
ジ

ヤ

ー

タ

カ

に

於

け

る

菩

薩

思

想

に

つ

い

て

佐

藤

忠

彦

ジ
ヤ
ー
タ
カ
と
は
梵
語
、
パ
ー
リ
ー
語

の

q
91
d
ρ
吋
ρ

の
事
で
、

原
語
的
に
解
釈
す
る
と
"
生
れ
た

"
と
か

"
生
れ
た
も

の
"
と
か

い
う
意
味
に
な
る
。
こ
の
ジ
ヤ
ー
タ
カ
を
仏
教
的
に
訳
す
と
釈
尊

の
前
生
物
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
パ
ー
リ
;

三
蔵
申
に
於
い
て
は
経
蔵

の
中
に
包
括

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ジ
ヤ
ー
タ
カ
と
い
う
場
.合
は
厳
密

に
い

つ
て
次

の
二

つ
の
場
合
が

あ
る
。

ラ一
釈

尊
が
前
生
に
於
い
て
種
々
様

々
な
苦
行
を
積
む
有
様
を
描

い

r
、

た
物

語
、

一
つ
一
つ
を
指
す
場
合
。

O

釈
尊

の
前
生
物
語
を
集
大
成
し
て
そ
れ
を
ジ
ヤ
ー
タ
カ
と
称
す

場
合

(
南
伝
大
蔵
経
で
は
こ
の
様
に
な

つ
て
い
る
。
)

O

の
場
合
ば
仏
陀
は
釈
尊

一
人
、
単
に
こ
の
世
に
於
い
て
修
行

し
た
も

の
で
は
な
く
、
あ
れ
ほ
ど
偉
大
で
あ
り
え
た
の
は
永
刧
の

前
世

に
於
い
て
種
々
の
修
行
を
な
し
た
か
ら
だ
ど
考
え
て
種

々
の

修
行

の
姿
を
描

い
た
物
語
を
作

つ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
ジ
ヤ
ー

タ
カ
は
最
初
よ
り
釈
尊
を
尊
信
す
る
弟

子
が
創
作

し
た
の
で
は
な

く
、
当
陦

の
イ
ン
ド
に
於

い
て

一
般
人

の
間
に
知
ら
れ
て
い
る
寓

話
と
か
民
間
説
話
に
そ
の
基
盤
を
お
く

の
で
あ
る
。
即
ち
日
本
で

い
う

「
柳
太
郎
」

「浦
島
太
郎
」
的
な

一
般
民
間
人
の
間
に
あ
つ

て
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
説
話
等
を
用

い
て
、
そ

の
主
人
公
や
中

心
人
物
を
釈
尊
の
前
生

に
お
き
か
え
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
原
始

民
族
が
全
て
梼

ち
う
る
と
こ
ろ
の
ア

ニ
マ
チ
ズ
ム
の
影
響
に
よ

つ

て
、
人
間
も
人
間
外

の
動

.
鉱

.
植
物
も

同

一
視
さ
れ
て
し
ま

つ

て
、
釈
尊

の
前

生
の
姿
も
種

タ
の
も
の

に
な

つ
て
い
る

の
で
あ
る
。

南
伝
大
蔵
経
中
に
集
録
さ
れ
て
い
る
前
生
物
語

の
数
五
百
四
十
七

話
中
、
最
も
多

い
の
は
、
倆
人
に
生
れ
ら
れ
た
事

で
八
十
三
回
、

次
に
國
王
の
八
十

二
回
、
以
下
樹
神
の
四
十
三
回
、
人
師
、
王
子
、

精
、
商
人
、
鹿
、
象
、
馬
、
坂
隷
等
で
あ
る
。
そ
の
種
類
は
実
に

五
十
二
種
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

O
の
場
合
は
e
で
述
べ
た
ジ
ヤ
ー
タ
カ
の
数

々
を
集
大
成
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も

の
に
は

、

a
パ
ー
リ
ー
文
ジ
ヤ

ー
タ
カ
。

b
本
生
鬘

。

c
所
行
蔵
経
が
あ
り
、
漢
訳
太
と
し
て
は
、

a
菩
薩
本
縁
経
。
b
六
度
集
経
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
太
に
は
ジ

.・



ヤ
ー
タ
カ
が
、
波
羅
密
に
応
じ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て

一
方
の
菩
薩
思
想
に
つ
い
て
考
察

し
て

み
る
と
、
原
藷
的

に
解
す
る
場
合
に
大
乗
的
と
小
乗
的

の
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。
大

乗
的
に
解
す
る
と

「菩
提
を
求

め
て
い
る
有
情
で
、
し
か
も
菩
提

を
持

つ
事
に
確
定
し
て
い
る
有
情
」
と

い
う
意
味
に
な
る
。

か
よ
う
に
大
乗
的
に
解
釈
す
る
と
、
小
乗

の
自
己
の
成
仏

の
た

め
修
行
す
る
を
主
要
素
と
す
る
の
に
対

し
て
、

一
方
に
於
い
て
は

上
求

菩
提

の
上
向
の
因
を
持
ち

つ
つ
も
他
方
に
於
い
て
は
下
化
衆

生

の
面
に
も
力
を
入
れ
る
の
で
あ
る
。

シ
ヤ
ー
タ
カ
に
於

い
て
は

こ

の
下
化
衆
生
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
ー
リ
ー
文
ジ

ヤ

ー
タ
カ
が
上
座
部
系
で
あ
り
な
が
ら
大
乗
的
要
素
が
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
の
点
に
特
色
が
あ
る
の
で
あ
る
。
又
菩
薩
思
想
と
い
う

場
合
は
仏
と
な
る
た
め
に
修
行
し
て
い
る
姿
を
か
く
呼
ぶ
の
で
あ

る
た

め
、
行
と
更
に
仏

に
な
る
た
め
に
は
他

の
衆
生
を
も
救
済

せ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
願
を
か
け
る
Q
こ
の
誓
願
と
更
に
時

代
的
に
は
後

期
.に
な
る
の
で
あ
る
が
、
修

行
さ
え
す
れ
ば
、
必
ず
仏
と
な
る
で

あ

ろ
う
と
す
る
授
記
思
想
が
、
菩
薩
思
想
の
主
な
も

の
で
あ
る
。

そ
れ
故
そ
れ
ら
に
つ
い
て
ジ
ヤ
ー
タ
カ
に
於
い
て
は

い
か
に
表
わ

れ

て

い

る

か

を

研

究

し

よ

う

と

し

た

の
が

、

私

の
論

文

の
主

眼

点

で

あ

る

。

ジ

ヤ

ー

タ

カ

に

於

い

て

は

、

授

記

思

想

は

因

締

物

語

の
中

に

「
ー

せ

ば

遂

に

仏

と

な

る

で

あ

ろ

う

。

」

と

い

う

フ

レ

ー

ズ

が

数

多

く

あ

る

故

こ

の

授

記

思

想

が

含

ま

れ

て

い

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

又

行

に

つ

い

て

は

、

こ

の

.ハ
ー

リ

ー

文

ジ

ヤ

ー

タ

カ

が

南

伝

の
書

物

で

あ

る

関

係

上

十

波

羅

寧

が

説

い

て

あ

る

の

で

あ

り

、

一
つ

一

つ

の
波

羅

蜜

に

つ

い

て

詳

し

く

書

き

述

べ

て

い

る

の

で
あ

惹

。

又

五

百

四

十

七

の

物

語

の

主

文

を

占

め

る

偈

を

見

て
も

多

く

の
場

含

が

、

一
、
布

施

二
、
持

戒

三
、
忍

辱

四
、精

進

五
、
樋

定

六
、智

慧

七
、離

欲

八
、
真

実

.来

慈

悲

+
、捨

心

の

十

波

羅

霧

に

あ

て

は

ま

る

の

で

あ

る

。

代

表

的

な

例

と

し

て

「
自

己

を

捨

て

㌧

愛

す

る

は

善

か

ら
ず

凸

自

己

こ

そ

は

最

勝

に

し

て

最

上

な

れ
」

(
ジ

ヤ

ー

タ

カ

三

八

〇

)

「
美

貌

な

る

も

良

し

、

年

長

な

る

も

我

こ
れ

を

敬

巧

。

素

性

の
善

き

も

良

し

、

さ

れ

ど

我

に

車

ば

し

ぎ

は

戒

あ

る

な

り

」

(
ジ

ヤ

1

タ

カ

ニ

○

○

)

「
そ

は

諸

力

申

の
最

上

の
・力

、

智

慧

の

力

は

矛

一
の
力

な

り

、
智

慧

の
力

を

備

え

た

る

、

賢

き

も

の

は

利

益

を

得

。

」

(
ジ

ヤ

ー

タ
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力
五
一
二

)

「
不
放
逸
は
不
死

の
道
に
し
て
、
瀬
惰
は
死
の
道
な
り
。
」

(
ジ

ャ

ー
タ
カ
五
二
〇
)

「
自
か
ら
殺

さ
ず
、
人
を
七
て
殺

さ
し
め
ず
、
自
か
ら
征
服
せ
ず
、

人

を
し
て
征
服
ぜ
し
め
ず

一.切
有
類

に
対

し
て
慈
悲
分
あ
ら
ば
、

そ

の
人
に
対
し
て
如
何
な
る
憎
悪
も
あ
る
こ
と
な
し
。
」

(
ジ
ヤ

ー
タ
カ
四
五

一
)

以
上
の
偈

を
見
て
も
十
波
羅
蜜

の
思
想

の
表
わ
れ
て
い
る
事
が
わ

か
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
菩
蒔
行
は
ま

つ
た
く
の
願
行
で
あ
る
。

誓
願
を
成
就
す
る
た
め
に
種
々
の
行
を
行

つ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
菩
蔚
の
一
般
的
な
願
は
い
う
ま
で
も
な
く
衆
生
救
済
の
願
で

あ
り
、
衆
生
を
成
仏
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

一
般
願
が
大
乗

仏
教
発
展
史
上
に
於

い
て
深
く
広
く
主
張
さ
れ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

以
上
ジ
ヤ
ー
タ
カ
に
於
け
る
菩
蒔
思
想
に

つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ

る
が
、
最
後

に
む
す
び
と

し
て
、
ジ
ヤ
ー
タ
カ
の
仏
教
発
展

史
上

に
於
け
る
地
位
及
価
値
に

つ
い
て
述
べ
る
と
、
当
時

の
仏
教
徒

の

釈
尊
超
人
化
に
は
じ
ま
り
、
仏
陀
た
る
内
容
を
覚

つ
た
有
情
で
あ

る
と
の
観
念
を
生
ぜ
し
め
、
菩
薩
の
誕
生
を
見
る
に
及
ん
で
こ
x

に
大
乗
仏
教
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ジ
ヤ
ー

タ
カ
の
発
生
は
菩
薩
思
想
を
生

み
、

ひ
い
て
は
大
乗
仏
教
を
起
す

契
機
と
な
る
わ
け
で
あ

る
。

こ
N
に
ジ

ヤ

ー
タ
カ
の
仏
教
発
展
史

上
に
於
け
る
地
位
が
高
ぐ
評
価
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
又
ジ
ヤ
ー
タ

カ
は
活
動
せ
る
人
間
体
験
の
歴
史
的
記

録
で
あ
り
世
界
文
化

の
共

有
財
産

で
あ
る
と
い

つ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
今

日
に
於

い
て
も
東

洋
、
西
洋
に
伝
わ
り
そ
の
地
方

の
文
明

の
発
屐
を
助
け
た
も
の
は

バ
イ
ブ
ル
を
除
い
て
は
こ
の
イ

ン
ド
の
ジ
ヤ
ー
タ
カ
よ
り
弛

は
な

い
と
云
わ
れ
て
い
る
程
で
あ
る
。
具
体

的
に
は

ヨ
ー

ロ
ツ
パ
の

「
イ
ソ
ツ
プ
物
語
」

に
影
響
を
与
え
、
中
国
に
伝
わ
り
土
着
化
さ

れ
て
唐
伐

の
初

め
、
唐
臨

の

「冥
報
記
」
と
な
り
日
本
に
入

つ
て

は
平
安
朝

の
は
じ
め

「
日
本
霊
異
記
」

を
生
じ
更
に

「今
昔
物
語
」

に
も
影
響
を
与
え

て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。

し
か
も
そ
れ
は
長

い
間
の
民
族
体
験
と
社
会
的
知
性
と
が
結
合
し
て
出
来
た
も

の
だ

と
い
う
点

に
於
い
て
、
ジ
ヤ
ー
タ
カ
の
偉
大

さ
と
不
朽

の
意
義
が

あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
ジ
ヤ
ー
タ
カ
に
於
け
る
菩
薩
思
想
が

か
く
も
重
要
視

さ
れ

る
訳
け
で
あ
る
。
、

一71一


