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こ
の
論
文
で
述
べ
よ
う
と
す
る
主
題
は
、
イ
ソ
ド
の
初
期
喩
伽
行
唯

識
学
派

の
教
理
に
言
及
す
る
に
当
た

っ
て
、

一
般
に

「
識
が
生
じ
る
」

(識
生
)
と
云
わ
れ
た
り
、
「分
別
が
生

起
す

る
」
(分
別
生
起
)
と
い
わ

れ
る
も

の
が
、

一
体
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
探
ろ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
更
に
、
論
究
を
進
め
る
に
当
た

っ
て
は
、
従
来
す
で
に
発

表
済
み

の
以
下
の
考
え
を
基
と
し
て
考
察
を
進
め
る
。

①

『摂
大
乗
論
』
以
降
、
唯
識
教
学
の
再
体
系
化
が
新
た
に
な
さ
れ
、
顕
現

と
同
レ
ベ
ル
で
用
い
ら
れ
た

を

「純

粋
な
識
の
働
き
」
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
喩

伽
行
唯
識
学
派
の
宗
教
体
験
を
述
べ
る
二
つ
の
説
述
形
態
、
す
な
わ
ち
識

を
中
心
概
念
と
す
る
入
無
相
方
便
相
の
説
述
と
虚
妄
分
別

を
中
心
と
す
る
三
性
の
説
述
形
態
と
の
教
理
的
統

合
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。

②
分
別

(特
に
虚
妄
分
別
)
と
識

と
は
、
『中
辺
分
別
論
』
に

お
い
て
異
な
っ
た
概
念
で
あ
る
。

③

『摂
大
乗
論
』
以
降
、
そ
れ
迄
の
分
別
が

く
凶旨
巷
自

に
よ
っ
て
言
い
換

え
ら
れ
て
い
る
。

④
世
親
は

『唯
識
三
十
頚
』
に
お
い
て

を
識
転
変
の

一
つ
に
数

え
、

を
識

と
も
顕
現
と
も
異
な
っ
た
も
の
と
し
て

使
用
し
て
い
る
。

以
上
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は

『仏
教
学
研
究
』
三
四

・
四
三

号
に
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
以
外
に
も
種

々
論

じ
て
い
る
が
、
今
は
現
在
の
主
題
に
関
わ
る
も
の

の
み
を
挙
げ

て
お

く
。
ま
た
、
引
用
が
従
来
発
表
の
も
の
と
重
複
す
る
が
、
内
容
が
世
親

の
識
転
変
の
概
念
の
導
入
の
理
由
の
重
要
な

一
面
を
示
唆
す
る
も
の
で

あ
る
点
、
あ
え
て
本
論
文
に
も
掲
示
す
る
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
、
以

下
に
論
究
す
る
文
章
の
内
容
を
よ
く
吟
味
す

る
と
、
現
在
、
諸
処
で
問

題
と
な

っ
て
い
る
部
分
に

一
つ
の
ヒ
ソ
ト
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
特
に
、
喩
伽
行
唯
識
学
派
に
お

け

る

「
界
」

の

問
題
に
つ
い
て
、
ま
た

ア

ー
ラ

ヤ
識

の
問

題

に

つ
い
て
、
そ
れ
を
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=
二

ま
た
は

と
見
る
の
か
ど
う
か
と
云
う
点
で
重
要

な
示
唆
を
与
え
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

一

ま
ず
、
大
乗
仏
教
の
諸
概
念
を
扱
う
に
つ
い
て
問
題
点
が
あ
る
。

一

つ
の
概
念
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
同

一
の
意
味

内
容

の
も

の
と
断
定
し
た
上
で
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
そ
の
意
味
を
も

っ

て
理
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
概
念
は
、
時
と
環
境
に
従

っ
て

色
々
な
表
情
を
見
せ
る
も
の
だ
、
と
言
え
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、

一

つ
の
概
念

の
意
味
内
容
の
変
遷
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
思
想
の
歴

史
的
変
遷
を
追
う
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
、

テ
キ
ス
ト
の
時
代

的
同
定

の
助
け
と
も
な
り
う
る
。

特

に
、

大
乗
仏
教
論
書
に
お
い
て
経
証
の
為

に
、
テ
キ
ス
ト
内
容
の

権
威
づ
け

の
為
に
、
又
は

一
つ
の
習
慣
と
し
て
古
い
テ
キ
ス
ト
か
ら
の

引
用
を
行
な
う
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
文
字
面
の
み
で
内
容

を
理
解
す
る
こ
と
に
は
危
険
が
伴
う
。
普
通
、
例
証
と
し
て
何
か
別
の

テ
キ
ス
ト
か
ら
文
が
引
か
れ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
文
字
通
り
の

意
味
で
引
く
場
合
と
、
新
た
な
解
釈
を
そ
こ
に
示
そ
う
と
す
る
場
合
と

の
両
者
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
言
い
慣
わ
さ
れ
た

「
い
い
ま
わ
し
」
、

今
回
取
り
上
げ
る

「識
が
生
じ
る
こ
と
」
ま
た
は

「
分
別
が
生
じ
る
こ

と
」
と
言

っ
て
も
差
し
支
え
な
い
が
、
こ
の
様
な

「
い
い
ま
わ
し
」
に

つ
い
て
も
、
そ
の
文
脈
、
前
後
の
内
容
と
の
関
係
か
ら
、
正
確
な
意
味

が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
更

に
は
、
我
々
が
イ
ン
ド
や

チ
ベ
ッ
ト
や
中
国
の
古
典
か
ら
日
本
語
に
そ
れ
を
置
き
換
え
る
と
い
う

作
業
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二

「識
が
生
じ
る
」
と
い
う
表
現

に
は
、

二
面
が
考

え
ら

れ
る
。

一
つ

は
同
時
的
側
面
で
あ
り
、
二
つ
に
は
異
時
的
側
面
で
、
『
摂
大
乗
論
』

一
章
十
九
に
述
べ
ら
れ
る
①
分
別
自
性
縁
起
と
②
分
別
愛
非
愛
縁
起
に

代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
分
別
は

「
区
別
す
る
」
と
い

う
意
味
で
、
今
、
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
分
別
と
は
異
な
る
概
念
で
あ

る
。
こ
れ
か
ら
分
析
の
対
象
と
す
る

「
分
別
が
生
じ
る
」
ま
た
は

「
識

が
生
じ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
こ
こ
で
い
う

「
縁
起
」
も
し
く

は

「縁
起
す
る
こ
と
」
の
概
念
に
当
た
る
も

の
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

中
、
①
は
喩
伽
行
唯
識
学
派
の
い
う
瞬
間
、
瞬
間
の
対
象
認
識
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
、
認
識
の
同
時
的
側
面
に
言

及
す
る
も
の
で
、
②
は
現

在
の
生
か
ら
次
の
生

へ
と
転
生
す
る
場
合
の
あ
り
方
に
言
及
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
異
時
的
側
面
に
言
及
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ

の
側
面
が
、
同
じ

「縁
起
」
ま
た
は

「
縁
起
す
る
こ
と
」
、
と

い
う

概

念
で
述
べ
ら
れ
る
点
に
、
言

い
回
し
の
レ
ベ

ル
と
教
理
本
来
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
と
の
ギ

ャ
ッ
プ
が
読
み
取
れ
、
注
意
を
引
く
点
で
あ
る
。
結

論
的
に
言
え
ば
、
純
粋
に
教
理
と
し
て
見
て
行
く
場
合
、
こ
れ
ら
二
面

が
、
結
局
、
同
じ
構
造
を
指
示
し
て
い
る

こ

と

で
あ

る
。
が
、
今
回
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一
四

は
、
こ
れ
ら
の
内
、
①
の
同
時
的
側
面
に
言
及
す
る
部
分
を
出
発
点
に

論
じ
て
み
た
い
。
そ
の
場
合
、
「
識
が
生
じ
る
」
、「分
別
が
生
じ
る
」
と

い
う
言

い
回
し
の

「
生
じ
る
」
と
い
う
意
味
が
馬
特

に
問

題
と
な

ろ

う
。

一
般

に
、
「生
じ
-る
」
と
は
運
動

に
言
及
す
る
こ
と

で
あ

り
、
運

動
は
、
あ

る
も

の
か
ら
あ
る
も
の
へ
、
と
い
う
異
時
的
な
概
念
で
あ
ろ

う
。
そ
れ

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
時
間
の
定
義
が
哲
学
に
お
い
て
運
動
と

い
う
概
念

に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
初
期
喩
伽
行
唯
識
学
派
の
人
々
に
よ

っ
て
、
一
こ
の
時
間
の

概
念
を
成

立
さ
せ
る
根
拠
は

「変
化
」
で
あ
σ
、
そ

の

「変
化
」
は
距

離
を
も

っ
た
異
時
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
こ
の

「生
じ

る
L
こ
と

の
意
味
を
探
る
内
に
明
ら
か
と
な
る
。
便
宜
上
、
そ
れ
を
①

そ
の

「
変
化
」
の
概
念
に
な
ん
ら
距
離
が
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う
点
と

②
そ

の

「
変
化
」
が
異
時
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
言
う
点
と
に
分
け

て
論
究
し
て
み
た
い
。

①
そ

の

「変
化
」
の
概
念
に
な
ん
ら
距
離
が
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う

点
ま
ず
、
『
唯
識
二
十
論
』

の
以
下
の
文
を
見
た
い
。
こ
れ

は
地
獄
の

獄
卒
の
手
を
振
り
挙
げ
た
り
す
る
変
化
が
、
「
識
の
は
た
ら
き

の
み
」

に
お
い
て
、
ど
う
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

業

の
習
気

と

[
そ

の
]
果

と
が

別

々
の
場

所
に
あ

る
と
考
え
、

習
気

の
あ

る
、

そ
の
同
じ
所

に
こ
そ

[
そ
の
果
]

も
あ
る
と

認

め
な

い
の
は
、

一
体

い
か
な
る

理
由
で
あ

る
の
か
?

地
獄

の
衆
生
達

の
あ

る
業

に
よ

っ
て
、
.
そ
こ
に
上
に
述

べ
た
よ
う
な
大
種

が

生
じ
、
転
変
す

る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
が
、
彼
ら

の
業

の
習
気

は
識
の
相
続

中

に
あ
り
、

他

の
場
所

で
は
な

い
。
習
気

の
あ

る
ま
さ

に
そ
こ
に
こ
そ
、

そ

の

[
習
気

の
]
.
果

で
あ
る
と

こ
ろ

の
以
上

の
よ
う
な
識
転
変
が
あ

る
と
何
故

認

め
ら
れ
な

い
の
か
?

習
気

の
な

い
と

こ
ろ

に
そ

の

[
習
気

の
]
果
が

考

え
ら
れ
る
と

い
う

こ
め

こ
と

に
何

の
論
理
的
根
拠
が
あ

る
の
か
?

と

、

い
う

も

め

で
あ

る

℃

明

か

に

こ

こ

で

は
習

気

(種
子
)
と

識

と

の

同

一
場

所

性

が
説

か
れ

て

い
る

。

し

か

も

、

こ

こ

で

識

転

変

と

い
う

「
変

化

」

を

し

め
す

概

念

が

用

い
ら

れ

て

い

る

点

㍉

注

意

を

要

す

る

と

思

わ

れ

る

。

②
そ

の

「
変

化

」

が

異

時

的

な

も

の

で

は
な

い
、

と

言

う

点

こ

の

こ
と

を
見

る

上

で

、

少

し

回

り

道

に
な

る

が

、

根

・
境

・
識

の

同

時

的

和

合

と

い
う

考

え
方

を
見

る

こ

と

か

ら
始

め

た

い
。

『
倶

舎

論

』

は
、

十

二
縁

起

中

の

「
触

」

を

述

ぺ

る

に
当

た

っ
て
、

以
下

の
よ
う

に
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一
五

記
述
す
る
。

[六
種
の
触
は
]
根

・
境

・
識
の
和
合
に
基
づ
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
、
五
種
の
根
と
境

・
識
と
の
和
合
は
合
理
で
あ
る
。
倶
生
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
。

と
、
い
う
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
う
で
な
い
異
時
の
場
合
に
も
和
合

と
い
う
こ
と
が
根

・
境

・
識
の
あ
い
だ
で
言
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
意

根
は
過
去
で
法
は
未
来
の
場
合
も
あ
る
、
又
そ
の
場
合
、
意
識
は
現
在

で
あ
る
か
ら
倶
時
と
は
言
え
な
い
が
、

こ
の
場
合
は
意
根
と
法
と
が
因

と
な

っ
て
意
識
を
生
ず
る
と

い
う
因
果

の
意
味
か
ら
和
合
と
い
わ
れ
、

別
に
同

一
の
果
を
も
た
ら
す
意
味
で
も
和
合
と

い
う

こ
と
が

『倶
舎

論
』
の
次

の
議
論
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
五
種
の
根

・
境

・
識
の

和
合
の
場
合
は
同
時
の
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
を
認
め
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
『倶
舎
論
』

の
こ
の
様
な
記
述
は
、
仏
教
の

一

つ
の
伝
統
的
理
解
を
示
し
て
い
る
と
見
れ
る
。

し
か
も
、
注
意
を
引
く
点
は
同

一
著
者
、
世
親
の
手
に
な
る
と
み
な

さ
れ
る

『唯
識
二
十
論
』
の
内
に
、
こ
の
根

・
境

・
識
の
同
時
的
和
合

の
考
、兄
を
前
提
と
し
た
記
述
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
既
に
発
表
済
み

の
論
文
に
も
引
い
た
こ
と

の
あ
る
第
九
偶
ど
そ
の
釈
で
あ
る
。

自
己
の
種
子
か
ら
あ
る
顕
現
を
も
っ
た

が
生
じ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
[種
子
と
顕
現
]
を
そ
の

[

の
]
二
処
と

し
て

牟
尼
は
お
説
き
に
な
ら
れ
た
。

何
が
説
か
れ
て
い
る
の
か
?

転
変
の
特
殊
な
状
態
に
達
し
た
自
己
の
あ
る

種
子
か
ら
色
の
顕
現
あ
る

[眼
]
識

が
生
起
す
る
。
そ
の
種

子
と
顕
現
と
の
そ
の
両
者
が
こ
の

[眼
]
識

に
と
っ
て
の
眼

[根
]
と
色
と
の
処
で
あ
る
と
し
て
順
次
、
世
尊
が
お
説
き
に
な
ら
れ
た
。

『倶
舎
論
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
根

・
境

・
識
の
同
時
的

和
合

に
反
対
す
る
立
場
か
ら
の
記
述
が
見
ら
れ
な

い
以
上
、
こ
こ
で
も
根

・

境

・
識
の
三
者
に
相
当
す
る
種
子

・
顕
現

・
識

の

は
た
ら
き

の
三
者
が
同
時
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「識
が
生
じ
る
」
ま
た
は

「分
別
が
生
じ
る
」
と

い
う
言
い
回
し

の

レ

ベ
ル
で
云
え
ば
、

ア
ー
ラ
ヤ
識
と
顕
識
と
の
同
時
的
存
在
性
が
述
べ
ら
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い
う

こ
と

(芳

村
)

一
六

れ
て
い
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
『
唯
識
三
十
頚
』
で
は

「
識
の
は
た
ら
き
」

を
意
味
す

る

が
転
変

(変
化
)
の

一
種
に
数
え
ら
れ

る

か

ら
、
こ
の
変
化
は
異
時
間
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

三

さ
て

『
倶
舎
論
』
の
根

・
境

・
識
の
三
者
の
同
時
性
を
前
提
と
し
た

『唯
識
二
十
論
』
の
説
述
を
見
た
わ
け
で
あ

る
が
、
こ
の

『倶
舎
論
』

の
根
が
所
依

と
呼
ば
れ
る
点
で
、
少
し
見
て
お

か
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
種
子
を
蔵
す
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
も
ま
た
所
依
と
呼

ば
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
倶
舎
論
』

一
章
第
四
五
偏
と
そ
の
釈
中
に
は
、

根
と
識
と

の
関
係
に
言
及
し
て
以
下
の
様
に
説
く
。

ど
ん
な
理
由

で

[根

・
境
]

の
両
者

に
基
づ

い
て
識
が
生

じ

る
場

合

に

眼

[根
]

等

の
み
が
所
依

と
呼
ば
れ

て
、

色

[境
]

等

は
そ
う
で

は
な

い
の
か
?

そ
の

[根

]

の
変
化

に
よ

っ
て

[識
]
が
変
化
す

る
か
ら
、

眼

[根
]

等

は
、

[そ
の
識
の
]
所
依
で
あ
る

「界
で
あ
る
」
と
続
ぐ
の
で
あ
る
。
眼

[根
]
等
の
変
化
に
よ
っ
て
そ
の
識

に
変
化
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
変
化
を
与
え
る
別
の
同
時
的
変
化
物
を
所
依
と
よ
ん
で
い
、

そ
れ
を
界
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「
所
依
」
の
考
え
が
あ

っ

た
の
で
あ
り
、
世
親
の

『
唯
識
二
十
論
』
に
お
け
る
習
気
と
識
転
変
と

の
関
係
も
そ
の
様
な
考
え
の
線
上
に
あ
る
も

の
と
理
解

で
き

る
。
「
識

が
生
じ
る
」
と
は
云
わ
れ
は
す
る
が
、
そ
れ
が
直
ち
に

「
な
ん
ら
か
の

基
体
か
ら
、
あ
る
何
物
か
が
生
じ
る
」
こ
と
を

意
味

し
な

い
。
む
し

ろ
、
こ
こ
に
い
う

「
生
じ
る
」
と
は

「
変
化
が
あ
る
こ
と
」
を
意
味
し

て
い
る
。

こ
こ
で
、
先
に
見
た

『
唯
識
二
十
論
』
第
九
偶
の
記
述
を
も
う

一
度

振
り
返

っ
て
み
た
い
。
上
に
見
た
諸
点
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
見
直
し

て
み
る
と
、
大
変
重
要
な
意
味
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、

そ
こ
で
は
種
予

・
顕
現

・
識
の
は
た
ら

き
と

い
う

三
者
の
同
時
を
、

根

・
境

・
識

の
同
時
に
理
論
的
根
拠
を
お

い
て
は
い
る
も

の
の
、
そ
れ
ら
三
者
が
風
定
的
で
静
止
的
に
遍
計
さ
れ
る
対
象
と
な
る

十
八
界
の

「
法
」
の
レ
ベ
ル
で
語
ら
れ
て
い
な

い
点
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
レ
ベ
ル
の
違
い
が
明
確
に
読
み
取
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
同
じ
十

偶
の
釈
中
で
は

「
過
去
か
ら
蓄
積
さ
れ
た
潜

在
的
力

(種
子
)
に
基
づ

い
て
、
あ
る
顕
現
を
も
つ
識
の
は
た
ら
き
が
生
じ
る
し
と
い
う
、
そ
れ

ら
種
子

・
顕
現

・
識
の
は
た
ら
き
の
三
者
的
分
裂
を

「
純
粋
な
意
味
で
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識

が
生
じ

る
と

い
う

こ
と

(
芳

村
)

一
七

の

一
つ
の
識
の
は
た
ら
き
」

と
云
う
点
か
ら
捉
え
直

し
、
法
無
我

へ
の
悟
入
が
説
か
れ
て
い
る

の
で
あ

る
。
も

ち
ろ
ん
、

「純
粋
な
意
味
で
の

一
つ
の
識
の
は
た
ら
き

(唯
識
)」

も
、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
固
定
的
姿
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
限
り
は
否
定

の
対
象
と
な
る
こ
と
は
、
『
唯
識
三
十
頚
』
の
第

二
七
偶
か
ら

も
明
か

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
先
の
三
者
的
分
裂
が
、
結
局
の
と
こ
ろ

「
純
粋

な
識
の
は
た
ら
き
」

の

一
者
に
ま
と
め
込
ま
れ
る

こ
と
に

論
の
主
眼
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ

う
。
『
倶
舎
論
』
に
読
み
取
れ

た
同
時
的
変
化
物
と
し
て
の
根
に
相
当
す
る
種
子
も
ま
た

「
純
粋
な
識

の
は
た
ら
き
」
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
つ
き
つ
め
て
述
べ
る
な

ら
ば
倶
舎
論
に
い
う

「
根

・
境

・
識

」
の

レ
ベ

ル
を

「
種

子

・
顕
現

・
識
の
は
た
ら
き

の
レ
ベ

ル
で
捉
え
直
し
た

上
に
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
三
者
が
、
結
局

「
識
の
は
た
ら
き
」
そ
の
も
の

の
中
に
包
摂
さ
れ
る
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結

論

先
の
機
会
に

『
大
乗
荘
厳

経
論
』
の
中

の
文

(十

一
章
⊥

二
二

・
三

三
、
九
章
⊥

二
七
の
偶
と
釈
)
を
取
り
挙
げ
、
ア
ー
ラ
ヤ
識

と
如
来
蔵
と

が
、
ど

の
様
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
論
じ
た
。
そ
こ
で
は
、
真
如
の
無

差
別
性

に
論
理
的
根
拠
を
お
い
て
如
来
蔵
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
そ

の
真
如
が

「自
界
」

と
し
て
言
及
さ
れ
、
ア
ー
ラ

ヤ
識
も
ま
た

「自
界
」
と
言
及
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
喩
伽
行
唯
識
学
派

の
言
う
真
如
と
諸
法
の
関
係
が
、
同
時
的
で
重
層
的
な
関
係
で
あ
る
と

誤
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
分
別

と
云
う
概
念
を

「
識
」

と
同

一
の
概
念
と

し
て

捉
え
、
ま
た
同
様
に

「
識
」
と
漢
訳
さ
れ
は
す

る
が

『摂
大
乗
論
』
以

降
、
「
純
粋
な
識
の
働
き
」
を
意
味
す
る

と
そ
れ
ら
と
を
混

同
し
て
理
解
す
る
た
め
に
生
じ
る
誤
解

で
あ

ろ
う
。
そ

の
様
な
誤
解
に

立
て
ぱ
、
真
如
と
諸
法
の
関
係
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
諸
分
別

(ま
た
は

顕
現
)
の
関
係
、
あ
る
い
は
種
子
と
顕
現

(ま
た
は
法
)
の
関
係
を
、
同

時
的
で
し
か
も
重
層
的
な
関
係
と
短
絡
的
に
捉
え
た
上
で
、
結
局
、
構

造
的
に
は
そ
れ
ら
と
同
じ
関
係
に
あ
る
も
の
と
、
見
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
そ

こ
で
い
う
真
如

は

「
諸
分

別

の
真
如
」

と
釈
中
に
定
義
さ
れ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
ア
ー

ラ
ヤ
識
と
諸
分
別
と
の
重
層
的
構
造
が
、

一
度
そ
こ
で
決
定
的

に
否
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
諸
分
別
の
重
層
的
構

造
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
所
取

・
能
取
の
対
立
に
基
づ

き
、
分
別
の
真
如
と
は
そ
の
所
取

・
能
取
の
対
立
の
否
定
で
あ
る
。
ア

ー
ラ
ヤ
識
と
諸
分
別
と
の
重
層
的
対
立
の
構
造
と
見
ら
れ
る
も
の
の
中

で
、
し
か
も
そ
の
構
造
の
否
定
が
見
ら
れ
ぬ
限
り
、
対
立
的
に
あ

っ
た

一
方
の
諸
分
別
の
内
に
真
如
を
認
め
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
そ
の
真
如

を

「自
界
」
と
呼
ん
で
い
る

「自
界
」
と
い
う
同
じ
言
葉
が
使
用
さ
れ

な
が
ら
、
そ
の

「自
界
」
の
意
味
内
容
が
決
定
的

に
転

換
さ

れ
て
い

る
。
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識
が
生

じ
る
と
い
う

こ
と

(芳

村
)

一
八

従

っ
て
、
真
如
と
諸
法
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
所
坂

・
能

取
で
あ
る
二
取
の
無
と
諸
法
の
関
係
の
内
に
そ
れ
が
探
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
所
取

・
能
取
は
と
ヴ
も
な
お
さ
ず
法
を
意
味
す
る
か
ら
、
そ
の

関
係
は
法

の
無
と
法
の
関
係
で
あ
る
。、
こ
れ
が
、

ア
ー
ラ
ヤ
識
と
諸
分

別
の
関
係
や
、
種
子
と
顕
現
と
の
関
係
で
な
い
こ
と

は
論
を

ま
た

な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
諸
法
と
そ
の
諸
法
が
生
じ
る
た
め
の

と
い
う
関
係
で
も
な
い
。

上
に
み
た
種
子

・
顕
現

・
識
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
三
者
分
裂
の
レ

ベ
ル
か
ら
更
に
昇
華
し
た
レ
ベ
ル
で
の
唯
識
が
実
質
的
に
は
、
そ
こ
で

問
題
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『唯
識
二
十
論
』
の
最
初
に
、
「
こ
の

唯
識
が
無
な
る
義

を
顕
現
せ
し
め
る
か
ら
」
と
説
か
れ
る
之

と
に
関
連

し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
無
と
顕
現
の
関
係
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
「
諸
分
別
が
唐
界
か
ら
生
じ
る
」

と
云
う
言

い
回
し
に
は
、
そ
こ
に
生

じ
る
為
の
基

体
と
生
じ
た
も
の
と
の
二
者
対
立
的
重
層
構
造
が
読
み
取
ら
れ
が
ち
で

あ
る
。
そ

こ
に
、
『唯
識
二
十
論
』
や

『
唯
識
三
十
頚
』

に
述

べ

ら
れ

る
識
転
変
と
し
て
の

「
識
の
は
た
ら
き
」

に
匹
敵
す
る
概

念
が
明
確

に
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
分
別
」
と

い
う

名
詞

で
示
さ
れ
る
も
の
と

「
生
じ
る
」
と
い
う
動
詞
で
示
さ
れ
る
も
の
と
の

断
絶
が
見
て
取
れ
る
。
そ
こ
に
は
教
理
と
し
て
の
論
理
的
不
完
全
性
が

汲
み
取
れ
る
、
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
論
理
的
不
完

全
性
の
中
に
こ
そ
、
世
親
が
識
転
変
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た

一
つ
の

理
由
も
見
れ
る
の
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
。

(注
記
は
紙
数
の
都
合
上
、
省
略
し
た
)

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉
識
生
、
転
変
、
自
界

(龍
谷
大
学
助
教
授
)
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