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袴

谷

憲

昭
氏

の

『
本
覚

思
想

批

判
』

と

い
う
著

書

は
、

そ

の
題

名

の

話

題

性

か

ら

も
、

学

界

に

セ

ン
セ

ー

シ

ョ
ナ

ル
な

波

紋

を
投

じ

た

。

私

は
袴

谷

氏

の
見
解

に
対

し

て
、

次

の
よ

う

な
申

し
入

れ

を

し

た
。

袴

谷
氏

の
本
覚
思
想

は
、
松
本

(史
朗
)

氏

の
言
う
如
来
蔵

思
想
、
す
な
わ

ち
基
体
説

を
意
味

し
て

い
る
よ
う

で
あ

る
が
、

『起

信
論
』

に

お
い
て
基

体

と
な
る

の
は
、
あ
く
ま

で
真
如
や
法
身

で
あ

っ
て
本
覚

で
は
な

い
。
私
と
し

て
は
、
袴

谷
氏
が
松
本
氏

の
言
う
基
体
説

を
論
じ

る
際

に
、
本
覚

や
本

 

の

用
語
を
使

う
こ
と
は
や
め
て
頂
き
た

い
と
願

っ
て
い
る
。

私

の
申

し

入

れ

に
対

し

て
、

袴

谷

氏

は
答

え

ら

れ
た

。

①
今
後
、

「基
体

」
と

い
う
言
葉

は
用

い
ず
、

「場
所
」
と

い
う
言
葉

を
用

い

て
論
じ

て
い
き

た
い
。
私

の

「本

は
迹

の
基
体

で
あ
る
」
と

い
う
規
定
も
、
「本

は
迩

の
場

所

で
あ
る
」
と
改
め
さ

せ
て
も
ら

っ
た
上

で
言

え
ぼ

、
私
は

『
起

信
論
』
の

「場
所
」
が

「真

如
」
で
あ
る

こ
と

は
認

め
て

い
る
。
た
だ

「本
覚
」

も
思
想

構
造
上

は
全
く

「真
如
」
と
同
じ

で
あ

る
か
ら
、
「本
覚

」
も

「場
所
」

で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
も
し
花

野
氏

の
よ
う

に
厳
格

に
『
起

信
論
』

の

「場
所

」
を
規

定
し
な
け
れ
ぼ

な
ら
な

い
と

す
れ
ぼ

、
『
起
信
論
』

の

「
場
所

」

は

「真

如
」

で
さ
え
な
く
、

「
一
心
」

だ
と
言

わ
な
け

れ
ぼ
な

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
五
十
四
巻
第

一
号

平
成
十
七
年
十
二
月

花
 

野
 

充
 

道

ら
な

い
だ

ろ
う
。

(取
意
)

こ

の

よ

う

に
袴

谷

氏

は

述

べ

ら

れ

て

い

る
が

、

そ

れ

ま

で

「基

体

」

と

い
う
言

葉

を
用

い

て
議

論

さ
れ

て
き

た

も

の
を

、

一
方

的

に

「場

所

」

と

い
う

言

葉

に
変

え

る
と

言

わ

れ

て
も

、

私

は

と

ま

ど

う

ば

か

り

で
あ

る
。

は

た

し

て

「基

体

」

と

「
場

所
」

は
ど

う

違

う

の
か
。

そ

も

そ

も

こ

の
議

論

は
、

松

本

史

朗

氏

の
 

(基
体
説
)
批

判

か
ら

出

発

し

て

い
る
。

松

本

氏

は
、

「如

来

蔵

思

想

は
仏

教

に

あ

ら

ず

」

と
題

し

て
、

次

の
よ
う

に
主
張

さ

れ

た
。

②

私

は
、

如
来

蔵

思
想

は

で
あ

る

と

考

え

て

い

る
。

(基
体

説
)
と

は
、
私

が
仮

説
的
に
用

い
る
用
語

で
あ

る
が
、

そ

の
構

造

を
要

約

す
れ

ぼ
、

「単

一
な
実

在

で
あ

る
基

体

が
、
多

元

的

を
生
じ

る
」

と
主
張
す

る
説

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
簡
単
に

「発
生

論
的

一
元
論
」

と
か

「根
源
実
在
論
」

と
か
呼
ん

で
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。

こ

の

「原
理
的

な
同

一
、
無
差
別
を
言
う

こ
と
に
よ

っ
て
、

か
え

っ
て
現
実

的

な
差
別

を
肯
定

し
、
絶
対
化
す

る
」

と

い
う
基
体
説

の
構
造

は
、
如
来
蔵
思

想

に
基

づ

い
た
日
本

の
本
覚
思
想

に
も
見

ら
れ
た

の
で
あ
り
、

こ
の
点
に

つ
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い
て
は
、
袴

谷
氏

の
「
差
別
事
象
を
生

み
出

し
た
思

想
的
背
景

に
関
す

る
私

見
」

と

い
う
論
文

に
指
摘

さ
れ
た
通
り

で
あ
る
。

(取
意
)

こ

の
よ

う

な

松

本

氏

の
基

体

説

の
規

定

を

全

面

的

に
取

り

入

れ

て
、

袴
谷

氏

の
本

覚

思

想

批

判

は
な

さ
れ

て

い
る
。

袴

谷
氏

は
本

覚

思

想

を

定
義

し

て
次

の
よ
う

に
述

べ
ら

れ

て
い
る

。

③
松

本
氏

の

「基

体
説
」

の
六

つ
の
規
定

を
全
面
的

に
取
り

入
れ
た
上

で
、

若
干

の
補

足
と
二

つ
の
規
定
を
加

え
て
、
計
八

つ
の
規
定

に
よ

っ
て

「本
覚

思
想
」

を
定
義

す
る
に
至

っ
た
。
松
本
氏
が

L
 

で
表
わ

し
た
箇
所

は

「本

」

に
、

S
 

で
表

わ

し
た
箇
所

は

「
迹
」

に
置
き
換

え

て
あ
る

が
、

「本

覚
思
想
」

と

は
、

こ
れ
ら

の
規
定

に
従

っ
て
も
ら

っ
た

上

で
は
、
従
来

用

い
ら
れ

て
い
る

「本
迹

思
想
」

と
さ
れ

て
も
構

わ
な

い
と

い
う
考
え
方

に
よ
る
。

(取
意
)

(1
)

「本
」

は

「
迹
」

の
基
体

で
あ
る
。

(2
)
故

に
、

「本
」

は

「
迹
」
を
生
じ

る

(原
因

で
あ

る
)
。

―
以
下
省
略
―

袴
谷
氏

は
、
松
本
氏
の
基
体
説
の
六

つ
に
新
た
に
二
つ
を
加
え
て
、

計
八
つ
の
規
定
に
よ

っ
て
本
覚
思
想
を
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
新
加
の

二
つ
は
松

本
氏
の
六
つ
の
規
定
を
さ
ら
に
補
足
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

思
想
構
造
そ
の
も
の
に
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

「発
生

論
的

一
元

論
」
と
か

「根
源
実
在
論
」
と
か
呼
ぼ
れ
る
思
想
構
造
を
、

松
本
氏
は

「基
体
説
」
と
称
し
、
「如
来
蔵
思
想
」
が
ま
さ
に
そ
れ
で

あ
る
と
論

じ
た
の
に
対
し
、
袴
谷
氏

は

「本
覚
思
想
」
「本
迹

思
想
」

の
名
称
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
思
想
構
造
を
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

松
本
氏
は
、
『
涅
槃
経
』

の
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
に
お
け
る

「仏

性
」
の
言
語
が

で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
故
に
如
来
蔵
・

仏
性

の
思
想

は
、

(基
体
説
)
で
あ
る
と
論

じ
ら
れ
た
。

と
は

「置
く
場
所
」
を
原
義
と
し
、
英
語

で
い
う

(場
所
)

の
意
味

で
あ
る
と
念
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
袴

谷
氏
が
今
後

「基
体
」

は
用
い
ず
、
「場
所
」
を
用

い
る
と
言
わ
れ
て
も
、
「基
体
」
と

「場
所
」

が
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
、
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

仏
性

の
原
語
か
ら
、
松
本
氏
が
如
来
蔵
思
想
を

と
呼
ば

れ
て
い
る
こ
と
は
、
理
解
で
き
る
が
、
袴
谷
氏

が
本
覚
思
想
や
本
迹

思

想
ま
で
 

(袴
谷
氏
の
最
近
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

「場
所
」
説
)

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
理
解

で
き
な
い
。
本
覚
思
想
や
本
迹
思
想
に

つ
い
て
、
は
た
し
て

(基
体
)
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は

「単

一
な

実

在

で
あ

る
基

体

が
、
多

元
的

な
法

を
生
じ
る
と
す
る
説
」
を
指
し

て
い
る
以
上
、
「本
覚
」

や
、
あ
る
い
は
迹
に
対
す
る

「本
」
が
、
単

一
な
実
在
で
あ
る
基
体
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

「基
体
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
議
論
を
進
め

る
場
合
、
基
体
説

の
用

語
を
は
じ
め
て
用

い
ら
れ
た
松
本
氏
の
所
論
に
耳
を
か
た
む
け
る
必
要

が
あ
る
。
松
本
氏

は
最
新
の
論
文
の
中
で
、
私

の
見
解
に
対
し
て
次
の

よ
う
な
疑
義
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

④
花
野
氏
が
、
「「真
如
」
は

「無
為
法
」
で
あ
り
、
「万
法
」
は

「有
為
法
」

で
あ
る
。
「本
覚
」
は

「無
為
法
」
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、
私
は
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強
い
疑
問
を
感
じ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
「本
覚
」
は
無
常
な
も
の
、
つ
ま
り

「有

為
法
」
で
は
な
く
、
常
住
な
も
の
、
即
ち

「無
為
法
」
で
は
な
い
か
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
花
野
氏
は
、
「『起
信
論
』
に
説
か
れ
る
基
体
は
真
如
や
法

身
で
あ
っ
て
、
本
覚
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
私
は

『起
信
論
』

に
は

「法
身
」
=

「本
覚
」
と
い
う
等
式
が
説
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

(取
意
)

こ
の
よ
う
な
松
本
氏

の
所
論
に
お
い
て
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、

「本
覚
」
が
は
た
し
て

「無
為
法
」
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
ビ
ダ

ル
マ
の
基
本
文
献
で
あ
る

『倶
舎
論
』
に
は
五
位
七
十
五
法
が

説
か
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中
、
「無
為
法
」
は

「虚
空
無
為
」
「択
滅
無

為
」
「非

択
滅
無
為
」

で
あ
る
。
あ
る
い
は
唯
識
の

『
大
乗
百
法
明
門

論
』
に
は
五
位
百
法
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
、
「無
為
法
」
は

「虚
空
無

為
」
「択
滅
無
為
」
「非
択
滅
無
為
」
「不
動
無
為
」
「想
受
滅

無
為
」

「真
如
」
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
も

「本
覚
」
が

「無
為
法
」
で
あ

る
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は

「真
如
」
が

「無

為
法
」

で
あ
り
、
中
国
や
日
本
に
お
い
て
は
、
そ
の
真
如
が
凝
然
か
随

縁
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
常
住
な
る
真
如
と
無

常
な
る
諸
法
を
連
続

(随
縁
真
如
)
と
見
る
か
、
非
連
続

(凝
然
真
如
)

と
見
る

か
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
松
本
氏

の

の
六
つ
の
規
定
の
中
で
、
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
が
、
二
番
目

の

「単

一
な
る
実
在
で
あ
る

が
、
多
元
的
な

を
生
じ
る
」

と
い
う
規
定
で
あ
る
。
『起
信
論
』
の
よ
う
に
真
如
の
随
縁
を
認
め
る

本
覚
思
想
と
如
来
蔵
思
想

(花
 
野
)

如

来

蔵

思

想

に

は
、

そ

の
規

定

が

あ

て
は

ま

る
が
、

真

如

の
随

縁

を

認

め
な

い
唯

識

思

想

に

は
あ

て

は

ま

ら

な

い
。

唯
識

の
正

統

的

な

学

説

に

よ
れ
ば

、

無

常

な

る
諸

法

は
無

常

な

る

ア

ー

ラ
ヤ
識

と
連

続

し

て

い

る

の

で
あ

る
。

従

っ
て
、

無

為

法

で
あ

る
真

如

を
基

体

と

す

れ
ぼ

、

唯

識

思

想

の

は
松

本

氏

の
規

定

②

を

欠

い
て

い
る

こ
と

に
な

る
。

こ

の
よ
う

な

唯

識

思

想

の
構
造

を
袴

谷

氏

は

「
二
重

底

」

と

い
う

表

現

を

用

い

て
次

の
よ

う

に
説

明

さ
れ

て

い
る
。

⑤
唯
識

思
想

に
お

い
て
は
、
諸
法

の
所
依
が

ア
ー
ラ
ヤ
識

で
あ
る

こ
と
は
言

う
ま
で
も
な

い
が
、
無

為
法
を

も
考
慮

し

て
真

の
所
依

と

い
う

こ
と

に
な
れ

ば
、
そ
れ
は
真
如

で
あ

る
と
言

わ
ざ
る
を
え
な

い
。

ア
ー
ラ
ヤ
識

は
有
為

法
、

真
如
は
無
為
法

で
あ
り

な
が
ら
、
両

者
が
と

も
に
所
依

で
あ

る
と

こ
ろ
に
、

唯
識

思
想

に
お
け

る
所
依

の
二
重
底

の
よ
う
な
構
造

を
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

(取
意
)

唯
識

の
正

統

的

な

学

説

に

よ

れ
ぼ

、

真

の
基

体

で
あ

る
真

如

は

凝
然

で

あ

る
か

ら

、

松

本

氏

の
基

体

説

の
 
(
2
)
 の
規

定

に

あ

て

は

ま

ら

な

い
。

こ
の

こ
と

に

つ
い
て
、

松

本

氏

は
次

の
よ
う

に
述

べ
ら

れ

て

い

る
。

⑥
私

は
、

の
定
義

か

ら
、

規
定
②

を
削
除

す
る
必
要

は
な

い
と

考
え

る
。

「
ア
ー
ト

マ
ン
論
」
 と

い
う
発
生
論
的
な

一
元
論

の
仏

教
版

が
如

来
蔵
思
想

で
あ
り
、
そ

の
構
造

は

で
あ
る
か
ら
仏
教

に
あ
ら
ず
、

と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
唯
識

の
正
統
的
な
学
説

は
、
規
定
②
を
欠

い
た

の

一
形
態

と
見
る

べ
き

で
あ

っ
て
、

の
存
在
を
認

め
て

い

る
以
上
、
そ

の
構
造

が
 

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な

い
。

(取
意
)
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こ
の
よ
う
に
松
本
氏
は
、
自
分
が
規
定
し
た
基
体
説
の
定
義
を
変
更

さ
れ
る

つ
も
り
は
な
い
こ
と
を
明
言
さ
れ
て
い
る
。
如
来
蔵
思
想
も
唯

識
思
想
も
基
体
は
無
為
法
で
あ
る
真
如

で
あ
る
が
、
如
来
蔵
思
想
の
基

体
 
(真
如
)
 が
諸
法
を
生
じ
る
 
(原
因
で
あ
る
)
 の
に
対
し
て
、
唯
識
思

想
の
基
体
 
(真
如
)
 は
規
定
②

を
欠

い
て
お
り
、
超
基
体
で
あ
る
ア
ー

ラ
ヤ
識
が
、
さ
ら
に
超
基
体
で
あ
る
諸
法
を
生
じ
る

(原
因
で
あ
る
)
 と

い
う
思
想
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は

『起
信
論
』
に
お
け
る
基
体
は

一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
言

う
ま
で
も
な
く

「真
如
」
で
あ
る
。
大
乗

の
五
位
百
法
の
中
、
無
為
法

は
真
如

で
あ
る
か
ら
、
『起
信
論
』
に
お
け
る
基
体
も
ま
た
真
如
で
あ

る
こ
と

は
当
然
で
あ
る
。
た
だ

『起
信
論
』
に
は
如
来
蔵
思
想
が
説
か

れ
て
い
る
か
ら
、
文
脈
に
そ
っ
て
言
え
ぼ
、
「
一
心
」
(如
来
蔵
心
)
が
基

体
で
あ
る
。
『起
信
論
』
中

の
基
体
を
さ
ら
に
探
せ
ぼ
、
「心
性
」
「真

心
」
「覚
」
「法
身
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は

「本
覚
」
は
ど

う
か
と
言
え
ぼ
、
こ
れ
は
な
か
な
か
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「覚
」
と

「本
覚
」
と
は
ど
の
よ
う
に
違
う

の
か
。
「本
覚
」
は

「覚
」

と
同
じ
絶
対
的
な
概
念
で
あ
り
な
が
ら
、
生
滅
門
に
お
い
て
、
「始
覚
」

に
対
し
て
相
対
的
な
概
念
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
島
地
大
等
氏
は
、

『起
信
論
』
に
説
か
れ
る

「本
覚
」
と
日
本

の

「本
覚
思
想
」
を
対
比

し
て
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

⑦

『起
信
論
』
に
お
い
て
は
、
生
滅
門
に
来
た
る
と
き
本
覚
と
称
し
、
真
如

門
に
あ
る
と
き
真
如
と
名
づ
け
る
。
真
如
門
は
絶
対
に
し
て
生
滅
門
は
相
対

で
あ
る
。

本
覚
は
始
覚
に
対
し
、
覚

は
不
覚

に
対
す
る
。
本
覚

・
始
覚

の
相

対

は
理
智

相
対
に
し

て
、
覚

・
不
覚

は
真
妄

の
相
対

で
あ
る
。
真
如
と
本
覚

は

一
体

で
あ
る
が
、
立
場
に
お

い
て
相
対

・
絶
対

を
異
に
す

る
。
本
覚

は
生

滅
門

に
お

い
て
始
覚

と
相

対
的
な
地
位

に
あ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
真
如
門

に
あ

っ
て
絶

対
的

な
地
位

に
あ

る
真

如

よ
り

は

一
段

と
下

っ
た
も

の

で
あ

る
。
日
本

天
台

・
真

言

・
日
蓮

・
禅
等

の
本
覚

は
絶

対
的

で
あ

っ
て
、
『
起

信
論
』

の
本
覚

と
は
異
な
る
。
今

、
私
が
用

い
る
本
覚

を

『
起
信
論

』
中
に

求
め
れ
ぼ
、
真
如
門

の
真
如

で
あ

っ
て
、
生
滅
門

の
本
覚

で
は
な

い
。

(取
意
)

田
村

芳

朗

氏

も

ま

た

次

の

よ
う

に
述

べ
ら

れ

て

い
る
。

⑧

『起

信
論
』

の
本
覚

は
、
生
滅
門

で
不
覚
や
始
覚

と
相
対

し
て
説

か
れ
て

い
る
か

ら
、

相
対
的
な
概
念

で
あ

る
。

『
起
信
論

』

の
本
覚

は
、
涅
槃

経

な

ど
の
如

来
蔵
経
典
群
と
同

じ
段
階
、

す
な
わ
ち
現
実
界

に
お
け
る
内

在
原

理

と

し
て
立

て
ら
れ

て
い
る
と
言
え

よ
う
。

日
本

の
天
台
本
覚
思
想

で
は

「本

覚
真
如
」

と

い
う

こ
と
が
説
き
だ

さ
れ
る
に
至

っ
た

が
、

こ
れ
は
本
覚

が
始

覚
と
相
対

し
た
現
実
内
在

の
原
理
か
ら
真

如
絶
対

の
理

に
ま

で
超
出

し
た

こ

と
を
示
す
も

の
で
あ

る
。

(取
意
)

私

は
、

日

本

の
天

台

本

覚

思

想

を
俟

つ
ま

で
も

な
く

、

す

で
に

『
起

信

論

』

自

体

に
本

覚

と

真

如

と

が

結

び

つ
く
論

理

構

造

が
あ

る

と
考

え

て

い

る
。

し

か

し

『
起

信

論

』

で

は
、

本

覚

が
真

如

門

で
は

な

く
、

生

滅

門

に

お

け

る

衆

生

の
内

在

原

理

と

し

て
説

か

れ

て

い
る

こ
と

も
事

実

で
あ

る
。

私

は

『
起

信

論

』

に

は
、

真

如

が

二
重

構

造

で
説

か

れ

て

い

る
と

思

う
。

井

筒

俊

彦

氏

は

『
起

信

論

』

に

お

け

る
真

如

の
二
重

構

造

に

つ

や
て
次

の
よ

う

に
述

べ
ら

れ

て

い

る
。
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⑨

『起
信
論
』
に
は

「離
言
真
如
」
と

「依
言
真
如
」
が
説
か
れ
て
い
る
。

前
者

は
言
語
を
超
越
し
、

一
切
の
有
意
味
的
分
節
を
拒
否
す
る

「真
如
」
で

あ
り
、
後
者
は
言
語
に
依
拠
し
、
無
限
の
意
味
分
節
を
許
容
す
る

「真
如
」

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
前
者
は
絶
言
絶
慮
の
非
現
象
に
お
け
る

「真
如
」

で
あ
り
、
後
者
は
現
象
的
存
在
界
に
展
開
し
た
次
元
で
の

「真
如
」
で
あ
る
。

(取
意
)

不
生
不
滅
の
真
如
世
界
は
、
法
界

一
相

・
絶
対
平
等
の
世
界
で
あ
り
、

主
客
対
立

・
相
対
差
別
が
な
い
か
ら
、
言
語
も
な
く
、
思
慮
も
及
ば
な

い
。
そ
れ
を
言
語
を
も
っ
て
あ
え
て
表
現
す
れ
ば
、
す
べ
て
が

「真
如
」

の
絶
対

世
界
、
「
一
心
」
が
す
べ
て
の
絶
対
世
界
、
法
界
全
体
が

「法

身
」
の
絶
対
世
界
、
「覚
」
し
か
な
い
絶
言
絶
慮

の
絶
対
世
界
で
あ
る
。

「本
覚
」

は

「本
有
の
覚
」
「本
来
の
覚
」
で
あ
る
か
ら
、
「覚
」
そ
の
も

の
は
絶

対
的
な

「覚
」
=

「真
如
」
と
同
じ
で
あ

っ
て
も
、
す
で
に

「本
」
の
覚
と
い
う
以
上
、
「不
」
の
覚
や
、
「始
」
の
覚
を
想
定
し
て
い

る
と
考
え
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
本
覚

は
、
生
滅
世
界
の
相

対
性
を
前
提
に
し
た
概
念
な
の
で
あ
る
。

『起
信

論
』
に
お
け
る
真
如
の
二
重
構
造
を
ふ
ま
え
て
、
「
本
覚
」
が

説
か
れ

る
箇
所
を
解
釈
し
て
み
よ
う
。
ま
ず

「真
如
門
」
に
お
い
て
、

真
如
の
世
界
は
法
界

一
相

・
絶
対
平
等

の
世
界
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ

る
。
す

べ
て
が

「真
如
」

の
絶
対
世
界
で
あ
る
。
次
に

「生
滅
門
」
に

お
い
て
、
「覚
」
と

「不
覚
」
が
説
か
れ
る
。
生
滅
の
世
界
で
は
、
「覚
」

と

「不
覚
」
は
相
対
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
「覚
」
そ
の
も
の
は
絶
対

本
覚
思
想
と
如
来
蔵
思
想

(花
 
野
)

的
な
概
念
で
あ
る
。
従

っ
て

「覚
」
に
つ
い
て
、
法
界

一
相

・
平
等
法

身
な
ど
と
真
如
門
の

「真
如
」
と
同
じ
説
明

が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ

に
、
わ
れ
わ
れ
は

「覚
」
の
二
重
構
造
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち

一
つ
は
、
真
如
門
を

「覚
」、
生
滅
門
を

「不
覚
」
と
す
る
場
合
で

あ
る
。
こ
の
場
合

「覚
」
は
絶
対
的
な
概
念

で
あ
る
。
仮

に
言
葉
を
借

り
て

「覚
」
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
「覚
」
し
か
な
い
絶
対
世
界
で

あ
る
か
ら
、
実
に
は

「覚
」
も
な
い
世
界

で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「覚
」

と
い
う
概
念
は

「不
覚
」
と
い
う
概
念
が
あ

る
か
ら
成
立
す
る
の
で
あ

り
、
「不
覚
」
が
な
い
以
上
、
実
に
は

「覚
」
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
仮

に
言
葉
を
借
り
て

「覚
」
と
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な

絶
対
的
な

「覚
」
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、

生
滅
門
の
中
で
、
迷

い
を

「不
覚
」、
悟
り
を

「覚
」
と
す
る
場
合

で
あ

る
。
『起
信
論
』
で
は
生

滅
門
の
中
で
、
「覚
」
と

「不
覚
」
、
「本
覚
」

と

「始
覚
」
が
説
か
れ
て

い
る
。
「覚
」
し
か
な
い

(「不
覚
」
が
な
い
か
ら
、
「覚
」
と
い
う
概
念
さ
え

な
い
)
真
如
世
界
に
、
忽
然
と
し
て
無
明
が
起

こ
り
、
生
滅
世
界
が
現

わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
衆
生
は
、
「覚
」
と

「不
覚
」
の
迷
悟
差
別
の
生

滅
世
界
に
あ
っ
て
、
現
在

「不
覚
」
の
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
本
来
は
、

「覚
」
の
状
態
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
修
行
を
す
れ
ぼ
必
ず

「覚
」

の
状
態
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
滅
世
界

に
あ

っ
て
は
、
修
行
に

よ
っ
て
始
め
て

「覚
」

の
状
態
に
成
る

(
「始
覚
」)
の
で
あ
る
が
、
実

に
は
本
来
の

「覚
」

の
状
態

(「本
覚
」)
に
帰
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ

が

『起
信
論
』
に
説
か
れ
る

「覚
」
と

「不
覚
」
、
「始
覚
」
と

「本
覚
」
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本
覚
思
想
と
如
来
蔵
思
想

(花
 
野
)

の
思
想
で
あ
る
。

如
来
蔵
思
想
は
高
崎
直
道
氏

の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ぼ

「法
身

の
一

元
論
」

で
あ
る
。
従
っ
て

『起
信
論
』
に
説
か
れ
る

「法
界

一
相
。
即

是
如
来
平
等
法
身
。
依
此
法
身
説
名
本
覚
。
何
以
故
。
本
覚
義
者
対
始

覚
義
説
。
以
始
覚
者
即
同
本
覚
」
の
文
は
、
法
身
が
生
滅
世
界
に
遍
満

し
、
衆
生

に
本
来
、
内
在
し
て
い
る
こ
と
を

「本
覚
」
と
言

っ
た
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
如
来
蔵
思
想
は

「法
身

の
一
元
論
」
で
あ

っ
て
、

「本
覚

の

一
元
論
」
で
は
な
い
。
『起
信
論
』
は
、
「本
覚
」
を

「覚
」
や

「不
覚
」

や

「始
覚
」
と
関
係
づ
け
て
、
あ
く
ま
で
如
来
蔵
思
想
を
説

明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
単
純
に

「本
覚
」
を
基
体
と
す

る
発
生
論
的

一
元
論
を
説

い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
、
松
本
氏

が

「如
来

蔵
思
想
は
基
体
説
で
あ
る
か
ら
仏
教
に
あ
ら
ず
」
と
主
張
さ

れ
て
い
る

こ
と
は
、
そ
の
賛
否
は
別
と
し
て
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
袴
谷
氏
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
本
覚
思
想
に
あ
て
は
め
て

(た
と
え

「基
体
」
を

「場
所
」
と
い
う
言
葉
に
言
い
変
え
た
と
し
て
も
)
、
「本

覚
思
想
は
仏
教
に
あ
ら
ず
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
納
得
で
き
な

い
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
袴
谷
氏
が

「本
覚
思
想
は
本
迩
思
想
と
言
い
換

え
て
も
構

わ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
の

本
覚
思
想

の
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
到
底
容
認
す
る
こ
と

が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

言
語
を
用

い
て
仏
教
思
想
を
議
論
す
る
時
に
は
、
言
語

の
も

つ
教
理

的
概
念
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
覚
思
想
、
如
来
蔵
思
想
、
本
迹

思
想
の
研
究
史
を
ふ
ま
え
、
多
く

の
学
者
が
承
認
す
る
用
語
を
用
い
て

論
ず
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
文
章
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

『起
信
論
』
に
は

「如
来
蔵
思
想
」
が
説
か
れ
、
「本
覚
」
の
思
想
が

「始
覚
」
の
思
想
と
関
係
づ
け
て
説
か
れ
て
い
る
。
杉
生
皇
覚
の

『三

十
四
箇
事
書
』
は
、
「本
覚
思
想
」

の
立
場
に
立

っ
て
天
台
教
義
を
論

じ
た
も
の
で
あ
り
、
『
起
信
論
』
の

「還
同
本
覚
」
の
思
想
に
つ
い
て

も
、
天
台
教
義
を
用
い
て
独
特

の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
天
台
大
師

は
法
華
経
を
本
迹

二
門
に
分
け
、
本
門
に
説
か
れ
る
久
遠
本
地
の
釈
尊

が
、
今
日
、
イ
ン
ド
に
垂
迹
応
現
し
て
衆
生
を
教
化
し
た
、
と
解
釈
し

た
。
天
台
大
師

の
本
迹
仏
身
論
は
、
日
本
に
至
り
、
仏
を
本
地
、
神
を

垂
述
と
す
る

「本
地
垂
述
説
」
と
し
て
展
開
し
、
中
世
に
は
神
本
仏
迹

の

「反
本
地
垂
述
説
」
も
説
き
出
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
天
台
大
師
の
本

述
論
は
、
「本
迹

は
殊
な
り
と
雖
も
不
思
議
一
」

で
あ
っ
た
が
、
日
蓮
聖

人
は

「天
台
は
迹
門

の
一
念
三
千
、
自
分
は
本
門
の
一
念
三
千
」
と
論

じ
て
、
「本
迹
勝
劣
」
の
本
門
仏
教
を
樹
立
し
た
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

『
大
乗
起

信
論
』
、
基
体
説

、
無
為
法
、
本
迹

思
想

(早
稲
田
大
学
大
学
院
修
了
)
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(126) Abstracts 

through knowledge (vijja) which must be called emancipation through insight 

(panna-vimutti). After the first sermon five ascetics, Yasa and his 54 friends, 

attained enlightenment through being set free from desire (tanha), which 

must be called emancipation through mind (citta-vimutti). Emancipation under 

the Bo-tree is the first stage of enlightenment, but emancipation through 

both sides (ubhato-vimutti) is a much higher and deeper enlightenment, which 

is regarded as anuttara-vimutti. 

4. On the Texts of the Pusa yingluo benye jing: With a focus on Dunhuang 

manuscript S.3460 

Masanori FUIITANI 

Dunhuang Manuscript S.3460, that has been assumed to be the Pusa ying-

luo- jing (T.16, No.656) in various catalogues, is unmistakably the first vol-

ume of the Pusa yingluo benye jing (T.24, No.1485) compiled in China be-

tween the 5th • 6th c. A.D. The main distinctive feature of this manuscript is 

that it has 28 verses on the Twenty-three Vows in the 'xiansheng mingzi-pin' 

(Œ«•¹–¼Žš•i) (Chapter 2), whereas other texts have 31 verses on Twenty-Four 

Vows. This form of the verse is consistent with S.2748, the commentary of 

this sutra. Hence, most probably it indicates the original form of this sutra. 

Furthermore, when this manuscript was compared with other versions, it 

turned out to be the closest one to the Fangshan Stone Sutra. 

5. On a Comparison between "Original Enlightenment Thought" and "Ta-

thagatagarbha Theory" 

Judo HANANO 

Mr. Shiro Matsumoto insisted that the "thought of the matrix of the Tatha-

gata" (nyoraizo shiso) is a non-Buddhist teaching because it is dhdtu-vada. 

Upon receiving Mr. Matsumoto's theory, Mr. Noriaki Hakamaya opposed the 

concept of "original enlightenment." 

I responded to Mr. Hakamaya's opposition, stating that the word dhdtu, as 
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found in the "Awakening of Faith in the Mahayana," should be interpreted as 
"the essential truth of things" (shin-nyo) or "dharma body" (hosshin), and that 
therefore, the concept of dhatu differs from the concept of "original enlight-
enment." I requested that Mr. Hakamaya did not use the terms "original en-

lightenment" and dhatu interchangeably when discoursing on dhatu-vada, as 
referred to in Mr. Matsumoto's writing. Mr. Matsumoto and Mr. Hakamaya 

responded to my proposal, defending their views. 

 At this time, I doubt that "original enlightenment" is dhatu, as found in 
the "Awakening of Faith in the Mahayana" (Kishin-ron) 

The world of truth, which has no emergence and no disappearance, is the 

world of absoluteness. This human world, which has emergence and disap-

pearance, is the relative world. While describing the Buddha's enlightenment 
in the relative world (shigaku), the concept of "original enlightenment" is ex-

pounded in order to emphasize the contrast between "original enlighten-
ment" in the world of truth (hongaku) and the Buddha's enlightenment during 
His lifetime in India in the relative world (shigaku). Therefore, dhatu is not 
"original enlightenment." This is my counter-response to Mr. Matsumoto 

and Mr. Hakamaya. 

6. The Chinese Equivalent and Transition of Gatha in the Chinese Buddhist 

Canon: jue, fushu, ji, and qieta 

Takanobu SAITO

An Shigao of the Parthian Empire arrived at Luoyang in the Late Han Dy-

nasty, and initiated translation of Buddhist texts into Chinese. Because he

was a first translator, he experienced various difficulties with respect to se-

lection of appropriate vocabulary and idiom. The chief difficulty was to de-

termine proper word choice and usage essentially by himself. This paper ad-

dressed the question of why no later translators shared An Shigao's equivalent

for gatha, jue絶and why the translator Jiumoluoshi(支 婁 迦 識)changed jue

絶into ji偈. Further,I explore why Shenajueduo(閣 那 堀 多)in the Sui dy-

nasty changed ji偈into qieta伽 他
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