
22

現代宗教研究　第51号（2017.3）

　
皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
鈴
木
隆
泰
で
ご
ざ
い
ま
す
。「
法
華
経
を
現
代
に
読
む
│
イ
ン
ド
学
・
仏
教
学

の
視
点
か
ら
│
」
と
い
う
題
で
、
一
時
間
ほ
ど
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
付
き
合
い
の
ほ
ど
、
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。
お
手
元
に
資
料
は
ご
ざ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
従
っ
て
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
ず
、
大
前
提
と
な
る
こ
と
で
す
。
結
構
、
仏
教
に
親
し
ま
れ
て
い
る
方
で
も
、
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
り
、
誤
解
し
て
い
た
り

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
書
と
い
う
も
の
と
、
仏
教
に
お
け
る
仏
典
・
お
経
と
は
、
決
定
的
に
違
い
ま
す
。

　
１
│

１
．
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
書
と
神
（
主
）
と
い
う
存
在
と
の
関
係
は
、『
新
約
聖
書
』
の
最
初
の
部
分
、「
福
音
書
」
と
い
う

部
分
で
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ハ
ネ
と
い
う
人
が
記
し
た
と
さ
れ
る
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
の
冒
頭
の
部
分
で
す
。「
初
め
に
言

（
こ
と
ば
）
が
あ
っ
た
。
言
は
神
と
共
に
あ
っ
た
。
言
は
神
で
あ
っ
た
」。
こ
こ
に
は
、「
神
（
主
）
が
語
っ
た
こ
と
ば
、
そ
れ
の
み
が
神

の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
聖
書
で
あ
る
」
と
。
つ
ま
り
、
後
代
の
人
間
が
新
た
に
聖
書
を
作
り
上
げ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
に
許
さ
れ

な
い
の
で
す
。

　
一
方
、
１
│

２
．
仏
教
に
お
け
る
経
典
と
ブ
ッ
ダ
釈
尊
と
の
関
係
は
、
そ
れ
と
は
全
く
別
で
す
。
最
初
の
例
は
、
初
期
仏
典
の
『
ヴ
ィ

ナ
ヤ
（
律
蔵
）』
の
中
で
、
お
釈
迦
さ
ま
が
、
養
い
親
の
摩
訶
波
闍
波
提
が
出
家
し
て
比
丘
尼
に
な
っ
た
後
に
説
い
て
い
る
箇
所
で
す
。
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「
摩
訶
波
闍
波
提
よ
、
も
し
そ
な
た
が
何
ら
か
の
教
え
を
知
っ
た
と
し
て
、
そ
の
教
え
が
貪
欲
で
は
な
く
離
欲
へ
と
導
き
、
繋
縛
で
は
な

く
束
縛
か
ら
の
離
脱
へ
と
導
き
、〔
悪
行
の
〕
増
殖
で
は
な
く
損
減
へ
と
導
き
、
大
欲
で
は
な
く
少
欲
へ
と
導
き
、
不
満
足
で
は
な
く
知

足
へ
と
導
き
、
群
聚
と
の
交
わ
り
で
は
な
く
閑
寂
へ
と
導
き
、
懈
怠
で
は
な
く
精
進
努
力
へ
と
導
き
、
維
持
し
が
た
い
状
態
で
は
な
く
維

持
し
や
す
い
状
態
へ
と
導
く
の
で
あ
れ
ば
、
摩
訶
波
闍
波
提
よ
、
そ
れ
は
〔
誰
が
説
こ
う
と
も
〕
間
違
い
な
く
法
（
経
典
）
で
あ
り
、
律

で
あ
り
、
師
匠
〔
で
あ
る
私
〕
の
教
え
で
あ
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」。

　
そ
し
て
、
次
が
、『
ア
ン
グ
ッ
タ
ラ
・
ニ
カ
ー
ヤ
（
増
支
部
経
典
）』
の
有
名
な
一
節
で
す
。「
何
で
あ
れ
善
く
説
か
れ
た
も
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
〔
誰
が
説
こ
う
と
も
〕
ブ
ッ
ダ
釈
尊
の
こ
と
ば
で
あ
る
」。
仏
教
は
、
相
手
に
応
じ
て
教
え
を
説
く
対
機
説
法
を
基
調
と
し

ま
す
。
そ
の
対
機
説
法
を
施
す
能
力
の
こ
と
を
方
便
、
そ
し
て
、
巧
み
な
方
便
の
こ
と
を
善
巧
方
便
と
申
し
ま
す
。
導
か
れ
る
相
手
が
あ

っ
て
、
相
手
に
応
じ
て
教
え
が
で
き
る
の
で
す
。
神
が
あ
っ
て
、
先
に
教
え
が
あ
っ
て
、「
お
ま
え
た
ち
、
こ
の
教
え
に
合
わ
せ
ろ
、
こ

の
教
え
に
従
え
」
と
い
う
宗
教
で
は
な
い
の
で
す
。
仏
教
で
は
人
間
が
先
に
い
て
、
人
間
に
合
わ
せ
て
教
え
が
で
き
て
く
る
の
で
す
。

　
教
え
を
説
く
ブ
ッ
ダ
と
そ
れ
を
聞
く
わ
れ
わ
れ
の
関
係
は
、
相
互
作
用
で
す
。
英
語
で
言
う
と
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
の
で
す
。
仏
教

と
は
そ
の
よ
う
な
宗
教
で
す
。
一
方
通
行
で
は
な
い
の
で
す
。
神
の
命
令
が
降
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
在
り
方
が
仏
さ

ま
の
説
き
方
を
規
定
し
て
く
る
の
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ブ
ッ
ダ
釈
尊
が
語
っ
た
こ
と
ば
は
、
ブ
ッ
ダ
釈
尊
の
こ
と
ば
で
経
典
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
何
で
あ
れ
善
く
説
か
れ
た

も
の
、
衆
生
を
覚
り
・
涅
槃
へ
と
導
く
も
の
は
、
ブ
ッ
ダ
釈
尊
の
こ
と
ば
で
あ
る
、
と
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
衆
生
を
無
上
菩
提
へ
と
引

導
す
る
教
え
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
誰
が
説
こ
う
と
も
、
全
て
釈
尊
の
直
説
（
仏
説
、
仏
語
）
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。

　
だ
か
ら
、「
八
万
四
千
の
法
門
」
と
言
わ
れ
る
ぐ
ら
い
に
膨
大
な
数
の
経
典
が
で
き
た
の
で
す
。『
法
華
経
』
も
含
め
、
大
乗
経
典
も
全

て
が
仏
説
で
す
。「
大
乗
仏
教
非
仏
説
論
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
仏
教
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
釈
尊
の
こ
と
ば
と
は
何
な
の
か
、
こ
れ
を
知

ら
な
い
無
知
や
誤
解
か
ら
生
じ
た
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
い
か
に
紀
元
後
に
『
法
華
経
』
が
成
立
し
て
い
よ
う
が
、
間
違
い
な
く
仏
説
な
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の
で
す
。

　
２
．
釈
尊
滅
後
の
仏
教
で
す
。
２
│

１
．
二
つ
の
成
仏
理
論
。
実
は
、
仏
教
で
は
成
仏
に
至
る
理
論
、
理
屈
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
元
々

あ
っ
た
も
の
が
、
業
報
作
仏
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
分
で
修
行
を
成
し
遂
げ
て
、
そ
の
修
行
の
果
報
に
よ
っ
て
成
仏
に
至
る
と
い
う

理
屈
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
あ
る
時
期
か
ら
、
そ
こ
に
大
事
な
一
つ
の
要
素
が
加
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
仏
さ
ま
か
ら
も
ら
う
予
言
で
す
。
こ
れ
を

「
授
記
」
と
申
し
ま
す
。
授
記
作
仏
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
が
修
行
し
な
け
れ
ば
、
だ
め
で
す
。
で
も
、
ど
ん
な
に
修
行
を
し
て
も
、

こ
の
授
記
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
成
仏
で
き
な
い
。
こ
の
授
記
作
仏
が
、
成
仏
理
論
の
主
流
に
な
り
ま
す
。
そ
の
始
ま
り
は
、
原
始
仏
典

『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
の
最
初
に
出
て
く
る
「
燃
燈
仏
授
記
」
の
物
語
で
す
。

　
２
│

２
．
小
乗
仏
教
の
誕
生
で
す
。
こ
の
授
記
作
仏
の
思
想
の
淵
源
は
、
成
仏
し
涅
槃
に
到
達
し
た
釈
尊
で
す
。
釈
尊
は
、
は
る
か
な

過
去
世
に
燃
燈
仏
（
デ
ィ
ー
パ
ン
カ
ラ
）
に
よ
っ
て
、「
お
ま
え
は
将
来
ブ
ッ
ダ
に
成
る
よ
」
と
、
授
記
を
得
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
仏
弟
子
た
ち
は
授
記
を
受
け
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
ま
ず
、
成
仏
し
涅
槃
に
到
達
し
た
釈
尊
と
、
他
の
仏
弟
子
た

ち
と
の
違
い
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
彼
ら
は
弟
子
と
し
て
ブ
ッ
ダ
の
声
は
聞
い
た
「
声
聞
」
で
す
。
と
こ
ろ
が
授
記
を
得

て
い
な
い
た
め
、
成
仏
で
き
な
い
仏
弟
子
（
声
聞
）
た
ち
が
、
成
仏
し
て
い
な
い
阿
羅
漢
と
い
う
状
態
│
供
養
や
尊
敬
を
受
け
る
に
相

応
し
い
聖
者
の
状
態
│
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
た
の
で
す
。「
俺
た
ち
が
成
仏
で
き
な
い
の
は
、
俺
た
ち
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
。

授
記
を
も
ら
え
な
い
か
ら
な
ん
だ
」
と
。「
だ
か
ら
、
阿
羅
漢
で
い
い
ん
だ
。
俺
た
ち
は
阿
羅
漢
ど
ま
り
な
ん
だ
。
阿
羅
漢
こ
そ
が
最
高

の
境
地
な
ん
だ
」。
こ
の
よ
う
な
、
成
仏
を
目
指
さ
な
い
、
目
指
せ
な
い
仏
教
を
「
小
乗
」
と
言
い
ま
す
。

　「
小
乗
と
い
う
こ
と
ば
は
、
蔑
称
で
あ
る
か
ら
使
う
べ
き
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
や
は
り
使
う
べ
き

だ
と
私
は
考
え
ま
す
。
成
仏
に
至
ら
な
い
、
至
れ
な
い
も
の
は
、
劣
っ
た
乗
り
物
だ
か
ら
で
す
。
小
さ
い
乗
り
物
だ
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
成
仏
ま
で
至
れ
な
い
と
い
う
点
で
、
劣
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
小
乗
の
原
語
「
ヒ
ー
ナ
ヤ
ー
ナ
」
の
「
ヒ
ー
ナ
」
に
、「
小
さ
い
」
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と
い
う
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
劣
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
対
の
概
念
で
あ
る
大
乗
も
、「
大
き
な
乗
り

物
」
で
は
な
く
、「
立
派
な
乗
り
物
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。「
き
ち
ん
と
彼
岸
、
向
こ
う
岸
ま
で
着
け
る
立
派
な
乗
り
物
」
と
い
う

意
味
な
の
で
す
。

　
２
│

３
．
釈
尊
入
滅
後
は
果
た
し
て
無
仏
の
時
代
だ
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
実
は
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
釈
尊
は
入

滅
し
て
も
、
そ
の
現
存
は
、
二
つ
の
在
り
方
（
実
際
は
三
つ
）
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
ダ
ル
マ
カ
ー
ヤ
、
法
身
と
し
て
で
す
。

も
う
一
つ
は
ル
ー
パ
カ
ー
ヤ
、
色
身
と
し
て
で
す
。
ダ
ル
マ
カ
ー
ヤ
と
ル
ー
パ
カ
ー
ヤ
の
二
身
説
と
い
う
の
は
、
大
乗
仏
教
が
生
み
出
し

た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
に
元
々
あ
る
も
の
で
す
。

　
ま
ず
一
、
ダ
ル
マ
カ
ー
ヤ
の
方
は
、
さ
ら
に
二
種
類
に
分
か
れ
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
仏
教
で
は
ダ
ル
マ
（
法
）
が
大
き
く
、
二

つ
に
分
か
れ
る
か
ら
で
す
。
仏
教
に
お
い
て
ダ
ル
マ
は
、
①
ま
ず
は
真
理
。
目
に
見
え
な
い
、
こ
と
ば
で
は
説
け
な
い
、
自
ら
が
体
得
す

る
し
か
な
い
真
理
。
仏
菩
提
、
般
涅
槃
、
諸
法
の
実
相
と
い
う
ダ
ル
マ
、
真
理
と
、
②
今
度
は
、
教
え
（
経
典
）
と
し
て
の
ダ
ル
マ
。
二

身
説
で
す
が
、
最
初
、
法
身
が
①
と
②
に
分
か
れ
ま
す
。
三
つ
め
が
、
二
身
説
の
も
う
一
つ
、
③
色
身
で
す
。
釈
尊
入
滅
後
の
色
身
の
ブ

ッ
ダ
が
、
遺
骨
を
収
め
る
ス
ト
ゥ
ー
パ
で
す
。
釈
尊
の
遺
骨
（
ダ
ー
ト
ゥ
）
を
収
め
る
遺
骨
塔
（
仏
塔
・
仏
舎
利
塔
・
卒
塔
婆
）、
こ
れ

は
釈
尊
の
お
墓
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
遺
骨
と
要
素
・
本
質
は
同
じ
イ
ン
ド
語
で
、「
ダ
ー
ト
ゥ
」
と
申
し
ま
す
。
釈
尊
の
ス
ト
ゥ
ー
バ
は
、

こ
の
ダ
ー
ト
ゥ
を
そ
な
え
る
「
生
け
る
色
身
の
釈
尊
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
最
高
の
福
田
と
し
て
機
能
し
ま
す
。

　
釈
尊
入
滅
後
の
ブ
ッ
ダ
の
現
存
は
、
こ
の
三
つ
の
在
り
方
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
し
釈
尊
の
入
滅
と
と
も
に
ブ
ッ
ダ
が
い
な
く
な

っ
た
と
し
た
ら
、
三
宝
帰
依
が
行
え
ず
、
仏
教
は
滅
び
て
い
た
は
ず
で
す
。
き
ち
ん
と
仏
教
が
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ブ
ッ
ダ
は

残
っ
て
い
た
と
い
う
何
よ
り
の
証
拠
で
す
。

　
以
下
、
①
、
②
、
③
の
例
を
見
て
ま
い
り
ま
す
。

　
①
は
、
二
例
と
も
初
期
仏
典
で
す
ね
、
ま
ず
は
『
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
（
相
応
部
経
典
）』
で
す
。
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
と
い
う
弟
子
が
、
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「
自
分
は
病
気
に
な
っ
て
、
も
う
死
に
そ
う
だ
。
も
う
二
度
と
釈
尊
に
会
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
。
そ
の
見
舞
い
に
釈
尊
が
や
っ
て

き
て
く
れ
て
、
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
は
喜
ぶ
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
釈
尊
は
「
私
の
よ
う
な
老
い
ぼ
れ
て
、
い
ず
れ
朽
ち
果
て
て
い
く
肉
体
を
見

て
何
に
な
る
と
い
う
の
か
」
と
、
逆
に
た
し
な
め
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
説
き
ま
す
。「
法
を
見
る
者
は
私
を
見
る
。
私
を
見
る
者

は
法
を
見
る
の
で
あ
る
」。
こ
の
「
法
を
見
る
」
と
い
う
の
は
、「
お
経
を
読
む
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
菩
提
を
覚
る
」
と
い
う
意

味
で
す
。
こ
れ
は
、
①
の
「
真
理
」
の
方
の
法
で
す
。

　
ま
た
別
の
機
会
に
、
次
の
『
デ
ィ
ー
ガ
・
ニ
カ
ー
ヤ
（
長
部
経
典
）』
で
は
、
ヴ
ァ
ー
セ
ッ
タ
と
い
う
弟
子
に
、「
如
来
は
次
の
よ
う
に

呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
く
、
法
（
＝
菩
提
）
を
身
体
と
す
る
も
の
（
法
身
）、
そ
し
て
、
法
そ
の
も
の
」、
こ
れ
は
原
語
で
は
ダ
ン
マ

ブ
ー
タ
と
い
い
ま
し
て
、
法
そ
の
も
の
で
も
い
い
し
、
法
に
な
っ
た
、
法
と
一
体
と
な
っ
た
、
と
に
か
く
、
真
理
と
一
体
化
し
て
い
る
の

で
す
。

　
で
す
か
ら
、
釈
尊
の
姿
は
、
本
当
は
見
え
な
い
の
で
す
。「
見
え
な
い
も
の
が
仮
の
姿
を
と
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
、
仏
教
の
元
々

の
考
え
方
で
す
。
つ
ま
り
、
本
仏
と
迹
仏
の
発
想
は
元
々
あ
る
の
で
す
。「
真
理
と
一
体
化
し
て
見
え
な
い
も
の
が
仮
に
見
え
て
い
る
」

と
い
う
発
想
。
で
す
か
ら
、
釈
尊
の
姿
を
最
初
描
こ
う
と
思
っ
た
と
き
に
、
菩
提
樹
で
表
し
た
り
、
仏
足
で
表
す
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

と
あ
る
非
常
に
高
名
な
イ
ン
ド
哲
学
者
が
、「
釈
尊
は
後
代
に
な
っ
て
神
格
化
さ
れ
た
」
と
。
違
い
ま
す
。
釈
尊
は
後
代
に
な
っ
て
人
格

0

0

化0

さ
れ
た
の
で
す
。
元
々
真
理
と
一
体
化
し
て
見
え
な
い
存
在
な
の
で
す
。
そ
れ
が
、
あ
え
て
、
こ
の
世
に
姿
を
と
ど
め
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
仏
教
徒
は
、
最
初
か
ら
理
解
し
て
い
た
の
で
す
。

　
法
身
の
も
う
一
つ
の
例
。
今
度
は
、
お
経
と
し
て
で
す
。
②
の
例
で
す
。
こ
れ
は
、『
小
乗
涅
槃
経
』
で
す
。「
ア
ー
ナ
ン
ダ
（
阿
難
）

よ
、
お
前
た
ち
は
、〝
教
え
を
説
か
れ
た
師
は
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
私
た
ち
の
師
は
も
う
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
だ
〞
と
思
う
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
私
が
お
前
た
ち
の
た
め
に
説
い
た
法
と
制
定
し
た
律
、

そ
れ
が
私
の
滅
後
に
は
お
前
た
ち
の
師
な
の
で
あ
る
」。
ま
さ
に
、
こ
れ
は
、「
一
一
文
文
是
真
仏
、
お
経
が
仏
な
の
だ
」
と
い
う
②
の
法
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身
で
す
。

　
次
も
同
じ
文
脈
で
、『
ミ
リ
ン
ダ
パ
ン
ハ
（
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
）』
で
す
。
ギ
リ
シ
ャ
の
王
が
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
と
い
う
上
座
部
の
比
丘

と
対
論
し
て
、
仏
教
の
深
さ
に
感
銘
を
受
け
ま
す
。「
尊
者
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
よ
、
ブ
ッ
ダ
は
実
在
す
る
の
で
す
か
」。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は

仏
滅
後
の
話
で
す
。「
は
い
、
大
王
よ
。〔
釈
迦
牟
尼
〕
世
尊
は
実
在
し
ま
す
」、「
尊
者
ナ
ー
ガ
ー
セ
ー
ナ
よ
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

〝
こ
こ
に
あ
る
〞
と
か
〝
そ
こ
に
あ
る
〞
と
か
い
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
を
示
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
か
」、「
大
王
よ
、
す
で
に
入
滅
さ
れ
た

世
尊
の
こ
と
を
、〝
こ
こ
に
あ
る
〞
と
か
〝
そ
こ
に
あ
る
〞
と
か
い
っ
て
示
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
大
王
よ
、
し
か
し
な
が
ら
、
世
尊

を
〈
法
を
身
体
と
す
る
も
の
（
法
身
）〉
と
し
て
示
す
こ
と
は
で
き
ま
す
。
大
王
よ
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
（
教
え
）
は
世
尊
に
よ
っ
て
説

示
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
」。「
お
経
が
釈
尊
な
ん
だ
」
と
い
う
、
②
の
方
の
法
身
で
す
。

　
③
、
今
度
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
で
す
。『
小
乗
涅
槃
経
』
の
中
で
、
こ
う
説
か
れ
て
い
ま
す
。
釈
尊
が
遺
言
さ
れ
ま
す
。「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、

転
輪
聖
王
の
遺
体
の
処
置
と
全
く
同
様
の
方
法
で
、
如
来
〔
で
あ
る
私
〕
の
遺
体
も
処
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
交
通
の
要
所
に
は

如
来
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
建
立
せ
よ
。
誰
で
あ
れ
、
そ
こ
で
華
や
香
料
や
顔
料
を
献
げ
て
礼
拝
し
た
り
、
心
を
浄
め
て
信
じ
る
な
ら
ば
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
に
は
、
長
き
に
亘
り
、
利
益
と
安
楽
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
如
来
・
応
供
・
正
遍
知
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
建
立
さ
れ
る
に
相
応
し
い
。
で
は
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
ど
の
よ
う
な
道
理
に
も
と
づ
い
て
、
如

来
・
応
供
・
正
遍
知
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
建
立
さ
れ
る
の
に
相
応
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、〝
こ
れ
が
か
の
世
尊
・
応
供
・

正
遍
知
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
な
の
だ
〞
と
言
っ
て
、
多
く
の
者
た
ち
が
心
を
浄
め
て
信
じ
る
。
彼
ら
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
前
で
心
を
浄
め
て
信
じ

た
こ
と
で
、
死
後
、
現
在
の
身
体
を
失
っ
た
後
に
、
善
趣
で
あ
る
天
界
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
あ
る
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
ま
さ
に
こ
の

道
理
に
も
と
づ
い
て
、
如
来
・
応
供
・
正
遍
知
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
建
立
さ
れ
る
に
相
応
し
い
の
で
あ
る
」。
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
最
高
の
福
田

と
し
て
機
能
し
て
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
次
は
、『
増
一
阿
含
経
』
で
す
。
漢
訳
の
み
で
、
恐
ら
く
、
こ
の
文
章
は
大
乗
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
読
ん
で
い
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き
ま
す
。「
如
来
の
身
体
は
金
剛
の
よ
う
で
あ
る
。〔
私
の
滅
後
に
は
〕
こ
の
身
体
を
砕
い
て
芥
子
粒
ほ
ど
〔
の
遺
骨
〕
に
し
て
世
間
に
広

く
行
き
渡
ら
せ
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
未
来
（
如
来
滅
後
）
の
篤
信
者
は
如
来
の
姿
・
形
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
こ
れ
（
私
の

遺
骨
）
を
供
養
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
供
養
す
れ
ば
、
四
姓
家
や
四
天
王
や
三
十
三
天
や
自
在
天
や
他
化
自
在
天
に
も
生

ま
れ
る
と
い
う
福
徳
も
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
」。
天
界
に
行
け
る
。
先
ほ
ど
と
同
じ
で
す
ね
。
た
だ
、
天
界
を
飛
び
越
え
て
い
き
ま
す
。
六

道
を
越
え
て
四
聖
に
も
な
れ
る
と
い
う
の
で
す
。「
阿
羅
漢
や
独
覚
に
も
な
れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
ブ
ッ
ダ
と
成
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て

も
、
そ
れ
も
や
は
り
こ
の
〔
遺
骨
供
養
の
〕
お
か
げ
な
の
で
あ
る
」。

　
大
乗
の
影
響
が
強
い
と
思
い
ま
す
が
、『
増
一
阿
含
経
』
で
は
遺
骨
供
養
で
成
仏
ま
で
で
き
て
し
ま
う
。
す
ご
い
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
は
入
滅
し
て
も
無
仏
の
時
代
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
ご
確
認
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
２
│

４
．
無
仏
の
時
代
で
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
仏
教
徒
た
ち
は
成
仏
で
き
な
い
、
な
ぜ
小
乗
で
あ
っ
た
の
か
、
の
理
由

で
す
。

　
そ
れ
ま
で
の
②
経
典
と
い
う
法
身
（
小
乗
経
典
。
阿
含
経
典
）、
先
ほ
ど
の
『
増
一
阿
含
経
』
の
よ
う
な
例
外
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
、
ほ
ん
と
う
に
例
外
で
、
ほ
と
ん
ど
の
小
乗
経
典
、
阿
含
経
典
に
は
、
仏
弟
子
に
対
す
る
成
仏
の
授
記
が
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
小
乗

経
典
、
阿
含
経
典
で
は
、
仏
弟
子
の
ゴ
ー
ル
は
阿
羅
漢
で
す
。
授
記
が
な
い
か
ら
な
の
で
す
。

　
ま
た
、
①
真
理
と
い
う
法
身
（
仏
菩
提
、
般
涅
槃
）、
お
よ
び
、
③
遺
骨
塔
と
い
う
色
身
は
「
も
の
い
わ
ぬ
沈
黙
の
ブ
ッ
ダ
釈
尊
」
で

す
。
も
と
か
ら
仏
弟
子
に
対
す
る
授
記
を
与
え
る
能
力
を
有
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
釈
尊
滅
後
の
仏
教
徒
た
ち
が
成
仏
へ
と
歩
む
た
め
（
小
乗
仏
教
を
脱
す
る
た
め
）
に
は
、「
彼
ら
に
成
仏
の
授
記
を
与
え
ら
れ
る
釈
尊
」

が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
、
大
乗
経
典
（
大
乗
仏
教
）
が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
根
源
的
理
由
で
す
。
先
ほ
ど
、
三
原

所
長
が
基
調
報
告
の
中
で
触
れ
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
の
始
ま
り
は
大
乗
経
典
で
す
。
大
乗
経
典
が
生
ま
れ
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
大
乗
仏
教
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。
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２
│

５
．
初
期
大
乗
経
典
の
誕
生
で
す
。
ま
ず
、
大
前
提
で
す
。
経
典
は
小
乗
、
大
乗
問
わ
ず
全
て
仏
説
で
す
。
先
ほ
ど
「
１
│

２
」

で
確
認
し
て
お
き
ま
し
た
。
そ
し
て
経
典
は
、
法
身
た
る
釈
尊
、
こ
れ
は
「
２
│

３
の
②
」
で
す
。
最
初
期
の
大
乗
経
典
が
『
般
若
経
』

で
す
。
原
題
は
『
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
』。「
六
波
羅
蜜
を
修
す
る
菩
薩
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
条
件
付
き
で
、
成
仏
の
授
記

を
与
え
て
く
れ
る
釈
尊
、
法
身
仏
が
『
般
若
経
』
で
す
。
た
だ
、
六
波
羅
蜜
を
修
さ
な
い
、
も
し
く
は
、
修
せ
な
い
者
は
除
外
さ
れ
ま
す
。

例
外
が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
第
一
の
点
で
す
。

　
ま
た
、『
無
量
寿
経
』、
原
題
は
『
ス
カ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
ヴ
ュ
ー
ハ
』。
法
蔵
比
丘
が
修
行
し
て
阿
弥
陀
仏
に
成
っ
て
い
く
と
い
う
話
が

説
か
れ
て
あ
る
も
の
で
す
。
今
生
で
は
六
波
羅
蜜
を
修
す
る
の
は
無
理
な
の
で
、
来
世
は
極
楽
（
ス
カ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
）
と
い
う
別
世
界

に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
│
こ
れ
が
往
生
で
す
│
阿
弥
陀
仏
（
ア
ミ
タ
ー
バ
、
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
）
の
も
と
で
修
行
を
し
よ
う
、
と
。
六
波

羅
蜜
を
修
す
る
の
が
無
理
な
人
に
と
っ
て
は
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
今
生
で
の
成
仏
は
断
念
で
す
。
で
き
な
い
。
ま
た
、『
無
量

寿
経
』
は
あ
く
ま
で
釈
尊
が
説
い
た
経
典
で
す
か
ら
、『
無
量
寿
経
』
は
法
身
た
る
釈
尊
な
の
で
す
。
そ
う
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
別

の
ブ
ッ
ダ
に
す
が
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
が
あ
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
、
釈
尊
に
す
が
れ
な
い
の
か
。
こ
れ
が
二
つ
め
の
点
で
す
。

例
外
な
く
、
一
切
衆
生
に
成
仏
の
授
記
を
し
て
く
れ
る
釈
尊
の
出
現
が
待
望
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
満
を
持
し
て
登
場
し
て
く
る
の
が
、

『
法
華
経
』
な
の
で
す
。

　
３
．『
法
華
経
』
の
誕
生
。『
法
華
経
』
こ
そ
が
一
大
事
の
因
縁
を
も
っ
て
、
こ
の
世
に
出
現
し
た
釈
尊
な
の
で
す
。
つ
い
に
、
万
人
の

成
仏
を
保
証
す
る
、
万
人
に
授
記
し
て
く
れ
る
釈
尊
が
出
現
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
『
法
華
経
』
で
す
。
四
ペ
ー
ジ
へ
ま
い
り
ま
す
。

　
３
│

１
．
ま
ず
、
釈
尊
在
世
中
に
お
け
る
成
仏
の
授
記
。
こ
れ
は
、
小
乗
仏
教
の
消
滅
を
意
味
し
ま
す
。「
序
品
第
一
」
で
入
定
し
て

い
た
釈
尊
は
、「
方
便
品
第
二
」
の
冒
頭
で
出
定
し
ま
す
。
そ
し
て
、
声
聞
や
、
声
聞
の
中
で
修
行
を
完
成
し
た
阿
羅
漢
を
含
め
て
万
人

が
、
例
外
な
く
、
ど
の
よ
う
な
修
行
・
積
善
を
通
し
て
で
も
成
仏
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
ま
す
。

　
次
は
「
方
便
品
」
の
一
節
で
す
。
通
常
な
ら
「
読
ん
で
お
い
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
せ
っ
か
く
の
機
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会
で
す
し
、「
方
便
品
」
を
読
む
と
普
段
は
「
十
如
是
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
の
部
分
を
読
ん
で
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、「
方
便
品
」
の
主
要
な
部
分
で
す
。「
小
善
成
仏
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
小
善
成
仏
と
い
う
よ
り
は
、

「
ど
ん
な
修
行
で
も
成
仏
で
き
ま
す
よ
、
例
外
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
こ
と
を
、
微
に
入
り
細
に
入
り
説
明
し
て
い
る
と
て
も
大
切

な
部
分
で
す
。

　
ま
ず
は
、
従
来
通
り
【
六
波
羅
蜜
の
修
行
に
よ
る
成
仏
】。「
そ
こ
に
は
」、
過
去
の
諸
仏
の
在
世
中
の
こ
と
で
す
。「
彼
ら
〔
過
去
の
諸

仏
〕
の
面
前
で
教
え
を
聴
い
た
り
、
あ
る
い
は
教
え
を
聴
き
終
え
た
衆
生
た
ち
が
い
て
、〔
彼
ら
は
〕
布
施
を
与
え
、
戒
を
実
践
し
、
忍

辱
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
修
行
を
成
満
し
て
お
り
、
精
進
と
禅
定
に
懸
命
に
取
り
組
み
、
あ
る
い
は
智
慧
を
も
っ
て
こ
れ
ら
諸
々
の
教
え
が

思
惟
さ
れ
、
種
々
の
福
徳
が
な
さ
れ
た
。
彼
ら
全
員
が
覚
り
を
得
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」。
こ
れ
は
、「
ブ
ッ
ダ
と
成
っ
た
」
と
言
っ

て
い
る
の
で
す
。「
覚
り
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
で
は
な
く
て
、「
覚
り
を
得
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
二
番
目
、【
遺
法
に
よ
る
教
導
に
よ
る
成
仏
】。「
あ
る
者
た
ち
は
、
か
の
諸
仏
が
入
滅
し
た
後
に
、〔
彼
ら
の
遺
法
の
〕
教
誡
に
お
い
て

忍
耐
を
得
、
調
御
さ
れ
、
教
導
を
受
け
た
。
彼
ら
も
全
員
が
覚
り
を
得
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

　
次
、
今
度
は
、【
ス
ト
ゥ
ー
パ
・
仏
像
・
仏
画
供
養
に
よ
る
成
仏
】
で
す
。
お
金
持
ち
が
立
派
な
も
の
を
建
て
た
り
、
お
金
が
な
い
人

が
泥
で
作
っ
た
り
、
で
も
、
そ
れ
は
差
が
な
い
。
ど
ん
な
も
の
で
も
成
仏
す
る
よ
、
と
。

　「
ま
た
、
あ
る
者
た
ち
は
、
か
の
入
滅
し
た
諸
仏
の
遺
骨
に
対
し
て
供
養
を
行
い
」、
こ
の
人
た
ち
は
お
金
持
ち
な
ん
で
す
ね
。「
宝
玉

で
で
き
た
幾
千
と
い
う
多
く
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
起
て
る
。〔
ど
の
よ
う
な
宝
玉
か
と
い
え
ば
、〕
あ
る
者
た
ち
は
金
銀
や
水
晶
で
で
き
た
、

〔
あ
る
者
た
ち
は
〕
エ
メ
ラ
ル
ド
で
で
き
た
、〔
あ
る
者
た
ち
は
〕
猫
目
石
や
真
珠
で
で
き
た
、〔
あ
る
者
た
ち
は
〕
す
ぐ
れ
た
瑠
璃
で
で

き
た
、
あ
る
い
は
〔
あ
る
者
た
ち
は
〕
サ
フ
ァ
イ
ヤ
で
で
き
た
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
起
て
る
。
彼
ら
も
全
員
が
覚
り
を
得
る
者
と
な
っ
た
の
で

あ
る
」。

　
だ
ん
だ
ん
、
お
金
が
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。「
ま
た
、
あ
る
者
た
ち
は
石
で
で
き
た
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
起
て
、
あ
る
者
た
ち
は
栴
檀
や
沈
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香
で
で
き
た
〔
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
起
て
〕、
あ
る
者
た
ち
は
松
の
木
で
で
き
た
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
起
て
、
あ
る
者
た
ち
は
〔
種
々
の
〕
木
を
組

み
合
わ
せ
て
作
っ
た
〔
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
起
て
〕、
さ
ら
に
は
ま
た
、
煉
瓦
を
用
い
た
り
泥
を
集
め
た
り
し
て
、
諸
仏
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
歓

喜
し
な
が
ら
作
る
者
た
ち
も
あ
り
、
ま
た
、〔
ス
ト
ゥ
ー
パ
に
〕
準
え
て
、
曠
野
や
険
所
に
土
砂
の
堆
積
物
を
作
ら
せ
る
者
た
ち
も
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
諸
仏
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
に
準
え
て
、
戯
れ
に
」、
戯
れ
に
で
す
よ
、「
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
砂
山
を
作
る
子
供
た
ち
も
あ
る
。

そ
れ
ら
の
者
た
ち
も
全
て
、
覚
り
を
得
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
同
様
に
、〔
ブ
ッ
ダ
に
〕
準
え
て
、
三
十
二
の
」、
三
十
二
相
で
す
ね
。「
身
体
的
特
徴
を
そ
な
え
た
、
宝
玉
で
で
き
た
」、
こ
こ
は
、
お

金
持
ち
で
す
。「〔
仏
〕
像
を
作
ら
せ
た
者
も
あ
っ
た
。
彼
ら
も
全
員
が
覚
り
を
得
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
中
に
は
、
七
宝
で
で
き
た
〔
善
逝
の
像
を
作
ら
せ
た
者
や
〕、
あ
る
い
は
ま
た
銅
で
で
き
た
〔
善
逝
の
像
を
作
ら
せ
た
者
や
〕、
真

鍮
で
で
き
た
善
逝
の
像
を
作
ら
せ
た
者
も
あ
っ
た
。
彼
ら
も
全
員
が
覚
り
を
得
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
、
鉛
や
、
鉄
や
、
泥
や
、
粘
土
で
で
き
た
、
見
目
麗
し
い
善
逝
の
像
を
作
ら
せ
た
者
も
あ
っ
た
。
彼
ら
も
全
員
が
覚
り
を
得

る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
自
ら
描
い
た
り
、
あ
る
い
は
描
か
せ
た
り
し
て
、
壁
画
に
幾
百
の
徳
相
を
そ
な
え
た
完
全
な
〔
ブ
ッ
ダ
の
〕
身
体
の
色
像
を
作

る
者
も
あ
る
。
彼
ら
も
全
員
が
覚
り
を
得
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
大
人
で
あ
れ
、
子
供
で
あ
れ
、
学
習
中
の
気
晴
ら
し
と
し
て
戯
れ
に
喜
ん
で
」、
落
書
き
で
す
。「
壁
に
〔
ブ
ッ
ダ
の
〕
色

像
を
爪
や
木
片
で
描
い
た
者
も
あ
る
。
彼
ら
は
全
員
が
慈
悲
深
い
者
と
な
り
、
さ
ら
に
全
員
が
幾
千
万
も
の
生
命
あ
る
も
の
を
救
済
し
、

多
く
の
菩
薩
た
ち
を
教
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
も
全
員
が
覚
り
を
得
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
ま
た
、
諸
々
の
如
来
の
遺
骨
に
、
あ
る
い
は
諸
々
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
に
、
あ
る
い
は
泥
で
作
っ
た
〔
仏
〕
像
に
、
あ
る
い
は

〔
仏
画
が
〕
描
か
れ
た
壁
に
、
あ
る
い
は
土
砂
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
に
対
し
て
、
香
華
を
供
え
る
者
た
ち
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
あ
る
者
た
ち
は

そ
の
〔
遺
骨
や
ス
ト
ゥ
ー
パ
や
仏
像
や
仏
画
が
あ
る
〕
場
で
、
妙
な
る
音
色
の
太
鼓
や
法
螺
貝
や
小
鼓
な
ど
の
楽
器
を
奏
で
さ
せ
、
あ
る
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者
た
ち
は
最
上
最
高
の
覚
り
を
得
た
者
た
ち
の
供
養
の
た
め
、
大
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
た
。
ま
た
、
あ
る
者
た
ち
は
心
地
よ
い
音
色
の
琵

琶
や
シ
ン
バ
ル
や
鼓
や
小
鼓
や
笛
を
奏
で
、〔
ま
た
、
あ
る
者
た
ち
は
〕
極
め
て
柔
ら
か
い
〔
音
色
の
〕
エ
ー
コ
ー
ツ
ァ
ヴ
ァ
を
」、
古
代

の
楽
器
の
よ
う
で
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、「
奏
で
た
。
そ
れ
ら
の
者
た
ち
全
員
も
ま
た
、
覚
り
を
得
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、〔
遺
骨
や
ス
ト
ゥ
ー
パ
や
仏
像
や
仏
画
が
あ
る
場
で
〕
諸
々
の
善
逝
に
対
す
る
供
養
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
鉄
鈴

や
水
面
や
手
の
ひ
ら
を
打
ち
鳴
ら
せ
た
り
、
甘
美
で
心
地
よ
い
歌
を
上
手
に
歌
う
者
た
ち
も
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
善
逝
た
ち
の
遺
骨

に
対
し
て
〔
供
養
が
〕
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
た
だ
一
つ
の
楽
器
を
奏
で
さ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
よ
う
な
多
種
多
様
な
遺
骨
供
養
を
行
っ
て
、
彼
ら
全
員
も
ま
た
〔
こ
の
〕
世
間
で
ブ
ッ
ダ
と
成
っ
た
の
で
あ
る
」。

　
こ
の
世
で
ブ
ッ
ダ
に
成
る
。
も
ち
ろ
ん
即
身
成
仏
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
仏
一
世
界
と
い
う
前
提
を
崩
し
て
い
る
の
で
す
。
後
ほ
ど
申

し
上
げ
ま
す
。『
法
華
経
』
は
、
そ
う
い
う
古
い
因
習
と
い
う
も
の
を
打
ち
破
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、
イ
ン
ド
で
は
驚
き
を
も
っ
て
迎
え

ら
れ
た
の
で
す
。

　「
ま
た
、
壁
に
描
か
れ
た
善
逝
た
ち
の
絵
〈
仏
画
〉
を
、
た
だ
一
つ
の
華
を
も
っ
て
供
養
し
た
と
し
て
も
、
そ
し
て
、
た
と
え
〔
そ
れ

が
〕
乱
れ
た
心
の
ま
ま
で
の
」、
つ
ま
り
形
だ
け
の
「
供
養
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、〔
そ
の
者
た
ち
は
〕
幾
千
万
も
の
諸
仏
に
順
次
に
見
え

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
に
対
し
て
合
掌
す
る
者
た
ち
も
あ
る
が
、〔
そ
の
合
掌
が
両
手
を
合
わ
せ
た
〕
完

全
な
も
の
で
あ
れ
、
手
刀
の
よ
う
に
片
手
〔
合
掌
〕
で
あ
れ
、
頭
を
一
瞬
垂
れ
た
だ
け
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
体
を
一
度
か
が
め
た
だ
け
で

あ
れ
、
そ
の
と
き
、
遺
骨
を
収
め
た
そ
れ
ら
〔
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
〕
に
対
し
て
、
一
度
だ
け
で
も
〝
諸
仏
に
帰
依
し
ま
す
〞
と
唱
え
る
な
ら

ば
、
た
と
え
そ
れ
が
乱
れ
た
心
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
し
て
も
」、
形
式
的
、
言
え
と
言
わ
れ
た
か
ら
無
理
や
り
言
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
し
て
、「
単
に
一
度
だ
け
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
た
ち
は
全
て
、
こ
の
最
高
の
覚
り
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
」。

　
次
、
私
た
ち
も
深
く
関
係
し
ま
す
ね
。【
題
目
受
持
に
よ
る
成
仏
】
で
す
。「
そ
の
と
き
、
そ
の
時
分
に
お
い
て
は
す
で
に
入
滅
し
て
い

る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
在
世
中
で
あ
る
に
せ
よ
、
彼
ら
〔
過
去
・
現
在
の
〕
諸
々
の
善
逝
か
ら
、
こ
の
教
え
の
名
前
（
題
目
）」、
妙
法
蓮
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華
経
で
す
。「〔
だ
け
で
も
〕
聞
い
た
衆
生
た
ち
も
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
も
全
員
が
覚
り
を
得
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」。

　【
諸
仏
の
誓
願
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
成
仏
】
と
い
う
の
が
、『
法
華
経
』
に
お
け
る
成
仏
の
根
拠
で
す
。「
未
来
世
に
も
、
幾
千
万
も
の

思
議
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
多
く
の
無
量
の
諸
仏
が
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
最
上
の
世
間
の
保
護
者
で
あ
る
諸
仏
も
ま
た
、
こ
の
〔
よ
う

な
種
々
の
〕
方
便
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
〔
未
来
世
の
〕
世
間
の
導
師
た
ち
に
は
無
量
の
善
巧
方
便
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
用
い
て
こ

〔
の
世
間
〕
に
お
い
て
、
幾
千
万
も
の
生
命
あ
る
も
の
た
ち
を
、
無
漏
の
仏
智
へ
と
導
く
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
〔
諸
仏
〕
の
教
え
を
聴
い
て
、

ブ
ッ
ダ
と
成
ら
な
い
よ
う
な
衆
生
は
、
い
か
な
る
時
も
た
だ
の
一
人
と
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、〝
私
は
〔
自
ら
が
〕
覚
り
へ
向
け

て
修
行
し
た
後
に
、〔
他
の
者
を
も
覚
り
へ
向
け
て
〕
修
行
さ
せ
よ
う
〞
と
い
う
こ
の
こ
と
が
、
諸
々
の
如
来
の
〔
共
通
の
〕
誓
願
だ
か

ら
で
あ
る
」。

　
そ
し
て
、「
如
我
昔
所
願
、
今
者
已
満
足
」
と
い
う
部
分
に
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　
釈
尊
を
含
め
た
一
切
諸
仏
の
〝
私
は
〔
自
ら
が
〕
覚
り
へ
向
け
て
修
行
し
た
後
に
、〔
他
の
者
を
も
覚
り
へ
向
け
て
〕
修
行
さ
せ
よ
う
〞

と
い
う
共
通
の
誓
願
が
成
就
し
た
の
で
、
一
切
衆
生
は
例
外
な
く
成
仏
で
き
る
の
で
す
。

　
と
き
に
、「『
法
華
経
』
に
は
、
な
ぜ
成
仏
で
き
る
か
理
論
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
唐
突
に
、〝
み
ん
な
成
仏
で
き
る
ぞ
〞、〝
一
乗
だ
〞

な
ど
と
言
っ
て
、
理
論
が
な
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
大
き
な
誤
解
で
す
。
こ
こ
が
、『
法
華
経
』
に
お
け
る
一

切
皆
成
の
揺
る
ぎ
な
き
根
拠
で
す
。

　
続
け
ま
す
。
次
は
、「
方
便
品
」
の
最
後
の
部
分
で
す
。
す
で
に
阿
羅
漢
果
を
得
て
い
る
舎
利
弗
に
向
か
っ
て
説
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
そ
れ
ゆ
え
、
諸
々
の
ブ
ッ
ダ
・
世
間
の
師
・
救
世
者
た
ち
の
、〔
一
切
衆
生
を
成
仏
さ
せ
る
と
い
う
〕
意
図
を
含
ん
だ
言
説
（
随
宜
方
便

事
）
を
了
知
し
、
疑
惑
を
捨
て
、
疑
念
を
払
い
な
さ
い
。〔
阿
羅
漢
果
を
得
た
〕
そ
な
た
た
ち
〔
で
あ
っ
て
も
、
実
〕
は
ブ
ッ
ダ
に
成
れ

る
の
だ
ぞ
。
歓
喜
せ
よ
」。

　「
方
便
品
」
の
最
後
は
、「
歓
喜
せ
よ
」。
ま
さ
に
喜
ぶ
わ
け
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
阿
羅
漢
果
を
得
た
人
間
は
、
阿
羅
漢
と
い
う
あ
り
方
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で
こ
の
三
界
を
出
て
し
ま
っ
た
の
で
、「
も
う
成
仏
は
で
き
な
い
の
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。「
そ
の
者
が
実
は
成
仏
で
き
る
の

だ
」
と
い
う
諸
仏
の
秘
密
が
明
か
さ
れ
て
、
非
常
に
歓
喜
し
て
、
そ
し
て
「
譬
喩
品
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
歓
喜
と
い
う

も
の
が
、
間
違
い
な
く
、
今
回
の
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
以
降
、『
法
華
経
』
で
は
、「
譬
喩
品
第
三
」
か
ら
「
授
学
無
学
人
記
品
第
九
」
に
至
る
ま
で
、
釈
尊
は
舎
利
弗
や
目
連
や
摩
訶
迦
葉
、

彼
ら
は
阿
羅
漢
で
す
ね
。
す
で
に
三
界
を
抜
け
て
し
ま
っ
た
無
学
の
阿
羅
漢
た
ち
を
は
じ
め
、
ま
だ
阿
羅
漢
に
な
っ
て
い
な
い
有
学
の
声

聞
た
ち
に
次
々
と
成
仏
の
授
記
を
与
え
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
声
聞
た
ち
が
成
仏
し
て
い
な
い
阿
羅
漢
の
状
態
に
と
ど

ま
る
こ
と
は
、
そ
の
根
拠
・
正
当
性
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
一
乗
の
教
え
と
い
う
の
は
、
小
乗
仏
教
を
消
滅
へ
と
導
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
小
乗
仏
教
を
消
滅
さ
せ
、
次
が
、
一
大
事
の
因
縁
の
部
分
で
す
。「
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
よ
」、
舎
利
弗
で
す
。「
私
も
ま
だ
、

た
だ
一
つ
の
乗
物
の
み
に
関
し
て
衆
生
た
ち
に
教
え
を
説
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
切
智
た
る
こ
と
を
最
終
目
的
地
と
す
る
ブ
ッ
ダ

へ
の
乗
物
（
仏
乗
）
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
如
来
の
知
見
に
勧
め
導
く
〔
教
え
〕
だ
け
を
衆
生
た
ち
に
、
如
来
の
知
見
を
示
す
〔
教

え
〕
だ
け
を
、
如
来
の
知
見
に
入
ら
せ
る
〔
教
え
〕
だ
け
を
、
如
来
の
知
見
を
覚
ら
せ
る
〔
教
え
〕
だ
け
を
、
如
来
の
知
見
の
道
に
入
ら

せ
る
教
え
だ
け
を
衆
生
た
ち
に
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
よ
、
私
の
こ
の
教
え
を
聴
く
衆
生
た
ち
も
ま
た
、
全
員
が
無

上
正
等
覚
を
獲
得
す
る
者
た
ち
と
な
る
で
あ
ろ
う
」。

　
こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
在
世
中
で
あ
れ
ば
、
釈
尊
の
肉
声
、
教
え
、
そ
し
て
授
記
を
直
接
聞
く
こ
と
で
誰
も
が
例
外
な
く
無
上
菩
提
を
得

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
、「
序
品
第
一
」
か
ら
「
授
学
無
学
人
記
品
第
九
」
ま
で
で
す
。

　
問
題
は
、「
釈
尊
滅
後
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
？
」。
こ
れ
こ
そ
が
、
実
は
『
法
華
経
』
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

『
法
華
経
』
が
作
ら
れ
た
、
成
立
し
た
と
も
い
わ
れ
る
紀
元
一
世
紀
以
降
、
二
世
紀
、
三
世
紀
に
は
、
一
切
衆
生
は
釈
尊
入
滅
後
の
世
界

に
生
き
て
い
た
か
ら
で
す
。
今
の
私
た
ち
と
同
じ
で
す
。
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３
│

２
．
如
来
滅
後
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
？
「
法
師
品
第
十
」
以
降
は
、
焦
点
が
釈
尊
の
入
滅
後
（
如
来
滅
後
）
へ
と
移
動
し
ま

す
。
ま
ず
「
法
師
品
第
十
」
で
、
こ
の
『
法
華
経
』
の
一
偈
だ
け
で
も
受
持
す
る
者
に
対
し
て
、
例
外
の
な
い
授
記
が
与
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　「
ま
た
、
薬
王
よ
、
如
来
の
滅
後
に
こ
の
〔
妙
法
蓮
華
の
〕
法
門
を
聴
く
者
た
ち
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た
だ
一
つ
の
偈
を
聞
い
て
、
そ

し
て
喜
ぶ
心
を
発
す
の
が
」、
喜
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
聞
い
て
、
喜
ぶ
。
歓
喜
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
で
も
、
そ
れ
は

一
瞬
で
も
い
い
。「
喜
ぶ
心
を
発
す
の
が
た
だ
一
瞬
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
薬
王
よ
、〔
如
来
で
あ
る
〕
私
は
そ
れ
ら
の
善
男
子
・
善
女
人

た
ち
は
誰
で
あ
れ
、
無
上
正
等
覚
を
得
る
で
あ
ろ
う
と
授
記
す
る
」。

　
同
じ
く
「
法
師
品
」
で
す
。「
薬
王
よ
、
誰
で
あ
れ
、
こ
の
〔
妙
法
蓮
華
の
〕
法
門
か
ら
た
だ
の
一
偈
を
受
持
し
た
り
、
随
喜
し
た
り
」、

喜
び
、
こ
れ
が
必
ず
つ
い
て
く
る
の
で
す
ね
。『
法
華
経
』
に
出
会
っ
て
、
喜
び
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
こ
れ
が
大
前
提

で
す
。「
受
持
し
た
り
、
随
喜
し
た
り
す
る
善
男
子
・
善
女
人
た
ち
が
あ
っ
た
と
し
て
、
薬
王
よ
、〔
如
来
で
あ
る
〕
私
は
か
の
者
た
ち
全

員
が
無
上
正
等
覚
を
得
る
で
あ
ろ
う
と
授
記
す
る
」。

　

　『
法
華
経
』
は
釈
尊
で
す
。
仏
語
で
あ
り
、
か
つ
、
釈
尊
な
の
で
す
。「
仏
語
（
法
身
仏
）
で
あ
る
『
法
華
経
』
と
い
う
一
切
皆
成
の
授

記
」
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
如
来
の
滅
後
に
こ
れ
を
語
っ
て
聞
か
せ
、「
一
切
衆
生
に
成
仏
の
授
記
を
す
る
」
と
い
う
如
来
の
仕
事
を
代

行
せ
よ
と
、
お
釈
迦
さ
ま
は
私
た
ち
に
命
じ
ら
れ
て
、
そ
れ
を
『
妙
法
華
』
で
は
「
行
如
来
事
」、
原
文
で
は
「
タ
タ
ー
ガ
タ
ク
リ
テ
ィ

ヤ
カ
ラ
」、「
如
来
の
仕
事
を
為
す
者
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
、「
法
師
、
ダ
ル
マ
バ
ー
ナ
カ
」
と
『
法
華
経
』
は
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

如
来
の
、
人
々
に
一
切
皆
成
の
授
記
を
与
え
る
と
い
う
仕
事
の
代
行
を
す
る
人
で
す
。
こ
の
法
師
こ
そ
が
『
法
華
経
』
の
行
者
で
す
。

「
法
華
経
の
行
者
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、『
法
華
経
』
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
日
蓮
聖
人
の
お
こ
と
ば
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
法
師
こ
そ
が

間
違
い
な
く
、
日
蓮
聖
人
が
お
っ
し
ゃ
る
「
法
華
経
の
行
者
」
な
わ
け
な
の
で
す
。
如
来
の
〈
ハ
タ
ラ
キ
〉
を
こ
の
世
に
あ
ら
し
め
て
い

る
、
代
行
者
で
す
。
タ
タ
ー
ガ
タ
ク
リ
テ
ィ
ヤ
カ
ラ
、
行
如
来
事
、
で
す
。
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で
は
、
七
ペ
ー
ジ
で
す
。
こ
れ
以
降
、「
従
地
涌
出
品
第
十
五
」
に
至
る
ま
で
│
た
だ
し
「
提
婆
達
多
品
第
十
二
」
は
除
き
ま
す

│
如
来
の
滅
後
に
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
、
こ
の
『
法
華
経
』
を
受
持
し
、
説
示
し
、
衆
生
を
利
益
す
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
次
の
一
節
は
「
見
宝
塔
品
第
十
一
」
で
す
。「
さ
て
、
そ
の
と
き
如
来
で
あ
る
釈
迦
牟
尼
世
尊
は
、
か
の
」、
虚
空
会
に
み
ん

な
が
昇
っ
た
後
で
す
。「〔
虚
空
会
に
昇
っ
た
〕
四
衆
た
ち
に
告
げ
た
。〝
比
丘
た
ち
よ
、
そ
な
た
た
ち
の
中
で
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
い

て
、
こ
の
妙
法
蓮
華
の
法
門
を
説
き
明
か
す
任
に
堪
え
う
る
者
は
誰
か
あ
る
か
。
如
来
〔
で
あ
る
私
〕
が
〔
ま
だ
〕
在
世
中
の
、
今
が

〔
誓
い
を
述
べ
る
〕
そ
の
時
で
あ
り
、
今
が
そ
の
機
会
な
の
で
あ
る
。
比
丘
た
ち
よ
、
如
来
〔
で
あ
る
私
〕
は
こ
の
妙
法
蓮
華
の
法
門
を

〔
そ
の
者
に
〕
付
嘱
し
て
、
入
滅
せ
ん
と
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
〞」。

　
と
こ
ろ
が
、
釈
尊
は
、
│
次
は
「
従
地
涌
出
品
」
の
冒
頭
で
す
│
他
方
世
界
よ
り
来
至
し
た
菩
薩
衆
に
向
か
っ
て
、「
止
め
よ
、

善
男
子
ら
よ
。
そ
な
た
た
ち
が
こ
の
〔
如
来
の
〕
仕
事
〔
の
代
行
〕
を
行
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
何
に
な
ろ
う
か
。〔
い
や
不
可
能
な
の
で

何
に
も
な
ら
な
い
〕」。「
お
前
た
ち
に
は
無
理
だ
」
と
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
で
は
、
結
局
、
誰
が
如
来
の
滅
後
に
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
い
て
、『
法
華
経
』
を
説
き
明
か
す
菩
薩
大
士
＝
如
来
の
〈
ハ
タ
ラ
キ
〉

の
代
行
者
＝
永
遠
に
現
存
す
る
釈
尊
の
実
現
者
な
の
か
。
よ
ろ
し
い
で
す
か
、
衆
生
に
成
仏
の
授
記
を
す
る
の
は
仏
さ
ま
し
か
で
き
な
い

の
で
す
。
そ
の
、『
法
華
経
』
と
い
う
授
記
を
す
る
仏
さ
ま
、『
法
華
経
』
が
仏
さ
ま
な
の
で
す
。
そ
れ
を
説
き
明
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
切
衆
生
に
授
記
を
し
て
い
く
と
い
う
仏
の
仕
事
の
代
行
を
し
て
い
く
限
り
、
お
釈
迦
さ
ま
は
授
記
を
す
る
存
在
と
し
て
、
そ
の
お
釈
迦

さ
ま
の
〈
ハ
タ
ラ
キ
〉
が
永
遠
に
こ
の
娑
婆
世
界
に
残
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
永
遠
に
現
存
す
る
釈
尊
の
実
現
者
＝
法
師
で
あ
り
、

『
法
華
経
』
の
行
者
な
の
で
す
。

　
す
ぐ
さ
ま
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。「
善
男
子
ら
よ
。
ま
さ
し
く
私
の
こ
の
娑
婆
世
界
」、
こ
の
娑
婆
世
界
は
、

お
釈
迦
さ
ま
の
世
界
で
す
。「
私
の
こ
の
娑
婆
世
界
に
は
、
六
万
の
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
に
等
し
い
菩
薩
た
ち
が
あ
り
、
│
中
略

│
ま
た
付
き
人
が
お
り
」
と
い
う
、
た
く
さ
ん
の
弟
子
、「
そ
の
者
た
ち
が
、
私
が
入
滅
し
た
後
の
時
代
、
後
の
時
節
に
こ
の
〔
妙
法
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蓮
華
の
〕
法
門
を
受
持
し
、
読
誦
し
、
説
き
明
か
す
で
あ
ろ
う
」。
そ
し
て
、
大
地
が
割
れ
、
地
よ
り
菩
薩
が
湧
現
す
る
と
い
う
、
あ
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
場
面
に
移
行
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

　
続
く
「
如
来
寿
量
品
第
十
六
」
と
「
分
別
功
徳
品
第
十
七
」
で
は
、
如
来
の
滅
後
で
あ
っ
て
も
、『
法
華
経
』
が
説
示
さ
れ
る
限
り
ブ

ッ
ダ
如
来
で
あ
る
釈
尊
は
永
遠
に
こ
の
世
に
現
存
し
、
衆
生
利
益
の
〈
ハ
タ
ラ
キ
〉
を
な
し
続
け
る
と
開
示
さ
れ
ま
す
。

　「
久
遠
実
成
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
の
永
遠
の
現
存
は
」、
現
存
と
は
、
こ
の
世
に
と
ど
ま
っ
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
法
師
（
法
華
経
の

行
者
）
の
『
法
華
経
』
説
示
を
通
し
て
、
一
切
衆
生
皆
成
の
授
記
を
与
え
る
と
い
う
如
来
の
事
業
を
代
行
し
続
け
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
如

来
の
〈
ハ
タ
ラ
キ
〉
を
こ
の
世
に
顕
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
」。
如
来
の
仕
事
、
機
能
、
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン

を
私
た
ち
が
代
行
し
て
い
く
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
釈
尊
は
永
遠
に
こ
の
世
に
存
在
し
続
け
て
人
々
を
救
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

　
こ
れ
を
聞
い
て
奇
異
に
思
わ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
思
い
起
こ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
実
際
、「
如
来

寿
量
品
第
十
六
」
に
お
い
て
久
遠
の
釈
尊
は
開
顕
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
大
も
と
を
辿
れ
ば
、
久
遠
の
昔
か
ら
弟
子
で
あ
っ
た
地
涌
の

菩
薩
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
開
顕
さ
れ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
た
く
さ
ん
の
弟
子
た
ち
が
い
て
、「
え
？

　
こ
ん
な
た
く
さ

ん
の
弟
子
を
、
ど
う
や
っ
て
教
え
た
ん
で
す
か
？

　
無
理
で
し
ょ
う
」
と
問
わ
れ
て
、「
い
や
、
実
は
、
と
っ
く
の
昔
か
ら
ブ
ッ
ダ
だ
っ

た
ん
じ
ゃ
」
と
。
私
た
ち
が
ず
っ
と
人
々
を
救
っ
て
い
く
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
仕
事
が
過
去
か
ら
現
在
、
そ
し
て
未
来
に
続
く
限
り
に

お
い
て
、
お
釈
迦
さ
ま
は
常
に
こ
の
世
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。

　
仏
と
私
た
ち
と
の
関
係
は
一
方
通
行
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
か
に
、
神
や
創
造
主
の
よ
う
に
仏
さ
ま
が
い
て
、
命
令
が
降
り
て
来
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
と
一
方
通
行
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
で
す
。
仏
教
の
場
合
、
仏
と
私
た
ち
の
関
係
は
常
に
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ

ブ
で
す
。
相
互
作
用
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
、
私
た
ち
の
存
在
に
応
じ
て
仏
さ
ま
は
教
え
や
在
り
方
を
変
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。

　「
一
つ
の
教
え
に
従
え
」
と
い
う
タ
イ
プ
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
の
あ
り
よ
う
が
仏
さ
ま
の
あ
り
よ
う
を
規
定
し
て
く
る
。
そ
れ
が
縁
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起
な
の
で
す
。
仏
と
わ
れ
わ
れ
の
関
係
も
縁
起
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
活
動
が
な
け
れ
ば
仏
は
滅
び
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、

仏
法
僧
、
三
つ
の
宝
が
な
け
れ
ば
仏
教
は
滅
び
て
し
ま
う
の
で
す
。
人
間
と
い
う
存
在
、
仏
弟
子
と
い
う
存
在
が
、
仏
や
法
と
並
ん
で
大

事
だ
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。「
教
祖
が
あ
っ
て
、
教
え
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
従
う
人
た
ち
が
い
る
。
そ
れ
が
三
つ
と

も
大
事
な
ん
だ
。
ど
れ
一
つ
も
欠
け
て
は
だ
め
だ
」
な
ど
と
い
う
宗
教
は
、
仏
教
以
外
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
タ
ラ
ク
テ

ィ
ブ
な
存
在
な
の
で
す
。
私
た
ち
の
行
動
が
な
け
れ
ば
、
釈
尊
は
滅
び
ま
す
。
も
し
く
は
、
絵
に
描
い
た
餅
で
す
。
単
な
る
文
字
や
絵
や

像
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
文
字
を
現
実
化
さ
せ
、
人
々
を
救
う
私
た
ち
の
行
動
を
通
し
て
、
初
め
て
釈
尊
は
こ
の
世
に
現
れ
て
人
々
を
救
う
の
で
す
。

　
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
に
戻
り
ま
す
。
七
ペ
ー
ジ
の
下
の
方
で
す
。
以
下
、「
法
師
功
徳
品
第
十
九
」
に
至
る
ま
で
は
、『
法
華
経
』
受
持
の

様
々
な
功
徳
を
説
く
こ
と
で
、『
法
華
経
』
が
受
持
さ
れ
説
示
さ
れ
る
こ
と
を
勧
め
、
如
来
の
滅
後
に
衆
生
を
利
益
す
る
如
来
の
〈
ハ
タ

ラ
キ
〉
が
実
現
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
い
こ
と
い
っ
ぱ
い
あ
る
か
ら
、『
法
華
経
』
を
説
示
し
よ
う
よ
、
と
。

　
そ
し
て
、
続
く
「
常
不
軽
菩
薩
品
第
二
十
」
で
は
、
如
来
の
滅
後
に
は
、
一
切
皆
成
の
授
記
を
行
う
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
『
法
華
経
』
を

説
き
聞
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

0

0

、
如
来
の
仕
事
の
代
行
、
す
な
わ
ち
、
一
切
衆
生
に
成
仏
を
授
記
す
る
と
い
う
〈
現
実
の
ハ
タ
ラ

キ
〉、
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
、
さ
っ
き
か
ら
ず
っ
と
説
い
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
常
不
軽
菩
薩
と
い
う
釈
尊
過
去
世

の
姿
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て
強
調
す
る
の
で
す
。

　「
さ
ら
に
、
得
大
勢
よ
、
か
の
世
尊
〔
で
あ
る
、
入
滅
し
て
い
た
最
初
の
威
音
王
如
来
・
応
供
・
正
遍
知
〕
の
教
え
の
も
と
で
、
か
の

常
不
軽
菩
薩
大
士
〔
で
あ
っ
た
私
〕
は
幾
百
人
の
比
丘
、
幾
百
人
の
比
丘
尼
、
幾
百
人
の
優
婆
塞
、
幾
百
人
の
優
婆
夷
た
ち
誰
に
対
し
て

も
、
こ
の
〔
妙
法
蓮
華
の
〕
法
門
を
〔
語
っ
て
〕
聞
か
せ
、〝
私
は
あ
な
た
方
を
軽
ん
じ
ま
せ
ん
。
皆
様
方
は
全
員
、
菩
薩
行
を
行
じ
て

く
だ
さ
い
。
あ
な
た
方
は
如
来
・
応
供
・
正
遍
知
と
成
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
〞
と
〔
授
記
し
た
の
で
あ
る
〕」。
こ
の
『
法
華
経
』
を
語
っ

て
聞
か
せ
、
授
記
す
る
の
で
す
。「
こ
の
よ
う
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
私
は
速
や
か
に
成
仏
で
き
た
の
だ
」
と
、
お
釈
迦
さ
ま
は
お
っ
し
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ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　「
得
大
勢
よ
、
こ
の
よ
う
に
、
大
利
益
の
あ
る
こ
の
法
門
の
受
持
・
読
誦
・
説
示
が
、
諸
々
の
菩
薩
大
士
た
ち
に
と
っ
て
、
無
上
菩
提

〔
獲
得
〕
へ
の
導
き
手
と
な
る
の
で
あ
る
」。
ま
さ
に
、
こ
の
『
法
華
経
』
そ
の
も
の
が
ブ
ッ
ダ
釈
尊
と
し
て
菩
薩
た
ち
を
導
い
て
く
れ
る

わ
け
で
す
。「
そ
れ
ゆ
え
、
得
大
勢
よ
、
如
来
の
滅
後
に
は
諸
々
の
菩
薩
大
士
た
ち
は
、〔
仏
語
に
し
て
釈
迦
牟
尼
仏
た
る
〕
こ
の
法
門
を

常
に
受
持
し
、
読
誦
し
、
説
示
し
、
説
き
明
か
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
教
誡
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
は
っ
き
り
と
教
誡
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
地
涌
の
菩
薩
に
『
法
華
経
』
を
付
嘱
し
、
釈
尊
滅
後
の
受
持
・
解
説
を
教
誡
す
る
「
如
来
神
力
品
第
二
十
一
」
へ
と
自
然
に

連
な
っ
て
い
き
ま
す
。
次
の
部
分
は
、
別
付
嘱
部
分
で
す
。「
そ
の
と
き
世
尊
は
、
上
行
〔
菩
薩
〕
を
は
じ
め
と
す
る
、
か
の
〔
地
涌
の
〕

菩
薩
大
士
た
ち
に
告
げ
た
。〝
善
男
子
た
ち
よ
、
如
来
〔
で
あ
る
私
〕
が
入
滅
し
た
後
、
そ
な
た
た
ち
が
こ
の
〔
妙
法
蓮
華
の
〕
法
門
を

恭
敬
し
て
受
持
し
、
教
示
し
、
書
写
し
、
読
誦
し
、
解
説
し
、
修
習
し
、
供
養
せ
よ
〞」。
教
誡
で
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
こ
そ
が
、
地
涌

の
菩
薩
で
あ
り
、『
法
華
経
』
の
行
者
で
あ
り
、
法
師
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
４
．
結
論
で
す
。
如
来
か
ら
成
仏
の
授
記
を
与
え
ら
れ
な
い
者
は
、
い
か
に
修
行
し
よ
う
と
も
成
仏
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。『
法

華
経
』
を
編
み
出
し
た
無
名
の
菩
薩
た
ち
は
、
釈
尊
入
滅
後
の
、
も
ち
ろ
ん
、
仏
は
あ
り
ま
す
ね
、
で
も
、
そ
れ
は
成
仏
を
与
え
て
く
れ

な
い
仏
で
し
た
。「
成
仏
の
授
記
を
与
え
て
く
れ
る
如
来
が
い
な
い
の
だ
」
と
い
う
強
い
意
識
の
も
と
、
如
来
の
意
義
を
、
説
法
に
よ
っ

て
、
こ
の
世
に
現
れ
出
で
、
現
在
化
さ
れ
、
衆
生
に
授
記
を
与
え
て
利
益
す
る
〈
現
実
の
ハ
タ
ラ
キ
〉
と
捉
え
た
わ
け
で
す
。

　
ど
こ
か
に
霊
的
な
存
在
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
行
動
を
通
し
て
現
実
化
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
ハ
タ

ラ
キ
〉
を
代
行
す
る
『
法
華
経
』
の
行
者
（
法
師
、
地
涌
の
菩
薩
）
が
存
在
す
る
限
り
、
釈
尊
も
永
遠
に
こ
の
世
に
と
ど
ま
っ
て
衆
生
利

益
を
し
て
く
だ
さ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、「
提
婆
品
」
を
除
き
、「
序
品
第
一
」
か
ら
「
如
来
神
力
品
第
二
十
一
」
に
至
る
ま
で
、

『
法
華
経
』
の
編
纂
意
図
は
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

02-02　基調講演　鈴木.indd   39 2017/09/04   12:02



現代宗教研究　第51号（2017.3）　　40

　『
法
華
経
』
の
成
立
に
関
し
て
は
、
従
来
、
大
き
く
分
け
て
、
段
階
成
立
説
と
、「
一
貫
し
て
で
き
た
ん
だ
」
と
い
う
二
つ
の
説
が
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
布
施
浩
岳
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
的
な
見
方
は
、
段
階
成
立
、
大
体
三
つ
ぐ
ら
い
に
分
け
る
の
で
す
。
一

方
、
同
時
成
立
説
を
説
か
れ
る
の
は
、
勝
呂
先
生
で
す
ね
。
私
は
中
間
ぐ
ら
い
に
位
置
し
て
い
ま
し
て
、「
序
品
」
か
ら
「
神
力
品
」
ま

で
は
、「
提
婆
品
」
を
除
き
、
こ
れ
は
一
貫
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
に
差
異
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
後
、「
薬

王
品
」
以
降
、「
囑
累
品
」
も
最
後
で
す
か
ら
、「
薬
王
品
」
以
降
は
ち
ょ
っ
と
違
う
か
な
、
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
例
え
ば
、「
薬
王
品
」

は
『
法
華
経
』
の
文
脈
を
分
か
っ
て
な
い
人
が
作
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
あ
り
と
分
か
る
部
分
が
残
っ
て
い
て
、
違
う
と
い
う
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
、「
序
品
第
一
」
か
ら
「
如
来
神
力
品
第
二
十
一
」
ま
で
は
、
一
つ
の
テ
ー
マ
で
す
。
釈
尊
の
入
滅
後
に
私
た
ち
の
行
動
を
通
し

て
人
々
を
救
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
釈
尊
は
永
遠
に
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
強
烈
な
使
命
感
を
私
た
ち
に
与
え
て
い
る
。

そ
の
選
ば
れ
た
者
と
し
て
の
恍
惚
と
不
安
、
共
に
わ
れ
に
あ
り
、
こ
れ
が
『
法
華
経
』
の
法
師
の
自
覚
を
持
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
喜
び
（
歓

喜
）
で
あ
り
、
そ
し
て
使
命
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
試
練
を
受
け
、
勿
論
迫
害
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ

う
。『
法
華
経
』
の
行
者
が
試
練
を
受
け
る
、
迫
害
を
受
け
る
こ
と
は
、
も
う
説
か
れ
て
あ
る
わ
け
で
す
、『
法
華
経
』
に
。
そ
し
て
、
日

蓮
聖
人
は
そ
れ
を
証
得
さ
れ
、
実
証
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　
５
．
で
す
。
│
結
論
の
後
に
│
『
法
華
経
』
の
ど
こ
が
凄
い
の
か
？

　

　
イ
ン
ド
、
そ
し
て
チ
ベ
ッ
ト
で
、『
法
華
経
』
は
全
然
流
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
言
及
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、「
何
か
阿
羅
漢
も
成
仏
で
き
る

と
説
い
て
い
る
、
変
わ
っ
た
経
典
が
あ
る
よ
」
と
い
う
感
じ
で
す
。
チ
ベ
ッ
ト
で
も
、
そ
う
で
す
。『
法
華
経
』
と
い
う
経
典
は
、
従
来

の
仏
教
理
論
と
い
う
も
の
の
中
で
、
不
都
合
な
も
の
、
人
々
の
成
仏
の
可
能
性
を
奪
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の
を
、
壊
し
に
か
か
っ
て
い
る

経
典
で
す
。
例
え
ば
、「
方
便
品
」
で
説
か
れ
た
、「
阿
羅
漢
で
も
成
仏
可
能
」、
こ
の
「
成
仏
」
と
い
う
発
想
が
、
こ
の
輪
廻
を
脱
し
て

い
く
、
三
界
を
抜
け
出
て
解
脱
す
る
、
解
脱
と
い
う
も
の
と
成
仏
を
同
一
に
考
え
る
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
伝
統
的
な
文
脈
で
言
う
と
、
こ
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れ
は
全
く
理
に
か
な
わ
な
い
の
で
す
。

　
な
ぜ
な
ら
ば
、
阿
羅
漢
果
を
得
る
こ
と
で
、
す
で
に
三
界
を
抜
け
出
て
い
る
か
ら
で
す
。
も
う
、
解
脱
し
て
い
る
者
が
、
ど
う
や
っ
て
、

も
う
一
度
抜
け
出
る
の
か
。
実
は
、『
法
華
経
』
の
中
で
は
、「
解
脱
は
複
数
回
可
能
だ
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
一
般

か
ら
見
る
と
、
あ
り
得
ま
せ
ん
。
実
は
、
元
々
仏
教
で
「
解
脱
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、「
輪
廻
を
脱
す
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
か
っ
た

の
で
す
。
元
は
、
仏
教
に
お
け
る
「
解
脱
」
と
い
う
の
は
、「
煩
悩
を
離
れ
る
こ
と
」
な
の
で
す
。
で
も
、
イ
ン
ド
で
は
、「
解
脱
」
と
言

っ
た
場
合
に
、
そ
の
ま
ま
イ
コ
ー
ル
、「
輪
廻
か
ら
の
解
脱
」
と
読
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
イ
ン
ド
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
そ
う
な
の
で

す
。

　
で
も
、「
煩
悩
を
脱
し
て
い
く
」
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
阿
羅
漢
と
い
う
境
地
に
は
立
っ
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
断
ち
切
れ
て
い
な
い
も
の

が
あ
る
。
だ
か
ら
、
次
へ
、
次
へ
と
進
ん
で
い
く
、
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
、
化
城
喩
品
の
型
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
あ
れ
は
、

イ
ン
ド
の
文
脈
で
は
、
全
く
あ
り
得
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、『
法
華
経
』
は
、
も
っ
と
原
初
的
な
、
仏
教
の
根
源
的
な
解
脱
の
意
味
に

戻
っ
て
い
る
の
で
す
。
輪
廻
か
ら
の
離
脱
で
は
な
い
、「
煩
悩
か
ら
の
離
脱
」
と
い
う
意
味
で
使
い
直
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

「
阿
羅
漢
果
を
得
た
者
が
解
脱
で
き
る
」
と
い
う
発
想
が
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
の
で
す
。

　
わ
れ
わ
れ
東
ア
ジ
ア
に
あ
る
人
間
は
、
イ
ン
ド
人
が
信
じ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
は
、
輪
廻
を
信
じ
て
い
ま
せ
ん
。
で
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
よ
う
な
私
た
ち
に
も
『
法
華
経
』
は
通
じ
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
『
法
華
経
』
に
お
け
る
「
解
脱
」
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
一
般
の

解
脱
よ
り
も
、
も
っ
と
根
源
的
で
万
人
に
通
じ
る
、「
煩
悩
を
離
れ
る
」、
そ
う
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
ま
た
、『
法
華
経
』
は
、「
一
仏
一
世
界
」
と
い
う
大
前
提
を
も
破
壊
し
て
い
き
ま
す
。
仏
教
で
は
、
す
で
に
小
乗
経
典
の
段
階
か
ら
、

「
一
つ
の
世
界
に
は
一
人
の
ブ
ッ
ダ
し
か
存
在
で
き
な
い
。
こ
の
娑
婆
世
界
に
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま

の
世
界
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
成
仏
で
き
な
い
ん
だ
」。
つ
ま
り
、
自
分
た
ち
が
成
仏
で
き
な
い
の
を
、
お
釈
迦
さ
ま
の
せ
い
に
し
て
い

る
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
の
で
す
。
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そ
れ
に
対
抗
し
て
、「
じ
ゃ
あ
、
こ
の
世
界
を
離
れ
れ
ば
、
別
世
界
な
ら
い
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
す
の
が
、
例
え
ば

『
無
量
寿
経
』
な
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
小
乗
側
は
、「
い
や
い
や
、
こ
の
世
界
と
い
う
の
は
三
千
大
千
世
界
の
こ
と
だ
。
三
千
大
千
世

界
の
中
で
仏
は
一
人
だ
け
だ
か
ら
、
い
か
に
極
楽
に
行
っ
た
っ
て
無
理
で
す
よ
」
と
。
な
ぜ
、
そ
こ
ま
で
成
仏
し
た
く
な
い
の
か
分
か
ら

な
い
の
で
す
ね
。
や
は
り
、
彼
ら
は
小
乗
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
「
一
仏
一
世
界
」
と
い
う
、
成
仏
の
障
害
と
な
る
理
屈
、
そ
の
理
屈
を
も
、『
法
華
経
』
は
壊
し
て
い
き
ま
す
。
先
ほ
ど

見
た
よ
う
に
「
方
便
品
」
の
中
で
、「
こ
の
世
間
で
、
み
ん
な
成
仏
し
ま
し
た
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
明
解
な
の
は
、「
見
宝
塔

品
」
で
す
。「
見
宝
塔
品
」
で
釈
尊
と
多
宝
如
来
が
二
仏
並
坐
し
ま
す
。
こ
れ
、
仏
教
世
界
で
は
、
も
う
、
び
っ
く
り
仰
天
の
出
来
事
な

の
で
す
。
一
世
界
に
二
仏
が
同
時
に
現
れ
て
、
同
じ
価
値
を
持
っ
て
並
坐
し
て
い
る
。
並
坐
と
い
う
の
は
、「
同
じ
位
を
持
っ
て
い
る
」

と
い
う
意
味
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
対
坐
」
す
る
わ
け
で
す
。
上
座
と
下
座
で
対
坐
す
る
。
二
仏
並
坐
、
こ
れ
、
も
の
す
ご
い
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
後
、「
見
宝
塔
品
」
で
は
、「
全
て
の
仏
は
分
身
仏
だ
」
と
い
う
こ
と
で
イ
コ
ー
ル
に
し
て
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
「
神
力

品
」
で
は
、
全
て
の
仏
土
を
一
つ
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
『
法
華
経
』
は
、「
一
仏
一
世
界
」
と
い
う
前
提
を
も
破
壊
し
て
い
き
ま
す
。
恐
ら
く
、
そ
の
よ
う
な
「
前
提
を
破
壊
し

て
い
く
」
と
い
う
関
係
か
ら
で
し
ょ
う
。
今
の
位
置
に
「
提
婆
品
」
が
挿
入
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
提
婆
品
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、

女
人
成
仏
、
そ
し
て
畜
生
成
仏
と
い
う
点
で
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
、
イ
ン
ド
仏
教
史
上
で
大
事
な
の
は
、
頓
悟
を
説

い
て
い
る
こ
と
で
す
。
あ
っ
と
い
う
間
に
成
仏
で
き
る
と
い
う
の
が
頓
悟
で
、
そ
の
対
概
念
は
漸
悟
で
す
ね
。
歴
劫
修
行
し
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。

　
イ
ン
ド
で
は
、
あ
く
ま
で
も
漸
悟
が
主
流
と
い
う
か
、
ほ
と
ん
ど
漸
悟
で
す
。
頓
悟
な
ん
て
幻
想
に
過
ぎ
な
い
。「
あ
っ
と
い
う
間

に
？

　
そ
れ
は
気
絶
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
批
判
も
あ
る
ぐ
ら
い
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
頓
悟
と
い
う
の
は
、
イ

ン
ド
に
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
極
め
て
マ
イ
ナ
ー
で
す
。
そ
の
頓
悟
と
い
う
も
の
を
、
あ
そ
こ
で
成
仏
理
論
と
し
て
謳
っ
て
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い
る
の
で
す
。

　「
誰
も
が
成
仏
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
で
、
今
生
で
成
仏
で
き
る
」。
つ
ま
り
、「
仏
が
い
っ
ぱ
い
い
て
構
わ
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
身
の
ま
ま
で
成
仏
で
き
る
」。『
法
華
経
』
が
な
け
れ
ば
、
決
し
て
一
念
三
千
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
で
す
し
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
は

至
っ
て
こ
な
い
わ
け
で
す
。

　
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
釈
尊
の
永
遠
性
と
い
う
も
の
は
、
あ
く
ま
で
私
た
ち
仏
弟
子
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
開
顕
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。
私
た
ち
を
離
れ
て
、
ど
こ
か
に
、
雲
の
上
の
方
に
、「
天
に
ま
し
ま
す
わ
れ
ら
の
父
よ
」
で
は
な
い
の
で
す
ね
、
仏
教
に
お

け
る
仏
さ
ま
と
い
う
の
は
。
私
た
ち
と
関
連
し
合
っ
て
、
常
に
存
在
し
て
く
だ
さ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
き
ち
ん
と
歩
む
限
り
、
常
に

存
在
し
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
な
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
そ
の
仏
さ
ま
は
、「
経
典
の
付
嘱
」
と
い
う
こ
と
に
莫
大
な
力
を
注
い
で
い
ま
す
。
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、「
頼
む
ぞ
、
頼
む

ぞ
、
頼
む
ぞ
」。
つ
ま
り
、「
お
前
た
ち
が
地
涌
の
菩
薩
に
な
っ
て
く
れ
」
と
。「
地
涌
の
菩
薩
が
現
れ
出
る
、
時
代
を
越
え
て
ど
ん
ど
ん

現
わ
れ
て
く
る
、
そ
れ
を
絶
や
さ
な
い
で
く
れ
」。
時
を
越
え
、
場
所
を
越
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今
、
こ
の
場
に
、
こ
の
平
成
の
日
本
に
、

地
涌
の
菩
薩
と
し
て
生
ま
れ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。「
こ
の
流
れ
を
絶
や
さ
ず
、
地
涌
の
菩
薩
と
し
て
如
来
の
〈
ハ
タ
ラ
キ
〉
を
示
し
、

人
々
を
救
っ
て
く
れ
。
そ
れ
こ
そ
が
私
、
釈
迦
牟
尼
仏
な
の
だ
。
そ
の
〈
ハ
タ
ラ
キ
〉
こ
そ
が
私
。
お
前
を
通
し
て
、
私
は
、
こ
の
世
に

現
れ
出
て
く
る
の
だ
」
と
。

　
そ
れ
は
、「
私
た
ち
が
釈
尊
の
永
遠
の
現
存
を
実
現
さ
せ
る
の
だ
、
人
々
を
救
っ
て
い
く
の
だ
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
も
救

わ
れ
て
い
く
の
だ
」
と
い
う
強
烈
な
使
命
感
と
同
時
に
、
歓
喜
、
恍
惚
、
試
練
も
含
め
て
、
与
え
て
く
れ
る
わ
け
で
す
。

　『
法
華
経
』
は
ほ
ん
と
う
に
、
凄
い
と
い
う
か
、
素
晴
ら
し
い
と
い
う
か
、
そ
の
『
法
華
経
』
と
い
う
も
の
に
、
ほ
ん
と
う
に
、
き
ち

ん
と
向
か
い
合
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
向
き
合
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
相
手
の
大
き
さ
に
改
め
て
、
ち
ょ
っ
と
お
の
の
い
て
し
ま

う
よ
う
な
感
じ
も
い
た
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
『
法
華
経
』
に
縁
を
持
っ
た
私
た
ち
は
、
否
応
な
し
に
、
そ
れ
を
受
持
し
説
き
示
さ
な
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け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、『
法
華
経
』
で
理
想
を
実
現
し
、
こ
の
世
に
釈
尊
を
あ
ら
し
め
る
、
そ
の
〈
ハ
タ
ラ
キ
〉、
フ
ァ
ン
ク
シ

ョ
ン
を
常
に
実
現
し
て
、
そ
こ
に
こ
そ
、
そ
し
て
、
そ
れ
し
か
、
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
、
末
法
万
年
広
宣
流
布
の
実
現
は
な
い
も
の
と
、

私
は
信
じ
て
お
り
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
ぜ
ひ
、
共
に
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
し
て
歩
ま
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
。

司
会

　
鈴
木
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
し
ば
ら
く
質
疑
応
答
の
時
間
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
今
の
基
調
講
演
に
際
し
ま
し
て
、
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
ら
挙
手
に
て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

質
問
１

　
貴
重
な
講
演
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
先
生
、
日
蓮
門
下
に
は
日
蓮
本
仏
論
と
い
う
教
義
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
日
の
先
生
の
お
話
で
、「
地
涌
の
菩
薩
の
働
き
、
つ

ま
り
仏
様
の
働
き
、
私
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
、
や
は
り
日
蓮
本
仏
論
に
い
く
の
か
。
ま
た
、
興
門
派
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ

る
脱
仏
と
い
う
も
の
を
、
こ
の
『
法
華
経
』
の
中
か
ら
導
き
出
せ
る
の
か
。
も
し
出
せ
る
と
し
た
ら
、
私
た
ち
日
蓮
宗
は
、
大
き
な
意
味

で
、
日
蓮
門
下
で
教
学
の
再
編
成
を
す
る
べ
き
な
の
か
、
そ
の
辺
、
先
生
の
見
解
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
存
じ
ま
す
。

鈴
木

　
ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
結
論
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
日
蓮
本
仏
論
は
断
じ
て
成
立
し
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
仏
さ
ま
が
存
在
し
て
、
私
た
ち
が
あ
る
。
し

か
し
、「
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
よ
う
な
一
方
通
行
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
の
で
す
。
仏
さ
ま
の
あ
り
よ
う

は
、
私
た
ち
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
く
だ
さ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
が
怠
け
て
い
れ
ば
、
仏
さ
ま
も
怠
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な

02-02　基調講演　鈴木.indd   44 2017/09/04   12:02



45

法華経を現代に読む（鈴木）

っ
て
し
ま
う
。
私
た
ち
が
如
来
の
仕
事
の
肩
代
わ
り
を
し
な
け
れ
ば
、
如
来
は
、
こ
の
世
に
現
れ
出
て
こ
な
い
。
で
も
、
そ
れ
は
、
私
た

ち
が
主
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
久
遠
の
仏
さ
ま
が
従
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
意
味
で
は
、
一
番
根
本
に
あ
る
の
は

妙
法
蓮
華
と
い
う
、
宇
宙
を
流
れ
る
理
法
、
真
理
な
の
で
す
。

　
根
本
の
理
法
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
あ
る
と
き
に
は
迹
仏
と
し
て
現
れ
、
そ
し
て
、
あ
る
と
き
に
は
私
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
、

そ
れ
が
マ
ン
ダ
ラ
の
世
界
観
で
あ
り
、
宇
宙
観
（
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
）
な
の
で
す
。
日
蓮
本
仏
論
の
よ
う
な
、
日
蓮
聖
人
が
主
で
あ
っ
て
、

久
遠
の
根
本
仏
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
構
図
は
ま
っ
た
く
あ
り
得
ま
せ
ん
。

　
た
だ
、
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
と
、
ど
こ
か
に
仏
さ
ま
が
い
て
、
そ
こ
か
ら
教
え
が
降
っ
て
く
る
っ
て
い
う
の
だ
と
考
え
て
し
ま
う
と
、

『
法
華
経
』
は
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

質
問
１

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会

　
他
に
ど
な
た
か
、
ご
質
問
の
あ
る
方
。
は
い
。

質
問
２

　
二
つ
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
今
、
い
ろ
い
ろ
日
蓮
本
仏
論
で
議
論
し
た
と
き
に
、
最
終
的
な
こ
と
ば
な
ん
で
す
け
ど
、「
お

釈
迦
様
の
生
ま
れ
変
わ
り
が
日
蓮
さ
ん
だ
か
ら
、
日
蓮
さ
ん
の
日
蓮
本
仏
論
は
成
立
す
る
ん
だ
」
な
ん
て
い
う
、
お
か
し
な
理
論
が
で
き

て
、「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
の
で
。
だ
け
ど
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
が
う
ま
く
で
き
な
く
て
、
非
常
に
、
今
、

悩
ん
で
る
ん
で
す
。
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
法
華
経
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
勝
呂
先
生
は
、
確
か
に
、「
一
か
ら
二
十
八
ま
で
全

て
、
最
初
に
で
き
た
ん
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
て
、
布
施
浩
岳
先
生
た
ち
は
、
そ
の
反
対
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
て
、
先
生
お

っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
大
体
、
二
十
一
で
「
嘱
累
品
」
が
最
後
で
す
ね
。
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あ
と
の
三
か
ら
八
は
、
要
す
る
に
、
ご
祈
祷
の
類
に
な
り
ま
し
て
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
る
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
う
す
る
と
、
い
つ

頃
な
ん
で
し
ょ
う
か
？
　
外
国
で
も
、
百
年
ぐ
ら
い
た
っ
て
か
ら
、「
後
か
ら
で
き
た
」
と
か
っ
て
、
そ
ん
な
百
年
も
、
お
経
の
本
が
、

ど
こ
か
で
眠
っ
て
る
は
ず
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
比
較
的
短
い
間
に
二
十
八
ま
で
完
成
し
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
わ
け
で
す
け
ど
、
先
生
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木

　
は
い
、
ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
最
初
の
お
答
え
は
、
先
ほ
ど
の
答
え
と
一
致
し
て
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す

が
。
そ
も
そ
も
、
お
釈
迦
さ
ま
が
生
ま
れ
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
私
の
今
日
の
話
が
日
蓮
本
仏
論
と
近
い
よ
う
に
取
ら

れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
と
て
も
意
外
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
常
に
仏
教
に
お
い
て
、
仏
と
い
う
存
在
と
私
た
ち
と
い
う
の
は
、
相
互

に
縁
起
の
世
界
の
中
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
大
前
提
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
よ
う
な
話
の
中
で
は
、
本
仏
論
は
絶
対
に
出
て
こ
な
い
と

思
い
ま
す
。
縁
起
の
こ
と
が
そ
も
そ
も
分
か
っ
て
な
い
方
が
、
何
か
救
世
主
的
な
見
方
を
持
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

質
問
２

　
そ
れ
は
、
天
台
本
仏
論
、「
天
台
大
師
が
本
仏
だ
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
ら
し
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、
そ
れ
を
正
宗
が

真
似
を
し
て
、
日
蓮
さ
ん
に
置
き
換
え
て
、
日
蓮
本
仏
論
だ
と
言
い
出
し
た
。
だ
か
ら
、
真
似
て
作
っ
た
の
が
興
門
教
学
だ
と
い
う
議
論

が
あ
る
。

鈴
木

　
そ
う
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
中
で
は
、
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
と
二
番
目
に
つ
い
て
、
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
竺
法
護
訳
の
『
正
法
華
経
』
が
三
世
紀
に
で
き
て
お
り
ま
し
て
、
竺
法
護
訳
の

段
階
で
、
今
の
二
十
七
品
、「
見
宝
塔
品
」
と
「
提
婆
品
」
が
一
緒
に
な
っ
て
、
二
十
七
品
全
部
揃
っ
て
い
ま
す
の
で
、『
法
華
経
』
の
最
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初
、
い
つ
で
き
た
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
全
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
も
し
、
一
世
紀
…
…
、
一
世
紀
は
早
す
ぎ
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
け
ど
、
分
か
ら
な
い
、
二
世
紀
だ
と
す
る
と
、
や
っ
ぱ
り
、
五
十
年
か
ら
百
年
の
間
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
お
経
は
、
大
乗
経
典
は
全
て
が
最
初
か
ら
書
写
さ
れ
て
で
き
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
教
え
が
オ
ー
ラ
ル
な
伝
承
、
口
承
の
伝
承
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
説
く
人
が
い
な
く
な
れ
ば
、
お
経
も
、
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。

　
と
こ
ろ
が
、
リ
テ
ラ
ル
な
、
書
写
の
伝
統
が
入
っ
て
く
る
と
、
そ
の
人
を
離
れ
て
も
、
お
経
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
独
り
歩
き
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。「
恐
ら
く
、
ア
ー
カ
イ
ブ
、
書
庫
み
た
い
な
共
有
の
も
の
が
、
ど
う
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
。「
そ
こ
に
納
め

ら
れ
て
い
て
、
サ
ン
ガ
に
属
す
る
人
た
ち
は
、
自
由
に
そ
れ
を
閲
覧
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
新
た
な
も
の
を
付
け
加
え
た
り
し

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
今
日
、
最
初
に
見
た
、「
何
で
あ
れ
善

く
説
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
全
て
ブ
ッ
ダ
釈
尊
の
こ
と
ば
で
あ
る
」
と
い
う
大
前
提
が
あ
っ
た
か
ら
加
え
ら
れ
た
。
祈
禱
用
、

そ
う
で
す
ね
、
現
世
利
益
を
説
く
も
の
は
、
例
え
ば
「
法
師
功
徳
品
」
に
も
説
か
れ
て
い
ま
す
し
、
必
ず
し
も
終
わ
り
の
部
分
だ
け
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。

質
問
２

　
属
累
品
は
結
語
、
結
び
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

鈴
木

　
一
番
最
後
で
す
。
で
、『
法
華
経
』
の
ほ
ん
と
う
の
付
嘱
は
別
付
嘱
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
し
て
、

総
付
嘱
し
た
ら
地
涌
の
菩
薩
の
意
味
が
な
く
な
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。「
お
前
た
ち
、
地
涌
の
菩
薩
の
自
覚
を
持
て
、
持
て
よ
、
持

て
よ
、
持
て
よ
」
と
い
う
の
が
、
ず
っ
と
、「
従
地
涌
出
品
」
か
ら
の
流
れ
な
わ
け
で
、
急
に
、
何
で
、
み
ん
な
に
「
い
い
よ
」
っ
て
言

う
の
か
。
な
ぜ
な
ら
、
前
の
部
分
で
、「
お
前
は
、
や
ら
な
く
て
い
い
よ
、
無
理
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
い
た
の
に
、
急
に
「
お
前
も
や
れ
」

と
な
る
の
で
、「
嘱
累
品
」
は
、
や
っ
ぱ
り
、
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
最
後
に
後
か
ら
付
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
、
ほ
ん
と
う
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は
、『
法
華
経
』
は
「
神
力
品
」
で
終
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

質
問
２
　
は
い
、
分
か
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会

　
他
に
、
ど
な
た
か
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
。
は
い
。

質
問
３

　
す
み
ま
せ
ん
、
失
礼
い
た
し
ま
す
。「
海
の
話
が
出
て
く
る
お
経
、
経
典
は
、
後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
」
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、「
提
婆
品
」
と
か
で
す
ね
。「
観
音
経
」
も
、
そ
う
で
す
ね
。
お
自
我
偈
の
中
に
海
が
出
て
く
る
ん

で
す
が
。

鈴
木

　
あ
あ
、「
没
在
於
苦
海
」
で
す
か
？

質
問
３

　
は
い
。

鈴
木

　
あ
れ
は
、
原
文
に
は
な
い
で
す
ね
。「
海
」
と
い
う
字
は
、
な
い
で
す
。

質
問
３

　
そ
う
で
す
か
。

鈴
木

　
そ
も
そ
も
、
あ
れ
は
、
日
本
の
古
写
経
の
流
れ
で
「
没
在
於
苦
海
」
で
あ
っ
て
、
高
麗
蔵
経
で
は
「
没
在
於
苦
悩
」、
苦
悩
、
と
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し
か
な
っ
て
い
な
い
で
す
。
た
だ
、
苦
海
と
い
う
こ
と
ば
は
、
例
え
ば
「
苦
海
に
沈
む
」
み
た
い
な
か
た
ち
で
、
割
と
文
化
的
に
も
、
吉

原
な
ど
で
も
使
わ
れ
て
た
こ
と
ば
で
す
が
。

質
問
３

　
は
い
、
分
か
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

鈴
木
　
す
み
ま
せ
ん
、
最
初
の
、
海
の
部
分
が
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
分
か
り
ま
せ
ん
が
、『
法
華
経
』
が
ど
こ
で
で
き
た
か

も
分
か
ら
な
い
の
で
す
け
ど
も
、
当
時
の
仏
教
の
一
大
聖
地
と
い
う
の
は
、
紀
元
前
後
だ
と
西
北
イ
ン
ド
の
辺
り
で
す
。
そ
こ
で
で
き
た

と
す
れ
ば
、
確
か
に
海
か
ら
は
遠
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
海
の
こ
と
と
い
う
の
は
後
か
ら
付
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
こ
こ
で
は
お
答
え
で
き
な
い
で
す
。
と
も
あ
れ
、
自
我
偈
に
海
は
、
な
い
で
す
。

司
会

　
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
？

質
問
３

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会

　
他
に
ど
な
た
か
。

質
問
４

　
は
い
。
非
常
に
系
統
だ
っ
た
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
た
い
と
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
日
蓮

聖
人
を
、
本
化
上
行
菩
薩
の
再
誕
だ
、
と
い
う
捉
え
方
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
地
涌
の

菩
薩
の
一
員
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
ど
の
お
寺
で
も
、
そ
の
上
行
菩
薩
の
こ
と
は
理
解
で
き
て
も
、
あ
と
、
上
行
、
無
辺
行
、
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浄
行
、
安
立
行
と
い
う
四
菩
薩
の
位
置
付
け
、
そ
し
て
、
そ
の
四
菩
薩
と
い
う
の
は
何
を
意
味
し
て
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
今
の
妙
法

蓮
華
経
で
は
漠
然
と
し
て
把
握
で
き
な
い
で
お
り
ま
す
が
、
四
つ
の
菩
薩
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
私
は
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
だ

ろ
う
と
。

　
そ
の
中
で
、
上
行
菩
薩
が
一
番
の
上
首
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
の
サ
ッ
ダ
ル
マ
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
な
ん
か
で
は
、

ど
う
い
う
具
合
な
立
場
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
先
生
の
お
考
え
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

鈴
木

　
ま
ず
、
そ
の
四
つ
が
出
て
き
て
る
の
は
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
後
で
ご
教
授
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
原
文

で
読
む
限
り
、
な
ぜ
四
人
な
の
か
分
か
ら
な
い
で
す
。
従
来
言
わ
れ
て
る
の
は
、「
四
つ
の
、
と
い
う
の
は
、
菩
薩
行
と
し
て
あ
り
得
べ

き
も
の
だ
か
ら
挙
げ
た
の
で
は
な
い
か
」
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
上
の
ヒ
ン
ト
は
、
と
り
あ
え
ず
見
つ
か
ら
な
い
で
す
。
お
上
人
は
、

ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

質
問
４

　
こ
れ
は
私
の
個
人
的
な
考
え
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
イ
ン
ド
に
は
五
大
、
地
水
火
風
空
、
そ
の
う
ち
空
は
、
当
然
形
が
あ
り
ま
せ

ん
が
、
地
水
火
風
、
そ
の
五
大
、
あ
る
い
は
四
大
と
言
わ
れ
る
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
が
、
イ
ン
ド
で
は
古
来
、
根
本
の
元
素
と
し
て
考

え
ら
れ
て
る
。
そ
う
す
る
と
、
あ
れ
が
、
化
の
空
の
中
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
、「
従
地
涌
出
品
」
の
中
に
書
か
れ
て
ま
す
と
、

い
わ
ゆ
る
、
こ
の
世
の
構
成
を
成
す
四
つ
の
元
素
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
私
な
り

の
個
人
的
な
。
と
い
う
の
は
、
別
の
先
師
の
本
の
中
で
、
妙
法
蓮
華
経
の
中
に
、
地
徳
、
火
徳
、
水
徳
、
風
徳
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
こ

と
ば
の
中
に
も
含
ま
れ
て
い
る
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
、
上
行
菩
薩
は
、
火
徳
、
火
の
徳
を
持
っ
た
菩

薩
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
か
れ
た
書
籍
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
。
こ
の
四
大
菩
薩
と
い
う
の
は
、
そ
の
四
つ

の
元
素
を
、
い
わ
ゆ
る
菩
薩
化
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
個
人
と
し
て
は
捉
え
て
お
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
世
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を
構
成
し
て
る
も
の
が
、
こ
の
世
で
活
躍
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
本
仏
は
願
わ
れ
て
、
こ
の
世
の
形
を
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、

こ
の
世
の
も
の
を
教
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
地
涌
の
菩
薩
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
四
大
菩
薩
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
く

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
も
し
、
イ
ン
ド
の
、
そ
う
い
う
、
サ
ッ
ダ
ル
マ
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
の
中
、
あ
る
い
は
イ
ン
ド
の

哲
学
の
中
に
あ
る
な
ら
ば
と
い
う
こ
と
で
、
お
尋
ね
し
ま
し
た
。
以
上
で
す
。

鈴
木
　
と
て
も
興
味
深
く
て
、「
こ
の
世
界
を
構
成
す
る
も
の
が
、
こ
の
世
界
を
救
っ
て
い
く
ん
だ
」
と
い
う
の
は
、
と
て
も
宗
教
的
に

深
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
無
辺
行
の
無
辺
は
虚
空
に
相
当
し
そ
う
な
気
も
い
た
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
う
ま
く
四
つ
に
配
当
で
き
な

い
か
な
、
と
い
う
よ
う
な
気
も
し
て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
、
と
て
も
宗
教
的
に
は
深
い
お
話
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

司
会

　
他
に
。
も
し
、
何
か
お
あ
り
で
し
た
ら
。

質
問
５

　
大
変
興
味
深
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
日
の
お
話
の
中
で
、「
衆
生
と
仏
の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
関
係
と
い
う
の

を
捉
え
て
い
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
大
変
興
味
深
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
の
一
番
の
根
拠
と
し
て
、
鈴
木
先

生
が
考
え
て
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
、
も
う
少
し
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
。

鈴
木

　
分
か
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
申
し
述
べ
た
つ
も
り
で
い
た
の
で
す
が
、
言
葉
足
ら
ず
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
最
初
か
ら
、
今

日
の
筋
書
き
で
お
示
し
し
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
比
で
示
し
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
最
初
に
、
宇
宙
の
根
源
に
、
宇
宙

を
つ
く
っ
た
創
造
主
が
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
創
造
主
が
世
界
を
つ
く
り
、
こ
の
地
球
を
つ
く
り
、
全
て
の
生
き
物
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
。
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そ
の
創
造
主
か
ら
の
命
令
を
受
け
て
、
命
令
通
り
に
行
動
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
発
想
の
宗
教
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
仏
教
の
場
合
に
は
、
仏
さ
ま
は
、
私
た
ち
の
あ
り
よ
う
に
応
じ
て
教
え
を
説
き
分
け
て
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、

あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
た
く
さ
ん
の
お
経
が
で
き
て
き
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
根
源
か
ら
、
全
て
に
、
演
繹
的
に
、「
こ
れ
に
従
え

ば
い
い
ん
だ
」
で
は
な
く
、
対
機
説
法
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
私
た
ち
の
あ
り
よ
う
に
応
じ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
も
あ
り
よ
う
を
変
え

て
く
だ
さ
る
。
そ
れ
が
、
後
に
一
念
三
千
に
な
る
わ
け
で
す
。
地
獄
に
堕
ち
た
者
に
は
、
地
獄
に
堕
ち
た
者
に
通
じ
る
仏
さ
ま
で
な
け
れ

ば
、
こ
と
ば
が
通
じ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
私
は
、
私
た
ち
（
地
踊
の
菩
薩
、
法
華
経
の
行
者
）
が
釈
尊
の
ハ
タ
ラ
キ
を
代
行
す

る
こ
と
を
通
し
て
永
遠
の
釈
尊
を
こ
の
世
に
現
在
化
し
続
け
る
こ
と
も
含
め
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
？
　

質
問
５

　
基
本
的
に
対
機
説
法
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
の
で
、
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て
説
き
分
け
て
い
く
と
い
う
の
は
、
そ
の
通
り

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
で
す
の
で
、
そ
の
よ
う
に
見
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
し
。
そ
れ
は
、
た
だ
、
そ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と

思
い
な
が
ら
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
は
い
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

鈴
木

　
は
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会

　
今
後
の
予
定
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
で
質
疑
応
答
を
締
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
鈴
木
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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ἲ ⳹ ⤒ ࢆ ⌧ ௦  ㄞ  ࡴ
ࡽどⅬࡢᏛ࣭ᩍᏛࢻࣥ̿  ̿

㕥ᮌ㝯Ὀ 

 

㸯㸬ࢺࢫࣜ࢟ᩍࡿࡅ࠾⪷᭩ᩍࡿࡅ࠾⤒ࡢ㐪࠸�

㸯㸫㸯㸬ࢺࢫࣜ࢟ᩍࡿࡅ࠾⪷᭩⚄㸦㸧ࡢ㛵ಀ�

ゝࡵึ
ࡤࡇ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛⚄ࡣゝࠋࡓࡗ࠶ඹ⚄ࡣゝࠋࡓࡗ࠶ࡀ

㸦ࠗ᪂ඹྠヂ� ᪂⣙⪷᭩࠘ࡿࡼࢿࣁࣚࠕ⚟㡢᭩ࠖ1.1㸧 
 

  ⚄㸦㸧ࡀㄒࡤࡇࡢ⚄ࡀࡳࡢࡤࡇࡓࡗ㸦⪷᭩㸧 

 

㸯㸫㸰㸬ᩍࡿࡅ࠾⤒ࢲࢵࣈ㔘ᑛࡢ㛵ಀ�

ᦶヅἼ㜒Ἴᥦࡀࡓ࡞ࡑࡋࡶࠊࡼఱࡢࡽᩍࡢࡑࠊ࡚ࡋࡓࡗ▱ࢆ࠼ἲࡀ㈎ḧ࡛ࡃ࡞ࡣ㞳ḧ

ᑟࡃ࡞ࡣ࡛⦡⧄ࠊࡁ᮰⦡ࡢࡽ㞳⬺ᑟࠝࠊࡁᝏᴗࠞࡢቑṪ࡛ࡃ࡞ࡣᦆῶᑟࠊࡁḧ࡛ࡣ

᠔ᛰࠊࡁᑟ㛩ᐢࡃ࡞ࡣ࡛ࡾࢃࡢ⪹⩌ࠊࡁᑟ㊊▱ࡃ࡞ࡣ‶㊊࡛ࠊࡁᑟᑡḧࡃ࡞

ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡃᑟែ≦࠸ࡍࡸࡋᣢ⥔ࡃ࡞ࡣែ࡛≦࠸ࡓࡀࡋᣢ⥔ࠊࡁᑟ⢭㐍ດຊࡃ࡞ࡣ࡛

ᦶヅἼ㜒Ἴᥦࠝࡣࢀࡑࠊࡼㄡࡀㄝࠞࡶ࠺ࡇ㛫㐪ࡃ࡞࠸ἲ㸦⤒㸧࡛ࠊࡾ࠶ᚊ࡛ࠊࡾ࠶ᖌ࡛ࠝ

 aka ii. 259.3-11㸧ܒ㸦Vinayapiࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡽ▱ࡿ࠶࡛࠼ᩍࡢࠞ⚾ࡿ࠶
 

ఱ࡛ࢀ࠶ၿࡃㄝࠝࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀㄡࡀㄝࢲࢵࣈࠞࡶ࠺ࡇ㔘ᑛࠋࡿ࠶࡛ࡤࡇࡢ 

㸦A۪guttara-1LNƗ\D iv. 164.7-9㸧 
 

 㸦⤒㸧ࡤࡇࡢ㔘ᑛࢲࢵࣈࡣࡤࡇࡓࡗㄒࡀ㔘ᑛࢲࢵࣈ 

 㸦⤒㸧ࡤࡇࡢ㔘ᑛࢲࢵࣈࡶࡤࡇࡃᑟᾖᵎ࣭ࡾぬࢆ⏕⾗ 

 

ᩍࢆ⏕⾗ࠊࡣ࡚࠸࠾↓ୖᥦᘬᑟࡿࡍᩍࠊࡤࢀ࠶࡛࠼ㄡࡀㄝ࠺ࡇ

 ㄒ㸧ࠊㄝ㸦ㄝ┤ࡢ࡚㔘ᑛࡣࡽࢀࡑࠊࡶ

 

 ࠗἲ⳹⤒࠘ࠊࡵྵࢆ⤒ࡶ࡚ࡀㄝࠋ 

ㄗゎࡸ▱↓ࡿࡍᑐࠊࡿࡓఱࡢࡤࡇࡢ㔘ᑛࢲࢵࣈࡿࡅ࠾ᩍࠊࡣᩍ㠀ㄝㄽࠖࠕ 

 ࠋ࠸࡞ࡂ㐣ࡢࡶࡓࡌ⏕ࡽ

 

㸰㸬㔘ᑛ⁛ᚋࡢᩍ�

㸰㸫㸯㸬ࡢࡘᡂ⌮ㄽ�

࣭� ᴗሗస㸸ಟ⾜ࡢᯝሗࡳࡢᇶ࡙࡚࠸ᡂࡀಖドࠋࡿࢀࡉ 

࣭� ᤵグస㸸ಟ⾜ࡢᯝሗຍࠊ࠼ඛ㐩࡚ࡗࡼࢲࢵࣈࡢᡂࡀணゝ࣭ಖドࠋࡿࢀࡉ 

Ѝࠕᤵグసࠖࡀᡂ⌮ㄽࡢὶࡢࡑࠋࡿ࡞ᄏ▮ࠕࡢ࠘࢝ࢱ࣮ࣕࢪࠗࡣ⇞⇠ᤵグㄝヰ  ࠖ

 

㸰㸫㸰㸬ᑠᩍࡢㄌ⏕�

ࠊࡶࡿࡍᙉㄪࢆᕪ㐪ࡢࡕࡓᘵᏊࡢ㔘ᑛࡓࡋ㐩฿ᾖᵎࡋᡂࠊࡣᛮࡢᤵグసࠖࠕ
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ᘵᏊࡢࢲࢵࣈ࡚ࡋኌࠊࡢࡢࡶࡓ࠸⪺ࡣᤵグࢆᚓ࡚ࡵࡓ࠸࡞࠸ᡂ࡛࠸࡞ࡁᘵᏊ㸦ኌ⪺㸧ࡀࡕࡓᡂ

࠸࡞࠸࡚ࡋ㜿⨶₎
ࢺࢵࣁࣝ

㸦౪㣴ࡸᑛᩗࡿࡅཷࢆ┦ᛂ࠸ࡋ⪷⪅㸧ࡢ≧ែࢆࡇࡿࡲṇᙜࠋ 

ᑠࠊࢆᩍ࠸࡞ࡏᣦ┠࣭࠸࡞ࡉᣦ┠ࢆᡂࠊ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࢼ࣮ࣖࢼ࣮ࣄ

ᩍ㸦ᡂࠊ࠸࡞ࡽ⮳ᡂ࡞ࢀ⮳

 ࠋࡪᩍ㸧ࡓࡗຎ࠸

 

㸰㸫㸱㸬㔘ᑛධ⁛ᚋࡣ↓ࡢ௦�

 ࠊࡣᏑ⌧ࡢࡑࡶ࡚ࡋ⁛ධࡣ㔘ᑛࠋྰ

 ἲ
࣐ࣝࢲ

㸦ἲ ㌟
࣮࣐ࣖ࢝ࣝࢲ

dharmakƗya㸧㸸ձ┿⌮㸦ᥦࠊ⯡ᾖᵎࠊㅖἲᐇ┦㸧ղᩍ࠼㸦⤒㸧ࠋ 

 ճ㑇㦵ሪ
ࣃ࣮ࢺࢫ

㸦Ⰽ ㌟
࣮ࣖ࢝ࣃ࣮ࣝ

rǌpakƗya㸧㸸㔘ᑛࡢ㑇㦵 dhƗtu ༞ሪ፠㸧ࠋ⯋ሪࠋ㑇㦵ሪ㸦ሪࡿࡵࢆ

せ⣲࣭ᮏ㉁ࡢ㔘ᑛࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠾ࡢ㔘ᑛࠊࡣ dhƗtu ࠖࡢࡶࡢࡑ㔘ᑛࡢⰍ㌟ࡿࡅ⏕ࠕࡓ࠼࡞ࡑࢆ

 ࠋ⬟ᶵ࡚ࡋ⏣⚟ࡢ㧗᭱ࠊࡾ࠶࡛

࠼⾜ࡀᐆᖐ౫୕ࠊࡽࡓࡋࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡀࢲࢵࣈࡶ⁛ධࡢ㔘ᑛࡋࡶࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄆ☜࡚ࡋ

 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡇࡓࡧ⁛ࡣᩍࠊࡎ
 

ձࡢ㸸 

ࡢࡿぢࢆἲࡣ⪅ࡿぢࢆ⚾ࠋࡿぢࢆ㸦㸻㔘ᑛ㸧⚾ࡣ⪅㸧ࡿぬࢆ㸦㸻ᥦࡿぢࢆἲࠊࡼࣜ࢝ࢵࣦ

 㸦Saۨyutta-1LNƗ\a iii. 120.28-29㸧ࠋࡿ࠶࡛
 

ࡶࡿࡍ㌟యࢆἲ㸦㸻ᥦ㸧ࠊࡃࢃ࠸ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡤ࠺ࡼࡢḟࡣዴ᮶ࠊࡼࢱࢵࢭ࣮ࣦ

␎୰ؐࠊ㸦ἲ㌟㸧ࡢ  ؐ  ἲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑ㸦DƯgha-NikƗya iii. 84.23-25㸧 
 

ղࡢ㸸 

ᖌࡢࡕࡓ⚾ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽ࡞ࡃஸࡣᖌࡓࢀㄝࢆ࠼ᩍࠕࡣࡕࡓ๓࠾ࠊࡼ㸦㜿㞴㸧ࢲࣥࢼ࣮

࡚࠼⪄࠺ࡼࡢࡑࠊࡼࢲࣥࢼ࣮ࠊࡋࡋࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠺ᛮࠖࡔࡢ࠸࡞ࡽࡷࡋࡗࡽ࠸࠺ࡶࡣ

࡞ᖌࡢࡕࡓ๓࠾ࡣᚋ⁛ࡢ⚾ࡀࢀࡑࠊᚊࡓࡋไᐃἲࡓ࠸ㄝࡵࡓࡢࡕࡓ๓࠾ࡀ⚾ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ

 㸦DƯgha-NikƗya ii. 154.5-9㸧ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
 

ࡍ࡛ࡢࡿࡍᐇᅾࡣࢲࢵࣈࠊࡼࢼ࣮ࢭ࣮࢞ࢼ⪅ᑛࠕࠞ⋥ࢲ࣑ࣥࣜࠝ  ࠖ

ࡍࡲࡋᐇᅾࡣ㔘㏑∹ᑽࠞୡᑛࠝࠋࡼ⋥ࠊ࠸ࡣࠕࠞࢼ࣮ࢭ࣮࢞ࢼࠝ  ࠖ

࠶ࡇࡑ͇͆ࡿ࠶ࡇࡇ͆ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛࠺ࡑࠊࡼࢼ࣮ࢭ࣮࢞ࢼ⪅ᑛࠕࠞ⋥ࢲ࣑ࣥࣜࠝ

␎୰̿ࠖࡍ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡣࡇࡍ♧ࢆࢲࢵࣈࠊ࡚ࡗ࠸͇ࡿ  ̿

�̿␎୰̿ࠊࡼ⋥ࠕࠞࢼ࣮ࢭ࣮࢞ࢼࠝ ͇ࡿ࠶ࡇࡇ͆ࠊࢆࡇࡢୡᑛࡓࢀࡉ⁛ධ࡛ࡍ

�̿␎୰̿ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣࡇࡍ♧࡚ࡗ࠸͇ࡿ࠶ࡇࡑ͆ ⋤ࠊࡽࡀ࡞ࡋࡋࠊࡼୡᑛࢆ

㸧࠼ἲ㸦ᩍࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠊࡼ⋥ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡣࡇࡍ♧࡚ࡋࠒ㸦ἲ㌟㸧ࡢࡶࡿࡍ㌟యࢆἲࠑ

 㸦Milindapañha 73.9-22㸧ࠖࡍ࡛ࡽࡔࡢࡶࡓࢀࡉ♧ㄝ࡚ࡗࡼୡᑛࡣ
 

ճࡢ㸸 

ࡉ⨨ฎࡶ㑇యࡢࠞ⚾ࡿ࠶ዴ᮶࡛ࠝࠊ᪉ἲ࡛ࡢᵝྠࡃ⨨ฎࡢ㑇యࡢ⋥⪷㌿㍯ࠊࡼࢲࣥࢼ࣮

ㄡ࡛ࠋࡼࡏ❧ᘓࢆ⯋ሪ㸧ࠋ㸦㑇㦵ሪࣃ࣮ࢺࢫࡢዴ᮶ࡣせᡤࡢ㏻ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀ

࡚ࡗࡼࡇࡢࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡌಙ࡚ࡵίࢆᚰࠊࡾࡓࡋᣏ♩࡚ࡆ⫣ࢆ㢦ᩱࡸ㤶ᩱࡸ⳹࡛ࡇࡑࠊࢀ࠶

ᙼࠊࡣࡽ㛗ࡁரࠊࡾ┈Ᏻᴦ̿ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡀ୰␎  ̿

ዴ᮶࣭ᛂ౪࣭ṇ㐢▱ࢆࣃ࣮ࢺࢫࡣᘓ❧ࡿࢀࡉ┦ᛂ̿ࠋ࠸ࡋ୰␎̿� ࠊࡼࢲࣥࢼ࣮ࡣ࡛
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ࢁ࠶࡛ࡢ࠸ࡋᛂ┦ࡿࢀࡉ❧ᘓࢆࣃ࣮ࢺࢫࡣ▱ዴ᮶࣭ᛂ౪࣭ṇ㐢ࠊ࡚࠸࡙ࡶ⌮㐨࡞࠺ࡼࡢ

ࡢࡃከࠊ࡚ࡗゝࠖࡔࡢ࡞ࣃ࣮ࢺࢫࡢ▱ୡᑛ࣭ᛂ౪࣭ṇ㐢ࡢࡀࢀࡇࠕࠊࡼࢲࣥࢼ࣮ࠋ࠺

㌟ࡢᅾ⌧ࠊṚᚋࠊ࡛ࡇࡓࡌಙ࡚ࡵίࢆ๓࡛ᚰࡢࣃ࣮ࢺࢫࡣࡽᙼࠋࡿࡌಙ࡚ࡵίࢆᚰࡀࡕࡓ⪅

యࢆኻࡓࡗᚋࠊၿ㊃࡛ࡿ࠶ኳ⏺ࢀࡲ⏕ኚࡢࡇࡉࡲࠊࡼࢲࣥࢼ࣮ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢃ㐨⌮

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࡋᛂ┦ࡿࢀࡉ❧ᘓࢆࣃ࣮ࢺࢫࡣ▱ዴ᮶࣭ᛂ౪࣭ṇ㐢ࠊ࡚࠸࡙ࡶ

㸦DƯgha- NikƗya ii. 142.8-24㸧 
 

ዴ᮶ࡢ㌟యࡣ㔠๛ࡢ⚾ࠝࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢ⁛ᚋࡢࡇࠞࡣ㌟య࡚࠸○ࢆⰰᏊ⢏ࡢࠝ㑇㦵ࠞ

ࡿぢࢆጼ࣭ᙧࡢዴ᮶ࡣ⪅⠜ಙࡢᮍ᮶㸦ዴ᮶⁛ᚋ㸧ࠊࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋ࠺ࡼࡏࡽΏࡁ⾜ࡃᗈୡ㛫࡚ࡋ

ᅄࠊࡤࢀࡍ౪㣴ࢆࢀࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ౪㣴ࢆ㑇㦵㸧ࡢ⚾㸦ࢀࡇࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ࡣࡇ

ጣᐙࡸᅄኳ⋤୕ࡸ༑୕ኳ̿ࡸ୰␎̿� ⮬ᅾኳࡸ⮬ᅾኳ࠺࠸ࡿࢀࡲ⏕⚟ᚨࡶᚓࢁࡔࡿࢀࡽ

�̿␎୰̿ࠊࡓࡲࠊࡋ࠺ 㜿⨶₎ࡸ⊂ぬࢲࢵࣈࡋࡶࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀ࡞ࡶᡂ࡚ࡋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ

 㸦ࠗቑ୍㜿ྵ⤒࠘751a11-19㸧ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡆ࠾ࠞࡢ㑇㦵౪㣴ࠝࡢࡇࡾࡣࡸࡶࢀࡑࠊࡶ

 

㸰㸫㸲㸬↓ࡢ௦࡛ࡶ࠸࡞㛵ࠊࡎࡽࢃᡂ࡛࠸࡞ࡁ㸦ᑠ࡛ࡓࡗ࠶㸧⌮⏤�

 ࠊࡋࡋ

࣭� ࡀᤵグࡢᡂࡿࡍᑐࡕࡓᘵᏊࠊࡣ㜿ྵ⤒㸧ࠋἲ㌟㸦ᑠ⤒࠺࠸ղ⤒ࡢ࡛ࡲࢀࡑ

グࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ 

࣭� ձ┿⌮࠺࠸ἲ㌟㸦ᥦࠊ⯡ᾖᵎ㸧࣭ճ㑇㦵ሪ࠺࠸Ⰽ㌟ࡠࢃ࠸ࡢࡶࠕࡣỿ㯲ࢲࢵࣈࡢ㔘

ᑛ࡛ࠖࡾࡼࡶࠊࡾ࠶ᘵᏊࡕࡓᤵグࢆࡿ࠼⬟ຊࢆ᭷ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ 

 

㔘ᑛ⁛ᚋࡢᩍᚐࡀᡂṌࡵࡓࡴ㸦ᑠᩍࡵࡓࡿࡍ⬺ࢆ㸧ࠕࠊࡣᙼࡽᡂࡢᤵグࢆ࠼

 ᚲせࡶ࡚ࡋ࠺ࡀ㔘ᑛࠖࡿࢀࡃ࡚

� Ѝ� ⤒㸦ᩍ㸧ࡀㄌ⏕ࡓࡗ⮳ࡿࡍ᰿ඖⓗ⌮⏤�  

 

㸰㸫㸳㸬ึᮇ⤒ࡢㄌ⏕�

  ๓ᥦ㸸⤒ࡣᑠࠊࢆၥࡎࢃ࡚ㄝ㸦㸯㸫㸰㸧࡛ࠊࡾ࠶ἲ㌟ࡿࡓ㔘ᑛ㸦㸰㸫㸱ࡢղ㸧 
 

࣭� ࠗ⯡ⱝ⤒㸦PrajxƗpƗramitƗ㸧࠘㸸ࠕභἼ⨶⻤ࢆಟࡿࡍ⸃࠺࠸ࠖࡇࡿࡓ᮲௳ࠊ࡛ࡁᡂࡢ

ᤵグࢆࡿࢀࡃ࡚࠼ἲ㌟� Ѝ� භἼ⨶⻤ࢆಟ࣭࠸࡞ࡉಟࡣ⪅࠸࡞ࡏ㝖እࠋࡿࢀࡉ 

࣭� ࠗ↓㔞ᑑ⤒㸦SukhƗvatƯvyǌha㸧࠘㸸⏕࡛ࡣභἼ⨶⻤ࢆಟࠊ࡛ࡢ࡞⌮↓ࡣࡢࡿࡍ᮶ୡࡣᴟᴦ

SukhƗvatƯୡ⏺ࢀࡲ⏕ኚ࡚ࡗࢃ㸦 ⏕࡚ࡋ㸧ࠊ㜿ᘺ㝀 AmitƗbha, AmitƗyus ࡋࢆ⾜ಟ࡛ࡶࡢ

�ࠋ࠺ࡼ Ѝ� ⏕࡛ࡢᡂ᩿ࡣᛕࠗࠊࡓࡲࠋ↓㔞ᑑ⤒࠘ࡀ㔘ᑛࡢㄝࡓ࠸⤒࡛ࡿ࠶௨ୖࠗࠊ↓

㔞ᑑ⤒࠘ࡣἲ㌟ࡿࡓ㔘ᑛ࡛ࡶࡿ࠶㛵ࢲࢵࣈࡢูࠊࡎࡽࢃ㸦㜿ᘺ㝀㸧ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡽࡀࡍ

 ࠋ┪▩࠺࠸࠸࡞

� እ୍ࠊࡃ࡞ษ⾗⏕ᡂࡢᤵグࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆ㔘ᑛࡢฟ⌧ࡀᚅᮃࡓࢀࡉ�  

 

㸱㸬ࠗἲ⳹⤒࠘ࡢㄌ⏕�

 ᅉ⦕㸧ࡢฟ⌧㸦୍ࡀ㸧㔘ᑛࡿࡍᤵグ㸦ேࡿࡍಖドࢆᡂࡢேࠊ࠸ࡘ

⤒⳹ἲࠗࡀࢀࡑ  ࠘
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㸱㸫㸯㸬㔘ᑛᅾୡ୰ࡿࡅ࠾ᡂࡢᤵグ㸸ᑠᩍࡢᾘ⁛�

ࠊࡀேࡵྵࡶ₍⨶ኌ⪺࣭㜿ࠊࡋෑ㢌࡛ฟᐃࡢ᪉౽ရ➨ࠖࠕࠊࡣ㔘ᑛࡓ࠸࡚ࡋᗎရ➨୍࡛ࠖධᐃࠕ

 ࠋࡍ᫂ࢆࡇࡿ࠶࡛⬟ᡂྍࡶ࡛࡚ࡋ㏻ࢆಟ⾜࣭✚ၿ࡞࠺ࡼࡢ
 

࠙භἼ⨶⻤ࡢಟ⾜ࡿࡼᡂࡣࡇࡑࠚ㸦㸻㐣ཤࡢㅖࡢᅾୡ୰㸧ᙼࠝࡽ㐣ཤࡢㅖࠞࡢ㠃๓࡛

ᩍࠝࠊ࡚࠸ࡀࡕࡓ⏕⾗ࡓ࠼⤊ࡁ⫈ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓ࠸⫈ࢆ࠼ᙼࠞࡣࡽᕸࢆࠊ࠼ᡄࢆᐇ㊶ࠊࡋᚸ

㎯ࡿࡺࡽ࠶࡚ࡗࡼಟ⾜ࢆᡂ‶ࠊࡾ࠾࡚ࡋ⢭㐍⚙ᐃᠱࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡳ⤌ࡾྲྀᬛ្࡚ࡗࡶࢆ

㸦㸻ࡓࡗ࡞⪅ࡿᚓࢆࡾぬࡀဨࡽᙼࠋࡓࢀࡉ࡞ࡀᚨ⚟ࡢࠎ✀ࠊࢀࡉᛮᝳࡀ࠼ᩍࡢࠎㅖࡽࢀࡇ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ㸧ࡓࡗᡂࢲࢵࣈ
 

࠙㑇ἲࡿࡼᩍᑟࡿࡼᡂࡢࠊࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠚㅖࡀධ⁛ࡓࡋᚋࠝࠊᙼࡢࡽ㑇ἲࠞࡢᩍㄕ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞⪅ࡿᚓࢆࡾぬࡀဨࡶࡽᙼࠋࡓࡅཷࢆᩍᑟࠊࢀࡉㄪᚚࠊᚓࢆ⪏ᚸ࡚࠸࠾
 

ᑐ㑇㦵ࡢㅖࡓࡋ⁛ධࡢࠊࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠊࡓࡲࠚᡂࡿࡼീ࣭⏬౪㣴࣭ࣃ࣮ࢺࢫ࠙

࠸⋣ᐆ࡞࠺ࡼࡢࠝࠋࡿ㉳࡚ࢆࣃ࣮ࢺࢫࡢࡃከ࠺࠸ᗄ༓ࡓࡁ࡛࡛⋣ᐆࠊ࠸⾜ࢆ౪㣴࡚ࡋ

ࡓ⪅ࡿ࠶ࠝࠊࡓࡁ࡛࡛ࢻ࣓࢚ࣝࣛࠞࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠝࠊࡓࡁỈᬗ࡛࡛ࡸ㔠㖟ࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠞࠊࡤ࠼

ࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠝࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡓࡁ⍠⍵࡛࡛ࡓࢀࡄࡍࠞࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠝࠊࡓࡁ࡛࡛⌔┿ࡸ▼┠⊧ࠞࡣࡕ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞⪅ࡿᚓࢆࡾぬࡀဨࡶࡽᙼࠋࡿ㉳࡚ࢆࣃ࣮ࢺࢫࡓࡁ࡛࡛ࣖࣇࢧࠞࡣ

ࢫࠝࡓࡁỿ㤶࡛࡛ࡸ᰽᷄ࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠊ㉳࡚ࢆࣃ࣮ࢺࢫࡓࡁ࡛࡛▼ࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠊࡓࡲ

ᮌࠞࡢࠎ✀ࠝࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠊ㉳࡚ࢆࣃ࣮ࢺࢫࡓࡁᮌ࡛࡛ࡢᯇࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠊ㉳࡚ࠞࢆࣃ࣮ࢺ

ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡵ㞟ࢆἾࡾࡓ࠸⏝ࢆ⎰↢ࠊࡓࡲࡣࡽࡉࠊ㉳࡚ࠞࢆࣃ࣮ࢺࢫࠝࡓࡗస࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ

ㅖࢆࣃ࣮ࢺࢫࡢḼ႐ࡽࡀ࡞ࡋసࠊ࡚࠼‽ࠞࣃ࣮ࢺࢫࠝࠊࡓࡲࠊࡾ࠶ࡶࡕࡓ⪅ࡿ᭜㔝ࡸ㝤

ᡤᅵ◁ࡢሁ✚≀ࢆసࠊࡓࡲࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࠶ࡶࡕࡓ⪅ࡿࡏࡽㅖࠊ࡚࠼‽ࣃ࣮ࢺࢫࡢᡙࢀ

ࡓࡗ࡞⪅ࡿᚓࢆࡾぬࠊࡓࡲࡶ࡚ࡕࡓ⪅ࡢࡽࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶࡕࡓᏊ౪ࡿసࢆᒣ◁ࡽࡕࡇࡽࡕ࠶

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ

ྠᵝ୕ࠊ࡚࠼‽ࠞࢲࢵࣈࠝࠊ༑ࡢ㌟యⓗ≉ᚩࠊࡓ࠼࡞ࡑࢆᐆ⋢࡛࡛ࠝࡓࡁࠞീࢆసࡽ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞⪅ࡿᚓࢆࡾぬࡀဨࡶࡽᙼࠋࡓࡗ࠶ࡶ⪅ࡓࡏ

ീࡢၿ㏽ࠝࡓࡁ㖡࡛࡛ࡓࡲࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࠞࡸ⪅ࡓࡏࡽసࢆീࡢၿ㏽ࠝࡓࡁᐆ࡛࡛ࠊࡣ୰ࡢࡑ

⪅ࡿᚓࢆࡾぬࡀဨࡶࡽᙼࠋࡓࡗ࠶ࡶ⪅ࡓࡏࡽసࢆീࡢၿ㏽ࡓࡁ㘷࡛࡛┿ࠊࠞࡸ⪅ࡓࡏࡽసࢆ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞

ᙼࠋࡓࡗ࠶ࡶ⪅ࡓࡏࡽసࢆീࡢၿ㏽࠸ࡋぢ┠㯇ࠊࡓࡁ⢓ᅵ࡛࡛ࠊࡸἾࠊࡸ㕲ࠊࡸ㖄ࠊࡣ࠸ࡿ࠶

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞⪅ࡿᚓࢆࡾぬࡀဨࡶࡽ

ࢲࢵࣈࠝ࡞ࡓ࠼࡞ࡑࢆ┦ᚨࡢᗄⓒ⏬ቨࠊ࡚ࡋࡾࡓࡏᥥࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓ࠸ᥥࡽ⮬ࠊࡓࡲ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞⪅ࡿᚓࢆࡾぬࡀဨࡶࡽᙼࠋࡿ࠶ࡶ⪅ࡿసࢆⰍീࡢ㌟యࠞࡢ

ࢲࢵࣈࠝቨࠊ࡛ࢇ႐ࢀᡙ࡚ࡋࡋࡽẼᬕࡢᏛ⩦୰ࠊࢀ࠶Ꮚ౪࡛ࠊࢀ࠶ே࡛ࡓࡲࡽࡉ

ࡶᗄ༓ࡀဨࡽࡉࠊࡾ࡞⪅࠸῝ឿᝒࡀဨࡣࡽᙼࠋࡿ࠶ࡶ⪅ࡓ࠸ᮌ∦࡛ᥥࡸ∎ࢆⰍീࠞࡢ

⪅ࡿᚓࢆࡾぬࡀဨࡶࡽᙼࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࡋᩍࢆࡕࡓ⸂ࡢࡃከࠊࡋ῭ᩆࢆࡢࡶࡿ࠶⏕ࡢ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞

ࡓࡗἾ࡛సࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࣃ࣮ࢺࢫࡢࠎㅖࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㑇㦵ࡢዴ᮶ࡢࠎㅖࠊࡓࡲࡣ࠸ࡿ࠶

ࠝࠞീࠝࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ⏬ࠞࡀᥥࡓࢀቨࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᅵ◁ࣃ࣮ࢺࢫࡢᑐࠊ࡚ࡋ㤶⳹ࢆ౪

02-02　基調講演　鈴木.indd   56 2017/09/04   12:02



57

法華経を現代に読む（鈴木）

 - 5 - 

ࠊሙ࡛ࠞࡿ࠶ࡀ⏬ࡸീࡸࣃ࣮ࢺࢫࡸ㑇㦵ࠝࡢࡑࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡶࡕࡓ⪅ࡿ࠼

ጁࡿ࡞㡢Ⰽࡢኴ㰘ࡸἲ⼺㈅ࡸᑠ㰘ࡢ࡞ᴦჾࢆዌ࡛᭱ୖ᭱ࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠊࡏࡉ㧗ࡢぬࢆࡾᚓࡓ⪅

ࣝࣂࣥࢩࡸ⍇⍈ࡢ㡢Ⰽ࠸ࡼᚰᆅࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡽ㬆ࡕᡴࢆኴ㰘ࠊࡵࡓࡢ౪㣴ࡢࡕࡓ

ࢆࣦࢶ࣮ࢥ࣮࢚ࠞࡢ㡢Ⰽࠝ࠸ࡽᰂ࡚ࡵᴟࠞࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶ࠊࡓࡲࠝࠊዌ࡛ࢆ➜ࡸᑠ㰘ࡸ㰘ࡸ

ࠝዌ࡛ࡕࡓ⪅ࡢࡽࢀࡑࠋࠞࡓဨࠊࡓࡲࡶぬࢆࡾᚓࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞⪅ࡿ 

ࡇࡿ࠶࡛ࡵࡓࡢ౪㣴ࡿࡍᑐၿ㏽ࡢࠎሙ࡛ࠞㅖࡿ࠶ࡀ⏬ࡸീࡸࣃ࣮ࢺࢫࡸ㑇㦵ࠝࠊࡓࡲ

ࡕࡓ⪅࠺ḷᡭୖࢆḷ࠸ࡼᚰᆅ࡛⨾⏑ࠊࡾࡓࡏࡽ㬆ࡕᡴࢆࡽࡦࡢᡭࡸỈ㠃ࡸ㕲㕥ࠊ࡚ࡋពᅗࢆ

࠶ࠊࡶ࡚ࡋࡓࡗ࠶࡛ࡎࢃࡢࢇࠞࡀ౪㣴࡚ࠝࡋᑐ㑇㦵ࡢࡕࡓၿ㏽ࠊࡓࡲࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࠶ࡶ

ࢆ㑇㦵౪㣴࡞ከ✀ከᵝ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔࡓࡏࡉዌ࡛ࢆᴦჾࡢࡘ୍ࡔࡓࡣ࠸ࡿ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗᡂࢲࢵࣈୡ㛫࡛ࠞࡢࡇࠝࡓࡲࡶ࡚ࡽᙼࠊ࡚ࡗ⾜

ࡋࡑࠊࡶ࡚ࡋࡓࡋ౪㣴࡚ࡗࡶࢆ⳹ࡢࡘ୍ࡔࡓࠊࢆ㸦⏬㸧⤮ࡢࡕࡓၿ㏽ࡓࢀᥥቨࠊࡓࡲ

ㅖࡢࡶᗄ༓ࠞࡣࡕࡓ⪅ࡢࡑࠝࠊࡶ࡚ࡋࡓࡗ࠶౪㣴࡛ࡢ࡛ࡲࡲࡢᚰࡓࢀࠞࡀࢀࡑࠝ࠼ࡓ࡚

㡰ḟぢࣃ࣮ࢺࢫࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞ࡇࡿ࠼ᑐྜ࡚ࡋᤸࠊࡀࡿ࠶ࡶࡕࡓ⪅ࡿࡍ

▐୍ࢆ㢌ࠊࢀ࠶ᡭࠝྜᤸ࡛ࠞ∦࠺ࡼࡢᡭยࠊࢀ࠶࡛ࡢࡶ࡞ࠞࡓࡏࢃྜࢆ୧ᡭࡀᤸྜࡢࡑࠝ

ᆶࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢀ࠶࡛ࡅࡔࡓࢀ㌟య୍ࢆᗘࠊࡁࡢࡑࠊࢀ࠶࡛ࡅࡔࡓࡵࡀ㑇㦵ࢆ⣡ࡽࢀࡑࡓࡵ

ࡀࢀࡑ࠼ࡓࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼ၐ͇ࡍࡲࡋᖐ౫ㅖ͆ࡶ࡛ࡅࡔᗘ୍ࠊ࡚ࡋᑐࠞࣃ࣮ࢺࢫࡢࠝ

ࡓࢀᚰࠊࡶ࡚ࡋࡓࡗ࠶࡛ࡲࡲࡢ༢୍ᗘࡣࡕࡓ⪅ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔ࡚᭱ࡢࡇࠊ

㧗ࡢぬࡾ฿㐩ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ 
 

࠙㢟┠ཷᣢࡿࡼᡂࡢࡑࠊࡁࡢࡑࠚศ࡛ࡍࡣ࡚࠸࠾ධ⁛ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡼࡏࡿ࠸࡚ࡋᅾ

ୡ୰࡛ࠊࡼࡏࡿ࠶ᙼࠝࡽ㐣ཤ࣭⌧ᅾࠞࡢㅖࡢࠎၿ㏽ࡢࡇࠊࡽᩍྡࡢ࠼๓㸦㢟┠㸧࡛ࠝࡅࡔ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞⪅ࡿᚓࢆࡾぬࡀဨࡶࡽᙼࠊࡀ࠺ࢁ࠶ࡶࡕࡓ⏕⾗ࡓ࠸⪺ࢆࠞࡶ

㸦Saddharmapu۬ڲDUƯND�49.11-52.12㸧 

 

࠙ㅖࡢㄋ㢪ࡑࡇࡽࡓࡗ࠶ࡀᡂࠚᮍ᮶ୡࠊࡶᗄ༓ࡢࡶᛮ㆟࠸࡞ࡁ࡛ࡶࡇࡿࡍከࡃ

᪉ࠞࡢࠎ✀࡞࠺ࡼࠝࡢࡇࠊࡓࡲࡶㅖࡿ࠶࡛⪅ಖㆤࡢୡ㛫ࡢୖ᭱ࡽᙼࠊࡀ࠺ࢁ࠶ࡀㅖࡢ㔞↓ࡢ

࠸⏝ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ౽ၿᕦ᪉ࡢ㔞↓ࡣࡕࡓᑟᖌࡢୡ㛫ࠞࡢᮍ᮶ୡࠝࡽᙼࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡍ♧ࢆ౽

ࡽᙼࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡃᑟᬛࡢ₃↓ࠊࢆࡕࡓࡢࡶࡿ࠶⏕ࡢࡶᗄ༓ࠊ࡚࠸࠾ୡ㛫ࠞࡢࠝࡇ࡚

ࠝㅖࠞࡢᩍࢲࢵࣈࠊ࡚࠸⫈ࢆ࠼ᡂࡿ࡞࠸ࠊࡣ⏕⾗࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ୍ࡢࡔࡓࡶே࡞࠸࡚ࡋ

ಟ࡚ࠞࡅྥࡾぬࡶࢆ⪅ࡢࠝࠊᚋࡓࡋ⾜ಟ࡚ࡅྥࡾぬࠞࡀࡽ⮬ࠝࡣ⚾͆ࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸

 ࠋࡿ࠶࡛ࡽࡔㄋ㢪ࠞࡢඹ㏻ࠝࡢዴ᮶ࡢࠎㅖࠊࡀࡇࡢࡇ࠺࠸͇࠺ࡼࡏࡉ⾜

㸦Saddharmapu۬ڲDUƯND 52.13-53.4㸧 

 

㔘ᑛ୍ࡓࡵྵࢆษㅖࠞࡀࡽ⮬ࠝࡣ⚾͆ࡢぬ࡚ࡅྥࡾಟ⾜ࡓࡋᚋࠝࠊࡶࢆ⪅ࡢぬࡅྥࡾ

࡚ࠞಟ⾜࠺࠸͇࠺ࡼࡏࡉඹ㏻ࡢㄋ㢪ࡀᡂᑵ࡛ࡢࡓࡋ㸦Saddharmapu۬ڲDUƯND 47.11-12㸧୍ࠊษ⾗⏕ࡣ

እࡃ࡞ᡂ࡛ࠋࡿࡁЍ�  ࠋ᰿ᣐࡢษⓙᡂ୍ࡿࡅ࠾࠘⤒⳹ἲࠗࡀࢀࡇ

 

࠙㜿⨶₎࡛ࡶᡂࠊ࠼ࡺࢀࡑࠚㅖ࣭ࢲࢵࣈࡢࠎୡ㛫ࡢᖌ࣭ᩆୡ⪅୍ࠝࠊࡢࡕࡓษ⾗⏕ࢆᡂࡏࡉ

⨶㜿ࠝࠋ࠸ࡉ࡞࠸ᡶࢆᛕࠊᤞ࡚ࢆᝨࠊࡋ▱ࢆゝㄝ㸦㞉ᐅ᪉౽㸧ࡔࢇྵࢆពᅗࠞ࠺࠸ࡿ
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₎ᯝࢆᚓࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࠝࡕࡓࡓ࡞ࡑࠞࡓᐇࠞࢲࢵࣈࡣᡂࠋࡒࡔࡢࡿࢀḼ႐ࠋࡼࡏ 

㸦Saddharmapu۬ڲDUƯND 59.5-6㸧 

 

௨㝆ࠕࠊ㆜႘ရ➨୕ࠖࠕࡽᤵᏛ↓Ꮫேグရ➨ࠖࠊ࡛ࡲࡿ⮳㔘ᑛࡣ⯋ᘮࡸ┠㐃ࡸᦶヅ㏑ⴥ࡞

ࡓ⪺ኌࠊ࡚ࡗࡼࡇࡢࡇЍࠋࡃ࠸࡚࠼ࢆᤵグࡢᡂࠎḟࡕࡓ⪺ኌࠊࡵࡌࡣࢆࡕࡓ₍⨶㜿ࡢ

 ࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠺ኻࢆ᰿ᣐ࣭ṇᙜᛶࡢࡑࠊࡣࡇࡿࡲែ≦ࡢ₍⨶㜿࠸࡞࠸࡚ࡋᡂࡀࡕ

Ѝ� ᑠᩍࡢᾘ⁛ࢆពࡿࡍ 

 ࠊࡏࡉ⁛ᾘࢆᑠᩍࠊ࡚ࡋࡑ

ࡃㄝࢆ࠼ᩍࡕࡓ⏕⾗࡚ࡋ㛵ࡳࡢ≀ࡢࡘ୍ࡔࡓࠊࡓࡲࡶ⚾ࠊࡼ㸦⯋ᘮ㸧ࣛࢺࣉ࣮ࣜࣕࢩ

࠸ゝࠋࡿ࠶≀㸦㸧࡛ࡢࢲࢵࣈࡿࡍⓗᆅ┠⤊᭱ࢆࡇࡿࡓษᬛ୍ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡢ

ࠊࡤࢀ࠼ዴ᮶ࡢ▱ぢࡵ່ᑟࠝࡃᩍࠊࡕࡓ⏕⾗ࢆࡅࡔࠞ࠼ዴ᮶ࡢ▱ぢࠝࡍ♧ࢆᩍࠊࢆࡅࡔࠞ࠼

ዴ᮶ࡢ▱ぢධࠝࡿࡏࡽᩍࠊࢆࡅࡔࠞ࠼ዴ᮶ࡢ▱ぢࢆぬࠝࡿࡏࡽᩍࠊࢆࡅࡔࠞ࠼ዴ᮶ࡢ▱ぢࡢ㐨

ࡃ⫈ࢆ࠼ᩍࡢࡇࡢ⚾ࠊࡼࣛࢺࣉ࣮ࣜࣕࢩࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ㄝࡕࡓ⏕⾗ࢆࡅࡔ࠼ᩍࡿࡏࡽධ

 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞ࡕࡓ⪅ࡿࡍᚓ⋓ࢆṇ➼ぬୖ↓ࡀဨࠊࡓࡲࡶࡕࡓ⏕⾗

㸦Saddharmapu۬ڲDUƯND 42.15-43.2㸧 

 

㔘ᑛᅾୡ୰࡛ࠊࡤࢀ࠶㔘ᑛࡢ⫗ኌ࡛ࡇࡃ⪺ࢆㄡࡀࡶእࡃ࡞↓ୖᥦࢆᚓࠋࡿࢀࡽ 

� 㔘ᑛ⁛ᚋࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺ࡣ㸽� �࣐࣮ࢸ࣓ࣥࡢ࠘⤒⳹ἲࠗࡀࢀࡇ  

 

 ࡽࡿ࠸࡚ࡁ⏕⏺ୡࡢ㔘ᑛධ⁛ᚋࡣ⏕⾗ษ୍ࠊࡣἲ⳹⤒࠘ᡂ❧ࠗࡽ࡞ࡐ࡞

 

㸱㸫㸰㸬ዴ᮶⁛ᚋࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺ࡣ㸽�
 

   ື⛣ධ⁛ᚋ㸦ዴ᮶⁛ᚋ㸧ࡢ㔘ᑛࡀⅬ↔ࠊࡣἲᖌရ➨༑ࠖ௨㝆ࠕ 
 

ࡀᤵグ࠸࡞ࡢእࠊ࡚ࡋᑐ⪅ࡿࡍᣢཷࡶ࡛ࡅࡔ೦୍ࡢ࠘⤒⳹ἲࠗࡢࡇࠊࡣἲᖌရ➨༑࡛ࠖࠕࡎࡲ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ 

ࡘ୍ࡔࡓࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡕࡓ⪅ࡃ⫈ࢆἲ㛛ࠞࡢ⳹ጁἲⶈࠝࡢࡇᚋ⁛ࡢዴ᮶ࠊࡼ⋥⸆ࠊࡓࡲ

Ⓨࢆᚰࡪ႐࡚ࡋࡑࠊ࡚࠸⪺ࢆ೦ࡢ
ࡇ࠾

⚾ࠞࡿ࠶ዴ᮶࡛ࠝࠊࡼ⋥⸆ࠊࡶ࡚ࡋࡓࡗ࠶࡛▐୍ࡔࡓࡀࡢࡍ

 ࠋࡿࡍᤵグ࠺ࢁ࠶࡛ࡿᚓࢆṇ➼ぬୖ↓ࠊࢀ࠶ㄡ࡛ࡣࡕࡓၿ⏨Ꮚ࣭ၿዪேࡢࡽࢀࡑࡣ

㸦Saddharmapu۬ڲDUƯND 224.8-10㸧 
 

ၿࡿࡍࡾࡓࡋ㝶႐ࠊࡾࡓࡋᣢཷࢆ೦୍ࡢࡔࡓࡽἲ㛛ࠞࡢ⳹ጁἲⶈࠝࡢࡇࠊࢀ࠶ㄡ࡛ࠊࡼ⋥⸆

⏨Ꮚ࣭ၿዪேࠝࠊࡼ⋥⸆ࠊ࡚ࡋࡓࡗ࠶ࡀࡕࡓዴ᮶࡛ࡕࡓ⪅ࡢࡣ⚾ࠞࡿ࠶ဨࡀ↓ୖṇ➼ぬࢆ

ᚓ࠺ࢁ࠶࡛ࡿᤵグࠋࡿࡍ㸦Saddharmapu۬ڲDUƯND 225.8-10㸧 

 

ዴ᮶ࡢ⁛ᚋࠕࠊㄒ㸦ἲ㌟㸧࡛ࠗࡿ࠶ἲ⳹⤒୍࠘࠺࠸ษⓙᡂࡢᤵグࠖࢆㄒ୍ࠕࠊࡏ⪺࡚ࡗ

ษ⾗⏕ᡂࡢᤵグ࠺࠸ࠖࡿࡍࢆዴ᮶ࡢࢆ௦⾜ࡿࡍ⪅㸦WDWKƗJDWDNtyakara, Saddharmapu۬ڲDUƯNa 

227.1; ⾜ዴ, ࠗጁἲⶈ⳹⤒࠘30c28㸧㸻ἲᖌ GKDPDEKƗakaࠋዴ᮶ࡢࠒ࢟ࣛࢱࣁࠑࡢᐇ⌧⪅ 
 

  ἲᖌࠑࡀࡑࡇἲ⳹⤒ࠒ⪅⾜ࡢ 
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௨㝆ࠕᚑᆅᾛฟရ➨༑࡛ࠖࡲࡿ⮳㸦ࠕᥦ፠㐩ከရ➨༑ࠖࢆ㝖ࡃ㸧ࠊዴ᮶ࡢ⁛ᚋࠊㄡࡢࡀ

 ࠋࡿࢀࢃၥࡀࡢࡿࡍ┈ࢆ⏕⾗ࠊࡋ♧ㄝࡋᣢཷࢆ࠘⤒⳹ἲࠗࡢࡇ࠺ࡼ
 

ẚࠕࠋࡓࡆ࿌ࡕࡓ⾗ᅄࠞࡓࡗ᪼✵ࠝࡢࠊࡣ㔘㏑∹ᑽୡᑛࡿ࠶ዴ᮶࡛ࡁࡢࡑࠊ࡚ࡉ

ሓ௵ࡍ᫂ࡁㄝࢆἲ㛛ࡢ⳹ጁἲⶈࡢࡇࠊ࡚࠸࠾⏺ፅ፠ୡࡢࡇࠊ୰࡛ࡢࡕࡓࡓ࡞ࡑࠊࡼࡕࡓୣ

࡛ࡢࡑࠞࡿ㏙ࢆ࠸ㄋࠝࡀࠊࡢᅾୡ୰ࠞࡔࡲࠝࡀࠞ⚾ࡿ࠶ዴ᮶࡛ࠝࠋࡿ࠶ㄡࡣ⪅ࡿ࠺࠼

ࡢࡑࠝࢆἲ㛛ࡢ⳹ጁἲⶈࡢࡇࡣࠞ⚾ࡿ࠶ዴ᮶࡛ࠝࠊࡼࡕࡓẚୣࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ᶵࡢࡑࡀࠊࡾ࠶

 DUƯND 250.9-13㸧ڲ㸦Saddharmapu۬ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋḧࢇࡏ⁛ධࠊ࡚ࡋკࠞ⪅

 

 ࠊ࡚ࡗྥ⾗⸂ࡓࡋ⮳᮶ࡾࡼ⏺᪉ୡࡣ㔘ᑛࠊࡀࢁࡇ
 

Ṇࠊࡼࡵၿ⏨Ꮚࠝࡢࡇࡀࡕࡓࡓ࡞ࡑࠋࡼࡽዴ᮶ࠞࡢࠝࡢ௦⾜࡚ࠞࡗ࠸ࡽࡓࡗ⾜ࢆఱ

 DUƯND 297.6-7㸧ڲ㸦Saddharmapu۬ࠞࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡶఱ࡛ࡢ࡞⬟ྍࡸ࠸ࠝࠋ࠺ࢁ࡞

 

 ࠊࡀㄡࠊᒁ⤖ࡣ࡛

ዴ᮶ࡢ⁛ᚋࠗἲ⳹⤒࠘ࢆㄝࡁ᫂ࡍ⸃ኈ 

㸻� ዴ᮶ࡢࠒ࢟ࣛࢱࣁࠑࡢ௦⾜⪅ 

㸻� Ọ㐲⌧Ꮡࡿࡍ㔘ᑛࡢᐇ⌧⪅ 

㸻� ἲᖌࠊἲ⳹⤒ࡢ⾜⪅�  㸽ࡢ࡞
 

ၿ⏨Ꮚࡢࡇࡢ⚾ࡃࡋࡉࡲࠋࡼࡽፅ፠ୡ⏺ࠊࡣභࢫࢪࣥ࢞ࡢἙ࠸ࡋ➼ᩘࡢ◁ࡢ⸃ࡀࡕࡓ

�̿␎୰̿ࠋࡿ࠸ ࢆἲ㛛ࠞࡢ⳹ጁἲⶈࠝࡢࡇ⠇ࡢᚋࠊ௦ࡢᚋࡓࡋ⁛ධࡀ⚾ࠊࡀࡕࡓ⪅ࡢࡑ

ཷᣢࠊࡋㄞㄙࠊࡋㄝࡁ᫂ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡍ㸦Saddharmapu۬ڲDUƯND 297.6-7㸧 

 

⁛ࡢዴ᮶ࠊࡣศูຌᚨရ➨༑࡛ࠖࠕዴ᮶ᑑ㔞ရ➨༑භࠖࠕࡃ⥆ࠋࡿࡍ⌧ᾛࡀ⸂ࡾࡼᆅ࡚ࡋࡑ

ᚋ࡛ࠗࠊࡶ࡚ࡗ࠶ἲ⳹⤒࠘ࡀㄝ♧ࡿࢀࡉ㝈ࢲࢵࣈࡾዴ᮶࡛ࡿ࠶㔘ᑛࡣỌ㐲ࡢࡇୡ⌧Ꮡࠊࡋ⾗⏕

 ࠋࡿࢀࡉ♧㛤ࡿࡅ⥆ࡋ࡞ࢆࠒ࢟ࣛࢱࣁࠑࡢ┈

 

ஂ㐲ᐇᡂᮏᖌ㔘㏑∹ᑽࡢỌ㐲ࡢ⌧Ꮡࠊࡣἲᖌ㸦ἲ⳹⤒ࡢ⾜⪅㸧ࠗࡢἲ⳹⤒࠘ㄝ♧ࢆ

㏻୍ࠊ࡚ࡋษ⾗⏕ⓙᡂࡢᤵグࢆ࠺࠸ࡿ࠼ዴ᮶ࡢᴗ
ࡌ ࡈ ࠺

㸦⏝
࠺ࡺ

సࠊ
ࡉ

㸧ࢆ௦⾜ࡿࡅ⥆ࡋ

㸦ዴ᮶ࡢࡇࢆࠒ࢟ࣛࢱࣁࠑࡢୡ㢧ࡿࡅ⥆ࡋ㸧࡚ࡵࡌࡣࠊ࡚ࡗࡼࡇᐇ⌧ࡿࢀࡉ 

 

ᐇ㝿ࠕࠊዴ᮶ᑑ㔞ရ➨༑භࠖஂࡿࡅ࠾㐲ࡢ㔘ᑛஂࠊࡣ㐲ࡢ᫇ࡽᘵᏊ࡛ࡓࡗ࠶ᆅᾛࡢ⸃㛵㐃

 ࠋࡓࢀࡉ㛤㢧࡚ࡵࡌࡣࠊ࡚ࢀࡽࡅ࡙

 

௨ୗࠕࠊἲᖌຌᚨရ➨༑ࠖࠗࠊࡣ࡛ࡲࡿ⮳ἲ⳹⤒࠘ཷᣢࡢᵝ࡞ࠎຌᚨࢆㄝࠗࠊ࡛ࡇࡃἲ⳹

ࡸࡋ⌧ᐇࡀࠒ࢟ࣛࢱࣁࠑࡢ㔘ᑛࡿࡍ┈ࢆ⏕⾗ᚋ⁛ࡢዴ᮶ࠊࡵ່ࢆࡇࡿࢀࡉ♧ㄝࢀࡉᣢཷࡀ࠘⤒

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㓄៖࠺ࡼࡿ࡞ࡃࡍ

 

⳹ἲࠗࡤࡇࡢࢲࢵࣈ࠺⾜ࢆᤵグࡢษⓙᡂ୍ࠊࡣᚋ⁛ࡢዴ᮶ࠊࡣᖖ㍍⸃ရ➨༑࡛ࠖࠕࡃ⥆
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ࡢ࡚ࡗࡼࡇࡿࡏ⪺ࡁㄝࢆ࠘⤒
ࠊ

ࡳ
ࠊ

ࡿࡍᤵグࢆᡂ⏕⾗ษ୍ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ⾜௦ࡢࡢዴ᮶ࠊ

 ࠋࡿࡍᙉㄪ࡚ࡵᨵࢆࡇࡿࢀࡉ⌧ᐇࡀࠒ࢟ࣛࢱࣁࡢᐇ⌧ࠑ࠺࠸
 

ᩍࡢࠞ▱ጾ㡢⋤ዴ᮶࣭ᛂ౪࣭ṇ㐢ࡢึ᭱ࡓ࠸࡚ࡋ⁛ධࠊࡿ࠶ୡᑛ࡛ࠝࡢࠊࡼᚓໃࠊࡽࡉ

ᗄⓒேࠊẚୣࡢᗄⓒேࡣࠞ⚾ࡓࡗ࠶ᖖ㍍⸃ኈ࡛ࠝࡢࠊ࡛ࡶࡢീἲ㸧ࠊ㑇ἲࠊ㸦ᩍㄕ࠼

ࢆἲ㛛ࠞࡢ⳹ጁἲⶈࠝࡢࡇࠊࡶ࡚ࡋᑐㄡࡕࡓඃ፠ዀࡢᗄⓒேࠊඃ፠ሰࡢᗄⓒேࠊẚୣᑽࡢ

ࠝㄒࡓ࡞࠶ࡣ⚾͆ࠊࡏ⪺࡚ࠞࡗ᪉ࢆ㍍ࠋࢇࡏࡲࡌࢇⓙᵝ᪉ࡣဨࠊ⸃⾜࡚ࡌ⾜ࢆୗ࠶ࠋ࠸ࡉ

 ࠋࠞࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋᤵグ͇ࠝ࠺ࡻࡋࡲࡾ࠶࡛ࡿᡂ▱ዴ᮶࣭ᛂ౪࣭ṇ㐢ࡣ᪉ࡓ࡞

㸦Saddharmapu۬ڲDUƯND 382.3-6㸧 
 

ᚓໃࠊ࠺ࡼࡢࡇࠊࡼ┈ࡢࡇࡿ࠶ࡢἲ㛛ཷࡢᣢ࣭ㄞㄙ࣭ㄝ♧ࠊࡀㅖࡢࠎ⸃ኈࡕࡓ

ࡣᚋ⁛ࡢዴ᮶ࠊࡼᚓໃࠊ࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞ᡭࡁᑟࡢᥦࠝ⋓ᚓࠞୖ↓ࠊ࡚ࡗ

ㅖࡢࠎ⸃ኈࠝࠊࡣࡕࡓㄒ࡚ࡋ㔘㏑∹ᑽࡢࡇࠞࡿࡓἲ㛛ࢆᖖཷᣢࠊࡋㄞㄙࠊࡋㄝ♧ࠊࡋ

ㄝࡁ᫂ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡉ㸦Saddharmapu۬ڲDUƯND 383.3-6㸧 

 

ዴ᮶⚄ຊရ➨༑ࠕࡿࡍᩍㄕࢆᣢ࣭ゎㄝཷࡢ㔘ᑛ⁛ᚋࠊࡋკࢆ࠘⤒⳹ἲࠗ⸂ࡢᆅᾛࠊ࡚ࡋࡑ

 ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞㐃↛⮬୍ࠖ
 

̿ࠕࠋࡓࡆ࿌ࡕࡓ⸃ኈࠞࡢᆅᾛࠝࡢࠊࡿࡍࡵࡌࡣࢆࠞ⸂ࠝ⾜ୖࠊࡣୡᑛࡁࡢࡑ

୰␎̿� ၿ⏨Ꮚࠊࡼࡕࡓዴ᮶࡛ࠝࡀࠞ⚾ࡿ࠶ධ⁛ࡓࡋᚋࠝࡢࡇࡀࡕࡓࡓ࡞ࡑࠊጁἲⶈ⳹ࠞࡢἲ㛛

ࡼࡏ౪㣴ࠊࡋ⩦ಟࠊࡋゎㄝࠊࡋㄞㄙࠊࡋ᭩ࠊࡋ♧ᩍࠊࡋᣢཷ࡚ࡋᜤᩗࢆ  ࠖ

㸦Saddharmapu۬ڲDUƯND 390.11-391.6㸧 

 

㸲㸬⤖ㄽ�

ዴ᮶ࡽᡂࡢᤵグࢆ࠸ࠊࡣ⪅࠸࡞ࢀࡽ࠼ಟ⾜ࡶ࠺ࡼࡋᡂࠗࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍἲ⳹

ࡀዴ᮶ࡿࢀࡃ࡚࠼ࢆᤵグࡢ௦㸻ᡂࡢ↓ࠑࡢ㔘ᑛධ⁛ᚋࠊࡣࡕࡓ⸂ࡢྡ↓ࡓࡋฟࡳ⦆ࢆ࠘⤒

࡚࠼ࢆᤵグ⏕⾗ࢀࡉᅾ⌧࡚ࡗࡼㄝἲ͆ࠊࢆ⩏ពࡢዴ᮶ࠊࡶࡢព㆑࠸ᙉ࠺࠸ࠒ௦࠸࡞࠸

┈ࠑࡿࡍ⌧ᐇ͇ࠒ࢟ࣛࢱࣁࡢᤊࢆࠒ࢟ࣛࢱࣁࠑࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠼௦⾜ࠗࡿࡍἲ⳹⤒࠘ࡢ⾜⪅㸦ἲ
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