
浄

土

、

,教

の

人

間

観

厂

ー

と

く

に

人

間

の

呼

称

を

め

ぐ

っ

て

i

高

橋

弘

次

一
、
は
じ
め
に

ご
、
人
間
の
呼
称

三
、
人
間
と
は
考
え
る
も
の

四
、
人
間
と
は
煩
悩
を
も

っ
た
も
の

五
、
人
間
と
は
凡
夫

六
、
道
綽
の
凡
夫
観

七
、
善
導
の
凡
夫
観

八
、
法
然
の
凡
夫
観

九
、
お
わ
り
に

,

一

は

じ

め

に

お
よ
そ
仏
教
に
お
け
る
思
想

・
宗
教
の
歴
史
は
、
人
間
の
存
在
性
を
把
え
、
そ

の
問
題
解
決
に
終
始
し
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
仏
教
思
想
の
い
か
な
る
歴

史
的
展
開
も
、
人
間

の
存
在
性

の
閧

題
に
と
り
く
み
、
そ
の
問
題
解
決
ど
し
て
解

脱

・
成
仏

・
涅
槃

・
往
生
な
ど
の
究
極
目
的
を
説
き
示
す
こ
と
に
終
始
し
て
、
い

浄

土
教

の
人
間

観

ず
れ
も
そ
の
目
的
範
囲
を
で
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
イ
ン
ド
の
初
期
仏
教
思

想
か
ら
、
中
国
の
仏
教
思
想
を
へ
て
わ
が
国
に
お
け
る
大
乗
仏
教
思
想
に
い
た
る

ま
で
、
そ
の
思
想
の
歴
史
は
、
人
間

の
存
在
性

の
問
題
に
か
か
わ

っ
て
、
哲
学
的

な
思
索
、
宗
教
的
な
自
覚
と
と
も
に
大
き
く
発
展
し
深
化
し
て
、

一
つ
の
流
れ
に

セ
ど
ま

っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
仏
教
思
想
史

の
も
つ
思
想
内
容

の
な
か
で
明
ら
か

に
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

・
い
豪
こ
の
小
論
に
お
い
て
と
り
扱
お
う
と
す
る
問
題
は
茅
仏
教
思

想

に

お

け

る
人
間
の
在
存
性
を
把
え
る

一
つ
の
あ
り
方
と
み
ら
れ
る
、
人
間
の
凡
夫
性
の
自

覚

と
い
う

一
面

で
あ
る
。
そ
れ
も
仏
教
思
想

の
歴
史
的
な
発
展
内
容
に
も
と
つ
い

て
、
時
間
的
に
区
分
し
て
緻
密
に
解
明
し
て
い
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
と
く
に

人
間
の
呼
び
名
、
呼
称
を
中
心
と
し
て
h
そ
の
呼
称

の
変
化
、
転
化

の
な
か
に
人

間
の
存
在
性
の
把
え
方
を
み
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
浄
土
教
思

想
に
お
い
て
は
、
入
間
の
存
在
性
と
し
て
の
凡
夫
性

(煩
悩
)

'の
自
覚
に
と
も
な

い
、
人
間
を

「
凡
夫
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
人
聞
を

「
凡
夫
」
と
呼
ぶ
に
い
た
る
浄
土

教
思
想
ま
で
の
人
間
の
存
在
性
の
把
え
方
を
馬
人
間
の
呼
称
の
変
化
の
流
れ
を
中

一
七



人
・鹽文

学

論

集

心
に
究
明
し
よ
う
と
す
る
～も
の
で
あ
る
。

一,

°仏

教
思
想
に
お
け
る
入
間

の
呼
称

の
変
化
に
そ
っ
て
、
人
間
の
存
在
性
の
把
え

方

を
み
て
い
く
と
い
う
の
燈
あ
れ
幟
、
そ
れ
は
仏
教
思
想
の
表
面
的
な

一
面

で
し

か
な
く
、
皮
相
的
な
内
容
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
仏

教
思
想
の
な
か
に
み
ら
れ
る
人
間
の
呼
称
は
、
そ
の
い
ず
れ

の
呼
称

で
あ
ろ
う

と
、
人
間
の
存
在
性
を
あ
ら
わ
す
性
能
、
本
質
を
把
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
そ
の
人
間
の
呼
称
の
変
化
は
、
か
な
ら
ず
人
間

の
存
在
性
を
あ
ら
わ

す
性
能
、
本
質
の
把
え
方
の
変
化
、
発
展
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
教
思
想
に
お
け
る

哲
学
的
な
思
索
、
宗
教
的
な
自
覚
の
歴
史
的
な
あ
と
づ
け
と
も
い
え
よ
う
。

こ
う
レ
た
内
容
に
注
目
し
て
、
と
く
に
浄
土
教
思
想
に
お

い
て
人
間

を

「凡

夫
」
と
呼
称
す
る
に
い
た
る
思
想
的
過
程

の

一
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の

が
、
こ
の
小
論
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

、

一.一、

人

間

の

呼

称

・

仏

教

の
思

想

を

生

ん
だ

イ

ン
ド

の
古

い

こ
と

ぼ

で
人
間

を
意

味

す

る
語

を

さ

が

し

て
み

る

と
、

そ

の
数

は
数

十

に

も

達

す

る

。

そ

こ

で
と

く

に
人

間

の
呼

称

と

し

て
使

用

さ

れ

た

も

の
を
、

ま
ず

パ

ー

リ
経

典

(南
伝
大
蔵
経
)

の
な

か

か
ら

と

り
上

げ

て
み

る

と

、
j
a
n
a
,
ja
n
tu
,
j
iv
a
,
n
a
r
a
,
p
u
g
g
a
la
,
p
u
t
h
u
jja
n
a
,
p
u
r
is
a
,

b
�
la
,
m
a
c
c
a
,
m

a
n
u
ja
,
m
a
n
u
s
s
a
,
m
�
n
a
v
a
,
s
a
t
t
a

な

ど

の
語

が
あ

げ

0

ら

れ

る

。

つ
ぎ

に
サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

の
経

論

に

み
ら

れ

る
語

を

あ
げ

て

み

る

と
、

fa
n
a
,
j
a
n
　
u
,
m

a
n
u
s
y
a
,
m

a
n
u
,
m
a
n
u
　a
,
m
�
n
u
s
a
,
m

�
n
a
v
a
,
n
a
n
a
,

n
r
,
p
u
r
u
s
a
,
p
u
d
g
a
la
,
p
r
th
a
g
-
ja
n
a
,
b
�
la
;
s
a
t
tv
a
な

ど

で
あ

物

・

こ

れ

ら

の
パ

ー

リ

語

と

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

の
人

間

を
意

味

す

る
語

で
、

同

じ
語

根

か

一
八

ら
生
じ
、
ま
た
同
じ
意
味
を
表
わ
す
語
の
あ
ゐ
こ
と
は
い
う
ま
で
遡
な
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
語
は
、
恣
意
的
に
指
摘
し
と
り
上
げ
た
の
で
あ
る
が
、
直
接

犀
特
定

の
経
典
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
『
雑
珂
含
経
』
一
三
に

「此

等
法
名
為
レ
入
於
μ一斯
等
法
一、
作
い一人
想
.衆
生
、
那
羅
、

摩
覺
闍
、

摩
那
婆
、
士

③

其

、
福

伽

羅

、
耆

婆

、
禅

頭

二

-
と

あ

る
幽

こ

れ
ら

の
語

な

ど

が

と
り

上

げ

ら

れ

る

べ
き

で

あ

ろ

う
。

'こ

れ
ら

の
人

間

の
呼

称

と

し

て
使

用

さ

れ

た

で
あ

ろ

う

パ

ー

リ

語

や

サ

ン

ス

ク

リ

ッ
ト

の
語

逢

一
つ

一
つ
解

明

す

る

こ

乞

に

よ

っ
て
、

仏

教

の
み

る

人
周

が

い
か

な

る
存

在

と

し

て
把

え

ら

れ

て

い
る

か
、

と

い
う

問

題

の

一
面

が

明

ら

か

に

さ

れ

る

と
思

う

。

し

か

ル

こ

こ

で
そ

の

一
つ

一
つ
を
解

明

し
論

証

し

て

い
く

わ

け

に

は

い

か
な

い

の

で
、
・こ
れ

ら

の
語

の
な

か

か

ら

、

と

く

に

m
a
n
u
s
y
a

(n
a
n
u
s
sa
)
,

s
a
t
tv
a

(sa
tta
)
,
p
r
th
a
g
-
ja
n
a

(
p
u
th
u
j
ja
n
a
)

の
三

つ

の
語

を

ど

り

上

げ

て
、

仏

教

の
把

え

る

人
間

の
存

在

性

と

い
う

冶

の
倣

ど

ん

な

も

の
か
、

之

い
う

一
面

の

聞

題

を

」

そ

の
語

の
も

つ
意

味
内

容

か

ら
明

ら

か

に

す

る

と

と

も

に
、

仏

教

思

想

に
お

け

る

そ

の
変

化

、

発

展

を
考

え

て
み

た

い
。

そ

こ

で

m

a
n
u
s
y
a
(m
a
n
u
s
sa
)
,
s
a
t
t
v
a

(s
a
tta
)
,
p
r
t
h
a
g
-
j
a
n
a
(
p
u
th
u
j-

ja
n
a
)

�
三

つ
の
語

を

と

り
上

げ

る
理

由

を

明

ら

か

に

し

て

お

き

た

い
。

ま
ず

m

�
ri
u
s
y
l

(
m
a
n
u
s
sa
)

を

と

り

上

げ

た

理
由

は
、

と

く

に
仏

教

思

想

に

か

か

わ

り

な

く
、

一
般

イ

ン
ド
思

想

に

お

い

て
、

も

っ
と

も

よ

く
人

間

の
普

遍

的

な

性

能

(思
考
力
を
も

っ
も
の
)

を

と

ら

え

て

い
る

人
間

の
呼

称

と

み

な

さ

れ
、

し

か

も

仏

典

に
使

用

さ

れ

て

い

る

か
ら

で
あ

る
。

つ
ぎ

S

s
a
t
tv
a
(sa
tta
)
を

と
り

上

げ

る

理
由

は
、

の
9
窪
く
曽

が

「
生

き

と

し
生

け

る

も

の
ー

衆

生

」

と

い
う

意

味

を

も

ち

、

ま

た

「
煩

悩

を

も

っ
た

も

の
1

有

情

」

と

も

理
解

さ

れ

る

語

で

あ

る

か

ら

で

あ



る

。

さ

ら

に

イ

ン
ド
大

乗

仏

教

の
根

本

思

想

と

み
な

さ

れ

る

菩

薩

(げ
。
傷
ぼ
-s
a
t
tv
a
)

思

想

は
購

人
間

の
煩

悩

を

も

つ
迷

い
か

ら
覚

め

よ

う

と
す

る

と

こ

ろ

に

そ

の
実

践

理

念

が

あ

る

が

、

そ

の
思

想

は

s
a
t
t
v
a

(衆
生

・
有
情
)

と

い
う

人

間

の
呼

称

か

ら

出

発

し

て
お

り

、

ω
9。
菖
く
9。

が

大

乗
仏

教

(菩
薩
思
想
)

と
切

り
離

す

こ

と

が

で

き

な

い
か

ら

で
あ

る

。

い
ま

一
っ

p
r
th
a
g
-
ja
n
a

(p
u
th
u
jja
n
a
)

を

と
り

上

げ

る

理

由

は
、

イ

ン
ド

に
お

け

る

大

乗
仏

教

思

想

が
中

国

に

入

り
、

な

か

で
も

中

国

に

お

い

て
発

展

し
た

浄

土

教

思

想

に
お

い

て
、

人
問

を

「
凡

夫

」

と

呼

ん

で

お

り

、

そ

の

「
凡

夫

」

の
原

語

が
、

p
r
th
a
g
-
ja
n
a
'
で

あ

渇

ど

さ

れ

る

か
ら

で

あ

る

ゆ

遠

ら

に
、

中

国

の
浄

土

教

思

想

が

わ

が
国

に
入

っ
て
か

ら

も

人

間

を

「
凡

夫

」

と
呼

ん

で

い
る

こ
と

は
、
歴

史

的

な

事

実

で
あ

り

、
ζ

ん

に

ち

で

も

そ

の
呼

称

(
凡
夫

)
が
使

用

さ

れ

て

い

る

か
ら

で
あ

る

。

も

と

よ

り
中

国

に
お

い

て
も

わ

が

函

に
お

い

て
も

、

p
r
th
a
g
-
ja
n
a

(
凡
夫

)
」が

原

意

の
ま

ま

に
、

人
聞

の
呼
称

と

b

て
使

用

さ

れ

て

い
た

と

は
考

え

ら

れ

な

い
。

し

か

し

p
r
t
h
a
g
-
ja
n
a

が

「
凡

夫

」

の
原

語

で

あ

る

こ

と

に
変

り
な

い

と
思

わ

れ

る

の

で
へ

こ

こ

に

こ
れ

を

と
り

上

げ
、

ま
ず

「
凡

夫

」

の
原

意

か
ら

明

ら

か

に

し

た

い
。

以
上

の
理

由

に

よ

っ
て

こ

れ
ら

の

三

つ
の
語

を

セ

り
上

げ

る

の

で

あ

る

が
、

さ

ら

に

い
え

ば

こ

れ

ら

の
語

が
仏

教

思

想

の
流

れ

に

そ

っ
て

人
間

の
存

在

性

を
把

え

た
内

容

と

し

て
受

け

之

め

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

と

く

に
仏

教

思

想

の
歴

史

的

発

展

に

セ

も

な

っ
て

み

て

い

く
場

合

、

A
r
th
a
g
-
ja
n
�
(異
生
)
を
原

語

と

す

る

「
凡

夫

」
ド
と

い
う

語

は

、

一
つ
の
意

味

に

七

ど

ま

ら
ず

、

そ

の
意
味

内

容

は

イ

ン

ド

か

ち

中

国

、

そ

し

て
わ

が

国

に

い
た

る

ま

で

大

き

く
変

化

し

転
化

し

て

い
る

。

ま

光

そ

の
後

代

に
お

け

る

意

味

内

容

は

、

た

ん

に

人
間

の
呼

称

と

し

て

の

意

味

を

超

え

、

と
く

に
浄

土

教

思

想

の
宗

教

的

基
盤

ど

な

っ

て

い
る

と

い
え

よ

う

。

い
ず

れ

浄

土

教

の

人

闘

観

に
せ
よ
こ
う
し
た
三
つ
の
語

の
思
想
的
な
流
れ
を
想
定
し
な
が
ら
、
と
く
に
浄
土

教

に
お
け
る
人
間

の
存
在
性

の
把
え
方
に
視
点
を
向
け
て
論
究
し
て
み
よ
う
。

三

人
間
と
は
考
え
る
も

の

ま
ず

イ

ン
ド

に

お

い

て
人
間

の
存

在

性

を
把

え

て

ヨ

9
ロ
蕊

旨

(m
a
n
u
s
s
a
)

と

④

呼

称

す

る

の
は

、
仏

教

の
経

論

に
お

い

て
も

み

ら

れ

る

が

、
広

く

イ

ン
ド

文

献

一
般

に
み

ら

れ

る

、

人

間

に
対

す

る

一
般

通
称

で
あ

っ
た

よ

う

で

あ

る
。

こ

れ

は
中

村

元

博

士

が

「
古

く

ヴ

H
,--.ダ

文

献

で

は
人

間

を

マ

ヌ

(m
a
n
u
)
ど
呼

ぶ

こ

と
も

あ

っ
た
が

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト
文

献

一
般

で

は

マ

ヌ

シ

ャ

(m
a
n
u
sy
a
)
と
呼

ん

だ

が

、

こ
れ

は
〈

考

え

る
も

の
〉

と

い
う

意
味

で

あ

る
。

〈

考

え

る
〉

と

い
う

こ

と

は
合

0

理

性

を
内

含

す

る
」

と
述

べ

て
お

ら

れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
も
明

ら

か

で

あ

る
。

⑥

rJ
�

m

,a
ri
u
s
y
a

(m
a
n
u
ss
a
)

は

m

a
n
,
h
u
m

a
n

b
e
in
g

な

ど

に
英

訳

さ

れ

る
語

で

あ

り
、
・
い

う

と

こ

ろ

の

一
般

の

「
人

間

」

を

意

味

す

る

語

で
あ

る

。

O

m

a
n
u
s
y
a

と

い
う

語

は
、

m
a
n

「
考

え

る
」

と

い
う

動

詞

よ
り

生

じ

て
お

り

、
↑

し

た

が

っ
て

こ

の

ヨ
㊤
昌
信
鷲

節

は

そ

の
語

源

に
お

い

て
人

間

を
意

味

す

る

と

こ
ろ

の
'

英

語

の

m
a
n

英

,,,,�
S

B
㊤
ロ

や

ド

イ

ツ
語

の

ヨ
Φ
p
の
o
げ

に
も

通

ず

る
語

で
あ

る

と

い
え

る

。
㍉
そ

れ

は

ま

た

近
代

に

お

い

て
人

間

老

三

っ
に

分
類

す

る

h
o
m
●

s
a
p
ie
n
s

(叡
知
人
)
h
o
m
o
r
e
lig
io
n
s
(宗
教
人
)
h
o
m
o
f
a
b
e
r
(
N
作
人
)
の

な

か

の
、げ
o
ヨ
o

⑧

s
a
p
ie
n
s

,(知
性

・
理
性
を
も
り
た
も

の
)
に

相

当

す

る

。

も

と

よ

り

人

間

を

知

性

(
理
性
)

を

も

っ
た

も

の

と

し

て
規

定

し

て

い
ぐ

人

間
観

は
ギ

リ

シ

ヤ

哲

学

の
古

い
伝

統

を

も

つ
ち

の

で
あ

り

、

現

代

に
も

通

ず

る

入

間
観

で

あ

る

こ

ど

砥

い
う

ま

で
も

な

い
。

い
ず

れ

に

せ

よ

イ

ン
ド

で
人

間

を

目
㊤
昌
賃
留

ρ

(考
え

る
も

の
)
と

命

名

し

た

と

い

う

こ

と

は
、

ギ

リ

シ
ヤ
哲

学

に

お

い

て

人

間

を

h
o
m
o

s
a
p
ie
n
s

一
九



人

文

学

論

集

と

規

定

し

た

こ
と

と

軌

を

一
に

す

る

も

の
で

あ

る
。

こ

の
よ

う

に
人

間

を

m
a
n
u
s
y
a
(考
え
る
も

の
)
と
命

名

し

た

ど

い
う

こ

ど

は
、

人

間

が

他

の
生

き

も

の
と

同

じ

よ

う

に
、

た

ん

に

「
生

き

て
い

る

も

の
」

と
異

っ

て
知

性

(
理
性
)
を

も

っ
て
合

理
的

に
生

き

て

い

く

も

の

で

あ

る

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

ま

た

こ
れ

は
申

国

に

お

い

て
人
問

を

「
万
物

の
霊

長

」

と
看

做

し

た

こ

と

と

も

、

そ

の
人

間

の
存

在

性

の
把

え
方

に

お

い

て
同

じ

で
み
ら

&

い

え

よ
う

。

人

間

が

「
知

性

・
理
性

を

も

っ
た

も

の
」
、

つ
ま

り

h
o
m

o

s
a
p
ie
n
s

で
あ

り

、

ま

た

「
万
物

の
霊
長

」

で

あ

る

と

す

る

そ

の
所

以

は
、

人

間

が
他

の
生

き

も

の

と
異

っ

て
、

ま

さ

し

く

「
考

え

る

も

の
」

(m
a
n
u
sy
a
)

で
あ

る

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

こ

の
人

間

を

「
考

え

る

も

の
」

(m
a
n
u
s
y
a
)

と
命

名

し

た

こ

と

は
、

直

接

に
仏

教

の
思

想

と

か

か

わ

り

を

も

つ

も

の

で

は

な

い
。

仏

教

が

従

来

の

イ

⑨

ン

ド

の
こ

と
ば

を
使

用

し

た

に
過

ぎ

な

い
。

た

と

え

ば

『
倶

舎

論

』

に

お

い

て

m
a
n
u
s
y
a

(人
)

が
使

用

さ

れ

て

い

る

の

は
、

五
趣

(地
獄

・
餓
鬼

・
傍
生

・
人

・

天

)

の

一
つ
と
し

て
あ

る

の
で

あ

り
、

と
く

に
仏

教

的

な

意

味

を

も

っ
て
使

用

さ

れ

て

い
る

の

で

は
な

い
。

ほ
か

に
仏

教

の
経

論

が

い
か

に

目

9。
昌
二
留

僧

の
語

を
多

く

使

用

し

た

と
し

て
も
、

そ

れ

は

人
間

に
対

す

る

一
般

呼
称

と

し

て
、

古

代

イ

ン

ド

で
使

用

さ

れ

た

の
と

同

じ

意

味

を

も

っ
た
語

で

あ

っ
た

に
違

い

な

い

の
で

あ

ろ

櫓
、つ

四

人
間
と
は
煩
悩
を
も

っ
た
も

の

つ
ぎ

S

s
a
t
t
v
a

(s
a
tta
)
は
、

中

国

で
衆

生

(
旧
訳
)
、

有

情

(新
訳
)

と
漢

訳

0

き

れ

て

い
る
語

で

あ

る

が
、

こ

の
語

は
動

,;,�

a
s

(あ
る
)
か

ら

生

じ

た

s
a
t
r
存

在

す

る
ー

び
⑦
ぼ

oq
」

と

い
う

語

に

、

t
v
a

と

い
う

語

尾

が
加

わ

っ
て

で
き

た
語

と

二
〇

い
わ

れ

、

現
存

者

と
か

生
存

者

(躍
く
in
gq

b
e
in
gq
)

と

い
う

意

味

に
お

い

て
理

解

さ

れ

て

い

る
。

こ
れ

は
中

国

N

s
a
tt
v
a

(s
a
tta
)
が
衆

生

(生
き
と
し
生
け
る
も

の
)

ど
漢

訳

さ

れ

る

所

以

の
も

の

で

あ

ろ

う

。

ま

た

い

っ
ぽ

う

で

は

こ

の

ω
餌
菖
く
錚

⑫

(s
a
tta
)
は
、

動

詞

ω
蝕

』
「
執

着

す

る
l

o
嵩
昌
oq
℃
9

口
oq
」

の

過

去

受

動

分

詞

(不
規
則
変
化
)

と

し

て
考

え

ら

れ
、

欲

貧

に
よ

っ
て
染

着

せ
る

も

の
、

す

な

わ

ち

「
執

着

せ
る

も

の
」

と

い
う

意

味

に
理

解

さ

れ

て

い
る

。

し

か

し

r,J
S

s
a
t
t
v
a

(s
a
tt
a
)

�
語

と
そ

の
意

味

に

つ

い

て
は

、

原

始

仏

教

を
研

究

さ

れ

て

い
る
学

者

⑬

問

に

お

い

て
問

題

が

あ

る

よ

う

で

あ

る
。

『
相

応

部

経

典

』

に

は
、

有

情

ω
9
詳
㊤
有

情

と
言

わ

れ

る

の
は
、

何

故

、

有

情

と
言

わ

れ

る

の
か
。

色

r
�
p
a

(受

.
想

.
行

・
識
)
に

お

い

て
、

欲

c
h
a
n
d
a

あ

り

、

貪

円
91
㈹
㊤

あ

り
、

喜

昌
曽
口
9

あ

り
、

渇

愛

富
⇔
げ
倒

あ

り
、

執

着

ω
㊤
簿
㊤

し
、

染

着

0

v
is
a
t
t
a

せ

る

が
故

に
、

有

情

ω
9
暮
曽

と
言

わ

れ

る

。

と

あ

る
。

こ

の
有

情

ω
簿

冨

の
説

明

は
、

仏

教

で

い
う

と

こ
ろ

の
人

間

を

も

っ
と

も

具

体

的

に
、

し

か
も

基

本

的

な

立

場

か

ら

把

え

て

い
る

も

の
と

い
え

る

。

こ

こ

に

い
う

色

旨

b
9
'

受

v
e
d
a
n
�
、

想

s
a
n
n
�
'

行

s
a
n
k
h
�
r
a
、

識

v
in
n
�
n
a

と

は
、

仏

教

で

い
う

人

間

存

在

の
構

成

要
素

と

い
わ

れ

る

も

の

で
あ

る

が
、

こ

れ

に
欲

貪

を

も

っ
て
執

着

し

、

染

着

す

る

も

の

(五
取
蘊
‐
p
a
n
cu
p
�
d
�
n
a
k
k
h
a
n
d
h
a
)

⑮

と

し

て
、

人

間
存

在

を

規

定

し

て

い
る

の

で
あ

る

。

ま

た

こ

れ

は

『
ス

ッ
タ

・
ニ

パ

ー

タ

』

に
お

い

て
、

人

間

を

「
喜

な

る
生

存

昌
9
昌
象
び
げ
僧
く
9。
」
、

「
欲

な

る

生

⑬

存

‐

k
�
m

a
b
h
a
v
a
」
、

「
渇

愛

な

る

生
存

-

欝

O
昼
91
び
げ
彜。
<
9。
」

と

呼

ん

で

い

る

こ

と

も

同

じ

内
容

と

い
え

る

。

こ

う

し

た
内

容

か

ら

ω
9
9
<
ρ

(s
a
tta
)
が
中

国

で
、

煩

悩

を

も

っ

た

も

の
、

竜



す

な

わ
ち

有

情

と
漢

訳

さ

れ

る

所

以

の

も

の

が

理

解

さ

れ

る

。

さ

ら

に

こ

の

s
a
t
t
v
a
Cs
a
tta
)
有

情

の
語

に

つ
い

て
、
中

国

の
窺

基

(
六
三
ご
～

六
八
二
)
は

『
成

唯

識

論

述

記
』

一
に
、

梵

云

二
薩

堙

一
此

言

二
有

情

一
。
有

二
情

識

一
故

。

今

談

三
衆

生

有

二
此
情

識

一
故

名

二

有

情

一
。

無

ご
別

能

有

一
。

或

仮

者

能
有

二
此

情

識

一故

亦

名

二
有

情

一
。

又
情

者

性

也

。

有

二
此

性

一
故

。

又

情

者
愛

也

。
能

有

レ
愛

生

故

。

と

説

明

し

て

い

る

。

梵

ど

は

梵

語

(サ

ン
ス
ク
リ

ッ
ト
)

で

あ

り

、

薩

壗

と

は

s
a
t
t
v
a
,
s
a
t
ta

S

こ

と

で
あ

り

、

此

と

は
中

国

語

を

さ

し

て

い
る

こ

と

は

い
う

ま

で
も

な

い
。

こ

の
窺

基

の
説

明

か

ら
推

察

す

る

な
ら

ば

、

ω
9
9
<
㊤

(sa
tta
)
が

「
生

存

者

ー

生

き

と

し

生

け

る

も

の
1

衆

生
」

と

い
う
意

味

内

容

に
お

い

て
理

解

さ

れ

る

よ

り

も

、

「
執

着

さ

れ

た

る

も

の
1

煩

悩

を

も

っ
た
も

の
1

有

情

」

ヒ

い

う

意

味
内

容

に

お

い

て
理
解

さ

れ

る

べ
き

で

あ

る

と
も

い
え

よ
う

。

ま

た

人

間

が
欲

貪

に

よ

っ

て

「
執

着

さ

れ

た

る

も

の
ー

の
9。
簿
く
9。
℃
ω
9
寅

」

で

あ

る

と

い
う

、

人

問

の
存

在

性

の
把

え
方

は
、

さ

き

の
人

間

を

「
考

え

る
も

の
l

m

a
n
u
s
y
a
,
m
a
n
u
s
s
a
」

と

し

て
把

え

る

と
ら

え

方

よ
り

も

、

さ

ら

に

s
a
tt
v
a

"(s
a
tta
)

を

た

ん

に

「
生
存

者
-

生

き

と

し

生

け

る

も

の
」

と

し

て

把

え

る

と

ら

え
方

よ

り

も
、

よ

り
仏

教

的

で
あ

り
、

ま

た
仏

教

の
基

本

的

な

立

場

に
た

っ
た

毛

の

で
あ

る

と

い
え

る

。

つ
ま

り

人

間

の
内

面

に

お

け

る
存

在

性

(煩
悩
)

の
且
ハ体

的

な
自

覚

が

そ

こ

に

み
ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。
露

節
口
q
望

頸

「
考

え

る

も

の
」
、

s
a
u
v
a

「
生
存

す

る

も

の
」

が
、

人

間

の
存

在

性

の
客

観

的

な

把

え

方

で
あ

る

と

み

ら

れ

る

の
に
対

し

N
'

s
a
t
tv
a
,
s
a
t
ta

「
執

着

さ

れ

た

る

も

の
」

は

、
人

間

の

存

在

性

(煩
悩
)

の
主
体

的

な
自

覚

を

と

も

な
う

、

内

面

的

な

把

え

方

で

あ

る

と

い
う

こ

と

が

で
き

よ

う

。

浄

土

教

の

人

間

観

お

よ

そ
仏

教

が

人
間

を

「
執

着

さ

れ

た

る

も

の
ー

の
薄

けく
費

の
暮

冨
」

と

い
う

意

昧

を

も

つ
語

で
呼

ぶ

ど

い
う

こ

と

は
、

さ

ら

に

い
え

ぼ

仏

陀

b
u
d
d
h
�

(b
u
d
h

ー

め
ざ

め
る
…
過
去
受
動
分
詞
)
と

い

う

語

に

対

す

る

こ

ど

ば

と

し

て
、

す

な

わ

ち

仏

陀

b
u
d
d
h
a

6

r
覚

っ
た

も

の
1

執

着

な

き

も

の
」

に
対

し

て

、
人

間

を

「
執

着

さ

れ

た

る
も

の
i

有

情

」

と
命

名

し

た

こ

と

に

よ
る

と
も

い
え

る

。

つ
ま

り
有

情

と

は
、

覚

っ
た
も

の

「
仏

陀

」

の
立

場

か
ら

、

い
ま

だ
覚

ら

な

い

「
執

着

さ

れ

た

る
も

の
」

の
状

態

を

と
ら

え

た
呼

称

と

い
う

こ

と
が

で
き

る

。

し

か

し
仏

教

に

お

い

て
、

人

問

の
存

在

性

は

「
執

着

さ

れ

た

る

も

の
」

と
し

て
、

す

な

わ

ち
煩

悩

を

も

っ
た
存

在

と

し

て
人

間

を

把

え

規
定

し

て

い
く

こ
と

が
、

唯

一
の
人
間

の
把

え

方

で
あ

る

と

は

い
え

な

い

で
あ

ろ

う

。

人

間

は

「
執

着

さ

れ

た

る
存

在

」

で

あ

る

が

、

同

時

に
執

着

か

ら

離

れ
、

覚

れ

る

可
能

性

を

も

っ
た
存

在

で

あ

る

か
ら

で

あ

る

。

仏

教

の

い
う

「
執
着

さ

れ

た

る
存

在

」

か

ら

「
無

執

着

の
覚

っ
た
存

在

」

へ
と

展

開

さ

れ

て

い
く
可

能

性

と

は
、

人

間

だ

れ

で

も

が

「
仏

陀

」

と

な

り
う

る
可

能

性

、

い
う

と

こ

ろ

の

「
仏

性

」

で
あ

る

。

こ

こ

に

そ

の

「
仏

性

」

を
開

発

し

て

い

く
菩

薩

と

い
う
存

在

が
出

現

す

る

わ

け

で

あ

る
。

そ

の
菩

薩

と

は

菩

提

薩

唾

、

b
o
d
h
i-
s
a
t
t
v
a

S̀
ま

り

覚

有
情

に

い
た

る
存

在

で

あ

り
、

有

情

(s
a
ttv
a
)

か
ら

覚

め

る

(b
o
d
h
i)

と

い
う

「
執

着

さ
れ

る
存

在

」

か

ら

「
執

着

な
き

存

在

」

に

い

た

る
実

践

を

と

も

な
う

存

在

で
あ

る
。

菩

提

薩

墟

び
o
ユ
匡
あ

彗

讐

㊤

と
呼

ぼ

れ

る

存

在

に

は
、

「
執

着

さ

れ

た

も

の
i

煩

悩

を

も

っ
た
も

の
」

と

い
う

人

間

の
内

面

的

な
自

覚

が

あ

っ
て
、

菩

薩

は

ま
さ

に

そ

の
人

問

の
内

面

的

自

覚

か
ら

出

発

し

て

い
る

と

い

え

る
。

そ

し

て
菩

提

　

唾

b
o
d
h
i-
s
a
t
tv
a

C
自

ら

の

「
覚

」

へ
の

め

ざ

め

は
、

さ

ら

に
他

の

「
覚

」

へ

の
め

ざ

め

へ
と
展

開

す

る
。

そ

こ

に
自

覚

覚

他

二

一



人

文

学

論

集

の
理
念
に
も
と
つ
く
大
乗
仏
教
に
お
け
る
菩
薩

の
実
践

・
思
想
が
形
成
さ
れ
て
い

誌

、

五

人

間

と

は

凡

夫

m
a
n
u
s
y
a

C
m
a
n
u
s
s
a
)

ŝr

s
a
t
t
v
a

(s
a
tta
)
な

ど

の

人

間

の
呼

称

に

つ
づ

い

て
、

仏

教

に
お

い

て

と

く

に

注

目

さ

れ

る

人

間

の
呼

称

が

A
r
th
a
g
-
ja
ria

(p
u
th
u
jja
n
a
)
で

あ

る
。

rJ
S

A
r
t
h
a
g
-
Ja
n
a

(p
u
th
u
jja
n
a
j

は
中

国

で
凡

夫

、

⑲

異

生

、

無

智

者

、

愚

癡

凡
夫

な

ど

に
漢

訳

さ

れ

る
語

で
、

お

よ

そ

�
r
y
a
.
(a
r
iy
a
)

聖

者

に
対

す

る
呼

称

の

よ
う

で
あ

る

°

p
r
t
h
a
g
-
ja
n
a

(p
u
th
u
jja
n
a
)

は

b
�
la

と

と
も

に
凡

夫

と
漢

訳

き

れ

る

が

、

『
仏

教

語

大
辞

典

』

で

は

Z

の
凡

夫

を

「
愚

か

な
人

。

凡

庸

な

人

。

愚

か

な

者

。

愚

か

な

一
般

の
人

た

ち

。
無

知

な

あ

り

ふ

れ

た

人

た
ち

。

仏

教

の
教

え

を
知

ら

ぬ
人

。
平

凡

な

人
間

。

い
ま

だ
仏

道

に
入

っ
て

⑳

い

な

い
人

び

と
。

迷

え

る
者

。

聖
者

に
対

し

て
い

う
。
」

と
、

単

数

、

複

数

に
、,

あ

る

い

は

一
般

、

仏

教

に
、
多

く

の
意
味

を

も

つ
語

と

し

て
説

明

さ

れ

て

い

る
。

A
r
th
a
g
=j
a
j
a

S

A
r
t
h
a
g

は

・p
r
th
a
k
-
w
id
e
ly

a
p
a
r
t
,
s
e
p
a
r
a
te
ly
,

d
if
f
e
r
e
n
t
ly
,
s
ir_g
1y
,
o
昌
e

b
y

o
n
e

す

な

わ

ち

「
別

別

に
・

各

自

に
・

一
つ

ず

つ
」

を

意

味

し
、

ja
n
a

は

「
生

」

を

意

味

す

る
。

し

た

が

っ

て

p
r
t
h
a
g
-

f
a
n
a

は

「
独

り

ひ

と
り

別

べ

つ

に
生

れ

た

も

の
ー

異

生
」

を
意

味

す

る

語

と

い

え

る
。

し
か

し

『
梵

英

辞

典

』

を

み

る

と

p
r
th
a
g
-
ja
ロ
a
は

a
m

a
n
o
f
1●
w
e
r

c
a
s
te
(下
層
階
級
の
人
)
、

a
n

o
r
d
in
a
r
y

p
r
o
f
o
s
s
in
g

B
u
d
d
h
is
t
(普

通
に
い

⑫

う
仏
教
徒
)
、

b
lo
c
k

h
e
a
d

(愚
か
も

の
)
、

c
o
m
m
o
n

p
e
o
p
le

(
1
般
庶
民

)
な

ど

に

英

訳

さ

れ

て

い
る

。

つ
ま

り

A
r
t
h
a
g
-
Ja
n
a
は

も

と

も

と

「
独

り

ひ

と

り
別

べ

つ
に
生

れ

た

も

の
」

と

い
う
単

数

の
意
味

を

も

っ
た
語

が
、

そ

の
意

味

が
転

化

二
二

し

て

「
下

層

階

級

の
人

・

一
般

庶

民

」

と

い
う

複

数

の
も

の

の
意

味

を

も

つ
語

と

な

っ
た

と

い

え

る
。

.r

、

い
ず

れ

に

し

て
も

A
r
th
a
g
-
Ja
n
a
,(p
u
t
h
u
j厨
n
a
)
が

、

初

期

の
経

典

た

と
え

ば

パ

ー

リ
経

典

で
使

わ

れ

る

場
合

、

「
凡

夫

(p
u
th
u
jja
n
s
)

が
如

来

を

讃

嘆

し

て

○

CJ

語

る
」

と

か
、

あ

る

い

は

「
凡

夫

(p
u
t
h
u
jja
n
a
)

�
戒

を

具

す

る

者

に
対

し

て
」

ど

か
あ

っ
て
、
p
u
th
n
jja
n
a
は
如

来

や
戒

庵
且
ハす

る

も

の

(聖
者
)

κ
対

す

る

語

と

し

て
使

わ

れ

て

い
る

。

づ
ま

り

「
独

り

ひ

と

り
別

べ

つ
に

生

れ

た

も

の
1

異

生

」

の
意

味

を

毛

つ

嘆

夢

餌
αq
↓
僧
口
ρ

(
p
u
th
u
jja
n
a
)
が
、

コ

般

の
人

」

「
愚

か

な
人

」

を

意

味

す

る
語

と
な

砂

、

さ

ら

に

こ
れ

が
複

数

形

に
用

い
ら

れ

て

「
下

層

階

級

の
人

び

と
」

と
か

「
愚

か

な

一
般

の
人

び

と
」

と

い
う

意
味

を

も

つ
語

と

な

っ
た

と

い
え

よ
う

。

と

こ
ろ

で

こ

の

一
般

の
人
間

を

あ

ら

わ
す

p
r
t
h
a
g
-
ja
n
a

(
p
'a
th
u
jja
n
a
)

と

い
う

語

が

、

と
く

に
人

閻

の
存

在

性

(
煩
悩

)
を
把

え

て

「
無

智

者

」

と

か

「
愚

癡

凡

夫

」

と

か

の

こ
と

ぼ

と

し

て
表

現

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ
た

の
は
、

後

代

の
仏

教

思

想

に
お

い

て

で
あ

る

。

さ

ら

に

人
間

の
存

在

性

の
内

面

的

な
自

覚

内

容

と

し

て
、
r
自

己

を

「
凡
夫

」

「
愚

癡

凡

夫

」

「
凡
庸

劣

夫

」

の
意
味

に
把

え

る

よ
う

に

な

っ
た

の
は

、
中

国

か
ら

わ

が

国

に

い
た

る

大

乗
仏

教

、
な

か

で
も

浄

土

教

思

想

の
な

か

に
お

い

て

で
あ

る

。

つ
ま

り

イ

ン
ド

に
お

け

る

p
r
t
h
a
g
-
ja
n
a
(p
u
th
u
jja
n
a
)

は
、

そ

れ

が
単

数

形

に

お

い

て
も
複

数

形

に

お

い

て

も

「
独

り

ひ

と

り
別

べ

つ
に

生

れ

た

も

の
」

か

ら

丁
「
愚

か

な

一
般

の
人

び

と
」

と

い
う

意

味

ま

で
、

そ
れ

は
第

三

者

か

ら

す

る

人
間

に
対

す

る
呼

称

で

あ

っ
た

と

い
え

る
。

し

か

し
中

国

か
ら

わ

が

国

に

い
た

る

p
r
t
h
a
g
-
ja
n
a

(p
u
th
u
jja
n
a
)

を
原

語

と

す

る

「
凡

夫

」

の

意

味

内

容

は
、

そ

れ

は
第

三
者

か

ら

す

る

人
間

の
呼

称

で

な
く

、

自

己

の
宗

教

的

自



覚

を

と
も

な

っ
て
生

じ

る

「
自

己

の
姿

」

と

し

て
、

す

な

わ

ち

主
体

的

な
自

己

の

自

覚

内

容

と

な

る

。

こ
れ

は
後

に
論

じ

る

こ

と

に
な

る

が

、

こ

こ

に

p
r
t
h
a
g
-

j
a
v
a

(p
u
t
h
u
jja
n
a
)
.の
、

い
ま

一
つ

の
変

化

、

転
化

を

み
る

の
で

あ

る
。

六

道

綽

の

凡

夫

観

中
国
の
浄
土
教
思
想
に
か
か
わ
る
祖

師
の
な
か
で
、

と
く
に
人
問

の
存
在
性

く煩
悩
)
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
も

っ
て
自

ら
の
思
想

・
宗
教

の
基
盤
と
し
た
の
は
、

お
そ
ら
く
曇
鸞

(四
七
六
～
五
四
二
)
に
導
か
れ
て
浄

土
教

の
人
と
な

っ
た
道
綽

(五
六
二
～
六
四
五
)
で
あ
ろ
う
。

道
綽
は
石
壁
山
玄
中
寺
に
あ
る
曇
鸞
の
碑
文
を

O

拝
見
し
て
浄
土
教
の
人
と
な

っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
曇
鸞
の
こ
と
を
道
綽

は

『
安
楽
集
』
下
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

如
二曇
鸞
法
師
一、

康
存
之
日
常
修
二浄
土
一。

亦
毎
有
二世
俗
君
子
一来
呵
二法

師
日
、

十
方
仏
国
皆
為
二浄
土
一
、
法
師
何
乃
独
意
注
レ西
、

豈
非
ご偏
見
生
一

也
。'
法
師
対
日
吾
既
凡
夫
智
慧
浅
短
、
未
レ入
二地
位
一念
力
須
レ
均
。

如
三似

置
レ艸
引
レ牛
恒
須
レ繋
二
心
槽
櫪

一。

豈
得
三
縦
放
全
無
二所
帰
一、

雖
二復
難
者

紛
紜
一、
而
法
師
独
決
。
是
以
無
レ問
一一
一
切
道
俗
一、
但
与
二法
師
二

面
相
遇　

者
、
若
未

レ生
二正
信
一勧
令
レ
生
レ
信
、
若
已
生
二正
信
一者
、
皆
勧
帰
二浄
国
一。

お
そ
ら
く
道
綽
は
、
曇
鸞

の
告
白
す
る

「
わ
れ
す
で
に
凡
夫
に
し
て
智
慧
浅
短
な

り
」
と
い
う
、
深
い
人
問
性

の
自
覚

に
呼
応
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
浄
土
教
の

人
と
な
り
え
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
道
綽
が
自
ら
の
人
間
性

に
め
ざ
め
て
時
機
相
応
の
教
え
と
し
て
浄
土
教
を
選
ん
だ
こ
と
は
、

つ
ぎ
の

『安

楽
集
』
上
の
文
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

問
日

一
切
衆
生
皆
有
二仏
性
一、
遠
劫
以
来
応
レ値
二多
仏
一。
何
因
至
レ
今
仍
自

浄

土
教

の
人
間
観

輪

二
廻

生

死

一不

レ
出

二
火

宅

一
。

答

日
依

二
大
乗

聖
教

一
良

由

レ
不

下
得

一一
二
種

勝

法

一
以

排

中
生

死

上
。

是

以

不

レ
出

二
火

宅

一
。

何

者

為

レ
ニ
。

一
謂

聖

道

二
謂

往

生
浄

土

。
其

聖
道

一
種

今

時

難

レ
証

。

一
由

下
去

二
大

聖

一
遙

上
遠

。

二
由

二
理

深

'
解

微

一
。

是

故

大
集

月

蔵

経

云
我

末

法

時

申

億

億

衆

生

起

レ
行

修

レ
道

、

未

レ

有

二
一
人

得

者

一
。

当

今

末

法

現
是

五

濁
悪

世

。

唯

有

二
浄

土

一
門

一、

可

二
通

入

一
路

。

是

故

大

経

云

、
若

有

二
衆

生

一
、

縦

令

一
生

造

レ
悪

臨

一一命

終

時

一
、

十

念
相

続

称

二
我

名

字

一、

若

不

レ
生

者

不

レ
取

二
正

覚

一
。

又

復

一
切

衆

生

、

都

不

二
自

量

一
。
若

拠

一一大

乗

一真

如

実

相

第

一
義

空

曾

未

レ
措

レ
心
。

若

論

二
小

乗

一

修

二
入

見

諦

修

道

一、

乃

至

那

含

羅

漢

断

二
五

下

一
、

除

二
五

上

一
無

レ
問

二
道

俗

一
、

未

レ
有

ゴ
其
分

一
。

縦

有

二
人

天

果

報

一
、

皆

為

二
五

戒

十
善

一
、

能

招

二
此
報

一
。

然
持

得

者

甚

希

。
若

論

二
起

悪

造

罪

一、

何

異

一一暴

風

鴃

雨

一
。
是

以

諸

仏

大

慈

勧

帰

二
浄

土

一
。

縦

使

一
形

造

レ
悪

、

但

能

撃

レ
意
専

精

常

能

念

仏

、

一
切

諸

障

⑳

自

然
消

除

、

定

得

二
往

生

一0

,<-
生

1。

何

不

二
思

量

一都

無

二
去

心

一
也

。

「
当

今

は

末

法

、

現

に

こ

れ

五

濁
悪

世

な

り
」

と

い

う
時

代

の
危

機

を
意

識

す

る

と

と

毛

に

、

「
起

悪

造

罪

を
論

ぜ
ぼ

、

何

ぞ
暴

風
鴃

雨

に
異

な
ら

ん
」

と

い
う

、

ま

さ

に

凡
夫

と

し

て

の
人
間

の
存

在

性

(煩
悩
)

の
自

覚

の
う

え

に
、

時

機

に
相

応

す

る

浄

土
教

へ
の
帰

入

が
示

さ

れ

て

い

る
。

⑳

道
綽
は
か
つ
て

『涅
槃
経
』
を
講
説
し
て

コ

切
の
衆
生
み
な
仏
性
あ
り
」
と

い
う
こ
と
を
堅
く
信
じ
て
、
な
お
自
ら
の
凡
夫
性
を
告
白
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『安
楽
集
』
に
お
い
て
末
法
時
に
お
け
る
衆
生

(人
間
)
を
、

　

「機
解
浮
浅
暗
鈍
」
と
い
い
、
す
な
わ
ち
凡
夫

の
理
解
力
の
浅
は
か
で
鈍
い
こ
と
を

M

表

わ

し
、

ま

た

「
凡

夫

智

浅

」

と

い

っ
て
、

同

じ

く
凡

夫

の
智

恵

の
浅

い

こ

と

を

ノ

バ
ク

ハ

ハケ
シ

ヨ
リ
モ
@

語

っ
て

い

る
。

さ

ら

に

「
諸

凡
夫

心
如

二
野

馬

一
、

識

劇

二

獲

猴

一」

と

い

っ
て
、

二
三
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論

集

凡
夫
の
心
の
散
乱
す
る
実
態
を
強
調

し
て
い
る
。
道
綽
に
と
り
て
末
法
時

の
到
来

と
い
う
自
覚
と
と
も
に
、
現
実
に
き
び
し
い
廃
仏
の
難
に
あ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

⑫

っ
て
、
そ
う
し
た
末
法
五
濁
悪
世
と
い
う
、
そ
の
人
の
時
代
背
景
が
、
深

い
自
己

の
内
省
を
う
な
が
し
、
凡
夫
性

の
自
覚
を
生
ぜ
し
め
た
と
も
い
え
よ
う
。

七

善

導

の

凡

夫

観

M

道
綽
に
師
事
し
て
中
国
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
を
大
成

さ
せ
た
善
導

(六
一
三

～
六
八
一
)
は
、
や
は
り
人
間
の
存
在
性
を
自
ら
に
自
覚
し
、
そ

の
上
に
浄

土
教

を
構
築
し
て
い
る
。

つ
ま
り
善
導
に
お
け
る
浄
土
教
の
根
底
は
、
ど
こ
ま
で
も
人

閻
観

(凡
夫
観
)
に
も
と
つ
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

善
導
は

『観
経
疏
』
(玄

義
分
)
に
、

真
如
之
体
量
量
性
不
レ出
二蠢
蠢
之
心
一。

法
性
無
辺
辺
体
則
元
来
不
動
。

無

塵
法
界
凡
聖
齊
円
、
両
垢
如
如
則
普
該
二於
含
識
一。
恒
沙
功
徳
寂
用
湛
然
。

0

但

以

二
垢

障

覆

深

一
浄

体
無

レ
由

ゴ
顕

照

一。

と

い

っ
て
、

人

間

は
だ

れ

で
も

が

仏

陀

と

な

り

う

る

可

能

性

、

す

な

わ

ち

仏

性

(浄
体
)
を

も

ち

な
が

ら

も

、

人

間

の
も

つ
煩

悩

(
垢
障

)

の
ヴ

ェ
ー

ル
に
深

く
覆

わ

れ

て
、

そ

の
仏

性

の
開

発

(
顕
照
)

の

で
き

な

い
こ

と

を
告

白

し

て
い

る

の
で

あ

る
。

ま

た
善

導

は
そ

の
仏

性

に

つ

い

て
、

『
法

事

讃

』

上

に

「
不

レ
知

三
身

中

有

二

⑧

如
来
仏
性
一」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

善
導
は
自
ら
の
宗
教
的
実
践
の
な
か
で
、

　

信
知
自
身
是
具
足
煩
悩

凡
夫
善

根
薄
少
流
二
転
三
界

一不
レ出
二火
宅
一
(『往
生

礼
讃
』
)

と
い
い
、
さ
ら
に
、

ご
四

FJ

今

時

衆

生

悉

為

二
煩

悩

繋

縛

一、

未

レ
免

ご
悪

道

生
死

苦

一
(『
往
生
礼
讃
』
)

と
も

い

っ
て

い

る
。

こ
う

し
た

人

問

の
存

在

性

(煩
悩
)

に

つ
い

て

の

自

覚

は

、

つ
ぎ

の

『
観

経

疏

』

(散
善
義

)

の
文

に
、

よ

り

鮮

明

に
示

さ

れ

て

い
る

。　

自
身
現
是
罪
悪
生
死
凡
夫
曠
劫
已
来
常
没
常
流
転
無
レ有
二出
離
之
縁
一

自
ら
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い

「
罪
悪
生
死

の
凡
夫
」

で
あ
る
と

い
い
、
ま
た

「
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
ま
で
い
っ
て
、
自
ら
の
救
わ
れ
よ
う
の
な
い
姿

を
み
て
い
る
。
こ
の
善
導

に
お
け
る
自
己
の
な
か
に
み
る
凡
夫
性

(煩
悩
を
も
つ

存
在
)
の
自
覚
は
、

す
べ
て
の
人
間

の
存
在
性

へ
と
そ
の
自
覚
を
拡
げ
る
。

そ
こ

で

「
我
ら
愚
癡
の
身
」
と
い
い
、自
己
を
含
ん
だ
す

べ
て
の
人
閻
を

「凡
夫
」
「
愚

⑲

癡
の
身
」
と
規
定
し
て
い
く
。

こ
う
し
た
善
導

の
す
べ
て
の
人
間

に
対
す
る
把
え
方
は
、

『観
無
量
寿
経
』
に

人
間

の
機
根
を
上
輩

(上

.
中

.
下
)
中
輩

(上
.
申

.
下
)
下
輩

(上

.
中

.
下
)

0

と
三
輩
九
種
に
説
き
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
、
す
べ
て
凡
夫

で
あ
る
と
解

釈

す

る

が
、
そ
こ
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『観
経
疏
』
(玄
義
分
)
に
、

但
以
二遇
レ
縁
有
7異
致
レ
令
二九
品
差
別
一。
何
者
、
上
品
三
人
是
遇
レ
大
凡
夫
、

　

中
品
三
人
是
遇
レ小
凡
夫
、
下
品
三
人
是
遇
レ悪
凡
夫
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
善
導
は
、

衆
生
垢
重
智
慧
浅
近
。

聖
意
弘
深
豈
寧
自
輙
。

今
者

一
一
悉
取
二仏
説
一以

為
二明
証
一。
就
二此
証
中
一即
有
二其
十
句
一。

と
い
っ
て
、

す

べ
て
の
人
間
が
凡
夫

(九
品
皆
凡
)
で
あ
る
こ
と
を
、
『観
経
』
を

⑬

説
き
示
す
釈
尊

の
聖
意
に
し
た
が

っ
て
、
十
の
理
由
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
あ
と
に
、

上
来
雖
レ有
二十
旬
不
同
一、
証
下明
如
来
説
二此
十
六
観
法
一、

但
為
二常
没
衆



@

生
一不
去干
二
大
小
聖
也
一。

と
い
い
、
釈
尊
の

『
観
経
』
を
説
き
示
し
た
聖
意
は
、
常
没
の

「
凡
夫

の
た
め
に

し
て
聖
人
の
た
め
に
し
な
い
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
善
導
は
、
こ
の
凡
夫
に
つ
い
て
善

・
悪
の
二
種
に
分
け
、
ま
た
こ
の
二

⑯

種

の
凡
夫
を
そ
れ
ぞ
れ
五
種
に
分
類

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『観
念
法
門
』
に
、

凡
夫
機
性
有
二
其
二
種
一、

一
者
善
性
人
二
者
悪
性
人
。
其
善
性
人
、

一
聞
即

捨
レ悪
行
レ善
人
、
二
者
捨
レ邪
行
レ正
善
人
、
三
者
捨
レ虚
行
レ
実
善
人
、
四
者

捨
レ非
行
レ是
善
人
、
五
者
捨
レ
偽
行
レ
真
善
人
。

此
五
種
人
若
能
帰
レ
仏
即
能

自
利
利
他
。
在
レ家
行
レ
孝
在
レ
外
亦
利
二
他
人
一在
レ
望
行
レ信
在
レ
朝
名
二君
子
一

事
レ君
能
尽
二忠
節
一、
故
名
二自
性
善
人
一也
。

ljll[It1悪
性
人
一者
、

一
即
謗
レ真
行
レ
偽
悪
人
、
二
者
謗
レ正
行
レ邪
悪
人
、
三
者

謗
レ是
行
レ
非
悪
人
、

四
者
謗
レ
実
行
レ虚
悪
人
、

五
者
謗
レ善
行
レ悪
悪
人
。

又
此
五
種
人
若
欲
願
帰
レ仏
不
レ
能
二自
利
一亦
不
レ利
二
他
人
一。
又
在
レ家
不
孝

在
レ望
無
レ
信
在
レ朝
名
二小
児
一
事
レ君
則
常
懐
二諂
侫
一謂
二之
不
忠
一。
又
此
人

等
於
二他
賢
徳
善
人
身
上
一唯
能
敗
レ
是
成
レ非
但
見
二他
悪
一。

故
名
二自
性
悪

⑯

人
一也
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
世
間
、
出
世
間

の
人
間

の
行
為

に
対
応

し

て
、
客
観
的
に
人
聞
を
十
種
に
分
類

し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
で
も
注
意
し
た

い
の
は
、
善
性

・
悪
性
に
人
問
を
分

っ
て
も
、
と
も
に
凡
夫
と
い
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
九
晶
皆
凡
説
に
し
て
も
、
十
種
の
凡
夫
を
数
え

る
に
し
て
も
、
善
導

の
人
間
の
存
在
性

(煩
悩
)
に
対
す
る

深
い
洞
察
に
も
と
つ
い
て
い
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
善
導
は
、
深
い
宗
教
的
自
覚
を
も

っ
て
、
ま
ず
自
ら
を

「自
身
は

浄

土
教

の
人
間

観

こ
れ
罪
悪
生
死

の
凡
夫
」
と
い
い
、
さ
ら
に

「出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
、

救
わ
れ
が
た
い
自
己
の
姿
ま
で
み
つ
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
己
の
凡
夫
性
の
自

覚
に
と
も
な
っ
て
、
善
導
は
す

べ
て
の
人
間
の
存
在
性
を
み
き
わ
め
て

「
我
ら
愚

癡

の
身
」
と
規
定
し
、

さ
ら
に
仏

(釈
尊
)
が

『
観
経
』
を
説
き
示
す
聖
意
も
、

す
べ
て
の
人
閻
は
凡
夫

(九
品
皆
凡
)
で
あ
る
と
み
な
し
、
そ
こ
に
す

べ
て
の
人

間

の
救
わ
れ
る
念
仏
の
教
え
を
示
し
た
、
と
論
証
し
て
い
る
。

つ
ま
り
善
導
に
お

い
て
は
、
単
数

の
自
己
に
お
い
て
凡
夫
性
を
自
覚
し
、
他
人
を
含
む
複
数

の
人
間

に
お
い
て
も
凡
夫
性
を
見
出
し
、
さ
ら
に
総
数
の
す
べ
て
の
人
間
に
お
い
て
も
凡

夫
性
を
み
て
い
る
、

と
い
え
よ
う
。

す
べ
て
の
人
閲
を
凡
夫

(愚
か
も
の
)
と
み

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
相
対
的
な
立
場
に
お
け
る
、
た
ん
な
る

「
愚
か
も
の
」

の
意
味
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
い
わ
ぼ
人
問
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を

と
ら
え
た
、
逆
説
的
な
表
現
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
か
に
き
び
し
い
凡
夫

観
に
た

っ
て
い
る
か
が
理
解
さ
れ
る
。

八

法

然

の

凡

夫

観

わ
が
国
の
仏
教
思
想
史
の
上
に
お
い
て
も
、
聖
徳
太
子

の
仏
教
思
想
か
ら
親
鸞

の
浄
土
教
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
凡
夫
観

の
流
れ
の
事
実
は
明
ら
か
に
認
め
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
わ
が
国
の
仏
教
思
想
史
上
に
お
け
る
凡
夫
観
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
論
究
さ
れ
て
い
る
の
で
割
愛
し
た
い
。
た
だ
こ
の

小
論
に
お
い
て
は
、
中
国

の
善
導
の
浄
土
教
か
ら
直
接
的
に
継
承
し
た
と
み
ら
れ

る
法
然

(
=

三
三
～
コ
=

二
)
の
浄
土
教
に
お
け
る
凡
夫
観
に
つ
い
て
少

し
く

論
究
を
加
え
て
、
こ
の
小
論
の
終
章
と
し
た
い
。

法
然

の
浄
土
教
も
人
間
の
存
在
性
を
自
覚
し
た
凡
夫
観
の
上
に
成
立
し
て
い
る

二
五



人
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学

論

集

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
じ
あ
て
浄
土
教
を
大
成
せ
し
め

た
法
然
の
求
道
の
過
程
を
、

法
然

の
弟
子
弁
長

(
二

六
二
～

=
一三
八
)
は

『徹

選
択
集
』
上
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え

て
い
る
。

出
離
之
志
至
深
之
問
、
信
二諸
教
法
一修
二諸
行
業
一。
凡
仏
教
雖
レ多
所
詮
不
レ

過
二戒
定
慧
之
三
学
一。
所
謂
小
乗
之
戒
定
慧
、
大
乗
之
戒
定
慧
、
顕
教
之
戒

定
慧
、
密
教
之
戒
定
慧
也
。
然
我
此
身
於
二
戒
行
一不
レ持
三

戒
一、
於
二禅
定
一

一
不
レ得
レ之
、
智
慧
不
レ得
二断
惑
証
果
之
正
智
一。
然
戒
行
之
人
師
釈
云
、
尸

羅
不
二清
浄
二
二
昧
不
二現
前
一。
云云
又
凡
夫
心
随
レ物
易
レ移
譬
如
二猿
猴
一。
実

以
散
乱
易
レ動

一
心
難
レ静
、
無
漏
之
正
智
何
因
得
レ発
。
若
夫
無
二
無
漏
之
智

劔
一者
、
如
何
方
断
二悪
業
煩
悩
縄
一乎
、

不
レ断
二悪
業
煩
悩
縄
一者
、

何
得
レ

解
二脱
生
死
繋
撃
之
身
一乎
。
悲
哉
悲
哉
為
レ何
為
レ
何
。
爰
如
レ予
者
己
非
二
戒

定
慧
三
学
之
器
一。
此
三
学
外
有
下相
二
応
我
心
一之
法
門
上耶
。

有
下堪
二能
此

身
一之
修
行
上耶
。

求
二万
人
之
智
者
一、
訪
二
一
切
之
学
者
一、
無
二
教
レ之
人
一

無
三
爪
レ之
倫
一。

然
問
歎
歎
入
二
経
蔵
一、
悲
悲
向
二
聖
教
一、
手
自
披
レ之
見
レ

之
、
善
導
和
尚
観
経
疏
云
下
一
心
専
念
弥
陀
名
号
、

行
住
坐
臥
、

不
問
時
節

⑲

久
近
、
念
念
不
捨
者
、
是
名
正
定
之
業
、
順
彼
仏
願
故
上文
見
得
之
後
。1

従
来

の
戒

・
定

・
慧

と
い
う
仏
教

の
実
践

(修
行
)
に
た
え
ら
れ
な
い
と
い
う

(三
学
非
器
)
自
覚
に
立

っ
て
、
悪
業
煩
悩
の
絆

(繋
縛
)
に
と
ら
わ
れ
た
乱
想
の
凡

夫

に
相
応
す
る
教
え
を
求
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
煩
悩
悪
業
を
断
ず
る
こ
ど
の
で
き
な
い
自
「ロ
を
法
然
は

『念
仏
往
生

要
義
抄
』
に
、

煩
悩
且
ハ足
し
て
わ
ろ
き
身
を
も

て
、
煩
悩
を
断
じ
さ
と
り
を
あ
ら
は
し
て
、

成
仏
す
と
意
え
て
、
昼
夜
に
は
け
め
と
も
、
無
始
よ
り
貪
瞋
具
足

の
身
な
る

二
六

が

ゆ

へ
に
、

な

が
く

煩

悩

を

断

す

る

事

か

た

き

な

り

。

(中
略
)
か

な

し

き

か

な
や

、

善

心

は

と

し

く

に

し
た

か

ひ

て
う

す

く

な

り

、

悪

心

は

日

々

に

し

た

か

ひ

て

い

よ

ー

ま

さ

る

。

さ

れ

ば

古

人

の

い

へ
る
事

あ

り

。

煩
悩

は
身

に

そ

へ
る
影

、

さ

ら

む

と
す

れ

ど

も

さ

ら

す

、
菩

提

は

水

に

う

か

へ
る
月

、

　

と
ら
む
と
す
れ
と
も
と
ら
れ
す
と
。

と
い
い
、
煩
悩
且
ハ足
の
凡
夫
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に

『
阿

弥
陀
経
釈
』
に
は
、

@

末
代
凡
夫
去

レ
聖
時
遙
、
智
識
転
劣
垢
障
尤
深
、
仏
性
無
レ
由
二顕
現
一。

と
い
い
、
ま
た

『
浄
土
宗
略
抄
』
に
は
、

わ
が
身
は
こ
れ
煩
悩
を
具
足
せ
る
罪
悪
生
死

の
凡
夫
也
。
善
根
薄
少
に
し

@

て
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た

つ
ね
に
三
界
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
な
し

と
い
っ
て
、
道
綽
や
善
導
に
お
け
る
告
白
と
酷
似
す
る
凡
夫
観

を
吐
露
し

て
い

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
法
然
は
、
自
己
の
う
ち
に
み
る
、
あ
る
い
は
他
人
の
う
ち

に
み
る
、
凡
夫
性
の
自
覚
に
も
と
つ
い
て
、
念
仏
の
教
え
を
自
己
の
教
え
と
し
、

ま
た
す

べ
て
の
人
間
の
救
い
の
教
え
と
し
た
の
で
あ
る
。
法
然
が
つ
ね
に
、

我
は
こ
れ
烏
帽
子
も
き
ざ
る
男
也
。
十
悪
の
法
然
房
、
愚
痴
の
法
然
房
の
、

　

念
仏
し
て
往
生
せ
ん
と
云
也

(『
つ
ね
に
仰
ら
れ
け
る
御
詞
』
)

と
い
っ
た
こ
と
ば
の
な
か
に
、
そ
の
辺

の
事
情
が
簡
潔
に
よ
く
物
語
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
法
然
は
、
貪
欲

・
瞋
恚

・
愚
痴
と
い
う
人
間
の
も

つ
三
毒
煩
悩
に
さ

い
な
ま
さ
れ
て
生
き
て
い
る
、
自
己
を
含
む
人
間
そ
の
む
の
の
実
態

(存
在
性
)
を

み
つ
め
、
こ
れ
を
罪
悪
生
死
、
智
識
転
劣
、
煩
悩
且
ハ足
、
三
界
流
転
、
十
悪
、
愚

痴
な
ど
に
表
現
し
て
、

浄
土
教

(念
仏
の
教
え
)
に
お
け
る
凡
夫
観

(人
間
観
)
を

表
明
し
て
い
る
。



と
こ
ろ
で
法
然
は
、
人
間
に
お
け
る
凡
夫
と
し
て
の
自
覚
を
ど
こ
ま
で
も
積
極

的
に
強
調
し
て
い
る
。
『
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
』
(醍
醐
本
)
で
は
、

　

凡
聖
道
門
極
二智
慧
一離
二生
死

一、
浄
土
門
還
二愚
癡
一生
二極
楽
一。

と
い
い
、

「愚
癡
に
還
る
」
こ
と
を
も

っ
て
念
仏
の
教
え

(浄
土
門
)
の
基
本
的
立

場
と
し
て
い
る
。
ま
た
法
然
は
最
後

の
遺
訓

『
一
枚
起
請
文
』
に
お
い
て
、

一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な

し
て
、
尼
入
道
の
無
智
の
と
も
か
ら
に
お
な
し

調

く

し

て
、

智

者

の

ふ

る
ま

ひ

を

せ
ず

し

て
、
ロ
ハ
一
向

に
念

仏

す

べ
し
。

と

示

し

て
、

「
愚

鈍

の
身

に

な
す

」

こ

と
を

促

し

て

い

る
。

つ
ま
り

「
愚

癡

に
還

る
」

と

か

「
愚

鈍

の
身

に

な

す
」

と

い
う

の
は
、

そ

こ

に
愚

癡

、

愚

鈍

へ
の
自

覚

作

用

が
要

請

さ
れ

て

い

る
わ

け

で
あ

る

。

も

と

よ
り

こ

の

「
愚

癡

に
還

る
」

と

か

「
愚

鈍

の

身

に

な

す

」

と

い

う

こ

と

が

、

た

ん

に

「
愚

か

も

の
」

に
な

る

こ
と

い
う

の

で
は

な

い
こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

こ

と

ば

の
上

で
は

、

愚

癡

・
愚

鈍

・
凡

夫

は

「
愚

か

も

の
」

を

意

味

す

る

が
、

こ

れ

が
宗

教

的
自

覚

の
な

か

に

生
ず

、

ま

た
生

ぜ

し

め

よ

う

と

す

る

こ

の

「
愚

か
も

の
」

は
、

ま

さ

に
人

問

の
存

在

性

(煩
悩
)

の
自

覚

で
あ

り
、

あ

り

の

ま

ま

の
自

己

(
人
間

)

の
姿

を
知

る

こ

と

で

あ

る
。

さ

ら

に

い

え

ぼ
、

こ

の

「
愚

か
も

の
」

(凡
夫
性

)
の
自

覚

に

お

い

て
、

は

じ

め

て
浄

土
教

(念
仏

の
教

え
)
に
お

け

る

主
体

的

な
自

ヨ

の
確

立

が

み

ら

れ

る
、

と

い
う

べ
き

で

あ

ろ
う

。

ま

た

浄

土

教

(善
導

・
法
然
)
に
お
け
る
こ
の
凡
夫
性
の
自
覚
が
・
念
仏
信
仰

の
意
識
鑑

(
二
種
深
信

)

の
な

か

に
生

じ
、

こ

れ

が
信

仰

の
両

極

性

(p
o
la
r
ity
)
、

あ

る

い
は

信

仰

の
逆

説

(p
a
r
a
d
o
x
)
、

信

仰

の

二
重

性

と

理
解

さ

れ

る

と

こ

ろ

の

一
極

、

一

面

、

一
要

素

で

あ

る

こ

と

は

い

う

ま

で

も

な

い
。

浄
土
教

の
人
間
観

九

お

わ

り

に

仏
教
思
想
に
お
い
て
、
人
間
が
仏
性

(浄
体
・
如
来
仏
性
)
を
も

っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
人
間
が
そ
れ
を
開
発

・
顕
現
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
人

間
は
だ
れ
で
も
本
来
、
仏
陀
と
な
り
う
る
性
能
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
教
に
お
け
る
人
問
存
在

の
本
質
的
な
立
場
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
仏
教
思
想

の
大
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
仏
教
思
想
に
お
い

て
、
凡
夫
性

の
自
覚
に
た
つ
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
本
質
的
に
仏
陀
ど
な
り
う

る
性
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
の
実
践
の
場
に

お
け
る
主
体
的
な
自
覚
に
よ
っ
て
生
ず
る
宗
教
的
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
人
間
は
本
来
、
仏
陀
と
な
り
う
る
性
能
を
も
っ
て
い
な
が
ら
も
、
実
践
の

場
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
自
ら
の
力
で
開
発
、
顕
現
で
き
な
い
こ
と
を
、
自
己
の

凡
夫
性

の
自
覚
に
も
と
つ
い
て
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
前
者
は
仏
教

思
想

の
な
か
の
人
間
の
本
質
的
.e
x
is
te
n
tia
l
な
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
後

者
は
人
間
の
宗
教
的
実
践
の
な
か
の
実
存
的

Φのω
Φ昌
賦
巴

な
立
場
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

仏
教
思
想
の
な
か
に
あ
っ
て
、
人
間
存
在
を
本
質
的
な
立
場
に
た
っ
て
把
え
る

と
ら
え
方
と
、
実
存
的
な
立
場
に
た
っ
て
把
え
る
と
ら
え
方
と
の
二

つ
の
立
場
の

あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
二
つ
の
異
る
立
場
が
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
ら
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
人
間
の
本
来
、
仏
陀
と
な
り
う

る
性
能
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
本
質
的
な
立
場
に
た

つ
も
の
に
と

っ
て
、
そ
の
性

能

(仏
性
)
の
開
,発

・
顕
現
す
る
実
践
の
場
に
お
い
て
、

と
き
に
実
存
的
な
宗
教

的
告
白
を
と
も
な
う
し
、
ま
た
人
間
の
凡
夫
性
を
自
覚
し
た
実
存
的
な
立
場
に
た

こ
七



人

文

学

論

集

つ
も

の

に

と

っ
て
、

「
仏

性

顕

現

す

る

に
由

な

し
」

と

い

っ

て

い
る

よ

う

に
、

そ

の
実

践

の
背

後

に
本

質

的

な

も

の
を

想

定

し

て

い
る

か

ら

で
あ

る

。

こ

の
よ

う

に

本

質

的

な

立
場

と
実

存

的

な

立

場

の
、

二

つ
の
異

る

立

場

が

矛

盾

し
な

い

で
あ

る

と

い
う

こ

と

は
、

仏

教

に

お
け

る
初

期

の
思

想

か
ら

後

期

の
大

乗

仏

教

の
思

想

に

い
た

る

ま

で
、

ま

た
仏

教

を
聖

道

門

と
浄

土

門

と

の

二

つ
に
分

つ
立

場

に

い
た

る

ま

で
、

す

べ
て

に

い

え

る

こ

と

で

あ

る
。

し

か

し
浄

土

教

の
立

場

が

、

実
存

的

な

色

彩

を

よ

り
強

く
表

わ

し

て

い

る

こ

と

は

い
う

ま

で
も

な

い
。

ま

た

こ

の
小

論

に

ど
り

上

げ

た
人

闘

の
呼

称

に

つ
い

て
も

、

第

三

者

的

に

と

ら

え
ら

れ

た
人

問

の
呼

称

と
、

主

体

的

な

自

覚

を

と
も

な

っ
て

と
ら

え

ら

れ

た

人

間

の
呼

称

と

に
分

っ
て
み

ら

れ

る

。

す

な

わ

ち

m

a
n
u
s
y
a

Cm
a
n
u
s
sa
)
,
s
a
t
t
v
a

(s
a
tta
)
,

p
r
t
h
a
g
-
j
a
n
a

(p
u
th
u
jja
n
a
)
な

ど

の
呼

称

に
お

い

て
、

m
a
n
u
s
y
a

の

「
考

え

る

も

の
」
'

s
a
tt
v
a

S

f
生

存

す

る
も

の
」
、

p
r
th
a
g
-
ja
n
a

5

r
独

り

ひ

と

り
別

べ

つ
に
生

れ

た

も

の
」

と

い

っ
た

場

合

は

、

人

間

の
普

遍

的

な
性

格

を
第

三
者

的

に

と
ら

え

た

人

間

の
呼

称

で
あ

り

、

ω
暮

富

の

「
執

着

せ

る

も

の
」
、

A
r
th
a
g
-
Ja
n
a

S

r
愚

か

も

の
」

と

い

っ
た
場

合

は

、
人

間

の
凡
夫

性

を

主
体

的

に

と
ら

え

た
人

間

の
呼

称

で
あ

る

と

い
え

る

。

そ

し

て
浄

土

教

に
お

け

る
丶人

間

の

呼

称

が
後

者

に

よ

っ
て

い
る

と

い
う

こ

と

は

い
う

ま

で
も

な

い
。

こ

の
よ
う

に

み

て
く

る

と
、

人

間

の
存

在

性

を

と
ら

え

て

の
人

間

の
呼

称

の
変

化

・
転

化

は
、

仏

教

思

想

の
歴

史

的

流

れ

か
ら

み

て
、

仏

教

思

想

の
実
存

的

な

色

彩

を

現

わ

し

て
く

る
、

主

体

化

(宗
教
的
深
ま
り
)
の
方

向

に
お

い

て
な

さ

れ

た

、

と

理
解

す

る

こ

と

が

で

き

る
。

イ

ン

ド

で
人

間

を

p
r
th
a
g
-
ja
n
a
(p
u
t
h
u
jja
n
a
)

と

呼

ん

だ

こ

と

と
、

そ

れ

に

も

と
つ

い

て
、

中

国

や

わ

が

国

の
祖

師

た

ち

が

人

間

を

凡
夫

と

い

っ
た

こ

と

の
違

い

は
、

人

問

の
主

体

的

な

宗

教

的

自

覚

の
深

さ

に
あ

二
八

っ
た
'

と

;
FS̀

べ
き

N
あ

K
a
°

m
a
ri
U
S
y
a

(
m
a
n
u
s
s
a
)
か

^.L̀

S
�
.t
t
V
�
.
(s
a
tt
a
)

を

へ
て

p
r
t
h
a
g
-
j
a
n
a

へ
、

さ

ら

に

p
r
th
a
g
-
ja
n
a

S

「
愚

か

毛

の
」

の
意

味

か
ら

、

そ
れ

を
自

己

の
内

に
み

る
凡

夫

性

の
自

覚

へ
と

、

そ

の
表

現

こ
と

ば

を

異

に

し

て
、

人

間

の
呼

称

は
変

化

し
転

化

し

て

い

っ
た

の

で
あ

る

。

要

す

る

に

人

間

の
呼

称

の
変

化

・
転

化

は
、

人

間

の
存

在

性

に
対

す

る

内

的

な

自

覚

、

つ
ま

り

主

体

的

な
宗

教

的

自

覚

の
深

ま

り

に

よ

っ
て
な

さ

れ

た

の

で
あ

り

、
浄

土

教

の
人

　

間

観

に

そ

の
極

を

み

る

こ

と

が

で
き

る

と

い
え

よ
う

。
,

① 註

水

野

弘

元

著

『
南

伝

大

蔵

経

索

引

』

(上

・
申

・
下

)
'

R
.
D
a
v
id
s

a
n
d

S
te
d
-

p
�
li
E
n
g
lish

D
ic
tio
n
a
r
y
,
雲

井

昭

善

編

『
巴
和

小

辞

典

』

な

ど

に

よ

っ
て

、
こ

れ

ら

の
語

の
意

味

を
簡

略

に
示

す

と

つ
ぎ

の

よ
う

に
な

る

。

ja
n
a
‐

人
問

、
生

物

、

生

れ

た

る
も

の
、

生
あ

る
者

(
巴

和
小

辞

典

-

九

七

頁

)
。
拶

p
e
r
s
o
n
,
m
a
n

(P
.S
°
P
�
li
E
°
U
°
や

bo
"
Q◎
)

ja
n
tu
‐

生

け

る

者

、
人

間

、
生

物

(
巴

和

小

辞

典

-

九

七

頁

)
、
a

cr
e
a
tu
r
e
,

liv
in
g

b
e
in
g
,
m
a
n
,
p
er
s
o
n

(P
°↓
°
ω
゜
P
�
li
E
°
U
°
p
.
2
78
)

旨
く
9
ー

霊

、
霊

魂

、
生

命

(巴

和

小

辞

典

ー

一
〇
〇

頁

)
、

th
e
s
o
a
l
(
P
°
β

ψ

P
�
li
E
°U
°
b
』

Qo
虧
)

n
a
r
a
‐

人

、
男

子

、
丈

夫

(巴

和

小
辞

典

-

一
二
六
頁

)
、
m
a
n
,
m
e
n
o
r
p
�
o
p
le

(
や

↓
.
S

P
�
li
E
°
U
°
p
.
3
4
7
)

p
u
g
g
a
la
‐

人

、
個

人

、
我

、
士

夫

(
巴
和

小

辞

典

-

二

二
五
頁

)
、
a
n

in
d
iv
id
u
a
l,

p
e
r
s
o
n
,
m

a
n
,
c
h
a
r
a
ct
e
r,
s
o
u
l
(
P
.
T
.
S
°
P
�
li
E
°
U
°
b
°ま

ω
)

p
u
th
u
jja
n
a
‐

凡

夫

、異

生

、
無

智
者

(巴

和

小

辞

典

ー

ご

二
六

頁

)
、
a
n

o
rd
in
a
r
y
,

a
v
e
ra
g
e

p
e
r
s
o
n
,
a

c
o
m
m
o
n

w
o
rld
lin
g
,
a

m

a
n

o
f

th
e

p
e
o
p
le
,
a
n

o
r
d
in
a
r
y

m
a
n

(
P
°
日
゜
ω
゜
P
�
li
E
°
U
°
b
°
&

の
)

p
u
r
is
a
‐

人

、

男

、
士

夫

、
丈

夫

(
巴
和

小

辞

典

-

二

二

七
頁

)
、

m
a
n

(P
°
↓
°
9

P
�
li
E
°U
°
b
°
蒔
O
O
)

b
�
la
‐

愚
な

る

、

愚

鈍

の
i

若

者

、

子

供

ー

少

女

(巴
和

小

辞

典

i

二

三

二
頁

)
、



②

i
g
n
o
r
a
n
t
,
f
o
o
lis
h

(
P
°
↓
°
ω
゜
P
�
li

E
.
D
°
p
.
4
8
5
)

m

u
c
c
a
‐

死

す

べ
き

、
可

死

-

人

間

(
巴

和

小

辞

典

-

二

四

三

頁

)
'
m

o
r
t
a
l,

m

a
n

(
勹
。
日

゜
ω
゜
P
�
li
E
°
U
°
唱
゜
朝
日
ω
)

m

a
n
u
j
a
‐

マ

ヌ

(
人

類

の

祖

)

よ

り

生

じ

た

る

ー

人

間

(
巴

和

小

辞

典

i

二

四

五

頁

)
、

h
u
m

a
n

b
e
in
g
,
m

a
n

(
P
°
日

゜
ω
゜
P
�
li
E
.
D
°
p
.
5
1
9
)

m

a
n
u
s
s
a
‐

人

、

人

間

(
巴

和

小

辞

典

;

二

四

五

頁

)
、

a

h
u
m

a
n

b
e
i
n
g
,
m

a
n

(
℃
°
↓
°
ω
゜
P
�
l
i
E
°
U
°
b
.
5
2
0
)

m

�
n
a
v
a
‐

若

者

、

学

童

、

学

生

(
巴

和

小

辞

典

ー

二

四

九

頁

)
'

a
y
o
u
t
h
,
y
o
u
n
g

m

a
n

(
P
°
T
.
S
.
P
�
l
i
p
.
5
2
7
)

s
a
t
t
a
‐

存

在

、

有

情

、

衆

生

(
巴

和

小

辞

典

ー

三

〇

六

頁

)
、

a

liv
in
g

b
e
in
g
,

c
r
e
a
t
u
r
e
,
a

s
e
n
t
i
e
n
l
&

r
e
a
t
io
n
a
l
b
e
in
g

,
a
p
e
r
s
o
n

(
P
°
↓
°
ω
゜
P
�
li

E
.
D

.

p
.
6
7
3
)

以

上

の
語

の
出

典

な

ど

に

つ
い

て
は
必

要

に
応

じ

て
示

す

こ

と

に
す

る

。

荻

原

雲

来

編

『梵

和

大

辞

典

』
、
M

o
n
ier
-
W

ilia
m
s
-
S
a
n
sk
r
it
E
in
g
lsh

D
ic
tio
-

n
a
r
y
,
E
d
g
e
rto
n
-
B
u
d
d
h
is
t
H
y
b
r
id

S
a
n
s
k
r
it
D
ic
tio
n
a
r
y
,
申

村

元

編

『
仏

教

語

大

辞

典

』

な

ど

に

よ

っ
て

、
こ

れ

ら

の
語

の
意

味

を
簡

略

に
示

す

と

つ
ぎ

の

よ

う

に
な

る

。

ja
n
a
‐

生

物

、
入

、

個

人

(梵

和

大

辞

典

1

四

九

〇

頁

)
、

c
re
a
tu
r
e
,
liv
in
g

b
e
in
g
,
m
a
n
,
p
e
rs
o
n

(
M

o
n
ie
r-
S
.
E
.
D
.
p
.
4
1
0
)

ja
n
tu
‐

児

、
子

孫

、
生
物

、
人

(梵

和

大

辞
典

1

四
九

一
頁

)
、

a
c
h
ild
,
o
ffs
p
-

r
in
g
,
a
c
re
a
tu
r
e
,
liv
in
g
b
e
in
g
,
m
a
n
,
p
e
r
s
o
n

(M

o
n
ier
-
S
.E

°U
°
p
.4
1
1
)
,

m
a
n
u
s
y
a
‐

人

間

、

男

、

夫

(梵

和

大

辞

典

i

九

九

九
頁

)
、

a

m

a
n
,
h
u
m
a
n

b
e
in
g
,
a;
h
u
s
b
a
n
d

(M

o
n
ie
r
-
S
°国
゜
U
°
b
°
刈G◎虧
)

m
a
n
u
‐

人

、

人

類

(梵

和

大

辞

典

ー

九
九

九

頁

)
、
th
e
t
h
�n
k
in
g

cr
e
a
tu
r
e
,

m

a
n
,
m

a
n
k
in
d

(
M

o
n
ie
r
-S
°
団
.
D
.
p
.7
8
4
)

m

a
ri
u
ja
‐

人

、

人

間

(梵

和

大

辞

典
ー

九
九

九

頁

)
、

M

a
n
u
-b
o
r
n
,
a

m

a
n

(M

o
n
ie
r
-
S
°
国
゜
U
°
唱

刈゚
o◎
蔭
)

m
�
n
u
s
a
‐
人

間

、
男

(梵

和

大
辞

典

-

一
〇

三

二
頁

)
、

a

m
a
n
,
h
u
m
a
n

b
ein
g

(M

o
n
ie
r
-
S
.
E
°
U
°
b
.
8
1
0
)
.

浄
土

教

の
人
間
観

③④oOo

rn
�
n
a
v
a
‐
人

間

、
人

、
人

類

(梵

和

大

辞

典
ー

一
〇
三

二
頁

)
、
a
h
u
m
a
n
b
e
�n
g
,

m
a
n

(M

o
n
ie
r-
S
°
国
゜
U
°
㌘

Q◎
O
㊤
)

n
a
na
i

人

、男

、
人

物

、
夫

、
勇

士

(
梵

和

大
辞

典

-

六

五

九
頁

)
、
a
m
a
n
,
a
m
a
le
,

a

p
e
r
s
o
n

(M

o
n
ier
-
S
.
E
°U
°
b
°
α
N
Qo
)

眞

-

男

、

男
性

、
男

た

ち

、
人

類

(
梵

和

大

辞

典

ー

七

一

一
頁

)
、

a

m

a
n
,
h
e
r
o
,

p
e
r
so
n
,
m
a
n
k
in
d
,
p
e
o
p
le

(M

o
n
ie
r
-S
°
国
゜
U
°
p
.
5
6
7
)

p
u
ru
s
a
‐

人

、
人

間

、
霊
魂

、
個

人

の
本

体

(梵

和

大

辞

典

i

七
九

六
頁

)
r

a

m
a
n
,

m

a
le
,
h
u
m

a
n

b
e
in
g

(
M

o
n
ie
r-
S
.
E
.
D
.
p
.6
3
7
)

p
u
d
g
a
la
‐

身
体

、
我

、
霊

魂

、゚
個

人

(梵

和

大

辞
典

-

七
九

三

頁

)
、
th
e

b
o
d
y
,

m

a
te
ria
l
o
b
je
c
t,
th
e
s
o
u
l,
p
e
r
s
o
n
a
l
e
n
tity

(M

o
n
ie
r
-
S
°国

U゚
°
p
.6
3
3
),

A
r
th
a
g
-ja
n
a
‐

低

い
階

級

の
人

、
凡

夫

、

異

生

、

愚

痴

凡
夫

(梵

和

大

辞

典
ー

八

J
O
}　
)
　
a
m

a
n
o
f
lo
w
e
r

ca
st
e

o
r
c
h
a
ra
ra
c
te
r
o
r
p
r
o
fe
s
s
io
n
,
a
f
o
o
l,

b
lo
c
k
h
e
a
d
,
c
o
m
m
o
n

p
e
o
p
le

(
M

o
n
ie
r
-
S
°国
.
D
.
p
.
6
4
6
)

b
�
la
‐

幼

稚

、
凡

愚

、
童

子

、
凡

夫

(
梵

和

大

辞

典

ー

九

一
二

頁

)
、
a
c
h
ild

,
b
o
y
,
a

m
in
o
r
,
ig
n
o
ra
n
t,
s
in
p
le
,
fo
o
lis
h

(M

o
n
ier
-
S
°
国
゜
U
°
b

°
刈bOQQ
)

s
a
ttv
a
‐

有

、
存

在

、
本

質

、
人

、

有

情

、

衆

生

(梵

和

大

辞

典

1

1
>>l九

1
頁

)
、

b
e
in
g
,

e
x
is
te
n
ce
,
e
n
tit
y
,
r
e
a
lity
,

tr
u
e

e
ss
e
n
c
e
,
n
a
tu
re

(M

o
n
ie
r
-

ψ

国
゜
U
°
℃
.
1
13
5
)
,
こ
れ

ら

の
語

に

つ
い

て
も

必

要

に
応

じ

て
出

典

を

示
す

こ

と

に

す

る

。

大

正
蔵

経

二

の
.八

七
頁

下
。

こ

の
人
間

の
呼

称

(音

写

)

に
対

し

て
、

舟

橋

一
哉
博

士

は

『
原

始

仏

教

思

想

の
研

究

』

三

一
頁

の
註

に

つ
ぎ

の

よ
う

な

原

語

を

あ

て

て

い

る

。
言

奚

9

(男
子

)
m
a
n
u
ja

(意

生

)
m

�
n
av
a

(儒

童

)

b
霞

ロ
紹

(士

夫

・
経

典

の

「
士

其

」

は

「
士
夫

」

c
・)

p
u
d
g
a
la

(人

)

jiv
a

(Q
Q
者

)
ja
n
tu

(生

者
〉

の
音

写

」
。

P
.
P
ra
d
h
a
n
‐

A
b
h
id
h
a
r
m
a
k
o
s
o
b
h
�
s
y
a
,
p
.
1
1
9
,
平

川
彰

共

著

『
倶

舎
論

索

引

』

二
八

七
頁

、
中

村

元

編

『
仏
教

語

大

辞

典

』

一
〇

六

八
頁

な

ど

参

照

。

『
講

座

仏
教

思

想

』
(理

想
社

)

四

の

二
〇

頁

M

a
n
ie
r
‐

S
a
n
s
k
r
it
E
n
g
lis
h

D
ic
tio
n
a
r
y
,
p
.
78
4

W

.D

.
W

h
itn
e
y
‐

T
h
e

R
o
o
ts

o
f
th
e

S
a
n
sk
r
it
L
a
n
g
u
a
g
e
,
p
.
1
1
8
.

二
九
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⑲⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳⑳ ⑳

人

文

学

論

集

『
哲
学

事

典

』

(平

凡
社

)
九

〇

六

頁

『
冠

導
倶

舎

論

』

八

の

五

の
右

°

P
.
P
r
a
d
h
a
n
-
A
b
h
id
h
a
rm
a
k
o
緯

b
h
�
s
y
a

な

ど
参

照
さ

れ
た

い
。

古

代

イ

ン
ド

に

お
け

る
人

間
観

、

あ

る

い
は

イ

ン

ド
仏

教

に
お

け

る
人

間

観

な

ど

に

つ

い

て
は

、
中

村

元

著

『
東
洋

人

の
思

惟

方

法

』
第

一
部

や

同

じ

く

『
講

座

仏
教

思

想

』

(理

想
社

)

四

の

「
仏

教

に
お

け

る
人

間

論

」

な

ど
を

参
照

さ

れ

た

い
。

W

.
B
.
W

h
itn
e
y
‐

T
h
e

R
o
�
ts
o
f
th
e

S
�
n
s
k
rit
L
a
n
g
u
a
g
e
,
p
.
5

W

.D

.
W

h
itn
e
y
‐

T
h
e

R
o
o
ts
o
f
th
e

S
a
n
s
k
rit
L
an
g
u
a
g
e
,
p
.
18
2

西

義

雄

氏

稿

「
原

始

仏

教

に
於

け

る

衆

生

(s
a
u
v
a

s
a
tta
)

の
研

究

」

(『
東

洋

大

学

紀

要

』

第

十

九
集

)
、

雲

井

昭
善

著

『
仏

教

興

起
時

代

の
思

想

研

究

』

三

四

四
頁

な

ど

参

照

さ

れ

た

い
。

南

伝

大

蔵

経

-
相

応

部

二
三

の
i
1
、

S
a
m
y
u
tt
a
-
N
ik
�
y
a

(P
.T
.
S
.)
v
o
l.
I.
3
,

p
.
1
9
0

拙

稿

「
初

期

仏

教

に

お
け

る

人

間

形
成

論

」

(『
仏

教

文

化

研

究

』
第

十

四

号

)

で

は

、
人

間

を

五
取

蘊

と

し

て

み
る

内

容

を
論

じ

た

。

中

村

元

訳

『
ブ

ッ
ダ

の

こ

と
ぼ

』

一

一
六
頁

大
正

蔵

経

四

三

の
二

三

三
～

四
頁

西
義

雄

著

『
大

乗
菩

薩

道

の
研

究

』

に

お

い

N

'

s
a
u
v
a
,
s
a
tta

�
語

義

上

の
問

題

は

あ

る

と

し

て
も

、
菩

薩

道

は

ω暮

$

の
確

認

か
ら

展

開

さ

れ

て

い

る
。

荻

原

雲

来

編

『
梵

和

大

辞

典

』

八

一
〇
頁

R
.
D
a
v
id
s

a
n
d

S
te
d
e
‐

P
�
li

E
n
g
lish

D
ic
tio
n
a
r
y
,
p
.
4
6
g

申

村

元

編

『
<

教

iiti�
大

辞

典

』

一
二
六

九

頁

M

o
n
ie
r
‐

S
an
s
k
r
it
E
n
g
lis
h

D
ic
tio
n
a
r
y
,
p
.
6
4
5

M

o
n
ie
r
‐

S
an
s
k
r
it
E
n
g
lis
h

D
ic
tio
n
a
r
y
,
p
.
6
4
g

南

伝

大
蔵

経

-

長

部

(梵

網

経

)

一
'
D
:g
h
a
-
N
lk
　
y
a

v
o
l.
I
,
p
°
α

南

伝

大

蔵
経

-

申

部

(施

分

別

経

)

一
四

二

、

M

a
jjh
im
a
-
N
ik
�
y
a
v
o
l.
II
I,

p
.
2
5
5
.

野
上
俊
静
著

『中
国
浄
土
三
祖
伝
』
一
〇
三
頁
参
照
さ
れ
た
い
。

浄
土
宗
全
書

一
の
六
九
五
頁

⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳
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三
〇

浄
土
宗
全
書

一
の
六
九
ご
～
三
頁

野
上
俊
静
著

『
中
国
浄
土
三
祖
伝

』
九
〇
頁

以
下
参
照
。

浄
土
宗
全
書

一
の
六
七
四
頁

浄
土
宗
全
書

一
の
六
七
八
頁

浄
土
宗
全
書

一
の
六
八
八
頁

塚
本
善
隆

・
梅
原
猛
共
著

『
不
安
と
欣
求
』
(角
川
書
店
)
の

「
浄
土
教
の
提
唱
者

・

道
綽
」
に
は
、
道
綽
の
回

心
時

の
様
子
が
詳

し
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
道
綽

の

凡
夫
観

は
佐
藤
健
氏
稿

「
道
綽
禅
師

の
聖
浄

ご
門
判
」

(『
人
文
学
論
集
』
九
号

)
に

詳

し
い
。

野

上
俊
静
著

『
中
国

浄
土
三
祖
伝
』
の

「
善
導
伝
」
、

あ
る
い
は
前
掲

『
不
安

と
欣

求
』
の
な
か

の

「
善
導
浄
土
教

の
大
成
」
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

浄
土
宗
全
書

二
の

一
頁

浄
土
宗
全
書
四

の

=
二
頁

浄
土
宗
全
書
四

の
三
五
四
頁

浄
土
宗
全
書
四

の
三
五
六
頁

浄
土
宗
全
書

二
の
五
六
頁

『
観
経
疏
』

(玄
義
分

)
浄
土
宗
全
書

二
の

一
頁

浄
土
宗
全
書

一
の
四
六
～
五
〇
頁

浄
土
宗
全
書

二
の
八
頁

浄
土
宗
全
書

二
の
八
頁

「第

一
に
観
経

に
云
う
が
如
く

、
仏

、
韋
提
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
我

れ
今
汝
が
た
め

に
広
く
衆

の
譬
を
説
か
ん
。
亦

た
未
来
世
の

一
切
凡
夫

の
浄
業
を
修

せ
ん

と
欲
す
る

者
を
し
て
西
方
極
楽
国
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得

し
め
ん
と

い
う

は
、
是

れ
其

の

一
の

証
な
り
。
二
に
如
来
、
今

は
未
来
世
の

一
切
衆
生

の
煩
悩

の
賊

に
害

せ
ら
れ

る
者

の

た

め
に
清

浄
業
を
説
か
ん
と

い
う

は
、
是
れ
其

の
こ
の
証
な
り
。
三
に
如
来

、
今
は

韋
提
希
及
び
未
来
世

の

一
切
衆
生
に
西
方
極
楽
世
界
を
観

ぜ
し
め
ん
と

い
う

は
、
是

れ
其

の
三
の
証
な
り
。

四
に
韋
提
仏

に
白
さ
く

、
我
れ
今
仏
力

に
因
る
が
故

に
彼

の

国
土
を
見
た
て
ま

つ
る
。
若

し
仏
滅
後
の
諸

の
衆
生
等
は
濁
悪
不
善

に
し
て
五
苦

に

逼

め
ら
れ
ん
。
云
何
ん
が
彼

の
仏

の
国
土
を
見
た

て
ま

つ
る

べ
き
や
と

い
う
は
、
是
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れ
其

の
四

の
証
な
り
。

五

に
日
観

の
初
め

に
い
う
が
如
く

、
仏
、
韋
提

に
告
げ
た
ま

わ
く

、
汝
及
び
衆
生
念
を
専
ら

に
せ
よ
と

い
う
よ
り
已
下
乃
至

一
切
衆
生
盲

に
あ
ら

ざ
る
よ
う
は
有
目

の
徒
ら
日
を
見

よ
と
い
う
已
来

は
、
是
れ
其

の
五
の
証
な
り
。

六

に
地
観

の
中

に
説

い
て
い
う
が
如
く

、
仏
、
阿
難

に
告
げ
た
ま
わ
く

、
汝
仏

語
を
持

し

て
未
来
世

の

一
切
衆
生
の
苦
を
脱
せ
ん
と
欲
す

る
者

の
た
め
に
、
是

の
地
観

の
法

を
説
け
と
い
え
る
は
、
是

れ
其

の
六
の
証
な
り
。
七

に
華
座
観

の
中

に
説
き
て
云
う

が
如
く

、
韋
提
、
仏
に
白

さ
く

、
我
れ
仏
力

に
因

っ
て
阿
弥
陀
仏
及
び
二
菩
薩
を
見

た

て
ま

つ
る
こ
と
を
得

た
り

、
未
来

の
衆
生
云
何
人
が
見

た
て
ま

つ
る
こ
と
を
得
ん

と

い
え
る
は
、
是
れ
其

の
七
の
証
な
り
。
八

に
次
下

の
答
請

の
中

に
説

い

て
言

わ

く
、
仏

、
韋
提

に
告

げ
た
ま
わ
く
、
汝
及

び
衆
生
彼
の
仏
を
観

ぜ
ん
と
欲

せ
ぼ

、
当

に
想
念
を
起
す

べ
し
と
い
え
る
は
、
是
れ
其

の
八

の
証
な
り
。

九
に
像
観

の
申
に
説

い
て
云
う
が
如
く

、
仏

、
韋
提

に
告
げ
た
ま
わ
く
、
諸
仏
如
来

は

一
切
衆
生

の
心
想

の
中

に
入
り
た
ま
う
。

是
の
故

に
汝
等
心
に
仏
を
想
す
る
時

と
い
え
る
は
、
是

れ
其

の
九

の
証
な
り
。
十
に
九
品

の
中

に

一
一
に
説

い
て
、
諸
の
衆
生

の
た

め
に
す
と
言

う
が
如
き
は
、
是
れ
其

の
十
の
証
な
り
。
」

(
浄
土
宗
全
書
二
の
八
～
九
頁
)
と
あ
る

の
が
そ
れ
で
あ

る
。

浄
土
宗
全
書

二
の
九
頁

浄
土
宗
全
書

二
の
八
頁

浄
土
宗
全
書
四

の
こ
三
四
頁

恵
谷
隆
戒
氏
稿

「
日
本
浄
土
教
思
想
史
上

に
お
け
る
凡
夫
性
自
覚
過
程

に

つ
い
て
」

(『
仏
教
文
化
研
究

』
第

=
二
号
)
、
結
城
令
聞
氏
稿

「
浄
土
教

の
人
間
論

」
(『
講
座
仏

教

思
想

』
四
)
な
ど
を
参
照
さ
れ
た

い
。

法
然

の
凡
夫
観

に

つ
い
て
は
、
石
井
教
道
著

『
浄
土

の
教
義
と
其
教

団
』
の

「
衆
生

論
」
や
大
北
裕
生
氏
稿

「
法
然

上
人

の
人
閲
観

」

(『
人
文
学
論
集

』
第

五
号
)
、

拙

稿

「
法
然

の
人
間
観
-
特
に
瓦
礫
変
成
金

に
つ
い
て
ー
」

(『
印
仏
研
究
』
第

一
五
の

一
)
な
ど
を
参
照
さ
れ
た

い
。

浄
土
宗
全
書

七
の
九
五
頁

浄

土
宗
全
書
九
の
四
九

八
～
九
頁

浄

土
宗
全
書
九
の
三
六
七
頁

浄

土
教

の
人
間

観

⑰56⑮ ⑭ ⑬ ⑫

浄

土
宗
全
書
九

の
五
二
〇
頁

法
然
上
人
全
集

(
石
井
編
)
四
九
三
頁

法
然
上
人
全
集

(石
井
編
)
四
五

一
頁

法
然
上
人
全
集

(石
井
編
)
四

一
六
頁

拙
稿

「
法
然

の
信
仰
構
造
論
」
(『
印
仏
研
究
』
第

一
七
の
こ
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

浄
土
教

の
人
聞
観

と
し

て
は
、
ま
だ
論
究
す

べ
き
問
題
も
残

っ
て
い
る
が
、
呼
称
を

め
ぐ
る
問
題
と
し
て
は

「
凡
夫

」

の
呼
称
に
ま

で
及
ん
だ

の
で
こ
れ

で
と
ど
め
る
。

ま
た
法
然

の
悪
人
正
機
の
聞
題

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
念
仏
行

に
お
け
る
倫
理
性
-

特

に
法
然
を
中
心
と
し
て
ー
」

(『
人
文
学

論
集

』
第

三
号
)

に
論
及
し
た
の
で
重
複

を
さ
け
た
。
さ
ら

に
親
鸞
な
ど

の
人
間
観

に

つ
い
て
は

、
多
く

の
著
書

・
論
文

に
よ

る
研
究

が
あ
る

の
で
、
あ
え

て
論
究
し
な
か

っ
た
。
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