上
で
わ
れ
わ
れ
は
唯
識
思
想
に
お
け
る
識
転
変
の
構
造
に
つ
い
て
考
察

し
て
き

た
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
人
間
存
在
に
於
け
る
有

漏
の
種
子
を
内
に
置
く
輪
廻
転
生
せ
る
世
俗
世
界
の
識
の
転
変
の
姿
を

考
察
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
更
に
無
漏
の
種
子

を
お
く
法
界
か
ら
流
れ
出
た
教
え
を
聞
く
と
い
う
聞
黒
習
の
姿
に
も
目

を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
今
は
有
漏
の
有
情
に
お
け
る
識
の
機

能
を
考
察
す
る
に
留
め
て
お
く
。
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