
擶
大
乗
論
に
於
け
る
唯
識
説

田

中

順

照

一

「識

の
封
象

は
分
別
性
と
し
て
無
で
あ
り
、

そ
れ
を
知
る
能
分
別
の
識
も
等

し
く
無
で
あ

る
。
識

の
封
象

を
依
他
性

の
有

と
見
る
が
如
き
は
、
彌
勒
無
著
世

親

の
所
謂
古
唯
識

に
は
全
く

こ
れ
を
見
出
す

こ
と
が

で
き

ぬ
。
」
と
読

か
れ
て

い
る
。

は
た
し
て
そ
う

で
あ
ろ
う
か
。
擾

大
乗
論
に

つ
い
て
こ
れ
を
見
よ
う
。

超
越
的
野
象
は
存
在
す

る
こ
と
な

く
、

た

ゞ
識

の
み
と
云
う

こ
と
に
悟
入
す
る

も

の
は
、

い
く
た
び
も
聖

教
を
聞
く

こ
と
に
よ
り
て
蕪
習
さ
れ
、
蕪

習
さ
れ
る

こ
と
に
よ

つ
て
生
じ
た
正
思
惟

に
囁
せ
ら
れ
る
意
言

分
別
で
あ

る
。
意
言
分
別

で
あ
る
限
り
、
聖

教
と
そ
の
示
す
義
が
思
惟
さ
れ
る
側

に
あ
り
、

そ
れ
を
思
惟

す

る
働
と
が
あ

る
が
、
決

し
て
阿
頼
耶
識
に
掻
せ
ら
れ
る
も

の
で
は
な

い
。
正

思
惟
に
擾
せ
ら
れ
る
意
言

分
別
は
大
乗

の
教

と
そ

の
詮
わ

す

義

と

を

思
惟

す

る
。

そ
の
思
惟

は
四
尋
思

と
呼
ば

れ
る
。
印

ち
名
と
義

と
が
互
に
客

と
な
る

こ

と
を
尋
思
し
、

又
名
義

の
自
性

と
差
別
と
が
假
立
で
あ
る
こ
と
を
尋

思
す
る
。

吾

々
は
、
名
は
野
象

の
眞
實

の
相
を
示
も

の
で
あ
り
、

又
名

の
示
す

よ
う
な
封

象

が
實
在
す
る
と
執

し
て
い
る
。

然
し
名
は
封
象

の
眞
實

の
相
を
示
す
も

の
で

も
な
く
、
又
名

の
示
す

よ
う
な
封
象
が
實
在
す
る

の
で
も
な

い
。
又
名
と
封
象

と

の
自
性
と
差

別
は
な

く
、

た

ゞ
そ
れ
ら
を
言

い
表
す
言
葉

の
み
で
あ
る
と
推

求
し
疑
を
決
す

る
の
が
、
名
義

自
性
差
別

に
つ
い
て

の
四
尋
思
で
あ
る
。
更

に

こ
れ
ら
の
四
が
畢
寛

じ
て
不
可
得

で
あ
る

と
知
る

の
が
如
實
智

で
あ
る
。

こ
の

四
尋
思
と
四
如
實
智

に
よ

つ
て
唯
識
襯

に
入
る
こ
と
が
で
き

る
。
唯
識
襯

に
入

る
と
は
、

「唯

量
と
相
見

の
二
法
と
種

々
の
相
貌
」

に
入
る
こ
と

で

あ

る
。

唯

量
と
相
見

の
二
法
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
超
越
的
存
在
と
し
て
の
名
と
封
象

と

は
な
く
、

た

穿
知
る
も

の
と
知
ら
れ
る
も

の
よ
り
成
る
識

の
み
で
あ
る
と

の
意

味
で
あ
る
。
然
も

そ
の
相
見

の
二
法
に
は
種

々
の
相
貌

が
あ

る
。
擾
論
は

こ
れ

を
明
か
に
す
る

た
め
蛇
縄
四
微

の
警

を
読
い
て
い
る
。
實
在
す
る
も

の
と
執
せ

ら
れ
た
名

と
義
は
、

た

ゞ
意
言

分
別

の
み
で
あ
る
と
知
る

こ
と

に

よ

つ

て
滅

し
、

こ
の
た

ゞ
識

の
み
と

云
う
唯
識
智
も
眞
如

の
智

に
よ
つ
て
滅
す
る
。

こ
の

眞
如

の
智

に
つ
い
て
玄
弊
、

笈
多
と
眞
諦

と
の
聞
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

玄
弊

及
び
笈
多
に
よ
れ
ば
、

名
と
そ

の
甥
象

は
意
言
分
別
の
顯
現
せ
る
も

の
で

あ
る
と
知

る
こ

と
に
よ

つ
て
分
別
性
に
悟
入
し
、

た

ゴ
意
言

分
別
の
み
と

知
る

こ
と
に
よ
つ
て
依
他
性
に
悟
入
す
る
。

た

ゞ
意
言

分
別

の
み
と
云
う

こ
と

は
意

言

分
別
が
あ

る
と
云
う

こ
と

で
は
な

い
。
意
言

分
別
が
あ
る
と
し
て
そ
れ
が
封

象
化
さ
れ
る
と
き
、

甥
象
な
く
た

ゝ
意
言

分
別

の
み

と

云
う

主
張
に
矛
盾
す

る
。

か
よ
う

に
唯
だ
識

の
み
と

云
う

こ
と
は
識

が
あ
り
と
し
て
そ
れ
を
野
象

化

す
る

こ
と
を
許

さ
な

い
も

の
で
あ
り
、

そ
れ
が
無
分

別
智
で
あ
り
、
眞
實
性

に

悟
入
す
る
こ
と
で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
眞
諦
課
に
於
て
は
上
述

の
理
解

以
外

に
、

分
別
性

の
無
相
依

他
性

の
無
生

に
悟
入
す
る

こ
と
が
眞
實
性
に
悟
入
す

る

こ
と

で
あ
る
と
論
か
れ
る
。
依
他
性

の
無
生
に

つ
い
て
は
、
根
と
塵

と
は
分
別
性

と

撮
大
乗
論

に
於
け

る
唯
識

説

(
田

中
)
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し
て
成
立
し
な

い
も

の
で
あ
る

か
ら
、

根
と
塵
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
識

は
無

生

で
あ

る
と
読
か
れ
、

叉
依
他
性
に
よ

つ
て
分
別
性

は
生
じ
、

分
別
性
に
よ

つ
て

依
他
性

は
生
ず

る
。

分
別
性
は
無

で
あ
る
以
上
依

他
性
は
生
ず
る

こ
と
が
で
き

な

い
と
も
読
か
れ
て

い
る
。

こ
の
理
解

の
相
運

は

鷹

知
入
勝
相
品

の
終

に
あ

る
、
「
名
義
互
爲
レ
客
、

菩
薩
雁
三
尋
思

鷹
レ
観
三
一唯
量
、

及
彼

二
假

読
幻
從
レ

此
生
二實
智

叫離
レ塵

分
別
三
、
若
見
二
其
非
有

二
、得
レ
入
三
二
無
性

こ

の
解
縄

に

も
現
れ
て

い
る
。
吾

々
は
こ
の
二
つ
の
立
場

の
相
運

を
明
確

に
把
握
す

べ
き
で

あ
る
。

玄
舞
及
び
笈
多
に
よ
れ
ば
識

の
み
と
云
う
こ
と
は
、
依
他
性
に
悟
入
す

る
だ
け
で
な
く
眞
實
性

に
悟
入
す
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
樹

し
て
眞
諦

に
よ

れ
ば
、

封
象

の
無
を
知
る
こ
と
に
よ
つ
て
分
別
性

の
無
相

に
悟
入
し
、

分
別
性

の
無
相
か
ら
當
然
導
き
出
さ
れ
る
依
他
性

の
無
生
に
悟
入
す

る
。

こ
の
分
別
性

の
無
相
依
他
性

の
無
生
に
悟
入
す
る

こ
と
が
眞
實
性

に
悟
入
す

る

こ

と

で
あ

る
。
印

ち
塞
、
無
に
悟
入
す
る

こ
と
が
眞
實

性
に
悟
入
す

る
こ
と

で
あ
る
。

と

こ
ろ
が
前
者
に
よ
れ
ば
、

樹
象
化

し
な

い
時
、

能
縁
所
縁
卒
等
不
等

の
無
分
別

智

生
じ
眞

如
法
界
に
佳
す

る
。

こ
の
相
違
は
識

に
封
す

る
理
解

の
相
運
に
本
ず

い
て

い
る
。
前
者
は
識

を
志
向
性
と
し
て
捉
え
、
後
者

は
絶
封

に
認
識

の
鞠
象

と
な

る
こ
と
な
き
極
限
概

念
と
し

て
理
解
し
て

い
る
。

二

鷹

知
勝
相
品
に
於
て
は
、
依
他
性
を

「
本
識

を
種

子
と
な

し
虚
妄
分
別
に
瀟

せ
ら
れ
る
諸
識

の
差

別
な
り
。
」
「
非
有
虚
妄

の
塵

の
顯
現

の
依

止
を
名
づ
け
て

依

他
性

と
な
す
」
と
読
き
、

分
別
性
を

「實

に
は
塵
あ

る
ご

と
く
た

じ
識
膿

の

み
、
顯

現
し
て
塵

と
な

る
、

こ
れ
を
分
別
性

相
と
名
つ

く
」
と
読

い
て
い
る
。

顯
現

の
依

止
と
は
、

世
親
繹

に
依
止
と
は
因

の
義
と
読
か
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す

れ
ば
、

顯
現
し
て
封
象

に
似
る
と

の
意
味
で
あ
る
。

こ

の
世

親
の
解
繹
は
、

依

他
性

と
し
て
の
十

一
識

を
四
識

に
ま

と
め
て

い
る
と
こ
ろ

か

ら

知

ら

れ

る
如

く
、
中
邊
分
別
論
に
本
つ

い
て
い
る
。

中
邊
分
別
論
に
於
て
は
、

外
な
る
自
然

と
身
膿
は

云
う
ま
で
も
な

く
、
そ
れ
ら
を
知
る
働
や
叉
そ
の
統

一
者
と
し
て
の

我
も
等
し
く
知
ら
れ
る
も

の
と
し

て
識

の
似
現
せ
る
も

の
で
あ
る
。
即

ち
識

は

封
象
を
投
げ
出
す
 p
ro
je
ct
 識

で
あ
り
、

あ

く
ま
で
も
客
観
と
な
る

こ
と
の
な

い
極
限
概
念
と
し
て

の
識

で
あ
る
。

投
げ
出
さ
れ
た
外
な
る
自
然
界
、

身
薩
、

我
及
び
識
が
本
來
的

に
は
無

で
あ
る

こ
と
か
ら
、

こ
れ
を
知

る
識
も
等
し
く
無

で
あ

る
と
読

か

れ

る
。
「
能
坂
諸
識

亦
非
二實

有

(
玄
)
」
「
能
取
齪
識

亦
復
是

無
」
(
眞
)
之
読
か
れ
る
。
能
取

の
齪
識

の
無
と
は
知
ら

れ

る

遇
象
が
無

い
か

亀
ら
そ
れ
を
樹
象

と
す

る
識

が
生
じ
な

い
と

云
う

の
で
は
な
く
、
現
に
生
じ

つ
つ

あ
る
識

が
本
來
的
に
は
無
で
あ
る

と
の
意
味

で
あ
る
。

盧
妄

分
別
は
有
り
と
し

て

一
慮

有
と
さ
れ
た
識

が
本
來
的

に
は
無

で
あ
る
と

の
意
味
で
あ
る
。

と

こ
ろ

が
安
慧

の
繹
論
に
於
て
は
、
「
か
く

の
如
く
に

し

て

遍
計
所
執

の
膿

の
所
取
と

能

坂
と
の
無
相
に
入
る
。

さ
れ
ど
盧
妄
分
別

の
無
相
に
入
る
に
は
あ
ら
ず
」
と

読
い
て
い
る
。

遍
計
所
執

の
腱

と
し
て
の
能
取
は
能
取
と
し
て
執
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ

つ
て
、

こ
れ
を
能
取
す
る
識

で
は
な

い
。
遍
計
所
執

の
謄
と
し

て
の
能

取
は
、
義
有
情
我
了
別

の
四
の
無

が
明

か
に
さ
れ
た
時
既
に
明
か
に
さ
れ

て
い

る
。

從

つ
て
こ

」
で
云
う
能

取
の
鰍
識

は
投
げ
出
し
投
げ
出
し
た
も

の
を
能
坂

す
る
識

で
あ
る
。

中
邊
分
別
論

は
か

」
る
識

の
無

に
悟
入
せ
し
め
ん
と
す
る
。

か
よ
う
に
憲

知
勝
相
晶

の
初

め
の
三
性
を
定
義
す
る
と

こ
ろ
に
於

て
は
識

は
投

げ
出
す
識

と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
が
、
等

し
く
慮
知
勝
相
品
の
超
越
的
謁
象

の
非
存
在
を
謹

し
て
唯
量
唯

こ
種

々
相
を
読

く
と

こ
ろ
は
、
識
を
投
げ
出
す
識

と
し
て
で
は
な

く
、

ノ

ェ
シ
ス
と

ノ

エ
マ
と
よ
り
成
る
識
と

し

て
捉

え

て

い

る
。

然
も
意
識
に
於
て
は
眼
等

の
識
及
び
法
識
を
以
て
相
と
な

し
、
意
識

を
以

て
見
と
な
す
と
読

い
て

い
る
。
即

ち
分
別
を
特
質
と
せ
る
意
識

に
於
け
る
饗
立

さ

え
も
、

超
越
酌
野
象

の
無
に
封

し
て
無
な
ら
ざ
る
も

の
と
さ
れ
て
か
る

の
で
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あ
る
。

こ
の
こ
と
は
志
向
性

の
地
盤

に
於

て
は
、

ノ

エ
岬
、は
決

し
て
ノ

ェ
ン
ス

の
影

で
は
な
く
、
志
向

さ
れ
た
も

の
と
し

て
は
志
向
す

る
働
を
離
れ
て
存

立
し

得
な

い
が
、

ノ

エ
シ
ス
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、

そ
れ
に
樹
立
す

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

か
く

て
吾

々
は
、
掻

論
に
於

て
識
に
關
し
て

二
つ
の

理
解
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

三

前
述

の
よ
う
に
依
他
性
が
非
有
虚
妄

の
塵

の
所
依

で
あ
る
と
云
う

こ
と
は
識

が
封
象

に
似

て
顯
現
す
る

こ
と
で

あ

つ
た
。

然
し
他
面
、

「
此
依

他
性
是
所
分

別
、
是
因
能
成
二
依
他
性

一爲
二
所
分
別
ご

と
読

か
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
は
、
識
は

軍

に
知
る
も

の
と
知
ら
れ
る
も

の
と
の
遇
立
か
ら
な
る
も

の
で
あ
り
、

そ

の
知

ら
れ
る
も

の
が
意
識

に
よ

つ
て
分
別

さ
れ
る
時
、

分
別
性
と
な

る
と
解

さ
れ
よ

う
。
勿
論

こ
の
場
合
、

意
識

に
よ
つ
て
分
別
さ
れ
る

こ
と
を
離
れ
て
又
そ
れ
以

前

に
、
知

る
も

の
と
知

ら
れ
る
も

の
と

の
樹
立
が
存
す
る
と

云

う

の

で

は

な

い
。

こ
の
こ
と
は
識

の
依

他
性

と
名
づ
け
ら
れ
る

の
は
、

自
ら
の
種

子
か
ら
生

ず
る

の
と
、
津

晶
と
不
津

晶
と
に
繋
薦
し

て
そ
れ
自
ら

の
性

を
有
し
な

い
か
ら

で
あ
る
と
論

か
れ
る
と

こ
ろ

か
ら
知
ら
れ
る
。
印

ち
不
津

品
で
も
な

く
叉
漂
品

で
も
な

い
無
記
な
識
が
あ

つ
て
、
そ
れ
が
不
漂

品
と
し
て
現

じ
叉
は
浮
品
と
し

て
現
ず
る
と
云
う

の
で
は
な
く
、
識

は
必
ず
浮

晶
と
し
て
現
ず
る

か
不
濡
品
と

し
て
現
ず
る
か

い
ず
れ
か
で
あ
る
。

意
識

の
分
別
に
よ

つ
て
不
浮
品

と
し

て
現

ぜ
る
識
が
意
識

の
妄
分
別
を
離
れ
て
漂
品
と
し
て
、
鄙

ち
妄

分
別

と
全
く
そ

の

様
相
を
異
に
せ
る
識

(
嚴
密

に
云
え
ば
識

で
な
く
智

で
あ
る
が
)
と
し
て
現
ぜ

る
も

の
が
眞
實
性

で
あ

る
。

こ
れ
は
分
別
性

の
無
相

か
ら
依
他
性

の
無
生
を
読

き
、

分
別
性

の
無
相
、

依
他
性

の
無
生

に
悟
入
す
る

こ
と
が
眞
實

性
に
悟
入
す

る
こ
と
で
あ
る
と
読
か

れ
る

の
と
明

か
に
異

つ
て
い
る
。

依
他
性
と
し
て

の
識

が
分
別
を
離

れ

て
新
な
様
相

の
下
に
現
前
す
る

こ
と
は
、

依
他
性

の
無
生
と
云

う

こ
と
と
同

じ
で
は
な

い
。
玄
葬

及
び
笈
多
課

に
於

て
、
眞
實

性
を
解

し
て
、

「
此
依
他
性
中
、

彼
義
畢
寛
無
所
有
故

」
(
玄
)
、
「
於
二彼
依

他
起
相

由
二似
レ

義
相
永
無
有
レ
性
」
(
笈
)
と
読
か
れ
る
所
以
も

か
く
て
理
解
さ
れ
よ
う
。

非
有

盧
妄

の
塵

の
顯
現

の
依
止
を
こ

の
二
つ
の
い
つ
れ
に
解
す

る
に
し
て
も
、

識

の

封
象
は
虚
妄

で
あ
り
無

で
あ
る
。

然
る
に
唯
量
唯

二
の
立
場

に
於

て
は
、

識

の

麹
象
は
分
別
を
そ

の
本
質

と
す

る
意
識

に
於

て
さ
え
、

無
と
さ
る
べ
き

で
は
な

い
。

こ
の
こ
と
は
識

を
志
向
性

と
し
て
理
解
せ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

志

向
性

の
地
盤
に
於
て
、

ノ

エ
マ
は
ノ

エ
シ
ス
を
離
れ
て
猫
立

に
存
立
し
得
な

い

が
、

ノ

エ
シ
ス
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、

そ
れ
に
樹
立
す

る
と
い

う

こ
と
は
、

も

の
は
経
瞼
的
主
襯
を
離
れ

て
存

立
し
得
な

い
が
、

経
験
的
主
観

か
ら
導
き
出
す

こ
と

を
得
ず
、

経
験
的
主
襯
に
封
立
す
る

こ
と
を
意
味

し
て
い

る
。

こ
れ
が
後
に
不
離
識

と
云
わ

れ
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
吾

々
は
こ
の
不
離
識

の
考
を
常
識

だ
と
し
て
斥
け

て
は
な
ら

ぬ
。
不
離
識

の
考
を
斥
け
る

こ
と
は
唯

量
唯

二
の
思
想
を
認
め
な

い
こ
と

で
あ
る
。

唯
量
唯

二
の
立
場

に
於
て
は

か

」

る
識
を
封
象

化
し
な

い
こ
と
が
眞
實
性
に
悟
入
す
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
分

別
性

の
無
相
か
ら
依

他
性

の
無
生

に
悟
入
す

る
こ
と
で
は
な

い
。
現
前

の
分
別

の
繋
立
を
志
向
性

に
於

て
理
解
し
、

然
も
そ
れ
を
甥
象
化
す
る

こ
と
か
ら
離
腕

せ
し
め
ん
と
す
る
。

柳
は
線
花
は
紅

の
差
別
を
認
め

つ
瓦
、
然
も

こ
れ
を
勢
象

化
す
る

こ
と
か
ら

離
腕

せ
し
め

ん
と
す
る
。

柳

の
維

と
花

の
紅

の
差
別
を
、

印

ち
意
識

の
が
別

の
樹
象

を
も
無
な
ら
ざ
る
も

の
と
し
て
認
め
る
唯
量
唯

橦

々

相

の
読
が
存
す
る
限
り
、
吾

々
は
、

識

の
野
象

は
分
別
性

と
し
て
必
ず

無
で
あ

り
そ
れ
を
依
他
性

の
有

と
見
る
が
如
き
は
古

唯
識

の
立
場

で
な

い
と
云
う
學
読

に
、
少
く
と
も
囁

論
に
關
す
る
限
り
に
於
て
は
同
意
す
る

こ
と

が
で
き

ぬ
。

こ
の
小
文

の
詳
細
な
論
謹
は
佛
教
文
化
第

四
號

の
拙
稿

を
参
照

さ
わ
た

い
。

囁
大
乗
論

に
於
け
る
唯
識
感

(
田

中
)
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