
摩

訶

衍

の

交

化

的

意

義

前

田

聽

瑞

一

昔
、印

度

の

地

上

に

は

摩

訶

衍

な

る

も

の

が

あ

つ

た
。摩

訶

衍

の

名

は

印

度

思

想

史

の

上

で

は

可

成

新

ら

し

い

も

の

で

あ

る

が
、こ

れ

程

人

氣

を

集

め

π

名

は

無

か

つ

た
。而

し

て

東

洋

丈

化

皮

上

こ

れ

程

幅

の

利

い
た

名

は

ま

た

ε

無

か

つ
た
。然

り

而

し

て

時

は

正

に
逶

般

の

室

前

の

大

戰

亂

を

機

縁

ε

し

て

世

界

改

造

の

時

代

に

入

つ

た
。世

界

人

類

は

等

し

く

刻

々

の

改

造

ε

不

斷

の

進

展

ε

を

要

求

し

つ

丶
あ

る
。政

治

の

改

造
、經

濟

の

改

逧
、瓧

會

の

改

造
、歡

育

の

改

造

乃

至

宗

歡

の

改

造

ε

い

ふ

聲

が

全

世

界

に

瀰

漲

し

て

ゐ

る
。改

造

は

實

に

現

代

の

標

語

で

あ

る
。時

勢

の

要

求

で

あ

る
。併

し

一
度

思

を

世

界

改

造

の

基

底

て

ふ

こ

蓬

に

潜

め

て

み

る

ε
、こ

の

世

界

改

逍

の

大

運

動

も

圭

蓬

し

て

物

質

的

の

み

に

走

つ

て

居

り

は

せ

ま

い

か
。若

し

私

の

書

齋

的

の

推

論

が

正

し

い

亡

す

れ

ば
、何

ε

い

ふ

驚

く

べ
き
、怖

る

べ

き

ー

而

し

て

叉

呪

ふ

べ

き

肚

會

的

缺

陷

だ

ら

う
。私

蓬

て

も

世

界

改

造

の

大

蓮

動

が

一
面

物

質

的

解

決

に

來

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

位

な

こ

ε

は

承

知

し

て

ゐ

る
.け

れ
丶こ

も

こ

の

世

界

的
改

造

の

大

問

題

の

焦

黙

こ

な

り

導

調

蓬

な

る

べ

き

も

の

は

こ

う

し

て

も

眞

劍

な

(4)



る

精

紳

問

題

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

ざ

思

ふ
。這

般

の

改

造

蓮

動

は

飽

く

ま

で

も

人

問

の

實

際

生

活

か

ら

そ

の
第
二

義

的

生

活

ま

で

貫

か

れ

な

け

れ

ば

嘘

で

あ

る
。入

問

の

改

造

精

神

的

生

活

の

改

造

1

茲

に

交

明

の

進

歩

が

あ

り
、文

化

の

出

現

が

あ

る
。古

來

東

西

の

聖

者

哲

人

は

か

丶

る

瓧

會

的

乃

至

精

禪
冖的

大

動

亂

の

眞

中

に

立

つ

て

常

に

申

し

合

せ

π

様

に

人

間

の

改

造
、精

神

的

の

改

造

を

力

説

し

陀
。自

分

は

今

茲

に

東

西

の

各

至

聖

が

高

潮

し

た

精

祚

蓮

動

を

詳

論

す

る

餘

裕

を

持

た

ぬ

か

ら
、唯

茲

に

世

界

的

ε

も

云

は

る

べ

き

精

祚

的

大

蓮

動

の

旗

縦

「摩

訶

衍
」
に

就

て

語

ら

う

亡

思

ふ
。然

し

　

C/
01
ソ

の

力

は

此

の

偉

大

な

る
「摩

訶

衍
」
ご

い

ぶ

全

龍

を

描

く

に
ノ
は

餘

り

に

力

が

弱

い
。私

の

試

み

る

所

は

唯

そ

の

片

鱗

な

り

ε

も

書

き

綴

つ

て

そ

の

偉

大

な

る

文

化

的

意

義

を

辿

ら

う

ε

す

る

丈

け

で

あ

る
。二

八

萬

四

千

蓬

い

ふ

實

に

驚

く

べ

き

佛

典

の

所

有

者

で

あ

る

我

が

佛

歡

も

こ

れ

を

歡

義

上

か

ら

大

別

す

れ

ば

大

乘

ε

小

乘

と

の

二

つ

ε
す

る

こ

ε

が

出

來

る
.そ

の

所

謂

大

乘

な

る

も

の

は

畢

竟

私

が

茲

處

で

取

扱

う

こ

す

る
「摩

訶

衍
」梵

語

で

い

ふ

iVla
h
a
y
�n
a
な

の

で

φ

る
。梵

語

の

露
菷
巻
蠧

師

ち

小

乘

に

對

す

る

名

で

あ

る
。

・

佛

激

史

を

繙

い

た

も

の

は

誰

し

も
、大

乘

ざ

小

乘

ε

の

二

つ

の

も

の

が
、そ

こ

に

一
盛

↓
衰

の

歴

(.5



史

を

繰

返

し

て

來

π

ε

い

ふ

事

實

を

讀

む

ε

同

時

に
幾

多

の

先

哲

學

匠

が

此

の

二

つ

の

る

の

に

就

い

て

論

究

し

叉

そ

の

區

別

を

規

定

せ

ん

ε

し

だ

努

力

の

跡

を

み

る

こ

ε

で

あ

ら

う
。

大

乘

亡

小

乘
、こ

の

両

者

の

區

別

を

明

瞭

に

す

べ

く

先

哲

の

高

見

に

徴

し

た

り

學

究

者

の

所

説

を

並

べ
た

こ

る

こ

ご

は

一
面

大

乘

即

ら

摩

訶

衍

の

意

義

を

理

解

す

る

上

に

於

い

て

多

大

の

便

宜

を

得

る

こ

ε

で

は

ガ

る

が
、今

は

暫

ら

く

か

丶

る

無

味

枯

淡

な

る

學

究

を

避

け

て

端

的

に

両

者

の

分

岐

黙

を

掴

み

た

い

ε

思

ふ
。

さ

て

大

小

二

乘

を

概

括

的

に

區

別

す

る

ε

き

は
、暫

ら

く

小

乘

を

ば

實

踐

的

倫

理

的

で

あ

る

蓬

し
、大

乘

を

ば

理

論

的

哲

學

的

で

あ

る

己

云

つ

て

も

差

支

は

な

か

ら

う
。這

ん

な

區

別

は

唯

両

者

の

傾

向

を

云

つ

た

ま

で

の

こ

ε

で

め

る

し
、又

如

何

に

簡

單

で

も

か

丶

る

雲

を

掴

む

よ

う

な

答

案

で

は

濟

ま

さ

れ

な

い
。
一
見
、大

小

乘

の

區

別

は

極

め

て

明

瞭

の

や

う

で

は

あ

る

が

愈

々

其

特

徴

を

列

擧

す

る

こ

ε

に

な

る

ご

甚

だ

困

難

で

あ

る
.が

茲

に

著

し

く

色

調

を

異

に

し

た

二

つ

の

傾

向

が

あ

る
。そ

れ

は

郎

ち

慈

悲

の

觀

念

で

あ

る
。慈
、悲
、喜
、捨

の

四

無

量

ー6

は

大

小

乘

の

逋

目

で
、小

乘

歡

に

あ

つ

て

も

慈

悲

の

觀

念

を

缺

く

ε

い

ふ

譯

で

も

な

い
。が

大

乘

歡

に

な

る

ε

其

色

彩

が

著

し

く

濃

厚

で
、慈

悲

を

以

て

其

生

命

ε

し

て

ゐ

る
。慈

悲

を

高

調

す

る

こ

ご

に

於

い

て

大

乘

は

決

し

て

小

乘

に

蕗

ち

な

い
。否

小

乘

の

そ

れ

に

比

す

べ
く

も

な

い
。慈

悲

の

觀

念

は

大

乘

に

至

つ
て

殆

ん

こ

そ

の

極

(6)



に

逹

し

た

ε

い

つ

て

よ

い
醤
佛

心

ご

は

大

慈

悲

是

れ

な

り
、無

縁

の

慈

を

以

て

諸

の

衆

生

を

攝

す
」1

ε

觀

無

量

壽

經

は

説

い

て

ゐ

る
。小

乘

に

於

い

て

は

阿

羅

漢

を

以

て

佛

道

修

業

の

極

果

ε

す

る

ε

人

々

は

解

す

る

が

こ

れ

は

別

に

誤

解

で

は

な

い
。小

乘

が

説

く

阿

羅

漢

は

自

利

に

甘

ん

す

る

聖

者

で

更

に

對

他

的

活

動

を

な

さ

な

い

も

の

で

あ

る
。
こ

の

淌

極

的

な

自

利

的

な

羅

漢

佛

激

に

封

し

て

利

他

博

愛

圭

義

を

標

榜

し

祗

會

救

濟

を

以

て

其

本

領

ε

す

る

積

極

的

な

徹

底

的

慈

悲

主

義

の

一

佛

敏

が

あ

る
。こ

れ

が

大

乘

佛

歡

で

あ

る
。然

ら

ば

大

乘

歡

の

最

高

目

的

は

何

ぞ

や
。自

ら

知

つ

て

入

に

歡

へ
自

ら

涅

槃

し

て

人

を

浬

槃

に

導

ー

佛

果

で
,あ

る
。即

ち

大

乘

の

諸

佛

菩

薩

は

畢

竟

衆

生

救

濟

を

以

て

唯

一
の

目

的

ε

す

る
。
か

丶

る

見

地

か

ら

大

小

乘

を

眺

め

み

る

ε

小

乘

は

羅

漢

圭

義

で

あ

り
、大

乘

は

佛

陀

主

義

で

あ

る

ご

云

つ

て

も

差

支

な

か
ら

う
。

岫昌

更

に

私

は

聲

聞

蓬

菩

薩

さ

の

名

目

を

借

つ

て

大

小

乘

の

読

明

を

補

つ

て

鬣

か

う

ε

思

ふ
。

聲

聞

蓬

は

梵

語

の

舍

羅

婆

迦

OQ
感
く
9
訂

で

元

來

佛

の

聲

歡

を

聽

聞

す

る

人

に

名

づ

け

た

も

の

で

あ

る
。從

つ

て

聲

聞

は

佛

弟

子

の

義

に

用

ひ

ら

れ

て

ゐ

る
。さ

れ

ば

舍

利

弗

目

逹

等

の

諸

大

弟

子

も

亦

等

し

く

聲

聞

ε

い

ふ

概

念

の

中

に

攝

せ

ら

れ

る

譯

で

あ

る
。然

し

後

世

菩

薩

思

想

の

發

展

に
俘

ひ

聲

聞

は

自

調

自

度

で

大

慈

悲

心

な

く

寂

靜

入

滅

を

現

想

ε

す

る

も

の

だ

ε

定

義

さ

れ

た
。而

し

(7



て

此

の
意

味

を

持

つ
た
「聲

聞
」
ε

い

ふ

言

葉

は

比

較

的

現

代

人

そ

の

も

の

を

よ

く

描

き

出

し

て

ゐ

る
。何

よ

い

も

自

分

が

大

切

だ
(且

調

主

義

ー

自

利

主

義
)他

人

よ

り
.も

ま

つ

自

分

だ
(無

慈

悲

ー

個

人

主

義
)而

し

て

自

分

さ

へ
安

樂

に

行

け

れ

ば

よ

い

の

だ
(寂

靜

入

滅

-
逸

樂

主

義
)
こ

れ

が

現

代

人

の

全

幅

で

あ

る
。さ

れ

ば

聲

聞

の

定

義

は

別

に

訂

正

せ

な

く

て

も

直

に

現

代

人

の

定

義

に

代

用

し

得

る

の

で

あ

る
。

だ

か

ら

此

の

意

味

に

於

い

て

現

代

を

聲

聞

時

代

ε

呼

ん

で

も

よ

い
。昔

印

度

に

興

つ

た

摩

訶

衍

の

蓮

動

は

畢

竟

此

の

聲

聞

救

濟

の

運

動

に

外

な

ら

な

か

つ

た
。

あ

丶
、恁

く

て

ま

た

現

代

の

瓧

會

は

純

交

化

的

な

大

乘

の

新

運

動

の

勃

興

を

要

望

し

て

や

ま

な

い

。
次

に

菩

薩

ε

い

ふ

の

は

梵

語

の

菩

提

薩

捶

しd
。
象
三
。・轟

毒

で

そ

の

譯

語

に

は

大

道

心

衆

生
、道

衆

生

(舊
譯
)又

は

大

覺

衆

生
、覺

有

情
(新

譯
)等

が

あ

る
。畢

竟

道

を

求

め

大

覺

を

求

む

る

大

人

に

名

づ

け

た

も

の

で

あ

る
。ε

こ

ろ

で

こ

の

菩

薩

ε

。い

ふ

思

想

は

一
般

に

大

乘

獨

特

の

も

の

ε

考

へ
ら

れ

て

ゐ

る
.ま

π

そ

う

考

へ
ら

れ

て

來

た

の

で

あ

る
.が

併

し

暫

ら

く

菩

薩

思

想

の

歴

史

的

磅

究

に

入

る
ご
、

そ

れ

は

決

し

て

大

乘

獨

特

の

思

想

で

は

な

く

寧

ろ

大

小

乘

共

通

の

思

想

で

あ

つ

た

こ

ε

に

氣

が

つ

く
。蓋

し

菩

薩

の

思

想

ど

法

身

の

思

想

ε

は

明

ら

か

に

大

乘

經

典

の

根

底

に

横

は

れ

る

二

つ

の

(8)



,大

な

る

流

れ

で

あ

る
.
.、
の

二

大

潮

流

が

流

れ

ー

て

大

乘

經

典

ε

い

ふ

信

仰

的

戯

曲

的

詩

的

大

女

學

が
出

來

上

つ
た

の

で

あ

る
.五

+

年

の
化

縁

既

に
盡

き

て
、佛

陀

が

賑

提

河

胖

沙

羅

双
樹

の

下

に
會

者

定

離

の

響

を

現

じ

給

ふ

や
、ま

つ
遺

弟

の

頭

を

惱

ま

し

た

唯

蚕

大

な

問

警

・今

の
今

ま

で

人

天

の

光

明

ε

仰

が

れ

て

ゐ

た

佛

陀

竺

體

如

何

な

つ
だ

ら

う

か

ε

い

ふ

に

あ

つ
た
・假

分

肉

體

は

滅

し

て

も

法

身

は

常

住

で

あ

る

ε

い

ふ

思

想

は

そ

の

後

問

も

な

ー

成

立

し

た

に

相

違

な

い
..
、
の

思

想

の

歴

史

的

發

展

の

説

明

は

非

常

に

興

味

の

あ

る

こ

ご

で

あ

る

が
・今

私

の

述

べ

ん

ε

す

る
菩

薩

思

想

に
臓

關

係

が

薄

い
.か
ら

省

略

す

嘉

、ε
も

角

注

身

常

住

の
思

想

が
結

果

の
方

面

か

ら

見

た

佛

陀

觀

で

あ

る

こ

ご

だ

け

は

理

解

し

得

ら

れ

だ

こ

ε

丶
思

ふ
。

赴
日
の

佛

歡

徒

は

更

に

.
、
の

偉

大

な

る
.佛

果

を

齎

ら

し

た

原

因

の

方

面

に

向

つ

て

も

少

な

か

ら

ナ

心

を

勢

し

た
.・、
の

原

因

の

方

面

か

ら

進

ん

で

出
來

上

っ

た

の

が

帥

ち

菩

薩

思

想

で

あ

る
・無

論

小

乘

歡

徒

も

こ

の

方

面

に

目

を

著

け

た

が
、こ

の

考

を

自

分

に
結

び

付

け

て
・こ

れ

を

自

身

の

上

に

實

現

せ

う

ε

は

し

陰

か

つ

た
.彼

等

は

唯

ア

ッ

サ

ニ

菩

薩

を

ば

佛

陀

の
前

身

だ

解

釋

し

π

に

過

ぎ

な

か

.つ

た
.

然

し

大

乘

歡

麓
葱

佛

陀

の
前

身

を

菩

薩

ε

し

て
嘆

美

す

る
女
け

で

は

止

ま

な

か

つ
π
.否
佛

陀

め

前

膏

を

菩

薩

葱

し

て
頌

す

る

よ

り

は
宰

ろ

自

己

の

生

活

の

上

に

で

れ

を

體

現

す

べ
戞

芦

26

慘

(9)



擔

し

た
.そ

の

結

果

こ

の

思

想

を

中

心

蓬

し

て

幾

多

の

圭

義

あ

る

圭

張

が

生

れ

た
。簡

明

を

欲

す

る

な

ら

ば

或

は

次

の

如

く

に

言

つ

て

も

よ

か

ら

う
。菩

薩

に

は

自

利
(自
,覺
)ご

利

他
(覺

他
)亡

の

二

つ

の

努

力

が

あ

る
。菩

薩

の

地

を

得

ん

ε

す

る

の

は

自

利

的

方

面

の

努

力

で
、
】
切

衆

生

を

成

佛

せ

し

め

む

ε

す

る

の

が

利

地

的

方

面

の

努

力

で

あ

る
。小

乘

歡

徒

は

菩

薩

の

智

慧

を

掴

む

で

佛

の

跡

を

迹

り

だ

い

ど

い

ふ
所

に

全

力

を

傾

倒

し

た

が
、大

乘

歡

徒

は

寧

ろ

一
切

衆

生

ご

共

に

佛

陀

に

至

ら

す

ん

ば

止

ま

ぬ

ε

い

ふ

大

慈

悲

ー6

の

體

現

に

熱

血

を

濺

い

だ
。こ

れ

が

聲

聞

佛

歡

ε

菩

薩

佛

歡

ε

を

分

か

つ

た

精

紳

上

の

差

異

で

あ

る
。

恁

し

た

全

く

色

の

蓮

つ

た

二

つ

の

思

想

の

流

れ

は

圭

ε

し

て

今

日

に

至

る

ま

で

東

洋

各

國

の

佛

歡

歴

更

を

作

り

上

げ

て

來

た

の

で

あ

る

が
、少

く

ε

も

東

洋

交

化

の

歴

史

を

彩

つ
て

來

た

も

の

は

摩

詞

衍

即

ち

大

乘

の

思

潮

で

あ

つ

た
。

四

小

乘

封

大

乘

の

名

が

果

し

て

何

聴

か

ら

印

度

交

化

史

上

に

現

は

れ

た

か

は

明

了

で

な

い
。尠

く

ご

も

そ

の

小

が

少

叉

は

劣

を

意

味

し

大

が

多

叉

は

勝

を

意

義

す

る

以

上
、小

乘

家

が

自

分

の

信

奉

す

る

宗

歡

を

小

乘

ε

稱

し

た

の

で

は

な

く
、大

乘

家

が

自

ら

大

乘

ε

稱

し
、他

を

貶

斥

し

て

小

乘

ε

な

し

た

こ

ε

は

容

易

に

想

像

が

つ

く
。從

つ

て

大

乘

の

名

稱

は

大

乘

歡

が

成

立

し

か

け

た

時

分

か

(10)



ら

既

に

用

ひ

ら

れ

て

ゐ

た

も

の

ら

し

い

か

ら
、大

乘

歉

が

略

組

立

て

ら

れ

た

時

分

に

は

小

乘

謝

大

乘

の

名

は

立

涯

に

出

來

上

つ

て

居

だ

こ

霍

で

あ

ら

う
。然

し

摩

訶

衍

の

精

神

は

更

に

古

く

か

ら

印

度

の

丈

化

吏

上

に

其

の

光

彩

を

放

つ

て

居

な
。

ヒ

マ

ラ

ヤ
山

下
、ガ

ソ

ヂ

ス

河

絆
、廣

漠

π

る

印

度

の

卒

野

に
、摩

訶

衍

の

女

牝

的

精

紳

が

灘

き

初

め

た

の

は
、今

か

あ

云

へ
ば

實

に

二

十

五

世

紀

の

遠

い
昔

で

あ

つ
た
。緑

濃

き

畢

波

羅

樹

下

に

端

坐

思

惟

し

内

外

の

惡

魔

を

降

伏

し

無

上

正

覺

を

取

似

て

覺

者

佛

陀

ε

な

つ
だ

釋

舞

は

慈

悲

の

梅

化

で

摩

訶

衍

の

源

泉

で

あ

り

丈

化

の

化

身

で

あ

つ

た
。
.

然

り
、釋

霹

の

全

人

格

は

自

利

々

他

の

摩

訶

衍

邏

動

で

あ

つ

た
。釋

曾

一
度

大

悟

の

境

地

に

逹

す

る

や
、慈

悲

の

至

情

は

茲

に

發

し

て

傅

道

ε

な

つ
た
。成

道

の

當

初

か

ら

鶴

林

の

ダ

ま

で

奪

き

傳

道

生

活

を

遒

ら

れ

た

の

で

あ

つ

た
。而

か

も

其

態

度

は

所

謂

命

懸

け

で

あ

つ

だ
。彼

の

虚

榮

の

僑

提

婆

が

一
日

阿

闍

世

王

ご

結

托

し

て

釋

奪

が

托

鉢

に
出

ら

れ

る

道

に

醉

象

を

放

つ

て

佛

を

臨

殺

せ

し

の

め

ん

ε

謀

つ

た

が

佛

は

こ

れ

を

豫

知

し

つ

丶
箏

常

の
逋

り

卒

氣

で

托

鉢

に

出

ら

れ

た

ε

い

ふ

記

事

が

五

分

律

な

ご

に

出

て

ゐ

る

が
、か

丶

る

敢

然

た

る

態

度

は

一
切

衆

生

を

救

濟

せ

す

ん

ぱ

止

ま

な

い

ε

い

ふ

内

に

燃

ゆ

る

大

慈

悲

が

な

か

つ

だ

な

ら

ば

こ

う

し

て

出

來

よ

う
⑩更

に

涅

槃

經

な

ざ

を

見

る

ε

八

十

に

迸

い

高

齡

で

其

上

大

病

な

る

に

も

.拘

は

ら

す
、少

t

も

病

苦

を

訴

ふ

る

事

も

な

(u)



ぐ

諄

々

ざ

し

て

須

賑

陀

羅

の

疑

義

を

解

か

れ

た

蓬

あ
㍉
る

が

こ

の

鱒
.
事

に

徴

し

て

も

釋

奪

が

白

熱

的

大

慈

悲

Y心

の

班

有

者

で

あ

つ

だ

ご

蓬

が

理

解

さ

れ

る

で

あ

ら

う
。更

に

一
歩

を

.進

め

て

云

、へ
ば

入

萬

四

千

の

注

門

は

や

が

て

釋

・釁

が

麼

訶

衍

邏

動

の

フ

そ

ル

ム

ぎ

も

見

ら

れ

る

φ

で

あ

る
。
こ

の

摩

訶

衍

の

精

騨

は

深

く

印

度

の

人

心

を

動

か

し

た

が
、殊

に

陶

育

王
、迦

膩

色

迦

両

王

は

こ

の

精

紳

99

め

體

現

者

ε

し

て

丈

化

事

業

を

興

し

龍

樹

馬

鳴

無

著

世

親

等

の

先

哲

は

多

く

の

大

乘

女

學

を

殘

し
、其

威

化

影

響

が

現

に

今

日

に

ま

で

及

ん

で

ゐ

る

ε

い

ふ

事

實

は

そ

れ

自

ら

に

於

い

て

既

に

印

度

交

化

皮

上

の

}
大

偉

觀

だ

る

を

失

は

な

い

の

で

あ

る
。

、印

度

の

大

乘

的

丈

化

は

忽

ち

他

國

に
傅

は

つ
だ
.ま

つ

東

漸

し

て
、西

域

の

人

交

を

培

ひ
、更

に

東

し

て

永

く

儒

歡

蓬

共

に

支

那

交

化

史

の

根

底

を

流

れ

た
。自

ら

中

國

ε

稱

し

中

華

ε

號

し

一
切

他

國

を

蔑

覗

し

て

戎

狹

蠻

夷

ε

な

し

自

國

の

交

物

典

章

の

美

を

誇

つ

て

敢

て

他

を

顧

み

な

か

つ

た

支

那

國

艮

が

佛

歡

の

慈

光

に

浴

す

る

こ

ε

に

な

つ
π

の

は

面

白

い
。支

那

に

於

け

る

摩

訶

衍

の

潮

勢

は

一
盛

=

袁
、時

に

或

は

現

は

れ
、或

は

か

く

れ

た

が
、か

の

隋

唐

の

交

化

に

は

多

大

の

貢

献

を

し

た

の

で

あ

つ

た
。私

は

印

度

及

び

支

那

に

於

け

る
摩

訶

衍

の

歴

史

的

發

展

に

就

い

て

多

く

を

吉

は

な

か

つ

た

が

そ

れ

は

印

度

及

び

支

那

に

於

い

て

は
「摩

訶

衍
」思

想

が

少

々

混

沌

ざ

し

て

ゐ

る

や

う

に
思

つ
π

か

ら

で

も

あ

る

が
、實

は

日

本

交

化

史

上

の

摩

訶

衍

を

少

し

く

詳

細

に

考

察

し

把

い

か

(12)



ら

で

も

あ

つ

た
。五

上

に

萬

世

一
系

の

天

皇

を

戴

き
、下

に

忠

愛

無

比

の

國

民

を

有

す

る

東

洋

の

美

國

に

摩

訶

衍

の

丈

化

が

入

り

込

ん

で

來

だ

の

は

矢

張

り

約

十

五

世

紀

の

遠

い

昔

で

あ

つ

た
。羅

馬

人

が

希

臘

思

想

を

受

け

繼

い

で

光

榮

あ

る

羅

馬

大

丈

明

を

築

き

上

げ

た

や

う

に
、日

本

は

叉

印

度

や

支

那

か

ら

の

儒

佛

二

歡

の

思

想

殊

に

大

乘

思

想

を

受

け

入

れ

て
、
こ

れ

を

同

化

し

以

て

光

彩

陸

離

た

る

日

本

交

明

を

建

設

し

た

の

で

あ

つ
た
。

私

は

日

本

交

化

更

の

研

究

に

入

る

蓬

き
、ま

つ

其

第

】
歩

博

し

て

佛

漱

並

に

其

經
典

交

學

を

理

解

せ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

ε

思

ふ
.か

丶

る

議

論

を

佛

歡

徒

た

る

私

の

口

か

ら

吐

く

ど

或

は

我

田

引

水

の

や

う

に

聞

え

る

か

も

知

れ

漁
。私

の

議

論

は

私

が

佛

歡

徒

た

る

こ

ε

に

於

い

て
、そ

れ

丈

け

效

果

が

少

な

い

か

も

知

れ

濾
。然

し

そ

れ

で

も

よ

い
。心

し

て

よ

く

こ

れ

を

理

解

す

れ

ば

私

の

議

論

の

正

當

な

る

こ

ε

が

證

明

せ

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る
。現

代

人

は

佛

歡

ざ

し

云

へ
ば

頭

か

ら

扶

香

臭

さ

い

や

う

に

考

へ

る

が

必

し

て

佛

典

を

繙

き
、眞

如

を

思

索

し

實

相

を

究

め

乃

至

極

樂

淨

土

の

何

た

る

か

を

湾

へ
た

な

ら

ば
、そ

は

西

洋

哲

學

の

そ

れ

ビ

別

に

逹

つ

た

も

の

で

な

い

こ

ε

に

氣

附

く

筈

で

あ

る
。一・且

っ

我

が

國

女

化

の

母

胎

が

佛

歡

殊

に

犬

乘

歡

な

る

こ

ε

を

知

る

ε

同

時

に

i
ー

知

識
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階

級

の

人

逹

が

案

外

に

佛

歡

を

知

ら

す
、阿

彌

陀

佛

や

大

日

如

來

の

何

た

る

か

を

さ

へ
辨

ま

へ
な

い

の

に

驚

か

さ

れ

る

沼

他

面

に

は

哲

學

的

思

索

養

成

の

上

に

は
、こ

の

上

も

な

い
寳

庫

だ

ξ

い

ふ

ご

ε

を

知

る

で

あ

ら

う
。こ

は

唯

佛

歡

を

哲

學

的

方

面

か
ら

觀

察

し

た

丈

け

で

あ

る

が
、更

に

佛

澂

ε

交

學

並

に

藝

術
、漱

育
、經

濟

等

こ

の

交

渉

を

考

覈

し

π

な

ら

ば
、そ

が

日

本

交

化

吏

上

に

於

け

る

位

置

も

自

ら

明

了

に

な

る

こ

ε

丶
思

ふ
。無

論

日

太
隔
の

丈

化

吏

を

論

す

る

か

ら

に

は
・ざ

う

し

て

も

儒

歡

を

そ

の

考

察

の

中

に

入

れ

な

け

れ

ば

な

ら

兎
。日

本

交

化

全

般

の

上

か

ら

見

る

聴

は
、よ

し

儒

歡

を

拔

き

に

し

て

も
、何

ε

い

ふ

て

も

佛

歡

丈

け

は

取

り

除

く

譯

に

は

往

か

な

い
。日

本

交

化

の

過

孚

は

佛

敏

か

ら

成

り

立

つ
、
て

ゐ

る

の

で

あ

る
。然

り
、今

日

ま

で

の

日

本

女

化

の

中

軸

は

少

く

ご

も

佛

歡

だ
。日

本

丈

化

の

母

胎

は

佛

漱

だ
。

か

丶

る

見

地

か

ら

す

る

ε
、日

本

交

化

史

は

大

體

四

時

期

に

分

け

ら

れ

る

ε

思

ふ
。

第

一
期

は

上

古

佛

歡

時

代

ご

も

稱

す

べ

さ

も

の

で
、三

韓

及

び

支

那

佛

歡

的

女

化

の

移

植

時

代

で

あ

る
。時

代

で

い

ふ

ε
欽

明

天

皇

の

頃

か

ら

光

仁

天

皇

に

至

る

凡

そ

二

百

年

間

に

當

る
。欽

明

天

皇

の

末

年
、新

來

の

佛

激

は

相

當

ヒ

ド

イ

目

に

出

遇

つ
π

が
、日

本

友

化

の

啓

導

者
、和

國

の

歡

圭

聖

徳

太

子

の

出

世

ε

共

に

摩

訶

衍

の

曙

光

は

顯

は

れ

た
。畏

多

い

話

だ

が
、國

史

を

繙

い

て

最

も

揄

快

に

堪

へ

ぬ

の

は

聖

徳

太

子

が

施

政

の

御

方

針

振

ε

明

治

大

帝

の

そ

れ

蓬

で

あ

る
。太

子

は

(14)



攝

政

の

重

職

℃

就

か

せ

給

ふ

や

施

政

の

大

方

針

を

+

七

憲

法

で

制

定

さ

れ
た
.「以

レ和
.
爲
駕

無
椛
.爲
レ

・宗
.人
皆

有
黨

、亦

勤
逹

者
寔

以
或

不
展

夏

鷲

肇

隣
駐
魏

一上

和
下
臨
藁

於

論
髴
・則
事
理
自

瀞

カ

ラ
ン

事

不
晟

」ε

は

其

笙

條

で

+

七

憲

法

の

大

要

を

茲

に

盡

し

て

居

ら

れ

る
.劈

頭

ま

つ

以
レ和

僞
レ貴

ε

逾

べ
て

和

の

徳

躑

ち

佛

歡

の
慈

悲
、摩

討

衍

の
眞

精

紳

を

高

調

さ

れ

だ

の

で

あ

る
.而

し

て
「篤

鑿

ニ

チ

窶

ご
寳

者

佛
、注
、僭
、也
.則

四

生

之

終

歸
、萬

化

之

極

宗
、何

世

何

人
.不
鸛

惣

翼

人

歡

尤

惡
蘢

軌
.乃
.
化
鍵

ソ
バ

セ

ラ

サ

ソ
マ
ガ

レ
ル
チ

不
・歸
.・三

寳
荷

以

直
柱

」ε

は

叉

そ

の

第

二

條

で

あ

つ

た
.更

に

勝

鬘

經

維

摩

經

な

ざ

を

講

じ

て

摩

訶

衍

の

精

神

を

出日
}
鯨

し
、以

て

日

本

女

化

の

基

を

築

か
.れ

た

の

で

あ

る
。太

子

の

御

事

跡

は

佛

歡

丈

化

史

上

の
御

事

跡

に

觸

れ

る

丈

け

で

も

こ

れ

で

は

足

ら

ぬ
.ま

だ

大

に

殘

つ

て

ゐ

る
.然

し

茲

處

で

は

こ

れ

を

詳

細

に

述

べ

る

餘

裕

を

持

た

ぬ

が

彼

の

四

院
葹

藥

院
、療

病

院
、悲

田

院
、嵌

田

院
)の

建

立

の

,如

き

は

確

か

に

摩

訶

衍

的

精

紳

の

具

體

的

表

現

で

あ

る

ε

い

ふ

こ

ご

丈

け

を

附

け

加

へ
て

置

き

た

い
。

而

し

て

奈

頁

朝

聴

代

に

入

る

ε

尤

も

大

膽

に

而

か

も

尤

も

痛

快

に

摩

訶

衍

の

歡

が

宣

簿

さ

れ

セ

事

で

あ

つ

洩

そ

う

し

て

金

光

明

經

ε

華

嚴

經

ε

は

實

に

そ

の

當

時

に

於

け

る

交

化

の

中

心

に

・な

つ

て

居

た
。當

聴

の

帝

王

は

こ

れ

等

の

經

典

に

據

っ

て

贅

澤

な

る

交

化

的

事

業

に

進

ま

れ

た
。當

ほ時

の

女

化

は

一
切

こ

れ

等

の

經

典

か

ら

拠

た
。政

治

も

女

學

も

農

業

も

將

た

經

濟

も
、更

に

繪

書

(16)



簓

刻

も

音

樂

も

將

た

慈

善

事

業

も
。

第

二

期

は

中

古

佛

歡

時

代

ε

も

稱

す

べ

き

も

の

で

謂

は

璽

密

歡

隆

興

の

聴

代

で

あ

る
。日

本

的

佛

歡

の

出

現

聴

代

で

あ

る
。時

代

の

上

で

は

桓

武

天

皇

か

ら

安

徳

天

皇

に

到

る

約

四

百

年

を

含

め

て
、髱

く
。假

り

に

奈

頁

朝

時

代

を

紳

佛

調

和

聴

代

ご

云

ふ

こ

蓬

が

出

來

る

な

ら

ば

丕
-
安

朝

時

代

は

紳

佛

融

合

時

代

ε

稱

し

得

や

う
。丕
-
安

漱

界

の

両

雄

傅

歡

弘

法

は

紳

佛

調

和

の

説

を

押

し

廣

め

て

本

地

垂

迹

の

説

を

高

揚

し
、以

て

純

日

本

的

佛

歡

を

建

設

し

た
。即

ち

祚

佛

融

合

時

代

を

出

現

せ

し

め

た
。
こ

れ

が

た

め

國

人

は

擧

つ

て

佛

激

に

向

つ

た

の

で

あ

つ
た
。梺

安

朝

の

丈

化

を

説

く

に

當

つ

て

そ

の

當

聘

に

於

け

る

漢

交

學

の

勃

興

を

見

逃

す

こ

ご

は

出

來

な

い

が
、何

ん

ε

云

つ

て

も

此

の

塒

代

は
「大

日
經
」、法

華

經
」
の

聘

代

で

あ

る
。東

台

二

密

の

聴

代

で

あ

る
。所

謂

密

歡

交

學

の

時

代

で

あ

る
。當

代

の

丈

化

は

其

の

源

を

茲

に

發

す

る
。大

甘

經

の

體

驗

者

弘

注

大

師

逕

法

華

經

の

高

唱

者

傳

歡

大

師

ε

が

孕

安

朝

の

女

化

の

源

泉

で

あ

る

こ

ε

は

國

史

を

繙

い

た

人

の

誰

し

も

知

る

所

で

あ

ら

う
。吉

葉

の

粗

放

ε

大

膽

ε

が

許

さ

れ

る

な

ら

ば
、私

は

丕
・
安

朝

の

女

化

史

は

簿

歡

弘

法

の

両

大

師

を

樞

軸

ξ

し

て

廻

轉

し

て

ゐ

た

ご

思

ふ
.そ

う

し

て

李

安

朝

の

末

葉

か

ら

鎌

倉

の

初

期

に

か

け

エ

觀

無

量

壽
經
」「阿

彌

陀

經
」等

の

經

典

丈

學

は

聘

代

の

背

景

ε

俟

つ

て

遂

に

猛

然

ε

し

て

新

宗

歡

め

蓮

動

者

た

る

源

信
、室

也
、萇

源

、注

然

等

の

學

徳

に

依

つ

て

提

唱

さ

れ

た
。而

し

て

こ

れ

等

の

聖

典
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・丈

學

は

可

成

深

く
、否

な

著

し

く

そ

の

國

氏

生

活

を

支

配

し

た

の

で

あ

る
。

第

三

期

は

迸

世

佛

歡

特

代

ビ

も

稱

す

べ

き

も

の

で

鎌

盒

武

門

政

治

の

初

頃

か
ら

迸

く

明

治

の

主

歐

復

古

に

到

る

約

亠
ハ
百

五

十

有

餘

年

を

含

む

の

で

め

る
。時

期

が

長

い

か

あ

一
概

に
述

べ
兼

ね

る

が
、宗

漱

ご

い

ふ

立

場

か

ら

云

へ
ば

榮

西
、道

元
、親

鸞
、日

遘

等

の

傑

儔

が

出

て

佛

歡

が

日

本

佛

歡

ε

し

て

愈

々

精

紳

的

丈

化

の

基

礎

を

固

め

た

聘

で

あ

る
。而

し

て

其

當

聴

文

化

の
源

泉

霍

な

り

民

衆

を

動

か

し

つ

丶

あ

つ

た

經

典

亠久
學

は

矢

張

り

法

華

經
、觀

無

量

壽

經
、無

量

壽

經
、般

若

經
、楞

伽

經

及
期ぴ

首

樗

嚴

經

な

ざ

で

あ

つ

た
。
一
體

日

本

人

が

信

仰

的

自

覺

に

入

り

自

勞

の

宗

歡

は

自

分

で

理

解

し

自

分

で

證

得

し
ゐ得

る

宗

歡

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

ε

考

へ
出

し

た

の

は

少

く

ビ

も

鎌

倉

時

代

で

あ

る
。換

盲

す

れ

ば
「人

間
」を

重

く

考

へ
出

し

た

の

は

少

く

ビ

も

鎌

倉

聘

代

の

こ

ご

で

あ

る
。鎌

倉

の

新

宗

澂

殊

に
淨

土

澂

の
勃

興

の

原

因

に
は

い

ろ

ー

-あ

ら

う

が

報

本

は

人
間

に

關

す

る
も

の

で

あ

つ

た
。天

台

の

止

觀

や

眞

睿

の

歡

相

や

事

相

は

誠

に

結

構

だ

が
、肝

心

の
「人

間
にを

忘

れ

て

ゐ
た
゜

・
機
根
」を

忘

れ

て

ゐ

た
。鰍

嗹

握

る

百

姓
、算

盤

を

手

に

す

る

町

人
へ
さ

て

は

弓

矢

持

っ

武

士

に

は

遘

切

で

は

な

か

つ

た
。覗

し

て
、五

障

三

從
、女

入

禁

制

ビ

い

ふ

非

自

由

衡

の

銘

を

打

た

れ

た

婦

人

に

拡

天

台

も

眞

吉

も

等

し

く

無

用

の
丶
長

物

で
コ
あ

つ

た
。自

由

の

な

い
癇
、何

處

"

人

間

が

あ

ら

う
。人

問

の

な

き

斬
『何

處
貰
龍

文
、化

が

あ

ら

う
。茲

賦

人

間

の

解

放

を

高

調

し
、婦

人

の

自

由

を

絶

叫

し

た

の

は

法

然

《ユ7)



上

人

の
淨

土

歡

で

は

な

か

つ

た

か
。

「法

門

は

牛

角

だ

が

機

粮

較

k

に

は

源

室

勝

ち

π

り
」を

標

榜

も

た

の

は

注

然

上

人

の

宗

激

改

革

蓮

動

で

は

な

か

つ

た

か
。甞

つ

て

は

源

光

に

は

大

聖

或

殊

に

擬

せ

ら

れ
、皇

圓

に

は

台

宗

の

棟

梁

た

ら

ん

こ
と

を

勸

め

ら

れ
、智

慧

第
二

の

法

然

房

ご

し

て

當

代

儲

宗

の

龍

象

を

驚

嘆

せ

t

め

だ

法

然

上

人

が
、自

ら
厂十

惡

の

法

然

房
」「愚

痴

の

法

然

房
言

名

乘

つ

て
「
爾
丈

坏
・通

の

陰

陽

師

の

申

す

念

佛

も

也源

室

が

念

佛

ε

全

く

か

は

り

め

な

し
」ご

繩

叫

せ

ら

れ

た
宣

こ

ろ

は
、確

か

に

人

間

注

い

ふ

も

の

を

大

切

に

せ

ら

れ

た

こ

ビ

が

解

か

る
。恁

く

し

て

信

廊

は

解

放

さ

れ
「人

間

性

の

宗

歡
」は

提

唱

さ

れ

た

め

で

あ

る
。
こ

の

改
造

の

新

宗

激
、慈

悲

主

義

の

宗

歡
、卆

等

圭

義

め

宗

歡

は

や

が

て

純

女

馳

的

宗

歡

で

は

な

か

ら

う

か
。こ

の

新

宗

歡

が

正

宗

國

師

や

親

鸞

上

人

等

・に

依

つ

て

高

揚

せ

ら

れ

愈

々

民

衆

に

歡

迎

せ

ら

れ

た

こ

ε

は

贅

説

す

る

ま

で

も

な

か

ら

う
。

思

ふ

に

鎌

倉

時

代

ほ

ご

八

間

を

大

切

に

考

へ
た

時

代

憾

な

い
。激

機

聘

國

序

の

五

義

綱

格

を

提

げ

て

立

つ

た

日

蓮

上

人

の

注

華

圭

義

も

亦

物

人

間

性

の
"察

歡

で

は

な

か

つ
た

か
。唯

淨

酬土

歡

56

其

這

行

の
み

を

異

柔

る

た

丈

化

運

動

で

は

な

か

つ
た

か
。今

め

人

間
、今

の

聴

代
、今

の

旧

本
、今

の

澂

界

に

於

い

て

は

唯

爾

注

嘩

經

の

弘

逋

φ

る

の

み

蓬

確

信

し

だ

日

撞

上
入

の

態

度

は

一
轉

し

て

猛

烈

な

る

拆

伏

主

義

ε

な

つ

た
、新

た

に

毛

色

の
變

つ

た
「人

間

性

の

宗

歡
」を

打

ち

立

て

や

う

ε

す

る

の

(18)



に

は
、」

面

に

於

い

て

他

を

拆

伏

す

る

必

要

が

あ

る

ε

信

じ

た

か

ら

で

あ

る
。そ

の

拆

伏

は

喧

嘩

腰

の

そ

れ

で

は

な

意

し

て

法
r華

宣

傳

の

た

め

の

方

便

の

拆

伏

で

あ

つ
た
。人

間

を

愛

す

る

ね

め

の

慈

悲

の

拆

伏

で

あ

つ

た

ζ

私

は

思
もふ
。

,
然

り

而

し

て
、榮

西

道

元

の

禪

風

が

日

本

の

丈

化

史

殊

に

足

利

時

代

の

交

化

ε

始

終

し

て

ゐ

か

こ

蓬

は

言

ふ

ま

で

も

な

い
。殊

に

榮

西

の

禪

風

は

政

治

上

の

權

力

ε

附

隨

し

て

愈

々

其

當

時

の

交

化

ε

交

渉

を

續

け

た

の

で

あ

る
。我

が

國

が

支

那

ε

逋

商

を

し

た

聴

に

彼

此

の

問

に

立

っ

て

交

渉

の

任

に

當

つ

た

も

の

は
、多

く

は

榮

西

の

末

徒

臨

濟

宗

の

僭

徒

で

あ

つ
た
。且

つ
求

法

の

た

め

に

支

那

に

渡

航

す

る

も

の

も

極

め

て

多

く
、從

つ

て

支

那

の

新

交

學

の

如

き

も

亦

だ

彼
・等

に

依

つ

て

續

い

て

輪

入

さ

れ

た
。徇

ほ

且

つ
彼

等

は

丈

壇

歌

壇

を

獨

占

し

漢

詩

を

作

り

和

歌

を

物

し
、叉

謠

曲

を

創

め
,更

に

筆

を

丹

青

に
、染

め

て

繪

讖

界

の

面

目

を

一
新

し
、叉

音

樂

ま

で

も

司

つ

た
。實

に

當

代

交

明

の

主

權

を

握

り

山久

明

の

中

心

で

あ

つ

た

も

の

は

禪

僑

殊

に

臨

濟

の

宗

徒

で

あ

つ

た
。否

な

主

こ

し

て

五

山

の

僑

侶

で

あ

つ

た
。戰

亂

止

む

職

な

く

學

問

地

を

掃

ひ

大

學

は

す

た

れ

國

學

も

亦

す

た

へ

れ
、朝

廷

内

に

於
・け

る

世

襲

の

儒

家

ま

だ

精

紳

畋

に

死

せ

る

の

時
、獨

り

五

山

十

刹

は

街

ほ

依

然

蓬

し

て

學

者

の

淵

叢

で

あ

つ

た

の

で

あ

る
。
こ

の

間

獨

り

臨

濟

禪

の

み

斯

く

の
如

く

隆

盛

で

あ
う

た
、

の

で

は

な
'い
。邁

.元

の

禪

門

も

亦

だ

民

衆

の

間

に

生

き

殊

に

圓

明

國

師

並

び

に
・峨

山

禪
、師

以

後

は

(1q)



西

は

中

國

地

方

よ

り

北

は
奥

勿

地

方

に

そ

の

勢

力

を

扶

植

し

た

の

で

み

る
。徳

川

時

代

に
・入

つ

て

は

黄

檗

宗

の
偉

來

が

あ

る

け

れ

こ

も

多

く

を

吉

ふ

必

要

が

な

い
。徳

,川

時

代

に

於

い

て

は

元

祿

亨

,保

か

ら

丈

化

丈

,政

に

か

け

て

}
種

の

日

本

女

化

の

發

生

を

見
.た

が
、佛

歡

的

丈

化

は

徳

川

の

保

護

敬

策

に

俵

つ

て

一
時

其

影

を

薄

く

し

て

了

つ

だ
。其

後

我

が

國

人

は

新

ら

し

く

泰

西

の

丈

化

ー

基

督

歡

的

丈

化

ー

に

突

き

當

つ
た

こ

ピ

で

あ

る
。

第

四

期

は

信

仰

解

放

時

代

さ

も

稱

す

べ

き

も

め

で

明

治

維

新

以

後

今

日

に

至

る

ま

で

璽

あ

る
。

私

は

此

の

時

期

を

思

ふ

聴
、端

な

く

も

印

度

の

至

聖

釋

奪

亡

支

那

の

至

聖

孔

子

ε
泰

西

の

至

聖

基

督

亡

が

謀

ら

・す

も

伊

勢

大

廟

の

廟

前

で

落

ち

遭

っ

た

や

う

な

氣

が

す

る
。こ

の

三

大

至

聖

の

圭

張

は

決

し

て

相

背

馳

す

べ

き

も

の

で

は

な

く

互

に

相

扶

け

て

艮

本

の

新

交

化

を

建

設

す

べ

き

も

の

で

あ

ら

う

ε

思

ふ
。叉

そ

う

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

以

上

の

叙

述

は

經

典

丈

學

の

上

よ

り

見

た

る

日

本

丈

化

を

ホ

ソ

の

素

通

り

式

に

見

だ

丈

け

で

あ

る

か

ら
、今

少

し

く

國

民

生

活

ε

聖

典

丈

學

ε

の

關

係

に

就

い

て

數

行

を

費

さ

う
。國

民

生

活

の

反

映

は

確

か

に

國

民

丈

學

に

顯

は

れ

る

か

ら

私

は

便

宜

上

國

民

文

學

に

顯

は

れ

た

る

佛

歡

を

見

る

こ

ε

丶

す

る
。王

朝

聴

代

殊

に

奈

萇

朝

聴

代

は

兎

も

角

卆

安

朝

時

代

の

丈

學

ε

雖

も

佛

漱

經

典

の

影

響

ε

い

ふ

邊

か

ら

い

ふ

ご

其

の

威

染

は

未

だ

薄

い
。源

、民

物

語
、更

科

日

記
、榮

華

物

語

な

ざ

が

(2b)



ま

つ

佛

激

的

色

彩

の

濃

厚

な

る

も

の

で

あ

ら

う
。而

し

て

鎌

倉

時

代

に

入

る

ε

佛

歡

的

臧

化

の

宏

大

な

る

に

驚

く
。
一
度

李

家

物

語
」源

丕
・
盛

衰

詑
、方

丈

記

等

の

冐

頭

の

交

を

讀

め

ば

如

何

に

佛

歡

思

想

が

國

民

文

學

卸

ち

國

民

生

活

に

影

響

し

て

居

る

か

～

解

か

る

で

は

な

い

か
。更

に

室

町

時

代

に

入

る

ど

佛

歉

思

想

の

影

響

は

盆

々

其

勢

力

を

伸

ば

し

た
。若

し

當

時

の

隨

筆

物

及

び

謠

曲

を

手

に

し
、五

田

交

學

を

考

へ

右

蓬

き

は

蓋

し

思

ひ

孚

に

過

ぎ

る

で

あ

ら

う
。徳

川

時

代

に

な

る

蓬

所

謂

民

衆

本

位

の

丈

學

が

發

逹

し
、現

世

的

快

樂

主

義

の

思

想

が

横

行

し

π

け

れ

4"/J
も
、矢

張

り

其

交

學

の

中

に

ば

佛

歡

思

想

が

到

る

處

に

織

り

込

ま

れ

て

ゐ

る
。因

果

物

語

に

せ

よ
。淨

瑠

璃

に

せ

よ
。脚

本

に

せ

よ
。將

π

小

謠

に

せ

よ
。明

治

時

代

に

入

る

ε

室

氣

は

コ

ロ

リ

蓬

變

る
。西

洋

交

化

の

輸

入

ビ

共

に

丈

學

的

作

品

は

圭

ε

し

て

西

洋

の

翻

譯

物

に

代

つ

て

行

つ

だ
。結

局

明

治

の

女

學

は

西

洋

の

そ

れ

の

追

從

に

す

ぎ

ぬ
.從

う

て

こ

れ

等

の

交

學

に

は

眞

の

力

が

な

い
。員

に

力

あ

る

國

民

的

交

學

は

今

後

の

問

題

で

あ

る
。私

は

早
・く

國

民

的

大

交

學

が

出

現

せ

ん

こ

ε

を

所

念

し

て

止

ま

ぬ
。

更

に
進

ん

で

日

本

民

族

が

遏

去

に

描

い

だ

所

の

政

治
、浩

鐘

、藝

術
、歡

育
、殖

産

工

業

乃

至

經

濟

等

の
各

力

の

事

象

に

就

い

て

觀

察

を

進

め

て

行

け

ば

悉

く

佛

歡

ざ

交

渉

の

な

い

も

の

ば

な

い

の

で

あ

つ

て
、直

接

間

接

何

等

か

の

關

係

を

持

っ

て

ゐ

る
。

六
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斯

く

叙

し

來

2

た

私

は

靜

か

に

印

度

の

大

哲

龍

樹

菩

薩

の
「大

智

度

論
」を

讀

む
。

「磨

訶

衍

は

廣

大

な

り
、諸

乘

諸

道

皆

摩

訶

衍

に

入

る
。聲

聞

乘

は

狹

小

に

し

て

摩

訶

衍

を

受

け

す
、嬖

へ
ば

恒

河

の

大

流

を

受

け

ざ

る

が

如

し
、共

狹

小

な

る

を

以

て

の

故

な

り
。大

海

は

能

く

衆

流

を

受

く

其

廣

大

な

る

を

以

て

の

故

な

り
。摩

訶

衍

の

法

も

亦

た

是

の

如

し
。」(大
智
度
論
卷
四
)

監龍

樹

に

ε

つ

て

は
、
】
切

の

宗

歡
、
一
切

の

交

學
、
一
切

の

哲

學

は

こ

れ

摩

訶

衍

に
過

ぎ

な

か

つ
だ
。

今

日

の

デ

モ

ク

ラ
'シ

ー

も

人

道

主

義

も

乃

至

杢

人

圭

義

も
。
こ

れ

は

獨

り

龍

樹

が

歡

界

に

野

す

る

宣

言

書

で

は

な

い
。龍

樹

の

ロ

を

借

つ

て

出

た

大

聖

佛

陀

の

宣

言

書

で

あ

る
。

更

に

龍

樹

が

摩

訶

衍

を

讃

嘆

し

た

一
文

を

次

辱
摘

げ

る
。

「此

の

大

乘

を

得

た

る

人

は
、能

く

一
切

の

樂

ご

利

盆

蓬

を

與

ふ

る

に
實

法

を

以

て

し
、無

上

道

を

得

せ

し

む
。此

の

大

乘

を

得

た

る

人

は
、
一
切

溜

慈

悲

す

る

が

故

に
、頭

目

を

以

て

布

施

し
、之

を

捨

つ

る

こ

ビ

草

木

の

如

く

す
。

此

の

大

乘

を

得

泥

る

人

は
、清

淨

の

戒

を

護

持

し
、釐

牛

の

尾

を

愛

し

て

身

の

壽

命

を

惜

ま

ざ

る

が

如

く

す
。

・
此

の

大

乘

を

得

泥

る

人

は
、能

く

無

生

忽

を

得
、若

し

身

を

割

截

す

る

こ

ε

有

る

も
、之

を

硯

る

こ

ご

草

を

斷

す

る

が

如

し
。

(22)



此

の

大

乘

を

得

た

る

人

は
、精

進

し

て

厭

き

倦

む

こ

蓬

な

く
、力

め

行

じ

て

休

息

せ

ざ

る

こ
ご
、

大

海

を

抒

む

者

の

如

く

す
。

此

の

大

乘

を

得

た

る

人

は
、廣

く

無

量

の

定

を

修

し
、瀞

逋

聖

道

の

カ

、清

淨

に

し

て

自

在

を
得

此

の

大

乘

を

得

た

る

人

は
、諸

の

法

相

を

分

別

し
、實

智

慧

を

壞

す

る

こ

ε

無

く
、是

の

中

に

己

に

不

可

思

議

の

智

ε
、無

量

の

悲

心

の

力

ε
、を

具

足

し
、二

法

の

中

に

入

ら

す

し

て
、等

し

く

一
切

の

法

を

觀

す
。

驢

馬

も

馳

象

も

乘

す

る

こ

ε

は

同

㌔じ

し

ざ

雖

も

相

匹

ぱ

す
、菩

薩

己

及

び

聲

聞

ε

の
・大

小

も

亦

た

是

の

如

し
。

摩

詢

衍

の

人

は
、大

慈

悲

を

軸

注

な

し
、智

慧

を

両

輪

ビ

な

し
、精

進

を

快

馬

ε

な

し
、戒

定

を

以

て

銜

f、
な

し
、忽

辱

心

を

鎧

ε

な

る
、總

持

を

轡

勒

蓬

な

し
、能

く

一
切

を

度

す
。」(大
智
度
論
巻
西
)

而

し

て
「摩

訶

衍
」
の

體

驗

者

弘

注

大

師

は

左

の

如

く

所

信

を

披

瀝

し

て

後

世

に

示

し

だ
。

夫

の

諸

佛

の

事

業

は

大

慈

を

以

て

先

ε

し
い菩

薩

の
行

願

は

大

悲

を

以

て

本

ε

な

す
。慈

は

能

く

樂

を

與

へ
、悲

は

よ

く

苦

を

拔

く
。拔

苦

與

樂

の

基

入

に

正

路

を

示

す

是

れ

な

り
。(性
靈
集
卷
八
)

引

用

丈

は

最

早

こ

れ

以

上

蛇

足

で

あ

る

か

も

知

れ

ぬ

が
、私

は

是

非

注

も

注

然

上

人

の

≒

丈

を

乱左

に

附

け

加

へ
て

置

き

乾

い
。
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菩

提

心

に

就

き

諸

宗

の

所

立

同

じ

か

ら

す
。善

導

の

意

は

自

ら

先

づ

淨

土

に

生

じ

て

菩

薩

大

悲

の̀

願

行

を

滿

足

七

て

後
、還

り

て

生

地

に

入

り
、遍

く

衆

生

を

度

せ

ん

ε

欲

す
、卸

ち

此

心

を

菩

提

心

ε

名

く

る

な

り
。(漢
語
燈
録
)

誠

に

摩

訶

衍

こ

そ

は

大

慈

悲

心

を

軸

ε

な

し
、智

慧

を

両

輪

ε

し

た

も

の

で

あ

る
。從

つ

て

此

家

-化

は

こ
國

の

丈

化

ε

始

終

す

べ

き

も

の

で

は

な

い
。廣

く

人
'類

全

體

の

女

化

ε

始

終

す

べ

き

も

の

で

あ

る
。(さ
り

蓬

て
、國

家

圭

義

ε

衝

突

す

る

も

の

で

は

な

い
。從

つ

て

民

族

的

自

覺

印

ち

愛

國

心

蓬

矛

盾

す

る

も

の

で

は

な

い
、)こ

の

精

紳

は

如

何

な

る

國
、如

何

な

る

場

所
、如

何

な

る

時

に

於

て

も

不

斷

に

眞

實

の

力

を

與

へ
で

止

ま

ぬ
。こ

の

精

紳

が

な

け

れ

ば

眞

實

の

丈

化

は

破

滅

す

る

外

は

な

い
。

然

り
、摩

訶

衍

は

爽

化

の

母

胎

で

あ

り

中

軸

で

あ

る
。茲

に

摩

訶

衍

の

丈

化

的

意

義

が

嚴

存

す

る
。

聘

代

の

要

求

た

る

世

界

改

胱旭
の

標

的

が

麼
㎝訶

腑伽
的

精

軸胛
の

實

現

だ

ε

叫

び
、更
[
に

一
國

一
計
価
會

に

止

ま

ら

す

世

界

人

類

の

た

め

に

此

の

精

神

を

實

現

す

る

こ

ε

が

大

切

だ

ざ

云

へ
ば
、そ

は

一
個

の

理

想

論

だ

こ

し

て

批

難

す

る

人

も

あ

ら

う
。そ

れ

は

尤

も

な

話

で

あ

る
。自

己

の

幸

繭

を

増

進

し
-人

.類

の

幸

輻

を

完

う

す

る

に

は

是

非

ε

も

民

族

や

國

家

の

立

場

に

立

π

ね

ば

嘘

で

あ

る
。日

本

民

族

ε

摩

訶

衍

ー

こ

の
両

者

は
約

U
千

三

百

年

間

提

携

し

て

日
本

丈

化

史

を

織

り

出

し

た

の

で

は

な

い

か
。而

し

て

日

本

民

族

の

最

も

親

し

い

宗

歉

は

摩

訶

衍

即

ち

大

乘

佛

澂

で

は

な

か

つ

た

か
。か
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ー

の

如

く

長

い

歴

史

を

持

つ

て

ゐ

る

摩

訶

衍

は

今

日

で

は

塗

く

日

本

化

せ

ら

れ
、最

早

印

度

の

も

め

で

も

な

け

れ

ば

支

那

の

も

の

で

も

な

い
。A
」
日

で

は

全

く

日

本
、
の

も

の

で

あ

る
。日

本

民

族

の

も

の

で

あ

る
。此

の

意

味

に

於

い

て
、摩

訶

衍

は

確

か

に

日

本

民

族

の

上

に

立

脚

し

た

世

界

的

精

紳

蓮

動

の

力

素

だ

逕

思

ふ
。

世

界

は

今

や

大

な

る

轉

換

期

に

臨

ん

で

ゐ

る
。轉

換

期

は

一
面

に

於

い

て

危

險

性

を

帶

び

る
。而

し

て

世

界

人

類

は

等

し

く

徹

底

的

真

實

丈

化

の

建

設

を

急

ぎ
、そ

の

運

動

を

待

ち

焦

れ

て

ゐ

る
。二

め

種

の

世

界

的

精

神

運

動

帥

ち

摩

訶

衍

的

新

蓮

動

の

火

葢

は

果

し

て

何

處

の

國

で

切

ら

れ

る

で

あ

ら

う

か
。米

國

が

先

ん

す

る

か
、日

本

が

先

ん

す

る

か
、將
,た

英

國

が

起

す

か
。世

界

改

造

の

】
大

轉

　

,期

に

當

つ

て
常

に

遲

れ

勝

ち

で

あ

つ
た

我

が

國

に
於

い
て

世

界

的

摩

訶

衍

蓮

動

の
第

一
聲

を

擧

,dげ

た

い

ざ
田
心
ふ
。

i

(
U-i;
t10
・
]
o
・十
五
・稿
了
)i

選

擇

集

古

版

木

の

發

見

及

び

古

版

本

の

種

類

(委

稿
)

藤

堂

砧

範

余

は

日

常

職

務

の
關

係

か
ら

希

覯

珍

書

に
接

す

る

機

會

多

き

を

以

て
、宗

祀

撰

述

の
邏

擇

集

の

(25ウ


