
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
五
十
四
巻
第
二
号

平
成
十
八
年
三
月

『
正
法
眼
蔵
』

「仏
性
」
巻

に
お
け
る

「仏
性
」

の
意
味

二
三
二

石

井

清

純

は
じ

め
に

本
論

は
、
仮
字

『正
法
眼
蔵
』
「仏
性
」
巻
に
お
い
て
、
道
元
禅
師

が
、
「仏
性
」
を
ど
の
よ
う
に
概
念
規
定
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
ゆ

く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
も
と
つ
い
た
も

の
で
あ
る
。

筆
者

は
、
「『正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る

「大
悟
」
の
定
義
に

つ
い
て
」

(『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五

一
巻

一
号
、
二
〇
〇
二
年
十
二
月
)
に
お

い
て
、
『
正
法
眼
蔵
』
「大
悟
」

の
巻
に
お
け
る
道
元
禅
師
の

「大
悟
」

の
定
義
に

つ
い
て
考
察
し
、
「「悟
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
現
実
化
し
た

理
想
的
な
状
況
を
直
接
指
し
示
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
全

体
に
通
徹
す
る

(仏
祖
と
し
て
の
)
属
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ

て
こ
よ
う
。」
と

い
う
推
論
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
「大
悟
」
を
そ
の

よ
う
に
定
義
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に

「仏
と
し
て
の
あ
り
方
」
と

も
い
う
べ
き

「仏
性
」
と
い
う
語
の
概
念
規
程
と
大
き
く
重
な

っ
て
く

る
。
し
か
も
道
元
禅
師
は
、
「大
悟
」
巻
と
は
別
に
、
長
編
の

「仏
性
」

巻
を
著
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
巻
の
主
題
と
な
る
語

の
関
連
性
を
明
確

に
す
る
必
要
が
生
じ
た
。

そ
こ
で
以
下
、
「大
悟
」
巻
や
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
巻
に
見
ら
れ
る

普
遍
的
属
性
を
示
す
語
と

の
関
連
性
を
探
る
意
味
で
、
「仏
性
」
巻
の

中
お
け
る
、
「仏
性
」
な
る
語
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
も

の
で
あ
る
。

一

そ
れ
は
、
「大
悟
」
巻
の
現
存
す
る
二
種
の
写
本

の
内
容
対
比
か
ら

導
か
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
い
ま
こ
こ
に
、
再
確
認
の
意
味
で
、

両
写
本

の
末
尾
を
対
比
し
て
示
す
。
上
段

「乾
坤
院
本
」
が
、
修
訂
を

経
た
も
の
、
下
段

「真
福
寺
本
」
が
草
稿
と
さ
れ
る
写
本
で
あ
る
。

〈乾
坤
院
本
〉

〈真
福
寺
本
〉

而
今
の
さ
と
り
、
昨
日
に
あ
ら

し
か
れ
ば
す
な
は
ち
、
大
悟
、

ず
と
い
は
ず
、
い
ま
は
じ
め
た
る

た
と
ひ
大
道
を
悟
尽
す
と
も
、
な

に
あ
ら
ず
、
か
く
の
ご
と
く
参
取

を
こ
れ
暫
時

の
伎
倆
な
り
。
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す
る
な
り
。

し
か
あ
れ
ば
大
悟
頭
黒
な
り
、

大
悟
頭
白
な
り
。

(『
道
元

禅
師
全
集
』
巻

一
・九
九

～

一
〇
〇
頁

〈以
下
、
本
書
か
ら

の
引
用

は
署
名
を
省
略
〉)

大
悟
さ
ら
に
大
悟
す
る
、
ゆ
へ

に
大
悟
頭
白
あ
り
、
大
悟
頭
黒
あ

り
。

(巻
二
・六

一
三
～
四
頁
)

ま

ず

、

両

写

本

の
末

尾

傍

線

部

の
解

釈

で

あ

る

が
、

こ

の

「頭

黒

・

頭

白

」

に

つ

い

て

は
、

近

年

、

小

川

隆

氏

「
『
碧

巌

録

』

雑

考

(五

)

「蔵

頭

白

・
海

頭

黒

」

と

「
侯

白

・
侯

黒

」
」

(
『禅
文

化
』

一
八
九
号
、

二

〇

〇
三
一年
七
月
)

に

よ

っ
て
、

「黒

は
白

の
上

前

を

は

ね

る
、

一
枚

上

手

の
さ

ま

を

示

す
」

と

の
新

た
な

解

釈

が
示

さ
れ

た

。

こ
れ

を
受

け

る
と
、

こ

の
部

分

は

「
「
大
悟

」

と

い
う
状

態

に
あ

っ
て
、

更

に

そ

の
上

前

を

は

ね

る

(そ
れ
を
越

え
た
)

「
大
悟

」

が

あ

る
。
」

と
解

釈

で
き

よ

う
。

つ
ま

り

こ

こ
で

は
、

「大

悟

」

が
、

確

固
不

変

な

「真

理

の
表

詮

」

と

し

て
確

立

し

た
状

態

に

あ

る

も

の
で

は
な

い

こ
と

が

示

さ

れ

て

い
る
。

こ
れ

に

類
す
る
表
現
は
、
仮
字

『正
法
眼
蔵
』
各
巻
に
参
見
さ
れ
る
が
、
(
1
)

こ
れ

が
ひ
と

つ
、
道
元
禅
師
の

「大
悟
」
定
義
の
特
徴
と
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

こ
れ
を
直
接
受
け
た
表
現
が
、
真
福
寺

の
本
波
線
部
で
あ
る
。
こ
こ

に
お
い
て
道
元
禅
師
は
、
大
悟
を

「か
り
そ
め
の
は
た
ら
き
」
と
す
る
。

こ
れ
は
、
悟
り
を
最
終
的
な
到
達
点
と
見
ず
、
あ
く
ま
で
も
常
に
暫
定

的
な
状
態

と
す
る
、
と
い
う

「現
成
公
案
」
巻
等
に
見
ら
れ
る
傾
向
を

『正
法
眼
蔵
』
(
2
)

「仏
性
」
巻
に
お
け
る

「仏
性
」
の
意
味

(石

井
)

そ
の
ま
ま
受
け
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
表
現
は
、
修
訂
を

経
て
削
除
さ
れ
、
上
段
の
乾
坤
院
本
で
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
遍
満
性
が

強
調
さ
れ
る
傾
向
と
な
る
。
こ
れ
を
筆
者
は
、
「大
悟
」
に
対
す
る
道

元
禅
師
の
定
義

の
揺
れ
と
見
る
。
つ
ま
り
、
「遍
満
性
」
↑

全
体
的
属
性
)

と
し
て
の

「大
悟
」
と
、
そ
の
現
実

へ
の
顕
現

と
し
て
の

「大
悟
」、
と

い
う
二
種

の
解
釈
が
、
こ
こ
に
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
推
測
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
実

に
、
『正
法
眼
蔵
』
「古
仏
心
」

の
巻

に
お
け
る

「古
仏
」

と
、
「古
仏
心
」
と
い
う
二
種

の
語

の
概
念
規
定
よ
り
導
か
れ
た
推
論

で
あ

る
。
(
3
)

そ

れ

は
、

「古

仏

心
」

巻

の
、

次

の
よ

う

な
記

述

に

よ

っ
て
知

ら

れ

る
。

①

国
師
因
僧

問
、

「如

何
是
古

仏
心
。
」
師
云
、

「牆
壁
瓦

礫
。
」

(中

略
)

か

く

の
ご
と

く
功
夫

参
学
し

て
、
た
と

ひ
天
上
人
間

に
も
あ
れ
、
此
土
他

界

の
出

現
な

り
と
も
、
古
仏

心
は
牆
壁
瓦
礫
な
り
、

さ
ら
に

一
塵

の
出
頭

し

て
染
汚

す

る
、

い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
な
り
。

(巻

一
・
八
九
～
九
〇
)

②
祖
宗

の
嗣
法
す
る
と

こ
ろ
、
七
仏
よ
り
曹
谿

に
い
た

る
ま

で
四
十
祖

な
り
。

曹
谿

よ
り
七
仏

に

い
た
る
ま

て
四
十
仏
な
り
。
七
仏

と
も
に
向

上
向
下

の

功
徳

あ

る
が

ゆ
え

に
、
曹
谿

に

い
た
り
七
仏

に

い
た
る
。

(中
略

)
古
仏

に
あ
ら
ざ

る
自
己

は
、
古

仏

の
出
処
を
し

る
べ
か
ら
ず

。
古
仏

の
在
処

を

し
る
は
古

仏
な
る

べ
し
。

(巻

一
・
八
八
頁

)

①

で
は
、

南

陽

慧

忠

の
機

縁

の
語

に
基

づ

き
、

傍

線

部

に

あ

る

よ

う

に

「古

仏

心

」

を

「牆

壁

瓦

礫

」

と

し

つ

つ
、

そ

れ

を

さ
ら

に
染

汚

な

二
三
三
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『
正
法
眼
蔵
』
「仏
性
」
巻
に
お
け
る

「仏
性
」
の
意
味

(石

井
)

き
存
在
と
す
る
。
「牆
壁
瓦
礫
」
は
、
こ
の
世
の
す
べ
て
事
象
の
代
表
者

と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「古
仏
心
」
と
い
う

語
は
、
そ
の

「心
」
と
い
う
文
字

の
持

つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は
逆
に
、
諸

事
象
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
外
的
に
遍
在
す
る
、
こ
の
世
界
全

体
の
清
浄
な
る
あ
り
方
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
す
る

「古
仏
」
で
あ
る
が
、
②
に
み
え
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
、

「祖
宗
」
の
伝
達
者
と
し
て
の
祖
師

(過
去
七
仏
を
含
む
)
と
さ
れ

て
い
る
。

こ
の

「祖
宗
」
が
、
①

の

「古
仏
心
」
に
あ
た
る
こ
と
は
明

白
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の

「古
仏
心
」
巻
で
は
、
全
体
的
属
性
と
、

そ
の
具
体
的
表
詮
を
区
別
し
て
表
現
し
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
が
す
な
わ
ち
、
先

の

「大
悟
」
巻
に
お
け
る

「大
悟
」
な
る
語

の
二
つ
の
性
格
を
別
の
語
で
言
い
替
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
で
は
、
概
念
的
に
そ
の

「大
悟
」
と
隣
接
し
た
意
味
合

い
を
持

つ

「仏
性
」
な
る
語

は
、
「仏
性
」
巻
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
性
格
付
け
が

成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
次
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た

い
。

二

結
論

を
先
取
り
す
れ
ば
、
「仏
性
」
巻
に
お
い
て
、
「仏
性
」
な
る
語

は
、

「大
悟
」
巻
の
普
遍
的
真
理
と
し
て
の

「大
悟
」、
あ
る
い
は

「古

仏
心
」
巻
に
お
け
る

「古
仏
心
」
と
同
様

の
意
味
を
持
ち
、
そ
の
現
実

二
三

四

的

表

詮

、

つ
ま

り

「古

仏

心

」
巻

の

「古

仏

」

に
相

当

す

る
語

と

し

て

は
、

「衆

生

」

が

充

て
ら

れ

て

い
る

も

の

と

考

え

ら

れ

る
。

そ

れ

は
ま

ず

、

巻

の
冒

頭

に
あ

た

る
次

の

一
節

に
示
唆

さ

れ

て

い
る
。

世
尊
道

の

一
切
衆
生
悉
有
佛

性
は
、
そ

の
宗
旨

い
か
ん
。

是
什
麿
物

怨
麿
来

の
道
轉
法
輪

な
り
。
あ
る
ひ

は
衆
生
と

い
ひ
、
有
情
と

い
ひ
、
群
生
と

い
ひ
、

群
類

と

い
ふ
。
悉
有

の
言
は
、
衆
生
な

り
、
群
有

な
り
。

す
な
は
ち
悉
有

は

佛
性

な
り
、
悉
有

の

一
悉

を
衆
生
と

い
ふ
。
正
当

恁
麼

時

は
、
衆
生

の
内
外

す
な
は
ち
佛
性

の
悉
有
な

り
。
(中

略
)

ま
さ

に
し
る

べ
し
、
悉
有

中

に
衆

生
快
便

難
逢

な
り
。
悉
有

を
會
取
す

る
こ
と

か
く

の
ご
と
く
な
れ
ば
、
悉
有

そ
れ
透
禮
脱
落
な
り
。

(巻

一
・十
四
～
五
頁
)

こ
れ

は
、

『
涅
槃

経

』

「師

子

吼
菩

薩

品
」

の
「
一

切

衆

生
悉

有

佛

性

。

如

来

常

住

無

有

変

易

。
」

(大
正

一
二

・
五
二
二
下
)

に
対

す

る
道

元

禅

師

独

自

の
解

釈

が

示

さ

れ

る

部

分

で
あ

り
、

従

来

よ

り

、

「仏

性

」

巻

の

思
想
的
特
徴
を
端
的
に
示
し
た
部
分
と
し
て
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
(
4
)

い
ま
こ
こ
で
は
、
前
節
に
見
た
、
全
体
的

属
性

(古
仏
心
)
と
そ
の

具
体
的
表
詮

(古
仏
)
と
い
う
関
係

で
こ
の

一
節
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
、

「仏
性
」
が
前
者
に
対
応
し
、
後
者
に
は

「衆

生
」
が
充

て
ら
れ
る
こ

と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
傍
線
部
に
お
い
て
、
「悟
り
」
あ
る
い
は

「縁
起
」
に
相
当
す
る
全
体
的
属
性
を

「仏
性
」
(
=
悉
有
)
と
読
み
替

え
、
そ
れ
が
個
々
に
現
出
す
る
相
を

「悉
有

の
一
悉
」
=

「衆
生

(第

二
頭
)」
と
定
義
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ

は
従

来

か

ら

行

わ

れ

て

い

る
解

釈

の
延

長

上

に

位

置

す

る
が

、

こ
こ

で
強
調

し

て
お

き

た

い

の

は
、

「仏

性

」

が

、

け

っ
し

て
何

ら

か

の

存

在

に

「内

包

」

さ

れ

た

も

の
で

は
な

く

、

む

し

ろ
逆

に
、

す

べ

て
の

事
象

を
内

包

す

る
形

で
遍

在

し

て

い
る
も

の
と
意

識

さ

れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る

。

次

に
、

「仏

性

」

巻

の
内

容

全

体

を
概

観

し

つ

つ
、

今

少

し
、

こ

の
点

に

つ
い

て
考

察

し

て

み

る

こ
と

に

す

る
。

そ

れ

に
あ

た

っ
て
ま

ず

指

摘

さ
れ

る

の
が

、

こ

の
巻

に

「
大

悟

」

あ

る

い
は

「さ

と

り

」

と

い
う
用

語

が

一
度

た

り

と

も

用

い
ら

れ

て

い
な

い
こ
と

で
あ

る
。

引

用

さ

れ

る

機
縁

の
語

に

も

、

「省

あ

り

(
ハ
タ
と
気
付

く
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
)
」

と

い

う

、
悟

り
を

意
識

さ

せ

る
表

現

す
ら

見

い
だ

せ

な

い
の

で
あ

る
。

こ
れ

を
踏

ま

え

つ

つ
、

ま
ず

、
全

体

の
内

容

一
覧

を
示

し

て

お
く

。

①

『
涅
槃
経
』

よ
り
「
一

切
衆
生
、
悉
有
仏
性

、
如

来
常
住

、
無
有
変
易
。
」

・
悉
有
=

仏
性
。

そ

の
な
か

の

一
悉
が

「衆

生
」。

・
遍
界
不
曾
蔵

・
先
尼
外
道

の

「我
」

お
よ
び
覚
知

・
覚
了
批

判
。

(仏
性
内

在
説
批
判
)

・
種
子
説
批
判

②
百
丈

の
語

「欲
知
仏

性
儀

、
当
観
時
節
因
縁

、
時

節
若

至
、
仏
性
現
前
。
」

※
大
き
な
転
釈
あ
り

・
「知
」

の
み
に
限
定

せ
ず

。

「行

・証

・説
・
忘
」

へ
と
展
開

。

・
「当
観
」

の
意
味

の
転
換

。

・
「時
節
若
至
」

の
読

み
替
え
↓

「す

で
に
至
る
」

へ
。

『正
法

眼
蔵
』

「
仏
性
」
巻

に
お
け

る

「仏
性
」

の
意
味

(石

井
)

③

「五
祖
姓
是
仏
性
」

の
話

④

「六
祖
嶺
南
人
無
仏
性
」

の
話

⑤

「六
祖
無
常
即
仏
性
」

の
話

⑥

「龍
樹
身
現
円
月
相
」

の
話

+

阿
育

王
山

の
知
客

の
因
縁

⑦

「塩
宮

一
切
衆
生
有
仏
性
」

の
話

⑧

「潟
山

一
切
衆
生
無
仏
性
」

の
話

⑨

「百
丈
最
上
乗
」

の
話

⑩

「南
泉
定
慧
等
学
」

の
話

⑪

「趙
州
狗
子
」

の
話

⑫

「長
沙
蚯
矧
両
断
」

の
話

こ

の
中

で
、

ま

ず

先

に
指

摘

し

た

「
大
悟

」

の
語

が

用

い
ら

れ

て

い

な

い
と

い
う

点

に

つ
い
て
、

②

の
百

丈

の
語

に
対

す

る
道

元

禅

師

の
読

み
替

え

に

つ
い

て
考

察

し

て

み

た

い
。

そ

の
内

容

は
以
下

の
通

り

で
あ

る
。し

る

べ
し
、
時

節
若
至

は
、
十

二
時
中
不
空
過

な
り
。
若
至

は
既
至

と

い
は

ん
が
ご

と
し
。
時
節
若
至

す
れ
ば
、
仏
性
不
至
な
り
。
し
か
あ
れ
ば

す
な

は
ち
、

時
節
す

で
に

い
た
れ
ば
、

こ
れ
仏
性

の
現
前

な
り
。
あ

る
ひ
は
其

理
自

彰
な

り
。
お
ほ
よ
そ
時
節

の
若
至

せ
ざ

る
時
節

い
ま
だ
あ
ら
ず
、
仏
性

の
現
前

せ

ざ
る
仏
性

あ
ら
ざ

る
な
り
。

(巻

一
・
一
九
頁
)

こ
こ

で
は
、
ま

ず

前

半

の
傍

線

部

に
お

い
て
、
「若
至

(若
し
至
れ
ば
)
」

と

う
、

時

間

的

に
未

到

達

な

状

態

を

示

す

語

を
、

「
既

至

(
既

に
至

れ

り
)
」

と

、

現
在

の
状

況

を

示

す

も

の
と

し

て
解

釈

し
な

お

し

て

い

る
。

そ

し

て
、

そ

れ

を

受

け

て
、

後

半

の
傍

線

部

で
は
、

「
(時
節

が
既
に
や

っ

二
三
五
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『
正
法
眼
蔵
』
「
仏
性
」
巻
に
お
け
る

「仏
性
」

の
意
味

(
石

井

)

て
来

て
い
る
か
ら
に
は
)

仏
性

は
、

仏

性

と

し

て

(そ

の
ま
ま
常

に
)
現

前

し

て

い
る
」

と

述

べ
る
。

こ
れ

は
、

「仏

性

」

と

い
う

概

念

か

ら

、

ま
ず

時

間

的

制

約

を
取

り
去

り
、

そ

れ

に

よ

っ
て
遍

満

性

を
強

調

し

た

も

の

と
見

る

こ
と
が

で
き

よ
う

。

つ
ま

り
、

こ

の

一
節

に

よ

れ
ば

、

こ

の
巻

に
お

い

て
、
完

成

者

と
し

て

の
普

遍

的

な
属

性

の
認

識

は
、

す

べ
て

「
仏
性

」

あ

る

い
は

「悉

有

」

と

い
う

語

で
表

現

さ

れ

て

い
る

こ
と

に
な

る
。

同

じ

概

念

を

示

す

に
、

二
種

の
語

を

用

い
る

こ
と

は
混

乱

を
招

く

、
道

元

禅

師

は
、

こ

の

「仏

性

」
巻

に

お

い
て

は
、

敢

え

て

「大

悟
」
、

あ

る

い
は

そ

れ

に
類

す

る
語

を

用

い
る

こ
と

な

く
、

す

べ

て

「仏

性

」

と

い
う

語

で

そ

れ

を
統

一
し

た
も

の
と
思

わ
れ

る

の
で
あ

る
。

さ
ら

に
具

体

的

に
、

⑦

塩

官

斎

安

の
「
一

切

衆

生

有

仏

性

」

と
⑧

潟

山

霊

祐

の
「
一

切

衆

生
無

仏

性

」

と

い
う
、

相

反

す

る

句

に

対

す

る
解

釈

を
対

比

さ

せ
な

が

ら

、

そ

の
中

で
道

元

禅

師

が

ど

の
よ
う

に

「仏
性

」

を
定

義

し

て

い
る

か

を
明

確

化

し

て
ゆ
く

こ
と

に
す

る
。

ま
ず

、

「有

仏

性

」

に
対

し

て
は
、

次

の
よ
う

な

拈

提

が

な

さ

れ

る
。

a

い
ま
仏
道

に

い
ふ

一
切
衆
生

は
、
有
心
者

み
な
衆

生
な
り
、
心

是
衆
生

な
る
が
ゆ
え

に
。
無

心
者
お
な
じ
く
衆
生

な
る
べ
し
、
衆
生
是
心

な
る
が

ゆ
え
に
。
し
か
あ

れ
ば

、
心
み
な

こ
れ
衆
生

な
り
、
衆

生

み
な

こ
れ
有
仏

性
な

り
。
草

木
国
土
、

こ
れ
心
な
り
、
心
な

る
が

ゆ
え
に
衆
生

な
り
、
衆

生
な

る
が
ゆ
え

に
有
仏
性

な
り
。
日
月
星
辰

こ
れ

心
な
り
、
心

な
る
が
ゆ

え

に
衆
生

な
り
、
衆
生

な
る
が
ゆ
え

に
有
仏
性
な

り
。

国
師

の
道
取

す
る

二
三

六

有
仏
性
、
そ
れ

か
く

の
ご

と
し
。

(巻

一
・三
三
頁

)

b

一
切
衆
生

即
仏
性
と

い
は
ず
、

一
切
衆
生
有
仏
性

と

い
ふ
と
参

学
す

べ

し
。

(同
右
)

ま

ず

、

道

元

禅

師

は
、

引

用

文

a
に

お

い
て
、

傍

線

部

の

よ

う

に

「
衆

生

」

を

「
有

心

者

」

の

み

な

ら
ず

「無

心

者

」

を

も

含

む

も

の
と

す

る
。

こ

れ

は
、

「衆

生

(存
在
)

は

、

(無
条
件

に
)

心

で

あ

る
」
、

「心

は
、

そ

の
ま

ま

に
衆

生

で

あ

る
」

と
定

義

し

よ
う

と

い
う
意

識

に
も

と

つ

い
て

い
よ

う
。

そ

し

て
そ

れ

ゆ
え

に
、

「衆

生

は

み
な

〈
有

仏

性

〉

で

あ

る
」

と

さ

れ

る

と

い
う

の

で
あ

る
。

引

用
後

半

部

で

は
、

「日

月

星
辰

」
・
「草

木

国

土

」

と

い
う
、

全

て

の

事

象

を

象

徴

す

る

語

を

持

ち

出

し

て

「
有
仏

性

な

り

」

と
、

再

度

そ

れ

を

強

調

し

て

い

る

の

で
あ

る

が
、

こ

こ

で
、

問

題

な

の
は

、

こ

の

「
有

仏

性

」

の
解

釈

と

な

る
。

こ

こ
で

こ

れ

を

「仏

性

を
有

す

る

」

と

、

仏

性

を
内

在

す

る

も

の
と

解

釈

す

る

こ
と

は
、
前

掲

の

一
覧

表

①

に
お

い

て
、

は

っ
き

り

と

否

定

さ

れ

る
。

そ

の
上

に
立

っ
て
、

右

の
引

用

b

を

見

る

と
、

さ

ら

に

そ

こ
に

は

「即

仏

性

と

い
は
ず

」

と

あ

っ
て
、

仏

性

と

衆

生

が

、
無

条

件

に

一
つ
で
あ

る

と

す

る

こ
と

も
否

定

さ

れ

る
。

こ

の
二

つ

の
条

件

下

で
、

「有

仏

性

と

い
ふ

」

(引
用

b
傍
線

部
二
箇

所
め
)

と

あ

る

の
を

解

釈

す

る

に

は
、

最

終

的

に
、

そ

れ

が

「仏

性

の
中

の

個

々
と

し

て

の
存

在

(有

)
」

を

意
味

し

て

い
る
も

の
と

解

釈

せ
ざ

る
を

得

な

い
。

次

に
⑧

の
「
一

切

衆

生

無

仏

性

」

に

つ

い
て

で

あ

る

が
、

そ

れ

に

対
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し

て
は

次

の
よ

う

な
拈

提

が
見

ら

れ

る
。

一
切

衆
生
な

に
と
し
て
か
仏
性
な
ら
ん
、
仏
性
あ

ら
ん
。
も
し
仏
性
あ

る
は
、

こ
れ
魔
儻

な
る

べ
し
。
魔
子

一
枚
を
将
来

し

て
、

一
切
衆
生

に
か
さ
ね
ん
と

す
。
仏
性

こ
れ
仏
性
な
れ
ば
、
衆
生

こ
れ
衆
生
な

り
。
衆
生
も
と
よ
り
仏
性

を
具
足
せ
る

に
あ
ら
ず
。
た
と

ひ
具
せ
ん
と
も

と
む
と
も
、
仏
性

は
じ

め
て

き
た

る
べ
き

に
あ
ら
ざ
る
宗
旨
な

り
。
張

公
喫
酒

李
公
酔
と

い
ふ
こ
と
な
か

れ
。
も
し
お

の
つ

か
ら
仏
性

あ
ら

ん
は
、
さ
ら

に
衆
生

に
あ
ら
ず
。
す

で
に

衆
生
あ
ら
ん
は
、

つ
ひ
に
仏
性

に
あ
ら
ず

。

(巻

一
・
三
四
～

五
頁
)

こ

の
引

用

冒

頭

の
傍

線

部

に

は

、
道

元

禅

師

の
問

題

提

起

の
形

で
、

爲

山

の
「
一

切

衆

生

無

仏

性

」

に

対

す

る
理

解

の
方

向

付

け

が

な

さ
れ

て

い
る
。

そ

れ

は
、
⑦

に

お

い

て
否

定

さ

れ

た

と

同

じ
、

「衆

生

と
仏

性

の

一
体

(仏
性

な
り
)
」

あ

る

い
は

「衆

生

の
仏

性

の
内

包

(仏
性
あ
り
)
」

と

す

る
誤

っ
た

解

釈

を
拒

否

す

る
方

向

へ
と

向

か

う
。

そ

し

て
そ

れ

は
、

引

用

文

後
半

に

お

い
て
も

繰

り

返

し

主

張

さ

れ

る
。

そ

の
中

で
、

両

者

の
関

係

を

示

し

て
い
る

の
が

波
線

部

で
あ

る
が

、

そ

こ

で
は
、

「仏

性

が

仏

性

で
あ

れ
ば

、

衆

生

が

衆

生

で
あ

る

」

と

、

衆

生

を

あ

ら

し

め

る
前

提

と

し

て
仏

性

が
位

置

づ

け
ら

れ

る
も

の
と

な

っ
て

い
る
。

以

上

の
よ

う

に
見

る
と
、

こ

の

『
正

法

眼

蔵

』

「仏

性

」

巻

に

お
け

る

「有

仏

性

」
・
「
無

仏
性

」

解

釈

は
、

前

者

は
、

「仏

性

の
個

々

の
現

出

と

し
て
衆
生
が
あ
る
こ
と
」
を
、
後
者
が

「仏
性
は
、
衆
生
と
全
同
で
は

な

く

、

内

包

さ

れ

る

も

の

で
も

な

い
」

こ
と

を

あ

ら

わ

し

た
も

の
と

さ

れ

て

い
る

こ
と

に
な

ろ
う

。

『
正
法

眼
蔵
』

「仏
性
」
巻
に
お
け
る

「
仏
性
」

の
意
味

(石

井
)

む
す
び

以
上
、
冒
頭
に
示
し
た
問
題
意
識
の
下
で
、
ご
く

一
部
で
は
あ
る
が

仮
字

『
正
法
眼
蔵
』
「仏
性
」
巻
に
お
け
る

「仏
性
」

の
語
の
概
念
規

定
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
内
在

で
も
な
く
、

一

体
で
も
な
い
と
い
う
意
味
に
置
い
て
、
「大
悟
」
巻
に
お
い
て
定
義
さ
れ

て
い
た

「大
悟
」
の
定
義
の
一
つ
、
「全
体
に
通
徹
す
る
仏
祖
と
し
て
の

属
性
」
と
極
め
て
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
た
と
考
え

る
。し

か
し
、
「仏
性
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
そ

の
解
釈
に

「大
悟
」
巻
の

よ
う
な
両
様

の
解
釈

へ
の

「揺
れ
」
は
見
ら
れ
ず
、
共
通
す
る
本
質
的

属
性
と
し
て
の

「仏
性
」
の
対
と
し
て
、
無
情

を
も
含
ん
だ
万
象

(た

だ
し
、
認
識
対
象
と
し
て
は
個
々
)
と
し
て
の

「衆
生
」

の
語
が
提
示
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
「古
仏
心
」
巻
の

「古
仏

心
」
と

「古
仏
」
と
に
比

定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
明
確
に
、
「遍
満
し
て

い
る
属
性
」
と

「(限
定
さ
れ
た
)
そ
の
具
体
的
顕
現
」
と
し
て
こ
の
現

象
世
界
を
把
握
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る

『正
法
眼
蔵
』
に
特
徴
的
な
論
理

へ
と
展
開
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
道
元
禅
師
は
、
認
識
作
用
を
越
え
た
全
体
的
属
性

を
、
仮
字

『正
法
眼
蔵
』
の
多
く
の
巻
に
お

い
て
説
き
示
し
て
は
い
る

も
の
の
、
そ
れ
は
統

一
さ
れ
た
単
語
を
も

っ
て
語
ら
れ

る
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
、
各
巻
の
主
題
に
即
し
て
、
「大
悟
」
・
「仏
性
」
・
「古
仏
心
」
な

二
三
七
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『
正
法
眼
蔵
』

「仏
性
」
巻

に
お
け
る

「
仏
性
」
の
意
味

(石

井
)

ど

の
個

々

の
用

語

を

用

い

て
表

現

し

て

い

る
も

の
と
考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る
。

た

だ

し
、

「
大

悟

」

巻

に
、

草

稿

本

と

完

成

稿

と

が
存

在

し

て

い

た

よ

う

に

、

「仏

性

」

巻

に

は
、

大

き

な
修

訂

の
跡

形

が
存

在

し

て

い

る
。

本

稿

に

お

い

て

は
、

そ

れ

ら

の
改

変

の
様

相

に

つ
い
て

は
論

じ

る

こ

と

は

で
き

な

か

っ
た
が

、

「仏

性

」

の
語

も
、

仏

教

思

想
史

上

、
多

様

な

展

開

を

示

し

て
き

た

も

の
で

あ

る

以

上

、
修

訂

段

階

に
お
け

る
解

釈

の
力

点

の
変

化

は
容

易

に
想

像

で

き

る

も

の

で
あ

る
。

こ
れ

に

つ

い
て

の
詳

細

な

検

討

は
今

後

の
課

題

と

し
た

い
。

1

こ
こ
で
は
、

「仏
向
上

事
」
巻

の

「ま
さ
に
し
る

べ
し
、
仏
向

上
事

は
、

在
因

に
あ
ら
ず
、
果
満

に
あ

ら
ず
。

(
『道

元
禅
師
全
集
』

巻

丁

二
八
五

頁
)

お
よ
び

「現
成
公
案

」
巻

の

「身

心
に
、
法

い
ま
だ
参

飽
せ
ざ

る
に

は
、
法
す

で
に
た
れ
り

と
お
ぼ

ゆ
。
法

も
し
身
心

に
充
足

す
れ
ば
、

ひ
と

か
た

は
た
ら
ず
と

お
ぼ

ゆ
る
な
り
。
」

(
同
右

・
四
頁
)

の
二
例

の
み
を
挙

げ

て
お
く
。

2

拙
稿

「『
正
法
眼
蔵
』

「現
成

公
案
」

の
巻

の
主
題
に

つ
い
て
」

(『
駒
澤

大
学
仏
教
学
部
論
集
』

二
八
号
、

一
九
九
七
年
十
月
)

3

「古
仏
」

と

「古

仏
心

」

の
関

係

に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「道
元
禅

師

に

お
け

る
仏
祖

と

の
共
生

に

つ
い
て
」

(『
日
本
仏
教

学
会
年

報
』

六
四
号
、

一
九
九
九
年

五
月
)

に
お

い
て
詳
細

に
論

じ
た
。

4

鏡
島
元
隆

『道

元
禅
師

と
引

用
経
典

語
録

の
研

究
』

(木
耳
社
、

一
九

六

五
年
十
月

)
第

二
節

第

一
項

(六

四
～
六
七
頁

)
、
高

崎
直
道

「道
元

の
仏
性
論
」

(『
講
座

道
元

四

道
元
思
想

の
特
徴
』
第
三
章

、

一
九
八

○

一
三
二
八

年

九
月

)
な

ど
。

な

お
、

こ
の
両

論
考

に
は
、

本
稿

を
作
成

す

る

に
あ

た

っ
て
多
く

の
示
唆

を
得
た
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

『正
法
眼
蔵
』
、
仏
性
、
衆
生
、
大
悟
、
古
仏
心

(駒

澤
大
学
教

授
)
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144. Dogen's Concept of the Word "Buddha Nature" in the Bussho Fascicle 

of the Shobogenzo 

Kiyozumi ISHII 

In this paper, I would like to confirm how Dogen defines the word Buss-

ho, or Buddha Nature, in the Bussho fascicle of the Shobogenzo. I conclude 

that the word Bussho has a meaning similar to the word Daigo, or the Great 

Attainment, in the Daigo fascicle of the Shobogenzo. It indicates the attri-

bute of the whole world as Buddha, and its individual emergence as any phe-

nomena could be called Shujo, or Sentient Being. Though this definition 

might be unique in Buddhist thought, it is a specific aspect of Dogen 

thought. 

145. On the Economic Ethics of Suzuki Shosan 

Akira KASAI 

The purpose of this paper is to consider the economic ethics of Suzuki 

Shosan. Economic ethics means vocational ethics, and Suzuki explained vo-

cational ethics in his main published work Banmin Tokuyo. His vocational 

ethics was based on the principle that worldly things are Buddhism. He 

looked on one's vocation as the other self of the Buddha. Every vocation as 

training improves one and relieves his mind. There is a Japanese vocational 

ethics. It continues living in the Japanese mind. 

146. The Twenty-five Historical Holy Places of St.Honen's Activities and the 

Osaka-ko 

Hiroko YAMAMOTO 

In research up to now, it was thought that the twenty-five historical holy 

places of St. Honen's activities were established and pilgrimage developed 
only by the effort of the priest Reitaku. However, in Reitaku's own "Guide 

book to twenty-five historical holy places related to the great master Enko"

1316


