
大
宝
守
脱
の
己
心
釈

潘

哲

毅

『法
華
玄
義
』
の
広
釈
心
法
段
で

「衆
生
法
は
は
な
は
だ
広
く
、
仏

法
は
は
な
は
だ
高
く
、
初
め
て
学
ぶ
も
の
に
し
て
は
、
そ
れ
を
観
ず
る

の
は
難

し
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
心

・
仏

・
衆
生

の
三
者
に
は
差
別
が

な
い
の
で
、
観
じ
や
す
い
己
の
心
を
観
ず
れ
ぼ
よ
い
」
と
盲
三言
し
た
よ

う
に
、
天
台
の
観
心
は
即
ち
己
の
心
を
観
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

「己
心
が
観
じ
や
す
い
」
理
由
に
つ
い
て
は
、
古
来
安
易
に
考
え
る
傾
向

が
あ
り
、
そ
の
た
め
天
台
教
学
の
注
釈
伝
統

の
論
議
対
象
に
も
な
っ
て

い
る
。

こ
の
伝
統
的
注
釈
の
論
議
を
最
も
詳
し
く
纏
め
て
論
じ
た
の
は
、

江
戸
後
期
か
ら
明
治
時
代
に
掛
け
て
活
躍
し
た
天
台
寺
門
宗

の
大
宝
守

脱

(
一
八
〇
四
～

一
八
八
四
)
で
あ

っ
た
。
本
論
は
こ
の
守
脱

の

「己
心

が
観
じ
や
す
い
」
理
由
を
続
る
論
議
を
取
り
上
げ
、
伝
統
的
注
釈
と
そ

の
限
界

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
守
脱
の
己
心
釈
は

「近
要
故
易
観
」、

「冥
妙
故

易
観
」、
「和
会
両
義
」、
「弁
四
明
附
近
要
」
と
い
っ
た
四
つ
の

部
分
か
ら
な
る
。
本
稿
は
こ
の
順
に
従

っ
て
考
察
を
進
み
た
い
。
ま
ず
、

守
脱
の
指

摘
し
た
基
本
的
な
理
解
の
誤
り
か
ら
考
え
た
い
。

「己
心
が
観
じ
易
い
」
理
由
に
つ
い
て
は
、従
来
の
理
解
は
お
よ
そ
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
近

・
要

の
た
め
に
観

じ
や
す

い
。
も

う

一
つ
は
冥

・
妙

の
た
め
に

観

じ
や
す

い
。

こ

の
事

(己
心

が
観

じ
易

い
理
由
)

は
極

め
て
肝

要
な
も

の

で
あ

り
、
等
閑
な

も

の
と

み
る
べ
き
で
は
な

い
。
宋
朝

の
近

・
要

の
旨

を
重

要
視

し

て
以
来
、
荊
溪

の
言
う
心
性

の
冥

・
妙

の
意

味

が
無

視

さ
れ
、

「己

心

が
観

じ
や
す

い
」

の
旨

が
正

し
く
理
解

さ
れ
な
く
な

っ
た
。

し
か
し
な
が

ら
、

こ
れ
は
、
以
前

の
人
が
そ

の
文

(心
性

の
冥

・
妙
)
を
読

ん

で
い
な

い

と

い
う
わ

け

で
は
な

い
。

た
だ

一
句

一
句

の
意
味

を
弁

じ
た
だ

け

で
、

「道

を
観
ず

る
」
大
節
を
重
要
視

さ
れ
な
か

っ
た
。

そ

の
た
め

に

一
家

の
要
文

を

等
閑
な
も
の
と
し
て
見
過
ご
し
た
。
(
1
)

眼
光
紙
背
に
徹
し
て

「己
心
が
観
じ
や
す
い
」
理
由
を
読
も
う
と
す

る
守
脱
は
、
従
来

の
理
解
を
四
明
知
礼
の

「近
要
」
と
荊
溪

湛
然

の

「冥
妙
」

の
二
義
に
纏
め
、
そ
の
二
義
は
決
し

て
安
易
に
理
解

(等
閑
之

看
)
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
ま
た
、
宋
代
以
後
、

「冥
妙
」
を
見
過
ご
し
、
「近
要
」
の
み
で

「己
心
が
観
じ
や
す
い
」
理

由
を
考
え
た
こ
と
は
、
「己
心
が
観
じ
や
す
い
」

の
意
味
を
損
な
わ
せ
る

も
の
で
あ
る
と
も
批
判
し
た
。
そ
の
原
因
は
智
顗

の
教
説
を
丁
寧
に
読

印
度
學
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學
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大
宝
守
脱
の
己
心
釈

(潘
)

一
二
二

ん

で

い
な

い

(遂

句
辨

義

)

と

い
う

わ

け

で

は
な

く

、

何

れ

も

「道

を

観

ず

る
」

と

い
う

大

前

提

又

は

書
的

を
見

落

と

し

た

こ

と

に
あ

る

と

も

指

摘

し
た

。

「近

要

」

を
安

易

に
理

解

し

て
し

ま

う
錯

誤

に

つ
い

て
は

一
、

「近
要

の
た
め
に
観

じ
や
す

い
」

に
つ
い
て
。
『
法
華
玄
義
』

に

は

「衆

生
法

は
広

す
ぎ

、
仏
法

は
高

す
ぎ

の
た
め
に
、
初
め

て
学

ぶ
者

に
し

て
は
難

し

い
、
乃
至
自

ら
己

の
心
を
観
ず

る
な
ら
ぼ
、
観

じ
や
す

い
も

の
で
あ

る
」

と
あ
る
。

こ
の
仏
界

は
高
遠

で
あ
る
た

め
に

「近
」

で
は
な

い
、
衆

生
界

は

広

く
て
散
在

し

て
い
る
た
め

に

「要
」

で
は
な

い
。
そ

の
両
方

と
も
初

め
て

学

ぶ
者

に
し

て
は
難

し
い
も

の
で
あ
り
、
心
法
は

「近
」

で
あ

る
と
同
時

に

「
要
」

で
あ

る
た

め
に
、

己
心

を
観

ず

る
の
が
易
し

い
と

理
解

さ

れ
る
。

し

か
し
、

よ
く
考

え

て
み
る
と

「近
要
」

の
二
文
字

の
意
味

は
必
ず

し
も
そ

の

よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。

と

あ

る
よ

う

に

、
近

要

に

つ
い

て
、
わ

れ

わ

れ

一
般

で
は
、

「近

」

と

は
仏

の
高

遠

に
対

す

る
も

の

で
、

「
要
」

と

は
衆

生

の
広

散

に
対

す

る

も

の
で

あ
り

、

そ

の
両

方

を
具

え

る

の
は
心

法

で
、

だ

か

ら

己

心

を

観

ず

る

の
は
易

し

い
と

理

解

さ

れ

る
。

し

か
し

、

守

脱

は

天

台

教

学

の
正

統

と

し

て

い
る

四
明

知

礼

の
理

解

で
あ

る

「近

要

」

の
意

味

は

こ

の

よ

う

な

も

の

で
は

な

い
と

指
摘

し

て

い
る

。

四
明
は
時

に
は
、

「近
」

を
陰
境

に
配
属
し
、
要
を
妙
境

に
配
属

し

て
い
る
。

…
…
(
2
)

思
う
に
は
介
爾

の
心

(近
を
指
す
)

を
指

し
て
、
事
理

・
解

行

の

「要
」

(総
要

の
義
)

と

す
る
も

の

で
あ

ろ
う
。
(
3
)

…
…
ま
さ

に

「近
」

は
、
衆
生

界

と
仏
界
の
高

と
広

(高

と
は
高
遠
、
広
と
は
広
遠

)
を
通

じ

て
は
ぶ
く

(簡
)

も

の
で
、
陰
妄

心

の
こ
と

で
あ
り
、

「要
」
と

い
う
文

字

は
正

し
く
妙
境

を

約
す

る
も

の
で
あ

る

こ
と
を
知

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

ま
た
時

に
は

「近
」
・
「要
」

の
両

方
と

も
陰
境

に
配

属
す

る
も

の
と
す

る
こ
と
も

あ

る
。

…
…
何
れ
も
仏
界

の
高

遠

の
た

め

の

「近
」

で
は
な
い
、

ま
た
衆

生
界

の
広

散

の
た

め
の

「要
」

で
は
な

い
。

こ
こ
で
は
総
要

の
義

を
取

っ
て
陰
境
を
約

し
て

「要
」
と

い
う

が
、
心

は
能
造

で
あ
る
た

め
に
諸

法

の
要

(総
要
)

と

さ
れ
、
所
造

の
衆
生

界

・
仏
界

は
総
要

で
は
な

い
。

こ
の
よ
う
に
能

造
と
所

造
及
び
要
と
不
要
を

分
別
す

る
の
は
陰
境

を
約

す
る
故

で
あ
る
。

も
し
妙
境

に
よ
る
な
ら
ぼ
、
能

造

で
は
な

い
法

は
な

い
、
総
要

で
は
な

い
法

は
な

い
。

こ
れ
は
考

え
れ
ぼ

分

か
る

も

の
で
あ

る
。

「要
」

は
時

に

は
陰
境

を

約

し
、

ま
た
時

に
は
妙
境
を
約

す

る
が
、

こ

の
違

い
が
あ
る
に
し

て
も
と
も

に
総
要

の
義
を
取

る
も

の
で
あ

る
。
世
間

の
人
は
、

よ
く

「近

」

の
義

で

「要
」

を

理
解
す
る
が
、
そ
れ

は
誤
り

で
あ
る
。

守

脱

の
纏

め

た

と

こ

ろ

で

は
、

「
近

」

は

、

仏

法

の
高

遠

に

対

す

る

「近

」

で
も

な

け

れ

ぼ

、

衆

生

法

の
広

散

に

対

す

る

「要

」

で
も

な

い
、

仏

界

と

衆

生

界

の
両

方

を

通

じ

て

は

ぶ
く

(簡

)

も

の
で

あ

り
、

そ

れ

自

身

は
陰

妄

心

を

指

し

て
、

陰

境

に
属

す

る

も

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

「要

」

は
総

要

で
妙

境

を
約

す

る

こ

と
も

あ

れ
ぼ

、

陰

境

を
約

す

る

こ

と
も
あ
る
。
(
4
)

「己
心
が
観
じ
や
す
い
」
と
さ
れ
る
の
は
、
陰
境
に
お
い
て

心
は
能
造

で
あ
り
所
造
で
あ
る
仏
界
と
衆
生
界
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
己
心
が
観
じ
や
す
い
か
ど
う
か
の
決
め
手

と
な
る
の
は
、
「能
造
」
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
仏
法
と
衆
生
法
は

妙
境
に
お
い
て
所
造

で
あ
る
と
同
時
に
能
造

で
も
あ
る
が
、
陰
境
に
お

い
て
は
、
所
造
で
あ
っ
て
能
造
で
は
な
い
の
で
初
め
て
学
ぶ
も
の
に
し

―674―



て

は
観

じ

に
く

い
も

の

で

あ

る
。

そ

れ

に

対

し

て
、

己

心

は
妙

境

に
限

ら

ず

陰

境

に
お

い
て
も

能

造

で
あ

る

の

で
、

観

じ
や

す

い
も

の
で

あ

る
。

「冥

妙

」

に

つ
い
て

は
、

二
、
観

じ
易

い
理
由
を

「心
性
冥
妙
」

に
し
た
理
由

を
説

明
す

る
。
そ

れ
を

二

つ
に
分
け
て
述

べ
た

い
。
初

め
に
そ
の
道
理

に

つ
い
て
考

え

る
。
心

・
仏

・

衆

生
は
三
無
差
別

と
さ
れ
る

の
は
即
事

の
理

で
、
妙
境

を
約

す

る
も

の
で
あ

る
。
三
法

の
難
易

を
論

じ
ら
れ
る

の
は
、
即
理

の
事

で
、
陰

境
を
約
す

る
も

の
で
あ

る
。
思
う

に
陰
境

と
し
て

の
心
法
は
質
礙

の
相

は
な

い
の
で
、
冥

で

あ
る
。
質
礙

相

の
あ
る
衆
生
界
と
仏
界
と
は
異
な
り
、

し
か
も
諸
法
を

具
え

る
、
そ

の
た

め
に
妙

と
言
わ
れ
、
妙
境
に
お

い
て
は
、

全
く
衆
生
界

と
仏

界

と

は
異
な
ら
な

い
。

…
…
ま
さ
に
質
礙

相

の
な

い
冥

に
即
し

て
妙

を
観

じ
三

千

の
法
相

を
具

足
す

る
こ
と
は
初

学

に
お

い
て
は
易

し

い
も

の
で
あ
る
。
も

し
陰
境

に
お
い
て
理
解

さ
れ

る
質
礙

の
形
相

の
あ
る
衆
生
界
と
仏
界

に
よ

っ

て
、
妙
境

で
あ
る
三
千
融
妙

の
理
を
照
ら
す

な
ら
ぼ

、
初
心
者

に
し
て
は
難

し

い
も

の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
心
性
冥
妙

の
故

に
観
じ
や
す

い
と

い
う

の

で
あ

る
。

こ

こ

で
守

脱

は
心

・
仏

・
衆

生

の
三
無

差

別

は

妙

境

を

約

す

る
も

の

で
、

己

心

が

観

じ

や

す

い
か

ど

う

か

の
問

題

は
陰

境

の
問

題

で
あ

る
と

し
な

が
ら

、

湛

然

の

い
う

「心

性

冥

妙

」

に
よ

っ
て

こ

の
問

題

を

考

え

た
。
(
5
)

つ
ま
り
、
陰
境
で
観
行
の
障
碍
と
な
る
の
は
、
本
質
が
あ
る
と
誤

認
さ
れ
る
対
象
認
識

(質
礙
相
)

で
あ
る
。
仏
法
も
衆
生
法
も
妙
境
に

通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
、
陰
境
に
お
い
て
は
質
礙

相
が
あ
り
、

初
学
に
し
て
は
観
じ
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
陰
境
に
お
い
て
質

礙
相
の
な
い
且

つ
妙
境
に
通
じ
る
も
の
と
言
え
ぼ
、
そ
れ
は
心
に
ほ
か

な
ら

な

い
。
(
6
)

つ
ま

り

、
心

は
質
礙

相

が

な

い
故

に
捉

え

る
対

象

に

は
な

ら

な

い
だ

け

で
な

く
、

逆

に

そ

れ
自

体

が

な

い

の

で
、

一
切

を

具

足

さ

せ

る

こ
と

が

で
き

る
。

そ

し

て
即

理

の
事

と

し

て
観

ず

れ
ば

三

千

の
法

相

を
具

足

す

る

こ
と

に
な

る
。

こ
れ

は

即

ち
心

性

冥

妙

の
故

に

己
心

が

観

じ
や

す

い
道

理

で
あ

る

と

さ

れ

る
。

以

上

の
よ

う

に
、

守

脱

は

己

心

の
観

じ
や

す

い
理

由

に

つ
い

て
知

礼

の
近

要

と
湛

然

の
冥

妙

に

纏

め

た

。

し

か

し
、

こ

の
二

義

は

本

質

的

に

異

な

る

も

の
で

は

な

く
、

時

代

背

景

に
応

じ

て
論

じ

ら

れ

た

も

の
に

過

ぎ

な

い
と

守

脱

は
指

摘

し
続

け

る
。

第

三

「近
要
」

と

「冥
妙

」

の
二

つ
の
意
味
を
和
会
す

る
。

四
明
知
礼

は
よ

く

「近
要

で
あ

る
故

に
観

じ
や
す

い
」
と

い

っ
て
い
る
の
は
、
『
法
華
玄
義

』

に
は
衆
生
界
と
仏

界

の
高

広
を
簡

い
て
己
心
を
観
ず
れ
ぼ

観
じ
や
す

い
こ
と

明
か
し
た

こ
と

や
、
荊
溪

湛
然

は
精
力
的

に
述

べ
て

い
る
十
門

の
す
べ

て
は

一
念
を
離

れ
た
も

の
は
な

い
、

そ
れ
が
観

を
修

め
る
者

を
入
ら

せ
易

い
よ
う

に
す

る
こ
と
か
ら
、
心
法
が
近

で
あ
る
と
同
時

に
要

で
あ
る
た

め
に
観
じ
や

す

い
と
考

え
た
。
何
れ
も
道
屋

の
裏
事

で
あ
り
、
山
外

の
人
た
ち

が
そ
れ

に

驚

い
た
に

は
過
ぎ

な

い
。

た
だ

誤

っ
た

(異
見
)

を
破

し
て
、
深

い

(隻
)

真
心

を
指
し
示

す
た

め
に
、

近
要

の
旨

を
盛
ん

に
述

べ
た

だ
け

で
あ

っ
た
。

し
か

し
荊
溪

湛
然

の
注
釈

に
は
近
要

の
旨

は
述

べ
ら
れ

て
い
な

い
、
他

に
心

性
冥
妙

の
た
め

に
観

じ
や

す

い
と
述

べ
た
。
そ
れ
は
思
う

に
陰

境

に
お
い
て

の
近
遠
・
難
易

に

つ
い
て
は
、
既

に

『
法
華
玄
義
』
に
お

い
て
明
ら
か

に
な

っ

た

の
で
、

こ
れ
以
上

の
説

明
が
不
要
と
考

え
、
代
わ
り

に
心
性

冥
妙

の
解
釈

大
宝
守
脱
の
己
心
釈

(潘
)

一
二
三
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大
宝
守
脱

の
己
心
釈

(潘
)

一
二

四

を
加

え
、
『
法
華

玄
義

』

の
い
う
心
法

を
取

る
意

味

を
よ
り

顕

か
に
し

た
。

後

に
山
外

の
異
見

は
盛

ん
に
な
り
、
幸

い
に
は
知
礼

の
よ
う
な
近
要

の
義

を

盛

ん
に
唱
え
る

も
の
が
現
れ
た

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
深

い
わ
け
が
あ

っ

た

の
で
あ
る
。

こ

の
和

会

に

お

い
て
、

守

脱

は
歴

史

背

景

と
共

に

湛

然

の

「
心

性
冥

妙

」

と
知

礼

の

「近

要

」

と

の
二
義

の
会

釈

を

行

っ
た
。

つ
ま

り

、

知

礼

が

「冥

妙

」

の
義

を
見

落

と

し
た

わ

け

で

は
な

く

、

「近

要

」

の
義

を

盛

ん

に
唱

え

た

の
は
、

山

外

の
異

見

を

破

す

る
た

め

で
あ

っ
た
。

ま

た
、

湛

然

が

「近

要

」

の
義

を
説

い

て

い
な

い

の
は

、

既

に

『
法

華

玄

義

』

に

は
十

分

に

明

ら

か

に
述

べ
ら

れ

た

と
考

え

、
智
顗

の
言

う

心

法

を

一

層

明

白

に

す

る

た

め

に

「冥
妙

」

を
説

い
た

と

い
う

の
で

あ

る
。

さ
ら

に
、

山

家

派

を

正

統

と

す

る
守

脱

は
、

知

礼

の

「近

要

」

の
義

に
弁

明

を
加

え

た

。

第

四
に
四
明

の
理
解

を
弁
明
し
、
近
要

の
義
を
添
え
加

え
る
。

一
つ
は
、
心

は
能
造

で
あ
り
、

具

の
義
は
明
白

で
あ
ろ
う
。
要
す

る
に
、
心

(陰
境
)

に

お
い
て
具

(妙
境
)

を
観
ず
る

こ
と

で
あ
る
。

こ
れ

で
要

の
義

を
添

え
加
え

る

(能

造

の
義

を
約

す

る
か
ら
)
。

二

つ
は
、
能

観

で
あ
り

な
が
ら
造

ら
れ

た
も

の

で
も
あ

る
。
即
ち
、
念

を
絶
し
や
す

い
も

の
で
あ

る

(能

と
所
と
は

倶

に
心

で
あ
る

に
よ

る
)
。

こ
れ
で
要

の
義

を
附
会

す
る

(能

観

の
義

に
よ

る
)
。

…
…

ま
さ

に
近

要

・
冥
妙

と

の
二
義

に
し

て
い
る

が
近

要
か

ら
出
る

こ
と

は
な

い
と

知
る

で
あ

ろ
う
。
従
来

は
己
心

が
観

じ
や
す

い
理
由

を
近
要

と
冥
妙

の
二
義

の
み
に
し
た

の
は
こ
の
た

め
で
あ
る
。
な

お
仏

の
世

で
は
機

に
応

じ
た
説
法

を
聞

い
て
悟
り
を
開
く
も

の
で
、
境

に
は
遠
近

は
な
か

っ
た

が
、
仏
が
入
滅
後
で
は
初
め
て
観
を
学
び
修
め
る
も
の
に
し
て
は
難
し
い
も

の
を
よ
な
げ
、
易
し
い
も
の
に
従
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
四
明
知
礼
は

「要
」
を
心
の
能
造
と
能
観
に
よ

っ
て
説
か

れ
て
い
る
の
で
、
「冥
妙
」
は

「要
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

に
対
し
、
第
三
の
和
会
両
義
で
は
、
「近
要
」

は
既
に
湛
然

の

「冥
妙
」

に
含
ま
れ
る
も
の
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
「近
」
に
つ
い
て
は
、
本
来
で

は
妙
境
に
は
遠
近
は
な
く
、
仏
が
入
滅
し
て
以
後
、
初
め
て
学
ぶ
も
の

に
し
て
は
、
難
し
い
仏
法
と
衆
生
法
を
省
き
、
易
し
い
心
法
を
選
ぼ
な

け
れ
ぼ
な
ら
な

い
。

こ
の
際
の

「近
」
は

「遠

い

・
近
い
」

の

「近
」

で
は
な
く
、
「近
に
し
て
遠
い
も
の
」
(近
遠
)

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

以
上
を
纏
め
る
と
、
守
脱
は

「己
心
が
観
じ
や
す
い
」
理
由

に
つ
い

て
、
そ
れ
が
三
法
無
差

の
妙
境
と
区
別
さ
れ
る
陰
境

の
問
題

で
あ
る
と

指
摘
し
な
が
ら
、
伝
統
的
な
注
釈
を

「近
要
」
と

「冥
妙
」
と
の
二
義

に
纏
め
た
。
「近
要
」
は
仏
法

の
高
遠
に
対
す
る

「近
」
で
も
な
け
れ

ぼ
、
衆
生
法
の
広
散
に
対
す
る

「要
」
で
も
な
い
。
「近
」
は
己
心
が
わ

れ
わ
れ
の
現
前
た
る
介
爾

の
心
で
あ
り
な
が
ら
、
高
遠
な
仏
界
と
広
遠

な
衆
生
界
の
両
方
を
は
ぶ
く

(簡
)
も
の
で
あ
る
。

「要
」
は
介
爾

の
心

の
能
造
を
指
し
、
陰
境
を
約
す
る

「総
要
」

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「近

要
」
で
み
る

「己
心
が
観
じ
や
す
い
」

の
理
由

は
そ
の
己
心

の

「現
前

性
」
(近
遠
)
と

「能
造
」
に
あ
る
。
ま
た
、

「冥
妙
」
に
つ
い
て
は
、

陰
境
で
観
行
す
る
際
、
障
碍
と
な
る
の
は
、
本
質
が
あ
る
と
誤
認
さ
れ

る
認
識
対
象

(質
礙
相
)
で
あ
る
。
陰
境
で
理
解
さ
れ
る
衆
生
界
と
仏
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界
は
何
れ
も
質
礙
相
の
あ
る
も
の
で
、
観
じ
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
陰
境
に
属
し
な
が
ら
質
礙
相
の
な
い

「冥
」

で
あ
る
心
法

は
観
じ
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
「近
要
」
と

「冥
妙
」
と
の
二
義
は
智
顗

の
い
う

「己
心
が
観
じ
や
す
い
」
理
由
を
考
え
る
上
で
互

い
に
意
味
を

補
完
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
共
に
心
法
で
あ
る
の
で
、
互

い
に
含
み

合
う
も
の
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。

最
後
に
、
こ
の
伝
統
的
解
釈
の
限
界
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
以
上
の

よ
う
に
伝
統
の
注
釈
は
、
わ
れ
わ
れ
に
智
顕
の
言
う

「己
心
が
観
じ
や

す
い
」
を
理
解
す
る
に
、
多
く
の
助
言
を
し
て
く
れ
た
。
特
に
心
の
能

造
は
陰
境
に
も
妙
境
に
も
通
じ
る
も
の
と
の
指
摘
は
注
書
さ
れ
る
。
し

か
し
、
「己
心
」

の

「己
」
を

「近
遠
」
と
し
な
が
ら
も
、
「己
」
に
十

分
な
認
識
を
与
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
(
7
)

つ
ま
り
、
「己
心
」
の

「己
」

を
問
う
の
は

「己
心
が
観
じ
や
す
い
」
理
由
を
考
え
る
上
で
出
発
点
で

あ
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
智
頻
の
言
う
観
心
の
全
体
を
理
解
す
る
に

は
基
底
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
十
分
な
思
索
を
行

っ
て
い
な
い
。
そ

の
た
め
に
、
こ
の
論
議
に
論
理
的
な
欠
如
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
例
え

ぼ
、
介
爾

の
己
心
は
な
ぜ

「冥
妙
」
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
な
ど
。
恐

ら
く
、
伝

統
の
天
台
教
学
で
は
実
際

の
観
心
行
に
お
い
て
こ
の
欠
如
を

埋
め
合
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

1

大
宝
守
脱

「法
華
玄
義
釈
籤
講
述
」
「法
華
玄
義

一
」
『註
解
合
編
天
台

大
師
全
集
』
六

一
七
頁

日
本
仏
書
刊
行
会
。
以
下
の
文
例
は
す
べ
て
六

一
七
～
六

一
九
頁

か
ら
の
引

用
で
あ
る

の
で
、
出
典

の
注
を
省
略
と
す

る
。

2

守
脱

の
挙
げ
た

『
妙
宗
鈔

』

や

『
別
行
玄
記
』
な

ど
の
文
例

を
紙
面

の

制
限
に
よ
り
す

べ
て
省
略

す
る
。

3

文
型

は

「蓋
指
…
為

…
」

で
あ

る

の
で
、

「蓋
指
」

は

「蓋
以
」

に
相

当
す
る
も

の
で
あ
る
。

そ
の
義

は

「思
う
に
…

で
あ
ろ
う
」
。

4

守
脱

の
い
う

「要
」

は
物
事

を
し
め
く
く

る
大
切

な
部
分

と
し

て
の
要

点

の
要

で
は
な
く
、
総
要

の
要

で
あ
る
。
そ

の
要

は
能
造

と
解

釈
さ
れ

て

い
る
点
を
考
え

る
と
、

一
切

の
全
体

(総
)

に
係

わ
る
も
の
と
し

て
の
要

で
あ
ろ
う
。

5

湛
然

は
心
性
冥
妙

の
心
性
を

一
念

と
し
、
守
脱

も
近
要

の
近

を

一
心
と

し

て
い
る
。
従

っ
て
、

一
心
と
己

心
と
は
同
義

で
あ
る
と
解

さ
れ
る
。

こ

の
点

に

つ
い
て
他
論

で
検

討
し

た

い
。
『
玄
義
釋
籤

』
大

正
大
蔵
経
第

三

三
巻
八
四
四
頁
上
段
。

6

こ
こ
で
注
意
を
要
す

る
の
は
、

己
心

の
外

に
は
仏
心

と
衆
生

心
と
が
あ

る
が
、

そ
れ
が
陰
境

に
お

い
て
仏

心
と
衆
生

心

は
、
対
象

の
心

で
あ
り
、

仏
法
と
衆

生
法
同
様
質
礙

相

の
あ
る
も

の

で
あ

る
。

恐
ら
く
、

こ
れ
は
、

天
台

の
い
う
観
心
す
な
わ
ち
己

心
を
観
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
わ
け

で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
己
心

と
は
言

え
、
他

心
に
対
比
さ
れ

る
己
心

で
あ
る
な
ら
ぼ
、

理
解

さ
れ
や
す

い
が
他
心
と

は
本
質

的
に

は
同

じ
も

の
で
あ
り
、
天
台

の

観
心

の
心
で
は
な

い
。

7

拙
稿

「天
台
観
心

の
基
礎
と

し
て

の
己
心

(
一
)
」

『
日
本

印
度
学

仏
教

学
研
究
』
第

五
十
三
巻
第

一
号
。

ま
た
、

「天

台
観
心

の
基

礎
と

し
て

の

己
心

(二
)
」
天
台
学
報
第

四
十
七
号
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

近
要

冥
妙

等
閑

質
礙
相

(日
本
学
術
振

興
会
外

国
人
特
別

研
究
員

博
士

(文
学
)
)

大
宝
守
脱
の
己
心
釈

(潘
)

一
二

五
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(192) Abstracts

concerning doctrinal debate, and those concerning oral transmission were 

part of the "textbooks" that Nichii copied during his transmission studies. 

121. DAIHOU Syudatsu's Interpretation of "one's own mind" 

Zhe-yi PAN

To obtain the truth of Buddha, Tiantai Zhiyi天 台 智顗teaches that it's

fine to meditate on one's own mind which is easy to be meditated on. But it

tends to understand this teaching too easily from old times. In this essay, the

most successful one in Tiantai study of Japan-DAIHOU Syudatsu(1804～

1884)'sdiscussion over this problem is taken up, and the traditional com-

ments and their limits are examined. Syudatsu centered on Zhanran湛 然

and Zhili知 禮, settled the traditional comments of Zhiyi's teaching in two

meanings一"Jinyao近 要"and"Mingmiao冥 妙"."Jinyao"means"Jinyuan

近 遠"and"Nengzao能 造"of one's own mind."Mingmiao"means that

one's own mind really does exist but without a form. These two meanings

are taken to be complementary to each other, and because both are the dhar-

ma of mind, they also contain each other.

122. Attaining Buddhahood by Small Virtue and Threefold Buddha-nature 

Ryuko KATSUNO 

In the Lotus Sutra, there is a story of a child who playfully built a Bud-

dhist stupa but attained Buddhahood by chanting Namu Buddha only once 

with a confused mind. This is called an incident of small virtue attaining 

Buddhahood. Tiantai considers this story as an important one since it can-

didly shows the Lotus Sutra's concept of the Truth of the One Vehicle. Tian-

tai thinks of behaviors of playfulness and confusion in mind as characteris-

tics of human goodness, explaining the episode of small virtue attaining 

Buddhahood by the theory of Threefold Buddha-nature. The small virtue is 

Buddha-nature as conditional cause in Threefold Buddha-nature. Tiantai ex-

plains that Buddha-nature as complete cause also moves and Buddha-nature
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