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二
四

と

藤

近

恵

市

と

の
概
念
は
、
仏
教
以
前
の
ヴ

ェ
ー
ダ

・
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド

に
あ
り
、
仏
教
は
こ
れ
ら
の
概
念
を
取
り
入
れ
て
、
独
自
の

思
想
を
形
成
し
て
き
た
。
本
論
稿
で
は
、
原
始
仏
教

に
於
け
る

と

の
関
係
を
踏
ま
え
て
、
初
期
大
乗
経
典

へ
の
思
想
的
展
開

を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
基
本
的
な
内
容
は
、
パ
ー
リ

な
ど
に
見
ら
れ
る
梵
天
勧
請

・
初
転
法
輪
の
箇
所
で

あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、

と

に
つ
い
て

次
の
よ
う

に
言
わ
れ
て
い
る
。

私
に
よ

っ
て
証
得
さ
れ
た
こ
の
法
は
、
甚
深
で
あ
り

、
理
解
し
が

た
く

、
悟
り
が
た
く

、
寂
静
で

、
す
ぐ
れ

て
お
り

、
分
別
の
領
域
を
越
え
て
お
り

、
微
妙
で

あ

り

、

賢
者

に
よ

っ
て
知
ら
れ

る
べ
き
も

の

で

あ

る
。
1

略
-

執
著
を
好

み

、
執
著

を
楽

し
み

、
執

著

に
喜

ん
で

い
る

人

々
に
よ

っ
て
は
こ
の
此
縁
性

で
あ

り
縁

起
で
あ

る
と

こ
ろ
の
道

理
は
理
解

し
難

い
。
ー

略
―

私

の
心
は
こ
の

よ

う

に
精

察

し
て
無
関

心
に
傾

い
て
説
法

に
は
傾

か
な

い
。
ー

略
ー

そ

こ
で
実

に
、

私
は
梵
天

の
勧
請

を
知

っ
て
、

ま
た
、
衆
生

に
た

い
す

る
慈

し

み

に
よ
り
、

仏
眼

に
よ

っ
て
世
間
を
観
察
し
た
。
―

略
―

梵
天

サ
ハ
ン
パ
テ
ィ
は
実
に
、
私
は
世
尊
よ
り
説
法
に
つ
い
て
の
機
会
が
与
え
ら

れ
た
と
思
い
、
私
に
敬
礼
し
て
、
右
続
し
て
、
た
だ
ち
に
消
え
去
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ブ

ッ
ダ
は
、
執
著
す
る
人

々
に
、
甚
深
な
る
ダ
ン
マ
を

理
解
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
い
、
沈
黙
を
続
け
て
い
た
。

し
か
し
、

梵
天
サ
ハ
ソ
パ
テ
ィ
の
三
度

に
渡
る
勧
め
に
よ

り
、
衆
生

ω讐
雷
に
た
い
す

る
慈
悲
の
心
を
起
こ
し

て
、
ダ

ソ
マ
を
説
く
決
意
を

す
る
。
す
な
わ
ち
、

の
基
本
的
な
関
係
は
、
「
沈
黙

↓
勧
請
↓
慈
悲
↓
説
法
」
と
言
う
形
式
で
、
梵
天
勧
請

・
初
転
法
輪
の

記
述
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
引
用
文
と
類
似
し
た
内
容
は
、

『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ッ
』
・
『
ラ
リ

タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
』
・
『過
去
現
在
因
果
経
』
・
『太
子
瑞
応
本
起
経
』
・
『
仏

本
行
集
経
』
・
『
ブ

ッ
ダ
チ
ャ
リ
タ
』
・
『方
広
大
荘
厳
経
』
・
『
普
曜
経
』
・

『仏
所
行
讃
』
な
ど
の
仏
伝
文
学
に
あ
る
。
平
川
博
士
に
よ
れ
ば
、
こ
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二
五

れ
ら
の
仏
伝
文
学
は
、
お
も
に
仏
陀
の
成
道
ま
で
の
過
程
が
記
述
さ
れ

て
い
て
、
成
仏
以
後
の
伝
記
は
簡
略
、
あ
る
い
は
、
不
完
全
で
あ
る
と

指
摘
し

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
仏
伝
の
特
徴
は
、
カ

ニ
シ
カ
王

の
統
治
し
た
時
代
に
、
生
存
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
ア
シ
ュ
バ
ゴ
ー

(
1
)

シ
ャ
以
前

の
仏
伝
に
共
通
し
た
特
徴
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
原
始
経
典
や
仏
伝
文
学
で
は
、

と
同
様
に
、
=梵
天
勧
請

・
初
転
法
輪
に
至
る
成
道
過
程
で
、

執
著
す

る
衆
生

に
対
し
て
、
ブ

ッ
ダ
の
慈
悲
や
救
済
の
精
神
か

ら
法

を
説
く
内
容
に
成

っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
大
乗
経
典

の
中
で
、

「沈
黙
↓
勧
請
↓
慈
悲
↓
説
法
」
の
形
式
で
あ
る
梵
天
勧
請
・

初
転
法
輪

の
思
想
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
み
た
い
。

『
八
千
頚
般
若
経
』

で
は
、

に
類
似
し

た
内
容
で
般
若
波
羅
蜜
を
説
い
て
い
る
。

そ
の
と
き
、

神

々
の
王
で
あ

る
シ

ャ
ク
ラ
が
欲
界

の
神

々
と
と
も

に
。
ー

略

-

世
尊

に
こ
う
申
し
上
げ

た
。

世
尊
よ
、

般
若
波
羅
蜜

は
甚
深

で

す

。
世
尊

よ
、
般
若

波
羅
蜜

は
理
解

し
が

た
い
も

の
で
す

。
世
尊
よ
、
般
若
波
羅

蜜
は
見
が
た

い
も

の
で
す

。
世
尊

よ
、

般
若
波
羅

蜜
は
悟

り
が
た

い
も

の
で
す
。

。
ー

略
ー

こ

の
よ
う
な

こ
と
か
ら
如

来
阿
羅
漢
正
等
覚
者

は
無
上
正
等
覚
を
さ
と

っ
て
、

菩
提
樹

の
下
の
悟

り

の
座

に
す
わ

っ
て
い
た
と
き
、
そ

の
こ
こ
ろ

に
は
う
れ

い
が
な
く
、
法

を
説

こ
う
と

い
う
気
が

お

こ

ら

な

か

っ
た
。
ー

略
i

世
尊

よ
、
稀
な

る
こ
と

で
す
。
世
間

の
人

々
は
、

あ
ら
ゆ
る
も

の
に
執
著
す

る
の
に
、
あ
ら
ゆ

る
も

の
に
執
著
し
て
は
な
ら
な

い
と

い
う
、
人

々
の
喜
ば

れ
な

い
法
が
説
か
れ
る
と
は
。

こ

の

よ
う

に
、

と

同
様

に
、

世

尊

の

沈

黙

に
対

し

て
、

シ

ャ
ク

ラ
や

欲

界

の
神

々

の
勧

請

が

あ

り

、

あ

ら

ゆ

る
も

の

に
執

著

す

る
人

々
に
、

般

若

波

羅

蜜

と

言

う

甚

深

で
理

解

し

難

い
法

が

説

か

れ

て

い

る
。

ま

た

『
八

千
頚

般

若

経

』

で
は

、

転
法

輪

に

つ

い

て

そ

の
と
き
、
何
千
と

い
う
多
く

の
天
子
が

空
中
で
歓
喜
踊
躍
し
て
衣

を
振
り

な
が
ら
、

「
実

に
ジ

ャ
ソ
ブ
ド
ヴ

ィ
ー
パ
に
お

い
て
、

二

度

め

の
転

法

輪

を
見
る
。
」
と
言

っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ

の
と
き
世
尊

は
上
座

の
ス
ブ

ー
テ
ィ
長
老

に
言

わ
れ
た
。

「
ス
ブ

ー
テ
ィ
よ
、

こ
れ

は
二
度

め
の
転
法
輪

で

は

な

い
。
ま

た
、

い
か
な

る
法

で
あ

ろ
う
と
も
、
転
じ

は
じ

め
る
こ
と
も
、
転
じ

お
わ

る
こ
と
も
な
い

の
で
あ

る
。

ス
ブ

ー
テ
ィ
よ
、

こ
の
よ
う
な
も

の
が
菩
薩
大
士

の
般
若
波
羅

蜜

で
あ
る
。」

と

説

い
て

い
る

。

こ

こ

で

は

、
第

二

の
転

法

輪

が

転

ぜ

ら

れ

た

こ

と

で
、

神

々
は

喜

ん

で

い

る
。

し

か

し

、
世

尊

が

ス
ブ

ー

テ

ィ
に
説

い

て

い

る

よ

う

に
、
転

法

輪

に

は

、
第

二

の
も

の
が

あ

る

の

で

は
な

く

、

始

め
も

終

わ

り

も

な

く

永

遠

に

ダ

ル

マ
の
輪

が

回
転

す

る

こ
と

で
あ

り
、

そ
れ

が

菩

薩

大

士

の
般

若

波

羅
蜜

で
あ

る

と

述

べ

て

い

る
。

こ

の
記

述

は

、

『
道

行

般

若
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二
六

経
』
や

『
小
品
般
若
経
』
に
も
あ

り
、
.『
八
千
頚
般
若
経
』
成
立
の
初

期
段
階
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
思
想
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
法
華
経
』
「方
便
品
」
の
偶
文
で
は
、
仏
陀
の
成
道
場
面
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

私
は
そ
の
こ
と
を
、
菩
提
樹
下
の
さ
と
り
の
座
で
知
り
、
三
七
日
の
あ
い
だ

と
ど
ま

っ
て

い
た
。
ー

略
L

こ
れ
ら
愚
か
な
者
た
ち
は
私
が
説

い
た
法

を
悪
し
様

に
言

い
、
誹

諺
し
た
こ
と

に
よ

っ
て
、

地
獄

に

お

ち

る

で

あ

ろ

う
。
私

は
何
も
説

か
な
い
ほ
う
が

よ
い
よ
う
だ
。
今

日
こ
そ
、
私

は
寂
静

な

る

浬
繋

に
は
い
ろ
う
と
。

し
か
し
な
が
ら
、
過
去

の
諸

仏
の
巧

み
な
方
便
が

い
か
な
る
も

の
で
あ

っ
た
か
を
思

い
だ

し
て
、
,私
も

ま
た
方
便

と
し
て
、

こ

の
仏
陀

の
菩
提
を
三
種
類

に
分
別

し
て
、

こ
こ
に
説

こ
う
。
ー

略
ー

シ

ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
よ
、
こ
の
よ
う
に
知
っ
て
、
私
は
、
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に

赴
き
、
そ
こ
で
寂
静
の
境
地
な
る
法
を
、
五
人
の
比
丘
た
ち
に
、
方
便
を
も

っ
て
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
の
法
輪
が
転
ぜ
ら
れ
た
。

こ
こ
で
は
、
法

を
理
解

で
き

な
い
人
々
に
対
し
て
、
何

も
説
か
ず

に
浬
葉
に
入
ろ
う
と
す
る
ブ

ッ
ダ
の
心
境
が

描

か
れ

て
い

る
。
し
か
し
、
過
去
の
諸
仏
の
巧
み
な
方
便
を
回
顧
し
て
、
法
を
三
種

類

に
分
け

て
説
き
始
め
て
い
る
。
こ
の
偶
に
対
応
す
る
長
行
は
、

一
仏

乗
を
示
す
理
由
に
相
当
す
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
梵
天
勧
請

・

初
転
法
輪

の
内
容
が
受
容
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『法
華

経
』

の

「
讐
喩
品
」
で
は
次
の
よ
う

な
転
法
輪
が
説
か
れ
て

い
る

。
「
か

つ

て
世
尊

は
ヴ

ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー

の

仙
人
堕
処

の
鹿
野
苑

で

法
輪

を

転

ぜ

ら

れ

ま

し

た
が
、

今

日
再

び
、

世
尊

は

第
二

の

無
上

な

る

法

輪

を
転
ぜ
ら
れ
た

の
で
あ

る
。
」

と
。

そ
し
て
、
こ
の
時
、
こ
れ
ら

の
天
子
た
ち
は
、
次

の
詩
頚
を
歌

っ

た
。
「
世
間

に
お
い
て
比
類
な
き
人

よ
、
あ

な

た

は
法
輪
を
転
ぜ
ら
れ
ま

し

た
。

ヴ

ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
お

い
て
、
偉
大
な
勇
者
よ
、
諸
縞

の
生
滅
を
。

指
導
者
よ
、

ヴ

ァ
ー
ラ
ー
ナ

シ
ー
で
は
、

法
輪
が
は
じ
め
て
転
ぜ

ら
れ
た

の

で
す
が
、

い
ま

こ
こ
で
は
第
二

の
法
輪
が
転
ぜ
ら
れ
ま

し
た
。
す
な
わ
ち
、

指
導

者
よ
、
彼
ら

に
は
、

に
わ

か
に
信
じ
が
た

い
も

の
が
、
今
日
説
か
れ
た

の
で
す
。
わ
れ
ら
は
世
間

の
保

護
者

の
面
前
で
、
多

く

の
法
を
聞

い
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、

か

つ
て
こ
の
よ
う
な
法
を
聞

い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

こ

こ
で

は

、

世

尊

が

今

日

再

び

、

第

二

の
無

上

な

る

法

輪

と

し

て

信

じ

が

た

い
ダ

ル

マ
を

説

い
た

と

さ

れ

て

い
る

。

長

行

で
は

、

世

尊

が

巧

み

な

方

便

や

讐

喩

を

用

い
て

、

様

々
な

道

を

示

し

た

内

容

に
成

っ
て

い

る
。

こ

の
背

景

に

は
、

「
方

便

品

」

で

説

か

れ

た
、

真

の
ダ

ル

マ
を
衆

生

に

理
解

ざ

せ

て
、

正

し

い
悟

り

に
導

き

入

れ

る

目

的

が

あ

る

と

言

え

る

だ

ろ
う

。

『
十

地

経
』

の
場

合

は

、

の
梵

天

勧

請

・
初

転

法

輪

の
形

式

を

受

容

し

て
、

世

尊

の
代

わ

り

に
金

剛

蔵

菩

薩

を

、

梵

天

の
代

わ

り

に
解

脱

月
菩

薩

を

位
置

づ

け

た

会

話

に

し

て

い
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二
七

る
。

す

な

わ

ち
、

金

剛

蔵

菩

薩

は
沈

黙

を

保

ち
続

け

て

い
る

が

、

解

脱

月

菩

薩

の
勧

請

に

よ
り

、

第

一
地

か

ら

説
法

が

開

始

さ

れ

る

。

そ

の
箇

所

は

、

サ

ン

ス

ク
リ

ッ
ト

文

の
序

文
、

漢

訳

の

『
漸

備

一
切

智

徳

経

』
、

『
六
十

華

厳

』
、

『
八

十
華

厳

』

で

は
、

第

一
地

の
始

ま

り

の
部

分

に
見

ら

れ

る

。

そ

の
時
、
金
剛
蔵
菩
薩

は
、

こ
れ
ら
十

の
菩
薩
地

の
名
前

の
み
を
説
き
お
わ

っ
て
、
沈
黙

し
て
し
ま

い
、
決
し
て
、
分
別

し
て
説

こ
う
と
は
し
な
か

っ
た
。

そ

こ
で
、
彼
ら

は

つ
ぎ

の
よ
う
に
思

っ
た
。
「
い

っ
た

い
、

ど
う

し

て

な

の

だ
ろ
う

か
。
ー

略
1

そ
れ

に
は
、

い
か
な
る
わ
け
が

あ
る

の
で
あ
ろ
う

か
。
」
そ

こ
で
、
解
脱
月

と
名
づ

け
ら
れ

た
菩
薩

は
、
こ
の
大
衆

の
心
を
観
察

し
て
詩
頚

に
よ

っ
て
う
た

い
つ

つ
、
金
剛
蔵
菩
薩

に
問
う

の
で
あ

た
。
ー

略

1

そ

の
と
き
金
剛
蔵
菩
薩

に
は

つ
ぎ

の
よ
う
な
考

え

が

う

か

ん

だ
。

「衆
生

の
う
ち
で
、

こ
の
よ
う
な
智
慧
を
理
解
す
る
こ
と
は
む
ず

か

し

い
。

い

っ
た
い
だ
れ
が
、

こ

の
最
高
な
る
智
慧

を
信
じ
て
疑

わ

な

い

で

あ

ろ

う

か
。
」

と
。
ー

略
ー

私

(
金
剛
蔵
菩
薩
)

に
は
、
無
量
な

る

如
来

の
威

神
力

が
顕
れ
て
、
(菩
薩
の
十
地
を
)
説

く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。」

こ
の
よ
う
に
、
解
脱
月
菩
薩
の
勧
請

に
よ
り
、
金
剛
蔵
菩
薩
が
無
量

な
る
如
来

の
威
神
力
を
受
け
て
、
迷
え
る
衆
生
の
た
め
に
、
第

一
地
か

ら
説
法
を
開
始
す

る
。
つ
ま
り
、
『十
地
経
』
は
、
如
来
の
威
神
力
に

支
え
ら
れ

た
金
剛
蔵
菩
薩
に
よ
っ
て
、
仏
陀
の
成
道
以
後
の
説
法
内
容

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
論
稿
は
、

の
梵
天

勧
請

・
初
転
法
輪
に
於
け
る

と

の
関
係
に
着
目
し
て

検
討
し

て
き

た
。
そ
の
基
本
的
な
関
係
は
、
「沈
黙
↓
勧
請
↓
慈
悲
↓

説
法
」
の
形
式
で
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
平
川
博
士

は
、

ア
シ
ュ
バ
ゴ
ー
シ
ャ
以
前
の
仏
伝
系
統

は
、
仏
陀
の
成
道
ま
で
の

記
述
で
、
成
仏
以
後
の
内
容
は
不
完
全
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
初

期
大
乗
経
典
が
仏
伝
文
学
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
般

若
波
羅
蜜
の
無
限
の
転
法
輪
、
『
法
華
経
』
の
第
二
の
転
法
輪
、
『
十
地

経
』
の
金
剛
蔵
菩
薩
が
如
来
の
威
神
力
に
よ
り
説
き
始
め
る
転
法
輪
な

ど
、
仏
陀
成
道
以
後
の
説
法
形
式
を
取
り
入
れ
て
、
新
た
な
経
典
を
作

成
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
期
大

乗
で
は
衆
生
救
済
の
た
め
に
、
更
に
法
輪
を
回
転
さ
せ
て
、
仏
陀
成
道

以
後
の
詳
細
な
る
記
述
を
導
入
し
た
形
態
で
、
経
典
を
展
開
さ
せ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
大
乗
仏
教

の
転
法
輪
に
よ
り
、
執

著
し
、
迷
え
る
衆
生

の
救
済
た
め
に
法

が
説
か
れ
た

理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

1

平
川

彰

『イ
ソ
ド
仏
教
史
』
上
巻

(春
秋
社
)
三
三
三
頁
～
三
四
〇

頁
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

、

、
梵
天
勧
請
、
初
転
法
輪

(大
正
大
学
副
手
)
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