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護
法
の
唯
識
説

の

一
噺
面

勝

又

俊

教

護
法
の
唯
識
読
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
れ
が
唯
識
思
想
史
上

如
何
な
る
位
置
を
占
め
、
如
何
な
る
特
色
を
獲
揮
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い

て
は
今
更
問
題
に
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
從
來
護
法
の
唯
識
読
と

言
え
ば
成
唯
識
論
の
み
に
よ
つ
て
解
明
す
る
傾
向
が
あ
り
、
成
唯
識
費
生
論
や

大
乗
廣
百
論
繹
論
や
翻
所
縁
論
繹
は
殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
護

法
の
唯
識
思
想
を
研
究
す
る
に
當
つ
て
充
分
な
方
法
で
あ
る
と
は
言
わ
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
護
法
は
元
來
專
ら
諸
論
書
に
註
繹
を
書
い
た
註
繹
家

で
あ
り
、
嚴
密
に
言
え
ば
護
法
自
ら
の
思
想
膿
系
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

例
え
ば
成
唯
識
論
を
と
つ
て
み
て
も
、
こ
れ
は
唯
識
三
十
頚
の
註
繹
書
で
あ
る

か
ら
、
唯
識
三
十
頚
の
思
想
禮
系
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
も
鍮
伽
論

幽
、
掘
論
37
、
集
論
雑
集
論
30
、
蕪
嚴
論
15
、
樗
伽
経
聾
、
解
深
密
輕
11
、
辮

中
邊
論
7
、
顯
揚
論
6
、
厚
嚴
輕
6
、
佛
地
経
6
、
阿
毘
蓬
磨
経
5
、
勝
糞
経

4
、
集
量
論
1
、
分
別
鍮
伽
論
1
、
観
所
縁
論
1
、
倫
そ
の
他
多
く
の
経
論
を

引
用
し
て
、
そ
れ
ら
の
思
想
的
影
響
が
大
き
い
。
併
し
護
法
は
そ
れ
ら
の
思
想

を
縦
横
に
驕
馳
し
て
多
く
の
假
読
を
立
て
、
そ
れ
ら
を
破
し
て
自
己
の
根
本
圭

張
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
護
法
の
唯
識
読
の
特
徴
が
認

め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
ら
を
通
じ
て
護
法
の
唯
識
読
の
全
謄
的
立

場
も
明
確
に
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
唯
識
三
十
頽
の
註

羅
書
た
る
制
約
を
受
け
て
い
る
の
で
護
法
の
唯
識
説
が
成
唯
識
論
に
よ
つ
て
必

ず
し
も
充
分
に
述
べ
ら
れ
て

い
る

と
見
る

こ
と
は

で
き
な

い
。

こ
の
よ
う

に
考
え
て
み
る
と
護

法
の
唯
識
読

の

一
面
を
成
唯
識

論
以
外

の
他

の
註
繹
書

に
よ

つ
て
補

つ
て
考
察
す
る

こ
と
が
必
要

と
な

つ
て
く
る
。

そ
こ
で

先
ず

大
乗
廣
百
論
繹
論
を
と
り
あ
げ

て
み
た
い
。

こ
の
繹
論
は
提

婆

の
廣

百
論

を
解
繹

し
た
も

の
で
あ
り
、
鍮

伽
行
派

の
學
者

た
る
護
法

の
教
學
に
も
中
襯

派

の
學
読
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
す

る
學
風

の
存
す

る
こ
と

を

知

る

の

で
あ

り
、

こ
の
黙

は
安
慧

に
於

て
も
同
檬
で
あ
る
が
、
特

に
護

法
の
場
合
に
は
中
襯

派

の
思
想

の
傳
統
的
な

理
解

の
外
に
、

自
ら

の
鍮

伽
行

派
の
學
者
と
し
て

の
唯

識
的
な
解
明
を
虚

々
に
示
し

て
い
る

こ
と
は
興
味
深

い
も

の
が
あ
る
。

そ

こ
で

廣
百
論
繹
論
に
於
け
る
唯
識
読
を
検
討
し
、

成
唯
識

論
と
の
關
係
を
明
ら
か
に

し
、

そ
こ
に
護
法

の
唯
識
読

の

一
箇

面
を
探
究
し
た

い
と
思
う
。

廣

百
論
繹
論
は
破
常
品
、
破
我

品
、
破
時
品
、

破
見
品
、

破
根
境
品
、

破
邊

執

品
、

破
有
爲
相
品
、

教
誠
弟

子
品
の
八
品
か
ら
成
り
、

こ
れ
ら
の
品
の
題
目

が
示
す

如
く
、
外
道
小
乗

の
實

我
實

法

の
迷
執
を
破
す
る

こ
と
が
圭
題
と

さ
れ

て

い
て
、
成
唯
識
論

の
外
小
破
に
相
當
す
る
部

分
で
あ
り
、

恐
ら
く
成
唯
識
論

の
外
小
破
は
廣
百
論
繹
論
を
簡

潔
に
組
織

し
た
も

の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
爾
論

が

庭

々
に

一
致
す
る
文
を
見
出
す

こ
と
か
ら
も
推
定
さ

れ
る
。

而
し
て
こ
の
爾
論

(
1
)

書

の
關

係
を
明
確

に
し
、

爾
論
書

の
成
立
問
題
を
探
究
す
る

こ
と
が
基
礎
的
研

究
と
な
る
が
、
併

し
こ
の
問
題
は
か
な
り
複
難

で
あ
り
、

そ
れ
を
詳
論
す

る
こ
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と
は
こ
の
小
論
致
で
は
不
可
能

で
あ
る
か
ら
、

こ

ゝ
で
は
た

野
結
論
を
述

べ
る

こ
と
に
し
た

い
。

先
ず
廣
百
論
繹

論
に
散
読
さ
れ
て

い
る
唯
識
説

の
共
通
な
特
徴
は
廣

百
論

の

偶

の
註
縄
に
直
接
關

係
あ
る
思
想
に

つ
い
て
の
唯
識
的
解
明
と
云
う
黙

に
限
定

さ
れ
て
い
て
、
廣

く
唯
識
系
諸
論
書

に
現

れ
た
唯
識

説
上

の
諸
問
題

に
鯛

れ
て

い
な

い
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
成
唯
識

論
が
唯
識
三
十
頚
的
性
格
を

基

調
と
し
て

い
る
と
同
様

に
、

こ
の
繹
論

は
廣
百
論
的
性
格
を
帯
び

て

い
る
の

で
あ

つ
て
、
言
換

え
れ
ば
中
翻
思
想

の
諸
問
題
に

つ
い
て
の
唯
識
的
解

明
が
そ

の
圭
要
な
課
題

と
な

つ
て
い
る
。

次
に
個

々
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
問
題

の
所
在
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
項

目
を
分
け
て
考
察
し
よ
う
。

第

一
は
虚
妄
分
別
 
(
a
bh
u
tap
a
rik
a
l
pa
h)
 の
唯
識
的
理
解

で
あ

る
。
印

(
2
)

ち
廣

百
論
の
教
誠
弟
子
品
第
八
、

二
十

三
偶
に

若
法
本
性
塞
、

塘
レ
塞
有

二
何
徳

一
、虚
妄
分
別
縛
、

謹
レ
塞
見
能
除
。

と
あ
る

の
を
解
繹
す

る
に
あ
た
つ
て
、
虚
妄
分
別
は
三
界

の
心
心
所
で
あ
り
、

依
他
起
性

の
識
で
あ
る
と
し
、
諸
法
は
塞
無
我

で
あ
る
け
れ
ど
も
、

人

々
は
諸

法
を
分
別
し
て
有

で
あ
る
或
は
無

で
あ
る
と
な
し
、

染
浮
が
生
ず
る
か
ら
虚

妄

分
別
の
み
と
言
う

の
で
あ
り
、

こ
の
盧
妄
分
別
を
識

の
概

念

で
置
き
か
え
る
か

ら
、

ま
た
唯
識

無
境

と
読
く

の
で
あ
り
、

し
か
も

室
性

の
立
場
に
於

て
は
盧
妄

分
別
は
噺
除
さ
る
べ
き
も
.の
と
な
す

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

こ
の
よ
う
な
思
想

(
3

)

は
中
邊
分
別
論
相
品
に
於
て
盧
妄
分
別
と
塞
性
と
の
關
係
を
論
じ
、
虚
妄
分
別

有
の
立
場
に
於
て
唯
識
読
を
展
開
せ
し
め
る
の
と
同
じ
考
方
で
あ
る
。
從
つ
て

護
法
は
廣
百
論
に
も
と
づ
き
、
ま
た
恐
ら
く
中
邊
分
別
論
の
影
響
も
受
け
つ

つ
、
唯
識
読
を
塞
性
読
と
の
關
係
に
於
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
成
唯
識
論

に
見
る
如
き
道
理
世
俗
諦
に
於
け
る
唯
識
有
の
読
は
決
し
て
護
法
の
唯
識
読
の

全
瞭
系

で
は
な

い
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(
4
)

第

二
は
唯

識
無
境

の
論
難

の
仕
方

に
つ
い
て

で
あ
る
。
そ
の
論
難
は
實
有
論

者

か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
た
も

の
で
、
若
し
法
が
實
有

で
あ

る
な
ら
ば
實

有

の
法

に
封
し

て
盧
妄
に
分
別
す
れ
ば
迷
執

が
生
ず
る
が
、
法
が
無
で
あ

る
な
ら
ば

、

有
無

の
分
別
も
起
ら
な

い
で
あ
ら
う
。
ま
た
唯
識

無
境

は
夢
中

の
意
識

の
如
き

も

の
で
あ
る
と
読
く
な
ら
ば

、

こ
の
喩
も
正
し
く
な

い
。

何
と
な

れ
ば
夢
中

で

分
別
す
る
場
合

で
も
そ

こ
に

分
別
が
あ
る
か
ら
境

を
現
ず

る
こ
と
に
な
る

が
、

諸
法
皆
塞
で

あ
れ
ば
分
別
も
な

い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず

分
別

が
あ

る
と
考
え
る
な
ら
ば
軸
毛
兎
角

の
如
く
實

用

の
な

い
も

の
で
あ
ら
う
。
ま

た
色
心
諸
法

が
塞

で
あ
る
な
ら
ば
迷
悟
も
あ
り
得
な
い
。
從

つ
て
實
有

の
色
心

を
正
し
く
見
る

か
誤
り
見
る

か
に
よ

つ
て
迷
悟
が
あ
る
と
考

え
る

べ
き
だ

と
圭

張
し
て
い
る
。

こ
の
論
難
は
唯
識

二
十
論
及
び
成
唯
識
論

の
唯
識
九
難
義
中

の

第
六
現
量
爲
宗
難

と
第
七
夢
畳
相
違
難
と
に
類
似

し
、
唯
識
読

へ
の
論
難

と
し

て
は

一
部

分
し
か
示
さ
れ

て
い
な

い
が
、
た
だ
こ
こ
で
特

に
注
意
す
べ
き
は
、

こ
の
論
難
は
唯
識
無
境
読

へ
の
論
難

で
あ
る
ば

か
り

で
な
く
、
ま
た
皆

塞
読

へ

の
論
難

と
も
な

つ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
護
法

に
於

て
唯
識
説
と
塞
説

と
は
矛
盾
す
る
も

の
で
な

い
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 

第
三
に
唯
識
読
を
成
立
す
る
た
め
に
三
性

読
を
読
き
、
特

に
依
他
起
性

の
有

(
5
)

を
主
張
す
る
。
先
ず
有
飴

師

の
読
を
あ
げ
て
、
分
別
所
執

の
法
は
無

で
あ
り
、

因
縁
所
生

の
法
は
有

で
あ
る
と
し
、
ま
た
遍
計
所
執
無
、
依
他
起
性
有
、
妄
分

別
失
壊
、
堕
二
増
減
三

邊

一
の
偶
を
引

い
て
、
護
法
自
身

の
結
論
と
し
て
は
遍
計

所
執
性

は
た

ゞ
世
聞

の
妄
情

に
よ

つ
て
立
て
た
も

の
で
あ
る
か
ら
無

で
あ
り
、

依
他
起
性
は
因
縁
生

の
も

の
で
あ
る
か
ら
有
で
あ
る

と
信
ず

べ
し
と
ま
で
言

つ

て

い
る
。

こ
れ
に
鞠
し

て
塞
論
者
か
ら
契

経
に

一
切
皆
塞

と
か
諸
法
無
自
性
と

読
く

の
と
矛
盾
す
る
と
論
難
を

投
げ

か
け
る
。

そ
こ
で
護
法
は

一
切
塞
と
言
う

護
法

の
唯
識
説

の

一
断
面
 
(
勝

又
)
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護
法

の
唯
識
読

の

一
断
面
 
(
勝

又
)

の
は
遍
計
所
執
性
を
破
す
る

の
み
で
、

一
切
が
無
な
る
こ
と
を
読
く

の
で
は
な

い
。
若

し

一
切
が
無

で
あ
る
な
ら
ば
邪
見

で
あ
り
、

悪
取
塞
で
あ
る
と
読
き
、

ま
た
室
教
は
特
別
な
意
味
が
あ
る

の
で
あ

つ
て

一
切
法
を
揆

無
す

る

の
で
は
な

い
、
言

の
如
く
そ

の
意
味
を
解
繹
す

る
の
は
大
乗
を
誹
諺
す

る

こ
と
に
な
る
と

も

読

い
て
い
る
。

そ
し
て
更
に
護
法
と
悪
取
室
者
と
が
依

他
起
性

の
有

無
に

つ

い
て
論
孚
を
繰
返
し

て
い
る
が
、

護
法
の
根
本
圭
張
は
染
澤
諸
法
た
る
依

他
起

性

を
も

無
と
す
れ
ば
迷
も
悟
も
な

い
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
は
悪
取
塞
で
あ
る
と

な
す
黙

に
あ
る
。

こ
の
貼
は
成
唯
識
論

に
於
け
る
唯
識
九
難
義
中

の
第
四
唯
識

成
塞

の
難

及
び
九
難
義

の
結
文
に
悪
取
室
を
論
破
す

る
と

こ
ろ
と
趣
意
が

一
致

(
6
)

し
て

い
る
。
悪
取
塞
を
破
す
る

こ
と
は
既
に
鍮
伽
論
第
三
十
六
に
詳

説
さ
れ
て

お
り
、
護

法
は
そ

の
思
想

の
影
響
を
受
け

て
い
る

こ
.と
が
推
定
さ
れ
る
が
、

兎

竜
角
悪

取
塞
を
破
し

て
依
他

の
有
を
圭
張
し
て
唯

識
読
を
成
立
せ
し
め
て

い
る

黙

は
室
思
想

か
ら
唯
識
思
想

の
領
域
を
猫
立
せ
し
め
る

の
で
あ

つ
て
、
成

唯
識

論

に
比
し
て
遙
か
に
本
書

の
方
が
詳
述
さ
れ
て

い
る
。

第

四
は
唯
識
読

の
教
謹
に

つ
い
て
で
あ
る
。
印

ち

こ
の
縄

論

で
は
唯
識

読

の

教
謹

と
し
て
三
経
を
あ
げ
る
が
、

そ
の
中

三
界
唯
心
だ
け
は
華
嚴

経

の
読
で
あ

り
、

既

に
掻
大
乗
論
等

で
も
取
上
げ
ら

れ
た
教
讃
で
あ

つ
た
が
、

そ

の
他
に
、

無
二毛
端
量
實
物
可

依
、

愚
夫
異
生
造
二
諸
業
行

一
、唯
有

二
顛
倒

唄與
レ
彼

爲
レ
依
、

(
7
)

と
、

無
レ
有
二
少
法
自
性
可

得
、

唯
有
二
能
造
動

の
二
文
を
掲

げ
、
唯

有
二顛
倒

噴

と
唯
有

二能
造

執を
盧

妄
分
別
、

或
は
心
心
所
と
解
繹

し
て

い
る
。

こ
の
二
経
は

何
経
を
指
す

か
明
ら
か

に
な
し
得
な

い
が
恐
ら
く
般

若
部
系
統

の
経
典

の
引
文

と
考

え
ら
れ
る
。

然
る
に
成
唯
識
論

で
は
華
嚴
経

の
三
界
唯
心
と
解
深
密
経

の

識
所

縁
唯
識
所
現
と
入
樗
伽
経

の
諸
法
不
難
心
と

維
摩
経

の
有
情
随
レ
心
垢
漂

と
阿
毘
達
磨
経

の
四
智

論
と
厚
嚴
経
の

一
偶
と
を
以
て
教
謹
と
し
て

い
る
。

從

つ
て
爾
者

の

一
致
す

る

の
は
華
嚴
輕

の
み
で
あ
る
。

こ
れ
は
護

法
が
廣

百
論
羅

論
に
於
て
は
廣

百
論

の
思
想

の
源
流
と
し

て
の
般
若

思
想

の
唯
識
的
解
明
に
重

黙
を
お

い
た
か
ら

で
あ
ら
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、

兎
も
角
唯
識
読

の
教
謹
に
成

唯
識

論
で
読
く
よ
う
な
唯
識
系
経
典
に
よ
る
傳
統
的
な
教
詮

の
外
に
、
般

若
思

想
を
も
引
謹
し
て
い
る
こ
と
は
、

護
法

の
唯
識
読

の
源
流
翻

に
は
從
來
顧
み
ら

れ
な
か

つ
た

一
面
を
見
出
し
う
る

の
で
あ
る
。

第
五
に
は
唯
識
読
は
外
境

の
執
を
破
す
る

の
が
目
的

で
あ

つ
て
、
唯
識
有
を

固
執
す
れ
ば
顛
倒
と
な
る

こ
と
を
彊
調
し

て
い
る
。
印

ち
唯
識

無
境

と
言

つ
て

も
能
縁

の
心
の
み
が
あ

つ
て
所
縁

の
境

の
な

い
識
は
あ
り

得
な

い
。
世
俗
的
に

見
れ
ば
識
も
境
も
共

に
あ
る
と
言
う

べ
き

で
あ
る
。

そ
こ
で
唯
識
無
境

と
言
う

(
8
)

の
は
そ

の
ま

ゝ
固
定
的

に
考
え
ら
れ
な

い
と
し
、

契
輕

の
偶

を
引

い
て
、
唯
識

有
と
読
く

の
は
識
を
襯
じ

て
外
塵

の
執
着
を
捨

て
し
め
ん
が
た
め
で
あ
る

が
、

既
に
外
塵

の
執
着
を
捨

て
れ
ば
、

妄

心
も
随

つ
て
息
む
こ
と
と
な
り
、

か
く
し

て
境
無
識

無
の
李
等
眞
塞
を
詮
す
る

と
こ
ろ

が
中
道
で
あ
り
、

浬
繋

で
あ
る
と

言
う
。

こ
の
よ
う
な
考
方
は
唯
識
読
は
輩

に
唯
識

有
を
固
執
す

る
の
で
な
く
、

境
無
を
媒

介
と
し
て
妄
識
を
滅
ず

る

と
こ
ろ
に
唯
識

読

の
實
蹉
的
意
義

が
あ
る

こ
と
を
強
調
す

る
の
で
あ
り
、

こ
の
黙
は
先

に
述

べ
た
第

一
項
に
室
を
謹
す
れ

ば
虚
妄
分
別

の
縛
を
除

く
と
読

く
の
と
同

一
の
思
想

で
あ
る
。

而
し
て
護

法
が

ま
た
成
唯
識

論
巻

二
に
、

爲
レ
遣
ヨ
妄
執

二
心
心
所
外
實

有
互
境
説
二唯
有
吃
識
、

若

執
二
唯
識
眞
實

有

一、
如
レ
執

二外
境

叫亦
是

法
執

と
読
く

の
と
ま
さ
し
く
共

通
な
思

想

で
あ
る
。

し
か
も

こ
の
よ
う
な
思
想
は
既

に
中
邊
分
別
論
や
蕪
嚴
経
論

や
分

別
喩
伽
論
や
撮

大
乗
論
等

に
も
読

か
れ
て
い
る

か
ら
、

護
法
も
そ
れ
ら

の
傳
統

的
な
學
読
に
從

つ
た
の
で
あ
り
、

護
法

の
唯
識
読
が
決
し
て
識
有

の
立
場

に
の

み
留
つ

て

い
る
の
で
な

い
こ
と
が
明
瞭
と
な
る
。

第
六
に
は
同
じ
く
識
謄

の
有
を
破
す
る
場
合

で
も

そ
の
読
き
方
を
異
に
す
る

(
9
)

も
の
が
あ
る
。
即
ち
破
根
塵
品
第
五
に
、
諸
法
は
識
を
離
れ
て
存
在
し
な
い
か
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ら
諸
法
は
不
離
心
と
信
ず

べ
し
と
読

い
て

い
る
が
、

し
か
毛

ま
た
唯
識
有

と
執

す

れ
ば
誤
り
で
あ
る
と
し
、
識
膿

も
見
相

二
分
も
因
縁
生

の
故

に
幻

の
如

く
有

で
あ
る
が
、

そ
の
性
は
塞
、

無
性

で
あ

る
と
説
き
、

こ

ゝ
で
も
唯
識

と
読
き

つ

つ
唯
識
有
に
留
ら
な

い
立
場
を
明
瞭

に
し
て
い
る
。

第
七
に
は
境

無
の
故
に
識

無
と
云
う
思
想
を

唯
識
的

に
解
明
す
る
場
合
、

二

(
10
)

つ
の
解
羅
を
な
し
て
い
る
。
鄙
ち
破
邊
執
品
第
六
 (
二
十
五
偶
)
 に
読
く

識
爲
二諸
有
種
一
、境
是
識
所
行
、
見
二境
無
我
一時
、
諸
有
種
皆
滅
。

の
偶
は
六
識
読
に
於
て
も
境
と
識
と
の
關
係
か
ら
、
三
界
の
輪
廻
と
室
寂
浬
榮

(
11
)

と
を
読
明
し
う

る
の
で
あ
り
、

ま
た

こ
の
偶

は
佛
性
論
巻
第
四
に
も
提

婆
法
師

の
偶

と
し
て
引

か
れ

て
、
境

無

の
故

に
識

無

の
唯
識
智

の
立
場
を
示
す
も

の
で

あ
り
、

そ
れ
が
中
道

で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
が
、
護

法
は
こ
の
よ
う
な
六
識

読

に
よ
る
唯
識
説
を
明
ら
か
に
す

る
と
共

に
、

更
に
ま
た
こ
れ
を

入
識
読

で
解
繹

し
、
特
に
阿
頼
耶
識

の
異
名
と
し
て
宅
識

の
語
を
用

い
、
宅
識

の
中
に
無
明
と

愛

と
に
随
増
さ
れ
た
諸
業
め
種

子
が
薫

成
さ
れ
、

そ

の
種

子
が
縁

に
合
う

て
境

を
執
す
,る
と
こ
ろ
に
迷

の
世
界
が
あ
り
、

唯
識

無
境

を
さ
と
れ
ば
有
漏

の
種
子

は
な
く
な
り
、
無
漏
智
が
現
れ
て
佛
果
に
至
る

の
で
あ

る
と
し
、
行
位
に
約
す

る
唯
識
襯
を
豫
想
し

て
お
り
、

ま
さ
し
く
唯
識

訟

の
實
陵

的
意
義
を
強
調
す
る

の
で
あ

つ
て
、
唯
識

と
塞
と
中
道
と
が
同
じ
思
想
的
基

盤

の
上
に
立
つ
て
い
る

こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

そ

の
他
倫
、

三
分
読
や

二
諦
読
等
に

つ
い
て
も

注
意
す

べ
き
も

の
が
あ

る
が

そ
れ
ら
に
は
ふ
れ
な

い
。

以
上
廣

百
論
繹
論

に
散
読
さ
れ
て

い
る
護
法

の
唯
識

読

の
特
色

を
探
求

し
て

み
た

の
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら

の
唯
識

読
は
提
婆

の
偶

に
現
れ
た
思
想
を
唯
識
的

に
解
明
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ

て
い
る

こ
と
、

從

つ
て
そ

の
唯
識

読
は
眞
諦

室

の
思
想
を
唯
識
的

に
明
確
に
す
る

の
で
あ

つ
て
、
塞
襯
と
唯
識

襯
と
は
本
來
異

る
も

の
で
は
な
く
、
共

に
盧
妄

分
別

の
縛
を
除
く
箆

謹

の
實
饒

で
あ
る

こ
と
、

し
か
し
ま
た
唯
識
説
は
塞
性

よ
り
識

有
、

或
は
虚
妄

分
別
有
、

或
は
心
心
所

の

有
、

或
は
依
他
起
性

の
有
を
猫
立
せ
し
め
る
と
ご

ろ
に
唯
識
読

の
猫
自

の
領
域

が
あ
る
が
、

そ
れ
は
室
性

へ
の
悟
入

の
方
便
的
意
義

を
有
す
る

こ
と
が
強
調

さ

れ
て

い
る
。

か
く
し
て
護
法
は
大
乗
廣
百
論
羅
論
に
於
て
唯
識
読

の
實
蹉

的
意

義
を
至
る
と
こ
ろ
に
明
快

に
読
示
し

て
い
る
。

こ
れ
ら

の
黙

は
中
邊
分
別
論
に

於

て
盧
妄

分
別
と
室
性
と

の
關
係
を
論
ず
る
黙
と
相
通
ず

る
思
想

で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
思
想
も
護

法
の
唯
識
説

の
膿
系
に
於
け
る
重
要
な

一
噺
面

で
あ
る

こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

1

大
乗
廣
頁
論
羅
論

と
甑灰
唯
識
論

と

の
關
係

に
つ

い
て
は
ゆ返
藤

二
亭

氏
が

國
課

一
切
纒
中

の
大
乗
廣

百
論
繹
論

の
解
題
に
詳
読
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ

は
成
唯
識
論

の
原
型
を
推
定
す

る
に
重
要

な
手
掛

り
と
な

る
。
樹
拙
稿
、

成
唯
識
論

の
成
立
に

つ
い
て
(
大

正
大
學

研
究
紀
要
第

三
十
九
輯
)
滲
照
。

2

大
乗
廣
百
論
繹
論

巻
第

十
、

大
正
藏

三
〇
、

二
四
六
、

上
。

3

中
邊
分
別
論
、

大
正
藏

三

一
。
四
五

一
、
以
下
、
四
六
四
以
下
、
M
a
d
-

h
y
a
n
ta
v
i
b
h
a
ga
t
ik
a
p
a
r
s
u
s
u
m
u
 
Y
a
m
a
g
u
c
h
i
。p
.1
0
。

4

大
乗
廣
頁
論
繹
論
巷
第

十
、

大
正
藏

三
〇
、

二
四
六
、

中
。

5

大
乗
廣
頁
論
繹
論

巻
第
十
、

大
正
藏

三
〇
、

二
四
七
、

中
。

6

喩
伽
師
地
論
巻
第

三
十

六
、
大

正
藏

三
〇
、

四
八
八
、
下
、

7

大

乗
廣

頁
論
繹
論
巻
第

十
、

大
正
藏

三
〇
、

二
四
九
、
上
。

8

7

に
同

じ
。

9

大
乗
廣
百
論
繹
論
巻
第

八
、
大

正
藏

三
〇
、

二
二
九
、
上
。

10

同

同

二
三
六
上
。

11

佛
性
論

巻
第

四
、
大
正
藏

三

一
、
八
〇
九
、

下
。

(
昭
和
二
十

八
年
度
文
部
省

科
學
硯
究
費

に
よ
る
研
究

の

一
部
)

護
法
の
唯
識
説

の

一
臨
糊面
 
(
勝

又
)
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