
示

さ

れ

て

い

る

。
宝

性

論

に

は

、

唯

識

の
考

え

が

殆

ん

ど
全

く

無

い

の

は

、

如

何

な

る

所

以

か
、

判

明
、し

な

い
所

で
あ

る

が

、

し

か

し

全

く

知

ら

な

か

つ

た

と

は
考

え

ら

れ

な

い

か

ら

、

如

来

蔵

説

の

正

し

い
系

統

と

し

て

は
、

唯

識

説

と

必

ず

し

も

混

じ

な

い
と

い

う

以

前

か

ら

の
流

れ

を
守

つ
た

為

で

あ

ろ
う

。

と

も

か

く

、

「
仏

性

論

」

が

仏

性

思

想

の
旅

れ

の
44
に

お

い

て

最

も

重

要

な

ポ

イ

ン

ト

を

な

く

し

て

い

る

こ

と

は

言

う

ま

で
も

な

い

。

他

の

諸

大

乗

経

論

と

の
関

係

づ

け

に

お

い

て

、

今

後

よ

り

一

黶

の
究

明

を

続

け

て

ゆ

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

は
言

う

ま

で

も

な

い

こ
と

で

あ

る

。

仏

教

の

根

本

思

想

に

つ

い

て

柴

田

正

准

人
類
の
師
と
仰
が
れ
る
歴
史
的
人
格
と
し
て
の
釈
尊
は
実
際

に

は
い
か
な
る
生
涯

を
送
り
、
い
か
な
る
こ
と
を
説

い
た
の
で
あ
ろ

う

か
、
当
時
の
イ
ン
ド
の
掃
会

に
は

一
つ
の
大
き
変
勤
期
が
訪
れ

て
い
た
。
ガ
ン
ヂ
ス
河
上
流
地
方
に
定
住
し
て
い
た
ア
ー
リ

ア
人

は
そ
の
後
次
第
に
東
方

に
確
出
し
、
そ

の
中
流
地
方

に
移
住
し
た

が
、
そ
れ
と
共
に
籵
会
的
文
化
的
に
大
き
な
目
ざ
ま
し
い
変
動
が

起

つ
た
。

ま
ず
ア
ー
リ
ア
人
と
先
住
民
族
と

の
混
血
が
盛
ん
に
行
わ
れ
尭

。

こ
こ
に
形
成
さ
れ
た
新
た
な
民
族

は
も

は
や
ア
ー
ワ
ァ
人
の
伝
統

的
な
厨
習
儀
礼
を
忠
実
に
遵
守
し
よ
う

と
は
し
な
い
で
、
彼
等
は

ヴ

エ
ー
ダ
文
化
を
無
視
し
、
ア
ー
リ
ァ
系

の
崩
れ

た
俗
悟

(
財
『
1

叫
屏
弓
H
計
)
を
使
用
し
て
い
た
。
か
れ
ら

の
定
住
し
た
地
方

は
地
味

肥
沃
で
多
量
の
農
産
物
を
産
出
し
た
た
め
に
、
か
れ
ら
の
物
質
的

生
活
は
豊

で
、
物
資
が
豊
富
に
な
る
と
と
も
に
、
商
、工
業
が
盛
ん

と
な
り
、
多
数

の
小
都
市
を
成
立
せ
し

め
る
に
至

つ
た
。
最
初

は

こ
れ
ら
の
小
都
市
を
中
心

に
群
小
陶
家

が
多
数
併
存
し
、
そ
の
う

ち
の
或
る
も

の
は
貴
族
政
治
或
い
は
共

和
政
治
を
行

つ
て
い
た
が

そ
れ
ら
は
次
第
に
国
王
の
統
治
す
る
大
国

に
併
合
さ
れ
て
い
く
趨

勢
に
あ

つ
た
。
大
国

の
首
都

は
繁
栄
し

、
そ
こ
に
は
壮
大
な
都
市

が
律
設
さ
れ
た
。
当
時
は
コ
ー
サ
ラ
、

マ
ガ
ダ
、
ア
ヴ
ア
ン
テ
イ
、

ヴ
ア
ン
サ
の
四
大
欄
が
最
も
有
力
で
あ

つ
た
。

之
れ
ら
の
大
鬮
に
於
て
は
王
権
が
い
ち
じ
る
し
く
伸
張
し
、
王
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権

は

人

闘

の
う

ち

で
最

上

著

と

見

な

さ

れ

て

い

た

が

、

バ

ラ

モ

ン

は
従

前

ほ

ど

の

威

信

を

も

つ

て

い

な

か

つ

た
。

商

工

業

者

の

発

展

と

貨
弊

経

済

の
発

達

に

よ

つ

て

、
商

工
業

は
都

市

内

の
実

権

を
掌

握

し

て

い

つ
た

。

他

方

物

質

生

活

の
向

上

は

や

や

も

す

れ

ば

、
物

質

的

享

楽

に

耽

り

、

道

徳

の
騨

廃

の
現

象

も

漸

く

顕

薯

に

な

つ
た

。

旧

来

の
ヴ

エ
ー

ダ

の
威

信

は

落

ち

、

新

し

い
時

代

の
動

き

に

応

じ

て

、
新

し

い

思

想
家

を
輩

出

し

た

。

釈

尊

は
求

道

の
途

中

ビ

ン

ビ

サ

ー

ラ

王

と

い

う

当

蒔

恐

ら

く

フ

ガ

ダ

が

最

も

強

大

と

い

わ

れ

た

国

の
王

と
会

見

し

て

い

る

。

経
典

に
も

あ

る

王
舎

城

と

い

う

の

は

こ

の

騨

の
主

都

で
文

化

の
中

心

で

あ

つ
た

ら

し

い

。

王

余

城

(
幻
91
U
P
㈹
9
げ
9

>

は

山

に

囲

ま

れ

た
地

域

で
あ

る

。

い

ま

は

ラ

ジ

ギ

ル

(
切
蝉
し
σq
ド
門

)

と

よ

ば

れ

て

い

る

。

ビ

ハ

ー

ル

州

の
首

府

バ

ト

ナ

か

ら

約

六

〇

マ
イ

ル
東

に

あ

る
。

ス

ツ
タ

ニ

パ

ー

タ

の

か

な

り

古

い

部

分

の
或

る

短

篇

に
釈

尊

が

王

舎

城

に
来

た

次

第

が

述

べ
ら

れ

て

い

る

。

ビ

ン
ビ

サ

ー

ラ

王

は

シ

ヤ

カ

族

の
王

子

に

羃

隊

と

財
力

を
提

供

し

て
後

援

す

る

こ

と

を

串

し

出

て

い

る

。

当

時

マ
ガ

ダ

国

は

コ
ー

サ

ラ
躙

と

競

争

相

手

の

関

係

に

あ

っ

た
。

コ
!

サ

ラ

国

を

倒

す

に

は

、

従

属

鬨

で

あ

る

シ

ヤ

カ

族

の
鬮

と

醐

盟

を

結

ん

で
、

南

と

北

と

か

ら

コ

ー

サ

ラ

国

を

狭

撃

す

れ

ば

よ

い
。

ビ

ン

ビ

サ

:

ラ

王

が

こ

の

よ

う

な

電

し

出

を

し

て

い

る

。

こ

の

歴

史

的

運
命

に

留

意

す

る

な

ら

、
次

の

こ

と

も

理
解

で

き

る

..
釈

尊

は
国

王

と

し

て
迫

り

来

る

他

嗣

の
武

力

を

撃

退

し

て
大

帝

国

の
主

と

な

る

か

、

精

神
的

な

師

と

な

る

か

、

い

ず

れ

か

を
選

択

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

つ
た

.、
彼

は

つ

い

に
後

の
道

を

選

ん

だ

の

で
あ

る

。

釈

尊

の
実

際

の
活

勁

に

つ

い

て

は

諸

種

の
律

蔵

に

い
く

つ
か

ま

と

め

て
記

さ

れ

て

い

る

。

「
十

誦

律

」

「
摩

詞

僧

祇

徳

」

で

は

そ

の
教

化

の

発

展

を

非

常

に
詳

し

ぐ

説

い

て

い

る

。

そ

の

硬

「
五

分

律

」

「
四

分

律

」

に

は

シ

ヤ

カ

族

の
系

譜

か

ら
始

ま

つ
て

、

さ

と

り

を

開

く
以

前

の
釈

尊

の

こ
と

も

述

べ

て

い

る

。

こ
れ

こ
そ

ま

さ

に
後

世

の

仏

伝

の
贋

始

的

形

態

を
示

し

て

い
る

。

釈

尊

の
臨

終

の
様

子

を

原

典

よ

り

見

る

と

、

歴

安

的

人

物

と
πし

て

の
ゴ

ー

タ

マ

・
ブ

ツ
ダ

は

そ

の

臨

終

に
於

て

さ

え

も

、

仏

教

と

い
う

も

の

を

説

か

な

か

つ
た

。

彼

の
説

い

た

も

の

は

、

い

か

な

る

思

想

冢

も

、

宗

教

家

も

歩

む

べ
き

真

実

の
道

で

あ

る

。
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イ

ン
ド

思

想

は

内
向

的

、

内

省

的

な

特

性

を
も

つ
、

独

り
・沈

思

し

て
自

己

を

反
省

し

、

形

式

論

理

学

的

に

規

定

さ

れ

る

概

念

を

以

つ
て

表

現

し

が

た

い

人

闘

主

体

の
深

奥

に

入

り

込

み

、

直

観

的

に

絶

対

の
主

体

を

把

捉

し

よ

う

と

す

る

..
個

人

的

内

省

帥

性

格

は
多

か

れ

少

な

か

れ

古

代

イ

ン

ド

思

想

を

通

じ

て
流

れ

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

原

始

仏

教

の
場

合

と

て

例

外

で

は
あ

り

え

な

い

。

原

始

仏

教

思

想

に

は

、

た

し

か

に

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

と

呼

ば

れ

て
も

よ

い

一
面

の
件

格

が

あ

る

。

そ

こ

に

は

否

定

の
否

定

を

通

じ

て
自

己

の
実

現

を

目

ざ

し

、

衿

会

性

を

篷

得

し

て

、

や

が

て

い

わ

ゆ

る
慈

悲

の

実

践

に

向

お

う

と

し

た

。

釈

尊

の
教

え

に
関

す

る

い

ろ

い

ろ

の
範

賺

を
整

理

し

、

そ

れ

を

統

合

す

る

と

い

う

思

弁

的

傾

向

は

釈

尊

の
滅

後

次

第

に
弟

子

達

の

閲

で

強

め

ら

れ

た

.

い

わ

ゆ

る
部

派

仏

教

蒔

代

に

な

り

こ

の
巾

で

の

有

力

な

部

派

の

一
つ
は

説

一
切

有

部

で
あ

る

。

世

親

(

V
a
s
u
b
a
n
d
h
u

A

°
U

鉢
Q
～

q
O

)
は

ガ

ン
ダ

ー

ラ

に

生

れ

、
初

め
小

乗

を

学

び

、

の

ち

大
乗

に

転
向

し

た

。

倶

舎

論

(

A
b
h
i
d
h
a
r
m
a

‐

k
o
s
a

)

は
彼

が

か

シ

rrr
.-
-
ラ

に

入

つ

て
大

毘

婆

沙

論

(
b
σ
h
i
d
h
a

.r
m
a
--
v
i
b
h
�
s
�
‐

礦
�
s
t
r
a
)
を
学
ん
だ
結
果
そ
の
要
点

を
ま
と
め
た
も

の
で
、
有

部

の
教
義

で
は
最
も
優
れ
た
論
文
で
あ
る
。
倶
舎
論
が
仏
教
学
の

基
礎
理
論
と
し
て
今

日
で
も
弘
く
玩
味

さ
れ
て
い
る
の
は
、
哲
学

史
上
注
目
す

べ
き
五
位
七
十
五
法

に
よ

つ
て
全
有
を
把
握
し
よ
う

と
す
る
思
弁
で
あ
る
。

こ
れ
は
主

と
し

て
存
在

論
に
関
す

る
界
晶

根
品
に
説
か
れ
る
所
で
あ
る
。
仏
教
哲

学

の
も

つ
と
も
光
輝
あ
る

特
鰺

の
ひ
と

つ
は
、
道
徳
的
因
果
現
象

へ
向

つ
て
の
深
い
探

究
か

ら
生
れ
で
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
当
時
の
仏
教
徒

達
が
色
な
る
構
成
要
素
、
視
覚
な
る
構

成
要
素
、
意
識
な
る
構
成

要
素
に
よ

つ
て
か
く
も
錯
綜

し
た
理
論

に
よ

つ
て
存
在
を
説
明
し

よ
う
と
し
た
意
図
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
.、
カ

ル
マ

(

業

)
な
る
概
念
も
そ
れ
は
購
成
要
素

(ダ

ル
マ
)
と
同
じ
よ
う
に

「
終
極
の
解
脱
」

へ
向

つ
て
徐
々
に
発
展
す
る
世
界
開
展

の
過
程

を
制
御
す
る
と
い
う
隈
り
に
お
い
て
主

た
る
力
で
あ
る
、
構
成
要

素
と
い
う
術
語
の
意
味
は
永
拒
不
断
に
動
揺

の
状
態
に
あ
り
、
そ

れ
ら
を
徐
々
に
鎮
静

し
且

つ
最
終
的
に
は
そ
れ
ら
を
熄
滅

せ
し
め

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生

の
展
開
過
程
の
中

に
働
い

て
い
る
諸

の
カ
の
働
き
か
ら
創
り
出
さ

れ
た
動
揺
を
永
久

に
停
止

さ
せ
る
方
法
と
い
う
智
葉
に
依
存
す
る
救

い
の
道
で
あ
る
、
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「
こ

の
特

色

は
ダ

ル

マ

(
法

)
説

を

救

い

の

(
解

説

)
教

義

に

変

え

る

、

こ

れ

こ

そ

実

践

仏

教

お
よ

び

理

論

仏

教

の
主

た

る
目

麟

な

の

で
あ

る
」

け

れ

ど

も

智

葉

に

よ

つ

て

は

、

た

ゴ

一
定

量

の
ダ

ル

マ
だ

け

が

顕

現

を

止

め

る

に

す

ぎ

な

い
。

イ

ン

ド

の
す

べ

て

の

学

派

に

あ

つ
て

、

解

脱

の
究

極

の
手

齢

は

ヨ

ー

ガ

で
あ

る

。

か

く

て

世

界

開

展

の
究

極

の
目

標

、

一
切

の
済
.浄

化

、

精

神

化

の
働

き

と

努

力

の

終

極

の
結

果

は

、

意

識

と

す

べ

て

の
心

の

過

程

を

完

全

に
熄

滅

さ

せ

る

こ

と

で
あ

る

。

絶

x

(N
i
.r
v
酬
n
a

渥
爨
'
}
は

、

か

り

に

そ

れ

ら

が

何

ら

か

の
も

の

で
あ

る

に

せ
よ

、
非

情

的

な

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

時

に

は
殊

に

一
船

向

け

の
文

献

に

あ

つ

て

は
福

び

と

規

定

さ

れ

て

い

る

が

、

し

か

し

こ

の
福

び

は

不

安

(
d
u
h
k
h
a

苦

)

の
停

止

と

い

う

こ

と

の
う

ち

に
存

す

る

、
編

び

と
は

感

情

で

あ

る

、

涅

槃

に

は

、

感

情

は
勿

論

、

攤

念

も

意

欲

も

、

惑

ら

に

は

意

識

す

ら

も

存

在

し

な

い

。

昔

か

ら
人

閻

の
死

の

恐
怖

は
思

弁

的

狂

信

者

に

よ

つ
て
無

良

心

的

に

利

用

さ

れ

て

い

る
。

毎

智

な

る

著

か

ら

そ

れ

を

取

除

く

こ

と

を

せ

ず

に

、

最

も

大

謄

な

来

億

思

想

に

よ

つ
て

死

の

恐
怖

を

掻
き

立

て

こ
れ

を

養

つ
た

。

し

か

も

こ

こ

で

は
来

り

つ

つ
あ

る

も

の

と

の
何

等

の
現

実

的

な
接

解

の
な

い

こ

と

死
が

一
般
に
人
問
に
取

つ
て
伺
か
の
意
味
で
特
κ
重
要
で
あ
る
と

い
う
根
拠

の
な

い
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
死
は
単

な
る
休
止
、
そ
れ
以
士
に

つ
い
て
我
々
は
死
に

つ
い
て
知
ら
な

い

勿
論
死
は
世
界
が
自
分

の
も

の
と
解
す

る
立
場
の
人
に
取

つ
て
は

驚
く
べ
き
も

の
で
あ
る
に
違

い
な

い
。
自
己
中

心
主
義

の
習
慣
酌

な
倒
逆
は

「自
我
人
」

に
対

し
て
復
讎
す
る
。
自
己
の
存
在
を
重

大
視
す
る
人
は
、
や
は
り
根
拠

の
衷
失

で
あ
り
、
甚

だ
し
き
は
道

徳
的
に
脱
線
し
た
人
の
迷
信
的
威
嚇

で
あ
る
。
か
か
る
考
え
方
は

実
生
店
に
於
て
も
理
論
に
於

て
も
、
哲
学
帥
に
も

「反
折
」

の
中

に
救
う

べ
か
ら
ざ
る
考
え
方

で
あ
る
。
自
ら

「真
直
な
志
向
」
存

在
論
的
思
索

の
態
度

へ
の
帰
路
を
全
然

塞
い
で
仕
舞

う
考
え
方

で

あ
る
。

一31一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
い
文
章
に
は

墨
消
し
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒




