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複
数
の
唯
識
説

―『大
乗
荘
厳
経
論
』

の
例
―

芳

村

博

実

は
じ
め

に

「三
界
が
心
の
働
き
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
」
と
い
う
主
張
、
そ
れ

を
今
仮

に
、
唯
識
説
と
定
義
す
る
と
、
そ
の
主
張
が
種
々
の
テ
キ
ス
ト

の
処
々
に
散
見
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
表
現
が
、

い
ろ
い
ろ
な
言
葉
を

使

っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
我
々
は
知

っ
て
い
る
。
例
え
ぼ
、

『十
地
経
』
に
は
、

(
1)

「こ
の
三
界
に
ぞ
く
す
る
も
の
は
、
唯
心
で
あ
る
。」

と
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
言
葉
を
使

っ
て
、
こ
の
唯
識
を
述

べ
る
伝
統
が

別
々
に
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
何
時
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

伝
統
が
持

つ
そ
れ
ぞ
れ
の
趣
を
保
持
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を

一
つ
の
体

系
へ
と
纏
め
る
動
き
が
出
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
中

で

『大
乗
荘
厳
経
論
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
は
、
種
々
の
言

葉

に
よ
る
唯
識
説
が
集
中
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず

『
大
乗
荘
厳
経
論
』

の
諸
例
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
れ
ら
の
表
現
を
探

る
こ
と
か
ら
始
め

(
1
)
そ
の
主
張
に
複
数

の
内
容
局
面
が
読
み
取
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
そ
の
主
張
が
な
さ
れ
る
場
合
に
唯
識

(手

j
n
a
p
t
)
m
a
t
r
a

)

な
る
言
葉
を
使
用
す
る
場
合
に
限

っ
て
み
て
も
、
そ
れ
に

複
数
の
局
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て

(2
)
そ
の
こ
と
が

副
次
的
に
、
『大
乗
荘
厳
経
論
』
釈
が
作
ら
れ
た
後
に
、
『
摂
大
乗
論
』

が
作
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
述

べ
た
い
と

思
う
。

一

前

提
と
な

る
研
究

唯
識
学
の
教
理
研
究
に
お
い
て
唯
識
と
い
う
言
葉
が
最
重
要

の
言
葉

で
あ
る
こ
と
は
、
誰
も
否
定
で
き
な
い
。
学
派

の
名
前
に
唯
識
が
使
わ

れ
、
そ
の
学
派

の
究
極
的
な
宗
教
体
験
を
表
示
す
る
に
当
た
っ
て
、
こ

の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
が
重
視
さ
れ
る
の
は
自
然
の
成

り
行
き
と
言
え
る
。
従

っ
て
私
は
、
唯
識
の
識

を
サ
ン
ス
グ
リ
ッ
ト
の

テ
キ
ス
ト
に
遡
り
、
そ
の
場
面
場
面
で
の
使
用
例
を
研
究
す
る
方
法
を
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も

っ
て
、
研

究

を
続

け

て
き

た
。
(
2
)

そ

こ

で
、

サ

ン
ス
ク

リ

ッ
ト

の
V
i
j
n
a
p
t
i

が

使

用

さ
れ

て
唯

識

学

派

の
根
本
的
教
理

(勝
義
、
三
性
、
入
無
相
方
便
相
)
(
3
)

が
新
た
な
体
系
と
し

て
説
述
さ
れ
始
め
る
の
が
、
『摂
大
乗
論
』
で
あ
る
事
を
確
認
し
た
。
(
4
)

と
言

っ
て
も
、
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i

)
の
み
な
ら
ず
、
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)

な
る
言
葉

が

『摂
大
乗
論
』
以
前
に
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
の
は
勿
論

で
あ
る
。
特

に
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)

な
る
述
語
は

『解
深
密
経
』
『中
辺
分
別
論
』
『大
乗
荘
厳
経
論
釈
』
『法
法
性
分
別
論
』

等
を
初
め
数
種
の
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
既
に
研
究

し
明
ら
か
と
し
た

『摂
大
乗
論
』
に
お
け
る
唯
識
説
が
新
し
い
シ
ス
テ

ム
の
構
築
で
あ

っ
た
な
ら
ぼ
、
『摂
大
乗
論
』
以
前
の
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
-

t
r
a

)

と

『
摂
大
乗
論
』
の
そ
れ
と
は
、
述
語
は
同

一
で
あ
る
に
も
拘
わ

ら
ず
、
そ

の
意
味
内
容
が
全
く
別
な
も

の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
可
能

性
が
出

て
く
る
。

さ
ら
に
古
い
テ
キ
ス
ト
の
中
で
は
、
世
界
が
唯
識

で
あ
る
こ
と
を
示

す
に
は
別

の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
唯
心
と
い
う
言
葉

な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
唯
識
な
る
言
葉
が
、
あ
る
学
派
の
究

極
的
立
場
に
言
及
す
る
と
い
う
、
そ
れ
ほ
ど
の
意
味
を
も
っ
て
使
わ
れ

て
い
た
と
は
言

い
難
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
、
そ
れ
を
唯
識

(
v
i
-

j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)
な
る
述
語
に
統

一
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
が
、
従
来
の

一
連
の
研
究
を
通
じ
る
研
究
動
機
で
あ

っ
た
。

今
回
は
、
従
来

の
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「三
界
が
心
の
働
き
の

み
な
る
こ
と
」
を
種
々
の
表
現
と
し
て
内
に
含

む

一
つ
の
テ
キ
ス
ト

『大

乗
荘
厳
経
論
』
と
そ
の
注
釈
類
の
例
を
採
り
上
げ
、
検
討
す
る
。

二

『大
乗
荘
厳
経
論
』

に
見

る
複
数

の
唯
識
表
現

1
.

「資
材
を
集
積
す

る
と

い
う

こ
と
を
基

点
と
し

て

(
s
a
m
b
h
a
r
a
d
)

基
盤

(
a
d
a
r
a

)

と
蓄
積

(
a
d
h
a
n
a

)
が
あ
る
時
、
実

に
名

の
み

(
n
a
m
a
m
a
t
r
a

)

を
見
る
。
名

の
み
を
見

る
彼

は
そ
れ
を
見

つ
つ
、
も
は
や
そ

れ
を
見

な

い
。
」

こ
の
部
分
は
五
瑜
伽
地
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
釈
中
に
は
、
「実

に
名

の
み

(
n
a
m
a
m
a
t
r
a

)

を
見
る
と
は
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)

を

(見

る
)
と
い
う
こ
と
で
、
名
は
四
蘊

(cat
v
a
r
a
h
 
s
k
a
n
d
h
a
h

)
だ
」
と
解
説

し
て
い
る
。

「た
だ
名
の
み
」
な
る
事
が
唯
識

と
同
様
に
み
な
さ
れ
て
い

る
例
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
を
通
じ
て

「無
認
識
の
解
脱
」
(
a
n

-

u
p
a
l
a
m
b
h
o
 
v
i
m
u
k
t
i
h
)

へ
到
る
こ
と
を
説
い
て

い
る
。
入
無
相
方
便
相
と

し
て
述
べ
ら
れ
る
内
容
が
、
名
の
み
と
い
う
言
葉
を
使

っ
て
述
べ
ら
れ

て
い
た
伝
統
を
示
唆
す
る
。

ま
た
、
十
四
章
で
は
、

2 .

複
数
の
唯
識
説

(芳

村
)

二
五
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複
数
の
唯
識
説

(芳

村
)

二
六

「彼
は
優
れ
て
清
浄
な
智
に
よ
っ
て
、
三
界
に
属
す
る
我
と
諸
行
を

(そ
れ

ら
が
)
虚
妄
分
別
で
あ
る
こ
と
か
ら
二
が
無
い
対
象
で
あ
る
と
見
る
。」

上
の
偈
を
釈
中

で
は
、
「彼
は
三
界
に
属
す
る
我
と
諸
行
を
唯
虚
妄
分

別
で
あ
る
と
見
る
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
唯
は
我
と
諸
行

の
実
体
が
無

で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
、
因
み
に
安
慧
は
唯
虚
妄
分
別
を
唯
心
と

し
て
説
明
し
唯
虚
妄
分
別
を
唯
識
と
同
様
に
み
な
し
て
い
る
。

3
.

「
ム

ニ
に
よ

っ
て
確

定

さ
れ
た
善

法

に
よ
く
住

す
る
賢
者

は
、
慧

を
根
本

心

の
対
象

で
あ

る
法

界
中

に
安

置

し
、
念

の
至

る
所
を
唯
分
別

の
み

で
あ

る
、

と
知

っ
て
速
や
か

に
功
徳
海

の
彼

岸
に
赴
く
。
」

こ

こ
に
出

る

「唯

分

別

の

み

」

(
k
a
l
p
a
-
m
a
t
r
a

)

な

る

言

葉

は
、

四
章

の

十

四
偈

釈

中

に

も
使

わ

れ

て

い

る
。

そ

こ
で

は
、
初

地

に

あ

る
行

者

が

第

二
地

へ
と

出

離

す

る
際

の
無

分

別

を

説

き
、

彼

の

い
る

地

の
設

定

そ

の
も

の
を

も

「唯

分

別

」

と

と

ら

え

、

そ

の

「
唯

分

別

」

と

い
う

思

い

に
対

し

て
も

無

分

別

で
あ

る

こ
と

が

理
由

と

な

っ
て
出

離

す

る

と

な

っ

て
い
る
。
(
6
)

六
章
十
偈

の

「唯
分
別
」
は
、
仏
果

へ
到
る
前
提
と
し
て
同

様
の
形
式
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

4
.

「彼
は
諸
対
象
を
唯
意
言
の
み
で
あ
る
と
知
っ
て
、
そ
れ
を
似
現
す
る
唯
心

の
中
に
住
す
る
。
そ
し
て
こ
の
故
に
二
相
を
離
れ
た
法
界
が
現
前
に
見
え
て

く
る
。」

こ
の
最
後
に
述
べ
ら
れ
る

「法
界
が
現
前
に
見
え
て
く
る
」
な
る
句
か

ら
、
こ
の
偈
の
内
容
が
見
道
す
な
わ
ち
初
地
入
地
直
前
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
理
解
で
き
、
そ
の
前
提
が
二
相
を
離
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る

こ
と
も
了
解
で
き
る
。
こ
こ
で
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)

に
相
当
す
る
言

葉
は
唯
意
言

(
j
a
l
p
a
-
m
a
t
r
a

)

で
は
な
く
、
唯
心
で
あ
る
。
唯
意
言
は
対

象
を
否
定
し
除
く
働
き
を
担

っ
て
い
る
が
、
唯
意
言
は
唯
心
に
よ
っ
て
、

唯
心
を
基
盤
と
し
て
似
現
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
唯
意
言

が
唯
識
の
内
容
を
示
す
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
従
っ
て
こ
れ
も
唯

心
な
る
言
葉
が
唯
識
の
内
容
を
説
明
す
る
例

で
あ
る
。

5
.

心

こ
そ
が
所
縁

の
顕

現
を
も

っ
て
生
起
す

る

の
で
あ

っ
て
心
と
は
別

の
所
縁

は
存
在

し
な
い
。

で
あ
る
か
ら
唯
心

で
あ

る
と
知
る
も

の
も
知
ら
ぬ
も

の
も

心

こ
そ
が
所
縁

で
あ
り
、
他

で
は
な

い
。

三

複

数

の

唯

識

説

以

上

見

た

よ
う

に
、

三

界

が
心

の
働

き

に

よ

っ
て
成

立

し

て

い
る

こ
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と
を
表
現
す
る
、
そ
の
表
現
に
複
数
の
例
が
あ
る
こ
と
を
見
た
。
唯
心
、

唯
名
、
唯
虚
妄
分
別
、
唯
分
別
な
ど
で
あ
る
。
同
義
異
名
の
諸
例
と
言

え
よ
う
。
し
か
し
、
唯
識
な
る
言
葉
が

『摂
大
乗
論
』
以
降
、
最
重
要

の
言
葉
と
し
て
登
場
し
て
く
る
以
上
、
こ
の
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)

と

い
う
述
語
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
ら
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)

と
い
う
同
じ
述
語
を
使

っ
て
、
異
な
っ
た
内
容
が
説

示
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
言
わ
ぼ
同
名
異
義
の
例
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
は
同
時
に
、
「三
界
が
心
の
働
き
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
」
と

い
う
主
張

を
唯
識
と
い
う
述
語
で
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
な
働
き

・
役
割
を
も
つ
か
、
と
い
う
事
の
検
証
で
も
あ
る
。
と
い
う

の
も
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a
)

な
る
述
語
が
使
用
さ
れ
る
例
は
、
『摂
大

乗
論
』
が
著
さ
れ
た
時
よ
り
も
明
ら
か
に
以
前
と
思
わ
れ
る
テ
キ
ス
ト

に
も
散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
『摂
大
乗
論
』
の
作
者
に
よ
っ
て
初
め

て
、
そ
れ
ま
で
の
入
無
相
方
便
相
と
三
性
が
V
i
j
n
a
p
t
i

な
る
語
に
中
心

的
役
割
を
持
た
せ
な
が
ら
、

一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
構
築
さ
れ
た
、

と
主
張
す
る
な
ら
、
『摂
大
乗
論
』
以
前
の
唯
識
な
る
語
と

『摂
大
乗

論
』
で
の
唯
識
と
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
拙
著

「『摂

大
乗
論
』

に
お
け
る
入
無
相
方
便
相
―

『中
辺
分
別
論
』
と
の
比
較
に

お
い
て
―
」
(
7
)

に
述

べ
た
事
で
あ
る
。

『中
辺
分
別
論
』
と
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
の
違
い
は
明
ら
か
と
な

っ

た
。
『中
辺
分
別
論
』
で
は
、
唯
識
が
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

と

い
う
原
語
を

使
っ
て
釈
中
に
説
か
れ
る
が
、
そ
れ
は

『摂
大
乗
論
』
の
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-

m
a
t
r
a
)

と
は
違

っ
た
も
の
で
あ
る
。

『中
辺
分
別
論
』
で
は
、
三
性
が
虚
妄
分
別
を
中
心
概
念
と
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
『摂
大
乗
論
』
で
は
V
i
j
n
a
p
t
i

が
そ
の
役

割
を
担

っ
て
い
た
。
ま
た
識

(
V
i
j
n
a
p
t
i
)

を
中
心
概
念
と
し
て
入
無
相

方
便
相
が
説
か
れ
た

『中
辺
分
別
論
』
に
対
し

て
、
『摂
大
乗
論
』

で

は
や
は
り
V
i
j
n
a
p
t
i

が
そ
の
役
割
を
担

っ
て
い
た
。
『中
辺
分
別
論
』
に

述
べ
ら
れ
る
三
性
説
と
入
無
相
方
便
相
を
V
i
j
n
a
p
t
i

と
言
う
中
心
概
念

で
ま
と
め
た

『摂
大
乗
論
』
は
三
性
を
使

っ
た
入
無
相
方
便
相
を
二
章

十
四
b
、
三
章
九
や
八
章
二
十
に
述
べ
、
「唯
識

の
想
さ
え
も
ひ
る
が
え

さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
」
円
成
実
性

へ
の
悟
入
が
あ
る
と
説
く

こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
識

の
無
に
よ
っ
て
入
無
相
方
便
相
が
完
結
す
る
シ
ス
テ

ム
と
は
明
ら
か
に
違
う
。

『中
辺
分
別
論
』
中
に
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a
)

が
使
用
さ
れ
る
場
合

は
、
編
者

で
あ
る
長
尾
雅
人
博
士
が
山
口
益

博
士
校
訂

の
安
慧
釈

に

従
っ
て
補
足
し
て
む
ら
れ
る
s
u
b
d
i
v
i
s
i
o
n

に
従
え
ぼ

一
章
六

・
七
偈

が

こ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
世
親
釈
中
に
は
、
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a
)

な
る

述
語
が
使
わ
れ
、
入
無
相
方
便
相
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
六
偈

へ
の
導
入
部
分

の
釈
に

「今
や
こ
こ
で
そ
の
同
じ
虚
妄
分
別

に
お
い
て
入
無
相
方
便
相
を
明
示
す
る
」
な
る
言
葉
が
あ
る
の
で
、
こ

の
偈
こ
そ
が

『中
辺
分
別
論
』
に
お
け
る
入
無
相
方
便
相
を
代
表
す
る

偈
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
偈
中
に
は
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)

な
る
言
葉
が
存
在
し
な
い
。
可
得

(u
p
a
l
a
b
d
h
i

)
と
不
可
得

(n
o
p
a
l

abd
h
i
)

複
数
の
唯
識
説

(芳

村
)

二
七
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複
数
の
唯
識
説

(芳

村
)

二
八

の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
釈
中
に
お
い
て
初
め
て
可
得
を
唯
識

(
V
I
-

j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)

の
可
得
だ
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
唯
識
の
可
得
は
そ
の

ま
ま
対
象

の
不
可
得
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
唯
識
そ
の
も
の
も
不
可
得
と

な
る
こ
と
が

一
連
の
段
階
の
最
終
段
階
と
な
る
。
第
五
章
二
六
偈

の
釈

中
に
も
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)

の
存
在
が
対
象

(a
t
a)
の
否
定
を
導

き
、
対
象

(a
t
ai
の
否
定
に
基
づ
き
、
唯
識
を
も
が
否
定
さ
れ
る
こ

と
と
同
様

の
構
造
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第

一
章
六
偈

に
続
く
七
偈
は
、
こ
の

一
連
の
段
階
の
最
終
段
階
を
内

容
と
し
て
持

つ
、
宗
教
的
実
践
結
果
の
分
析
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
言
わ

ぼ
、
段
階
性
を
内
に
含
む
入
無
相
方
便
相
の
結
果
に
た
い
す
る
同
時
的

局
面
の
分
析
で
あ
る
。
宗
教
的
実
践
の
過
程
そ
の
も
の
は
、
六
偈

で
言

い
尽
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
こ
の
唯
識
に
よ
っ
て
対
象
の
存
在
が
否
定
さ
れ
、

つ
い
で
唯

識
の
存
在
す
ら
否
定
さ
れ
る
、
と
い
う
段
階
が
象
徴
す
る
入
無
相
方
便

相
は
、
三
偈

で
も
述

べ
ら
れ
る
。
そ
の
三
偈

で
は
、
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
)

の

存
在
に
よ

っ
て
、
対
象

(a
t
ai
が
否
定
さ
れ
、
対
象

の
非
存
在
に
基

づ
い
て
識

(
v
i
j
n
a
n
a
)

も
が
否
定
さ
れ
る
図
式
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
図
式
は
、
六
偈

で
示
さ
れ
る
、
可
得
か
ら
不
可
得

へ
、
そ
し
て
更
に

不
可
得

へ
と
い
う
入
無
相
方
便
相
の
、
そ
の
説
述
内
容
と

一
致
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
『中
辺
分
別
論
』
釈

で
使
わ
れ
る
唯
識
は

寧
ろ
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i

)
と
同
義
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
解
釈
上
は
能
取
と

し
て
の
働

き
を
も

っ
て
第

一
の
役
割
と
見
ざ
る
を
得
な
い
。
(
8
)

そ
う
で
な

け
れ
ぼ
、
能
取
と
し
て
の
唯
識
が
存
在
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
所
取
と

し
て
の
対
象
が
非
存
在

で
あ
る
こ
と
に
至
り
、
所
取
の
非
存
在
の
故
に

能
取
も
ま
た
非
存
在
と
な

っ
て
、
究
極
的
な
目
標
と
し
て
の
二
取
の
非

存
在
を
悟
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
種

の
非
存
在
が
修

行
者
に
実
現
で
き
な
け
れ
ぼ
、
悟
り
は
実
現
せ
ず
、
こ
の
宗
教
的
実
践

体
系
そ
の
も
の
の
意
味
も
な
く
な
る
。
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
)

は
、
こ
の
入
無

相
方
便
相
の
図
式
に
お
い
て
飽
く
ま
で
も
専

一
に
能
取
の
役
割
を
担

っ

て
い
る
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
こ
の
識

の
意
味
を
も
っ
て
、
三
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
不
可

能
で
あ
る
こ
と
も
重
大
な
意
味
を
持

つ
。
三
性

は
あ
く
ま
で
も

『中
辺

分
別
論
』
に
器
い
て
虚
妄
分
別
を
中
心
概
念
と

し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
)

の
存
在
と
非
存
在
こ
そ
が
、
虚
妄
分
別
の
虚
妄
性
を
成

立
さ
せ
る
鍵
と
な

っ
て
い
る
か
ら
だ
。
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i

)
の
存
在

・
非
存

在
と
を
根
拠
と
す
る
虚
妄
分
別
に
と

っ
て
、
両
者
の
一
方
を
欠
く

こ
と

は
、
虚
妄
分
別
の
虚
妄
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
識

(
v
i
－

j
n
a
p
t
i

)
を
中
心
概
念
と
し
て
三
性
を
述

べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

虚
妄
分
別
を
中
心
概
念
と
す
る
三
性
を
説
く

『中
辺
分
別
論
』
に
述

べ

ら
れ
る
≦
j
apt一
は
、
『摂
大
乗
論
』
の
V
i
j
n
a
p
t
i

と
異
な
る
。

で
は
、
『大
乗
荘
厳
経
論
』
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
偈
中
に
お
い
て

使
わ
れ
る
V
i
j
n
a
p
t
i

は
、
十

一
章
二
四
偈

の
み
で
あ
る
。

こ
の
偈
を
引

用
し
て

『摂
大
乗
論
』
は
V
i
j
n
a
p
t
i

な
る
語
を
中
心
概
念
と
す
る
唯
識

説

を

構

築

し

た
。
(
9
)

し

か

し

、

こ

の
偈

に

つ
い
て
解

説

す

る

釈

(b
h
a
s
y
a

)
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中
に
は
唯
識
の
語
が
見
当
た
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
唯
識
を
述

べ
る

偈
は

「唯
識
性
を
探
求
す
る
二
偈

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a
p
a
r
t
y
e
s
t
a
u
 
d
v
a
u
 
s
l
o

-

k
a
u」
と
し
て
十

一
章
三
四

・
三
五
偈
に
述

べ
ら
れ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、

『摂
大
乗
論
』
に
お
い
て
唯
識
を
表
明
す
る
重
要
な
部
分
に
、
『大
乗
荘

厳
経
論
』
釈
に
は
唯
識
と
解
説
す
る
文
の
な
い
十

一
章
二
四
偈
が
引
用

さ
れ
て
い
る
事
が
注
書
さ
れ
た
。
明
ら
か
に

『摂
大
乗
論
』
の
作
者
は

『大
乗
荘
厳
経
論
』
釈

の
唯
識
説
で
は
、
表
現
し
き
れ
な
い
何
も

の
か

を
意
図
し

て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し

『大
乗
荘
厳
経
論
』
釈
中

に
指
示
さ
れ
る
唯
識
が
彼
の
意
図
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぼ
、

当
然
彼
は
そ
の
偈
を
引
用
し
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
に
と

っ
て

『大
乗
荘

厳
経
論
』

は
自
説
に
権
威
を
与
え
る
書
で
あ
る
か
ら
だ
。
逆
に
述

べ
れ

ぼ
、
『大
乗
荘
厳
経
論
』
の
述
語
で
あ
る
唯
識
は
、
『摂
大
乗
論
』
で
述

べ
ら
れ
る
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)
と
は
異
な

っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
彼

は
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
唯
識

(
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)

な
る
述

語
そ
の
も

の
が
複
数
の
局
面

・
内
容
を
持

つ
こ
と
と
な
ろ
う
。

ま

と

め

『大
乗

荘
厳
経
論
』
釈
中
に
は
、
「三
界
が
心
の
は
た
ら
き
の
み
に

よ
っ
て
実
現
し
て
い
る
」
と
い
う
事
を
表
現
す
る
説
述
に
複
数
の
表
現

を
見
た
。

そ
れ
ら
各
々
が
、
異
な

っ
た
伝
統
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
さ
に
、
複
数
の
唯
識
説
で
あ
る
。
そ
の
中
の

一
部
の
説
述
は
、
『大
乗

荘
厳
経
論
』
釈
中
に
お
い
て
、
唯
識
な
る
言
葉
を
も
っ
て
解
説
せ
ら
れ
、

旧
来
の
仏
教
の
中
で
そ
の
内
容
が
唯
識
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
指
摘
し

て
い
る
。

一
方
、
そ
の
釈
中
に
そ
の
内
容
が

「唯
識
」
で
あ
る
、
と
し

て
指
摘
さ
れ
な
か

っ
た
偈
が

『摂
大
乗
論
』
に
引
用
さ
れ
、
そ
の
著
者

が
意
図
す
る

「唯
識
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
事
は
、
同
じ

「唯

識
」
な
る
言
葉
が
、
『大
乗
荘
厳
経
論
』
釈
と

『摂
大
乗
論
』
と
で
二

つ
の
異
な
っ
た
内
容
を
示
し
て
い
る
事
と
な
る
。
し
か
も
副
次
的
に
そ

の
こ
と
が
、
『大
乗
荘
厳
経
論
』
釈
が
書
か
れ
た
後
に
、
『摂
大
乗
論
』

が
書

か
れ

た

も

の
だ
、

と

い
う

こ
と

を
表

し

て

い
る

こ
と

に

な

ろ
う

。
(
1
0
)

12

拙
著

「
V
i
j
n
a
p
t
i

に

つ
い
て
の

一
考

察

(1
)
」
『
仏
教
学
研
究

』
34
号
。

同

「
V
i
j
n
a
p
t
i

に

つ
い
て
の

一
考
察

(
2
)
」
『
仏
教

学
研
究

』

43
号
。
拙

著

「『
摂

大
乗

論
』

に
お
け

る
入
無

相
方
便
相
―

『
中

辺
分

別
論

』
と

の

比

較

に
お

い
て
―

」
『
印
度
学
仏
教

学
研
究

』
36
巻

2
号
。
拙
著

「初
期

唯

識
論
書

に
お
け

る
V
i
j
n
a
p
t
i

を
め
ぐ

っ
て
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
27

巻

-

号
。
拙
著

「識

が
生

じ
る
と

い
う

こ
と
」

『
印
度
学

仏
教

学
研

究
』

42
巻
2
号
。

3

学
会
発
表
時

、
大
正
大
学
総
合
仏

教
研
究
所

の
北

野
新
太
郎
博
士

よ
り

V
ij
nap
ti
を
使

っ
て
唯
識

学
派

の
体
系

化

が

『摂

大
乗
論

』

で
新

た

に
図

ら
れ
た

こ
と
は
賛

同

で
き
る
が
、
芳

村

の
従
来

の
研
究

に

ア
ー

ラ
ヤ
識
説

を

シ
ス
テ
ム
に
取
り
込
ん
だ
点
が
見
逃
さ
れ

て
い
る
、
と

の
指
摘
を
受

け

た
。

が
、

『摂

大
乗
論
』

二
章

で
三
性

説
を
説

く

こ
と
が

一
章

で
詳
説

し

た

ア
ー

ラ
ヤ
識

を
前
提
と
し

て
い
る
事

は
言
う

ま
で
も
な

い
。
従

っ
て
こ

複
数

の
唯
識
説

(芳

村
)

二
九
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複
数
の
唯
識
説

(芳

村
)

三
〇

と

さ
ら
ア
ー

ラ
ヤ
識
説
が
取
り
込
ま
れ
た

シ
ス
テ
ム
と
は
当
然

の
こ
と
と

し

て
述

べ
な
か

っ
た
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
こ
と

は
現
代
に
お
け

る
論
文
説

術

の
問
題
で
あ
り
、
何
ら
不
足
が
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。

4

拙
著

「『摂

大
乗

論
』

に
引
用

さ
れ

る

『
大
乗

荘

厳
経
論

』
十

一
章
、

二
十
四
」
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
50
巻
2
号
。

5

原
文

a
b
h
u
t
a
p
a
r
i
k
a
l
p
a
n
a
m
a
t
r
a
n

を
チ

ベ

ッ
ト
訳

(無
性

釈

・
安
慧

釈

を
含

む
)
に
従

っ
て

ab
h
u
t
a
p
a
r
i
k
a
l
p
a
n
a
m
a
t
r
a
n

と
読

む
。

6

こ

の
部

分

で
述

べ
ら

れ

る
入

無

相

方

便

相

の
記
述

等

が
、

後

に

v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a
-
s
a
m
j
n
a

を
も
除

く

こ
と

に
よ

っ
て
円
成
実

性

へ
と
入
る
、

と

い
う

『
摂
大
乗
論

』
独
特

の
v
i
j
n
a
p
t
i

を
媒
体

概
念

と
し

た
入
無

相
方

便
相

へ
と
結

実
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
、
安
慧

は

こ
の
両
偈

の
注
釈

に
お

い
て

「唯

心
な
る
思

い
も
捨

て
て
」
無
分
別

と
な
る

こ
と
を
述

べ
て

い
る
。

7

『
印
度
学
仏
教
学
研
究

』
36
巻

2
号
。

8

勿

論
、
『
中
辺
分
別
論
』

一
章
三
偈

の
V
i
j
n
a
n
a

に
能
取

・
所
取

の
二
取

が
内

包
さ

れ

て

い
る

こ
と
は
承
知

し

て

い
る
。

し

か
し
、

こ
こ
で

の
識

(
v
i
j

n
a
n
a)

の
役

割

が
能
取

の
側
面

と

し

て
考

え

ら

れ
て

い

る
こ
と
は
、

明
白

で
あ

る
。

そ
う

で
無

け
れ
ぼ
、
識
亦
無

に
到

る
入
無

相
方
便
相
は
成

立

し
な

い
か
ら
だ
。

9

『印
度
学
仏

教
学
研
究
』

36
巻

2
号
。

10

拙

著

「
『
摂

大
乗
論

』

に
引

用

さ
れ

る

『
大
乗

荘
厳

経
論

』
十

一
章
、

二
十

四
」

『
印
度

学
仏
教

学
研
究

』
50
巻

2
号
。

P
.
7
0
5下

段
三
行

目
～

四
行

目

に
述

べ
る
部

分
は
、
v
i
j
n
a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

に
複
数

の
意
味

内
容

が
把

握

さ
れ

た
現
在

、

「そ

の
地
平

は
、
偈

の
作
者

と

は
違

い
新

し

い
も
の

で
あ

る
。

そ
し
て

『
摂
大
乗
論
』
で

Ⅴ
冒

ap
t
を
媒

体
概
念

と
し
た
唯
識

(
v
i
j
n

-

a
p
t
i
-
m
a
t
r
a

)

説
が
完
成

さ
れ

る
直
前

の
地
平
を

共
有

す
る
も

の
で
あ
る
」

と
訂
正
す

る
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

『大
乗
荘
厳
経
論
』
、

『摂
大
乗
論
』
、
唯
識
説

(龍
谷
大
学
文

学
部
教
授
)

新
刊
紹
介

大
竹

晋

新
国
訳
大
蔵
経

・
釈
経
論
部

十
六

『
十
地
経
論
一
』

A
五
版

・
約
三
七
七
頁

・
定
価
九
、
八
〇
〇
円

大
蔵
出
版

・
二
〇
〇
五
年

一
〇
月
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(180) Abstracts

same meaning as Xuanzang's translation. The expression "pancaskandhaka," 

however, does not mean five skandhas, but rather that which is accompanied 

by five skandhas.

101.Traditional Japanese Commentaries on the*Suvarnasaptatisastra金 七

十 論:Focusing upon the Kin shichiju ron so kyo(金 七 十 論 藻 鏡)

Kaori OKITSU

The*Suvarnasaptatisastra, which is an important treatise of Samkhya

philosophy, survives only in the Chinese translation done by Paramartha眞

諦sometime between 548 and 569. Commentarialtradition begins with the

citations from it found in the Chengweishi lun shuji 成 唯 識 論 述 記, written

in Tang China, and continues with a real exegetical boom in 18tH century Ja-

pan. Although the Japanese exegetes refer to the same passage cited in the

Chengweishi/un shuji, they express different opinions concerning the*Su-

varnasaptatisastra.I analyse the interpretations of this passage in the Kin

shichiju ron biko金 七 十 論 備 考by Gyo'o Gonzo曉應 嚴 藏(1724-1785), the

Kin shichiju ron sho金 七 十 論 疏by Chido Hoju智幢 法 住(1723-1800), the

Kin shichiju ron ge金 七 十 論 解by Shuro宗 朗(?一1788), and the Kin shichiju

ron so kyo金 七 十 論 藻 鏡by Rinjo Kaldo林 常 快 道(1751-1810)and focus

mainly upon their understanding of the relation between the prose parks of

the*Suvarnasaptatisastra and Vasubandhu.

102. Plural Theories on Vijnaptimatra in the Mahayanasutralamkara 

Hiromi YOSHIMURA 

The Vijnaptimatra theory varies in its expression. The Mahayanasutra-

lamkara contains these expressions with different key words showing a vari-

ety of different traditions. One of them is quoted by the Mahayanasamgraha 

by which the author established a new vijnaptimatra theory to unite the three 
natures (trisvabhava) theory and the theory of intellectual entrance to the 

non-characteristic (asal-laksana pravesa) into one system. Through this re-
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search, it is clear that the Mahayanasamgraha was composed later than the 
Mahayanasutralamkara-bhasya. 

103. The Parinirvana of the Arhat and the Rebirth of the Bodhisattva in the 

Pure Land in the Da Amituo jing 

Daigo SASAKI 

In the Da Amituo jing, there are two types of practitioners. One follows 
the path of the arhat (sravaka), and the other is the path of the bodhisattva. 

These two are written about at several parts of this sutra, and the arhat is not 

described as an inferior being. This is unusual among Mahayana sutras. 

The parinirvana of the arhat (T. 12, pp. 307-308) and the rebirth of the bod-
hisattva in the Pure Land (T. 12, pp. 309-311) are explained separately at dif-

ferent places in the sutra. There seems to be no relation between these two 

parts. However, both parts are presented in response to Ajita's question. And, 
taking into consideration the unique stance of the Da Amituo jing in which 

the arhat and bodhisattva are often spoken of as a pair, I think these two 

parts are closely related.

104. Jingyingsi Huiyuan's Theory about the Essence of the Buddha's Teach-

ing 

Ippei OKAMOTO

The main aim of this report is to elucidate Jing ying si Huiyuan's(浄 影 寺 慧

遠)theory about the essence of the Buddha's teaching,with a focus on the

Dacheng yizhang(大 乗 義 章)"San Zang Yi(三 蔵 義)"chapter.

Huiyuan considered the essence of the Buddha's teaching to be sabda-

ayatana and rupa-dharma,not nama-pada-vyanjana-kaya.Therefore,Huiyu-

an never recognized viprayuktasamskara as dravya

In the history of Buddhist philosophy in China,Huiyuan's theory is inter-

esting.His theory approaches the Sarvastivadin's doctrine which most Chi-

nese Buddhists considered elementary and superceded by Mahayana ideas.
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