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八
四

イ

ン
ド
佛
教

に
お
け
る
沈
黙

の
意
味

紀

野

一

義

イ
ン
ド
の
原
始
佛
教

・
大
乗
佛
教
の
持

っ
て
い
た
深
い
宗
教
的
世
界

を
、
現

代
人
の
感
覺
で
掴
み
直
し
て
見
た
い
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
年

来

の
願

い
で
あ
る
が
、
こ
こ
數
年
は
、
實
存
主
義
の
哲
學
者
た
ち
の
存

在
へ
の
接
近
の
仕
方
に
學
ん
で
、
そ
の
宗
教
的
世
界
を
解
明
す
る
努
力

を

つ
づ
け
て
い
る
。

こ
こ
に
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
問
題

は
、
イ

ン
ド
佛
教

に
お
け

る

「
呼
び
」
と

「
語
り
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
「
沈
默
」

の
性
格
を
掘
り
下
げ
て
考
え
て
見
た
い
の
で
あ
る
。

こ
の

「
呼
び
」
と

「
語
り
」
に

つ
い
て
明
確
な
立
場
を
打
ち
出
し
た

の
は

ハ
イ
デ

ツ
ガ
ー
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
は

『
存
在
と
時
間
』
の

中
で

「
現
存
在
は
マ
ン
の
公
衆
性
と
そ
の
噂
話

の
中
に
自
分
を
喪
失
し

て
、

マ
ン
自
己

へ
と
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
分
の
自
己
を
聽

き
逃
し
て
い
る
」
が
、

「
呼
び
は
、
現
存
在
の
自
己
を
聽
き
逃
し
て

い

る

マ
ン
へ
の
聽
入
を
う
ち
切
り
」
、
本
来
的
な
自
己
存
在

へ
と
呼

び
さ

ま

す

の

で
あ

る

と
言

っ
て

い
る
。

(p
.
 
2
7
1
.)

ま

た

「
語
り
」
と

は
、

何

か

に

つ

い

て
何

か

を

語

る
、

即

ち
、

語

り

か

け

ら

れ

る

も

の
 
d
a
s
 B
e
r
e
d
e
te
 と
、

語

ら

れ

る

も

の
 
d
a
s
 G
e
r
e
-

d
e
te
 と
を

持

つ
も

の

で
あ

る

が
、

良

心

の
呼

び

に

お

い

て
、

「
語
り

か

け

ら

れ

る

も

の
」
と

は

「
呼
び

か

け

ら

れ

る

も

の
」
 d
a
s
 A
n
g
e
r
u
h
e
n
e

に
他

な

ら

ず
、

し

か

も

「
何
を

呼

び

か
け

る

か

と

い

う

と
、

嚴

密

に

は

無

で
あ

る
。

呼

び

は
何

事

も

語

ら
ず
、

世

界

の
出
来

事

に

つ

い

て
何

の

情

報

も

與

え
ず
、

何

も

物

語

る

も

の
を
持

た

な

い
。

呼

び

は

た

だ

人

に

對

し

て
自

分

と

の
對

話

を

す

る

よ

う

に
最

少
限

の
努

力

を

し
、

人

を

最

も
自

己
的

な
存

在

可

能

へ
と
呼

び

さ

ま

す

」
も

の

で

あ

る

と

い

う
。

(
p
.
 
2
7
3
.)
「
良
心

は

い

つ
で
も

沈

默

の
様

相

で
語

っ
て

い

る
」

(
p
.
 
2
7
3
.)

の

で

あ

り
、

「
呼
び

は

沈

黙

と

い

う

不

氣

味

な

様

相

の

中

で

語

る

」

(p
.
 
2
7
7
.)

の

で

あ

る

と

い
う
。

こ

の
よ

う

な

「
沈
黙

」

S
c
h
w
e
ig
e
n

に

つ

い
て

マ
ツ

ク

ス

・
ピ

カ

ー

ト

は

『
沈
默

の
世

界

』
の

中

で
獨

得

の

論

旨

を

展

開

し

て
見

せ

て

い

る

が
、

恐

ら

く

そ

れ

は

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー

の

こ

の
考

え

方

を

斷

承

し

た

も

の

で
あ

る
。
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二

佛
教

で
は
沈
默
は
ど
の
よ
う
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

か
。
イ
ン
ド
佛
教
に
お
い
て
沈
默
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の

事
實
で
あ
る
が
、
そ
の
沈
默
は
た
だ
默

っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
も
の

で
あ

っ
た
か
、
そ
れ
と
も
も

っ
と
深
い
意
味
を
荷

っ
た
も
の
で
あ

っ
た

か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

釋
尊

は
弟
子
た
ち
や
信
者
た
ち
が
何
か
を
お
願
い
し
た
と
き
に
、
沈

默
に
よ

っ
て
そ
の
請
い
を
受
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
は
原
始

佛
教
の
經
典
に
し
ば
し
ば
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ヤ
サ

が
出
家

し
た
日
に
ヤ
サ
の
父
は
釋
尊
に
向
か

っ
て
、
「
世
尊
、

願
わ
く

は
わ
が
請
い
を
受
け
入
れ
て
、
今
日
、

ヤ
サ
を
伜
の
沙
門
と
し
て
食
事

を
取
り
給
わ
ん
こ
と
を
」
と
願
い
出
る
が
、
釋
尊
は
沈
默
に
よ

っ
て
そ

の
願
い
を
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
沈
默
の
中
に
肯
定
應

諾
の
意
味
が
か
く
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

沈
默
に
は
さ
ら
に
深
い
意
味
が
藏
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と

え
ば

『
ウ
ダ
ー
ナ
』
の

一
節
に
よ
れ
ば
、
釋
尊
が
サ
ー
ヴ
ァ
ツ
テ
ィ
ー

の
ジ

ェ
ー
タ
林
園
に
佳
し
て
い
ら
れ
た
と
き
、
托
鉢
か
ら
蹄
り
食
事
を

終
え
た
比
丘
ら
が
集
會
堂
に
集
ま

っ
て
次
の
よ
う
な
噂
話
を
し
て
い
た

と
い
う
。

「
マ
ガ
ダ
の
セ
ー

ニ
ヤ
・
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
と
、

コ
ー
サ
ラ
の

パ
セ
ー
ナ
デ
ィ
王
と
の
ど
ち
ら
の
財
産
が
多

い
か
、
用
材
が
多
い
か
、

藏
が
多

い
か
、
國
土
が
大
き
い
か
、
乗
物
が
多
い
か
、
兵
力
が
大
き
い

か
、

神

通

力

が

大

き

い
か
、

威

力

が
大

き

い

か
」
こ

う

し

て
夕

刻

に

及

ん
だ
。

夕

刻

に
釋

尊

は
獨

坐

よ

り

立

っ
て
集

會

堂

に

赴

き
、

何

を

話

し

て

い
る

か
と

問

わ

れ

る
。

事

情

が
到

明

す

る

と
釋

尊

は
、

『
こ
の
よ
う

な
談
話
を
な
す

の
は
、

信
仰
心
か
ら
家
を
出
て
、
家

な
き
出
家

の
身

と
な

つ
た
者

に
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
。
お
ま
え
た
ち
集

え
る
者
に
と

つ

て
、

な
す
べ
き
こ
と
は
二

つ
の
み
。

そ
れ
は
法

の
談
話
と
聖
な
る
沈
默
 a
r
i
-

y
o
 tu
sn
i
 b
h
a
v
o
 と
で
あ

る
。
』

と
誠

め

ら

れ

て

い
る
。

「
聖
な

る

沈

默

」
が
、

比

丘

の

な
す

べ
き

こ

と

の

一
つ
で

あ

る

こ
と

を

示

さ

れ

た

例

は

他

に
も

し

ば

し

ば
あ

ら

わ
れ

て

い
る
。

た

と

え

ば

中

部

經

典

の
聖
求

經

の
冒

頭

部

分

に

は
、

婆

羅

門

ラ

ン

マ
カ

の
庵

に
集

ま

っ
て
法

の
談
話

を

し

て

い
た

比

丘

た

ち

に
與

え

ら

れ

た
稱

讃

の

言
葉

の

中

に
も

そ

の

こ
と

が
説

か
れ

て

い

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の

「
聖
な

る

沈

默

」
が

い

っ
た

い
ど

の
よ

う

な

も

の

で
あ

っ
た

か

に

つ
い

て

は
、

相

應

部

經

典

の

『
比
丘

相
應

』
の

冒
頭

に

そ

れ

が

明

さ

れ

て

い
る
。

そ

こ
で

は
、

マ

ハ
ー

・
モ

ッ
ガ

ラ

ー

ナ
が

諸

比

丘

に

向

か

っ
て

自

ら

問

い
、

自

ら
答

え

る
形

式

で

こ
う

言

っ
て

い
る
-

『
友
よ
、

こ
こ
に
わ
た
し
は
こ
う
思

つ
た
。
聖

な
る
沈
默
聖
な

る
沈
默

と
い

う
が
、
聖
な
る
沈
默

と
は
い
つ
た
い
何

で
あ

る
か
。
友

よ
、
そ
の
わ
た
し
に
と

の
思

い
が
起

こ
つ
た
。

こ
こ
に
比
丘

が
、
對
象

を
大

ま
か
に
觀
察
す

る
こ
と

(v
ita
k
k
a
)
や
精
密
に
觀
察

す
る

こ
と

(
v
ic
a
r
a
)
を
停
止
し

て
、
内

心
が

イ

ン
ド
佛

教
に
お
け
る
沈
默

の
意
味

(
紀

野
)
 

八
五
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八
六

寂
靜

と
な
り
、

心
が

一
點

に
集
中
し
、

對
象

を
大
ま

か

に
觀

察

す

る

こ

と

も
、

精
密
に
觀
察
す
る

こ
と
も
な

い
精
神

の
安
定
か
ら
生
ず
る
喜

び
と
安
樂

と
の
あ
る
第

二
禪

に
入

つ
て
住
す
る
こ
と
、

こ
れ
を
聖
な
る

沈
默

と
い
う

の

で
あ
る
。

友

よ
、
わ

た
し
は
對
象
を
大

ま
か
に
觀
察
す
る

こ
と
と
精
密

に
觀
察
す

る
こ

こ
と
を
停
止
し
、

心
を

一
點

に
集
中

し
、
心
は
寂
靜

と
な
り
、

對
象

を
大
ま

か
に
觀
察
す
る

こ
と
も
、

精
密

に
觀
察
す

る
こ
と
も
な

い
精
神

の
安
定

か
ら

生
ず
る
喜
び
と
安
樂

と
の
あ
る
第
二
禪

に
入

つ
て
住

し
た
。
友
よ
、

そ
の
わ

た
し

に
、

こ
れ
ら

の
住
に
佳
し

つ
つ
、
大
ま
か
な
對
象

の
觀
察

に
伴

つ
て
起

こ
る
想
念
。
sa
n
n
a
 と
思
念
 
m
a
n
a
s
ik
a
r
a
 と
が
浮
か
び
上

つ
て
來

る
 s
a
m
-

u
d
-a
c
a
r
a
ti
 の
で
あ

る
。

友

よ
、

そ
の
と
き
、
世
尊

は
神
通
力

を
以
て
わ
た
し
に
近
づ
き

こ
う
言
わ

れ

た
-
「
モ

ツ
ガ
ラ
ー
ナ
よ
、

モ
ツ
ガ
ラ
ー
ナ
よ
、
婆
羅
門
よ
、

聖
な
る
沈

默

に
放
逸

で
あ

つ
て
は
な
ら

な
い
。
聖

な
る
沈
默

に
お

い
て

心

を

一
に

せ

よ
。

聖
な
る
沈
默

に
お
い
て
心
を
集

中
せ
よ
」
と
。

友
よ
、

わ
た
し
は
そ

の
の
ち
、

對
象
を
大
ま
か

に
觀
察
す
る
こ
と
と
精
密

に

觀

察
す
る
こ
と
と
を
停
止
し
、

内
心

は
寂
静

と
な

り
、

心

を

一
點

に
集

中

し
、
對
象

を
大

ま
か
に
觀
察

す
る

こ
と
も
、

精
密
に
觀
察

す
る
こ
と
も
な

い

精
神

の
安
定
か
ら
生
ず

る
喜

び
と
安
樂
と

の
あ
る
第

二
禪

に
入

つ

て
住

し

た
。
友

よ
正
し
く
言

え
ば
、
弟

子
は
師
に
よ

つ
て
助
け
ら
れ
て
大
神
通

を
得

る
の
で
あ
る
。

こ
の
わ
た
し
に
關

し
て
も
、

正
し
く
言
え

ば
、
弟
子

は
師

に

よ

つ
て
助
け
ら
れ

て
大
神
通
を
得

た
の
で
あ
る
』
と
。

こ
の
短

い
記

述

は
、

短

い

な

が

ら
重

要

な

問

題

を

多

く

含

ん

で

い

る
。

ま

ず
、

モ

ツ
ガ

ラ

ー

ナ
は
、

こ

の

こ

と

に

つ
い

て
語

る

と

き
、

誰

か

ら
も

求

め

ら

れ

て

い
な

い

の

に
、

「
聖
な

る

沈

默
、

聖

な

る

沈

默

と

い
う

が
、

聖

な

る
沈

默

と

は

い

っ
た

い

何

で

あ

る

か

」
と

一問

い

か

け

る
。

そ

れ

は

他

に
問

う

の

で
な

く
、

自

分

に
問

い
、

自

分

に
呼

び

か

け

る

こ
と

で
あ

る
。

そ

れ

は
、

ハ
イ
デ

ッ

ガ

ー

が
、

「
呼
び

は

語

り

の

一

様

相

で
あ

り

」
、
(
p
.
 
2
6
9
.)

「
呼
び

は
、

自

己

へ
の
、

そ

の
自

己

存

在

可

能

に
向

か

っ
て

の
呼

び
さ

ま

し

で
あ

る

」

(
p
.
 
2
7
4
.)

と

言

っ
た

膏
口
葉

を

思

い
出

さ

せ

る

の

で
あ

る
。

ま

た

モ
ツ
ガ

ラ
ー

ナ
は
、

自

分

の
問

い
か

け

た

問

題

に

對

し

て
自

ら

答

え

る
。

こ
れ

は

「
自
分

と

の
對

話

」

(
p
.
 
2
7
3
.)
を

呼

び

さ

ま

す

こ

と

で
あ

り
、

こ
れ

に

は
、

呼

び

と

語

り

と

の
典

型

が

見

ら

れ

る

と

言

っ
て

い

い
。

さ

ら

に

モ

ツ
ガ

ラ
ー

ナ
は

言

う
。

對

象

に
對

し

て

大

ま

か

に
、

あ

る

い
は

精
密

に
觀

察

す

る

こ
と

を

全

く

止
め

て
し

ま

う
。

そ

し

て
精

祥

の
安

定

に

入

る
。

そ

う

す

る

と

必

然

的

に
、

對
象

を
觀

察

し

た

と

き

に
件

っ
て

起

こ
る
想

念

と

思

念

と

が

自

然

に
淨

か

び

上

っ
て
来

る

と
言

う
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
は
、

輩
獨

な

現

存

在

の
只

中

で

「
何
者

か

が

わ

た

し
を
呼

ぶ

」
と

い
う

形

で
、

ど

こ
か

ら

と

も

な

く

沈
默

の
中

で
語

り

か

け

て
来

る

の
だ

と
言

っ
て

い
る
。

(p
.
 
2
7
7
.)

モ

ツ
ガ

ラ
ー

ナ

の
言

う

こ

と

も

ま

た

實

に
そ

の
通

り

な

の

で

あ

る
。

「
想
念

や

思

念

が

淨

か

び

上

っ
て
来

る
」

s
a
m
-u
d
-a
c
a
r
a
t
i
 と
言

う

が
、

s
a
m
-u
d
-a
c
a
r
a
ti
 と

は
、

「
何
者

か

が
話

し

か

け

て
来

る

」
、「
何
者

か

が
襲

い
か

か

っ
て

来

る

」

と

い
う

言

葉

で
も

あ

る
。

こ
ち

ら

は

對
象

に

心

を

向

け

て

い

な

い

の

に
、

想

念

や

思

念

の
方

か

ら

ど

ん

ど

ん
語

り

か

け

て
来

る

の

で
あ

る
。
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沈

默

と

は

そ
う

い
う

こ
と

な

の

だ

と

モ

ツ
ガ

ラ

ー

ナ

は

言

う

の

で

あ

る
。さ

ら

に

も
う

一
つ
問

題

が

あ

る
。

そ

れ

は
、

そ

う

い
う

状

態

を

モ

ッ

ガ

ラ
ー

ナ
は

「
大
神

通

」

m
a
h
a
b
h
in
n
a
 で
あ

る

と
言

い
、
そ

れ

は
、

「
師
に

よ

っ
て
助

け

ら

れ

て
得

る

」
と

い
う

の
が

正

し

い
言

い
方

な

の

だ

と

言

っ
て

い

る

こ

と

で
あ

る
。

し

か

し
、

こ
れ

に

つ

い

て
は
今

は

一

應

と

り

上

げ

ぬ

こ

と

と

し
よ

う
。

三

さ

て
、

沈
默

に

お
.け

る
語

り

に

つ

い

て
は
、

『
ブ
ラ

フ

マ

・
ス

ー

ト

ラ
』
三

・
二
・
一
七

に
關

す

る

シ

ャ

ン
カ

ラ

の
註

の
中

に
注

目

す

べ
き

こ

と

が

言

わ

れ

て

い
る
。

シ

ャ

ン
カ

ラ

は
そ

の
中

に

バ

ー

フ
ヴ

ァ
 B
a
h
v
a

と

い
う

仙

人

の
次

の
よ
う

な
言

動

を

引

用

し

て

い
る
。

あ
る
人
が
バ
ー

フ
ヴ

ァ
仙

に
訊
ね
た
-
「
幸

あ

る
君
よ
、
願

わ
く

は
わ

た

く
し
に
梵

に
つ

い
て
教
え
ら
れ
ん

こ
と
を
」
と

こ
ろ

が
仙

人
は
沈
默

し
て
い

た
。

そ
こ
で
か
れ
は
二
度
、

三
度
と
く
り
返
し
て
願

つ
た
。

そ
の
と
き
仙
人

が
言

う
の
に
-
「
わ

た
し
は
實

に
汝
に
教

え
た
。

し
か
る
に
お
ま
え
は
そ

れ
を
知

ら
な
い
。

こ
の
自
我
は
寂
靜
で
あ
る
」
と
。

こ

の

バ
ー

フ
ヴ

ァ
仙

の
沈

默

は
、

無

知

の
沈

默

で
は

な

く

て
、

知

を

超

起

し
た

知

の
沈

默
、

靜

か
な

觀

察

と
内

面

的

な

體

験

と

が
充

滴

し

た

沈

默

で
あ

っ
た

こ
と

が

知

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

大

乗

經

典

の
中

で
、

沈

默

に

つ

い

て
興

味

深

く

語

っ
て

い
る

の
は
、

法
華
經
の
「
見
寶
塔
晶
」
「
從
地
踊
出
品
」
で
あ
る
。
見
寶
塔
品
の
末
尾

で
、
「
誰
が
こ
の
法
華
經
を
娑
婆
世
界
に
傳
道

す
る
か
」
と
世
尊
が
呼

び
か
け
る
。
他
の
世
界
か
ら
来
た
菩
薩
た
ち
が
應
ず
る
と
、
「
止
め
よ
」

と
い
っ
て
拒
否
す
る
。
そ
し
て

「
こ
の
娑
婆
世
界
に
六
萬
恒
河
沙
の
菩

薩
が
あ

っ
て
、
か
れ
ら
が
わ
た
し
の
滅
後
に

の
法
門
を
受
持
し
、
宣

べ
説
き
、
開
顯
す
る
」
と
言
う
。

こ
の
世
尊
の
問
い
と
答
え
は
、
自
ら
問
い
、
自
ら
答
え
る
と
い
う
、

呼
び
と
語
り
の
基
本
的
な
形
を
そ
の
ま
ま
斷
承

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、

こ
の
言
葉
に
應
じ
て
、
大
地
の
下
の
虚
空
界
に
住
し
て
い
た

菩
薩
た
ち
が
、
大
地
の
裂
け
目
か
ら
涌
出
し
て
、
大
地
の
上
の
虚
空
に

立
つ
。
こ
の
地
涌

の
菩
薩
た
ち
が
釋
迦
如
来
を
禮
拝
し
、
菩
薩
の
讃
頌

に
よ

っ
て
讃
嘆
し
て
い
る
あ
い
だ
に
瀧
五
十
中
劫
が
經
過
し
、
釋
迦
如

来
は
そ
の
漏
五
十
中
劫
の
あ

い
だ

に
沈
默

し

て

い
ら
れ
た
 
tu
sn
im

a
b
h
u
t
 と
い
う
。

四
種
の
會
衆
も
そ
の
満
五
十

中
劫
め
あ
い
だ
沈
默
し

て
立

っ
て
い
た
。
し
か
も
、
か
れ
ら
四
種
の
會
衆
は
そ
れ
を
午
後
の
牛

日
で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
と

い
う
。
「
そ
れ
は
世
尊
の
神
通
に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
」
と
經
典
は
明
記
し
て
い
る
。

從
来
の
解
釋
で
は
、
世
尊
の
神
通
力
に
よ

っ
て
、
満
五
十
中
劫
の
長

さ
を
午
後
の
半
日
と
し
か
感
じ
な
か

っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
、

モ
ツ
ガ
ラ
ー
ナ
が
、
聖
な
る
沈
默
そ
の
も

の
を
大
神
通
と
呼
ん
で

い
た
よ
う
に
、
そ
の
沈
默
そ
の
も
の
が
世
尊
の
示
さ
れ
た
大
神
通
で
あ

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

イ

ン
ド
佛
教

に
お
け
る
枕

默
の
意
味

(
紀

野
)
 

八
七
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