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一

　

は

じ
め

に

　

本
稿
で

は
、

『

往
生

論

註
』

（
以

下
『

論
註
』

と

略
す
）

に

お

け

る

「

諸

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

（
1）

仏

菩
薩
」

の

用

語
例
を

手
が

か

り
と

し

て
、

曇
鸞
の

諸
仏
国

土

観
に
つ

い

て

検
討
し

た
い

。

　

曇
鸞
が

弥
陀

浄
土

願
生

者
で

あ

る
こ

と
は

言
う
ま
で

も

な
い

。

し

か

し
、

そ

の

主

著

『

論
註
』

で

は

世
親
『

往
生

論
』

所
説
の

三

種
二

十
九

句
荘

厳

相
の

註

釈
を

行

う
な
か

で
、

諸
仏
・

国
土

と

対

比
を

し
な

が

ら
、

そ

の

荘
厳

相
に
つ

い

て

解

説
を

行
っ

て

い

る
。

こ

れ

は

後
世

の
、

多
く
の

浄
土
教

者
が

、

阿
弥
陀
仏
と

そ
の

浄
土
の

み

に

言
及

す
る
の

と

は

対
照
的
と

い

え
よ

う
。

し

か

し

同

時
に
こ

れ

は
、

曇
鸞
が

自
身
の

浄

土

教
思
想
を

構
築
す
る

際
に

、

単
に

阿
弥
陀
仏
の
一

仏
一

世
界
の

み

で

な

く
、

諸

仏
・

国
土

の

存

在
を

想
定
し

て

い

た

こ

と

の

証
左
と

も
い

え

る
。

　
こ

れ

ま
で

の

曇
鸞
研
究
は

、

当
然
な
が
ら

弥
陀
浄
土

観
の

解
明
に

主

眼

が

置
か

れ
て

お

り
、

管
見
の

限
り

に

お
い

て

諸
仏
・

国
土

に
つ

い

て

着
目

し

た

先
行
研
究
を
み
る

こ

と

は

で

き
な
い

。

し
か

し

後
述

す
る

よ

う
に

、

曇
鸞
は

『

論
註
』

の

主

要
な

議
論
に

お
い

て
、

そ

れ

を

阿
弥
陀

仏
に

限
定
せ

ず
、

あ
え
て

「

諸
仏

菩
薩
」

の

語
を
用
い

て
、

諸

仏
や

国

土
に

通
底
す
る

論
理
と

し
て

言
説
を

行
っ

て

い

る
。

そ
の

よ

う
に

考
え

る

と
、

曇
鸞
の

浄
土

教
思
想
を
解

明
す
る

う
え
で

、

諸

仏
国
土

観
に

つ

い

て

明
ら

か
に

す
る
こ

と

は

重
要
な
こ

と
と
思
わ

れ

る
。

　
そ
こ

で

本
稿
で

は
、

「

諸
仏
菩
薩
」

の

用
語
例
を

整
理
し

な

が

ら
、

『

論

註
』

に

お
け
る

諸
仏
国
土

観
に
つ

い

て

検
討
し

、

特
に

そ

の

思

想
背
景

に
つ

い

て

明
ら

か

に

し
た
い

。

二

　
『

往
生

論
註
』

に

お

け
る

諸
仏

菩
薩

　
『

論
註
』

に

お
け
る

「

諸
仏
菩
薩
」

の

用
語
例
は

必
ず
し

も
多
く
は

な

い
。

し

か

し
、

五

念
門
や
二

種
法

身
説
な

ど

『

論
註
』

に

お

け
る

主

要

な
議
論
に

お
い

て

用
い

ら

れ

る
。

　
例
え
ば

『

論
註
』

巻
下

「

讃
歎
門
」

釈
に
は

以

下

の

よ

う
に

あ
る

。
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答
え
て

曰
わ

く
。

諸
法
は

万
差
な
り。

一

概
す
べ

か
ら

ず
。

名
は

法
に

即
す
る

有
り
。

名
は

法
に

異
す
る

有
り

。

名
は
法
に

即

す
る

と

は、

諸
仏

菩
薩
の

名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　　
　り

号
、

般
若
波
羅
蜜

、

及
び

陀
羅
尼
章
句

、

禁
咒
音
辞
等
是
れ

な
り

。

こ

こ

で

は
、

称
名
念
仏
の

功
徳
に

関
す
る

問

答
の

な

か

で
、

名
と

法
が

相
即
の

関
係
に

あ
る

こ

と

を

示
す
一

例

と
し

て
、

般

若
波
羅
蜜

、

陀
羅

尼
、

禁
呪
音
辞
な

ど
と

並
び

、

諸
仏

菩
薩
の

名
号
が

挙
げ

ら

れ
て
い

る
。

す
な
わ

ち
、

諸
仏

菩
薩
の

名

号
と

法
が

相

即
関
係
に

あ

る

が

故
に

、

そ

の

名
号
を

称
え
る
こ

と
に

よ

り
志
願
が
満
た

さ

れ

る
と

す
る

の

で

あ
る

。

　
ま
た

、

巻
下

「

浄
入
願
心
」

に

お
い

て
は

、

何
が

故
に

広
略

相
入
を

示
現
す
る

や
。

諸
仏
菩
薩
に
二

種
の

法
身
有
り

。

一

に

は

法
性
法
身、

二

に
は

方
便
法
身
な
り

。

法
性
法
身
由
り
方
便
法
身
を
生

じ
、

方
便
法
身
由

り
法
性
法
身
を
出
ず

。

此
の

二

法
身
異
に

し
て

而
か

も

分
か

つ

べ

か

ら
ず

。

一

に
し

て

而
か

も
同
ず
べ

か

ら

ず
。

是
の

故
に
広

略
相
入

、

統
べ

て

　
　
　
　

　
ロ
ヨソ

法
の

名
を
以
て

す
。

と

述
べ

、

広
略
相
入
の

関
係
を

、

法

性
法
身
と

方

便
法
身
の

二

種
法
身

の

関
係
に

準
じ

て

説
明
し

て

い

る
。

こ

の

際
、

阿

弥
陀
仏
に

限
定
し
た

も
の

で

は

な

く
、

諸
仏

菩
薩
に

通

底
す
る

論
理
と
し

て

法

性
法
身
と

方

便
法

身
の

二

種
法
身
を

論
じ

て

い

る
。

こ

の

二

種
法
身
説
は

諸
仏
菩
薩

を
主

格
と

し

な

が

ら
も

、

曇

鸞
の

阿
弥
陀
仏

身
論
を
論
ず
る

際
も
基

幹

と
な
る

論
理

で

あ
り

、

『

論
註
』

に

お

け
る

重
要
な

論
理
の
一

つ

と
い

え

る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
（

4）
　

　
　
　
　
　
（

5）

　
か
つ

て
、

筆
者
が
こ

れ

ら

名
号
論
や
二

種
法
身
説
に
つ

い

て

検
討
し

『

往
生

論
註
』

に
お

け
る

諸
仏
国
土
観
（
石

　
川
）

た

際
に

も
明
ら
か

に

し
た

と

お

り
、

い

ず
れ
の

箇
所
に

お
い

て

も
、

阿

弥
陀
仏
を
含
む
諸
仏
と

菩
薩
を

意
図
し

て

「

諸
仏

菩
薩
」

と

述
べ

な
が

ら

も、

第
一

義
的
に

は

阿
弥
陀
仏

の

存
在
を

念
頭
に

お
い

た

議

論
で

あ

る
。

し

か

し
こ

こ

で
、

『

往
生
論
』

の

原
文
の

随
文
解
釈
で

は

な
い

曇
鸞

の

自

説
を
述
べ

る

箇
所

、

す
な

わ

ち

阿
弥
陀

仏
に

限
定
し

た

議
論
で

あ

れ
ば

「

阿
弥
陀
仏
」

と

曇
鸞
自
ら

述
べ

る
こ

と
が

可
能
な

箇

所
に

お
い

て
、

あ
え
て

「

諸
仏

菩
薩
」

の

語
を

選
択
し

て

用
い

て

い

る
こ

と

は

注

意
し

な
く
て

は

な

ら

な
い

だ

ろ

う
。

『

往
生

論
註
』

と
『

無
量

寿
経
』

−
諸
仏
国
土

観
を

中

ひ
こ

ー

’

　

｝

　

曇
鸞
の

諸
仏

国
土

観
に
つ

い

て

考
え
る

う
え
で

、

次
に

『

論

註
』

巻

上
の

以

下
の
一

文
を

確
認
し

て

お

き
た

い
。

　
若
し
一

仏
、

三

千
大
千
世

界
を
主
領
す
と

言
わ
ば
、

是
れ

声
聞
論
の

中
の

説
な

　
り

。

若
し

諸
仏

、

遍
く
十

方
無
量
無
辺

世
界
を

領
す
と

言
わ

ば、

是
れ
大

乗
論

　

　

　

　

　
　
　　

　
の

中
の

説
な
り

。

こ

れ

は
、

阿

弥

陀
仏
の

光
明
は

十
方
国
土

を

照
ら

し

て

遮
ら

れ

る
こ

と

が

な
い

、

と

の

論
旨
の

問
答
の

な

か

で

述
べ

ら

れ

る
。

こ

の

な
か

で
、

小

乗
の

説
に
よ

る

な

ら

ば
、

三

千
大

千
世
界
に
は
一

仏
の

み

し

か

存

在

し

な
い

が
、

大
乗
に

お
い

て

は
、

諸
仏
が

十
方
の

無
量
無
辺
の

世

界
に

存
在
す
る

と
し

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な
説
示
は

、

こ

こ

で

論
ず
る

ま

で

も
な
く

大
乗
の
一

般
的
な

理

解
で

あ
る

。

曇
鸞
は

『

論
註
』

の

冒
頭
に

一 229一
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『

往
生

論
註
』

に
お

け
る

諸
仏
国
土

観
（

石
　
川）

「

此

72
嘸

、

籌
経
優
婆

鑾
、

は
、

蓋
し

上

衍
の

極
致

、

不
退
の

風
航
な
る

者
な

り
」

と

述
べ

、

『

往
生
論
』

説
示
の

浄
土

教
が

、

大
乗
の

究
極
の

教

え
で

あ
る

と

の

理

解
を

示
し

て

い

る
こ

と
か

ら

も
、

こ

の

よ

う
な
諸
仏

国
土

観
を

教
理
の

前
提
に

し
て

い

る
こ

と

は

明
ら

か
で

あ
る

。

　

そ

れ
を
踏
ま
え

て
、

『

論
註
』

の

三

種
二

十
九

句
荘
厳
相
の

解
説
を

確

認
す
る

と
、

そ
の

特
徴
が

よ

り
明
瞭
と

な

る
。

『

往

生
論
』

で

は
、

奢
摩

他
．

毘

婆
舎
那
の

止
観
の

対
象
と

し
て

、

浄
土

経
典
の

内

容
を

踏
ま
え

て

阿

弥
陀
仏
の

国
土
・

仏
・

菩
薩

の

三

種
の

荘
厳
相
に
つ

い

て

述
べ

ら

れ

て

い

る
。

そ

の
一

例

を
挙
げ
れ

ば
、

『

論
註
』

巻
上

「

荘

厳
光
明
功
徳

成
就
」

に
は

次
の

よ

う
に

あ
る

。

ヘ

　

ヘ
　

ヘ

　

ヘ

　

ヘ

　

ヘ

　

　
　

　
ヘ

　

ヘ

　

ヘ

　

ヘ

　

ヘ
　

ヘ
　

ヘ

　

へ

仏
慧
明
浄
の

日

　
世
の

痴
闇
冥

を
除

く

此

の

二

句
は

荘
厳
光
明
功
徳
成

就
と

名
つ

く
。

仏、

本
と

何
が

故
に
此
の

荘
厳

を

興
こ

し

た
る

。

有
る

国
土
を

見
る
に

、

復
た

項
背
に

日

光
あ
り
と
雖
も

、

愚

痴
の

為
に

闇
ま

さ
る

る
。

是
の

故
に
願
じ

て

言
わ

く
。

「

我
が

国
土
の

所
有
る

光
明
を

し

て

能
く
痴
闇
を

除
き、

仏
の

智
慧
に

入
り
て

無

記
の

事
を
為
さ
ざ
ら

　
　

　
　
お　

し

め
ん
」

と
。

こ

こ

で

傍
点
を

付
し

た

『

往
生

論
』

の

偈
頌

、

更
に

長

行
の

説
示
に

基

づ

き
、

そ

れ

を
「

荘
厳

光

明

功
徳
成
就
」

と

名

付
け
る

こ

と

以

外
は

、

曇

鸞
が

独
自
の

解
釈
を

付
し

た

箇

所
で

あ
る

。

末
尾

の

願
文
は

、

既
に

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
（

9
）

検
討
し

た
こ

と

が

あ

る

よ

う
に

、

こ

の

荘
厳
が

本
願
成
就
で

あ
る

と

の

理
解
を

前
提
に

、

曇

鸞
自

ら

が

付
し
た

も
の

で

あ
る

。

法
蔵
菩
薩
が

、

あ
る

仏
の

国
土

は

光

明
が

あ
る

と

は

い

え
、

愚
痴
に

満
た

さ

れ
、

暗
闇

と

化
し

て

し

ま
っ

て

い

た
。

そ
こ

で

願
文
に

、

自
ら
の

国
土

の

光
明
が

愚

痴
の

暗
闇
を

取

り
除
き

、

衆
生
を

仏

の

智

慧
に

満
た

さ

せ

よ

う
と

誓

願

を
た

て

た

と
い

う
の

で

あ
る

。

　
こ

こ

で

注
意
す
べ

き
は

、

他
の

仏
国

土

と
の

対
比
の

な
か

で

法
蔵
菩

薩
が

自
ら
の

国
土

の

荘
厳
を

誓
っ

て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

そ

し

て

そ

れ
は

本
願

成
就
と

の

理

解
を
前
提
と

し

て

い

る

こ

と

か

ら

も
明

ら

か

な

よ

う
に

、

『

無
量

寿
経
』

所
説
の

法

蔵
説

話
に

基
づ

く
。

そ

こ

で

『

無
量

寿
経
』

巻
上

を
確
認
す
る

と
以

ド
の

よ

う
に

あ
る

。

爾
の

時
、

世

自
在
王

仏、

其
の

高
明
の

志
願
の

深
広
な
る
こ

と
を

知

り
、

即
ち

法
蔵
比
丘

の

為
め
に

経
を

説
き
て
∋
口

わ

く
。

譬
は
ば

大
海
の

ご

と

き
も

、

一

人

斗
量
し
て

劫
数
を

経
歴
せ
ぱ

、

尚
ほ

底
を
窮
め

て

其
の

妙
宝
を

得
。

人
、

至

心

有
り
て

精
進
求
道
す
る

こ

と

止
ま

ざ
れ

ば

会

ず
当
に

剋
果
す
べ

し
。

何
れ
の

願

か

得
ざ
ら

ん
と

。

是
に

於
い

て

世

自
在
王

仏、

即
ち
為
に

広
く
二

百
一

十
億

諸

仏
刹
土
の

天
人
の

善
悪
国
土
の

粗

妙
を

説
き
て、

其
の

心
願
に
応
じ
て

悉
く

現

　
　

　
　

　

　
　
バ
リ　

じ
て

之
を

与
へ

た

ま
う

。

こ

こ

で

世
自
在
王

仏
が

、

法
蔵

菩
薩

の

志
が

高
く

、

ま
た

深
く
広
い

こ

と

を
悟

り
、

二

百
一

十
億
も
の

諸

仏

の

国
土
の

善

悪
を

説
き
示
し

、

さ

ら

に

法
蔵

菩
薩
の

願
い

に

応
じ

て

そ
の

国
土

を
現

し
て

知
ら

し

め

た

と

い

う
。

　
ま
た

『

論
註
』

に

も

引
用
さ
れ
る

『

無
量

寿
経
』

の

第
二

十
二

願
に

は

以

下
の

よ

う
に

あ
る

。
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設
し

我
れ

仏
を

得
ん

に
、

他
方
仏
土
の

諸
の

菩
薩
衆

、

我
が

国
に

来
生
せ

ば
、

究

竟
じ
て

必
ず
一

生

補
処
に

至

ら
ん

。

其
の

本
願
あ
て

自

在
の

化
す
る
所、

衆

生
の

為
の

故
に

弘
誓
の

鎧
を
被
り
て

、

徳
本

を
積
累
し

、

一

切
を
度
脱
し、

諸

仏
の

国
に

遊
び

て

菩
薩
の

行
を

修
し

、

十
方
の

諸
仏
如
来
を

供
養
し

、

恒
沙

無

量
の

衆
生

を
開
化
し

て

無
上

正

真
の

道

を
立
て

し

む
る
を
ば

除
く

。

常
倫
諸
地

の

行
を
超
出
し
、

現
前
に

普
賢
の

徳
を

修
習
せ

ん
。

若
し

爾
ら

ず
ん
ば

、

正

覚

　
　
　
は　

を

取
ら
じ

。

こ

の

第
二

十
二

願
は

、

『

論
註
』

巻
下
「

三

願

的
証
」

に

も
引
用
さ

れ

る

願
文
で

あ
る

が
、

こ

の

な
か

で

法
蔵

菩
薩
は

成
仏

の

後
、

他
方
の

仏
土

よ

り
自
ら

の

浄
土
に

来
生

し

た

菩
薩

衆
を

、

必
ず
一

生

補
処
の

位
へ

と

至

ら
し

め

る

こ

と
を

誓
っ

て

い

る
。

こ

こ

で

は

他
の

諸
仏

国
土
の

存
在

を

想
定
し

た

う
え
で

、

い

わ

ゆ

る

浄
仏
国
土

の

行
を
行

う
菩
薩
の

来
生

が

説
か

れ
て

い

る
。

　
『

論
註
』

で

は
、

こ

の

よ

う
な

経
説
を
も
と

に
、

三

種
二

十
九

句
荘
厳

の

解

説
に

お

い

て
、

阿
弥
陀
仏
と

対
比

す
る

形
で

、

諸
仏
国
土
に
つ

い

て

言
及
し
て

い

る

も
の

と

考
え
ら

れ

る
。

　

で

は

曇
鸞
の

諸
仏
国
土

観
に
つ

い

て

考
え
る

際
、

『

無
量
寿
経
』

の

み

で
、

そ
の

思

想
背
景
を

す
べ

て

説
明
す
る

こ

と

が

可
能
な
の

で

あ
ろ

う

か
。

引
き
続
き

、

「

諸
仏
菩
薩
」

の

用

語
例
の

整
理
を

通

じ

て

考
え

て

み

た
い

。

『

往
生

論
註
』

に
お

け
る

諸
仏
国
土

観
（
石
　
川
）

四

　
『

無
量

寿
経
』

に

お

け
る

諸
仏
菩
薩

　
『

論
註
』

る
。

巻
下

＝

切
所
求
満
足
功
徳
成

就
」

に

は

以

下
の

よ

う
に
あ

荘
厳
一

切
所
求
満
足
功
徳
成
就
と
は、

く
満
足

す
」

と

言
う
が

故
に

偈
に
「

衆
生
の

願
楽
す
る

所

　
一

切

能

此

れ
云

何
ん

が
不
思

議
な
る

。

彼
の

国
の

人
天

、

往
き
て

諸
仏
菩
薩
を

供
養
せ
ん

と
欲
願
し

て
、

称
は

ざ
る
こ

と

無
し

。

又
、

彼
の

寿
命
を

捨
て

余
国
に

向
ひ
、

在
せ
ん

と

欲
さ
ば

、

願
に

随
ひ

て

皆
な
得

。

も
、

而
も

自
在
の

用
に

同
じ
く
す

。

焉
ん

ぞ
思
議
す
べ

け
ん

。

　

若
し

他
方
世

界
無
量
仏
刹
に

及
び

所
須
の

供

養
の

具
、

願
に

　
　

　
　
　
　
生

じ
て

修
短
自

未
だ

自
在
の

位
に

階

ら
ざ
れ

ど

　
　

　
　（
12》

こ

こ

で
、

一

切
の

願
い

が

皆
な

満
足

す
る

と
い

う
弥
陀
浄
土
の

成

就
相

を

解
説
し

て

い

る
。

こ

の

解
説
中

、

実
線

部
は

第
二

十
三

願
、

波

線
部

は

第
二

十
四

願
、

破
線

部
は

第
十
五

願
の

成
就
相
で

あ
る

。

実
線

部
と

対
応
す
る

『

無
量
寿
経
』

第
二

十
三

願
に
は

以

下
の

よ

う
に

あ
る

。

　

設
し

我
れ

仏
を
得
ん

に
、

国
中
の

菩
薩

、

仏
の

神
力
を

承
け
て

諸
仏
を

供
養
せ

　
ん
に

、

　一

食
の

頃
に

遍

く
無
量
無
数
億
那
由
他
の

諸
仏

国
に
至
る

こ

と

能
は

ざ

　
　
　

　
　
　
　

　
　
お　

　
れ
ば

、

正

覚
を

取
ら

ず
。

法

蔵
菩
薩
は

、

自
ら
の

国
土
の

菩
薩
が

、

仏
の

威
神
力
を

う
け
て

他
方

仏
土
の

諸
仏

を

供
養
し

よ

う
と

し
た

に

も

か

か

わ

ら

ず
、

わ

ず
か
な
時

間
で

あ
ま
ね

く
、

無
数
の

諸
仏

国
土

に

往
く
こ

と
が

で

き

な
い

こ

と

が

あ
っ

た

な
ら

ば
、

私
は

仏
に

は

な
ら

な
い

、

と

誓
っ

て

い

る
。
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『

往
生

論
註
』

に
お

け
る

諸
仏

国
土

観
（
石

川）

　

こ

こ

で

注
意

す
べ

き

は
、

『

論

註
』

と

『

無
量

寿
経
』

を

比
較

す
る

と
、

他
方
仏
土
へ

往
生
し
た

後
の

供
養
対
象
が

、

前
者
は

「

諸
仏
菩
薩
」

で

あ
る

の

に

対
し
、

後
者
は

「

諸
仏
」

と

な
る

点
で

あ
る

。

　

し

か

し
、

こ

こ

で

曇

鸞
が

『

論
註
』

に

お

い

て

「

諸
仏
菩

薩
」

と

用

い

て

い

る

の

は
、

「

無
量

寿
経
』

巻
下
の

以

下
の
一

文
に

導
か

れ

た

も
の

で

あ
ろ

う
。

仏
、

阿

難
に
語

り
た

ま

う
。

彼
の

国
の

菩
薩

、

仏
の

威

神
を

承
け

て、

一

食
の

頃
に

十

方
無
量
の

世

界
を
往
詣
し
て
、

諸
仏

世
尊
を

恭
敬
し

供
養
す

。

心
の

所

念
に

随
ひ

、

華

香
・

伎
楽
・

繪
蓋
・

幢
幡

、

無
数
無
量
の

供
養
の

具、

自
然
に

化
生
し
て

念
に

応
じ

て

即
ち
至

る
。

珍
妙
殊
特
に

し
て

世
の

所
有
に

非
ら

ず
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　　
はね

転
じ

て

以

て
諸
仏
菩
薩
声
聞
の

大

衆
に

奉
散
す

。

こ

こ

で

は
、

先
述
の

第
二

十

三

願
、

な

ら

び

に

第
二

十
四

願

の

成
就

相

と

し

て
、

彼
土

の

菩
薩
が

、

わ

ず
か

な

時
間
で

あ
ま
ね

く
、

無
数
の

諸

仏
国

土

に

往
き

、

か

つ

意
に

従
っ

て

供
養
す

る
こ

と

が
で

き
、

諸

仏
・

菩
薩
・

声
聞
に

対
し

て

供
養
を

す
る

旨
が

説
か

れ

て

い

る
。

　

こ

の

よ

う
に

『

無
量

寿
経
』

に

お

い

て

も
、

声
聞
と

並

列
す
る

か

た

ち
で

あ
る

が
、

「

諸
仏
菩
薩
」

に

関
す
る

言
及
が

み
ら

れ

る
。

し

か

し
、

こ

の

よ

う
な
経
典
に

お

け
る

用
例

を
も
っ

て

し

て

も
、

先
述

し

た

五

念

門

釈
、

な
い

し

は
二

種
法
身

説
に
つ

い

て

説
示
す
る

際
に

、

曇

鸞
が

、

あ
え
て

「

諸
仏

菩
薩
」

の

語
を

選
択
し

て

用
い

た

積

極
的

な

理

由
を

見

出
す
こ

と
は

で

き

な
い

。

　

た

し

か

に

『

無
量

寿
経
』

に

お
い

て

は
、

阿
弥
陀
仏
以

外
の

諸
仏

国

土

が

前
提
と

し

て

存
在
し

、

な
お

か
つ

『

論

註
』

と

同
様
に

諸
仏
の

み

な
ら

ず
菩
薩
も
存
在
す
る

旨
が

説
か
れ
て

い

る
。

そ

し
て

、

『

論
註
』

で

は

経
典
と

同

様
に

、

曇
鸞
の

三

種
二

十
九

句
荘
厳
釈
中
に
み

ら

れ

る

諸

仏
菩
薩
な
ら

び

に

国
土

は
、

阿
弥
陀
仏
が

浄
土

を
荘
厳

す
る

際
の

、

悪

し

き

見
本
と
し
て

提
示
さ

れ

て
い

る
。

　

し

か

し
、

『

論
註
』

に

お
い

て

特
徴
的
な
こ

と

は
、

諸
仏
・

国
土

に

対

す
る

阿
弥
陀

仏
な
ら
び

の

そ
の

国
土
の

優
位
性
を
説
き
な
が

ら

も
、

存

在
論
的
に

は

そ

れ

ら
を
同
格
の

も
の

と

し
て

論
ず
る

点
で

あ
ろ

う
。

　

例
え
ば

先
述

の

と

お

り
、

曇

鸞
の

五

念

門
の

讃
歎
門

釈
に

お
い

て
、

称

名
の

功

徳
を

論

ず
る

際
に
、

阿

弥
陀

仏

の

み

で

は

な

く
「

諸
仏

菩
薩

の

名
号
」

の

功
徳
と

し

て

言
及
し

て

い

る
。

曇
鸞
自
身
は

阿
弥
陀

仏

の

名
号
の

功

徳
に

重
き
を

置
き
つ

つ

も
、

こ

こ

で

は

「

名
号
」

そ

の

も

の

の

功
徳
を

論
じ
て
い

る

た

め
、

「

阿
弥
陀

仏
の

名
号
」

も
、

そ

れ
を

も
含

む

「

諸
仏
菩
薩
の

名
号
」

も
同

格
の

も
の

と

し
て

論
じ
て
い

る
。

　
二

種
法

身
説
に

つ

い

て

も

同
様
で

あ
る

。

こ

の

議
論
そ
の

も
の

が

広

略
相
入
の

関
係
を
示

す
た

め

に

提
示
さ

れ

た

も
の

で

あ
り

、

当
然

、

阿

弥
陀
仏
の

三

種
二

十
九

句
荘
厳
相
に

お

け
る

広
と

略
の

関
係
を

論
ず
る

以
上

、

阿
弥
陀

仏
に

限
定
し
て

議
論
し

て

も
問
題

な
い

。

し

か

し

仏
身

と

し
て

存

在
論
的
に

は
、

阿
弥
陀
仏
も
諸
仏

菩
薩
も
同

格
で

あ
る

で

あ

る

た

め
、

阿

弥
陀
仏
を
も

含
む

総

称
と
し

て
、

そ

の

主

格
を

諸
仏

菩
薩

と

し

て
い

る

の

で

あ
る

。

　

し

か

し
、

そ

の

よ

う
な

議
論
は

『

無
量

寿
経
』

の

存
在
の

み
に

よ
っ
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て

構
築
す
る

こ

と

は

難
し

い
。

以

上
の

こ

と

か

ら
、

『

論
註
』

に

お

け
る

「

諸

仏
菩
薩
」

の

使
用

の

背
景
を

考
え
る

場
合

、

『

無
量

寿
経
』

以

外
の

可
能
性
を

考
慮
し

な

く
て

は

な
ら

な
い

で

あ
ろ

う
。

五

　
『

十
住

毘
婆
沙
論
』

に

お

け
る

諸
仏
菩
薩

　
そ
こ

で

次
に
、

曇
鸞
の

名
号
論
の

形
成
に

大
き
な

影
響
を
与
え
た
『

大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
（

15）

智
度

論
』

『

十

住
毘
婆
沙
論
』

の

内
容
を
確
認
す
る
と

、

特
に

阿

弥
陀
仏

と

諸
仏

菩

薩
を

同
格
に

扱

う
箇
所
と

し
て

、

『

十

住
毘

婆
沙

論
』

巻
五

「

易
行
品
」

を
指
摘
す
る
こ

と

が

で

き
る

。

問
う
て

曰
わ

く
。

但
だ
是
の

十
仏
の

名
号
を

聞
き
執
持
し
て

心
に

在
せ

ば
、

便

ち
阿

耨
多
羅
三

藐
三

菩
提
を
退
せ

ざ
る
こ

と
を

得
。

更
に

余
の

仏、

余
の

菩
薩

の

名
有
り
て

阿
惟
越
致
に
至
る

こ

と

を
得
と

爲
ん

や
。

答
え
て

曰
わ

く。

　
阿

弥
陀
等
の

仏
　
及
び

諸
の

大
菩
薩

　
名
を

称
し
て
一

心
に
念

ず
る

も

　
亦
た

不
退
転
を

得

更
に

阿
弥
陀
等
の

諸
仏

有
り

。

亦
た

応

に

恭
敬
し

礼
拝
し
て

其
の

名
号
を
称
す

べ

し
。

今
当
に

具
さ
に

説
く
べ

し
。

無
量

寿
仏
・

世
自
在
王

仏
・

師
子

意
仏

　
　
　
めり

（
以

下
略
）

こ

こ

で

十
仏
の

名

号
を

聞
き

、

執

持
し

て

心
に

在
す
る

ほ

か

に
、

阿
弥

陀
仏

等
の

仏
、

及
び

大

菩
薩
を

恭
敬
し

、

礼
拝
し

て
、

そ
の

名
号
を

称

え
て
一

心
に

念
ず
る

こ

と

に

よ

り、

不
退
転
を

得
る

こ

と

が

で

き

る

と

し

て

い

る
。

そ
し

て

右
記
引
用
で

は

省
略
を
し

た

が
、

阿
弥
陀
仏

を

初

『
往
生
論
註
』

に
お

け
る

諸
仏
国
土

観
（

石

　
川）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

17）

め

と

す
る
一

〇
八

の

仏
名
を
列
記
し
て

い

る
。

　
こ

の

「

十
住
毘

婆
沙
論
』

に

お

け
る

説
示
は

、

も

ち
ろ

ん

曇
鸞
の

浄

土

教
理

解
と

は

異
な
る

。

し

か

し

こ

こ

で
、

阿

弥
陀
仏
と

、

諸
仏
の

み

な
ら

ず
菩
薩
を
も
同
格
に

扱
っ

て

い

る
こ

と

は

注
目
す
べ

き
で

あ
ろ

う
。

曇

鸞
が

讃

歎
門

釈
に

お
い

て

「

諸
仏
菩
薩
」

の

語
を

用
い

た

こ

と
、

更

に

は

二

種

法
身
説
に

お
い

て

同
様
に

こ

の

語
を

用
い

た
こ

と
、

こ

れ
は

上

述
の

『

論
註
』

と
の

比

較
を
通
じ

て

明

ら
か

と

な
っ

た

『

無
量
寿
経
』

の

諸
仏
国
土

観
の

み

で

は

説
明
す
る

こ

と
が
で

き
な
か
っ

た
。

し
か

し
、

曇
鸞
の

浄
土
教
思

想
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た

『

十
住
毘
婆
沙
論
』

に

こ

の

よ

う
な

表
現
が

な

さ

れ

て
い

る
こ

と

を
考
え
れ
ば

、

『

論
註
』

に

お

け
る

「

諸
仏
菩
薩
」

の

使
用
の

背
景
と

し
て

、

こ

の

『

十

住
毘
婆
沙
論
』

の

存
在
を
指
摘
で

き
る

。

　

以
上
の

こ

と
か

ら

も
、

曇
鸞
は

『

往
生

論
』

の

註
釈
作
業
を

通
じ

て

自
ら

の

浄
土

教
思
想
を

表
明

し

な
が

ら

も
、

一

面
と

し
て

、

『

十
住

毘
婆

沙
論
』

に

示
さ

れ

る

よ

う
な

、

諸
仏
菩
薩

、

ひ
い

て

は
諸
仏
・

国
土

観

を

有
し
て

い

た
と
い

え

よ

う
。

六

　
ま
と

め

　

本
稿
で

は
、

「

論
註
』

に

お

け

る

「

諸
仏
菩
薩
」

の

用

語
例
を
手
が

か

り
と

し
て

、

曇
鸞
の

諸
仏

国
土
観
に
つ

い

て

検

討
し

て

き
た

。

　

曇
鸞
が
自

身
の

浄
土

教
思
想
を

構
築

す
る

際
に

、

単
に

阿

弥
陀
仏
の

一

仏
一

世
界
の

み
で

な

く
、

諸
仏
・

国
土
の

存
在
を

想
定
し
た

の

は
『

無

一 233

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assoclatlon 　of 　工ndlan 　and 　Buddhlst 二　St二udles

『

往
生
論
註
』

に

お

け
る
諸

仏
国
土
観
（

石

　
川
）

量

寿
経
』

の

経
説
に

導
か

れ

た

も
の

で

あ
る

。

し

か

し

曇

鸞
が

、

『

無
量

寿
経
』

の

み

に
よ
っ

て
、

自
身
の

諸
仏
国
土

観
を
構

築
し

た

と
い

う
こ

と

は

で

き
な
い

。

な

ぜ

な

ら

ば
、

「

諸
仏
菩
薩
」

の

用
語
例
か

ら

明
ら

か

と

な
っ

た

よ

う
に

、

曇
鸞
は
、

諸
仏
国
土
と

対
比
す
る

な

か

で

阿
弥
陀

仏
な
ら
び

に

そ
の

国
土

の

優
位

性
を

説

き
な

が

ら

も
、

両
者
が

存
在

論

的
に

は

同
格
の

も
の

と

す
る

特
徴
的

な

解
釈
を

行
っ

て

お

り
、

こ

れ

は

「

無
量

寿
経
』

に

は

見
る
こ

と

が

で

き
な
い

か

ら
で

あ
る

。

　

そ
の

よ

う
な
な
か

で
、

曇
鸞
が

難

易
二

道

説
を

提
示
す
る

際
に

も

依

拠
し

て
い

る
、

『

十
住
毘

婆
沙
論
』

「

易
行
品
」

の

内
容
を
確
認
す
る

と
、

『

論
註
』

と

同
様
に

、

阿
弥
陀
仏
と

諸

仏
、

そ
し

て

そ

れ
の

み

な
ら

ず
菩

薩
を
も
同

格
に

扱
っ

て

い

る
こ

と

が

明
ら

か
と

な
っ

た
。

す

な

わ

ち
、

曇
鸞
は

『

無
量

寿
経
』

の

経

説
に

導
か

れ

な
が
ら
も

、

同

時
に

、

阿

弥

陀
仏
と

諸
仏

、

そ
し

て

そ
れ
の

み

な

ら

ず
菩
薩
を
も
同

格
に

扱
う
「

易

行
品
」

所
説
の

思

想
的
な

影
響
の

も

と
、

自
身
の

諸

仏
国
土

観
を

構
築

し

た

も
の

と

推
察
さ

れ
る

。

1
　
本
稿
で

は

「

諸
仏

国
土

観
」

を
、

仏
国
土
の

み
を

意
味

す
る

も
の

で

は
な

　
く、

諸
仏
な
ら
び

に
そ
の

国
土

に
関

す
る

議
論
と

し
て

用
い

る
。

2
　
大
正
四
〇
、

八
三

五

頁
下

。

3
　
大
正
四
〇
、

八

四
一

頁
中

。

4
　
拙

稿
「

曇

鸞
の

名
号
論
」 、

同

「

曇
鸞
の

名
号
論
（
二
）
」

、

同
「

曇
鸞
の

　
名
号
論
の

成
立
と

そ
の

背
景
」

等
を

参
照

。

5
　
拙
著
『

曇
鸞
浄
土

教
形
成
論
』

「

二

種
法
身
説
の

創
出
と
そ
の

体
系
」

参
照

。

6
　
大
正
四

〇
、

八
二

七

頁
中

。

7
　
大
正
四

〇
、

八
二

六

頁
中

。

8
　
大
正
四

〇
、

八
三

〇

頁
上

。

9
　
拙
著
『

曇
鸞
浄
土

教
形
成
論
』

「

『

往
生

論
註
』

　
曇
鸞
作
成
の

願

文
を
通
じ
て

　
　
」

参
照

。

に

お

け
る

註
解
姿
勢

ー

17　16　15　14　13　12　11　10

大．
止
一

二
、

大、
止
一

二
、

大
正
四

〇、

大
正
一

二
、

大
正
一

二
、

二

六
七

頁
下

。

二

六
八

頁
中

。

八

三

八

頁
中

。

二

六
八

頁
中

。

二

七
三

頁
下

。

　
前
註
4
参
照

。

　
大
正
二

六、

四
二

頁
下

。

　
こ

の

よ

う
な
阿
弥

陀
仏
を

初
め
と

し
た

諸
仏
・

菩
薩
を
念
ず
る
と

の

表
現

は
、

巻
二

「

地
相
品
」

に

も
見
る
こ

と
が
で

き
る

（
大
正
二

六、

二

六

頁
中

〜
下
）

。

〈

参
考
文
献
V

石
川

琢
道
『

曇
鸞
浄
土

教
形
成
論
』

（

法
蔵
館、

二

〇

〇

入）

石
川

琢
道
「

曇
鸞
の

名
号
論
」

（

『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

第
五

八

巻
第
二

号
、

　
二

〇
一

〇
、

⊥

ハ

ニ
一

〜
六
二

五

頁）

石
川

琢
道
「

曇
鸞
の

名
号
論
（
二
）
」

（

金
子
寛
哉
先
生

頌
寿
記
念
論
文
集
「

中

　
国
浄
土

教
と
そ
の

展

開
』

文
化
書
院

、

二

〇
一
一
、

二
一

〜
三

九
頁
）

石
川

琢
道
「

曇
鸞
の

名
号
論
の

成
立

と

そ
の

背
景
」

（

『

印
度
学
仏
教
学
研
究
』

　
第
六
一

巻
第
一

号、

二

〇
一

二
、

二

二

八
〜

二

三

四

頁
）

〈

キ

ー
ワ

ー
ド
〉

　
曇
鸞

、

諸
仏
菩
薩、

『

十
住
毘

婆
沙
論
』

　
（
大
正

大
学
特

任
専
任
講

師
・

博
士

（
仏
教

学）
）
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