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と

い

う
よ

う
な
問
題

が
生
ま
れ
て

き
た

。

こ

の

よ

う
な
状
況
の

中
で

仏
教

が
誕
生
し
た

。

個

体
の

精

神
的
至

福
あ
る

い

は

救

済
は

、

そ
れ
以

前
の

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド

に

も
認
め
ら

れ
る

が
、

そ
の

後
の

仏
教
が

イ
ン

ド
思
想
史

に
お
い

て

提
示
し
た

宗
教
的
財
で

あ
っ

た
。

ヤ

ス

パ

ー

ス

は、

ブ
ッ

ダ
、

ソ

ク
ラ

テ

ス
、

孔

子、

イ
エ

ス

が
生

き
た

時
代
を

枢
軸
の

時

代
と

名
づ

け

た

が、

こ

の

枢
軸
の

時
代
を
そ
れ
以

前
の

時
代
と
区
別

す
る

も
の

は
個
体

の

精
神
的
至

福
で

あ
っ

た
。

こ

の

宗
教
的
財
を
仏
教
は

紀
元

前
後
ま
で

は

い

わ
ば

専
有
し

て

い

た
。

　

三
　
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
の

台
頭

　

紀
元
後
に

は
状

況
が
異
な
っ

て

き
た

。

仏
教
の

誕
生
以
前
に

ヴ
ェ

ー

ダ

の

宗
教
は

勢
力
を

弱
め

て

い

た
が
、

仏
教
や
地
域
の

文
化
を

吸
収
し

て

新

し

く
台
頭
し
て

き
た
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
も
ま
た

個
体
の

精

神
的
至
福
に

焦
点

を

当
て

始
め
た
か
ら

だ
。

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

哲
学
の
一

派
ヴ
ァ

イ
シ

ェ

ー

シ

カ

学

派
の

『

ヴ

ァ

イ

シ

ェ

ー
シ

カ

経
』

（

一
・
一
）

（

二

世

紀
頃
の

編

纂
）

は
、

ダ

ル

マ

に

基
づ

い

て

現
世

利
益
（
ア

ビ

ウ

ダ

ヤ
）

と

精
神
的

至
福

（

ニ

ヒ

シ
ュ

レ

ー

ヤ

サ
）

が

あ
る

と

述
べ

る
。

個
体
の

精

神
的

至
福
を
追

求

す
る

ヨ

ー
ガ

の

行
法
は

、

初

期
仏
教
に

お

い

て

重
視
さ

れ
て

い

た
が

、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教
で

も
注
目
さ

れ
る
よ

う
に

な
っ

た
。

「

ヨ

ー

ガ

経
』

の

編

纂
は
二

〜
四

世
紀
と

考
え
ら

れ
る

。

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド
を
新
し

く
解
釈
し

な

お
し
た

ヴ
ェ

ー

ダ
ー

ン

タ

学

派
の

シ

ャ

ン

カ

ラ

（
八

〇
〇

年
頃
）

も

『

バ

ガ

ヴ

ァ

ッ

ド
・

ギ
ー

タ

ー
』

注
の

序
で

ア

ビ

ウ

ダ
ヤ
と

ニ

ヒ

シ

ュ

レ

ー

ヤ
サ
の

二

種
の

基

本
的
財
と
し
て

述
べ

て

い

る
。

　

四

　
イ
ン

ド
仏

教
の

消

滅

　
こ

の

よ

う
に

ヒ

ン

ド
ゥ

i
教
が

精
神
的
至

福
を
基
本
的
な

財
と
し
て

提

示

す
る

よ

う
に

な
る

と
、

仏
教
は

社
会
に

提
示
す
る

財
を

失
っ

て

い

っ

た
。

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
は
入
生
儀

礼
や

現
世
利
益
を
求
め

る
供
養
（
プ
ー

ジ

ャ

ー
）

を

積
極
的
に

執
行
し

て

い

た
が、

仏
教
は
そ
う
し
た
儀

礼
に

は

冷

淡
で

あ
っ

た
。

密
教
は
儀

礼
を

積
極
的
に

取
り
入
れ
た
が、

仏

教
全

体
の

勢

力
を
回
復
さ
せ
る
こ

と
は
で

き
な
か
っ

た
。

僧
院
中
心
主
義
を
採
っ

て

い

た
仏
教
は

、

イ
ス

ラ

ー

ム

に

よ

り
仏
教
僧
院
が
襲
撃
さ
れ
る

と
、

急
速

に

衰
退
し
た

。

一

方
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
の

知
識
や
儀
礼
は
そ
れ
ぞ
れ
の

家

で

伝
授
さ
れ
て

い

っ

た
。

ま
た、

イ
ス

ラ

ー

ム

は
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
を
強
制

的
に

改
宗
さ
せ
る

こ

と
は
し

な
か
っ

た
。

俗
な
る
世

界
の

な
か
で

明

確
な

財
を
示
す
こ

と
の

で

き
な

く
な
っ

た
イ
ン

ド
仏
教
は
、

イ
ン

ド
亜

大
陸
よ

り

消
滅
し
た

。

北
イ
ン

ド
が

イ
ス

ラ

ー

ム

の

政
治
的
支

配
を

受
け
る

よ

う

に

な
る

と
、

ベ

ト
ナ
ム

、

カ

ン

ボ

ジ
ア

な
ど
の

東
南
ア

ジ
ア

諸
地
域
に

お

い

て

流

布
し
て

い

た
ヒ

ン

ド

ゥ

i
教
お
よ

び

大
乗
仏

教
も

急
速
に

衰
え

た
。

そ
の

後
、

こ

れ
ら
の

地
域
に

お
そ
ら
く
一

四
、

五

世
紀
に

な
っ

て

テ

ー

ラ

ヴ
ァ

！
ダ
仏
教
が

流

布
し、

今
日

に

至
っ

て

い

る
。

ミ

ャ

ン

マ

ー

に

お

け
る

国
家
・

サ
ン

ガ

関

係

藏

　
本

龍

介

　

問
題
設

定

　
上
座
仏
教

徒
社

会
の

「

近
代
」

を

考
え
る
上
で

は
、

植
民
地

化
の

イ

ン

パ

ク
ト
を

検
討
す
る

こ

と

が
不

可
欠
で

あ
る

。

ミ
ャ

ン

マ

ー

の

サ

ン

ガ

（

出
家
者
集
団）

に

と
っ

て
、

植
民
地
化
の

イ
ン

パ

ク

ト
と
は
、

何
よ

り

も

経
済
的
な

問
題
と
し

て

現
れ

た
。

そ
こ

で

本
発

表
で

は
、

 
植
民
地

化

に

よ
っ

て

国
家
・

サ
ン

ガ

関
係
は

ど
の

よ

う
に

変

化
し
た
の

か
、

 
そ
う
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し
た
変

化
の

中
で
、

サ

ン

ガ

は

ど
の

よ

う
に

存
続
し
え
た
の

か
と
い

う
問

題
を

、

経

済
的
な

問
題
に

注
目
し
て

検

討
す
る

こ

と
を
目
的
と

す
る

。

　
一
　

植
民
地

化
の

イ

ン

パ

ク

ト

　

自
ら

財
を

獲
得

す
る
こ

と

が
で

き
な
い

サ
ン

ガ

は
、

在

家
者
か

ら
の

「

布
施
」

に

依
拠

す
る

必
要
が

あ
る

。

こ

の

よ

う
に

経
済
的
に

脆
弱
な
サ

ン

ガ

が、

南
・

東
南
ア

ジ
ア

社

会
に

お
い

て

定
着
・

存

続
す
る

こ

と

が
で

き
た
の

は
、

国
家
（

王

権
）

の

強
力
な
庇

護
が
あ
っ

た
か

ら
で

あ
る

。

つ

ま

り
伝
統
的
な
上

座
仏
教

国
家
に

は、

王

権
が
サ
ン

ガ

を
物

質
的
に

支
援

し、

そ

う
し
た
サ
ン

ガ

の

存
在
が
王
権
の

支
配
を
正
当

化
す
る

と
い

う
共

生

関
係
が
あ
っ

た
。

も
ち
ろ

ん
、

一

般
の

在
俗
信
徒
も

布
施
を
し
て

い

た

が、

 
仏

教
施

設
の

建
設
・

修
復、

 
多
数
の

出

家
者
へ

の

衣
食
の

支

援、

 
教

学
（
仏

典
学
習
）

の

振
興
な
ど
は、

王

権
に

し

か
で

き
な
い

布

施
で

あ
っ

た
。

ミ

ャ

ン

マ

ー

に

お
い

て

は、

植
民
地
化
の

圧

力
に

抵
抗
し

て

琿
想
の

「

仏

法
王
」

を
追
求
し
た
ミ

ン

ド
ン

王
（
位
一

八
五

ニ

ー
一

八

七
八

年）

が
そ

の

代
表
例
で

あ
る

。

こ

う
し

た
布
施
に

よ
っ

て
、

王
都
マ

ン

ダ
レ

ー

お
よ

び

そ
の

周
辺

は、

仏
教
の

中
心
地
と
し
て

栄
え
た

。

　
そ
れ
に

対
し

、

王

権
を

廃
し

て

世
俗

権
力
を
握
っ

た

イ
ギ
リ

ス

植
民
地

政

府
は、

宗
教
不
介
入

政

策
、

つ

ま
り
仏
教
を
弾
圧
す
る

こ

と

も
な
け
れ

ば
、

支
援

す
る

こ

と
も
な
い

と

い

う
立

場
を
と
っ

た
。

そ
れ
に

よ
り、

サ

ン

ガ

は
「

仏

法
王
」

を
失

う
こ

と
と
な
っ

た
。

つ

ま
り
ミ

ャ

ン

マ

ー

に

お

け
る

植
民
地

化
の

イ

ン

パ

ク

ト
と
は、

上
座
仏
教
国
家
モ

デ

ル

の

崩
壊
で

あ

り
、

そ
れ
に

伴

う
サ

ン

ガ

の

「

民
営

化
」

と
で

も
呼
び
う
る

事
態
で

あ

っ

た
と

い

え
る

。

　
二

　
在
家
仏
教

徒
組
織
の

登

場

　
ミ

ャ

ン

マ

ー

で

は
、

こ

う
し
た
国
家

体
制
の

変
化
を

契
機
と

し
て
、

新

し
い

仏
教

支
援
シ

ス

テ

ム

が

始

動
す
る

こ

と
と
な
っ

た
。

そ
れ

が

在
家
仏

教

徒
組

織
を
結
節
点
と
し
た

シ

ス

テ

ム

で

あ
る

。

一

八

九
〇

年
代
か

ら
一

九
一

〇

年
頃
に

か

け
て

、

都
市

部
を
中
心
に

在
家

仏
教

徒
組
織
が

誕
生

す

る
。

そ
の

中
心
的
な
担
い

手
と

な
っ

た
の

は
、

新
し

い

近
代
教

育
制
度
の

下
で

育
ち、

都
市
の

経
済
発
展
に

後
押
し

さ
れ

て

登
場
し
た

新

興
中
間
層

で

あ
る

。

彼
ら
は
王

権
の

喪
失
を
仏
教
の

危
機
と

受
け

止
め
、

新
し

い

技

術

（

新

聞
・

雑
誌
・

出
版）

を

利
用
し
て

仏
教
護
持
の

た

め

の

様
々

な

活

動
を

行
う
よ

う
に

な
る

。

　
こ

う
し

た
在
家
仏
教
徒
組
織
の

画
期

性
は
、

組

織
的

な
活
動
に

よ
っ

て

一

般
信
徒
か
ら
の

布
施
を
集
積
し、

個
人
で

は

不

可
能

な
規
模
の

仏
教
支

援

事
業
を

行
い

う
る
仕
組
み

を
つ

く
っ

た

点
に

あ
る

。

つ

ま
り

、

王

朝
期

に

お
い

て

王
が
果
た
し
て

い

た
サ
ン

ガ

支

援
は

、

多
様
な
在
家

仏
教
徒
組

織
が

分
担
す
る

よ
う
な
形
で

引
き

継
が
れ
て

い

く
。

　
三

　

結
論
・

考
察

　

植
民
地

化
に

よ
っ

て

そ
れ
ま
で

サ
ン

ガ
を
支
え
る

巨

大
な

パ

ト
ロ

ン

で

あ
っ

た
「

仏
法
王
」

を

喪
失
し

た
サ

ン

ガ

は
、

経
済

的
な

危
機
に

陥
っ

た
。

こ

う
し
た
状
況
の

中
で
、

一

般
信
徒
の

組
織

的
な

活
動
が

勃
興
す
る

こ

と
と
な
る

。

そ
れ
は
国
家
に

頼
ら
な
い

サ
ン

ガ

存
続
シ

ス

テ

ム

の

模
索

で

も
あ
っ

た
。

　

他
の

上
座
仏
教
徒
社
会
と

比
べ

て、

ミ

ャ

ン

マ

ー

の

サ

ン

ガ

は

国
家
に

対

す
る

自
律
性
が
高
い

と

い

わ

れ

て

い

る
。

そ
の

背
景
に

は

国

家
に

頼
ら

な

く
て

も

活
動
し
て

い

け
る

経

済
的
な
仕
組
み

が

あ
る

か
ら

で

あ
る

と
思

わ
れ
る

。

そ
し
て

本
発
表
で

検
討
し
た

よ

う
に

、

そ
の

基

礎
は

植
民
地

期

に
つ

く
ら
れ
た

と
い

え
る

。
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