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小
品
系
般
若
経

の
仏
陀
観
の
基
調

勝

崎

裕

彦

大
乗
仏
教
菩
薩
思
想
は
、
部
派
仏
教
の
伝
統
的
な
あ
り
方
と
は
様
変

わ
り
し
た
新
し
い
仏
陀
観

(釈
尊
観
)
を
構
築
し
な
が
ら
興
起
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
小
品
系
般
若
経
の
教
説
の
中
に
、
大
乗
仏
教
の
仏
陀
観

形
成
の
原
点

・
出
発
点
が
説
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
基

本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
立
場
に
沿
っ
て
、
先
に

「小
品
系
般
若

経
の
仏
陀
観
解
釈
の
視
座
」
(石
上
善
應
教
授
古
稀
記
念
論
文
集

『仏
教
文

化
の
基
調
と
展
開
』
第

一
巻
所
収
)
と
題
し
て
拙
論
を
提
出
し
た
が
、
そ

こ
で
論
じ
尽
く
せ
な
か

っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
次

の
二
方
面
か
ら
の
検

討
に
よ

っ
て
小
品
系
般
若
経
の
仏
陀
観
解
釈
の
考
察
を
補
い
た
い
。

第

一
は

「
阿
閣
仏
と
東
方
仏
国
土
の
意
味
」
と
い
う
こ
と
で
、
般
若

経

の
仏

陀
像

の
典
型

と
も
位
置
づ
け

る
こ
と

が

で
き

る
阿
閤
仏

(
A
k
s
o
b
h
y
a

)
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
た
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
仏
土
・

仏
国
土
論

に
も
言
及
し
て
、
阿
閤
仏
信
仰
の
意
義
に
つ
い
て
論
証
す
る

こ
と
に
な

ろ
う
。
第
二
は
、
「〈常
啼
菩
薩
品
〉
に
見
る
仏
陀
観

・
仏
身

観
」
と
い
う
こ
と
で
、
小
品
系
般
若
経
の
最
終
章
品
で
あ
る
第
九
章
品

〈常
啼

菩
薩
品
〉

の
教
説
の
中
に
集
約
的
に
説
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
仏
陀
観
及
び
仏
身
観
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
本
論
も
ま
た
筆
者
が
進
め
て
い
る
小
品
系
般
若
経

の
解
釈
研
究

の

一
論
と
し
て
報
告
し
た
い
。

さ
て
先
に
発
表
し
た
筆
者

の
小
品
系
般
若
経

に
お
け
る
仏
陀
観
解
釈

の
考
察
方
法
は
、
次
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

小
品
系
統

の
般
若
経

の
教
説
を
開
示
す
る

「仏
」
の
様
態
を
捉
え
る
視

座
で
あ
る
。
対
告
衆

の
主
役
に
抜
擢
さ
れ
た
須
菩
提

、
そ
の

相
手
役
で
あ
る
舎
利
弗

、
さ
ら
に
は
般
若
経

の
守
護
神

・

護
法
天
で
あ
る
帝
釈
天

(釈
提
桓
因
、

な
ど
の
登
場
者
と
の
問
答
を
通
し
て
、
般
若
経
の
教
説
を
広
説

す
る
仏

の
あ
り
よ
う
を
明
示
し
、
解
釈
を
試
み
る
方
法
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
こ
に
い
う
仏
に
対
し
て
、
般
若
経
の
経
典
制
作
者
た
ち
が
は

る
か
に
人
間
釈
尊
を
敬
慕
尊
崇
し
て
思
い
を
重
ね
て
い
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立

っ
て
、
仏
と
須
菩
提
を
中
心
と
し
た
対
告
衆

の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
関
係
、
及
び
新
興
の
大
乗
仏
教
運
動
と
し
て
の
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般
若
波
羅
蜜

の
教
説
方
法
と
そ
の
基
本
形
式
を
め
ぐ

っ
て
要
目
を
ま
と

め
て
、
そ

こ
に
お
の
ず
か
ら
般
若
経
の
仏
陀
観

の
構
築
過
程
が
浮
彫
と

な
っ
て
く

る
で
あ
ろ
う
、
と
予
測
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で

(1
)

ま
と

め
た
要

目

を
再

録

す

れ
ぼ

、

以

下

の
ご

と

く
と

な

る
。

仏
陀

釈
尊

の
金

口
の
直
説

を
受

け
継

ぐ
が
ご
と
く
、
往
時

の
説

法
座

を

は
る

か

に
想

定
し

な
が
ら
、

仏

か

ら
声
聞

弟

子

へ
と
教
法

を
託
す

こ
と
に
第

一
の
意
味

が
あ

る
。

口

般
若
経

の
原
型
と
目
さ
れ
る
小

品
系
般
若
経

の
第

一
章
品

〈須
菩

提
品
〉

の
教
説

の
よ
う
に
、
仏

が
教
主

・
説
主

と
な

っ
て
語

る

の
で
は
な
く

須

菩
提

が
般

若
波
羅
蜜

の
教
説

を
説

き
起

こ
す
形

式

に
第

二

の
意
味

が
あ

る
。
も

ち
ろ
ん
、
経
文

で
は
い
ず

れ
仏

が
須
菩

提

へ
語

り
掛
け
る
構

図
と

な

る

の
で
あ
る
が
、

い
ず

れ
に
し
て
も
師

の
仏

の
資

と
し

て
声
聞
弟
子
が

教
法
を
相
承
し
た

の
で
あ
る
。

日

第

三
の
意
味

は
、
声
聞
弟
子
衆

の
そ
れ
ぞ
れ

の
性
格

と
そ

の
役
割

で
あ

る
。
そ

の
位
相

を
概
括

す
れ
ぼ
、
般
若

波
羅
蜜

の
教
説

者
須
菩
提

は
、
智

慧
第

一
の
舎
利
弗
を
相

手
役

と
し

て
、
そ

の
智
慧

を
般

若
波
羅
蜜

の
智
慧

に
通

底

さ
せ

る
。
第

一
章
品

〈
須
菩
提

品
〉

で
は
説

法
第

一
の
富

楼
那

と
の
問

答

で
、
須

菩
提

こ
そ
が
説
法
第

一
と

称
讃
さ

れ
、

そ
の
辮
才

・
弁
舌

の
能

力
を
般
若
波
羅
蜜

の
教
説

に
発
揮
す

る
。
第

二
章

品

〈天

王
品
〉

で
は
、

こ
の
両
者

に
加
え

て
、
問
答

・
得
解

第

一
の
摩
詞
拘
稀

羅

や
論
議

第

一
の

摩

詞

迦

栴

延

や
、

あ

る

い
は
多

聞

第

一
の
阿
難

が
登
場

す
る
が
、

い
ず

れ
も
そ

れ
ぞ

れ
が
受

け

て
き
た
伝
統

小
品
系
般
若
経
の
仏
陀
観
の
基
調

(勝

崎
)

の
称
讃
辞
を
須
菩
提

に
託

し
て
、
般
若
波

羅
蜜

の
教
説

の
意
味

を
確
定
し

て
行
く

の
で
あ

る
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
阿
難

の
役
割

は
、

い
ず
れ
般

若
波

羅
蜜

の
教
説

の
嘱
累
と
流
通

・
伝
持

に
関
与

す
る

こ
と
に
な

る
。

四

第

四
の
意
味

は
、

こ
う
し
た
仏

と
須

菩
提
を
中
心
と

す
る
声

聞
弟
子

の

関

係

に
、
般
若
波
羅
蜜

の
守
護
神

・
護

法
天
と
し

て
の
帝
釈

天

の
加
勢

で

あ
る
。
帝
釈
天
登

場

の
意

義
は
、
そ

の
所
問

・
難
問

に
よ
る
確

認
作
業

を

通
し

て
、
般
若
波
羅
蜜

の
教
説

の
勧
請
を
促

し
、

そ
の
内
容

の
深
化
を
進

め
、

さ
ら
に
そ

の
教

え
を
信

受

・
信
奉
す

る
善

男
子

・
善
女

人
を
守
護

・

護
念
す

る
こ
と

に
な

る
。

㈲

第
五

の
意
味

は
、
須
菩
提
あ

る
い
は
舎
利
弗

に
代
わ

っ
て
、
や

が
て
大

乗

の
菩

薩
摩
詞
薩

の
代
表
と
し

て
弥
勒
菩
薩

が
登
場

し
て
、

般
若

波
羅
蜜

の
教
説
を
将
来

へ
、
未
来

へ
導

い
て
行
く

こ
と
を
暗

示
し
、

予
測

さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ

の

よ

う

に
仏

説

と

し

て
声

聞

弟

子

に
相

承

さ

れ

、

諸

天

の
守

護

・

護

念

を

受

け

な

が
ら

、

や

が

て
大
乗

の
菩

薩

摩

詞

薩

に
託

さ

れ

て
行

く

構

図

が
、

小

品

系

般

若

経

の
仏

と

そ

の
対

告

衆

を

め
ぐ

る
教

説

構

造

の

中

で
如

実

に

示

さ

れ

て

い

る
と

い
え

よ

う
。

般

若

波
羅

蜜

の
教

説

形

式

の
中

で
、

大

乗

経

典

と

し

て

の
制

作

方

法

を

確

立

し
、

大

乗

仏

教

の
仏

と

法

の
定

位

を
構

想

し

た

の
で
あ

る
。

と

こ

ろ

で

以
上

の

よ

う

な
考

察

で
、

ほ
と

ん

ど

論

及

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ
た

、

き

わ

め

て
重

要

な
視

座

と

課

題

が
残

っ
て

し

ま

っ
た

。

小

品

系

般

若

経

の
教

説

展

開

に

従

っ
た

仏

陀

観

の
形

成

過

程

の
解

明

で

あ

る
。

つ
ま

り

は
、

教

説

展

開

に

即

し

た
教

義

・
理
念

と

し

て

の

「仏

1
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小
品
系
般
若
経
の
仏
陀
観
の
基
調

(勝

崎
)

陀
」

の
内
容
を
捉
え
る
視
座
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
、
般
若
波
羅
蜜
や
菩

薩
摩
詞
薩

義
に
か
か
わ
る
般
若
経

の
大
乗
仏
教
菩
薩
思
想
に
お
け
る
仏

陀
観
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先

の
拙
論
に
お
い
て
は
、
さ
ら

に
論
述

し
て
、
「大
乗
仏
教

・
般
若
経
で
は
、
す
で
に
仏
陀
釈
尊

の
肉

身

・
肉
体

か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
。
般
若
経

の
仏
陀
観
は
、
大
乗
菩
薩

の
求
法
と
求
道
の
菩
提
心
、
も
っ
と
い
え
ぼ
菩
薩
行
を
実
践
し
て
歩
み

行
く
菩
薩
道
と
い
う
修
道
内
容
の
中
で
形
成
さ
れ
て
行

っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
菩
薩
道
実
修
の
過
程
が
小
品
系
般
若
経
の
経
文
の
中
で
示
さ

れ
、
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
仏
陀
観
と
し
て
確
定
し
て
行
く
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
般
若
経
が
描
き
出
し
た
大
乗
菩
薩
の
求
め
る
仏
陀

と
は
、
実

は
人
間
釈
尊
の
悟
り
の
内
証
を
深
く
反
映
し
た
も
の
で
あ

っ

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
般
若
経

の

薩
に
と

っ
て
、
人
間
釈

尊
は
ま

こ
と
に
親
し
く
近
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
」
(
2
)

と
い
う

よ
う
に
止
ま
っ
て
し
ま

っ
た
課
題
に
つ
い
て
、
本
論

で
は
上
述
し
た
二

つ
の
問
題

点
に
絞

っ
て
考
察
し
た
い
。

小
品
系

般
若
経

の
文
脈
の
中
で
仏
陀
像

の
典
型
と
し
て
描
出
さ
れ
て

い
る
の
が
阿
閤
仏

で
あ
る
。
阿
閤
仏
と

い
え
ぼ
、
後
漢
支
婁
迦
讖

訳

『
阿
閤
仏

国
経
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
目
如
来

の
も
と
で
成

仏
し
た
東
方
阿
比
羅
提
世
界

(東
方
妙
喜
国
、
)
が

ま
ず
想
起
さ

れ
る
。
こ
の
阿
閤
仏
が
小
品
系
統
の
経
文
に
示
唆
的
に
登
場
し
、
き
わ

め
て
重
要

な
意
味
合
い
を
含
意
し
な
が
ら
教
説
さ
れ
て
、
般
若
経
の
仏

陀
観
の
一
つ
の
在
所
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

小
品
系
般
若
経
に
お
け
る
阿
閤
仏
に
関
す
る
教
説
に
つ
い
て
は
平
川

彰
博
士
も
触
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
(
3
)

筆
者
は
以
下

の
よ
う
に
要
約
し
て
四

箇

所

の
記

事

と

し

て
理
解

し

て

い
る
。
(
4
)

(
1
)

第

六

章

品

〈
不

退
転

菩
薩

品
〉

〔
F
〕

恒
伽

提

婆

品

で
、
恒

伽
提

婆

(
は
ま
ず

阿
閤

仏

の
国
土

に
生

ま
れ

て
修
行
す

る
。

(
2
)

第
七
章

品

〈総
摂

品
〉

〔G
〕
・
〔
H
〕

堅
固
義

品

で
称
揚
讃
歎

さ
れ

る

宝
瞳

菩
薩

(宝
相
菩
薩
、

)

は
阿
閤
仏

の
も

と

で
般
若
波
羅
蜜

行

を
離
れ
な

い
。
加

え

て
深
般
若
波
羅
蜜

を
信
解
し

て
、
阿
閤
仏

の
も
と

で
修
行

す
る
菩
薩
摩
詞
薩

は
か
な
ら
ず
不
退
転

に
到
達

す
る
と

い
う
。

(
3
)

第

七
章
品

〈
総
摂

品
〉

〔K
〕
嘱
累

品
で
、

い
わ

ゆ
る

『
小
品
般
若
経
』

な
ど
に
見
阿
閤
仏

品
と
品
題

さ
れ
る
よ
う
に
、
仏

の
神

通
力

に
よ

っ
て
阿

閤
仏

の
説

法
座
が
現
前
す
る
。

(
4
)

第

八
章

品

〈随
順

品
〉

〔A
〕
無
尽

品

の
結
び

で
、

喩
え
と

し
て
挙
げ

ら

れ

る
香

象
菩

薩

は
阿
閤
仏

の
も
と

で
般
若
波

羅
蜜

行

を
離

れ
な

い
。

般

若

経

と

阿

閤

仏

の
深

い
か
か

わ

り

を

如

実

に
示

す

こ
れ

ら

の
教

説

は
、

当

然

の

こ
と

な

が
ら

阿

閤

仏

国

土

に

つ
い

て
言

及

さ

れ
、

般

若

経

の
仏

陀

観

と

仏

国

土

観

と

し

て
重

要

な

意

味

合

い

を
提

起

し
、

独

自

の

主

張

を

盛

り

込

ん

だ

教

説

と

い
え

る

の

で

あ

る
。

近

時

、

筆

者

は

、

こ

れ

ら

の
教

説

内

容

の
整

理

検

討

を

踏

ま

え

て
、

一
つ
に

は
、

般

若

経

に

お

い

て
は

阿

閤

仏

の
存

在

は
必

然

の
も

の

で
あ

り

、

東

方

仏

国
土

と

い

1
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う
他
方
国
土
の
指
示
す
る
意
味

の
重
要
性
に
つ
い
て
論
及
す
る
こ
と
で

あ
る
、

二
つ
に
は
、
平
川
博
士
は
般
若
経
と
阿
弥
陀
仏
が
疎
遠
で
あ
る

こ
と
を
検
証
さ
れ
よ
う
と
し
た
が
、
般
若
経
に
お
い
て
は
阿
弥
陀
仏
を

説
く
必
然
性
が
ま

っ
た
く
な
か

っ
た
と
い
う
論
点
を
強
調
し
た
い
、
と

い
う
こ
と
ま
で
、
す
で
に
論
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(
5
)

そ
こ
で
本
論
で
は
そ
れ
ら
の
検
討
結
果
、
論
証
結
果
か
ら
、
小
品
系

般
若
経

に
お
け
る
阿
閤
仏

の
登
場
と
そ
の
教
説
を
要
約
し
て
、
さ
ら
に

阿
閤
仏

の
存
在
を
通
し
て
物
語
ら
れ
る
小
品
系
般
若
経
の
仏
陀
観
の
基

調
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

す
な
わ
ち
上
述
し
た
(
1
)
`
(
4
)

に
お
け
る
阿
閤
仏
に
関
す
る
記
事
を
め

ぐ
っ
て
、
そ
の
具
体
的
意
味
内
容
や
思
想
的
意
義
を
箇
条
書
き
的
に
整

理
し
な
が
ら
、小
品
系
般
若
経

の
文
脈

の
中
に
採
り
入
れ
ら
れ
、組
み
込

ま
れ
た
経
典
制
作
上
の
意
図
を
浮
彫
に
し
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

阿
閤

仏
と
そ
の
東
方
仏
国
土
の
意
味
と
小
品
系
般
若
経
が
構
築
し
よ
う

と
し
た
仏
陀
観
の
一
側
面
が
具
体
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
一
)

阿
閤
仏
の
も
と
で
「
不
離
般
若
波
羅
蜜
行
」
に
徹
す
る
宝
瞳
菩
薩
と
香

象
菩
薩
は
、
菩
薩
行

(梵
行
)
の
手
本
・模
範
を
示
す
例
話
で
あ
り
、
「恒

伽
提
婆
天
女
の
物
語
」
の
挿
話
も
同
様
に
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に

は
第
七
章
品

〈総
摂
品
〉
〔1
〕
段
の

「散
華
仏
の
物
語
」
に
も
阿
閤
仏

の
存
在
が
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
実
は
、
最
終
の
第
九
章
品

〈常
啼
菩
薩
品
〉
の
中
で
説
か
れ
る

法
上
菩
薩
の
も
と
で
般
若
波
羅
蜜
に
お
い
て
修
習

・
修
行
す
る
常
啼
菩
薩

小
品
系
般
若
経
の
仏
陀
観
の
基
調

(勝

崎
)

の
求
法
譚

に
投
影

し
、
反

映
さ
れ

る
教
説
構
図

で
も
あ
る
。

(
ニ
)

『
小
品
般
若
経

』

で
い
う
見
阿
閤

仏

品
で
、

仏

の
神
通
力

に
よ

っ
て
現

前

に
出
現
す
る
阿
閤
仏

の
説
法
座

は
、

も
と

よ
り
釈
迦
仏

の
説
法
座

を
は

る
か
に
想
起

さ
せ
る
も

の
で
あ
り
、
般
若
経

の
説
法
座

の
理
想

を
顕
現

さ

せ
よ
う
と
し
た
例

話

で
あ

る
。

つ
ま
り

は
阿
閤

仏
国
経

で
は
大
目
如
来

を

過
去
仏
と
し

て
、
阿
閤
仏

を
東

方
現
在
仏
と
し

て
措
定

し
て
い
る
わ
け
で
、

般
若
経

の
現
在

・
現
前

の
説
法
座

に
阿
閤
仏
が
確
か
に
在
す
と

い
う
設
定

で
あ
ろ
う
。
実
際
、

〈常
啼

菩
薩

品

〉

の
中

で
は
衆
香
城

の
法

上
菩

薩

の

説
法
座
が
描
写

さ
れ

て
い
る
が
、
ま
さ

に
阿
閤
仏

の
説
法
座

が
暗
示
さ
れ
、

投
影

さ
れ
る
教

説
構
図
と
な

っ
て

い
る
。

口

阿
閤
仏

と
そ

の
東

方
仏

国

土

に

こ
そ
、
般

若
経

を
制
作

す

る
人

々

に

と

っ
て
は
、

は
る
か
四
百

年
、
五
百

年
以
前
に
東
方

の
古
代

マ
ガ
ダ
国
土

で
説
法
を
行
な

っ
た
仏
陀

釈
尊

の
あ
り
よ
う
が
投
影
さ
れ
て

い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
実

を

い
え
ば

〈常
啼

菩
薩

品
〉
の
舞
台

で
あ
る
衆
香
城

(健

陀
越
、

を
西
北
イ

ン
ド
・
ガ

ン
ダ

ー
ラ
地
方

に
設
定
す
れ
ぼ
、

釈
迦
仏

の
説
法
座

が
時
空

を
超
え

て
現
前
に
出
現
す
る
よ
う
な
思

い
の
起

こ

っ
た

こ
と
も
想
像

に
難
く
な

い
。
ま
さ
し
く
阿
閤
仏

の
東
方
仏
国
土
は
、

釈
迦
仏

の
東
方
仏
国
土

を
は
る
か

に
憧

憬
し
、
希
求

し
て
想
定

さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

(
四
)

小
品
系
般
若
経

に
お
け

る
阿
閤

仏

を
め
ぐ

る
教
説

に
は
、
仏
陀

釈
尊

・

釈
迦
仏

へ
の
敬
慕
と
尊
崇

の
あ
り

よ
う
が
深

く
包
蔵

さ
れ
て
い
る
。
般

若

経

の
制
作
過
程

で
次
第

に
形
成

さ
れ

て
行

っ
た
仏
陀
観

あ
る
い
は
仏

国
土

観

に
つ
い
て
、

阿
閤
仏
と

そ

の
東
方
仏

国
土

が
具
体
的
典
型

と
な
り
、
は

る
か
に
遠

く
仏

陀
釈
尊
と

そ

の
釈
迦
仏

国
土

の
原
像

を
望
想

し
よ
う
と
す

1
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小
品
系
般
若
経
の
仏
陀
観
の
基
調

(勝

崎
)

る
わ
け

で
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
、

当
然

の
こ
と
な
が
ら
阿
弥
陀
仏
と
そ

の

西
方
浄
土
を
説

く
必
然
性
が
、
般

若
経

に
は
ま

っ
た
く
な
か

っ
た

の
で
あ

る
。
実
を

い
え
ば
、
小

品
系
統

の
経
文
中

に
お
い
て
も
、
異
方
仏

・
他
方
仏
、

あ
る

い
は
異
方
諸
仏

・
他
方
諸
仏

と

い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
わ
け

で
あ

る

が
、

〔す
な
わ
ち
や

が
て

は
十

方
諸

仏

へ
と
拡

大
す
る
教
説
と
な

る
わ
け

で
あ
る
が
、
〕
そ

の
中

か
ら
、

小
品
系

般
若
経

の
教
説

展
開

の
過

程
に

お

い
て
、
東
方
現
在
仏

と
も
受
け
と

め
ら
れ
る

べ
き
阿
閤
仏

の
存

在

の
重
要

性

が
指
摘
さ
れ
う

る
の
で
あ

る
。

(
五
)

本
論
文

の
主
題

で
は
な

い
が
、

小
品
系
般
若
経
と
阿
閤

仏
国
経
と

の
成

立
関
係

に

つ
い
て

一
言

す
る
な
ら

ぼ
、
阿
閤
仏
信
仰

の
存

在
と
阿
閤
仏
国

経
自
体

の
成
立
と

は
別
問
題

で
あ

る
と

い
う
視
点
に
、
筆
者
も
立

っ
て
い

る
こ
と

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
当

時
西

北
イ

ン
ド

で
流
布

し
は
じ
め

て

い
た
阿
閤
仏
信
仰

を
、
古
代

マ
ガ
ダ

国
と

い
う
東
方
釈
迦
仏

国
土

へ
の
憧

憬

・
希
求

の
心
を
強
く

し
な
が
ら
重

ね
合

わ
せ

て
、
小
品
系
統

の
経
文

が

西
北
イ

ン
ド

で
全
体
的

に
形
成

さ

れ
る
中

で
導
入
さ
れ
て
行

っ
た
も

の
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
補
足
を
加

え

て
、

二
世
紀

中
葉

以
降

の
漢
訳
経

典

の
訳

者

で
あ

る
後
漢

支
婁
迦
讖

の
仏

教

か
ら
望
見

し
て
み
る
と
、
『
道
行
般

若

経
』

や

『
阿
閤
仏

国
経
』
、
(
6
)

ま

た

『
般
舟

三
昧
経
』
や
無

量
寿
経
古

訳
本

の
教

説
世
界
を
考
慮
す
れ
ば

、
東
方
仏
国
土

思
想
と
西
方
浄
土

思
想

の
並

立

・
混
在

と

い
う

こ
と

が
、

は
る

か
月
氏

国

(月
支
国
)

の
仏
教

に
あ

っ

た

こ
と

は
当
然

の
こ
と
で
あ

っ
た

ろ
う
。

小
品
系
般
若
経
、
と
い
う
よ
り
は
大
部
般
若
経
の
最
終
章
品
は

〈常

啼
菩
薩
品
〉
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「常
啼
菩
薩

の
求
法
物
語
」
と
し
て

知
ら
れ
る
章
品
で
あ
る
が
、
こ
の
章
品

の
内
容
を
常
啼
菩
薩

(薩
陀
波

器
菩
薩
、
の

見
仏
と
法
上
菩
薩

(曇
無
端
菩
薩
、

)

へ
の
聞
法
の
求
法
譚
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

今
、
仏
陀
観
を
検
討
す
る
に
当
た

っ
て
、
常
啼

菩
薩
の
見
仏
と
聞
法
と

い
う
視
点
か
ら
当
面

の
課
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

小
品
系
般
若
経

の
第
九
章
品

〈常
啼
菩

薩
品
〉、
す
な
わ
ち
常
啼
菩

薩
の
求
法
譚

の
冒
頭
に
は
二
つ
の
注
意
す
べ
き
記
事
が
あ
る
。

ま
ず
第

一
点
は
、
『小
品
般
若
経
』
薩
陀
波
崙

品
第
二
十
七
の
、

(
A
)

佛
告
須
菩
提
。
薩
陀
波
崙
菩
薩
本
求
般
若
波
羅
蜜
時
。
不
依
世
事
。
不
惜
身

命
。
不
貧
利
養
。
於
室
林
中
聞
室
中
聲
言
。
善
男
子
。
汝
從
是
東
行
當
得
聞

般
若
波
羅
蜜
…
…

(大
正
八

・
五
八
O
a
)

A
s
t
a
p
.
9
2
7

)

と
い
う
教
説
で
あ
り
、
常
啼
菩
薩
は
空
林
中

つ
ま
り
空
閑
林

(阿
蘭
若

処
、

か
ら
の
空
中

の
声
に
導
か
れ

て
、
般
若
波
羅
蜜
の
求

法

・
求
道

の
旅
に
出
発
す
る
。
し
か
し
ど
れ
ほ
ど
の
距
離
を
進
め
ぼ
よ

い
の
か
を
尋
ね
そ
こ
ね
た
こ
と
に
気
づ
き
、
菩

薩
は
そ
の
名
前
の
ご
と

く
、
泣
き
、
悲
し
み
、
嘆
く
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
般
若
波
羅
蜜
を
聞

1
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か

な

い
う

ち

は

七

昼
夜

で
も

ひ
た

す

ら

立

ち

尽

く

し

て
、

た

だ

そ

れ

だ

け

を

念

じ

よ
う

と

深

く
決

心

す

る
。

ま

さ

に
常
啼

菩

薩

に

は
、
般

若

波

羅

蜜

以

外

の
関

心

は

ま

っ
た
く

な

い
の

で
あ

る
。

こ

の
時

に
お

い
て
、

(
B
)

須
菩
提
。
薩
陀
波
崙

菩
薩
如
是
憂
啼
哭

。

時
佛
像
在

前
立
。
,
讃
言
。
善
哉

善
哉
。
善
男
子
。
過
去
諸

佛
本
行
菩
薩
道
時
。
求
般
若
波

羅
蜜
。
亦
如
汝
今
。

是
故
善
男
子
。
汝
以
是
勤
行
精
進
愛
樂
法
故
從

是
東
行
。

去
此
五
百
由
旬
有

城
名
衆

香
・…
:

(大
正
八

・
五
八
O

c
)

と
記
さ
れ

る
経
文

が
第
二
点

で
あ
る
。

つ
ま
り
は
、

こ
こ
に
お
い
て
、

菩
薩
の
強

い
信
念
を
称
讃
し
な
が
ら
如
来

(仏
)
が
像
容
を
現
し
て
、

「
こ
こ
か

ら
東
方

へ
五
百
由
旬

(古
訳
な
ど
で
は
東
行
二
万
里
と
あ
る
)

行

っ
た
と

こ
ろ
に
衆
香
城
と
い
ら

美
し
い
都
市
が
あ
る
。

そ
こ
に
お
ら
れ
る
法
上
菩
薩
か
ら
般
若
波
羅
蜜
を
聞
く
で
あ
ろ
う
。
ま

さ
に
、
そ
な
た
の
善
知
識
で
あ
る
。
実
は
か
つ
て
法
上
菩
薩
も
ま
た
、

小
品
系
般
若
経
の
仏
陀
観
の
基
調

(勝

崎
)

そ
な
た
が
今
、
般
若
波
羅
蜜
を
求
め
る
が
ご
と
く
に
求
め
て
き
た
の
で

あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
恵
み
の
声
を
授
け
る
の
で
あ
る
。

(
A
)

の
引
文

で
、

「空
中
声
」
と
い
う
の
は
、
教
説
内
容

の
相
違
は
と

も
か
く
と
し
て
、
古
訳
の

『道
行
般
若
経
『
に

「時
便
虚
室
中
有
聲
言
」

(大
正
八
・
四
七

一
a
)、
『大
明
度
経
』
に

「是
時
室
中
有
聲
言
」
(大
正

八
・五
〇
四
a
)
と
あ
り
、

一
応
諸
テ
キ
ス
ト
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
(
B
)の仏
像

(如
来
形
像
、

に
つ
い
て

は
、
『道
行
般
若
経
』
で
は

「佛
聲
音
都
盧
見
如
是
」

(大
正
八

・
四
七
一

c
)
と
あ
り
、
『大
明
度
経
』
で
は

「佛
音
聲
如
是
」
(大
正
八

・
五
〇
四

b
)
と
あ
り
、
さ
ら
に

『大
品
般
若
経
』
で
は
単
に

「室
中
有
佛
」
(大

正
八

・
四
一
七

a
)
と
記
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
鳩
摩
羅
什
訳
以

降

の
諸
漢
訳
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文

『八
千
頌

般
若
経
』
は
仏
像
を
具

体
的
に
明
示
し
て
、
「憂
愁
啼
哭
」
の
常
啼
菩
薩
を
導
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
後
段
に
お
い
て
、
常
啼
菩
薩
が
法
上
菩
薩

へ
の
供
養
と
聞

法

の
た
め
の
質
問
を
起
こ
す

一
段
に
お
い
て
、
(
A
)
・
(
B
)

の
由
来
を
述

べ

る
下
り
で
、
『小
品
般
若
経
』
で
は
、

◎
薩
陀
波
崙
及
五
百
女
人
頭
面
禮
曇
無
端
菩
薩
足
。
合
掌
恭
敬
却
住

一
面
。
薩

陀
波
寄
白
曇
無
端
菩
薩
言
。
我
本
求
般
若
波
羅
蜜
時
。
於
室
林
中
聞
室
中
聲

言
。
善
男
子
。
從
是
東
行
。
當
得
聞
般
若
波
羅
蜜
。
我
印
東
行
…
…

(大
正

八
・
五
八
三
c
)

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
古
訳
二
経
で
は
次
の
よ
う
に
説
示
さ
れ
て
い
る
。

鰐
『道
行
般
若
経
』

}
『大
明
度
経
』

1
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若
経
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仏
陀
観
の
基
調

(勝

崎
)

薩

陀
波
倫
菩
薩
白
曇
無
蜴
菩
薩
言
。

普
慈
闊
士
行
言
。
我
本
索
明
度
時

我
本
索
般
若
波

羅
蜜
時
。
於
室
閑

於
山
中

哀
働

。
室
中

有
化
佛
。
身

山
中
大
啼
哭

。

於
上
虚
室
中
有
化

有
三
十

二
相
紫
磨
金

色
十
億
光
焔

佛
。
身
有
三
十

二
相
。
紫
磨
金
色

出
。
佛
歎

我
言
。
善

哉
善

哉
。
索

身
有
千
億
光
耀
炎

出
。
是
時
化
佛

明
度
當
爾
。
從
是
東
行

二
萬

鯨
里
。

嗟
嘆
我
言
。
善
哉
善

哉
。
人
索
般

其
國
名
香
浄

…
…

(大
正

八

・
五

若

波
羅
蜜
。
當
如
是
也
。
便

語
我

〇
五

b
)

言

。
去
是
東
出

二
萬
餘

里

。
其
國

名
揵

陀
越
…
…

(大
正

八

・
四
七

三
b
)

た
し
か
に
(
C
)
'
の
引
文

で
は
、
仏

・
如
来

の
像
容
を
推
測
せ
し
め
る

経
文
で
あ
る
。
(
7
)

空
中
か
ら
仏

・
如
来
の
声
を
聞
く
―

、
(
Bに
お
け
る

古
訳
の
経
文
の
よ
う
に
、
仏

の
音
声
が
目
の
当
た
り
に
お
の
ず
か
ら
現

れ
見
え
る
と
い
う
わ
け
で
あ
り
、
仏
像

つ
ま
り
如
来
の
像
容
が
現
前
に

立
ち
現
れ
る
と
い
う
教
説
は
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

仏
像

は
西
北
イ
ン
ド

・
ガ

ン
ダ
ー
ラ
地
方
に
は
じ
め
て
出
現
し
た
と

さ
れ
る
。
出
現
初
期
の
仏
像
譚

の
挿
入
が

〈常
啼

菩
薩
品
〉
に
加
え
ら

れ
、
衆
香
城
の
舞
台
設
定
と
と
も
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
色
が
色
濃
く
反
映
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
(
8
)

。

加
え
て

一
つ
、
『小
品
般
若
経
』
曇
無
竭
品
第
二
十
八
に
あ
る
、

(
D
）

諸
佛
如
來
不
應
以
色
身
見
。
諸
佛
如
來
皆
是
法
身
故

(大
正
八

・
五
八
四
b
)(
A
s
t
a
p
.
9
6
5
)

と
い
う
表
現
で
あ
る
。
梶
山
雄

一
博
士
の
一
文
を
借
り
れ
ぼ
、
「こ
こ
に

「色
身
」
「
法

身
」

と
の
対
置
を
は

っ

き
り
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
『八
千
頌
』
現
存
梵
本
第
三
十

一
章

は
明
白
に
云
う
。
「実
は
如
来
は
色
身
と
し
て
見
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

如
来
は
法
身
で
あ
る
(
9
)

」
と
」
と
い
う
論
述
内
容

で
あ
る
。
こ
の
法
身
説

を
め
ぐ
る
考
察
は
、
L

・
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
教
授

の
論
稿
(
1
0
)

と
そ
れ
を
参
照

し
た
梶
山
博
士

の
明
解
な
論
証
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
言
及
を
控
え

る
が
、
先
に
引
用
し
た

一
文
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
古
訳
二
経

に
は
、

六
万
三
昧

(六
万
定
門
)
と
称
す
る
三
昧
門
が
示
さ
れ
、
そ
の
中
に

「
怛

薩
阿
竭
身
無
形
入
三
昧
」
(大
正
八

・
四
七
四
a
)
・
「如
來
身
無
形
入
定
」

(大
正
八
・
五
〇
五
c
)
と
あ
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。

こ
こ
で
も
う

一
つ
注
意
す
べ
き
点
は
、
常
啼

菩
薩
が
諸
三
昧
に
入
っ

た
結
果
と
し
て
、
『道
行
般
若
経
』
に
訳
出
さ
れ
る

「(悉
)
見
十
方
諸

佛
三
昧
」
(大
正
八
・
四
七
二
a
、
四
七
三
c
)
を
得
る
と
い
う
教
説

で
、

あ
た
か
も
般
舟
三
昧

に
同
定
さ
れ
う
る
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
三
昧
に
お
い
て

十
方
諸
仏
を
見
る
と
い
う
視
点
か
ら
、

一
概
に
般
舟
三
昧
と
同
等
視
で

き
な
い
と
い
う
見
方
(
1
1
)

も
あ
る
が
、
諸
テ
キ
ス
ト
共
通
の
教
説

で
あ
る
と

い
う
以
上
に
、
支
婁
迦
讖
訳
と

い
う
こ
と
か
ら
仏
像
誕
生
の
初
期
の
あ

り
よ
う
を
例
証
す
る
重
要
な
経
文
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
(
1
2
)

。
も

っ
と

も
平
川
博
士
は
、
「『道
行
般
若
経
』
と
し
て
は
、
仏
像
の
記
述
よ
り
も
、

「空
中
見
仏
」
「見
仏
三
昧
」
を
説
く
点
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
思

1
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う
」
(
1
3
)

と
論
述
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で

『道
行
般
若
経
』
に
は
仏
像
の
造
立
と
そ
の
供
養
に
つ
い

て
、
さ
ら
に
重
要
な
教
説
が
説
示
さ
れ
て
い
る
。 (

E
)

〔曇
無
曷
菩
薩
語
薩
陀
波
倫
菩
薩
言
。〕
…
…
讐
如
佛
般
泥
疸
後
有
人
作
佛
形

像
。
人
見
佛
形
像
無
不
脆
拜
供
養
者
。
其
像
端
正
妹
好
如
佛
無
有
異
。
人
見

莫
不
稱
歎
。
莫
不
持
華
香
繒
綵
供
養
者
。
賢
者
呼
佛
。
神
在
像
中
耶
。
薩
陀

波
倫
菩
薩
報
言
。
不
在
中
。
所
以
作
佛
像
者
。
但
欲
使
人
得
其
福
耳
。
不
用

一
事
成
佛
像
。
亦
不
用
二
事
成
。
有
金
有
黠
人
。
若
有
見
佛
時
人
佛
。
般
泥

疸
後
念
。
佛
故
作
像
。
欲
使
世
間
人
供
養
得
其
福
。
薩
陀
波
倫
菩
薩
報
師
言
。

用
佛
般
泥
疸
後
故
作
像
耳
。
曇
無
竭
菩
薩
報
言
。
如
賢
者
所
言
。
成
佛
身
亦

如
是
…
…

(大
正
八

・
四
七
六
b
)

こ
の
経
文
は
、
「常
啼

菩
薩

の
求
法
物
語
」

の
結
末
部
分
に
相
当
し
、

『大
明
度
経
』
(大
正
八

・
五
〇
七
a
)
と
と
も
に
古
訳
二
経
の
み
に
説
示

さ
れ
る

一
段
に
お
け
る
教
説
で
あ
る
。
高
田
修
博
士
の
解
説
で
は
、
「仏

像
は
仏
涅
槃

後
従

っ
て
後
世
に
、
仏
を
思
慕
す
る
が
ゆ
え
に
作
ら
れ
る

に
至

っ
た

こ
と
、
ま
た
仏
像
を
作

っ
て
供
養
す
る
の
は
、
人
々
に
福
報

功
徳
を
得

さ
せ
る
た
め
で
あ
る
こ
と
、
を
明
快
に
説

い
て
い
る
の
で
あ

る
。
優
填
王
の
造
像
伝
説
の
よ
う
に
、
造
像
の
始
ま
り
を
釈
尊
時
代
に

仮
託
す

る
の
と
違

っ
て
、
そ
の
記
す
と
こ
ろ
真
実
を
伝
え
た
も
の
と
い

う
べ
く
、
造
像
の
初
期
時
代
を
あ
ま
り
距
た
ら
な
い
頃
の
、
仏
像
に
関

す
る
認
識
と
し
て
ま
こ
と
に
興
味
深
い
」
(
1
4
)

と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
(
1
5
)

上
述
し

て
き
た
こ
と
か
ら
、
い
さ
さ
か
私
見
を
記
し
て
こ
の
節
の
ま

小
品
系
般
若
経
の
仏
陀
観
の
基
調

(勝

崎
)

と
め
と
し
た
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
常
啼
菩

薩

の
求
法
譚

の
冒
頭

の

書
き
出
し
に
お
い
て
、
言

っ
て
み
れ
ぼ
、
(
A
)
は
空
中
の
声
を
聞
く
と
い

う
聞
法
で
あ
り
、
）
(
B
)

は
仏
像
を
見
る
と
い
う
見
仏
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
(
A
)
に
お
け
る
空
林

・
空
閑
林

は
般
若
波
羅
蜜
に
お
け
る

空
行
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
仏

の
音
声
を
聞
く
と
い
う
背
後
に

は
、
遠
く
釈
迦
牟
尼
仏
の
金
口
の
声
を
聞
こ
う
と
す
る
願

い
も
込
め
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
(
B
)
の
仏
像
現
前

の
記
述
や
、
あ
る
い
は

『道
行
般
若

経
』
に
訳
さ
れ
る

「
(悉
)
見
十
方
諸
佛
三
昧
」
は
、
た
と
え
ぼ

『般
舟

三
昧
経
』
の
教
説
と
比
較
す
る
ま
で
も
な
く
、
西
北
イ
ン
ド
に
お
け
る

紀
元

一
、
二
世
紀
の
仏
身

・
仏
像
に
関
す
る
考
え
方
を
示
唆
す
る
経
文

で
も
あ
る
。
そ
し
て
古
訳
二
経

の
み
に
説
示
さ
れ
る
、
(
E
)
に
お
け
る
仏

像

の
造
像
や
そ
の
礼
拝
供
養

の
記
事
は
、
ま
さ
し
く
仏
像
成
立
期

の
仏

像
説
と
し
て
注
目
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
(
1
6
)

す
な
わ
ち
端
的
に
い
え
ぼ
、
引
文
(
D
)の色
身
説
や
法
身
説
と
い
う
仏

身
論
を
論
ず
る
こ
と
と
は
別
に
、
西
北
イ
ン
ド
に
お
い
て
展
開
し
た
大

乗
仏
教

・
般
若
経
の
、
換
言
す
れ
ぼ
小
品
系
般
若
経
の
教
説
形
成
期
の

仏
陀
観

の
一
面
を
、
常
啼
菩
薩

の
求
法
の
旅
の
記
事
が
具
体
的
に
明
示

し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(
1
7
)

た
だ
も
と
よ
り
、
阿
閤
仏

の
説
法
座

の
出
現
や
常
啼
菩
薩
の
求
法
遍
歴
の
故
事
、
あ
る
い
は
法
上
菩
薩
の
説

法
座
に
お
い
て
ま
で
、
決
し
て
執
ら
わ
れ
を
も

っ
て
受
け
と
め
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
…
…
。
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小
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系
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若
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仏
陀
観
の
基
調

(勝

崎
)

小
品
系
般
若
経
に
お
け
る
仏
陀
観
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
小
品
系

統
の
菩
薩
道

の
問
題
に
つ
い
て
当
然
配
慮
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
大

乗
仏
教

は
、
仏
を
求
め
て
、
仏
と
成
る
こ
と
を
目
指
し
た
菩
薩
の
教
え

を
掲
げ

て
、

つ
ね
に
仏
と
向
き
合

っ
て
修
習
努
力
し
、
修
行
実
践
す
る

姿
勢
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
成
仏

・
成
道

し
た
人
で
あ

る
仏
陀
釈
尊
と
そ
の
悟
り
の
内
容
を
仰
い
で
、
ま
た
求
め
て
、
新
し
い

仏
陀
観

(釈
尊
観
)
を
構
築
し
て
行

っ
た
も
の
が
、
大
乗
仏
教
菩
薩
思

想
で
あ

ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
新
発
意
菩
薩
↓
久
発
意
菩
薩
↓
不
退
転
菩
薩

と
い
う
小
品
系
統
の
菩
薩
の
三
階
位
も
、
そ
の
般
若
波
羅
蜜
に
お
け
る

修
習

・
修
行

の
目
的
は
、
ひ
た
す
ら
に
求
め
て
、
目
指
し
て
行
く
悟
り

の
世
界
、

つ
ま
り
無
上
正
等
覚

(阿
耨
多
羅
三
貌
三
菩
提
、

で
あ
り
、
仏

の
一
切
智

(薩
婆
若
、

が
そ

の
証
し
と
し
て
説
き
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

不
退
転
菩
薩
を
菩
薩
の
階
位
の
理
想
と
し
て
、
成
仏
を
目
指
し
、
成

道
を
成

し
遂
げ
よ
う
と
修
習
努
力
し
、
修
行
実
践
す
る
の
が
般
若
波
羅

蜜
に
お
け
る
大
乗
菩
薩
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
新
発
意
菩
薩
↓

久
発
意
菩
薩
↓
不
退
転
菩
薩
の
三
階
位
、
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
さ

ら
に
↓

一
生
補
処
菩
薩
を
含
め
た
四
階
位

の
菩
薩
の
階
梯

こ
そ
、
小
品

系
般
若
経

の
菩
薩
思
想
の
基
本
的
枠
組
み
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ

う
し
た
菩
薩
教
説
の
中
で
、
「恒
伽
提
婆
天
女

の
物
語
」
や

「散
華
仏

の
物
語
」
で
は
、
恒
伽
提
婆
天
女
か
ら
金
華
仏

)

へ
の

授
記
、
六
百
比
丘

(あ
る
い
は
六
千
比
丘
等
)
か
ら
散
華
仏

。
へ
の

を
説
く
。
ま
さ
に
成
仏

へ
の
約
束
を
明
示
す
る
教
説

を
展
開
し
、

一
生
補
処
菩
薩
説
に
も
か
か
わ
る
物
語
を
挿
入
す
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
恒
伽
提
婆
天
女
の
場
合
は
、
阿
閤
仏
の
も
と
で
菩
薩
行

を
修
習

・
修
行
す
る
。
「散
華
仏

の
物
語
」
に
も
阿
閤

仏
の
関
連
を
考

え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
未
来

・
将
来
に
お
け

る
成
仏
を
授
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
品
系
般
若
経

の
仏
陀
観
の

一

つ
の
展
開
過
程
を
示
唆
し
て
い
る
。

ま
た

一
方
、
第
四
章
品

〈新
発
意
菩
薩
品
〉、
第
五
章
品

〈久
発
意

菩
薩
品
〉、
第
六
章
品

〈不
退
転
菩
薩
品
〉
に
お
い
て
都
合
四
箇
所
(
1
8
)

に

及
ん
で
登
場
す
る
弥
勒
菩
薩
の
位
相
に
つ
い
て
も
、
当
然
考
慮
し
な
け

れ
ぼ
な
ら
な
い
。
小
品
系
般
若
経
で
は
、

一
生
補
処
菩
薩
と
し
て
の
弥

勒
菩
薩
を
予
想
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
や
が
て
は
未
来
仏
と

し
て
の
弥
勒
仏
を
予
見
し
て
行
く
教
説
を
孕
ん

で
展
開
し
て
い
る
こ
と

も
類
推
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
小
品
系
般
若
経
の
仏
陀
像

の

典
型
と
し
て
阿
閤
仏
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
加
え
て
、

一
生
補

処
菩
薩
と
し
て
の
弥
勒
菩
薩
に
考
え
を
及
ぼ
す
解
釈
も
少
な
か
ら
ず
要

請
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
解
釈
に
よ
っ
て
、
般
若
波
羅
蜜

に
お
け
る
大
乗
菩
薩
の
教
え
を
積
み
重
ね
、
積

み
上
げ

て
行
っ
た
小
品

系
般
若
経
の
釈
尊
観
、
仏
陀
観
の
基
本
的
姿
勢
も
明
瞭
と
な

っ
て
く
る

わ
け
で
あ
る
。

(註
省
略
)

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

般
若
経
、
仏
陀
観
、
阿
閤
仏

(大
正
大
学
教
授
)
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1. Lodgings of Monks and Nuns in Early Jainism 

Kiyoaki OKUDA 

We can obtain a rough idea, through the related lines of Schubring's trans-

lation of the Kalpa sutra, about what sort of lodgings monks and nuns on a 

pilgrimage came to find themselves in due to religious constraints, in the 
time of early Jainism. However, even Schubring's work (Das Kalpa-sutra, 

Leipzig, 1905) does not clarify how such constraints came to be imposed. 
The present paper is an attempt to make this point clear through notes 

given on the literature. 

2. A Study of the View of Buddha in the Smaller Mahaprajnaparamita-sutra 

Yugen KATSUZAKI 

The present work aims at contributing to the study of the basic view of 

Buddha in the Smaller Mahaprajnapdramita-sutras, and in particular focus-

es on the view of Sakyamuni Buddha in Early Mahayana Buddhism. Conse-

quently, it becomes evident that a new view of Sakyamuni Buddha and Ma-
hayana Buddha was established in the Smaller Mahaprajnapdaramita-sutras. 

3. Development of Buddha's Enlightenment 

Egaku MAYEDA 

At the age of 35, the founder of Buddhism, the Buddha, attained His En-
lightenment in Uruvela. This enlightenment is complete enlightenment as 

thought by many people. But according to Vinaya Mahavagga I, Buddha at-

tained pathamabhisambuddha at first, then in the second stage he developed 

his enlightenment even more. After his first sermon, the Order consisted of 
61 Arahants, and the Buddha further developed his spiritual development in 

the first rain retreat. He attained incomparable deliverance (anuttara-vimutti) 

through mindful concentration (manasikara). 
Enlightenment under the Bo-tree is to become free from Ignorance (avijja)
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