
陳
那
の
唯
識
説

-
集
量
論
現
量

章
第
十

一
偶

の
解
明
-

武

邑

術

邦

一

陳
那

の
唯
識
義

の
理
解
は
、

イ

ン
ド
喩
伽
行
派

の
歴
史
的
展
開
に
、

一
つ
の

韓
機
を
興
え
た
よ
う

で
あ

る
。
即

ち
傳

え
ら
れ
る
種

々
の
資
料
か
ら
、
彼
が
(一)

無
著
世
親

の
聖
教
随
順
派

の
唯
識
論
者

で
あ
る
に
翼
し
て
、
正
理
随
順
派

の
唯

識
論
者

で
あ
り
、

無
著
世
親

に
よ
つ
て
読
か
れ
る
八
識

の
機
能
を

六
識

に
分

與

し
て
六
識

読
に
立

ち
、
⇔

無
著
世
親

が
無
相
唯
識
汲

で
あ
る
に
甥
し
て
、
有

相
唯
識
派
で
あ

る
こ
と
等
を
知
り
得
る

か
ら

で
あ
る
。

こ
の
申
、
第

一
は
陳
那

の
唯
識
読
理
解

の
根
本
態
度
を

示
し
、

そ
れ
が
第

二
、
第
三

の
立
場
と

學
説
を

圭
張
せ
し
め
た
と
思
わ

れ
る

が
、
就
中
、
彼

の
唯
識
説
を
際
立

つ
て
特
徴
付
け

る
も

の
は
、
第

三
の
そ
れ

で
あ
る
。

さ
て
、
唯
識

読
に
於

け
る

有
相
派

と

は
、
畳
賢

(B
o
dh
ib
h
ad
r
a
.
A
.D
.

8

0
0
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A
.D
.
8
6
0
)
 に
よ
れ
ば

「行

相
 
(
a
k
a
r
a

)
 が
依
他

の
有
膿

法
で
あ
る
」

(
2
)

こ
と
を
主
張
す

る

一
派
を

い
う
が
、

こ
こ
に
行
相
之
は
大
乗
唯
識

読
で
は
、
四

分
中

の
見
分
を
指
す

か
ら
、、
有
相
派

と
は
見
分
を
有
鐙

法
と
し
て
留
め
て

い
る

學
読

で
あ
り
、
そ
れ
は
境

塞
識
有

の
立
場
を
と
る
も

の
と
い

わ

ね

ば

な

ら

な

い
。

こ
れ
に
甥
し
て
無
相
派
と
い
わ
れ
る
無
著
世
親
は
行
相

の
無
髄
法
な
る

こ

と
を
読
く

一
派
と
解

さ
れ
る
か
ら
、
相

分
は
い
う
迄
も
な
く
、

見
分
も
ま
た
遍

計
の
無
膿
法
と
し
て
境
識
倶

塞

の
立
場
に
立
つ
も

の
で
あ
る
。

こ
の
意
昧

で
無

著
等

の
唯
識

読
と
陳
那

の
そ
れ
と
は
、

明
か
に
匿
別
さ

れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

い

ま
、
箆
賢

の
い
う

と
こ
ろ
に
從

つ
て
、
陳

那
が
有
相
派

で
あ

つ
た
と
す

れ
ば

、

彼

は
四
分
中
、
初

め
の
二
分
に

つ
い
て
相

分
は
遍
計
性
、
見
分
は
依

他
性

と
圭

張
し
た

こ
と
に
な

る
が
、

こ
の
よ
う
な

理
解

は
、
古
來

い
わ
ゆ
る
四
分
読

の
解

繹
中
に
直
ち
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
な

い
。

こ
れ
は
陳

那
の
唯
識

読
の
理
解

に

新
し

い
周
題
を
提
起
す
る
も

の
で
あ

る
。

い
ま
、
こ
の
問
題
を
手
懸
り

と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
陳
那
の
三
分
読
な
る
も

の
を
吟
味
し
、
併
せ

て
彼

の
唯
識
読

の
立
場

を
明
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

二

陳
那

の
三
分
説
を
根
擦

付
け

る
も

の
と
し

て
從
來
唯
識
家
が
指
摘
す
る
も

の

は
、
『
成
唯
識
論
』
雀

二
に
引

用
さ
れ
る

「
似
レ
境
相
所
量
、
能
取
レ
相
自
謹
、
即

能
量
及
果
、
此
三
鐙
無
レ
別
」
と

い
う

『
集
量
論
』

の

一
偶

で
あ
る
が
、
こ
れ
は

正
し
く
現
存

チ
ベ
ツ
ト
謬

『
集

量
論
』
現
量
章
第
十

一
偶

の
次

の
偶

で
あ

る
。

「
〔
知
が
生
ず
る
〕
時
、
か

の
顯

現

(
 
a
b
h
a
s
a
)
 は
所
量

で
あ

り
、
能

取
の

行
相
 
(
g
r
a
h
a
k
a
r
a)
 と
自
謹
 
(
s
a
sa
m
vid
)
 之
は
、
夫

々
そ
の
量

と

(
3
)

量
果
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら

の
三
は
、

そ
の
故

に
別

々
の
も

の
で
は
な

い
。」

さ
て
、
こ
の
偶

の
中

で
顯
現
と
は

「
境

の
顯
現
」
を
意
昧
し
、
そ
れ
は
量
ら

れ
る
も

の
と
し
て
の
封
境
を
指
し
、
能

取
の
行
相

と
は
封
境
を
量
る
も

の
、
印

陳
那

の
唯
識

説
 
(
武

邑
)
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陳
那

の
唯
識

説
 (
武

邑
)

ち
境

の
顯
現
で
あ

る
所

取
を
境
性
 
(
ar
th
a
)
 と
し
て
、
能

取
す
る
働

き

を

い

い
、
自
謹

と
は
所

取
た
る
境
を
能

取
し

て
得
た
る
領
納

の
知
を

い
い
、
そ
れ
が

量

つ
た
結
果
と
し
て

の
量
果
で
あ

る
。
印
ち

こ
の
偶

は

『
集
量
論
』
が
當
面

の

問
題
と
す
る
量
に
關

し
て
、
所
量
能
量
量
果

の
關
係
を
識

の
位
態
と
し

て
の
相

見
自
謹

の
三
分
に
關
係

せ
し
め

て
述

べ
た
も

の
で
あ
る
。

而
も

こ
の
偶
が
、
識

の
二
相

の
顯
現
を
成

立
せ
し
め
る
た
め
に
、
量
果
を
自
謹

と
読
く

こ
と
に
關
蓮

せ
し
め
て
読

か
れ
て

い
る

こ
と
は
注
意

さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

し
か
る
に
、
從
來

は
こ
の
よ
う
な
叙
述

の
蓮
關
性
を
全
く
考
慮
し
な

い
で
、

こ
の
偏

を
唯

だ
相
見

自
謹

の
三
分
が
依
他
起
性

で
あ
る

と
す
る
陳
那

の
三
分
読

の
立
場
を
確
認
す

る
も

の
と
し

て
の
み
考
え
、
顯
現
を
相

分
、
能
取

の
行
相
を

見
分
、

自
讃
を
識

の
自
謹

分
と
し
、

特
に
こ
れ
を
發
生
的
な
識

の
韓
攣
説

の
理

解
か
ら
、

自
謹

分
を
識

自
膿

分
と
し

て
、

こ
の
識
自
鐙

分
が
韓
似

二
分

の
原
理

に
よ

つ
,て
、
韓
攣

し
て
相
見

二
分

に
似
現
す
る
と
解
繹
し

て
、

三
分
は
共
に
依

他
起
性

で
あ
り
、

腱

を

一
に
す
る

こ
と
を
読
く
も

の
と
解
繹
し

て
き
た
。

し
か

し
、

こ
こ
で
ま
ず

問
題

と
な
る

の
は
、

陳
那

の
い
う
自
謹

が
、

こ
の
よ
う
に
果

し
て
理
解

さ
れ
得

る
か
と
い
う
黙

で
あ
る
。

い
ま
、

陳
那
の
自
謹

の
意
味
を

『
集
量
論
』

の
上
に
尋
ね
る
と
、
彼

は
自
謹

を
量
果

と
し
て
読

く
た
め
に

「
自
謹

が
こ
こ

〔現
量
〕

で
は
、

量
果
で
あ
る
。

知
は

二
の
顯
現
よ
り
生
ず

自

の
顯

現
と
境

の
顯
現

と
で
あ
る
。

こ
の
二
の
顯
現

に

よ

つ
て

自
謹

が

あ

る
。

そ
れ
が
果
と
な
る

べ
き
で
あ
る
。

そ
の
故
如
何
と
な
ら
ば
、
彼

の
自
性

に
よ

つ
て
義
は
決
定
す
る
か
ら
で
あ

る
。
若
し
識

が
所
具
ハの
境
を
義
と
す
る

時
、

そ
の
時
、
彼

と
随
懸
す
る
自
謹

が
愛

と
非
愛
と

の
義
を
分
別
し
決
定
す

る
」

と

い
う
9
印

ち
陳
郷
に
よ
れ
ば
、

識

の
二
相

の
顯
現

に
よ

つ
て
成

立
す

る
量
果

と
し
て

の
自
謹

は
、
所
量
能
量
と
し
て
の
識

の
二
相

の
顯
現
と
離
れ
て
は
あ
辺

得
な
く
、
而
も

そ
れ
は
識
自
ら
に
所
具
で
あ

る
境
を
樹
象

と
す
る
時
、

そ

の
識

と
随
懸
し
て
樹
象

の
愛
と
非
愛

と
を
分
別
し
決
定
す

る

も

の

で
あ

る
。

さ
れ

ば
、

こ
こ
に

い
わ
れ
る
自
讃
は
、

決
し
て
識
自
膿

分
と
し

て
有
性
的
な
も

の
で

は
な
く
、

そ
れ
は
識

自
ら
が
自
ら
に
具
し
て
い
る
境
を

了
知
す
る

こ
と
に
よ

つ

て
生
じ
た
領

納

の
知
を
意
味
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

從

つ
て
見
る
も

の
と
し
て

の
識

の
自

の
顯
現
と
自
謹
と
は
別
物
で
あ
り
得
な

い
か
ら
、

「
〔
量
は
〕
有
作
用

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

量
は
量
果
に
於
て
あ
り
、

こ
こ
で
は
有
外
境
論
者

の
如

く
、

量
よ
り
量
果
を
別
の
も

の
と
成
ず
る
こ
と
は
な
く
、

果

と
な
れ
る
知
、

そ

れ
自
身
が
境

の
相

を
具

し
て
生
じ
た
も

の
で
あ
り
、

作
用
を
も

つ
と
考
え
ら
れ

る
」
と
陳
那
は

い
う
。

か
く
て
、

自
謹

と
は
識

の
二
相

の
顯
現
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、

境

の
領
納

の

知
を

い
う
。

而
も

そ
れ
は
識
自
ら
と
識

自
ら
の
所
具

で
あ
る
境
と
を
領
納
し
て

生
じ
た
も

の
で
あ
り
、

更
に
そ

の
識

自
ら
と
境

と
は
、
實
は
量
と
所
量
と
し
て

「
多
種

の
行
相

の
了
別
知
を
と

つ
て

施
誰

せ

ら

れ

た
」
も

の
で
あ

る
。
然
る

に
一
ま
た
量
果
は
こ
の
量
と
別

の
も

の
で
は
な

い
か
ら
、

こ
の
場
合
、

知

の
主

質
と
な
る
も

の
は
識

の
二
相

の
顯
現

で
あ

り
乍
ら
、

知

の
成
立
は
識

の
自
と
し

て
の
顯
現
た
る
能
取

の
行
相

に
あ
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
印
ち
境
は
顯
現

で
あ
り
、

そ
れ
は
識

の
自
と
し
て

の
顯
現
た
る
能

取
の
行
相

に
よ

つ
て
境
性
と

し
て
と
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

以
上

の
如
く
考

え
る
時
、

い
わ
ゆ
る
陳
那

の
三
分
読

の
根
擦

と
し
て
出
さ
れ

る
前
掲

の
偶

の
理
解

は
、
從
來

の
も

の
ど
は
異
な

る
べ
き

で
あ
り
、

そ

こ
で
は

識

の
自
謹
は
能
分
別
で
あ
り
、

相
見
、
印

ち
所

取
能

取
は
所
顯
現
相
と
し
て
所

分
別

で
あ
り
、
而
も

そ
の
中
、

能
坂

の
行

相
た
る
見

分
以
外

に
自
謹
は
あ
り
得

な

い
と

い
う
關

係
が
、
全
く
認
識

論
的
に
示
さ
れ

て
い
る
。

從

つ
て
、
陳
那
で
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い
う
相
見
自
謹

の
三
分
は
、

(一)
相
見

二
分
は
識

の
境

の
顯
現
と
自

の
顯
現
と
し

て
、
識

の
所
顯
現
相
で
あ
り
、

自
謹
は
こ
の

「
識

の
二
の
相
性
が
成
立
す
る
と

き
成
ぜ
ら
れ
る
も

の
」
と
し
て
、

こ
の
所
顯
現
相
に
よ
る
自
謹

で
あ
る
。

(一)
相

分
は
識

自
ら

の
所
具

の
境

と
し
て
識
自
ら

の
顯

現
た
る
見
分
に
よ

つ
て
と
ら
れ

る
所
取
分
で
あ
り
、
識

の
自
と
し

て
の
顯
現
は
、

そ
れ
を
能
取
す
る
能
取
分
で

あ
る
。
而
も
所
取
は
所
量
、

能
取
は
能
量
で
あ
り
、

自
謹
は
量
果
で
あ
り
、

更

に
量
は
有
作
用
と
し
て
量
果
に
於
て
あ

る
。
(三)

か
く

て
三
者
は
夫

々
別

々
で
は

な

い
等
と

い
う
關
係

で
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 

か
く

て
、
陳
那
が

「識

の
二
の
相
性
が
成
立
す
る
と
き
戊
ぜ

ら
れ

る
も

の
」

と
し

て
自
謹
を
読
く
限
り
、
明

か
に
彼

は
三
分
説
で
あ

る
。

し
か
し
、

彼

の
自

謹
は
量
果
と
し
て
量
た
る
能

取
の
行
相
と
別
で
は
な

い
。
從

つ
て
、

こ
こ
で
は

三
分
は
相
分
が
見
分
に
よ
つ
て
、
見
分
が
自
謹

分
に
よ
つ
て
、
夫

々
と
ら
れ
る

と

い
う
並
列
的
關
係

に
於

て
考
え
ら
れ
て

い
な

い
し
、

ま

た
自
謹
を
自
膿
分
と

し
て
有
性
的
に
見
る
考

え
も
現
わ
れ

て
い
な

い
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
三
分
に
封

す
る
三
性
的
理
解
は
陳
那
に
於

て
ど
う

で
あ

つ
た
か
と

い
う
鮎

に
つ
い
て
は
、

『
集
量
論
』

で
は
明
か
で
な

い
。
こ

の
た
め
に
我

々
は

『
集

量
論
』
製
作

の
素

材
と
な

つ
た
彼

の
他

の
著
作
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

三

陳
那

の
三
性
翻
に

つ
い
て
は

『
般
若
波
羅
蜜
多
圓
集
要
義
論
』
と

『
掌
中
論
』

と
を
尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
中
、

初
め

の

『
圓
集
要
義
論
』
は
、

三

性
襯
に
よ
つ
て
般

若
波
羅
蜜

の
教
と
道

と
が
成
就
さ
れ
、
般

若
無

二
智

へ
の
謹

入
が
な
さ
れ
得
る

こ
と
を
読

い
て

い
る
。
印
ち
陳
那
は
十
散
動
分
別
に
よ

つ
て

示
さ
れ
る
妄
分
別
を
除
く
た
め
に
、
十

六
種
塞
を
翻
ず

べ
き

こ
と
を
示
し
、

そ

れ
に
よ

つ
て
妄
分
別
が
除
去
さ
れ
る
な
ら
ば
、

一
切

の
所
分
別

に
於

て
室
観
が

成
就
す
る
こ
と
と
な
り
、

更
に
所

分
別

に
於
け
る
塞
襯
は
同
時

に
能
分
別

の
識

に
於

て
も
縁
起

の
理
に
蓬

せ
し
め
る
こ
と
と
な
り
、
般

若
無

二
智

の
實

現
が
な

さ
れ
る

こ
と
を
明
か
に
し
て

い
る
。
從

つ
て
、

こ
こ
で
は
所

分
別

の
相
見

二
分

は
遍
計
性
と
し
て
無
で
あ

り
、
依

他
性
た
る
能
分
別

の
識
も
ま

た
假
有
に
す
ぎ

な
い
と
し
て
、
唯
識
皆

塞
襯

を
成
じ
、
圓
成
實
性
を
謹

得
す
る

て
と
と
な
る

の

で
あ
る
。

か
く
て
、

こ
こ
に
読
か
れ
る

三
性

は
、
註
繹
者

三
寳
奪

の

い
う

如

く
、
ま
ず

分
別
た
る
遍
計
所
執
性

と
は
凡
夫

の
分
別
心
に
よ
る
諸
法
に
於
け
ス

能
所

の
差

別
相

の
顯
現

で
あ
り
、

そ
れ
は
非
清
.浮
な
る
智

に
於
け
る
能
取
と
所

取
と

の
二
取
の
顯
現

と
し

て
理
解
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
識

の

所
取
能
取
と
し
て
の
顯
現
は
、

實
は
無
明

の
力
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、

そ
れ
は

識

の
二
相

で
は
あ
る
が
、

識
性
は
本
來
無

二
智

に
安
佳
す
る
も

の
で
あ

り
、

そ

の
識
性
は
無
明

の
他

の
力
に
よ

つ
て
所
取
能
取
と
顯
現
す
る
と

い
う
位
態
に
於

て
依
他
起
性
と

い
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

而
も
、

こ
の
よ
う
な
無

明

の
他

の
力

を

離
れ
る
と
こ
ろ

に
、
遍
計
と
し

て
の
識

の
二
相
を
遠
離
し

て
、
無
生
と

い
わ
れ

る
理
を
成
ず

る
の
で
あ
る
。

從

つ
て
、

こ
の
場
合
で
は
、
依
他
起
性
と
は
了
別

知
と
し
て

の
識

の
顯
現

と
い
う
位
態
に
於

て
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

所

取
能
取

の
遍
計

の
妄

分
別

た
る
所
分
別
に
封
す
る
能

分
別
と
し

て
識

は
依
他

起
性
な

の
で
あ

る
。
印

ち

「
境

と
自
と
の
顯
現
」
で
あ

る
識
、

そ
れ
が
所
顯
現

相
た
る
所
取
能

取

の
二
坂
の
遍
計
性

に
野
し

て
依
他
性
な

の
で
あ
る
。

『
圓
集
要
義
論
』
で
は
、

以
上

の
如
く
、

陳
那

の
唯
識

と
は
、
能

分
別

の
識

が
有
で
あ
り
、

所
分
別
と
し
て

の
所
取
能

取
が
遍
計
と
し
て
無
で
あ
る

と

い
う

意
味
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
圭
張
は

『
中
邊

分
別
論
』
の

「
虚
妄
分
別
は
あ

り
、

そ

こ
に
二
つ
の
も

の
あ
る
に
非
ず
」
と

い
う
圭
張

と
規
を

一
に
七
、
ま

た
、
安

慧

の

「識
韓
摩

の
膿
と
し
て
あ
る

故

に
、

一
切
無

に

も

非

ず
」
「
〔
所
取
能

取

の
〕

二
は
兎
角

の
如
く
全
無
、

而
も
盧
妄

分
別
は
勝
義
に
於
て
自
性

と
し
て
あ

り
」
と

い
う
立
場

と
も
共
通
す
る
。

陳
那

の
唯
識
読
 
(
武

邑
)
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更

に
、
ま
た

こ
の
よ
う
な
考

え
方
は

『
掌
中
論
』

の
中

で
も
確
か
め
る
之

と

が
で
き
る
。

例

え
ば

「彼

(縄
)

の
分
を
見
れ
ば
、
彼

に
於
け

る
知
も

ま
た
、
恰
も
蛇

の
如
く
誤

れ
る
も

の
な
り
。

彼

の
縄
も

ま
た
支

分
に
分
解
し
て
襯
察
す
れ
ば
、

縄

の
自
性
は
木
可
得

で

あ
る
。

そ
れ
が
不
可
得
な
れ
ば
、
縄

に
於
け
る
所
想
も
ま
た
蛇

の
領
納

の
如

く
に
、

唯
だ
迷
妄

に
す
ぎ
な

い
も

の
と
な
り
お
わ
る
」
!

藏
文
拙
課

と
読
く
。

こ
れ
は
有
名
な
蛇
縄

(麻
)

の
例
え
を
も

つ
て
三
性
を
示
す
文
で
あ

る
が
、

こ
こ
で
は
明
か
に
依

他
の
麗
知
を
も

つ
て
迷
妄
分
別
と
し
て

い
る
。
而

も

こ
れ
に
つ
づ

い
て

「
〔境
を
〕
縁
ず
る
有
相

の
畳
知
も

ま
た
縄

の
如
く
唯
だ
迷
妄

に
す
ぎ
な

い
」

と
も

い
わ
れ
る

か
ら
、

所
取
た
る
境

の
顯

現
は
い
う
ま

で
も
な

く
、
そ
れ
を
能

取
す
る
識

の
自

と
し
て
の
顯
現
も
、

そ
れ
が
顯

現
で
あ

る
限
り
、

遍
計

の
無
鐙

法
な

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

更
に
よ
り
明

か
に
次

の
如
く
読
か
れ
る
。

「
若
し
も
考
う
る
に
、
叛
等

の
外
界

の
事
物
は
自
性
不
可
得
で
あ
る
か
ら
無

で
あ
る
。

〔
こ
の
よ
う
に
無
で
あ
る

か
ら
〕
遍
計
性

で
あ
る

こ
と
は

明

か

に

正
し
い
こ
と

で
あ
る
。

〔
し
か
し
〕

そ
れ
ら
を
縁
ず

る
有
相

の
迷
妄

の
識
、

そ
れ
は
存
在
す
る

と
思
わ
れ
る
。
例

え
ば
幻

化
や
震
氣
縷
等

は
無

で
あ

つ
て

も
、

そ
れ
ら
を
縁
ず
る
有
相

の
識

は

〔有

で
あ

る
〕
如

く
で
あ
る
か
ら

許

さ
れ
る
と
い
う
な

ら
ば
如
何
。
」

こ
こ
で
は
、

ま
ず
境

の
無
艦
法
を
読

い
て
、

そ
れ
と
關

蓮
し
て
、
境

の
相
を

有
す
る
識

の
存

在
を

問
題

と
す
る

の
で
あ

る
が
、

こ
れ
に
封
す
る
答
え
は
、
次

の
如
く
な
さ
れ
る
。

「
迷
妄
に
し

て
、
そ
れ
は
眞
實

で
は
な

い
か
ら
、
恰
も
顯

現

の
如
く
無
で
あ

る
。

有
に
非
ざ

る
境

が
顯
現
せ
る
も

の
で
あ
り
、
恰
も
彼

〔境
〕

の
自
性

の

如

く

〔塞

と
な
る
〕
な
り
。

か
の
迷
妄

〔
の
識
〕
が
事
物

の
自
燈
を
知

つ
た
と
し
で

も
、

か

の
事
物

の

自
膿

は
そ
の
如
く
に
存

在
す
る
も

の
で
は
な

い
。

こ
れ
は

前

に

既

に
述

べ

た
。

か
の
樹
象

が
無
で
あ

る
な
ら
ば
、

ま
た

〔識

の
〕
自
性
も
能
力
が
な

い

か
ら
眞
實

で
は
な

い
。
眞
實

で
な

い
か
ら
迷
妄

の
自
性

の
如
き
も

の
で
あ
る

と

い
わ
れ
る
如
く
知
る
」

こ
れ
ら
に
よ

つ
て
、

明
か
な
如
く
陳
那
で
は
、

一
切

の
境

と
し

て
の
顯
現
が

無
で
あ
る
か
ら
、

そ

の
境

の
相
を
具
し
て
生
じ
、
そ

の
無

の
境
を
境
性
と
し

て

能
取
す
る
自

の
顯
現
も
無
で
あ

る
と
し
て
、
共

に
遍
計
性

と
す
る

の
で
あ
る
ゆ

印
ち
識

の
所
顯
現
相
と
し
て

の
二
取
は
共
に
遍

計
性

と
し

て
無

と
す

る
の
が
陳

那
で
あ

る
。

し
か
し
、

こ
こ
に
も
問
題
と
さ
れ
て

い
る
如
く
、

こ
の
よ
う
に
"

一
切
が
無

で
あ

る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
無
識
無
境
で
あ
り
唯
識

で
は
な

い
こ
と
と
な
る

の

で
は
な

か
ろ
う

か
。

こ
れ
に

つ
い
て

『
囁
大
乗
論
』

で

は
、

能
分
別

の
識

は

有
、
所

分
別

の
所
顯
現
相
は
無
で
あ

る
と
し
て
解
決

さ

れ

た

し
、
『
中
邊

分
別

論
』
で
も

「
虚
妄
分
別
は
有
り
、

そ
こ
に
二
つ
の
も

の
あ

る

に

非

ず
」

と
し

て
、
唯
識

を
成
立
し
た
。

い
ま
陳
那
は
こ
の
黙

に

つ
い
て
、

自
謹
読
を
な
し
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う

の
は
、

陳
那
は
能
取

の
識

の
無
を

い
う

の
に

『
掌

中
論
』

で

「
そ
れ
は
決
定

に
至
ら
な

い
か
ら

で
あ
る
」
と

い
う
理
由
を
あ
げ

て

(
5
)

い
る

か
ら

で
あ
る
。

印

ち
能
取

の
行
相
は
、
境

の
相
を
具
し

て
生

じ
た
も

の
で

は
あ
る
が
、

そ
れ
は
本
來

無
で
あ

る
境

の
相
を
具
す

る
も

の
で
あ

る
か
ら
、
畳

知

の
決
定

に
至
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。

從

つ
て
、

こ
れ
を
逆

に
考

え
れ
ば
、

覧

知

を
決
定
す

る
も

の
は
有

で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
印

ち
既
に

示
し
た
如
く
陳
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那
は
自
謹
に

つ
い
て
、
そ
れ
の
み

が

「
そ

の
自
性
に
よ

つ
て
義
を

分
別
決
定
す

る
」

と
い
う
か
ら
、
彼
は

こ
の
自
謹

に
於

て
識

の
有
を
読

い
た
と
い
え
る

で
あ

ろ
う
。

印
ち
陳
那
で
は
唯
識

と
は
沸

こ
の
自
謹

に
於

て
成
り
立

つ
と

い
わ

ね
ば

な

ら
な

い
。

こ
の
よ
う
に
考

え
て
く
る
な
ら
ば
、

陳
那

の
三
分
論
は
、

却

つ
て
安
慧

の

一

分
読
に
同
ず
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
陳

那
は
軍

に
所
顯
現
相
と
し
て
能

取

の

行
相
を
、

境

の
顯
現
と
共
に
無
と
し
て
斥
け
な

い
で
、
境
と
し

て
識

が
顯
現
す

る
時
、

そ
こ
に
境

を
領
納
す
る
作
用
と
し
て
識

の
自
と
し
て
の
顯
現
が
働
ら

い

て

い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
作
用

こ
そ
が
識

が
識

自
ら
の
存

在
性
を
示
す
も

の
で

あ
る
と
し
て
、
量
果
で
あ
る
自
護
と
量

で
あ
る
能
取

の
行
相

と
を
別
物

で
な

い

と
し
た
こ
と
は
、
識

の
性
格
を
よ
り
明
か
に
し
た
も

の
と

い
う

べ
き

で
あ
る
。

帥

ち
彼

は
識
は
自

と
し
て

の
顯
現

で
あ
る
能
取

と
し
て
は
、

所
取
が
無
で
あ
る

か
ら
、

本
來
的

に
無

で
あ
る
が
、
同
時

に
量
果

と
し
て
の
自
謹
に
於

て
、

そ
れ

こ
そ
が
畳
知

を
決
定
す
る
も

の
で
あ

る
黙

で
は
有

で
あ
る
と
、

無

の
有
と
し
て

識

の
性
格
を
明
か
に
し
て
、
境

塞
識
有

の
立
場

を
打

ち
立

て
た

の
で
あ
る
。

1

拙
測
桐

「
陳
那
教
學

の
課
題
」
(哲

學
研
究
、
第

三
百
九
十

六
號
、
四
七
頁

-
五

二
頁
)
。

2
「

有
相
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那
等

の
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宗
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、
行
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5

「
そ
れ
は
決
定

に
至
ら
な

い
か
ら
、
彼

を
縁
ず

る
有
相

の
智
も
、

縄

の

如
く
に
確
か
に
、
唯

だ
迷
妄

に
す
ぎ
な

い
の
で
あ

る
」
-
『

掌
申
論
』
藏

文
拙
課
。
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