
〈
特

集

「

楽

」

の

思

想

１

〉

イ
ン
ド
・
仏
教
思
想
に
お
け

る
「
楽
」

は

じ

め

に

一
九
六
六
年
十
月
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
校
の
哲
学
科

講

師

に

赴

任

し

た
ば

か

り

の

わ

た
し

は

朝

林

檎

を

か
じ

っ
て

い

て

前

歯

を
か

い

て

し

ま

っ
た

。

か

の

地

で

は

医

療

費

が
大

変

か

か

る

と
き

い

て

日

本

を
立

つ
ま
え
に
歯
も
全
部
治
し
て
で
か
け
た
二
ヶ
月
も
た
た
な
い
あ
と
の
こ
と
で

あ
る
。
さ
ん
ざ
ん
に
悩
み
嘆
い
た
あ
げ
く
に
先
生
で
も
あ
り
同
僚
で
あ
っ
た

D
a
l
e
 
R
i
ｅ
ｐ
ｅ
先
生
の
紹
介
の
歯
医
者
さ
ん
を
訪
れ
た
。
郊
外
の
緑
の
中
に

あ

る
平

屋

建

て

で

診

療

室

は

窓

が
大

き

く

明

け

放

た

れ
て

光

が
い

っ
ぱ

い

に

さ

し

こ

ん
で

明

る
く

、

薄

い

色

の

壁

紙

は

き

れ

い

で

、

ム

ー

デ

ィ
な

音

楽

が

な
に
げ
な
く
流
れ
て
い
る
。
き
び
き
び
と
立
ち
回
る
看
護
婦
さ
ん
は
若
く
て

笑

顔

を

絶

や

さ

な

い

し

、

そ

し

て

何

よ

り

も

当

時
流

行

の

ｓ
ｈ
ｏ
ｒ
ｔ
　ｓ
ｋ
ｉｒ
ｔ

で

あ

っ

た
。

診

療

に

当

た

っ
た

男

性

医

師

も

若

く

優

し

い

声

の

持

ち

主

で

、

わ

川
　

崎
　

信
　

定

た

し

の

歯

を

治

す

こ

と

に

人

類

の

幸

福

が

か

か

っ

て

い

る

か

の

よ

う

で

あ

り

、

自

信

に

み

ち

た

応

対

で

あ

っ

た

。

歯

を

削

る

際

も

あ

の

不

快

な

音

が

な

か

っ

た

し

、

口

の

な

か

を

ほ

ど

好

い

暖

か

さ

の

清

水

が

流

れ

る

感

じ

が

し

て

い

る

う

ち

に

歯

を

削

り

填

め

も

の

を

し

て

噛

め

る

よ

う

に

す

る

と

い

う

作

業

を

一

度

で

す

ま

せ

て

し

ま

っ

た

。

ま

さ

に

歯

痛

の

存

在

を

思

わ

ず

忘

れ

る

よ

う

な

思

い

を

経

験

し

た

。

も

っ

と

も

二

週

間

後

に

届

い

た

請

求

書

の

額

は

わ

た

し

に

別

の

痛

手

を

与

え

る

こ

と

に

な

っ

た

が

、

こ

の

体

験

は

大

袈

裟

に

い

え

ば

不
快
感
の
除
去
の
延
長
線
上
に
楽
を
み
い
だ
そ
う
―
―
た
と
え
そ
れ
が
疑

似
快
感
で
あ
ろ
う
と
も
―
―
作
り
だ
し
て
い
こ
う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の

ｐ
ｒ
ａ
ｇ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｓ
m
の
m
i
n
i
m
ｕ
m
　
ｓ
ｕ
ｆ
ｆ
ｅ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
m
a
ｘ
i
m
ｕ
m
　
ｐ
ｌ
ｅ
ａ
ｓ
ｕ
ｒ
ｅ
　
の

原

理

と

、

さ

ら

に

そ

の

さ

き

に

は

最

大

多

数

の

最

大

幸

福

を

み

て

と

る

快

楽

計

算

の

考

え

か

た

の

積

極

的

な

実

践

を

、

す

こ

し

の

疑

い

も

は

さ

ま

ず

に

徹

底

し

て

お

こ

な

っ

て

い

る

現

場

を

こ

の

歯

科

医

院

に

み

い

だ

し

た

思

い

が

し

亅楽Γるけおに想思教仏ドンイ
．
Ｑ

り

１



た
。
日
本
の
医
院
も
今
は
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
こ

れ

が
現
代

の
方
向
と
も
い
え
る
か
と
考
え

る
が
、
本
稿

を
起
こ
す

に
あ

た
っ

て

ど
う
し
て
も
思
い

が
至

る
事
柄
と
し
て
ま
ず
記

し
て

お
き
た
い
。

仏

教

に

先

行

す

る

時

代

お
そ

ら

く
他

の

多

く

の

思

想

に

お

い

て

も
同

様

と

思

わ

れ

る

が
、

イ

ン

ド
・
仏
教
思
想
に
お
い
て
「
楽
」
は
「
苦
」
と
の
対
比
に
お
い
て
―
―
苦
と

天
秤
に
か
け
て
―
―
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
際
に
使
わ
れ
る
サ
ン

ス

ク
リ

ッ
ト

語

は

楽

が

ｓ
ｕ
ｋ
ｈ
ａ

で

あ

り

、

苦

が

ｄ
ｕ
ｈ
ｋ
ｈ
ａ

で

あ

る
。

た

だ

し

ヴ

ェ
ー

ダ
文

献

に

お
い

て

古

く

は

ｄ
ｕ
ｈ
ｋ
ｈ
ａ

は

用

い

ら

れ

て

お

ら

ず
、

ｓ
ｕ
ｋ
ｈ
ａ

も

「
馬

車

の
車

軸

の
穴

の
具

合

が
よ

い

（
ｇ
ｕ
ｔ
　
ｇ
ｅ
ｂ
ｏ
ｈ
ｒ
ｔｅ
　
Ｎ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ

ｈ
a
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
）
」
、
「
快
適
に
よ
く
走
る
（
l
e
i
c
h
t
 
l
a
u
f
e
n
d
）
」
と
い
う
意
味
に
お

い

て

使

わ

れ

て

お

り
、

後

代

の

こ

の
言

葉

が

も

つ

快

楽

・

快

適

の

意
味

で

は

使

用

さ

れ

て

い

な

い

。

Ｒ
ｇ
-ｖ
ｅ
ｄ
ａ

に

お

い

て

は

、

他

の

言

葉

で

安

楽

の

境

地

が
表

現

さ

れ

て

い

る

の

を

み

る

こ

と

が

で

き

る

。

す

な

わ

ち

、

よ

き

行

い

の

人

は
死

後

ヤ

マ
天

の

拓

い

た

道

を

踏

ん

で

最

高

天

に

あ

る
彼

の
天

国

に

至

り

、

無

上

の

幸

福

を

享

受

す

る
。

そ

こ

は

緑

陰

・

酒

宴

・

歌

舞

・

音

楽

に

恵

ま

れ

た
理

想

の

楽

土

で

あ

り

、

こ

こ

で

祖

先

と

と

も

に

宴

す

る
こ

と

が
、

至

福

の

境

地

と

し

て

Ｒ
ｇ
-ｖ
ｅ
ｄ
ａ
　
Ｘ

，　
１
３
５

．

に
説

か

れ

て

い

る

こ

と

は

よ

く
知

ら

れ

て

い

る

。

ま

た

神

酒

ソ

ー

マ
・

パ

グ

ァ

マ
ー

ナ

に
捧

げ

ら

れ

た

他

の

賛

歌

で

も

、
不

死

に

し

て

永

遠

の

世

界

は

、

つ

き

せ

ぬ
光

り

の
あ

る
と

こ

ろ

、

新

鮮

な

る

水

の

あ

る
と

こ

ろ

と

し

て

、

以
下

の

ご

と

く

述

べ
ら

れ

て

い

る

。

あ

ら

ゆ

る

願

望

の

遂

げ

ら

る

る

と

こ

ろ

、

赤

き

馬

（

太

陽

の

馬

？

）

の

繋

が

る

る

と

こ

ろ

、

祖

先

に

対

す

る

供

物

と

飽

満

と

の

あ

る

と

こ

ろ

、

か

し

こ

に

我

を

不

死

な

ら

し

め

よ

。

ソ

ー

マ

よ

、

イ

ン

ド

ラ

の

た

め

に

滴

れ

。

歓

喜

と

歓

楽

と

愉

悦

と

享

楽

と

の

あ

る

と

こ

ろ

、

愛

の

願

望

の

満

足

せ

し

め

ら

る

る

と

こ

ろ

、

か

し

こ

に

我

を

不

死

な

ら

し

め

よ

、

ソ

ー

マ

よ

、

イ

ン

ド

ラ

の

た

め

に

滴

れ

。

ｙ
ａ
ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ａ
ｎ
ｄ
ａ
ｓ
ｃ
ａ
　
ｍ
ｏ
ｄ
ａ
ｓ
ｃ
ａ
　
m
u
d
ａ
ｈ
　
ｐ
ｒ
a
m
ｕ
ｄ
　
ａ
ｓ
ａ
ｔ
ｅ
/

ｋ
ａ
ｍ
ａ
ｓ
ｙ
ａ
　
ｙ
ａ
ｔ
ｒ
ａ
ｐ
ｔ
ａ
ｈ
　
ｋ
ａ
ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｒ
ａ
 
m
a
m
a
m
r
a
m
　
ｋ
ｒ
ｄ
ｈ
ｉ
ｎ
ｄ
ｒ
ａ
ｙ
ｅ
ｎ
-

d
ｒ
ｏ

　
ｐ

ａ
ｒ

ｉ
　
ｓ
ｒ
ａ
ｖ
ａ

／
／

（

以

下

、

梵

文

略

）

（
Ｒ
Ｖ
　
Ｉ
Ｘ

，
　
１
１
３
，
　
１
０
～
１
１
.
）

リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
に
お
い
て

は
、

か
か
る
天
界
の
楽
土
に
赴
く
こ
と
を
ひ
た

す
ら
に
欣
求
す
る
気
持
ち
は
強
烈
に
表
現
さ
れ
て
い

る
が
、
今
我

が
身
を
置

い
て
い
る
此
の
土
を
厭
い
離
れ
ん
と
す
る
思
想
は
ま
だ
発
達
し
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

ウ

パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド
に

お
い
て
目
指

さ
れ
た
究
極
の
理
想

の
境
地
と
は
、
絶

対
者

と
の
完
全
な
合
一
で
あ
り
、
人
間
を
超
越
し
た
優
れ
た
も
の
と
等
し
く

一
つ

に
な

る
こ
と
で
あ

っ
た
。
ウ

パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド
の
哲
人

た
ち
は
こ
の
至
福

の
境
地
を
様

々
に
説
き
明

か
し
て
い

る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
例
と
し
て
ヤ
ー

ジ
ニ

ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
仙
の
次
の
言
葉

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

愛
す

る
婦
人
に
抱
擁
さ
れ
た
人

が
外
な
る
も
の
も
内

な
る
も
の
を
も
感

じ
な
く
な
る
よ
う
に
、
同
様
に
こ
の
精
神
（
p
u
r
u
s
a
）
は
知
慧
な
る
ア



Ｉ

ト

マ

ン

（
ｐ
ｒ
ａ
ｊｎ
ａ
　ａ
ｔ
m
a
）

に

抱

か

れ

た

と

き

に

は

、

外

な

る

も

の

も

内

な

る

も

の

を

も

感

じ

な

い

。

実

に

か

れ

の

（

真

実

の

）

相

は

、

す

で

に

願

望

を

成

就

し

（
ａ
ｐ
ｔａ
-
ｋ
ａ
ｍ

ａ
ｍ

）
、

ア

ー

ト

マ

ン

が

か

れ

の

唯

一

の

願

望

で

あ

り

（
ａ
ｔ
m
a
-ｋ
ａ
ｍ
ａ
ｍ

）
、

欲

望

も

な

く

（
ａ
-
ｋ
ａ
ｍ

ａ
ｍ

）
、

憂

い

を

離

れ

て

い

る

（
ｓ
ｏ
ｋ
ａ
ｎ
ｔａ
ｒ
a
m
）
。

そ

こ

に

お

い

て

は

父

も

父

に

あ

ら

ず

、

母

も

母

に

あ

ら

ず

、

世

界

も

世

界

に

あ

ら

ず

、

神

々

も

神

々

で

な
い
。
…
…
善
業
も
か
れ
に
従
い
行
か
ず
、
悪
業
も
か
れ
に
従
い
行
か

ず

。

何

と

な

れ

ば

か

れ

は

心

の

内

の

一

切

の

憂

い

を

超

越

し

た

か

ら

で

あ
る
（
ｓ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｎ
　
ｓ
ｏ
ｋ
ａ
ｎ
　
ｈ
ｆ
ｄ
ａ
ｙ
ａ
ｓ
ｙ
ａ
　
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
ｔ
ｉ
）
。

（
Ｂ
ｒ
ｈ
ａ
ｄ
．
　
Ｕ
ｐ
．
　
Ｉ
Ｖ
，
　
３
，
　
２
１
～
２
２
．
）

こ

の

究

極

的

な

る

ア

ー

ト

マ

ン
、

総

て

の

う

ち

で

一

番

に

内

奥

に

あ

る

も

の
を
Ｔ
ａ
ｉ
ｔ
ｔ
ｉ
ｒ
ｉ
ｙ
ａ
-
Ｕ
ｐ
.
は
「
歓
喜
か
ら
な
る
ア
ー
ト
マ
ン
（
ａ
ｎ
ａ
ｎ
ｄ
ａ
-
m
a
ｙ
ａ
）
」

と
呼
ん
で
、
「
知
識
か
ら
な
る
ア
ー
ト
マ
ン
（
ｊ
ｎ
ａ
ｎ
ａ
-
m
a
ｙ
ａ
）
」
の
上
に
置

い

た

。

こ

れ

は

甘

美

で

官

能

的

と

も

言

え

る

恍

惚

境

を

現

出

す

る

も

の

で

あ

る

。仏
陀
に
先
行
す
る
時
代
の
虚
無
主
義
・
唯
物
論
・
決
定
論
・
懐
疑
主
義
・

快

楽

主

義

・

苦

行

主

義

は

仏

典

の

中

で
単

純

化

さ

れ

、
戯

画

化

さ

れ

て

「

六

師

外

道

」

と

し

て

紹

介

さ

れ

て

い

る
。

す

な

わ

ち

、

真

の

実
在

は

地

・
水

・

火
・
風
の
四
元
素
の
み
で
業
も
輪
廻
も
存
し
な
い
と
す
る
A
j
i
t
a
の
Ｌ
ｏ
-

ｋ
ａ
ｙ
ａ
ｔ
ａ
，
別
名
Ｃ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｋ
ａ
説
、
四
元
素
と
苦
・
楽
・
霊
魂
か
ら
な
る
と
い

う
P
ａ
ｋ
ｕ
ｄ
ｈ
ａ
　
Ｋ
ａ
ｃ
ｃ
ａ
ｙ
ａ
ｎ
ａ
の
七
要
素
説
、
こ
れ
に
さ
ら
に
虚
空
・
得
・

失

・

生

・

死

の

合

わ

せ

て

十

二

要

素

を

立

て

て

一

切

の

生

き

と

し

生

け

る

も

の

の

無

因

無

縁

の

輪

廻

が

決

定

さ

れ

て

い

て

変

更

し

が

た

い

と

す

る

Ｍ

ａ

ｋ
-

ｋ

ｈ
ａ

ｌ
ｉ
　
Ｇ

ｏ
ｓ
ａ

ｌａ

の

Ａ

ｊ
ｉｖ

ｉ
ｋ
ａ

説

、

Ｓ
ａ

＾
ｊａ
ｙ
ａ

の

懐

疑

論

、

ｒ

ｕ
ｒ
ａ
ｎ

ａ

の

道

徳

否

定

論

、

ジ

ャ

イ

ナ

教

の

苦

行

禁

欲

主

義

は

そ

の

表

現

さ

れ

た

形

に

お

い

て

は

正

反

対

と

な

っ

て

い

て

も

、

真

に

し

て

疑

い

え

な

い

も

の

を

求

め

る

真

摯

さ

に

お

い

て

案

外

に

共

通

の

も

の

を

も

っ

て

い

る

°
　

Ｋ

ａ
ｕ

ｔ
ａ

ｌ
ｙ
ａ

の

「

実

利

論

（

Ａ

ｒ
ｔ
ｈ
ａ

’
ｓ
ａ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ

）
　Ｊ

に

も

Ｃ

ａ
ｒ
ｖ
ａ

ｋ
ａ

説

は

言

及

さ

れ

る

し

、

ま

た

十

四

世

紀

の

Ｍ

ａ
ｄ

ｈ
ａ

ｖ
ａ

の

「

全

哲

学

綱

要

（
Ｘ
Ｓ
ａ
ｒ
ｖ
ａ

ｄ

 ａ
ｒ
ｓ
ａ
ｎ

ａ
ｓ
ａ
ｍ

ｇ

ｒ
ａ

ｈ
ａ

）
 Ｊ

に

は

Ｃ

ａ
ｒ
ｖ
ａ

ｋ
ａ

章

が

存

し

て

、

年

代

不

詳

の

Ｂ

ｒ
ｈ
ａ
ｓ
ｐ
ａ

ｔ
ｉ

の

説

と

し

て

次

の

よ

う

な

主

張

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

生

き

て

い

る

か

ぎ

り

は

安

楽

に

暮

ら

す

が

勝

ち

さ

、

借

金

し

て

で

も

酥

油

（

§

ａ

）

を

飲

む

が

よ

い

。

身

体

が

灰

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

な

ら

ど

う

し

て

こ

の

世

に

再

び

戻

っ

て

く

る

こ

と

が

で

き

よ

う

か

。

ｙ

ａ
ｖ
ａ

ｊ
　
ｊ
ｉ
-

ｖ
ｅ

ｔ
　
ｓ
ｕ

ｋ

ｈ
ａ
ｍ

　
ｊ
ｉｖ

ｅ
ｄ

　
ｄ
ａ
ｎ
ａ
ｍ

　
ｋ
ｒ

ｔｖ
ａ

　
ｇ

ｈ
ｒ
ｔ
a
m

　
ｐ

ｉ
ｂ

ｅ

ｔ
／
ｂ

ｈ
ａ
ｓ
m
i
-
ｂ
ｈ
ｕ

－

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
一
　
　
　一
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
・

ｔ
ａ
ｓ
ｙ
ａ

　
ｄ
ｅ

ｈ
ａ
ｓ
ｙ
ａ

　
ｐ
ｕ

ｎ
ａ
ｒ
ａ
ｇ
ａ
ｍ

ａ
ｎ

ａ
ｍ

　
ｋ
ｕ

ｔ
ａ

ｈ

。

（

Ｓ

Ｄ

Ｓ

　Ｉ
（
　
１
２
２
-

１
２
３
；
　
ｐ

．
 １
４
）

こ

れ

は

刹

那

刹

那

に

味

わ

え

る

こ

四

世

の

楽

し

み

を

す

べ

て

と

す

る

考

え

か

た

で

あ

る

が

、

Ｃ

ａ
ｒ
ｖ
ａ

ｋ
ａ

に

つ

い

て

は

知

ら

れ

る

と

こ

ろ

が

少

な

い

。

彼

等

の

書

が

焚

書

の

災

を

蒙

っ

た

と

も

伝

え

ら

れ

る

し

、

快

楽

を

説

く

彼

等

が

も

の

を

書

い

て

遺

す

と

い

う

こ

と

に

こ

と

さ

ら

苟

楽

し

み

を

み

い

だ

さ

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

も

あ

ろ

う

。

Ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ
ａ

ｌ
ｉｓ
ｔ
ｉｃ

考

え

か

た

の

延

長

と

し

て

は

Ｖ

ａ

ｉ
ｓ
ｅ
ｓ
ｉ
ｋ

ａ

説

も

こ

の

範

－

ｊ
楽厂るけおに想思教仏ドンイ｣Ｏ―



暗

に

入

れ

ら

れ

る

。

仏

陀

の

教

説

仏

陀

の

宗

教

は

、

仏

陀

の

出

家

の

動

機

が

そ

う

で

あ

っ

た

と

伝

え

ら

れ

る

よ

う

に

、

人

間

の

生

存

の

苦

し

み

の

認

識

と

、

い

か

に

し

た

ら

こ

の

苦

し

み

か

ら

離

脱

で

き

る

か

と

い

う

煩

悶

・

苦

悩

に

は

じ

ま

っ

て

い

る

。

人

間

は

い

ず

こ

に

あ

っ

て

も

、

ま

た

い

か

な

る

も

の

に

よ

っ

て

も

苦

し

み
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
(
Ｄ
ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ａ
ｐ
ａ
ｄ
ａ
　
１
８
９
．
）

そ

し

て

こ

の

認

識

は

や

が

て

「

一

切

の

形

成

せ

ら

れ

た

も

の

は

苦

し

み

を

も

た
ら
す
も
の
で
あ
る
（
＝
一
切
皆
苦
ｓ
ａ
ｂ
ｂ
ｅ
　
ｓ
ａ
ｎ
ｋ
ｈ
ａ
ｒ
ａ
　
ｄ
ｕ
ｋ
ｋ
ｈ
ａ
）
」
と
し

て

命

題

化

さ

れ

る

。

こ

の

道

理

は

定

ま

っ

た

理

法

で

あ

り

、

諸

々

の

如

来

が

世

に

出

て

も

出

な

く

て

も

変

わ

る

こ

と

が

な

い

。

（
Ａ
ｈ
ｇ
ｕ
ｔ
ｔ
ａ
ｒ
ａ
-
Ｎ
ｉ
ｋ
ａ
ｙ
ａ
　
Ｉ
,
 
p
.
2
8
6
.
)

こ

の

苦

と

は

生

理

的

・

心

理

的

な

苦

痛

や

不

快

感

を

超

え

た

も

の

で

あ

る

。

仏

陀

に

お

い

て

も

、

人

間

の

感

覚

に

快

感

（

楽

受

）

と

不

快

感

（

苦

受

）

と

そ

の

い

ず

れ

で

も

な

い

も

の

（

不

苦

不

楽

受

）

の

三

種

（

三

受

）

が

存

す

る

こ

と

を

認

め

る

。

し

か

し

、

「

一

切

皆

苦

」

と

い

う

際

の

苦

と

は

、

「

快

感

で

あ

ろ
う
と
不
快
感
で
あ
ろ
う
と
不
苦
不
楽
感
で
あ
ろ
う
と
、
内
的
に
ま
た
は
外

的

に

感

受

さ

れ

た

も

の

す

べ

て

が

苦

し

み

で

あ

る

と

知

る

」

こ

と

な

の

で

あ

る
。
（
s
u
k
h
a
m
 
v
a
 
y
a
d
i
 
v
a
 
d
u
k
k
h
a
m
 
a
d
u
k
k
h
a
m
 
a
s
u
k
h
a
m
 
s
a
h
a

ａ
ｊ
ｊ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ａ
ｎ
　
ｃ
ａ
　
ｂ
ａ
ｈ
ｉ
ｄ
ｄ
ｈ
ａ
　
ｃ
ａ
　
ｙ
a
m
　
ｋ
ｉ
n
ｉ
ｃ
ｉ
　
ａ
ｔ
ｔ
ｈ
ｉ
　
ｖ
ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
a
m

，

Ｓ

ｕ

ｔ
ｔ
ａ

ｎ

ｉ
ｐ

ａ

ｔ
ａ

７
３
８
.
)
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
に
お
け
る
苦
と
は
感
覚
的
な
苦
痛
以
上
の
も
の

が

意

味

さ

れ

て

お

り

、

人

間

の

存

在

の

仕

組

み

そ

の

も

の

が

我

々

の

意

図

し

期

待

す

る

も

の

と

ま

っ

た

く

異

な

っ

て

し

ま

う

、

不

条

理

さ

を

指

摘

す

る

言

葉

と

な

っ

て

い

る

。

後
の
阿
毘
達
磨
教
学
で
は
苦
苦
・
行
苦
・
壊
苦
の
「
三
苦
」
を
立
て
る
。

こ

の

う

ち

の

行

苦

は

、

感

覚

的

な

快

感

に

関

し

て

の

も

の

と

さ

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

快

感

も

生

じ

存

続

し

て

い

る

と

き

は

快

ち

よ

い

も

の

で

あ

る

が

、

や

が
て
は
変
異
し
て
苦
し
み
と
な
る
。
有
為
法
―
―
現
象
界
に
あ
っ
て
時
空
の

制
約
を
受
け
て
い
る
も
の
―
―
は
す
べ
て
、
た
と
え
現
在
快
ち
よ
く
感
じ
ら

れ

て

い

る

も

の

で

も

苦

を

本

質

と

し

て

い

る

。

こ

の

面

を

捉

え

て

、

行

苦

と

呼

ん

だ

の

で

あ

る

。

か

か

る

人

間

存

在

の

苦

し

み

の

根

源

を

仏

陀

は

人

間

の

持

つ

妄

執

（

渇

愛

ｔａ
ｎ
ｈ
ａ
）

に

み

い

だ

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

ひ

と

が

苦

・

無

常

・

無

我

の

理

を

悟

っ

て

正

し

い

知

慧

を

完

成

し

た

な

ら

ば

、

こ

の

妄

執

を

断

ず

る

こ

と

が

で
き
る
と
教
え
る
。
こ
の
苦
の
終
焉
が
実
現
さ
れ
た
状
態
―
―
燃
え
盛
る
煩

悩
の
炎
を
知
慧
に
よ
っ
て
吹
き
消
し
た
状
態
―
―
が
涅
槃
（
ｎ
ｉ
ｂ
ｂ
ａ
ｎ
ａ
）
と

呼

ば

れ

る

。

こ

れ

は

「

広

大

な

る

楽

し

み

（
ｖ
ｉｐ
ｕ
ｌａ

ｍ

　ｓ
ｕ
ｋ
ｈ
ａ
ｍ

）
」
、
「

最

高

の

安

楽

（
ｐ
ａ
ｒ
a
m
a
m

　ｓ
ｕ
ｋ
ｈ
ａ
ｍ

）
」

の

境

で

あ

る

と

Ｄ

ｈ
ａ
ｍ

ｍ
ａ
ｐ
ａ
ｄ
ａ

　（
２
０
４
；

2
9
0
）
は
説
く
。
後
に
苦
集
滅
道
の
四
諦
の
教
え
と
し
て
整
理
さ
れ
る
に
い
た

る

こ

の

仏

陀

の

教

説

に

お

い

て

、

涅

槃

は

自

己

の

知

慧

に

よ

る

修

養

の

完

成

し

た

境

地

で

あ

る

と

し

て

示

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

こ

の

境

地

に

は

、

な

に

か

前

の

状

態

と

異

な

る

別

の

外

的

変

化

が

存

す

る

わ

け

で

は

な

い

。

「
最
上
の
幸
せ
（
ｍ
ａ
ｎ
ｇ
ａ
ｌ
ａ
ｍ
　
u
t
t
a
m
a
m
）
」
を
述
べ
る
よ
う
に
請
わ
れ



て
仏
陀
は
以
下

の
よ
う
に
答
え

て
い
る
。

諸
々
の
愚
者
に
親
近
す
る
こ
と
な
く
、
諸

々
の
賢

者
に
親
近
し
、
供
養

す
べ
き
人
々
を
供
養
す
る
こ
と
、
ー
―
こ
れ
が
最
上
の
幸
せ
で
あ
る
。

適
切

な
場

所
に
住

ん
で
、
前
世
に
は
功
徳
を
積
み
、
み
ず

か
ら
正
し
い

誓
い
を
持
つ
こ
と
、
―
―
こ
れ
が
最
上
の
幸
せ
で
あ
る
。

虚
言
な
く
、
技
術
と
鍛
練
を
よ
く
習
得
し
、
言
葉
が
良
き
こ
と
、
―
―

こ
れ

が
最

上
の
幸
せ
で
あ
る
。

父
母
に
仕
え
、
妻
子
を
護
り
、
家
業
に
乱
れ
な
き
こ
と
、
―
―
こ
れ
が

最
上

の
幸
せ
で

あ
る
。

布
施

を
な
し
、
正
法

の
行

い
を
な
し
、
親
族

を
護
り
、
無

過
の
行
為

を

な
す
こ
と
、
ー
ー
こ
れ
が
最
上
の
幸
せ
で
あ
る
。

罪
悪

を
厭
い
離

れ
、

飲
酒

を
制
し
、
諸
法
に

お
い
て
不
放

逸
な
ら

ざ
る

こ
と
、
―
―
こ
れ
が
最
上
の
幸
せ
で
あ
る
。

恭
順
に
し
て
謙
虚
で

あ
り
、
知
足
に
し
て
知
恩
な

る
こ

と
、
折
々
に
教

え
を
聴
聞
す
る
こ
と
、
―
―
こ
れ
が
最
上
の
幸
せ
で
あ
る
。

忍
耐
し
、
従
順
で

あ
り
、
諸

々
の
沙
門
に
会
見
し
、

折
々
に
法

に
つ
い

て
論
議
を
す
る
こ
と
、
―
―
こ
れ
が
最
上
の
幸
せ
で
あ
る
。

苦
行

に
務
め
、
梵
行

を
保
ち
、
聖
な
る
真
理
を
み
て
、
涅
槃

を
実
証
す

る
こ
と
、
―
―
こ
れ
が
最
上
の
幸
せ
で
あ
る
。

世
俗
的
事
柄
に
接
触
し
て
も
そ
の
ひ
と
の
心

が
動
揺
せ
ず
、
憂
い

な
く
、

汚
れ
な
く
、
安
穏
な
る
こ
と
、
―
―
こ
れ
が
最
上
の
幸
せ
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
こ
と
を
行

う
も
の
は
、
一
切

の
事

柄
に
お
い
て
敗
れ
る
こ
と

な

し

。

一

切

に

お

い

て

平

安

に

至

る
　

（
ｓ
ｏ
ｔ
ｔ
ｈ
ｉｍ

　
ｇ
ａ
ｃ
ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ．）
、

―

こ

れ

が

最

上

の

幸

せ

で

あ

る

。

（
Ｓ
ｕ
ｔ
ｔ
ａ
ｎ
ｉ
ｐ
ａ
ｔ
ａ
　
２
５
９
～
２
６
９
.
）

こ
の
よ
う
に
仏
陀
の
説
く
幸
せ
―
―
楽
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
超
越
的
な
聖

の

世

界

へ

の

帰

入

で

は

な

く

て

、

日

常

的

の

営

み

の

中

の

平

安

・

心

の

安

ら

ぎ

が

強

調

さ

れ

て

い

る

。

初

期

仏

教

経

典

の

中

に

は

、

楽

に

二

種

あ

り

と

し

て

、

「

在

家

の

楽

」

と

「

出

家

の

楽

」
・
「

欲

楽

」

と

「

出

離

の

楽

」
・
「

依

楽

」

と

「

無

依

楽

」
・
「

有

漏

の

楽

」

と

「

無

漏

の

楽

」
・
「

有

染

の

楽

」

と

「

無

染

の

楽

」
・
「

聖

楽

」

と

「

非

聖

楽

」
・
「

身

楽

」

と

「

心

楽

」
・
「
有

喜

楽

」

と

「

無

喜

楽

」
・
「
悦

楽

」

と

「

捨

楽

」
・
「

定

楽

」

と

「

非

定

楽

」
・
「
有

喜

縁

楽

」

と

「

無

喜

縁

楽

」
・

「

悦

縁

楽

」

と

「

捨

縁

楽

」
・
「

色

縁

楽

」

と

「

無

色

縁

楽

」

の

十

三

組

を

対

照

さ

せ

て

説

い

て

、

一

組

の

中

の

そ

れ

ぞ

れ

後

者

を

よ

り

勝

れ

た

も

の

と

し

て
い
る
・
（
「
楽
品
」
Ａ
n
ｇ
u
ｔ
ｔ
ａ
ｒ
ａ
-
Ｎ
ｉ
ｋ
ａ
ｙ
ａ
　
Ｉ
，
　
ｐ
ｐ
．
　
８
０
～
8
1
.
)
の
で
、
仏
教
が
世

俗

の

楽

を

そ

の

ま

ま

に

宗

教

的

な

楽

の

境

地

と

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

く

、

後

者

を

よ

り

高

位

の

も

の

と

し

て

い

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

し

か

し

仏

陀
の
教
え
の
常
と
し
て
聖
な
る
も
の
も
日
常
性
の
延
長
上
に
置
か
れ
て
考
え

ら

れ

て

お

り

、

日

常

性

と

切

り

離

さ

れ

た

特

別

の

も

の

と

は

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

は

指

摘

さ

れ

記

憶

さ

れ

る

べ
き

で

あ

ろ

う

。

大

乗

仏

教

の
楽

の
思

想

「

楽
」
の
字

を
冠
す

る
大
乗
仏
教
の
文

献

に
、
「
極
楽
」
・
「
安
養
国
」
・

亅楽厂るけおに想思教仏ドンイ７１



「
安

楽

国

」

の
荘

厳

の

あ
り

さ

ま

を

描

き

出

す

Ｓ
ｕ
ｋ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
ｉ
ｉｖ
ｙ
ｉｉ
ｈ
ａ

を

中

心

と
す
る
一
群
の
浄
土
経
典
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
典
に
よ
れ
ば
、
極
楽
は
、

以

下

の

よ

う

に

描

写

さ

れ

る

。

太
陽
・
月
・
星
辰
が
な
い
が
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
よ
り
暗
闇
が
な
い
。
山

が
な

く

平

坦
で

あ

る
。

池

・
泉

・

河

が
あ

り

、

水

が
豊

富

に

あ

る
。

樹

木

が

七

宝

で

で

き

て

お
り

、

風

で

快

ち

よ

い

音

を

だ

す

。

地

面

に

は

花

が
敷

き

詰

め

ら

れ

て

い

る

。
四

季

が
な

く

、

寒

く

も

暑
く

も

な

い

。

地

獄

・

餓

鬼

・

畜

生

ま

た
不

運

な
生

れ

の

も

の

た

ち

（
ａ
ｋ
ｓ
ａ
ｎ
ｏ
ｐ
ａ
ｐ
ａ
ｔ
ｔａ
ｙ
ａ
ｈ
）

が
存

し

な

い

。

菩

薩

・
阿

羅

漢

の

み
で

女

人

が
な

い
。

鳥

が
群

れ

を
な

し

、

天

か
ら

香

水

の

雨

が
降

り

、

天

の
楽

器

が
奏

で

ら

れ

る

。

こ

れ
ら

の
描

写

は

浄

土

経

典

内

の

相

互

の

間

で

か

な
り

の
相

異

を

持

っ
て

い

る

が
、

理

想

の
境

地

を
描

き

出

そ

う

と

す

る
意

図

は

い
ず

れ

の
場

合

に

も

あ

き

ら

か

に

看

取

さ
れ

る
。

そ

の
他

に

も

快

適

さ

を

示

す

描

写

は
多

く

、

例

え

ば
水

に

つ

い
て

は

、

こ

の

河

岸

に

住

む

生

け

る
も

の

た

ち

は

、
天

上

の

快

い

楽

し

み

や

戯

れ

に

耽

り

た

い

と

思

っ
て

そ

の
河

に

入

れ

ば
、

欲

す

る

ま

ま

に

水

は

足

首

の
深

さ

に

な

る

。

欲

す

る
ま

ま

に

膝

の
深

さ

に

、

腋

の
深

さ

に
、

頭

の

深

さ

に

な
り

、

か

つ

天

上

の
快

楽

が
生

ず

る

。

冷

た

い
水

が

あ

れ

ぱ

よ

い
と

欲

す

れ

ば

冷

た

い

水

が
あ

り

、

温

か

い

水

が
あ

れ

ば

よ

い
と

欲
す

れ

ば
、

か

れ
ら

に

は

温

か

い
水

が
あ

る
。

（
L
ａ
ｒ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｕ
ｋ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｙ
ｕ
ｈ
ａ
 
p
.
7
8
.
)

と
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
快
適
で
あ
り
、
こ
ち
ら
の
意
向
す
る
と
お
り
、
意

楽

の

ま

ま

が
適

え

ら

れ

る

。

欲

望

の

充

足

と

い

う
点

か
ら

極

楽

の

描

写

を

見

直

し
て

み

る

と
以

下

の

よ

う

な

箇

所

が
目

に
止

ま

る
。

実

に

か
の

世

尊
ア

ミ

タ

ー

パ

の
極

楽

と
名

付

け

る

世

界

は

富

裕

で

あ
り

（
「
ｉ
ｒ

」
、

繁

栄

し

て

お
り

（
ｓ
ｐ
ｌｉ
ｌｔａ
）
’

平

穏

で
あ

り

（
ｋ
ｓ
ｅ
ｍ
ａ
）
’

豊

饒

で

あ

り

（
ｓ

ｇ

Ｆ
Ｉ

）
、
好

ま

し

い

（
蝨
ヨ
ぶ

‘１

）
。

（
ｒ

『
９
『

吻
ｌ

ｉ

～

、
ぎ
ｔ

ｒ

ｔ
・
鮟

丿

物

質

的

な

食

物

を

摂

ら

な

い
で

よ

い
。

す

な

わ

ち
、

ど

の

よ

う

な
食

物

を
欲

し

て

も
、

そ

れ

を

摂

っ
た

と

い

う

感
‘じ

が

し

て
身

も

心
も

満

足

す

る

。

ま

た
、

か

の
極

楽

世

界

に

、
す

で

に
生

ま
れ

、

現

に

生

ま

れ

、
（
未
来

に
）

生

ま

れ

る
で

あ

ろ

う
生

け

る
者

た

ち

は

、

す

べ
て

の

色

・

力

・

勢

力

・

周

囲

・

支

配

・

福

徳

の
集

積

・

神

通

・
衣

服

・
装

飾
品

・
遊

園

・

宮

殿

・

楼

閣

を

享

受

す

る
こ

と
や

、

こ

の

よ

う

な

い

ろ

・

か

た

ち

・
音

声

・

香

り

・
味

覚

・

感

触

を
享

受

す

る
こ

と

や
、

ま

た

こ

の

よ

う

な
す

べ
て

の

享
楽

の

対

象

の

享

受

す

る
こ

と

が
そ

な

わ

っ
て

い

る

。
そ

れ

は

ま

さ

に

他

化

自

在

天

の

神

々

（
ａ
ｇ

ｇ

ｌ

ｓ

Ｒ

ｇ

ぼ

Ｓ

Ｉ

Ｓ

（

Ｊ

笳

）

の

よ

う

で

あ

る

。
　
　
　
　
　

「

」
ａ
ｒ
ｇ
ｅ
ｒ

　
Ｓ
ｕ

ｋ
ｈ
ａ

ｖ
ａ

ｔ
ｉｖ

ｙ
ｕ

ｌ
ｉａ

　ｐ

．
　
８
２

．
）

阿
毘
達
磨
の
法
相

か
ら
す

れ
ば
、

極
楽
と
は
た
し
か
に
仏
の
世
界
と
い
う
よ

り
も
他
化
自
在
天

と
い
う

欲
界

六
天
の
世
界
と
同

格
の
要
素

が
多
く
窺
わ
れ

る
・

こ
の
上
の
色
界
は
禅
定

の
世
界
で
、
二

禅
天
以

上
に
は
香
り
も
味

も
存

在
せ
ず
、
四

褝
天

以
上
に
は
楽
受
（
快
適
さ
の
感
受
）

が
存
在

し
な
い
。
に
・

も
拘
わ
ら
ず
浄
土
経
典
に
み
ら
れ
る
快
適
さ
の
描
写
は
こ
れ
を

い
か
に
解
釈

す

べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

望
む
も
の
す

べ
て

が
適
え

ら
れ
る
世
界
に
お
い
て

は
欲
望
は
本
来
有

し
た

８－



猛
々
し
さ
を
失

う
。
す

べ
て

が
快
適

な
世
界

に
お
い
て

は
快
適
さ
Ｉ

楽

か

意
味
を
持
つ
こ
と

が
困
難
に
な
る
。
浄
土
経

典
は
快

適
さ
の
充
足
を
そ
の
表

現
で
き
る
限
界
ま
で
示

し
な

が
ら
、
極
楽
の
意
図
す
る
も
の

が
そ
れ
以
上

の

も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
方
向
に
は
な
い
こ
と
を
語

っ
て
い
る
よ
う
で

あ

る
。
阿
弥
陀
仏

を
信
ず

る
も
の
に
結
果
と
し
て
安
楽
は
存
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
安
楽
を
目
的
と
し
て
目
指
し
安
楽
に
な
る
こ
と
を
条
件

づ
け
て

阿
弥
陀

仏
を
信
ず
る
の
で
は
な
か

っ
た
。
浄
土
経
典
の
意
義
と
は
、
こ
の
現
世

・
穢

土
に
あ

る
人

々
に
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
確
信
を
与
え
て
い

る
こ
と
に
あ
る
。

信
ず
る
も
の
は
現
世
に
あ
り
な

が
ら
す
で
に
彼
岸
に
生
き
て
い

る
喜
び
に
浸

っ
て

い

る
。
そ
し
て
彼
等
は
そ
の
純
粋
な
喜
び
と
感
謝
の
表
明
を
報
恩
行

と

い
う
行

為
で
行
う
。
こ
の
と
き
の
彼

等
の
行

為
は
現
世
に
あ
り
な

が
ら
現
世

を
超
え

た
も
の
を
具
現
し
て
い
る
と
い
う
こ

と

が
で

き
る
。

『

法

華

経

』

の

安

楽

行

品

（
ｓ
ｕ
ｋ
ｈ
ａ
-ｖ
ｉ
ｈ
ａ
ｒ
ａ
-ｐ
ａ
ｒ
ｉｖ
ａ
ｒ
ｔａ
ｈ
）

に

は

菩

薩

大

士

が

妙

法

を

弘

通

す

る

方

法

と

し

て

四

種

の

安

楽

行

が

説

か

れ

る

。

そ

の

中

に

は

国

王

・

大

臣

以

下

、

ア

ー

ジ

ー

ヴ

ィ

カ

派

・

ロ

ー

カ

ー

ヤ

タ

派

の

異

教

徒

と

の

親

近

や

、

女

人

や

破

戒

僧

と

の

交

際

や

、

顛

倒

せ

る

考

え

の

持

ち

主

た

ち

と

接

触

等

々

を

避

け

て

一

切

を

空

と

見

る

不

動

の

禅

定

心

を

保

つ

こ

と

が

正

し

い

あ

り

方

と

し

て

勧

め

ら

れ

て

い

る

。

（

 Ｓａ
ｃ
ｌｄ
ｈ
ａ
 ｒ
m

 ａｐ
ｕ

 ｎ
 ｄａ

 ｒ
ｉｋ

ａ
-

ｓ
ｕ
ｔ
ｒ
ａ
　
Ｘ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
,
　
２
１
～
２
２
.
）

『

般

若

経

』

の

空

思

想

を

基

盤

と

し

て

、

竜

樹

（
Ｎ
ａ
ｇ
ａ
ｒ
ｊｕ
ｎ
ａ
）

は
「

苦

」

な
る
も
の
が
勝
義
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。
一
切
諸
法
は
他
の

法
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
―
―
縁
起
生
―
―
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
は
無
自
性
―
―
空
―
―
で
あ
る
。
『
中
論
』
第
十
二
章
の
観
苦
品

は
苦
し
み

の
考
察

を
行

っ
て
、
苦

は
そ
れ
自

体
に
よ

っ
て
作
り
出

さ
れ
た
も

の
で
も

な
く
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て

作
り
出

さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
自

と

他
の
両
者

に
よ

っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で

も
な
く
、
ま
た
原
因

な
く
し
て

作
り
出

さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
こ

と
を
明

か
し
て

い
る
。
ま
た
苦
は
縁
起
生

の
も
の
で
あ

る
か
ら
こ
そ
修
行
に
よ
っ
て
こ

れ
を
断

ず
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
無
自
性
―
―
空
―
―
と
は
苦
に
つ
い
て
い
え
る

と
と
も
に
、
煩
悩
の
滅
尽
し
た
境
地
―
―
涅
槃
＝
楽
―
―
に
つ
い
て
も
い
う

こ

と
が
で
き

る
。
本
来

が
空
で
あ
る
な
ら

ば
煩
悩

の
存
在
も
煩
悩
の
断
滅

も

な

い
。
絶
対
の
楽
の
境
地
も
仏
教
で
は
望
み
え

な
い
こ

と
に
な
る
。
涅
槃

を

本
来
的

な
も
の

と
し
て
分
別
す
る
な
ら
ば
涅
槃

に
留

ま
る
こ
と
に
な
る
し
、

生
死

を
分
別
す

る
な
ら

ば
生
死
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
般
若
空
を

証
得
し
た
ひ
と
は
こ
の
い
ず
れ
と
も
分
別
す
る
こ
と

が
な
く
、
そ
の
い
ず
れ

に
も
住
す
る
こ
と
が
な
い
。
「
無
住
処
涅
槃
」
―
―
い
ず
こ
に
あ
ろ
う
と
も

涅

槃
は
存
す
る
、
要

は
そ
の
ひ
と
の
真
理
の
証
得
の
仕
方
な
り
姿
勢
に
係
わ

っ
て
い
る
―
―
と
い
う
考
え
か
た
が
空
思
想
を
基
盤
と
し
て
こ
こ
に
表
明
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
無
住
処
涅
槃
の
考
え
か
た
は
そ
の
後
の

大
乗
仏
教
―
―
密
教
か
ら
日
本
仏
教
に
至
る
ま
で
の
大
乗
仏
教
―
―
の
展
開

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
思
想
で
あ

る
。

初
期
仏
教
以
来
、
こ
の
世
は
無
常
で
あ
り
、
一
切
諸
法
は
苦
を
本
性
と
し
、

・

亅
楽厂

卜
るけおに想思教仏ドンイ

ｑ

ｙ

―



我
な
る
も
の
は
な
く

、す

べ
て

は
清
浄

な
ら
ず
と
し
て

、無
常

・
苦
・
無
我
・

不

浄

が
説

か
れ
た
。
そ
し
て

こ

れ

と
反
対
の
常
住
・
安
楽

・
大
我

・
清
浄

は
顛
倒
せ
る
誤
っ
た
考
え
と
し
て
斥
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
る
に
今
や
『
大

般
涅
槃
経
』

は
常
楽
我
浄
の
四
波
羅
蜜
を
仏
の
境
界
と
し
て
呈
示
す

る
よ
う

に
な
る
。
『
大
般
涅
槃
経
』
に
お

い

て

は
、
如
来
の
法
性
・
法
身

が
常
住
で

あ
り
、
最
高
の
安
楽
で
あ
り
、
大
我
で
あ
り
、
清
浄
で
あ

る
と
積
極
的
に
説

か
れ
る
に
い
た
る
。
そ
し
て
こ
の
大
涅
槃
な
る
仏
の
境
界
は
決
し
て
時
空
を

隔

て
た
遠
く
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
衆
生

が
自
ら
の
本
性

を
、
す
な
わ
ち

仏
性

を
、
自
覚
し
た
と
き
に
我
々
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
。

も
し
仏
性
を
見
て
よ
く
煩
悩
を
断
ず
れ
ば
是
れ
則
ち
名

づ
け
て
大
般
涅

槃
と
為

す
。
仏
性
を
見

る
を
以
て
の
故

に
名

づ
け
て
常
楽
我
浄
と
為
す

を
得
。
是
の
義

を
以
て
の
故
に
煩
悩
を
断
除
す

る
を
、
亦
称
し
て
大
般

涅
槃
と
為
す
を
得
。
（
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
二
十
三
）

こ
の
よ
う
に
仏
性
の
具
備

を
自
覚
し
た
と
き
、
そ
の
ひ
と
の
行
為
は
仏
の
行

為

そ
の
も
の
と
な

る
と
説
く

の
が
こ

の
経
の
立
場
で
あ
る
。
し

か
し
如
来
と

お
な
じ
常
住
法
身
・
常
楽
我
浄
に
あ

る
と
い
う
と
き
、
彼
に
は
如
来

に
適
わ

し
い
行

為

が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
『
大
般
涅
槃
経
』
は
迦
葉
菩
薩
の

問

い

に
対

し
て
如

来
の
得
た
長
寿
の
秘
密
を
説
い
て
、

も
し
長

寿
を
得

ん
と
欲
せ
ぱ
、
ま
さ
に
一
切
衆
生
を
護
念

し

て

、（
吾

が
）
子

に
対
す
る
想
い
に
同
じ
う
し
て
、
大
慈
・
大
悲
・
大
喜
・
大
捨

、

を
生
じ
、
不

殺
戒
を
授
け
、
善
法
を
教
修
せ
し
め
よ
。（
『
大
般
涅
槃
経
』

巻
三

と
述

べ
る
。
こ
こ
に
慈
・
悲
・
喜
・
捨

の
四

無
量
心
の
実
践

が
如
来
の
境
涯

に
入
ら

ん
と
す

る
も
の
の
当

然
の
行
為
と
し
て
説
か
れ
て
い

る
こ
と
は
注
目

す

べ
き
で
あ

る
。
殊

に
四
無
量
心
の
中

の
捨

（
ｕ
ｐ
ｅ
ｋ
ｓａ
）
は

、
自
ら
の

心
を

暗
く
沈

ん
だ
状
態
か
ら
も
病
的
に
興
奮
し

た
状
態

か
ら
も
引
き
離
し
て
、
平

等
で
平

安
な
状
態
に
す
る
禅
定
作
用
で
あ
り
、
こ

れ
を
修
し
て
一
切
衆
生

を

楽
に
赴

か
し
め
る
の

が
菩
薩
の
利
他
行
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

密

教

の

大

楽

思

想

密

教

は

愛

欲

肯

定

の

仏

教

で

あ

る
と

い

わ

れ

る
。

か

つ

て

人
間

存

在

の

苦

の
根

源

を

無
明

と

渇

愛

す

な

わ

ち
癡

と

貪

と

い

う

人
間

の

も

つ

根

源
的

性

向

―
―
惑
―
―
に
み
い
だ
し
、
こ
れ
を
遮
断
す
る
こ
と
を
説
い
た
仏
陀
の
教
え

は

、

大

乗

仏

教

の

空

の

思

想

を
経

過

す

る
こ

と

に

よ

っ
て

「

煩

悩

即
菩

提

」

「
理

趣

即

愛

染

」

を

説

く

密

教

の

即
身

の

思

想

へ
と
展

開

し

た

。
密

教

に

お

い

て

は

人
間

の

持

つ

生

へ
の

欲

求

が
肯

定

さ
れ

る
。

人
間

の

持

つ
、

さ

ま

ざ

ま

な

欲

望

、

情

感

、

歓

喜

、

忿

怒
、

喜

笑

が
肉

体

と

と

も

に

そ

の

ま
ま

に

認

め
ら

れ

る

。

密

教

の

大

楽

思

想

に

お
い

て

は

情

感

を

刺

激

す

る

あ
ら

ゆ

る
手

段

が
動

員

さ

れ

る

。

歌

、

舞
、

塗

香

、

華

鬘

、

灯

明

、

文

様

、
鈴

、

お
し

ゃ

べ
り

等

々
、

感

官

を

制
御

し
抑

制
す

る
こ

と

で

は

な

く

、
感

官

を
広

く

開

く

こ

と

に

よ

っ
て

、

意

楽

に

任

せ

て

（
ｙ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
-
ｉｃ
ｃ
ｈ
ａ
ｔａ
ｈ
）

行

動

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

道

は

達

成

さ

れ

る

。

こ
れ

は

速

疾

の

道

で

あ

り

、
易

行

道

で

あ

る

。

苦

行

に

よ

っ
て

も

制

感

に

よ

っ
て

も

猛

く
勤

苦
す

る

こ

と
に

よ

っ
て

も

悉
地
は
獲
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
す
べ
て
の



欲
望
の
享
受
を
も
っ
て
勤
め
る
も
の
に
悉
地
は
速
疾
に
成
就
さ
れ
る
。

（

ｄ
ｕ
ｓ
ｋ
ａ
ｒ
ａ

ｉ
ｒ
　
ｎ

ｉ
ｙ
ａ
ｍ

ａ

ｉ
ｓ

　
ｔ
ｉｖ

ｒ
ａ

ｉ
ｈ

　
ｓ
ｅ
ｖ
ｙ
ａ
ｍ

ａ
ｎ
ｏ

　
ｎ
ａ

　
ｓ

ｉ
ｄ
ｄ

ｈ
ｙ
ａ
ｔ
ｉ
／

ｓ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
-
ｋ
ａ
ｍ

ａ
-
ｕ

ｐ
ａ

ｂ
ｈ
ｏ
ｇ
ａ

ｉ
ｓ
　
ｔ
ｕ

　
ｓ
ｅ
ｖ
ａ
ｙ
a
m

ｓ

　
ｃ
ａ

　
ａ
ｓ
ｕ

　
ｓ

ｉｄ

ｄ
ｈ

ｙ
ａ

ｔ
ｉ
／

（

Ｇ

ｕ

ｈ
ｙ
ａ
ｓ
ａ

ｍ

ａ

ｊ
ａ
-
ｔ
 ａ
ｎ

ｔ
ｒ
ａ

　
ｐ
.
　
２
７
.
）

密

教

の

大

楽

の

中

に

繰

り

広

げ

ら

れ

る

、

五

つ

の

マ

、

す

な

わ

ち

酒

（
m
a
d
y
a
）
・
肉
（
m
a
m
s
a
）
・
魚
（
m
a
ｔ
ｓ
ｙ
ａ
）
　
・
油
で
揚
げ
た
菓
子
（
m
u
d
r
a
）

・
性
交
（
m
a
i
t
h
u
n
a
a
）
を
楽
し
む
と
か
、
金
剛
と
蓮
華
の
合
体
と
か
、
菩
提

心

を

精

液

と

解

す

る

と

か

、

以

上

の

よ

う

な

譬

喩

的

表

現

の

多

用

は

い

か

に

も

大

胆

で

あ

り

、

字

義

通

り

に

解

せ

ら

れ

る

と

き

肉

欲

礼

賛

の

享

楽

論

に

堕

す

る

危

険

が

存

し

た

。

ま

た

、

こ

の

性

的

象

徴

論

を

、

張

り

め

ぐ

ら

さ

れ

た

細
心
の
制
限
規
定
(
ｃ
f
.
　
H
e
ｖ
ａ
ｊ
ｒ
ａ
-
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
　
Ｉ
,
　
ｘ
ｉ
,
　
５
；
　
Ｉ
Ｉ

．

ｉ
ｖ
,
　
２
７
）
を
こ
と

さ

ら

に

無

視

し

て

、

故

意

に

卑

猥

な

形

で

解

釈

し

て

非

難

の

手

段

と

す

る

こ

と

が

他

派

に

よ

っ

て

用

い

ら

れ

た

こ

と

も

事

実

で

あ

る

。

仏

教

タ

ン

ト

リ

ス

ト

た

ち

は

か

か

る

危

険

を

冒

し

な

が

ら

も

敢

え

て

そ

の

大

胆

な

主

張

を

続

け

た

。

汝

に

よ

り

、

生

類

が

殺

害

さ

れ

虚

言

が

述

べ

ら

れ

る

べ

き

で

あ

る

。

汝

に

よ

り

、

与

え

ら

れ

ざ

る

も

の

が

奪

わ

れ

、

婦

女

を

犯

す

こ

と

す

ら

な

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

。

（

Ｇ
ｕ

ｈ
ｙ
ａ
ｓ
ａ
ｍ

ａ
ｊ
ａ
-
ｔ
ａ
ｎ

ｔ
ｒ
ａ

　ｐ
.
　
１
２
０
；
　
H
e

ｖ
ａ
ｊ
ｒ
ａ
-

ｔ
ａ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
　
Ｉ
Ｉ
，
　
ⅲ
，
　
２
９
～
３
０
.
）

善

男

子

よ

、

こ

れ

を

劣

れ

る

も

の

と

呼

ぶ

な

か

れ

、

嫌

悪

す

べ

き

も

の

と
呼
ぶ
な
か
れ
、
貪
愛
の
行
こ
そ
菩
薩
の
行
で
あ
り
、
最
上
の
行
で
あ

る
。
　
（
Ｇ
u
h
ｕ
ｙ
ａ
ｓ
a
m
a
ｊ
ａ
-
ｔ
ａ
ｊ
ｉ
ｔ
ｒ
ａ
　
ｐ
.
　
３
７
.
）

か
く
ま
で
し
て
表
明
し
よ
う
と
し
た
彼
等
の
宗
教
的
至
楽
の
境
と
は
な
に
か
・

貪

愛

の

行

を

追

求

し

て

到

達

さ

れ

る

大

楽

（
ｍ

ａ

ｈ
ａ
ｓ
ｕ

ｋ
ｈ
ａ

）

と

は

い

か

な

る

価

値

で

あ

る

か

。

彼

等

は

こ

れ

を

本

来

の

す

が

た

を

自

己

開

顕

せ

る

菩

提

心

（

ｂ
ｏ

ｄ
ｈ

ｉｃ

ｉ
ｔ
ｔ
ａ

）

と

し

て

示

し

て

い

る

。

か

の

一

切

智

智

は

悲

を

根

と

し

、

菩

提

心

を

因

と

し

、

方

便

を

究

竟

と

な

す

。

（
『

大

日

経

』
）

そ

の

時

に

お

い

て

は

、

始

め

な

く

、

終

わ

り

な

く

、

中

間

な

く

、

そ

こ

に

は

有

な

く

、

涅

槃

な

し

。

こ

れ

こ

そ

最

高

の

大

楽

で

あ

り

、

他

な

く
我
な
し
。
H
e
v
ａ
ｊ
ｒ
ａ
-
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
　
Ｉ
Ｉ
,
　
ｖ
，
　
６
８
.
）

無

始

に

し

て

無

終

、

寂

静

な

る

も

の

、

有

無

の

帰

滅

す

る

と

こ

ろ

、

自

在

な

る

も

の

、

空

と

悲

と

の

分

化

せ

ざ

る

も

の

、

こ

れ

を

菩

提

心

と

説
か
れ
た
り
。
(
ａ
ｎ
ａ
ｄ
ｉ
-
ｎ
ｉ
ｄ
ｈ
ａ
ｎ
ａ
ｍ
　
ｓ
ａ
ｎ
ｔ
a
m
　
b
ｈ
ａ
ｖ
ａ
-
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
-
ｋ
ｓ
ａ
ｙ
a
m

ｖ
ｉ
b
h
ｕ
m
/
ｓ
ｕ
ｎ
ｙ
ａ
ｔ
ａ
-
ｋ
ａ
ｒ
ｕ
ｎ
ａ
-
ａ
ｂ
ｈ
ｉ
ｎ
ｎ
ａ
ｍ
　
ｂ
ｏ
ｄ
ｈ
ｉ
ｃ
ｉ
ｔ
ｔ
a
m
　
ｉ
ｔ
ｉ
　
ｓ
m
r
ｔ
a
m
.

G
ｕ
ｈ
ｙ
ａ
ｓ
ａ
ｍ
ａ
ｊ
ａ
-
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
　
ｐ
.
　
１
６
３
.
)

貪

愛

を

対

象

化

し

、

こ

れ

を

退

治

棄

捨

し

よ

う

と

勤

め

る

と

き

人

間

本

来

の

も

の

を

損

な

う

こ

と

に

な

ら

な

い

か

。

人

間

存

在

の

根

底

を

み

つ

め

る

と

き

、

そ

こ

に

ど

ろ

ど

ろ

と

し

た

未

分

の

も

の

、

「

生

」

。
ま

た

は

「

欲

」

と

し

か

呼

び

よ

う

の

な

い

も

の

が

意

識

さ

れ

る

。

密

教

は

こ

れ

を

積

極

的

に

活

動

さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

大

欲

・

大

楽

・

大

愛

へ

と

昇

華

せ

し

め

よ

う

と

す

る

。

だ

か

ら

と

い

っ

て

密

教

が

大

楽

に

泥

ん

で

享

楽

的

で

了

っ

て

よ

い

と

い

う

の

で

は
な
い
・
自
ら
の
心
が
菩
提
心
の
展
開
に
他
な
ら
ず
、
自
ら
を
金
剛
薩
■
で

あ
る
と
自
覚
し
た
と
き
、
悲
（
k
a
r
u
n
a
）
の
行
為
が
湧
出
し
て
く
る
こ
と
は
、

ｊ楽Ｆるけおに想思教仏ドンイ
１９

″



浄
土
教
に

お
け
る
報
恩
行
と
し
て
の
利
他
行
の
実
践
や

、『
涅

槃

経
』
に
お

け
る
四

無
量

心
の
実

践
と
し
て
の
菩
薩
行
と
同
じ
で

あ
る
。
密
教

の
大
楽
思

想
に
も
本
来
の
宗
教
活
動
と
し
て
の
利
他
行
の
社
会
性
が
あ
る
こ
と
は
看
過

し
て
は

な
ら
な
い
要

素
で

あ
る
。

楽

と
は
快

を
味

わ
う
と
い
う
面
で

は
身

体
な
い
し
は
感
覚
の
問

題
に
留

ま

る
が
、

い
か
に
楽
を
見
極
め
る
か
、

楽
に
あ
る
も
の

が
い
か
に
行

為
す
る
か

と
い

う
点

で
は
き
わ
め
て

高
い
精
神

性
・
倫
理
性
を
も
つ
問
題
と
な
る
。

む

す

び

と

し

て

上
来

、
イ
ン
ド
・
仏
教
思
想
に
お
け
る
楽
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た

が
、

楽
は

苦
の
矛
盾
な
い
し
は
反
対
概
念
を
構
成
す

る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
か

な
ら
ず
し
も
対
極
を
な
す
も
の
で
も
な
い
。
苦
楽

の
問
題

は
局
部
的
な
苦
痛

感

ま
た
は
快
感
に
限
定

さ
れ
な
い
。
同

一
の
事
象
ま

た
は
感
覚

が
ひ
と
に
よ

っ
て
、
ま

た
は
同
一
人
物

に
お
い
て
も
情
況
に
よ

っ
て
、

苦
と
も
楽
と
も
受

け
取
ら

れ
る
こ

と
は
、
サ

デ
ィ
ズ
ム
の
よ

う
な
倒
錯
し
た
特
殊

な
場
合
に
限

ら
れ

る
も

の
で

は
な
く
母
親

の
己

が
子

に
た
い
す

る
場

合
を
み
て

も
明
ら

か

で
あ

る
。
ま
た
過
去
の
事

象
は
当

時
苦

と
感

じ
ら
れ
た
も
の
が
記

憶
さ
れ
想

起

さ
れ
て

現
在
は
か
け

が
え

も
な
く
楽

な
る
も
の
と
し
て

受
け
取

ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
要

す
る
に
、
苦
楽
の
問
題

は
こ
れ
を
受
け
取

る
側
の
人
間

の
主

体

性

が
大
い
に
関
わ

っ
て
く
る
。

苦

が
単
に
感
覚
的
苦
痛

を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
無
明
と

‘同

じ
く
存
在
論

的
内
容
を
持
つ
と
き
、
衆
生
の
楽
を
め
ざ
し
て
報
恩
行
・
四
無
量
心
・
悲
の

利

他

行

の

修

習

を

行

う

仏

教

者

の

あ

り

か

た

は

、

苦

楽

へ

の

主

体

的

参

与

の

し

か

た

と

し

て

の

意

義

を

持

つ

も

の

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

で

き

よ

う

。

仏
教
が
苦
受
・
楽
受
と
並
べ
て
不
苦
不
楽
受
を
立
て
た
こ
と
は
、
こ
れ
を

菩
薩
の
修
道
論
の
ｔ
ｅ
ｒ
m
に
換
言
す
る
な
ら
ば
捨
（
ｕ
ｐ
ｅ
ｋ
ｓ
ａ
）
で
あ
り
、
涅

槃

論

の

ｔ
ｅ
ｒ
m

に

換

言

す

る

な

ら

ば

無

住

処

涅

槃

と

い

う

こ

と

が

で

き

よ

う

が

、

こ

れ

は

替

え

る

な

ら

ば

苦

楽

を

両

端

に

下

げ

た

天

秤

の

柄

を

無

限

に

長

く

し

た

に

等

し

く

、

苦

か

ら

も

楽

か

ら

も

そ

れ

ぞ

れ

の

意

味

を

奪

い

去

る

も

の

で

あ

る

と

同

時

に

、

苦

楽

を

超

え

た

も

の

の

実

現

を

目

指

す

も

の

で

あ

っ

た

。
（

―

）
　

本

研

究

は

中

村

元

「

苦

の

問

題

」
、

『

仏

教

思

想

５
　

苦

』

（

平

楽

寺

書

店

、

昭

和
四
十
五
年
）
所
収
、
1
～
9
3
頁
に
も
と
づ
き
、
そ
の
方
法
に
従
っ
て
楽
の
問

題

を

考

究

し

た

も

の

で

あ

る

。

（
２
）
　
『
辻
直
四
郎
著
作
集
』
第
一
巻
　
ヴ
ェ
ー
ダ
学
Ⅰ
（
法
蔵
館
、
昭
和
四
十
六

年
）
8
9
頁
訳
に
よ
る
。

（
３
）
　
藤
田
宏
達
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
五
年
）
4
4
4

頁

：

　
４
４
６

頁

：
　
４

５
３

頁

訳

に

よ

る

。

（

４

）
　

Ｓ
ｅ

ｅ

　

Ｋ

ａ
ｒ

ｌ
　

Ｄ

ｕ

ｎ

ｃ

ｋ
ｅ

ｒ

：
　
"

Ｏ

ｎ

　
Ｐ

ｌｅ

ａ
ｓ
ｕ

ｒ

ｅ

，
　

Ｅ

ｍ

ｏ

ｔ
ｉ
ｏ

ｎ

，
　
ａ

ｎ

ｄ

　

Ｓ

ｔ
ｒ

ｉｖ
-

ｉｎ

ｇ
"

，
　
ｉｎ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｙ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｐ

ｈ
ｅ

ｎ

ｏ

ｍ

ｅ
ｎ

ｏ

ｌｏ
ｇ

ｉ
ｃ
ａ

ｌ
　

Ｒ

ｅ
ｓ
ｅ

ａ

ｒ
ｃ

ｈ

，
　

Ｖ

ｏ

ｌ
．

１
（
1
9
4
0
）

，
　
ｐ

ｐ

．
　

３
９

１
-

４
３

０

；
　
Ｔ

ｅ
ｒ
ｅ

ｎ

ｃ

ｅ

　
Ｐ
ｅ

ｎ

ｅ

ｌ
ｈ

ｕ
m

：

　
"

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｌ

ｏ

ｇ

ｉｃ

　
ｏ

ｆ

Ｐ

ｌｅ

ａ

ｓ
ｕ

ｒ
ｅ
"

。
　
ｉ
ｎ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｙ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｐ

ｈ
ｅ

ｎ

ｏ

ｍ

ｅ
ｎ

ｏ

ｌｏ
ｇ

ｉ
ｃ
ａ

ｌ
　

Ｒ

ｅ
ｓ
ｅ
ａ

ｒ
ｃ

ｈ

，

Ｖ

ｏ

ｌ
．
　

１
７

　（

１
９
５

７

）
，
　
ｐ
ｐ

．
　
４

８
８
-

５

０

３

．

（
か
わ
さ
き
・
し
ん
じ
ょ
う
、
イ
ン
ド
哲
学
・
仏
教
学
、

筑

波

大

学

教

授

）
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