
〈
研

究

論

文

７

〉

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
の
理
解
を
基
盤
と
し
た

チ
ベ
ッ
ト
と
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
展
開

一
　

チ

ベ
ッ
ト

の
仏

教
理
解

と
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

の

位
置

づ
け

チ

ベ
ッ
ト
の
伝
統
で
は
、
仏
教
を
三
転
法
輪
説
で
捉
え
て
い
て
（
初
転

法
輪
＝
四
聖
諦
な
ど
止
悪
修
善
の
教
え
、
第
二
転
法
輪
＝
般
若
経
の
空
の

教
え
、
第
三
転
法
輪

＝
空
を
理
解
し
た
言
葉
を
超
え
た
境
地
と
そ
こ
に
至

る
実
践
的
な
教
え
（
含
、
密
教
）
）
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
伝
記
や
著
作

も
、
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
三
転
法
輪
説
は

「
解
深
密
経
」
で
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
こ
で
は
初
転
法
輪
と
第
二

転
法
輪
を
未
了
義
、
第
三
転
法
輪
を
了
義
と
し
て
い
る
が
、
中
観
を
最
高

の
見
解
と
す
る
チ

ベ
ッ
ト
で
は
、
第
二
転
法
輪
を
了
義
と
し
て
捉
え
て

い

る
。
第
三
転
法
輪
に
つ
い
て
は
解
釈
が
分
か
れ
、
唯
識
を
未
了
義
と
す
る

点
で
は
一
致
す
る
も
の
の
、
仏
性
（
如
来
蔵
）
な
い
し
光
明
の
心
の
教
え

に
つ
い
て
は
、
ニ
ン
マ
派
で
は
了
義
と
す
る
が
、
ゲ
ル
ク
派
で
は
未
了
義

吉
　
村
　
　

均

と
す
る
と
い
う
、
解
釈
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

チ

ベ
ッ
ト
で
は
、
次
の
よ
う
な
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
伝
記
を
伝
え
て

い
る
。

七
年
以
上

は
生
き
ら
れ
な
い
と
予
言
さ
れ
、
子
供
の
死
ぬ
様
を
見
る
こ

と
が
耐
え
ら
れ
な
い
親
に
よ
っ
て
森
に
捨
て
ら
れ
た
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

は
、
無
量
寿
仏
の
灌
頂
を
受
け
て
不
死
を
成
就
し
、
出
家
し
て
ナ
ー
ラ

ン

ダ
ー
僧
院
に
は
い
っ
た
。
そ
こ
で
破
戒
僧
を
追
放
し
て
戒
律
の
乱
れ
を
正

し
、
初
転
法
輪
の
教
え
を
盛
ん
に
し
た
。
そ
の
後
、
ナ
ー
ガ
（
蛇
神
）
か

ら
十
万
頌
般
若
経
を
得
て
、
そ
れ
に
基
づ
く
空
性
の
教
え
を
広
め
、
第
二

転
法
輪
の
教
え
を
盛
ん
に
し
た
。
晩
年
は
南
イ

ン
ド
の
吉
祥
山
に
住
み
、

顕
密
の
教
え
を
説

い
て
、
第
三
転
法
輪
の
教
え
を
盛
ん
に
し
た
。
ナ
ー
ガ

ー
ル
ジ
ュ
ナ
と
親
交
の
あ
っ
た
南
イ
ン
ド
の
王
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

の
寿
命
が
続
く
限
り
生
き
続
け
る
た
め
、
王
位
に
就
け
な
い
こ
と
を
恐
れ
　

た
王
子
が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
死
を
願
い
、
浄
化
さ
れ
て
い
な
い
過
去
　



の
因
縁
に
よ
っ
て
吉
祥
草
で
首
を
切
っ
た
が
、
首
は
「
自
分
は
極
楽
に
卦

く
が
、
再
び
首
と
胴

が
つ
な
が
っ
て
こ
の
世
に
戻

る
」
と
告
げ
た
た
め
、

復
活
を
恐
れ
た
王
子
は
、
首
と
胴
体
を
遥
か
遠
く
に
引
き
離
し
た
と
い
う
。

中
国
に
伝
わ
る
鳩
摩
羅
什
訳
の
「
龍
樹
菩
薩
伝
」

と
は
、
龍
宮
で
大
患

経
典
を
得
た
と
す
る
こ
と
や
晩
年
南
イ

ン
ド
の
王
に
仕
え
た
と
す

る
点
に

類
似
が
見

ら
れ
る
も
の
の
、
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
王
子
が
裲

を
乞
う
た
話
は
イ
ン
ド
を
訪
れ
た
玄
奘

『
大
唐
西
域
記
』
に
も
記
さ
れ
て

お
り
、
チ
ベ
ッ
ト
で
作
ら
れ
た
話
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
。

イ
ン
ド
、
チ

ベ
ッ
ト
、
中
国
、
日
本
の
仏
教
理
解
に
共
通
し
て
、
大
き

な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
『
楞
伽
経
』

な
ど
で
説
か
れ
て
い
る
、

釈
尊

が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
出
現
を
予
言
（
授
記
）
し
た
と
い
う
話
が

あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
の
僧
院
で
中
観
の
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
イ
ン
ド

の
チ
ャ
ン
ド
ラ

キ
ー
ル
テ

ィ
が
著
し
た

『
入
中
論
』
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
の
仏
教
理
解
に
従
う
理
由
と
し
て
、
釈
尊
自
身

が
正
し
く
教
え
を
理

解
し
空
性
を
直
接
体
験
し
て
聖
者
の
境
地
に
至

る
こ
と
を
予
言
し
て
い
る

こ
と
を
挙
げ
、
こ
の
『
楞
伽
経
』
な
ど
の
説
を
引
用
し
て

い
る
。

聖
者
龍
樹
に
よ
っ
て
、
聖
教
が
不
顛
倒
に
知
ら
れ
て
、
中
観
の
論

書
（
中
論
）
の
中
に
、
道
理
（
理
証
）
と
聖
教
（
教
証
）
と
を
も
っ

て
、
諸
法
の
本
性
が
如
実
に
〔
見
ら
れ
、
そ
れ
が
〕
、
無
自
性
を
特

質
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、

聖
者
龍
樹
に
よ
り
理
証
と
教
証

と
を
も
っ
て
諸
法
の
真
実

が
説
か
れ

て

い
る
如

く
、

た
だ

そ

の
如

く
に
の
み

、
わ
た

し
（

入
中
論

）

に
よ

っ
て

、
か

れ
（

龍
樹

）

に
よ

っ
て

解
明

さ
れ
て

い
る
教
え

が
、

そ
の

ま
ま

に
説

か

れ
る

べ
き
で

あ

る
。
も
し
人

あ

っ
て
、

と
も

か
く

、
か

の
聖

者
龍

樹

に

お

い
て

、
〔
了
義

の
〕

聖
教

〔

の
意

味
〕

が
不

顛

倒

に
決
定

さ

れ

る
こ
と

が

ど
う
し
て

あ

る
の
か
、

と
云

わ
ぱ

、
経

の
中

に
知

ら
れ

る
。

す
な

わ
ち

、
「
聖
入

楞
伽

経
」

の
中

に
、
次

の
如

く
、

『
南
方

の
国

に
、

比
丘

に

し
て
吉
祥

を
具

し
名
声

大
な

る
人

が
い
る
。

か
れ

の
名

は
、
龍

と
呼

ぱ

れ
、
有

と
無
と

の
両

〔
辺
〕

を
粉

砕
し

て
、

〔
中
道

に

立

つ
。

か

れ
は

〕
自

ら

の
乘

を
、
世

間

に

お
け

る
無

上

な

る
大
乗

と
顕
示

し
、
歓

喜
地

に
到
達

し
て

、
安
楽

国
に

か
れ

は
趣

く
」

と

説
か

れ
て

い
る
。
ま

た
…
（
チ

ャ
ン

ド
ラ

キ

ー
ル
テ

ィ
『
入

中
論
』

六
章

三

偈
自

註
）

中

国

で
も

「
中
論

」

な

ど
に
基

づ
き
三
論

宗

を
打
ち
立

て

た
吉
蔵

『
三

論

玄

義
』

が
こ

の

『
楞

伽

経
』

の
言

葉

を
紹

介

し
、
後

で
見

る
よ

う
に

、

空

海

や
親

鸞

も
自

己

の
著
作

で
引
用

し
て

い
る
。

チ

ベ
ッ
ト

で
は

、
初

転
法

輪

に
対

応

す
る
ナ

ー

ガ
ー
ル

ジ
ュ
ナ

の
著

作

（
教

誡
聚

）
と
し
て

、
戒
律

関

係
の
著

作

や
、
南
イ

ン
ド

の
王

に

宛
て

た
『
勧

誡

王
頌

』
『
宝
行

王

正

論
』
（
『
宝
行
王

正

論
』

は
三

転
法

輪

す

べ
て

に
関

わ
る
と

す

る
解

釈

も
あ

る
）

が
挙

げ
ら

れ
て

い
る
。
第

二
転
法

輪

に
対

応

す
る

と

さ
れ
て

い
る

の

は
、
『
中

論
』

な
ど

の
理
論

聚

で
、

第
三

転

法
輪

の
著
作

と

さ
れ

る
の
は

、
言

葉

を
超

え
た

仏
陀

の
境
地

を
讃

え
た
讃

嘆
聚

で

あ

る
（
真

作

の
可

能

性

が
高

い
も
の

と
し

て
梵
文

の
残

る

『
四
讃

頌
』

が
あ
り
、
チ

ベ
ッ
ト

で
重

視

さ
れ
た

も
の

と
し
て

は
後
で
取

り

上
げ

る
『
法



界
讃
』

が
あ
る
）
。

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
著
と
さ
れ
る
讃
嘆
頌
は
漢
訳
・
チ

ベ
ッ
ト
語
訳

共
に
数
多
く
存
在
し
、
学
問
的
に
は
真
作
で
あ
る
こ
と
を
疑
問
視
さ
れ
て

い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
で
は
密
教
行
者
の
ナ
ー
ガ
ー

ル
ジ
ュ
ナ
を
同
一
人
物
と
す
る
が
、
時
代
が
異
な
る
。
た
だ
し
、
六
百
年

生
き
た
と
い
う
の
も
、
梵
文
の
残

る
『
文
殊
師
利
根
本
タ
ン
ト
ラ
』
に
説

か
れ
て
お
り
、
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
説
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
に
伝
え
ら
れ
た
仏
教
理

解
を
踏
ま
え
て
、
空
海
を
中
心
に
道
元
や
親
鸞
の
教
え
を
、
そ
の
ナ
ー
ガ

ー
ル
ジ
ュ
ナ
理
解
を
中
心
に
捉
え
な
お
す
こ
と
を
試
み
る
。

二
　

空

海
の

ナ
ー

ガ
ー

ル
ジ
ュ
ナ
理
解

通
常
の
言
葉
を
介
し
た
教
え
（
密
教
の
立
場

か
ら
見
た
顕
教
）

が
、
相

手
に
合
わ
せ
て
説
か
れ
た
、
仏
陀
の
境
地
を
目
指
す
教
え
（
因
乗
）
で
あ

る
の
に
対
し
、
密
教
は
、
言
葉
を
超
え
た
仏
陀

の
境
地
そ
の
も
の
を
示
し

た
教
え
（
果
乗
）
と
さ
れ

る
。
言
葉
を
介
し
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
の
た
め
の
儀
式
が
灌
頂
で
、
そ
こ
で
用

い
ら
れ
る
曼
荼
羅
は
、
仏
が
い

て
そ
の
外
に
仏
の
世
界
が
広
が
る
の
で
は
な

い
、
主
客
二
元
論
を
超
え
た

仏
の
世
界
を
象
徴
的
に
表
し
た
も
の
で
、
本
来
は
仏
の
世
界
は
二
次
元
や

三
次
元
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
空
海
は
中
国
に
渡
っ
て

胎
蔵
・
金
剛
界
の
灌
頂

を
受
け
、
体
系
的
な
密
教
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
。

こ
の
二

つ
の
系
統
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
空
海
は
龍
猛
と
い
う
訳
を

用

い
て

い
る
）
が
南
イ
ン
ド
の
南
天
鉄
塔
で
金
剛
薩

か
ら
授
か
っ
た
も

の
と

さ
れ
て

い
る
（
『
秘
密
曼

荼
羅
教
付

法

伝
』
）
。

空
海

は

、
十
住

心

の
体
系

で
、
ナ

ー

ガ
ー
ル

ジ
ュ
ナ

の

『
中

論
』

な

ど

に
基

づ
く
三

論
宗

は
第

七
住

心
に
相
当

す

る
も

の
と

し
て
、
最

高

の
教

え

と
は
し

て

い
な

い
。

そ
の
一
方

で
、
平

安
時

代

の
日
本

で

も
ナ

ー
ガ
ー

ル

ジ
ュ

ナ
の
作

と

す

る
こ
と
に
否

定
的

な
見

方

の
あ

っ
た
『
菩

提
心
論
』
『
釈

摩

訶
衍

論
』

を

き

わ
め
て
高

く
評
価

し
、

仏
教

の
全
般

、
十

住
心

す

べ
て

に
わ

た
る

も
の

と

し
て
引

用

し
て

い
る
。

空

海
は

、
漢

訳

の
み

存
し
ナ

ー

ガ

ー
ル
ジ

ュ
ナ

の
著

作
と

し
て
中

国
・

日

本
で

重
視

さ

れ
た

『
大
智

度
論
』

で
、
戯
論

寂

滅
を

「
助

仏
道

の
初
門
」

（
第

五
）
、
不

生

・
不
滅

・
不
住

・
不
異

を

「
仏
法

の
初

門
」
（
第
三
十

一
）

と
説

い
て

い

る
こ
と

を
指
摘

し
、
分
別

明
菩

薩

（

バ
ー
ヴ
ァ

ヴ
ィ

ヴ
ェ

ー

カ
）

の
「
中

論
」

註

「
般
若
灯

論
」
で

戯
論

寂
滅

の
境
地

に
導

く
こ

と
を

「

こ
れ

一
部

の
論

宗

な
り
」

と
結

論

し
て

い
る

こ
と
か

ら
、
「
中

論
」

は
言

葉

を
超

え

た
境
地

へ
の
導
き

の
書
で

あ

っ
て
、
究

極

の
境
地

を
説

き
明

か

し
た

も
の

で
は

な

い
と
し
て

い
る
。

喩
し
て
い
わ
く
、
い
ま
こ
の
文
に
よ
ら
ば
、
明
か
に
知
ん
ぬ
、
『
中

観
』

等
は

も

ろ
も
ろ

の
戯
論

を
息

め
て
寂
滅

絶
離

な

る
を

も
っ
て
宗

極
と

な

す
。

か

く

の
ご
と

き

の
義
意

は
み

な
こ

れ
遮

情

の
門

な
り
。

こ
れ

表
徳

の

い

い
に

は
あ

ら
ず
。
論

主
自

ら
入
道

の
初

門
と
断

じ

た

ま
え

り
。
意

あ

ら
む
智

者
心
を
留

め
て

こ

れ
を
九

思
せ

よ
。（
空

海
『
弁

顕

密
二

教
論

』

著
作
全
集

１
）

空

海

が
十

住

心

の
体
系

で

そ
の
上

に
位

置

づ
け
た

『
法

華
経

』
（
第

八

住

心

）

や

『
華
厳

経
』
（
第

九

住
心
）

は
、
空

性

を
直

接
体

験

し
た
者

に
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と
っ
て
の
、
主
客
二
元
論
を
超
え
た
境
地
を
描
き
出
し
た
、
第
三
転
法
輪

系
の
教

え
で
あ
る
。

そ
の
境
地
を
言
葉
を
介
さ
ず
直
接
伝
え
る
の
が
密
教
で
、
空
海
は
、『
弁

顕
密
二
教
論
』
お
よ
び
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』
で
、
段
階
的
に
相
手

を
導
く
の
が
応
化
仏
の
教
え
、
自
内
証
の
境
地
を
説
く
の
が
法
仏
の
説
で

あ
る
と
い
う
『
楞
伽
経
』

の
説
を
引

用
し
、
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』

で
は
、
応
化
仏
の
説
と
は
顕
教
の
こ
と
で
、
法
仏
の
説
法
と
は
密
教
の
こ

と
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て

い
る
。

こ
の
説
は
先
に
挙
げ
た
『
楞
伽
経
』
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
出
現
の
授

記

の
解
釈
に
関
連
し
て
引
用
さ
れ
、
菩
提
流
支
訳
『
入
楞
伽
経
』
で
そ
の

説
は
釈
尊
が
「
わ
が
乗
た

る
内
証
智
は
、
妄
覚
は
境
界
に
あ
ら
ず
。
如
来

滅
世
の
後
、
誰
か
持
し
て
わ
が
た
め
に
説
か
ん
」
と

い
う
言
葉
に
続
け
て

説
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
内
証
智
を
説
く
無
上
乗
と
は
密
教
の
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
は
密
教
の
相
承
者
と
し
て
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
出
現
を

予
言
し
た
も
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

如
来
の
こ
の
記
は
、
顕
教
の
た
め
に
記
す
る
に
あ
ら
ず
、
何
を
も

っ
て
の
故
に
。
顕
教
の
記
は
、
『
摩
訶
摩
耶
経
』

に
説
く
と
こ
ろ
こ

れ
な
り
。
何
と
な
ら
ば
、
迦
葉
・
阿
難
よ
り
次
第
に
説
け
ば
な
り
。

こ
の
記
は
直
ち
に
竜
樹
を
指
す
。
ま
た
如
来
明

か
に
、
わ
が
乗
た
る

内
証
智
と
説
き
、
ま
た
わ
が
乗
た
る
無
上
法
と
い
う
な
り
。
無
上
最

上
仏
乗
の
名
は
、
『
金
剛
頂
経
』
に
如
来
明
ら
か
に
説

い
て
こ
の
秘

密
仏
乗
に
名
づ
く
。
（
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』
著
作
全
集
２
）

こ
の
よ
う
な
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
二
元
論
を
超
え

た
境
地
に
あ
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
そ
の
仏
教
理
解
の
全
体
像
を
記
し

た
著
作
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
推
測

が
出
て
く
る
の
は
当
然
で
、
そ
れ
に

相
当
す
る
著
作
と
し
て
見
出
さ
れ
た
の
が
『
釈
摩
訶
衍
詒
』
や
『
菩
提
心

論
』
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　

チ

ベ

ッ

ト

に
お

け

る
伝

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ

ナ

「
法

界

讃

」

重
視

興
味

深

い
こ

と
に

、
イ

ン

ド
か
ら
別

々
に
教

え

が
伝

わ
っ
た
チ

ベ
ッ
ト

の
ナ

ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
理

解
に

お
い
て

も
同

じ
よ
う
な
展

開

が
見

ら

れ
る
。

チ

ヤ
ン

ド
ラ

キ

ー
ル

テ

ィ

の
『
中

論

』
解

釈

は
、
『
宝
行

王
正

論

』

な

ど
当

時

の
イ

ン

ド
に
ナ

ー

ガ

ー
ル
ジ
ュ
ナ

の
著
作

と
し

て
伝

え

ら
れ
て

い

た

他

の
著

作

か

ら
そ

の
仏
教

理
解

の
全
体

像
を
捉

え
、

そ

こ
に
言
葉

を
超

え

た
境
地

へ
の
導

き

の
書

と
し
て

「
中
論
」

の
内

容

を
位
置

づ

け
る
点

に

特

色

が
あ

る
。
『
中

論
』

註

『
明
句

論
』

の
後

書

き
で

、

理
解

の
手

が
か

り
と
し

た
著

作

の
ひ

と
つ

と
し
て

讃
嘆
頌

も
挙

げ
、
『
出
世

間
讃
』
（
四

讃

頌

の
ひ

と

つ
）

を
教
証

と

し
て
用

い
て

い
る
。

イ

ン
ド

か
ら
チ

ベ
ッ
ト

に
招

か
れ
た
ア

テ

ィ

シ
ヤ
は
、

仏
教

の
様
々

な

教

え

を
段

階

的

に
理
解

・
実

践

す
る

『
菩

提
道
灯

論
』

を

著
し

、
そ

れ
が

現

在

の
四

大

宗
派

す

べ
て

の
仏
教

理
解

の
基
盤

と
な

っ
て

い

る
。

ア
テ

ィ

シ

ヤ
は
、
『
見

法
界

歌
』

で

、
「
法
界

讃
」

を
ナ

ー

ガ
ー
ル

ジ
ュ

ナ
の
著

と

し
て
か

な
り

長

く
引

用

し
て

い
る
。

ア
テ

ィ

シ

ヤ
の
教

え

を
受

け
継
ぐ

カ

ダ
ム
諸
派

を

統
合

し
、
新
た

に
ゲ

ル
ク
派

を
打

ち
立
て

た
ツ

ォ

ン
カ

パ
も
、

『
法

界
讃

』

を
教
証

と

し
て

著
作

の
中
で
用

い
て

い
る
。
「
法

界
讃
」

は
三



転
法
輪

す
べ
て
に
わ
た
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
著
作
だ
と
い
う
の
が
、

チ

ベ
ッ
ト
の
理
解
で
あ
る
。

こ
の
『
法
界
讃
』
に
は
、
チ

ベ
ッ
ト
語
訳

の
ほ
か
、
漢
訳
（
施
護
訳
）

も
存
在
す
る
が
、
全
体
の
内
容
や
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
、
用
い

ら
れ
て

い
る
喩
え
な
ど
は
共
通
す
る
の
で
、
別

の
著
作
と
は
い
え
な
い
も

の
の
、
細
部
に
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
。
漢
訳
『
法
界
讃
』
で
は
浄
土

信
仰
を
否
定
す
る
ほ
か
、
唯
識
の
用
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
、
ナ
ー
ガ
ー

ル
ジ
ュ
ナ
の
著
作
で
は
二
身
（
法
身
・
色
身
）
を
説
く
の
に
三
身
（
法
身
・

報
身
・
化
身
）
を
説
く
な
ど
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
著
作
と
考
え
る
に

は
疑
問
の
出
る
内
容
が
見

ら
れ
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
は
そ
れ
ら
は
ま

っ
た
く
な
い
。

月
輪
賢
隆
『
仏
典
の
批
判
的
研
究
』
（
百
華
苑
）
に
研
究

が
あ
り
、
不

空
三
蔵
の
訳
し
た
『
百
千
頌
大
集
経
地
蔵
菩
薩
請
問
法
身
讃
』
が
、
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
著
で
は
な
く
経
典
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
一
轡
で
、「
或

は
八
臂
者
、
三
目
熾
盛
身
有
り
・：
」
な
ど
と
密
教
的
な
内
容
を
説
く
箇
所

（
漢
訳
「
法
界
讃
」
に
も
見
ら
れ
な
い
）
以
外
は
、
施
護
訳
よ
り
も
チ
ベ

ッ
ト
訳
『
法
界
讃
』
に
よ
く
対
応
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

四
　

空

海

の

「
菩

提

心

論

」

重

視

『
百
千

頌

大

集

経
地

蔵
菩

薩

詰
問

法
身

讃

』

の
訳

者

で

あ

る
不

空
三

蔵

が
ナ

ー
ガ

ー
ル

ジ
ュ
ナ

の
著

作
と

し
て

訳
し

た

『
菩
提

心
論

』

に
つ

い
て

は
、

生
井

智

紹

の
研

究

が
存

在
し

（
『
密

教
・
自
心

の
探

求
』

大
法

輪
閣

）
、

同

種

の
階

梯

的

な
菩

提
心

修

習
書

が
イ

ン

ド
で
作

ら

れ
チ

ベ
ッ
ト

に
伝

え

ら
れ
て

い
る
こ

と
を
指
摘

し
て

い
る
。
そ

の
ひ

と
つ

が
密
教
行

者

の
ナ

ー

ガ
ー

ル
ジ

ュ
ナ

の
著
と

さ
れ

る

『
菩
提

心

釈
』
で

、

こ
の
書

は
現
在

で
も

チ

ベ
ッ
ト
で

ナ

ー

ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
の

著
と

し
て

重
視

さ
れ
て

い

る
。

『
菩

提

心
論

』

の

ほ
か

に
見

ら

れ
な

い
特

色
と

し
て

は
、

通
常

の
菩

提

心

修

習
書

で

説

か

れ
る
凡

夫
・

外

道
・
二

乗

（

声
聞
・

独

党
）
・

大
乗

の

階

梯

の
上

に
、
空

性

を
直
接
体

験

し
た
聖

者

の
境
地

の
慈
悲

を
説

く
書
と

し
て

、
『
華
厳

経
』
『
観

無
量

寿
経

』
『
涅
槃

経

』

と

い
っ

た
第
三

転
法

輪

系

の
経

典

、

さ
ら
に
密

教
を
説

く

『
大
日

経
』
、
『
金
剛
頂

経
』

が
説

く
三

摩

地

の
菩

提
心

を
位
置

づ
け
て

い
る
こ
と

が
あ

る
。

こ

の
よ

う
に

、
中
国

・
日
本

と
チ

ベ
ッ

ト

に
は
、
イ

ン
ド
か
ら
別

々
に

教

え

が
伝

え
ら

れ
た

が
、
そ

の
ナ

ー
ガ

ー
ル

ジ
ュ
ナ
理

解

は
、
ど
ち

ら
で

も
、
言
葉

を
超

え
た
境
地

へ
読

者
を
導

く

『
中
論

』
を

著
し
た

ナ

ー
ガ

ー

ル
ジ

ュ
ナ
自

身

は
、
言
葉

を
超
え

た
境

地

を
体
験

し
て

い
る
聖

者
で

あ
り
、

そ
の
境

地

を
含

む
仏
教

の
全
体

像
を

描

い
た
著

作

が
存

在

す
る
は
ず

だ
と

い

う
観
点

か
ら

、
そ

れ
に
当

て

は
ま

る
内

容

の

も

の

が
捜

し
求

め

ら
れ
、

重
視

さ

れ
て

い
く

と
い
う
、
同

様

の
展
開

を
辿

っ
て

い

る
。

日

本
仏

教
と
チ

ベ
ッ
ト
仏
教

そ

れ

ぞ
れ
の
特

色
と

し
て

は
、
チ

ベ
ッ

ト

で
は

『
菩

提
道
灯

論
』

に
基

づ
き
、

段
階

的

に
仏
教

を
理
解

・
実
践

し
て

言

葉

を
超

え
た

境
地

に
至

る
と

さ
れ
、
本

来

は
頓
悟
系

の
実

践
法
で

あ

る

ソ

ク

チ
ェ

ン
（
大

究
竟

）

や
マ
ハ

ー

ム
ド
ラ

ー
（
大
印

契

）
も
、
菩

提
道

次
第

（
ラ

ム
リ

ム
）

と
結

び
つ
け
て

学

ば
れ
て

い
る
。

そ

れ
に
対
し

て
日

本

で

は
、

そ
の

も

っ
と
も
高
度

な
境

地

の
頓
語

性

が
強

調

さ
れ

る
こ
と

が

多

い
。
空

海
の
教

え

と
は
か

な
り
異

な

る
仏
教

理
解

を
示

し
た
と
考

え

ら
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れ
る
こ
と
が
多
い
道
元
や
親
鸞
の
教
え
も
、
こ
の
点
で
は
空
海
と
同
じ
立

場
に
立
っ
て

い
る
（
大
会
発
表
に
お
い
て
は
空
海
・
道
元
・
親
鸞
そ
れ
ぞ

れ
の
教
え
を
検
討
し
た
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
道
元
と
親

鸞
に
つ
い
て
は
要
点
を
記
す
に
留

め
る
）
。

五
　

道
元

禅
と
い
う
言
葉
は
イ
ン
ド
の
デ
ィ
ヤ
ー
ナ
の
音
写
「
禅
那
」
を
縮
め
た

も
の
で
、
一
般
的
に
は
無
念
無
想
の
境
地
を
目
指
す
も
の
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
。
し
か
し
道
元
は
『
弁
道
話
』
で
、
坐
禅
は
六
波
羅
蜜
の
禅
定

波
羅
蜜
や
戒
定
慧
の
定
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
道
元

に
よ
れ
ば
、
坐
禅
は
仏
陀
の
菩
提
樹
下
の
覚
り
の
暝
想
で
あ
っ
て
、
自
分

の
身
口
意
を
仏
陀
の
そ
れ
と
等
し
く
し
て
坐

る
と
、
世
界
が
す

べ
て
覚
り

と
な
る
と
い
う
。

も
し
人
、
一
時
な
り
と
い
ふ
と
も
、
三
業
に
仏
印
を
標
し
、
三
昧

に
端
坐
す
る
と
き
、
遍
法
界
み
な
仏
印
と
な
り
、
尽
虚
空
こ
と
ぐ

く
さ
と
り
と
な
る
。
…
…
一
」
れ
ら
の
等
正
覚
、
さ
ら
に
か
へ
り
て
し

た
し
く
あ
ひ
冥
資
す
る
み
ち
か
よ
ふ
が
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
坐
禅
人
、
礎

爾
と
し
て
身
心
脱
落
し
、
従
来
雑
穢
の
知
見
思
量
を
截
断
し
て
、
天

真
の
仏
法
に
証
会
し
、
あ
ま
ね
く
微
塵
際
そ
こ
ぱ
く
の
諸
仏
如
来
の

道
場
ご
と
に
仏
事
を
助
発
し
、
ひ
ろ
く
仏
向
上
の
機
に
か
う
ぶ
ら
し

め
て
、
よ
く
仏
向
上
の
法
を
激
揚
す
。
…
…
し
か
あ
れ
ど
も
、
こ
の

も
ろ
く

の
当
人
の
知
覚
に
昏
ぜ
ざ
ら
し
む
る
こ
と
は
、
静
中
の
無

造
作
に
し
て
直
証
な

る
を
も
て
な
り
。
も
し
、
凡
流
の
お
も
ひ
の
ご

と
く
、
修
証
を
両
段
に
あ
ら
せ
ば
、
お
の
く

ぁ
ひ
覚
知
す
べ
き
な

り
。
（
道
元

『
弁
道
話
』
正
法
眼
蔵
１
）

こ
れ
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
お
け
る
覚
り
の
境
地
を
描

い
た
『
華
厳
経
』
を

思
わ
せ
る
描
写
だ
が
、
こ
の
「
身
心
脱
落
」
体
験
も
、
一
般
的
な
止
（
一

点
集
中
の
暝
想
）
の
三
昧
も
、
意
識
の
働
き
を
超
え
た
境
地
で
あ
る
た
め

に
、
体
験
者
が
取
り
違
え
て
し
ま
う
危
険
性

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
現
在

の
チ

ベ
ッ
ト
の
指
導
に
お
い
て
も
、
注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
道
元

は
晩
年
に
「
正
法
眼
蔵
」
を
全
百
巻
に
増
補
す
る
こ
と
を
試
み
、
果
た
さ

ず
亡
く
な
っ
た
が
、
晩
年
に
新
た
に
書
か
れ
た
十
二
巻
本
の
ひ
と
つ
『
正

法
眼
蔵
』
「
四
禅
比
丘
」
巻
は
、
そ
の
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
。

四
禅
比
丘
は
釈
尊
の
直
弟
子
だ
っ
た
が
、
色
界
定
の
四
禅
（
非
想
非
非

想
定
。
い
わ
ゆ
る
無
念
無
想
の
境
地
）
を
達
成
し
て
阿
羅
漢
に
な
っ
た
と

思

い
込
み
、
釈
尊
の
許
を
離
れ
て
瞑
想
に
打
ち
込
ん
だ
が
、
死
ん
だ
際
に

次
に
生
ま
れ
る
色
界
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
現
れ
た
た
め
、
釈
迦
に
韜
さ
れ
た
と

怒
り
の
心
を
お
こ
し
、
そ
の
ピ
ジ
ョ
ン
も
消
え
て
地
獄
に
生
ま
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
。
優

婆
麹
多
の
弟
子
の
比
丘
も
同
様
に
四
禅
を
達
成
し
て
、

阿
羅
漢
に
な
っ
た
と
思
い
込
ん
だ
が
、
師
が
神
通
力
で
盗
賊
や
美
女
を
見

せ
、
恐
怖
や
欲
望
の
心
を
起
こ
し
て
、
自
分
は
阿
羅
漢
で
は
な
か
っ
た
と

気
づ
い
て
い
く
。

道
元
は
二
人
の
差
を
生
ん
だ
も
の
と
し
て
、
正
し
い
師
に
従
う
こ
と
の

重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
阿
羅
漢
や
仏
陀
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
か

を
知
っ
て

い
な
け
れ
ば
た
や
す
く
間
違
い
が
生
じ
る
と
し
て
、
当
時
の
中

国
の
仏
教
・
儒
教
・
道
教
一
致
説
を
厳
し
く
批
判
し
、
仏
陀
の
智
は
孔
子



や
老
子

の

そ
れ

と
は
比

べ
も
の
に

な

ら
な

い
と

し
て
、

釈
尊

が
論
争

を
挑

も
う
と
し
た
外
道
の
論
力
を
帰
依
さ
せ
た
話
を
紹
介
し
て
、
『
大
智
度
論
』

に
引
用
さ
れ
た
『
義
品
』
（
文
献
学
で
経
典
の
最
古
層
と
さ
れ
る
『
ス
ッ
タ
・

ニ

パ
ー
タ
』

第
四

経

に
相
当

）

の
偈
を

孫
引

き

し
て

い
る
。

各

々
究
竟

な

り
と
謂

ひ
て

、
而

も

各
自

ら
愛
着

し
、

各
自

ら
是

と

し

て
彼

を
非

な
り

と
す

、
是

れ
皆

な
究

竟

に
非

ず
。
是

の
人
論

衆

に

入

り

て
、
義

理

を
辯
明

す

る
時
、

各

々
相

是
非

し
、
勝

負
し

て
憂

苦

を
懐

く
。

勝
者

は
僑
坑

に
堕

し
、

負
者

は
憂

獄

に
堕

す
、
是

の
故

に

有

智

の
者

は
、
此

二
法

に
堕

せ
ず

。
論

力

、
汝
当

に
知

る

べ
し
、
我

が
諸

の
弟
子

の
法

は
、

虚

も
無

く
亦

た
実

も
無

し
、
汝

、
何

れ

の
所

を

か
求

め

ん
と
欲

ふ
。

汝
、
我

が
論

を
壊

せ
ん

と
欲

は
ぱ
、

終
に

已

に

此

の
処
無

し
、

一
切
智

も
明

ら

め
難

し
、

適
自

ら
毀

壊
す

る
に

足

ら

ん

の
み
。
（
「
四

禅
比

丘
」
正

法

眼
蔵
４

所
引

「
義
品

」
）

こ

れ
は

ナ

ー
ガ
ー

ル
ジ

ュ
ナ

が
釈
尊

の
教

え

の
核
心

と

し
た
、

有
と

無

の
立
場

を
離

れ

た
主
張

を
持

た

な

い
境

地

（
「
中

論
」
『
六
十

頌
如

理
論

』
）

と
同

じ
で

あ
る

。

道
元

は

『
正

法

眼

蔵
』
「
仏

性
」

巻

で

ナ

ー

ガ

ー
ル

ジ
ュ

ナ

が
ア

ー
リ

ア

デ

ー
ヴ

ア
に

仏
性

を
示

し
た
話

を
取

り
上

司

、
イ

ン
ド
・
中
国

・
日

本

の
祖

師

で

ナ

ー
ガ
ー

ル
ジ

ュ
ナ
と

ア

ー
リ

ア
デ

ー

ヴ
ア
ほ

ど
卓
越

し
た

師

は

い
な

い
と
説

い
て

い
る
。

…
…

龍
樹

・
提

婆
師

資
よ

り

の
ち

、
三

国

の
諸
方

に
あ

る
前
代

後

代

、
ま

ゝ
に

仏
学

す

る
人
物

、

い
ま

だ
龍
樹

・

提
婆

の

ご
と

く
道

取

せ

ず
。
（
「
仏
性

」
正

法
眼

蔵

１
）

道

元

は
修

証
一

等
を
説

く

が
、
こ

れ
は

ナ

ー
ガ
ー

ル
ジ
ュ
ナ

が
体

得
し

人

々

を
導

い
た
、

有
と
無

を
離

れ
た

境
地

の

こ
と
で

あ
る
。

修
証

は
無

に
あ

ら
ず
、

修
証

は
有

に

あ
ら
ず

、
不

知

な
り

、
不

得

な
り
。
（
「
仏

向
上

事
」
正

法
眼

蔵
２

）

そ

れ
、
修

証
は

ひ
と

つ
に

あ
ら

ず
と

お
も

へ
る
、
す

な
わ

ち
外

道

の
見

な
り
。

仏
法

に
は
、

修
証

こ

れ
一
等

な
り
。
（
「
弁
道

話
」
正

法

眼

蔵
１

）

道
元

に

と

っ
て

坐
禅

と
は

、
有
無

を
超

え

た
、
第
三

転
法
輪

系

の
実
践

な

の
で
あ

る
。
道
元

が
死

を
前

に

「
四
禅

比
丘
」

巻

を
著
し

た
の

は
、

そ

の
自
分

の
理

解

が
没
後

に
正

し
く
伝

わ

ら
な

い
こ
と

を
恐

れ
て

の

こ
と
だ

ろ
う

。

六
　

親

鸞

親

鸞

の
教

え

は
、
「
南
無

阿
弥

陀

仏
」

と
唱

え
さ

え
す

れ
ば
誰

で

も
往

生
で

き

る
と
誤

解

さ
れ
る

こ
と

が
多

い
が
、
実

際

に
は
、
阿
弥

陀

仏
の
救

い
を
確
信

し

た
時
に
、

心

の
底

か
ら
喜

び

が
湧

き
起

こ
り

、
阿
弥

陀
仏

を

称
え

よ
う

と
し

た
時

に
往

生

が
定

ま

る
と

い
う
も

の
で

あ

る
。
「
南

無

阿

弥
陀

仏
」

は

そ
の
表
現

（
報

謝
の

念
仏

）
で

あ
る
。

弥

陀

の
誓
願
不

思
議

に
た

す
け

ま

ゐ
ら
せ
て

、
往
生

を
ば

と
ぐ

る

な

り

と
信

じ
て
念

仏

申

さ

ん

と

お

も
ひ

た

つ

こ
こ

ろ

の
お

こ

る

と

き
、
す
な

は
ち
摂
取
不

捨

の
利

益

に
あ

づ
け
し

め
た
ま

ふ
な
り

。
（

唯

円

『
歎
異

抄
』
）

親

鸞

は
尽
十

方
無
礙

光
如

来
と

い
う

阿
弥

陀
仏

の
名
な

ど
か
ら

、
阿
弥
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陀
仏
と
そ
の
世
界

は
実
際
に
は
無
限

の
光
で
あ
り
（
可
視
光
線
で
は
な

い
）
、
そ
れ
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
時
に
、
心
に
変
容
が

生
じ
る
と
説
い
て
い
る
（
『
教
行
信
証
』
）
。

一
般
的
な
浄
土
理
解
は
、
西
方
遥
か
彼
方
に
素
晴
ら
し
い
世
界
が
あ
る

と
す
る
も
の
だ
が
、
親
鸞
は
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
を
理
解
し
え
な
い

者
の
た
め
の
、
方
便
に
よ
る
化
身
土
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
こ
と
を

願
う
者
は
仏
の
誓
願
を
疑
っ
た
罪
に
よ
り
そ
こ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
と
説

仏
教
で
は
、
認
識
さ
れ
る
世
界
は
客
観
的
な
実
在
で
は
な
く
、
捉
え
る

主
体
の
意
識
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
世
界
は
変
わ

る
と
さ
れ
る
。
浄
土
と
は

言
葉
を
超
え
た
境
地
に
到
達
し
た
仏
に
捉

え
ら
れ
る
、
主
客
二
元
論
を
超

え
た
世
界

の
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
経
典
も
第
三
転
法
輸
系
の
経
典
で
あ
り
、

「
華
厳
経
」
「
入
法
界
品
」
の
普
賢
行
願
讃
で
は
、
仏
の
毛
穴
ひ
と
つ
ひ
と

つ
に
仏
の
世
界
が
広
が
る
と
い
う
、
主
客
二
元
論
を
超
え
た
境
地

と
し
て

仏
の
世
界

が
讃
え
ら
れ
、
そ
の
境
地
を
実
際
に
体
験
す

る
方
法
と
し
て
、

阿
弥
陀
仏
の
極
楽
へ
の
往
生
が
願
わ
れ
て

い
る
。

仏
の
世
界
は
定
義
上
、
二
元
論
的
な
認
識
に
捉
わ
れ
て
い
る
凡
夫
に
は

捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
よ
う
な
者
に
対
し
て
は
、
眼
に
は
見
え
な

い
が
西
方
遥
か
彼
方
に
仏

の
世
界
が
あ
り
、
二
元
論

を
離
れ
た
仏
に
は

我
々
は
見
え
て

い
る
の
だ
と
説
か
れ
る
。
そ
の
眼
を
意
識
し
、
仏
の
光
に

照

ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
仏
の
世
界
や
そ
の

姿
は
目
に
見
え
な
く
て
も
、
そ
の
存
在
は
疑
い
な
い
こ
と
が
確
信

さ
れ
る

と
い
う
が
、
こ
れ
は
一
般
的
な
仏
教
の
階
梯
論
で
い
え
ば
、
空
性
を
確
信

す
る
加

行
道

の
段

階
に

相
当

す

る
。
親

鸞

が
そ

れ
を
歓

喜
地

と
説

く
の
は
、

確
信

を
得
た

者

は
意
識

が
解
体

す

る
死

の
際
に

二
元
論

を
超

え
た

仏
と

そ

の
世

界

を
体

験
で

き

る
た

め
で
、
将

来
得

ら

れ
る
境

地
を
先
取

り

し
て
名

づ
け
た

も

の
だ
ろ

う
（

仏
陀

を
目
指

す
心

を
菩
提

心

＝
覚
り

の
心

と
呼

ぶ

の
も
同

様

の
考
え

方
に

よ

る
）
。

こ
の

よ

う
に
、

親
鸞

の
教

え
も
第

三
転
法

輪

の
境

地
を
体

験
す

る
実
践

で
、

親

鸞

は
自
分

の
仏
教

理
解

の
先

例
と

し
て

、
イ

ン

ド
・
中

国

・
日

本

の
七

祖

を
挙

げ

る

が
、

そ

の
筆
頭

と

さ

れ
て

い
る
の

が
、

ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ

で

あ

る
。
親

鸞
は

、
ナ

ー
ガ

ー
ル
ジ

ュ
ナ

が

『
楞

伽
経
』

で
釈
尊

に

出
現

を
予

言

さ

れ
た
存
在

で

あ
る
こ

と
、
漢

訳

の
み
伝

わ

る
『
十
住
毘

婆

沙
論

』

で
、

有
無

を
超

え
た
境
地

に
至

る
実

践
と

し
て

、
自
力

に
よ

る
道

と
他

力

に
よ

る
道

の
二
通

り

が
あ
る

と
説

い
て

い
る

こ
と
を
取

り
上

げ
て

い
る
。

釈
迦

如

来
、

楞

伽
山

に
し

て
、

衆

の
た

め
に
告

命

し
た
ま

は
く
、

南
天

竺

に
龍
樹

大
士

世

に
出

で
て

、

こ
と

ご
と

く
よ

く
有

無

の
見

を

摧

破
せ

ん
。
大

乗
無

上

の
法

を
宜

説

し
、
歓

喜
地

を
証

し
て
安
楽

に

生

ぜ
ん

と
。

難
行

の
陸
路

、
苦

し
き

こ
と

を
顕
示

し
て
、

易
行

の
水

道

、
楽
し

き

こ
と

を
信
楽

せ
し
む

。
弥

陀
仏

の
本
願

を
憶

念
す

れ
ば
、

自

然
に
即

の

と
き
必

定

に
入

る
。
た

だ
よ

く
つ

ね
に
如
来

の
号

を
称

し

て
、
大

悲
弘

誓

の
恩

を
報

ず

べ
し
と

い

へ
り
。
（
親
鸞
『
教
行
信

証
』

正

信

偈

）

親

鸞

の
教

え
は
明

治
以

降
、

仏
教

の
文
脈

か

ら
離

れ
、

キ
リ

ス
ト
教

的

な
救

済
信

仰

と
し
て

理
解

さ

れ
る
傾
向

が
あ

っ
た

が
、
自

力

と
他
力

は
空



性

を
直

接

体

験

す
る

方
法

の
違

い
で

あ
り

、
親

鸞

自
身

が
仏

心
（

禅

）
・

真
言
・
法
華
・
華
厳
・
三
論

の
よ

う

な
自
力

の
頓

悟

の
教

え
に
対

応
す

る
、

他
力

の
頓

悟

の
教
え

で
あ

る
と
位

置

づ
け

て

い
る
（
『
末

灯
鈔
』
所
収
「
有

念
無

念

の
事
」

書
簡

、『
愚
禿

鈔
』
）

よ
う

に
、
悟

り

の
宗
教

な

の
で
あ

る
。

空
海

の
著

作
の
引
用

は
勝
又
俊
教
編

『
弘
法

大
師
著
作

全
集
』
山
喜
房

仏
書

林
、
道

元

は
水
野
弥

穂
子
校

註
『
正

法
眼
蔵
』

岩
波
文

庫
。
親
鸞

は
『
浄
土
真
宗
聖

典
（
註
釈

版
第
二
版
）
」

本
願
寺
出
版
に
よ

る
。

（
１
）
　
仏
性

は
如
来
蔵
と

も
呼
ば
れ

る
よ
う

に
、

仏
陀

か
ら
見

る
と
衆
生

に
仏
と
し

て
の
性
質

が
備

わ
っ
て

い
る
と

い
う

も
の
で
、
「
涅

槃
経
」

で
は
十
地
の
菩
薩

で

も
完
全

に
理
解
す

る
こ
と

が
で

き
な

い
と
さ
れ
て

い
る
。

ニ

ン
マ
派

の
ロ

ン
チ

ェ
ン

パ
は
、
そ

の
意
味

で
仏
陀
以
外
に

は
未
了
義
の
教
え
で
あ

る
と

し
（
「
心
性

休
息
詒
」
）
、
顕

教
を
知
的

に
理
解

し
た
上
で
本

格
的

な
密

教
の
実
践

を
お
こ

な

う
ゲ
ル
ク
派
で

は
、
顕
教

の
段

階
で
は
仏
性

を
未
了
義
の
教
え
と

す
る
も
の
の
、

密
教
の
実

践
で
は
、

ツ
ォ
ン
カ

パ
『
奥
言
道

次
第
』

が
説

く
よ

う
に
、

空
性

を

捉
え

る
二
元

的
意
識

を
超
え
た

心
と
し
て
、

光
明

の
心
を
重
視
し
て

い

る
。
空

を
体
験
的

に
理
解
し

た
上

で
の
境

地
と

す
る
点
で

は
、
ゲ
ル
ク
派

も
ニ
ン

マ
派

も
、
表
面
的
な
解
釈
の
対
立

ほ
ど
の
違

い
は
な
い
。

（
２
）
　
中
村
元
「
龍
樹
」
（
講
談
社
学

術
文
庫
）
に

タ
ー
ラ

ナ
ー
タ
仏
教
史
と
プ

ト
ン

仏
教
史

の
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
伝

の
和
訳

が
収
録

さ
れ
て

い
る
ほ
か
、
現
代

の

チ

ベ
ッ

ト
で
一
般
的

な
理
解

が
、

伝
統
的
説

に
基

づ
く
仏
教
史

を
記

す
亡
命

政

府
の
学
校

教
科
書
に
掲

載
さ

れ
て

い
る
（
石

濱
裕
美

子
・
禍
田
洋

一
訳

『
チ

ペ

ッ
ト
の
歴
史
と
宗
教
』
明
石
書

店
）
。

（
３
）
　
松
長

有
慶
「
密
教
の
相
承
者
」

評
論
社
。

（
４
）
　
小
川
一
乗
「
空
性
思
想
の
研

究
」

文
栄
堂
。

（
５
）
　
松
長

、
前
掲
書
。

（
６
）
　
拙
稿
「
中
観
派
と
そ
の
論
法
」
『
カ
ル
チ
ュ
ー
ル
』
六
巻
一
号
、
「
謎
解
き
『
中

論
』
」
「
チ
ベ
ッ
ト
文
化
研
究
会
報
」
二
〇
一
二
年
三
、
四
号
。

（
７
）
　
望
月
海
慧

『
テ

ィ

ー
バ
ン
カ
ラ

シ
ュ
リ

ー
ジ
ュ

ニ
ャ
ー
ナ
の
法
界
見

歌
に

つ

い

て

」
　

Ｉ
Ｔ

ｈ

ｅ

　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｃ

ｅ
ｅ

ｄ

ｉｎ

ｇ

ｓ

ｏ

ｆ
　
Ｋ

ｏ
ｒ
ｅ
ａ

ｎ

　
Ｃ

ｏ

ｎ

ｆｅ

ｒ
ｅ

ｎ

ｃ
ｅ

　ｏ

ｆ
　
Ｂ

ｕ

ｄ

ｄ

ｈ

ｉｓ

ｔ
　
Ｓ

ｔｕ

ｄ

ｉｅ
ｓ

Ｊ

３
-

１

。

（
８
）
　
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
、
藤
仲
孝
司
『
ツ
ォ
カ
パ
中
観
哲
学
の
研
究
』
ｖ
、

文

栄

堂

の

序

論

を

参

照

。

（

９

）
　

プ

ト

ン

仏

教

史

に

他

の

密

教

文

献

と

共

に

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ

ナ

の

著

作

と

し

て

名

前

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

（

1 0
）
　
ロ
ン
チ
ェ
ン
パ
『
心
性
休
息
論
』
、
パ
ト
ウ
ル
・
リ
ン
ポ
チ
ェ
『
ク
ン
サ
ン
・

ラ

マ

の

教

え

』

、

ガ

ン

ポ

パ

『

解

脱

荘

厳

』
、

ジ

ク

テ

ン

・

ス

ム

グ

ン

『

大

印

契

五

支

証

道

歌

』

な

ど

を

参

照

。

（

1 1

）
　

説

明

が

十

分

で

な

い

点

は

、

関

連

す

る

拙

稿

『

神

と

仏

の

倫

理

思

想

』

二

章

二

、

三

、

北

樹

出

版

、

「

道

元

・

親

鸞

が

見

た

も

の

」

「

大

法

輪

」

二

〇

一

〇

年

一

〇

、

一

一

月

号

、

「

チ

ベ

ッ

ト

の

浄

土

教

」

「

日

本

の

浄

土

教

」

峰

島

旭

雄

監

修

『

浄

土

教

の

事

典

』

東

京

堂

出

版

を

合

わ

せ

て

参

照

さ

れ

た

い

。

（

1 2

）
　

拙

稿

「

仏

教

に

お

け

る

神

秘

主

義

」

『

人

問

の

文

化

と

神

秘

主

義

』

北

樹

出

版

を

参

照

。

（

’‥一

）
　

拙

稿

「

ナ

ー

ガ

ー

ル

ジ

ュ

ナ

（

龍

樹

）

の

突

践

的

仏

教

理

解

・

試

論

」

「

カ

ル

チ

ュ

ー

ル

」

四

巻

一

号

。

（

1 4

）
　

拙

稿

「

道

元

・

親

鷽

が

見

た

も

の

」

前

掲

を

参

照

。

（

1 5

）
　

チ

ベ

ッ

ト

で

も

極

楽

に

生

ま

れ

て

そ

こ

で

修

行

し

て

さ

ら

に

次

の

生

に

仏

陀

に

な

る

と

す

る

考

え

が

一

般

的

だ

が

、

密

教

の

阿

弥

陀

仏

と

極

楽

の

瞑

想

法

も

あ

り

、

ソ

ク

チ

ェ

ン

の

聴

聞

解

脱

（

『

チ

ベ

ッ

ト

の

死

者

の

書

』

）

で

は

、

１
:

識

が

解

体

さ

れ

る

死

の

瞬

間

を

利

用

し

た

解

説

法

が

説

か

れ

る

。

こ

れ

ら

は

ど

れ

が

正

し

く

ど

れ

が

間

違

い

と

い

う

こ

と

で

は

な

く

、

修

行

者

の

機

根

に

よ

り

仏

の

世

界

は

異

な

る

現

れ

方

を

す

る

と

さ

れ

。

ミ

ン

ギ

ュ

ル

ー

ド

ル

ジ

ェ

『

阿

弥

陀

仏

の

十

段

階

の

成

就

法

』

の

よ

う

に

、

そ

れ

ら

を

段

階

的

に

暝

想

し

て

い

く

修

行

法

も

存

在

す

る

。

（
よ
し
む
ら
・
ひ
と
し
、
日
本
倫
理
思
想
史
・
仏
教
学
、

公

益

財

団

中

村

元

東

方

研

究

所

研

究

員

）
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