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五
〇

唯
識
学
派

に
お
け
る

「
一
乗
」

の
観
念

に

つ
い
て吉

村

誠

一
、

序

言

唐
代
初
期
の
長
安
で
は
、
玄
奨
の
門
下
と
そ
の
周
辺

で

「
一
乗
」
の

解
釈
を
め
ぐ
る
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
小
稿
で
は
、
こ
の
論
争

の

経
緯
に
立
ち
入
る
前
段
階
と
し
て
、
論
争
の
根
拠
と
な

っ
た
喩
伽
行
派

の
文
献

(漢
訳
)

に
説
か
れ
る

「
一
乗
」
の
解
釈
と
、
そ
の
発
展
過
程

に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
唐
初
の
唯
識
学
派

で
は

「
一
乗
」

の
観
念
を

『解
深
密
経
』
・
『顕
揚
聖
教
論
』
(以
下

『顕
揚
論
』)
・
『大
乗

荘
厳
経
論

』
(同

『荘
厳
論
』)
・
『摂
大
乗
論
』
(同

『摂
論
』)
に
基
づ
い

　ユ
　

て
理
解
し

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
成
立
順
序
に
は
議
論
が
あ
る
が
、
円
測

は
こ
の
順
序
で

一
乗
思
想
が
発
展
し
た
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ

り

(『解
深
密
経
疏
』
、
卍
続

一
-
三
四
、
三
九
二
右
上
―
左
下
)
、
そ
れ
は
著

者
に
関
す

る
伝
承
や
、
解
釈
の
内
容

・
項
目
数
か
ら
考
え
て
も
妥
当
な

も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
順
序
に
従
っ
て
考
察
を
す
す

　　
　

め

て
ゆ

く

こ

と

に
し

た

い
。

二
、
『解
深
密
経
』

の

一
乗
思
想

『解
深
密
経
』
の

「
一
乗
」

に
つ
い
て
の
記
述
は
、
無
自
性
相
品
と

地
波
羅
蜜
多
品
に
説
か
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
乗
は

一
つ
で
あ
る
と

い
う
教
え
は
い
か
な
る
意
図
か
ら
説
か
れ
た
の
か
、
と
い
う
菩
薩
の
問

い
に
対
す
る
仏

の
答
え

で
あ
る
。

一
切
声
聞
独
覚
菩
薩
、
①
皆

共
此

一
妙
清

浄
道
、
②
皆

同
此

一
究
寛
清

浄
、
更

無
第

二
。
我
依

此
故
、
密
意
説

言
唯
有

一
乗
、
非
於

一
切
有
情
界
中

、
無
有

種
種
有
情
種
性
。

如
我
於
彼
声
聞

乗
中

、
宣
説
種
種

諸
法
自
性
、
所
謂
五
慈
或
内
六
処

或
外
六

処
、
如
是
等

類
於
大
乗
中
、

即
説

彼
法
③

同

一
法
界
同

一
理
趣
。
故

我
不
説

乗
差
別
性
。

前
者
は
、
①

「妙
清
浄
道
」
と
②

「究
寛
清
浄
」
が
諸
乗
に
等
し
い

か
ら

「
一
乗
」
が
説
か
れ
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
直
前
に
は

「由
此

道
此
行
迩
故
、
証
得
無
上
安
隠
浬
藥
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
①
と
②
は

<行
道
〉
と

<証
果
>

の
同

一
を
述
べ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
た
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五

一

だ
し
、

「有
情
界
」
す
な
わ
ち
修
行
者

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
種
性
の
差

別
が
あ

る
こ
と
も
あ
わ
せ
説
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

「此
道
此
行
故
」
は
前
文
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
具
体

的
に
は
三
無
性
説
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
す
る
と
、
<行

道
〉

の
同

一
の
背
後
に
は
、
諸
法
実
相
と

い
う

<真
理
〉
の
同

一
が
考

え
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
階
訳
で
は

「依
此
道
依
此
法
」

と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
唐
訳
に
至
っ
て

「由
此
道
此
行
迩
」
と
な
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
間
の

一
乗
思
想
の
展
開

に
お
い
て
、
証
さ
れ

る

<真

理
〉
の
同

一
よ
り
も
、
そ
れ
を
証
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

<行

道
>
の
同

一
と
い
う
意
味
の
ほ
う
が
強
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。さ

て
後
者
は
、
諸
法
の
自
性
が
③

「同

一
法
界
同

一
理
趣
」
と
し
て

説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を

「
一
乗
」
の
意
味
と
し
て
い
る
。
「法
界
」
と

「理
趣
」

の
二
つ
の
同

一
を
い
う
よ
う
に
見
え
る
が
、
階
訳
で
は

「法

界

一
味
」
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は

「唯

一
の
理
法
な
る
法
界
」
と
い
う
意

味

で
あ

る
と
い
い
、
い
ず
れ
も
二
つ
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
文
脈
か

ら
考
え

て
も
、
諸
法
の
自
性

は
声
聞
乗
で
あ
れ
大
乗
で
あ
れ
同
じ
く

<真
理

〉
と
し
て
説
か
れ
た
、
と
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ

て
、
③

も
基
本
的
に
は
諸
法
実
相
と
い
う

<真
理
〉
の
同

一
を
述
べ
る

も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
喩
伽
行
派
の

「法
界
」
に
関
す
る
思
想
の
発

達
に
よ

っ
て
、
次
節
の
①

の
よ
う
な
意
味

の
変
化
が
生
じ
た
よ
う
で
あ

る
。

三
、
『
顕
揚
聖
教
論
』
の
六
因

『顕
揚
論
』
摂
勝
決
択
品
に
説
か
れ
る

「六
因
」
は
諸
仏
が

「
一
乗
」

を
説
い
た
六

つ
の
理
由
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
即
彼
①
諸
法
約
無
差
別
相
説
故
。
二
約
②
無
分
別
行
相
説
故
。
三
約
③
衆

生
無
我
及
法
無
我
平
等
故
。
四
④
解
脱
平
等
故
。
…
中
略
…
五
善
能
⑤
変
化

住
故
。
六
行
⑥
究
寛
故
。

こ
れ
だ
け
で
は
意
味
が
不
明
瞭
な
も
の
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
項

目
が

『荘
厳
論
』
と

『摂
論
』
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら

の
釈
を
参
照
し
な
が
ら
内
容
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

①

は

「諸
法
」
の
実
相
の
無
差
別
を
い
う
。

こ
れ
は
、
『解
深
密
経
』

の
諸
法
実
相
と
い
う

<真
理
>
の
同

一
に
近

い
解
釈
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
『荘
厳
論
』
と

『摂
論
』
で
は

「諸
法
」

で
は
な
く

「法
」
と
な
っ

て
い
る
。
釈
に
よ
る
と
、
前
者
は

「法
界
」
、
後
者
は

「真
如
」
の
語

で
言
い
換
え
ら
れ
、
ど
ち
ら
に
も

「所
趣
」

が
同

一
で
あ
る
と
説
明
さ

れ
て
い
る
。
『
荘
厳
論
』
と

『摂
論
』
の

「法
」
は
、
諸
乗

の
帰

一
す

　ヨ
　

る
と
こ
ろ
、
と
い
う
意
味
が
強
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②

の

「無
分
別
行
相
」
は
分
別
の
な
い
心

の
は
た
ら
き
、
所
謂
平
等

性
智
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
自
己
と
他
者
の
平
等
を
体
現

す
る
こ
と
で
あ
り
、
以
下
に
見
ら
れ
る

<行
道
>
の
同

一
の
基
礎
と
な

る
観
念

で
あ
る
。

③
は

「衆
生
無
我
」
と

「法
無
我
」
の
平
等
を
い
う
。
人
法
二
無
我
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五
二

と
い
う

<真
理
>
は
諸
乗
に
等
し
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

『荘
厳
論

』
や

『摂
論
釈
』
で
は
単
に

「無
…我
」
と
な
っ
て
お
り
、
あ

ら
ゆ
る
修
行
者

は
無
我
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
差
別
は
な
い
と

説
明
し

て
い
る
。

④
は

「解
脱
」
の
平
等
を
い
う
。

こ
れ
は

<証
果
>
の
同

一
を
い
う

も
の
で
あ
り
、
『荘
厳
論
』
や

『摂
論
』
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

⑤

の

「変
化
」
は
、
『荘
厳
論
』
や

『摂
論
釈
』
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

仏
が
無
量

の
過
去
世
に
お
い
て
声
聞
と
な
り
浬
葉
を
得
た
こ
と
を
い
う
。

仏
が
声
聞
に
化
し
た
の
は
、
そ

の
因
縁
を
聞

い
た
声
聞
に
浬
藥
を
得
よ

う
と
い
う
意
欲
を
起
こ
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
、

「変
化
」

と
は
、
修
行
者
の

<行
道
〉
が
仏

の
そ
れ
と
同

一
で
あ
る
こ

と
を
示

す
解
釈
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

⑥

の

「究
寛
」
は
解
釈
が
安
定
し
て
い
な

い
。
『荘
厳
論
』
は
、
「仏

体
」
に
至
れ
ば
他
に
趣
く
と
こ
ろ
が
な
い
の
で

「
一
乗
」
で
あ
る
と
説

明
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
『解
深
密
経
』
と
同
様
、
「究
寛
」
を

<証
果
>

の
意
味

で
解
釈
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

『摂
論
釈
』
は
、
最
上

無
比
の
乗
な
の
で

「
一
乗
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
<証

果
>
の
同

一
性

で
は
な
く
、
む
し
ろ

<行
道
>
の
絶
対
性
を
強
調
す
る

特
異
な
解
釈
で
あ
る
。

四
、
『大
乗
荘
厳
経
論
』

の
八
意

『荘
厳
論
』
は
述
求
品
に
お
い
て
、
諸
仏
が

コ

乗
」
を
説

い
た
八

っ
の
意
図
を
説
明
し
て
い
る
。

①
法
②
無
我
③
解
脱

同
故
④
性
別
故

⑤
⑥
得
二
意
⑦
変
化

⑧
究
寛
説
一
乗

こ
の
う
ち
、
①
②
③
⑦
⑧

の
項
目
は

『顕
揚
論
』
の
①
③
④
⑤
⑥
を

引
き
継

い
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
の
違
い
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。

こ
こ
で
は
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
④

「性
」
と
⑤
⑥

「得
二
意
」
に
っ

い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

④

の

≒性
」
と
は
、
諸
乗

の
種
性
に
区
別
が
あ
る
か
ら

「
一
乗
」
が

説
か
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『解
深
密
経
』
や

『顕
揚
論
』
で

は
三
乗

の
同

一
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
至
り
、
区
別
が
あ
る

か
ら
こ
そ

一
乗
が
説
か
れ
た
と
い
う
逆
説
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
釈

に

「不
定
三
乗
性
人
引
入

大
乗
」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
乗
の
区
別
に
と
ら
わ
れ
て
未
だ
決
定
し
て

い
な
い
修
行
者
が
お
り
、
彼
ら
を
大
乗

に
誘
引
す
る
た
め
に

「
一
乗
」

が
説
か
れ
た
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
『摂
論
釈
』
で
も
、
こ
れ
が
不

定
種
性
の
成
仏
を
意
図
し
た
項
目
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
項
目
の
新
設
が
喩
伽
行
派
の

一
乗
思
想

に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で

あ
っ
た
か
は
、
後
掲

の
偶
に
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
⑤
⑥

の

「得
二
意
」
は
、
仏
と
衆
生

が
同

一
で
あ
る
と
み
る
両

者
の
意
志
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
⑤

は
釈
に

「諸
仏
得
同
自
意
故
」
と

あ
り
、
仏
が
衆
生
を
自
分
と
同
じ
で
あ
る
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し

仏
と
衆
生
が
同
じ
な
ら
ば
、
衆
生
も
仏
と
同
様
に
成
仏
で
き
る
は
ず
で
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五
三

あ
る
か
ら
、
仏
は

「
一
乗
」
を
説
い
て
衆
生
の
成
仏
を
促
す
の
で
あ
る

と
い
う
。
こ
れ
は

『摂
論
釈
』
も
同
趣
旨
で
あ
る
。
⑥

は
釈
に

「声
聞

得
作
仏
意
故
」
と
あ
り
、

「
一
乗
」
の
教
説
を
聴
い
て
自
ら
を
仏
と
同

じ
で
あ

る
と
思
い
、成
仏
を
目
指
す
衆
生
の
意
志
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

い
ま
の
声
聞
も
過
去
世
に
お
い
て
悟
り
を
得
る
た
め
の
修
行
を
し
て
お

り
、
そ
の
時
に
は
確
か
に
仏

の
種
性
に
あ
る
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い

た
。
過
去
世
の
行
為
は
相
続
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
い
ま
の
声
聞
も

コ

乗
」
の
教
説
を
聴

い
て
成
仏

の
意
欲
を
起

こ
す
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
声
聞
が
自
ら
に
成
仏
の
意
志
が
あ
る
と
知

る
の
は

「仏
加
」
や

「勝
摂
」
に
よ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

成
仏

へ
の
意
志
は
、
諸
仏
の
は
た
ら
き
が
あ
っ
て
初
め
て
知
ら
し
め
ら

れ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
⑤
と
⑥
が
不
離
の
関
係
に
あ

り
、
⑥
が
⑤

に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
仏
は
衆

生

へ
の
思
い
か
ら

「
一
乗
」
を
説
き
、
衆
生
は
そ
れ
を
聴

い
て
作
仏

へ

の
意
志

が
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
諸
乗
の
同

一
よ
り
も
、
仏

と
衆
生

の
同

一
を
い
う
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
仏
と
衆
生
の

<行

道
〉
の
同

一
に
つ
い
て
は
、
既
に

「変
化
」
の
解
釈
に
現
れ
て
い
る
が
、

「変
化
」
が
仏
の
前
世
繹
を
下
敷

に
し
て
い
る
の
に
対
し
、

「二
意
」
は

『法
華
経

』
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
解
釈
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の

こ
と
は
、
『摂
論
釈
』
で
⑥
が

『法
華
経
』

の
授
記
を
例
に
説
明
さ
れ

る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

し

か

し
、

「
一
乗

」

の
教

説

を

聴

い

て
成

仏

を

志

向

し

た

と

し

て
も

、

未
だ
成
仏
し
て
い
な
い
以
上
、
退
転
も
あ
り
う
る
三
乗
不
定
の
立
場
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
『荘
厳
論
』
は

「如
是
処
処
経
中
、
以

此
八
意
仏
説

一
乗
、
而
亦
不
無
三
乗
」
と
い
う
言
葉

で
八
意
を
総
括
し
、

『解
深
密
経
』
と
同
様
、
あ
く
ま
で

「
一
乗
」

が
説
か
れ
て
も
三
乗

の

区
別
は
あ
る
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
。

五
、
『摂
大
乗
論
』

の
十
義
ー

結
語
に
か
え
て

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
新
し
い

=

乗
」

の
解
釈
は
、
ど
の
よ
う
な

問
題
意
識
か
ら
創
案
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
『荘
厳

論
』
の
続
く
偶
に
示
さ
れ
て
い
る
。

引
摂
諸
声
聞

摂
住
諸
菩
薩

於
此
二
不
定

諸
仏
説

一
乗

す
な
わ
ち
、
三
乗

の
区
別
が
あ
り
な
が
ら

「
一
乗
」
が
説
か
れ
た
の

は
、
不
定
の
声
聞
や
菩
薩

の
た
め
で
あ
る
と

い
う
。
釈
に
よ
れ
ば
、
い

ま
声
聞
で
あ
つ
て
も

(向
上
の
可
能
性
が
あ
り
)
声
聞
乗
に
決
定
し
て
い

な
い
修
行
者
を
大
乗
に
誘
引
し
、

い
ま
菩
薩

で
あ
っ
て
も

(退
転
の
可

能
性
が
あ
り
)
菩
薩
乗
に
決
定
し
て
い
な
い
修
行
者
を
大
乗
に
安
住
さ

せ
る
た
め
に
、

=

乗
」
が
説
か
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
先

の
④

の

「性
」
と
⑤
⑥
の

「得
二
意
」

の
解
釈
を
敷
延

・
強
調
し
た
も

の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
、
諸
仏
が
修
行
者

へ
思

い
を
よ
せ
て

「
一
乗
」
を
説
き
、

そ
れ
を
聴

い
て
成
仏

へ
の
意
志
を
強
く
し
た
修
行
者
は
、
三
乗
不
定
な
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唯
識
学
派

に
お
け
る

「
一
乗
」

の
観
念

に

つ
い
て

(吉

村
)

五
四

が
ら
解
脱

へ
の
道
を
あ
ゆ
む
、
と
い
う

一
連
の
構
図
が
見
て
取
れ
る
。

『荘
厳
論
』
は
仏
と
衆
生

の
同

一
を
課
題
と
し
、
修
行
者
が
三
乗
不
定

の
ま
ま

一
つ
の
道
を
あ
ゆ
む
と
い
う

<行
道
〉

の
逆
説
的
な
関
係
を
、

仏
か
ら
衆
生
、
衆
生
か
ら
仏
と
い
う
連
環
に
お
い
て
説
明
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
偶
は
、
『摂
論
』

の
彼
果
智
分
で

「
一
乗
」
が
説
か
れ
た
理
由

の
筆
頭

に
数
え
ら
れ
、
『荘
厳
論
』

の
八
意
と
あ
わ
せ
て
十
義
を
構
成

す
る
に
至

っ
た
。

為
①
引
摂

一
類

及
②
任
持
余
乗

由
不
定
大
乗

諸
仏
説

一
乗

②
法
④
無
我
⑤
解
脱

等
故
⑥
性
不
同

⑦
⑧
得
二
意
楽
⑨
化

⑩
究
寛
説

一
乗

『摂
論
』
の
十
義

の
う
ち
①
②
⑥
⑦
⑧
⑨

の
六
義
ま
で
が
、
修
行
者

を
大
乗

に
誘
引
す
る
た
め
に

「
一
乗
」
-が
説
か
れ
た
、
と
い
う
解
釈
に

関
連
す

る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
喩
伽
行
派
の
文
献
に
み
ら
れ
る

「
一
乗
」
の
解
釈
と
そ
の
展

開
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
『解
深
密
経
』
や

『顕
揚
論
』
の

「
一
乗
」
の

解
釈
は

<真
理
>
<証
果
>
<行
道
>
の
同

一
を
強
調
す
る
も
の
で
あ

っ

た
。
そ
れ
に
対
し
、
『荘
厳
論
』
や

『摂
論
』
の
解
釈
は
、
「
一
乗
」
と

三
乗

の
矛
盾
し
た
関
係
に
つ
い
て
、
不
定
種
性
の
成
仏
と
い
う
観
点
か

ら
解
決
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、

「
一
乗
」
と

は
仏

の
立
場
か
ら
修
行
者
に
知
ら
し
め
ら
れ
、
修
行
者
は
そ
れ
を
聴
い

て
成
仏

へ
の
意
志
を
強
く
す
る
が
、
成
仏

へ
の
過
程
に
お
い
て
は
未
だ

三
乗
不
定
の
立
場
に
あ
る
、
と
い
う
構
造
が
形
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
「
一
乗
」
と
三
乗
の
矛
盾
に
対
し
、
優
劣
を
決
定
せ
ず
、
両
者

の
整
合
性
を
追
究
す
る
と
い
う
思
考
は
、
喩
伽
行
派
の

一
乗
思
想
の
特

徴
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
の
唯
識
学
派

に
お
い
て
も
、
当
初
は

「
一
乗
」
の
観
念
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
が
、
真
諦
訳

『摂
論

釈
』
の
影
響
や
五
姓
各
別
説

へ
の
反
発
も
あ

っ
て
、
そ
の
解
釈
は
十
分

に
浸
透
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
経
緯

に
つ
い
て
は
別
稿
で
論

じ
る
予
定
で
あ
る
。

1

勝
呂
信
静
。
『初
期
唯
識
思
想

の
研
究

』
(
一
九
八
九
年
、
春
秋
社

)
参
照
。

2

以
下

の
叙
述

は
次

の
資
料

に
基
づ

く
。
『解

深
密
経
』
大
正

一
六
、
六
九

五

a
、
七
〇

八

a
。
『
顕
揚
論
』
大

正
三

一
、
五
八

一
b
。
『荘

厳
論
』

大

正
三

一
、
六

一
五
b
-

c
。
『摂
論
釈

』
大
正
三

一
、
三
七
七

c
-

三
七

八

a
。
『摂
論
釈
』
は
世
親
釈
を
用

い
、
真
諦
訳

や
無
性
釈
と

の
比
較

は
省
略

す

る
。

3

松

本
史

朗

「唯

識
派

の

一
乗

思

想

に

つ
い
て
―

一
乗
思

想

の
研
究

(
II
)
―

」
(『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』

一
三
、

一
九

八
二
年

)
参
照
。

氏

は

『
荘
厳
論
』

の

「法
界

の
無
区
別
性

」
を
重
視
し

て
唯
識
派

の

一
乗

思
想

の
構
造
を
示

さ
れ
た
。
そ
れ
は
法
界
観

の
考
察

に
は
有
効

で
あ
る
が
、

以
下

に
述

べ
る
よ
う

に
、

一
乗
思
想

の
特

徴
を
示
す
も

の
と
し

て
は

一
面

的
な
も

の
と
思
わ

れ
る
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

一
乗
、
喩
伽
行
派
、
唯
識
学
派
、
玄
奘

(恵
泉
女
学
園
大
学
非
常
勤
講
師
)
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