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彰

顕

一
、
ま
え
が
き

唯

識
説
に
よ
れ
ば

二

切
諸
法
は
、

心
が
対
象
を
識
別
す

る
働
き
に
も
と
つ

い
て
、

そ
こ
か
ら
現
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
」

と
説

き
、
さ
ら

に

二

切

諸

法

は
、

客
観
的
実
在
物

と
し

て
は
、
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
空

で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
現
実
世
界
が
虚
無

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。

一
切
諸

法
は
、
そ
の
潜

在
的
可
能
態

で
あ
る
種
子

の
形
に
お
い
て
識
に
内
在
し
、
そ

の
識

の
分
別
作
用
に
よ

は
て
外
界

に
表
現
さ
れ
る
と
き
、
現
実
世
界

の
差
別
相
が
成

立
す

る
。
識

は
、
眼
識
…
…
(
中

略
)
…
…
意

識

マ
ナ
識
、

ア
ー
ラ

ヤ
識

の

八
種
の
働
き
が
あ
る
。
後
の
二
識
は
、
唯
識
学
派
派
が
創
説
し
た
も
の
で
あ
る
、

ア
ー
ラ
ヤ
識
は
、

根
本

の
識

で
あ

つ
て
、

種
子
を
維
持

し
、
他

の
諸
識
を
生
起

せ
し
め
る
依
り
所
と
な
る
。
」

と
説

い
て
い
る
。

上
述

の
中
で
特
に

点

を

ほ

ど

こ
し
た
部
分
を
、

実
験
心
理
学
、

認
識
論
的
心
理
学

の
立
場
か
ら
考
察
す
る
。

二
、

ア
ー
ラ
ヤ
識
は
構
成
概
念

で
遺
伝
的
能
力

か
、

マ
ナ
識

と
ア
ー
ラ
ヤ
識

の
二
識
は
、

唯
識
学
派

の
創
説
し
た
も

の
で
あ
る

と

い
う
論
述

は
、
心
理
学
的
認
識
論

の
立
場

か
ら
み
る
と
、

ア
ー
ラ
ヤ
識

は
、
構

成
概
念
 
(
眼
識
か
ら
意
識
ま

で
の
実
体
極
念
で
は
な
く
、

概
念
を
構
成
し
た
も

の
)
 と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、

一
切

の
諸
法
は
、

そ

の
潜
在
的
可
能
態

で
あ

る

種
子
の
形
に
お

い
て
識

に
内
在
す
る
と

い
う
論
述

は
、

一
切
の
諸
法
は
、
人

の
中
に
遺
伝
的
能
力

と
し
て
存
在
し
て
い
る

こ
と
を
仮

定

し
て
い
る
よ
う
に
も
推
測
さ
れ

る
。

ア
ー
ラ
ヤ
識

は
、

一
切
の
諸
法
を
種
子

と
形

で
維
持

し
て
い
る
と
い
う
論
点

か
ら
み
て
、

認
識
論
的
心
理
学
上
興
味
あ

る
こ
と
は
、

い
か
に
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
刺
激

し
て
 (
教
育
し

て
)
、
一
切

の
諸
法

の

種

子
を
ひ
ら
か
さ
せ
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

心
理
学
の
発
達

の
語
源
的
意
味

は
、

包
み
を
と
く
と
い
う
意
味

で
あ

る
。
心

理

学
に
と

つ
て
は
、
包
み
を
と
い
て
、

一
切
の
諸
法
を
開
発
す
る
方
法
が
、

問

題

と
な
る
。
唯
識
学
派

の
開

発
の
方

法
と
心
理
学

の
学
習
理
論
と
の
関
係
を
考

察
す
る
。

三
、
正
し
い
認
識
と
は
何
か
-
知

覚

レ
ベ
ル
か
ら

の
考
察

一
切
諸
法
を
開
発
す
る
方
法
と
学

習
理
論
と

の
関
係
を
論
述
す
る
に
あ

た

つ

て
正
し
い
認
識
と
は
何
か
に

つ
い
て

一
つ
の
疑
問
を
提
出

し
て
お
く
。

心
理
学

の
知
覚

レ
ベ
ル
で
錯
視
 
(
図

一
)
 と

い
う
事
象
が
あ
る
。

図

一
に

つ
い
て
、
二
本

の
線
分
は
、

物
理
的
に

は
、

同
じ
長
さ

の
線
分

で
あ
る
。

し
か
し
人
間
に

と

つ
て
は
、

上
の
線
分
が
下
の

線
分
よ
り
も
短
か
く
み
え
る

こ
と

は
、

心
理
学

の
研
究
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

と

こ
ろ

で
認
識
論

の
立
場
か
ら
考
察
す
る
と
、

こ

の
錯
視

と
い
う
事
象
に

つ
い
て
三

つ
の
認
識

の
立
場

が
成
立

で
あ

ろ
う
。

第

一
に

〔図

一
〕

で
上
の
線
分
が
見
た
と

こ
ろ
短

く
み
え
る

の
で
、

上
の
線
分
が
短
と
い
す
る

の
が
正

し
い
認
識

で
あ

る
と
す

る
立
場
が
あ
る
、
第

二
に
な

る
ほ
ど
見
た

と
こ
ろ
は
、

上
の
線
分
は
短
く
み
え
る

け

れ
ど
も
、

正
し
い
尺

度
 
(
こ
の
場
合
は
、
も

の
さ

し
)
 で
測
定
す

れ
ば
、
等

し
い
の
で
あ
る
か
ら
、

二

〔図1〕錯 視 と認識の立場
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つ
の
線
分
は
等

し
い
と
す
る

の
が
、
正
し
い
認
識
で
あ

る
と
す
る
立
場
が
あ
る
。

第

三
に
、

上
の
線
分
が
短

い
と

い
う

の
も
、
ま
た
二

つ
の
線
分
が
等
し

い
と

い

う

の
も

い
ず
れ
も
正
し

い
も

の
で
は
な
く
、

正
し
い
認
識

は
別
に
あ
る
と
す
る

立
場
が
あ
る
。

と
こ
ろ

で
唯
識
学
派

の
い
う
正
し
い
認
識
と
は
、

上

の
三

つ
の

ど

の
立
場
に
立

つ
て
い
る

の
か
が
明
確
に
な

つ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と

い
う

の
が
心
理
学
か
ら
み
た
疑
問

で
あ
る
。

四
、

ア
ー
ラ
ヤ
識
を
刺
激
す
る
方
法
-
S
-
R
理
論

か
ら
の
考
察

ア
ー
ラ
ヤ
識
を
刺
激
し
て
、

一
切
の
諸
法

の
種
子
を
開
発
さ

せ
る
方
法
に

つ

い
て
、

S
-
R
理

論
 
(
行
動
主
義

心
理
学

の
刺
激
-
反

応
理
論
)
 か
ら
考
察
す

る
。ア

ー
ラ
ヤ
識
を
刺
激
す
る
方
法
は
 
(
図
二
)
 の
と
お
り
、
三

つ
の
方
法
が
考

え
ら
れ
る
。
第

一
は
、
潜

在
説

で
、

こ
れ
は
、
二

つ
に
分
け
ら

れ
て
、
殺
説

と

転
換
説

で
あ
る
。
第

二
は
学
習
説
 
(
聞
薫
習
説
)
 で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ

の
説

に

つ
い
て
考
察
す
る
。
殺

説
で
は
、

正
し
い
認
識
尺
度

(
A
)
は
、
種

子
で
潜
在

し

て
い
る
。

一
方
誤
認
識
尺
度

(
B
)
も
種
子

で
潜
在
し
て
い
る
。
学
習

上
は
、

(
A
)
の
種
子
を
開

発
し
、

(
B
)
を
殺
す

こ
と
に
よ

つ
て
正
し
い
認

識

を
得

る
。

転
換
説

で
は
、

(
B
)
の
み
が
潜
在

し
て
い
て
、
(
B
)
が
転
換

し
て
、
(
A
)

に
な
り
、

正
し
い
認
識
尺

度
を
得

る
。

と
こ
ろ

で
こ
れ
ら
二

つ
の
説

で
、
刺
激

(
S
)
は
、
教

材
、
教
育
方

法
と
な
る
も

の
で
、
殺
説

で
は
、
(
A
)
に
働

き
か

け
、

転
換
説

で
は
、
(
B
)
に
働
き
か
け

る
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
働

き
か
け

る
対

象
が
こ
と
な
る
の
で
、

こ
と
な

つ
た
刺
激
が
与
え
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
学

習
説

で
は
、

刺
激

に
よ

つ
て
、
(
A
)
を
形
成
し
、

(
A
)
が

(
B
)
を
殺
す

か
、

も
し
く

は
、

(
A
)
が
正

し
い
認
識
を
可
能
に
す
る
わ
け
で
あ

る
。

唯
識
学
派

の
認
識
が
、
上
に

の
べ
た
、
殺
説
、
転
換
説
、
聞
薫
習
説

の
い
つ
れ

の
説
に
立
つ
て
い
る
と
し
て
も
、
認
識

(正
し
い
認
識
の
こ
と
)
 が
習
得
さ
れ

る
に
は
、
五
位
と
い
う
修
行
方
法
が
確

立
さ
れ
て
い
る
。筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、

三
つ
の
説
の
立
場
に
よ
つ
て
修
行
の
方

法
が
細
分
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
今
後
の
課
題
の
ひ
と

つ
で
あ
ろ
う
。唯
識
学
派
の
認
識
論
が
、

す
で
に
大
人
に
な
つ
た
人
を
前
提
に
論

述
さ
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

幼
子
か
ら
大
人
へ
の
発
達
の
申
で
、
認

識
が
い
か
に
変
化
す
る
か
が
究
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
(今

後
の
課
題
口
)
 さ
ら
に
、
殺
説
で
あ
れ

ば
、
認
識
識
の
種
子
を
殺
す
最
適
の
時

期
は
、
い
つ
か
、
転
換
説
で
あ
れ
ば
、

誤
認
識
の
種
子
が
正
し
い
認
識
に
転
換

す
る
最
適
の
時
期
は
い
つ
か
、
聞
薫
習

説
で
あ
れ
ば
、
学
習
に
最
適
の
時
期
は
い
つ
か
が
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
(今
後
の
課
題
国
、
心
理
学
の
立
場
で
は
、
学
習
の
レ
デ
ィ
ネ
ス
と
い
う

立
場
で
研
究
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。)

ま
た
修
行
の
方
法
 (学
習
の
方
法
)
 と
止
観
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
究
明
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
(今
後
の
課
題
四
)

〔図2)

1. 潜 在説2. 学 習説

(イ) 殺説 (ロ) 転換 説 (聞薫 習説)

S: 刺激 教材となるもの(A): 正しい認識尺度

R: 皮応 正 しい認識(B): 誤認識尺度
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