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顕
範
草

『東
覚
抄
』
に
つ
い
て

蜷

川

祥

美

一

日
本

の
唯
識
教
学
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
完
成
し
た

『唯
識
論
同
学

鈔
』
(以
後
、
『同
学
鈔
』
と
略
称
す
る
。)
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
論
義
研
究

に
よ
っ
て
発
展
し
た
き
た
。
『
同
学
鈔
』
は
百
八
段
千
百
六
十
四
論
題

か
ら
な
る
論
義
を
大
成
し
た
も
の
で
、
以
降
の
唯
識
教
学
研
究

の
基
礎

と
な
る
大
著
で
あ
る
。

従
来

は
、
こ
の

『同
学
鈔
』
に
よ
つ
て
、
法
相
宗
の
正
義
が
確
立
さ

れ
、
以
降
の
唯
識
教
学
は
あ
ま
り
発
展
し
て
い
な
い
と
見
る
傾
向
が
強

か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年

の
諸
研
究
に
よ
り
、
『同
学
鈔
』
の
全
論
義

が
正
義

で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
論
義
研
究
に
つ
い
て
は

『同
学
鈔
』
以
外
に
も

『菩
提

院
鈔
』
『尋
思
鈔
』
等
、
大
部

の
鈔
本
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ま
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
は
知
ら
れ
て
い
て
も
そ
の

全
体
像

を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
論
義
を
集
大
成
し
た
大

部

の
鈔
本

の
ほ
と
ん
ど
が
散
侠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

現
在
、
論
義
研
究
を
行
う
場
合
、

「短
釈
」
と
呼
ぼ
れ
る
個
々
の
論

義
を
記
し
た
小
部

の
書
を
集
収
し
て
研
究
す

る
よ
り
方
法
が
な
い
。
こ

れ
ら

「短
釈
」
に
は
、
元
々
は
大
部
の
鈔
本

に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
も
の
も
多
く
、
系
統
的
に
研
究
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本

の

唯
識
教
学
の
潮
流
が
序
々
に
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

そ
こ
で
今
回
は
、
日
本
の
中
世
の
唯
識
教
学

を
明
ら
か
に
す
る
た
め

の
短
釈
研
究

の

一
環
と
し
て
、
興
福
寺

の
学

匠
で
あ
る
春
識
房
顕
範

(
一
二
四
五
～

一
三

一
四
～
)

の

『東
覚
抄
』
に

つ
い
て
若
干
の
考
察
を

す
る
こ
と
と
し
た
。

顕
範
は
、
鎌
倉
中
期
以
降
の
人
物
で
、
そ
の
思
想
を
知
る
た
め
に
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
薬
師
寺
短
釈
、
大
谷
大
学
蔵

『南
都
論
草
』
な
ど
の
唯

識
教
学
に
関
す
る
短
釈
を
調
査
す
る
以
外
に
方
法
が
な
い
。

そ
こ
で
、
彼

の
草
し
た
短
釈
を
列
挙
し
て
み
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ

う
に
な
る
。
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顕
範
草

『
東
覚
抄
』
に

つ
い
て

(
蜷

川
)

二
六
七

〔薬
師
寺
文
庫
蔵
短
釈
〕

以
上

十
五
短
釈

〔大
谷
大
学
蔵

『南
都
論
草
』〕
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顕
範
草

『
東
覚
抄
』
に

つ
い
て

(
蜷

川
)

二
六
八

こ
の
う
ち
、

「若
有
無
漏

東
覚
抄
」
と

「若
有
無
漏
事

春
識
房

草
」
は
、
内
容
が
全
く
同

一
で
あ
っ
た
の
で
、
『東
覚
抄
』
が
顕
範

(春

　ユ
　

識
房
)

の
抄
本
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
顕
範

の

『東
覚
抄
』

は
、
現
存
す
る
短
釈
の
み
を
数
え
て
も
、
八
論
題
に
わ
た
つ
て
確
認
で

き
、
彼
以
前

の
貞
慶

(
一
一
五
五
～

一
二
一
三
)

の
著
し
た

『唯
識
論
尋

思
鈔
』
、
良
算

(～

―

九
四
～

一
二
一
七
～
)

に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た

『唯
識
論
同
学
鈔
』
な
ど
の
よ
う
に
、
『成
唯
識
論
』
に
関
す
る
論
義
を

集
め
た
大
部
の
鈔
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。

三
で
は
、
今
回
取
り
上
げ
た
短
釈

の
う
ち
、
表
題
に

「顕
範
草
」
も
し

く
は

「顕
範
」
と
記
さ
れ
る
短
釈
も
、
『東
覚
抄
』
の

一
部
分

で
あ
る

と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
「若
有
無
漏

東
覚
抄
」
と

「若
有
無
漏

一
問
答

顕

範
」
の
内
容
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な

ろ
う
。
ま
ず
、

「若
有
無

漏

東
覚
抄
」
で
は
、
諸

の
辟
支
仏
を
麟
喩

の
独
覚
と
み
る
か
、
部
行

の
独
覚
と
み
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

一義
云
。
唯
可
限
麟
喩
也
。
宗
家
解
釈
一
同
故
。

と
い
い
、
麟
喩
の
独
覚
と
み
る
説
が
宗
家

の

一
致
し
た
見
方
で
あ
る
と

冒
頭
に
か
か
げ
る
。
し
か
し
、
本
論
義
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、

「釈
科

簡
」
段
に
お
い
て
、

故
宗
ノ決
定
説
麟
角
釈
趣
合
二
類
中
ニハ
一
類
.定
可
有
如
此
成
事
ハ今
小
難
レ思
。

以
上

十
三
短
釈
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顕
範
草

『東
覚
抄
』
に

つ
い
て

(
蜷

川
)

二
六
九

所
詮
部
行
一
類
不
レ見
レ仏
有
之
事
ヲ
宗
家
所
レ許
レ之
。

と
い
い
、
諸
の
辟
支
仏
に
は
麟
喩

の
独
覚
も
、
部
行
の
独
覚
も
い
る
は

ず

で
あ
り
、
あ
え
て

一
類
に
限
る
こ
と
は
考
え
が
た
い
と
し
、
部
行

の

一
類
も
見
仏
で
き
な
い
こ
と
は
宗
家
も
許
す
こ
と
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
諸
の
辟
支
仏
を
部
行
に
も
通
じ
る
と
み
る
説
を
も
考
察
す

る
態
度
は
、
現
存
す
る
他
の
論
義
で
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
顕

範
独
自

の
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
「若
有
無
漏

一
問
答

顕

範
」
は
、
問
題
点
に
つ
い
て
簡
略
に
記
し
た
だ
け
の
小
部
の
も
の
で
あ

る
た
め
、
彼
独
自
の
思
想
を
見
い
だ
す
ま
で
に
は
い
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

両
者
と
も
、
同

一
人
物
に
よ
っ
て
同

一
日
に
書
写
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
前
者
が
、
顕
範
独
自

の
考
察
を
加
え
て
い
る
の
に
対
し

て
、
後
者

は
、
彼
独
自

の
思
想
を
見

い
だ
す
ま
で
に
は
い
た
ら
な
い
と

　　
　

い
う
相
違
点
が
見

つ
か
る
の
で
あ
る
っ

こ
れ
は
、
貞
慶
が
そ
の
著
、
『唯
識
論
尋
思
鈔
』
で
法
相
宗

の
正
義

を
述
べ
、
『唯
識
論
尋
思
鈔
別
要
』

で
独
自

の
思
想
を
述
べ
た
態
度
に

通
じ
る
も

の
で
あ
る
。

現
時
点

で
は
、
『顕
範
草
』
と

『東
覚
抄
』
と
が
異
な
る
意
図
を
も
つ

て
記
さ
れ
た
別
の
抄
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
に
は
あ
ま
り

に
も
資
料

が
不
足
し
て
い
る
が
、
『東
覚
抄
』
に
、
顕
範
独
自

の
教
学

解
釈
が
あ

る
以
上
、
こ
う
し
た
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
性
が
あ

る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

四
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
、
『東
覚
抄
』
と
は
直
接
関
連
は
な
い
の
だ
が
、

薬
師
寺
蔵
短
釈
の
中
に

「仏
果
障

蓮
興
」
と
表
題

の
あ
る
も
の
が
存

在
す
る
。
そ
の
末
尾
に
は
、

談
義

順
専

縁
憲

顕
範

不
思
議
智
断
ノ事
アリト云々

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
顕
範
に
談
義
の
記
録

の
残

つ
て
い
た
こ
と
を
示
す

表
現
で
あ
ろ
う
。

現
存
す
る

「顕
範
章
」
な
ど
顕
範

の
短
釈
の
う
ち
、
ど
れ
が
論
義
書

か
ら
の
引
用
で
、
ど
れ
が
、
談
義

の
記
録
か
な
ど
は
、
無
論
判
断
の
し

よ
う
が
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
顕
範

の
時
代

に
は
、
談
義

の
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
文
で
あ
ろ
う
。

結
こ
れ
ま
で
、
と
も
す
る
と
、
法
相
宗
の
論
義
研
究
は

『同
学
鈔
』
に

よ
っ
て
大
成
さ
れ
、
そ
れ
以
降
は
あ
ま
り
発
展

し
な
か
っ
た
と
す
る
説

も
あ
つ
た
の
だ
が
、
今
回
、
顕
範
草
の
短
釈
を
収
集
し
、
そ
れ
ら
を
検

討
し
て
み
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
『同
学
鈔
』
以
降
も

『東
覚
抄
』
と
い

う
大
部
の
論
義
書

の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
従
来

の
正
義
に
と
ら
わ
れ
な

い
活
発
な
論
義
研
究
が
彼
の
時
代
に
も
あ
っ
た

の
だ
と
い
う
こ
と
が
判

明
し
た
。
ま
た
、
顕
範
に
は

『東
覚
抄
』
の
他

に
も
論
義
も
し
く
は
談
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顕
範
草

『東
覚
抄
』
に
つ
い
て

(
蜷

川
)

二
七
〇

義
を
記

し
た
抄
本
が
存
在
す
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
い

た
。彼

の
時
代

の
法
相
教
学
が
決
し
て
衰
退
期
で
は
な
い
こ
と
を
示
す

一

例
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ら
の
論
義
が
盛
ん
に
書
写

さ
れ
続

け
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
法
相
宗
内

で
の
論
義
研
究
は
発
展
し

続
け
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
回
扱

っ
た

『東
覚
抄
』
は
、
そ
の
存
在
さ
え
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
大
部

の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず

の
鈔
本

は
、
現
在

そ
の
多
く
が
散
侠
し
て
お
り
、
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
は

困
難
で
は
あ
る
が
、
残
さ
れ
て
い
る
短
釈
類
を

一
つ
一
つ
収
集
し
、
研

究
す
る

こ
と
を
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
を
期
し
て
結
び
と
し
た

い
。

1

拙
稿

「中
世
の
唯
識
教
学
の
研
究
―

「若
有
無
漏
」
に
つ
い
て
ー
」
(『印

度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
六
巻
第
二
号
・平
成
十
年
三
月
二
十
日
)、
拙
稿

「中
世
の
法
相
教
学
の
研
究
―

「若
有
無
漏
」
の
展
開
―
」
(『北
畠
典
生
博

士
古
稀
記
念
論
文
集

日
本
仏
教
文
化
論
叢
』
上
巻

・
平
成
十
年
六
月
八

日
)
参
照
。

2

拙
稿

「中
世
の
法
相
教
学
の
研
究
―

「若
有
無
漏
」
の
展
開
―
」
参
照
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

顕
範
、
『東
学
抄
』、
『南
都
論
草
』、
薬
師
寺
短
釈

(龍
谷
大
学
講
師
)
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