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仏
教
の
存
在
を
知
っ
た
当
初
、
西
欧
人
は
ま
ず
ヨ
ー
ガ
や
集

団
催
眠
、
身
体
統
御
の
技
術
な
ど
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
一

方
、
十
九
世
紀
末
以
来
、
学
者
た
ち
が
関
心
を
示
し
た
の
は
仏

教
哲
学
で
し
た
。
二
十
世
紀
中
葉
に
至
る
と
、
仏
教
は
精
神
分

析
家
た
ち
の
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
領
域
を
結
び

つ
け
た
先
駆
者
の
一
人
が
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
で
す
。
な
ぜ

イ
ン
ド
的
な
心
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
法
に
特
別
な
関
心
を
抱
く
の

か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
フ
ロ
ム
は
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
ま
す
。「
我
々
が
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
は
、

人
間
に
と
っ
て
如
何
と
も
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
こ

の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
識
そ
の
も
の
が

人
生
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
」（１
）。
不
快
な
瞬
間
を
可

能
な
限
り
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て
、
人
は
様
々
な
教
え
に
救
い
の

道
を
求
め
ま
す
。
仏
教
は
、
不
死
の
獲
得
を
約
束
す
る
教
説
に

見
え
た
の
で
す
。

　

仏
教
の
三
蔵
の
う
ち
、
最
初
期
に
お
い
て
最
も
よ
く
知
ら
れ

た
の
は
、
第
二
の
部
分
す
な
わ
ち
経
で
し
た（２
）。
そ
れ
は
本
来
、

口
頭
で
説
か
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
、
哲
学
的
教
義
を
述
べ
る

典
籍
で
す
。
経
に
説
か
れ
る
思
想
そ
の
も
の
は
、
古
代
イ
ン
ド

の
全
て
の
教
説
と
共
通
の
も
の
で
す
。
文
字
に
記
さ
れ
た
仏
教
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経
典
は
、
最
古
の
も
の
で
も
、
紀
元
前
一
千
年
紀
の
終
わ
り
頃

を
遡
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

紀
元
前
一
世
紀
以
来
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
最
も
人
気
を

博
し
た
経
典
は
一
貫
し
て
法
華
経
で
し
た
。
こ
の
論
文
で
は
、

カ
シ
ュ
ガ
ル
本
（
厳
密
に
言
え
ば
、
コ
ー
タ
ン
本（３
））
に
も
と
づ
い

て
引
用
し
ま
す
。
何
よ
り
も
ま
ず
疑
問
に
思
う
の
は
、
な
ぜ
法

華
経
は
そ
ん
な
に
長
き
に
わ
た
っ
て
人
気
が
あ
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

法
華
経
の
冒
頭
、
ブ
ッ
ダ
は
多
く
の
衆
生
に
囲
ま
れ
て
坐
し

て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
彼
の
弟
子
、
菩
薩
、
神
々
、
東
西

南
北
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
者
、
そ
の
他
の
一
切
衆
生
が
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
ブ
ッ
ダ
は
「
甚じ
ん
じ
ん深
未み

ぞ

う
曾
有
の
法
」
を
説
き
ま
す
。
こ

の
法
は
理
解
し
が
た
い
た
め
、
ブ
ッ
ダ
は
、
人
々
が
成
長
し
、

彼
ら
の
本
来
の
目
的
が
、
こ
の
う
え
な
い
悟
り
（
阿あ

耨の
く

多た

ら羅
三さ
ん

藐み
ゃ
く

三さ
ん

菩ぼ

提だ
い

）
を
獲
得
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
涅
槃
の
境
地
を
得

る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
ま
で
待
っ
て
い
た
の
で
す
。
涅

槃
へ
の
道
は
長
く
困
難
な
も
の
で
す
。
そ
れ
故
、
我
々
は
ブ
ッ

ダ
に
し
た
が
い
、
そ
の
教
え
の
展
開
に
含
ま
れ
る
幾
つ
か
の
点

に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
こ
れ
ま
で

学
者
た
ち
が
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
で
す
。

　

ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
導
か
れ
た
人
々
（
そ
の
中
に
は
最
初
の
弟
子

た
ち
も
い
ま
す
）
は
、ブ
ッ
ダ
の
最
初
の
説
法
を
聞
き
（
そ
れ
故
、

声
聞
と
称
さ
れ
ま
す
）、
四
聖
諦
と
八
正
道
を
学
び
ま
し
た
。
こ

れ
ら
は
阿
羅
漢
へ
と
至
る
道
で
あ
り
、
涅
槃
を
獲
得
す
る
道
で

し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
全
て
は
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
中
に
見
事
に
描

か
れ
て
い
ま
す
。
法
華
経
の
第
二
章
（
方
便
品
）
で
、
ブ
ッ
ダ

は
声
聞
た
ち
の
心
が
次
第
に
成
長
し
て
い
く
様
子
を
示
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
は
、
弟
子
た
ち
に
よ
る
善
行
の
数
々
が
列
挙
さ

れ
て
い
ま
す
。
説
法
は
決
し
て
無
駄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
は
、
豊
穣
な
大
地
に
信
仰
の
種
子
を
播ま

い
た
の
で
し

た
。

　

第
十
六
章
（
寿
量
品
）
で
、
ブ
ッ
ダ
は
「
如
来
の
秘
密
」
を

語
り
、
自
ら
の
真
実
の
境
地
を
示
し
ま
す
。

　
「
一
切
世
間
の
天
・
人
は
、
…
…
皆
な
今
の
釈
迦
牟
尼
仏
は

釈
氏
の
宮
を
出
で
て
、
伽が

や耶
城
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
道
場

に
坐
し
て
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
た
ま
え
り
と
謂お
も

え

り
。
然し
か

る
に
、
善
男
子
よ
。
我
れ
は
実
に
成
仏
し
て
よ
り
已こ
の

来か
た

、
無
量
無
辺
百
千
万
億
那な

ゆ

た
由
他
劫こ
う

な
り
。
…
…
是
れ
よ
り
こ
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の
か
た
、
我
れ
は
常
に
此こ

の
娑
婆
世
界
に
在
っ
て
、
説
法
教
化

す
」

　

声
聞
た
ち
の
仏
教
理
解
が
深
ま
る
に
つ
れ
、
自
分
た
ち
の
目

の
前
に
い
る
ブ
ッ
ダ
こ
そ
が
、
彼
ら
を
蘇
生
さ
せ
、
涅
槃
へ
と

導
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
実
感
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
彼
ら
の
中
に
は
、
ブ
ッ
ダ
が
い
つ
の
日
か
彼
ら
の
も
と

を
去
り
、
涅
槃
に
入
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
、
心
か
ら

憂
う
る
者
も
い
ま
し
た
。
ブ
ッ
ダ
の
近
く
に
い
な
が
ら
、
ブ
ッ

ダ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
も
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
ブ
ッ

ダ
は
既
に
去
り
、
涅
槃
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
者
も
い

ま
し
た
。
ブ
ッ
ダ
に
は
、
こ
う
し
た
こ
と
全
て
は
、
信
仰
心
な

ど
様
々
な
能
力
の
「
利り

鈍ど
ん

」
に
よ
る
の
だ
と
分
か
っ
て
い
ま
し

た
。
彼
は
仏
眼
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
を
見
抜
き
、
す
で
に
信
仰

を
得
た
も
の
を
導
く
た
め
種
々
の
手
立
て
を
用
い
た
の
で
す
。

　

経
典
で
は
し
ば
し
ば
弟
子
た
ち
が
如
何
に
尊
貴
で
あ
る
か
を

説
き
ま
す
。
第
二
十
章
（
常
不
軽
菩
薩
品
）
で
ブ
ッ
ダ
は
、
常

不
軽
菩
薩
（「
決
し
て
軽
蔑
し
な
い
」
と
称
さ
れ
る
菩
薩
）
に
つ
い

て
語
り
ま
す
。
何
処
で
あ
れ
、
誰
で
あ
れ
、
こ
の
菩
薩
は
出
会

っ
た
人
々
全
て
に
礼
拝
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
す
。「
私

は
あ
な
た
が
た
を
尊
敬
し
、
決
し
て
軽
蔑
し
た
り
い
た
し
ま
せ

ん
。
何
故
な
ら
、
あ
な
た
が
た
は
皆
、
菩
薩
の
道
を
歩
み
、
仏

に
な
る
か
ら
で
す
」。
彼
は
馬
鹿
に
さ
れ
、棒
で
打
た
れ
た
り
、

石
を
投
げ
つ
け
ら
れ
た
り
し
ま
し
た
が
、
彼
は
そ
の
場
か
ら
逃

げ
出
し
て
は
、
再
び
大
声
で
繰
り
返
す
の
で
す
。「
私
は
あ
な

た
が
た
を
軽
蔑
し
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら
、
あ
な
た
が
た
は
皆
、

仏
に
な
る
か
ら
で
す
」

　

仏
教
の
伝
統
で
は
、
全
て
の
人
は
仏
の
要
素
を
持
っ
て
お

り
、
こ
の
小
さ
な
芽
は
遅
か
れ
早
か
れ
実
を
つ
け
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
極
貧
で
、苦
境
を
か
こ
つ
、不
幸
な
人
で
あ
っ
て
も
、

仏
の
教
え
に
耳
を
傾
け
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
時
間
が
か
か
る
に
し

て
も
、い
ず
れ
仏
に
な
る
の
で
す
。
阿あ

闍じ
ゃ

世せ

王
や
提だ
い

婆ば

達だ
っ

多た

は
、

何
度
も
ブ
ッ
ダ
を
殺
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、
彼
ら
で
す
ら
、
他

の
人
よ
り
時
間
は
か
か
る
に
せ
よ
、
必
ず
仏
に
な
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
教
え
が
、
人
々
を
魅
了
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。

　

法
華
経
の
中
で
、
ブ
ッ
ダ
は
弟
子
た
ち
が
徐
々
に
成
長
す
る

こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
初
め
て
説
法
を
聞
い
た
時
、
彼
等
は
完

全
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
が
苦
を
も
た
ら
す
の
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か
？　

苦
を
取
り
除
く
方
法
は
あ
る
の
か
？　

ブ
ッ
ダ
の
答
え

は
「
然
り
」
で
し
た
。「
苦
を
除
く
方
法
は
あ
る
」。
で
は
、
そ

れ
は
何
な
の
か
？　

八
正
道
が
そ
れ
な
の
か
？　

賢
い
弟
子
た

ち
に
は
そ
の
意
味
が
分
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
他
の
弟
子
た

ち
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
池
田
大
作
Ｓ
Ｇ
Ｉ
（
創
価
学

会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
会
長
の
書
か
れ
た
本
の
中
に
は
、
師
匠

で
あ
る
戸
田
城
聖
先
生
の
も
と
で
法
華
経
を
学
び
始
め
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
は
世
界
的
に
有
名
で
あ

り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
ア
ジ
ア
の
ほ
と
ん
ど
の
国
に
支
部
を

有
し
て
い
ま
す
。

　

我
々
は
、
こ
こ
で
、
法
華
経
の
第
二
章
（
方
便
品
）
に
見
ら

れ
る
仏
教
思
想
、
と
り
わ
け
三
乗
説
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
の
伝
統
説
で
は
、
最
初
の
段
階
の
説
法

で
生
み
出
さ
れ
た
弟
子
た
ち
を
「
第
一
の
乗
り
物
」
な
い
し
は

「
声
し
ょ
う

聞も
ん

乗
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
仏
滅
後
、
次
の
ブ
ッ
ダ
が
生

ま
れ
る
ま
で
の
、
無
仏
の
世
に
、
自
ら
の
力
で
仏
説
を
理
解
で

き
る
人
々
が
出
現
し
ま
す
。
こ
う
い
う
人
は
極
め
て
少
数
で
す

が
、
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
の
伝
統
説
で

は
、こ
の
よ
う
な
仕
方
で
涅
槃
を
獲
得
す
る
こ
と
を
「
独ど
っ
か
く覚
乗
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
最
後
に
、
全
て
の
人
々
が
自
ら
の
不
幸
を

実
感
し
、
不
幸
を
脱
す
る
た
め
の
方
法
を
学
ぶ
時
が
来
ま
す
。

こ
の
時
、
ブ
ッ
ダ
は
菩
薩
の
手
を
借
り
て
こ
の
不
幸
な
人
々
を

救
お
う
と
決
心
す
る
の
で
す
。
菩
薩
と
は
、
釈
尊
の
弟
子
た
ち

の
う
ち
、
無
上
正
等
覚
（
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
）
の
境
地
に
達

し
、
も
は
や
涅
槃
に
入
る
ば
か
り
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
者
の

こ
と
で
す
。
菩
薩
は
自
身
の
救
済
を
犠
牲
に
し
て
、
独
力
で
は

「
彼
岸
に
わ
た
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
不
幸
な
人
々
を
助
け
よ

う
と
す
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
菩
薩
の
助
け
を
得
て
彼
岸
へ

と
わ
た
る
人
々
は
、
第
三
の
乗
り
物
に
乗
り
ま
す
。
す
な
わ
ち

大
乗
で
す
。
結
果
的
に
、
三
種
類
の
仏
教
信
者
は
、
涅
槃
へ
と

到
る
三
種
類
の
異
な
っ
た
方
法
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
。

「
乗
」
と
は
「
智
慧
の
レ
ベ
ル
」

　

疑
問
な
の
は
、な
ぜ
、こ
の
涅
槃
へ
と
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
に
、

「
乗
り
物
（yāna

）」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
の
文
脈
の
中
で
は
、「
乗
り
物
」
は
「
彼
岸
へ
と
到
る
」

方
法
を
示
す
定
型
的
な
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
一
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方
、「
彼
岸
」
す
な
わ
ち
涅
槃
は
、
万
人
に
と
っ
て
同
じ
も
の

で
す
。
三
乗
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
な
ら
、〝
そ
れ
ぞ
れ
の「
乗
」

の
名
称
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
涅
槃
に
至
る
有
資
格

者
は
、
そ
の
心
の
発
達
の
程
度
に
応
じ
て
区
別
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
〞
と
の
結
論
に
達
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
突
如
と

し
て
、
ブ
ッ
ダ
は
法
華
経
の
中
で
次
の
よ
う
に
宣
言
し
ま
す
。

〝
三
乗
は
存
在
し
な
い
。
全
て
の
人
に
救
済
を
も
た
ら
す
唯
一

の
「
乗
」
が
あ
る
だ
け
だ
。
そ
れ
こ
そ
「
仏
乗
（Buddhayāna

）」

で
あ
る
〞
と
。

　

ブ
ッ
ダ
は
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
父
で
あ
り
、
全
て
の
生
死
の
苦

し
み
か
ら
救
い
、
救
済
へ
と
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
彼
だ
け

で
す
。
中
国
の
学
僧
・
法
雲
は
『
法
華
義
記
』（
大
正
蔵

三
三
・
五
九
二
〜
五
九
三
頁
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述

べ
て
い
ま
す
。

　
〝
一
乗
と
は
「
仏
乗
」
で
あ
る
。
二
乗
と
は
「
声
聞
乗
」
と
「
縁

覚
乗
」
で
あ
る
。
三
乗
は
、
上
に
述
べ
た
二
乗
に
「
菩
薩
乗
」

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
乗
は
第
四
の
乗
、
す
な
わ

ち
一
乗
に
対
比
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
比
が
な
さ
れ
る
の
は

何
故
か
と
言
え
ば
、
か
つ
て
ブ
ッ
ダ
は
、
衆
生
の
機
根
に
応
じ

て
「
三
乗
」
を
説
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
「
一
時
的
な
教

え
」（
方
便
智
・
権
智
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
今
や
、
釈
尊
の
教

え
に
よ
っ
て
、
人
々
は
自
ら
を
純
金
で
で
き
た
像
（
真
金
之
像
）

の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。言
い
換
え
る
な
ら
、「
唯
一
の
教
え（
教

一
）、
唯
一
の
道
理
（
理
一
）、
唯
一
の
機
根
（
機
一
）、
唯
一
の

衆
生
（
人
一
）
が
あ
る
の
み
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〞

　

こ
こ
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
ま
す
。「
ど
う

し
て
衆
生
の
機
根
を
示
す
の
に
『
乗
』
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る

の
か
？
」。
こ
の
問
題
を
最
初
に
提
起
し
た
の
は
、
辛
島
静
志

氏
の
論
文
（
４
）で
す
。
彼
が
証
明
し
た
の
は
、
法
華
写
本
の
中
で
も

筆
写
年
代
の
古
い
断
片
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
な
く
、
中

期
イ
ン
ド
語
に
属
す
る
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
（
５
）で
書
か
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
法
華
経
が
最
初
に
筆
写
さ
れ
た
の
は
マ
ガ
ダ

国
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
仮
説
（
こ
の
仮
説
は
、
リ
ュ
ー
ダ
ー

ス（６
）を
は
じ
め
多
数
の
学
者
に
支
持
さ
れ
て
い
ま
す
）
を
受
け
入
れ
る

な
ら
、
こ
の
経
典
は
マ
ガ
ダ
語
で
最
初
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
写
本
に
よ
れ
ば
、
こ
の
経
典
は
マ

ガ
ダ
語
で
は
な
く
、
混
淆
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
書
か
れ
て
い
る

の
で
す
。
そ
の
た
め
、
写
経
者
は
〝Buddhajñāna

（
仏
智
）〞
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を〝Buddhayāna

（
仏
乗
）〞に
置
き
換
え
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、「
乗
」
は
「
智
慧
の
レ
ベ
ル
」
や
「
精

神
的
発
達
の
レ
ベ
ル
」
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

辛
島
氏
は
研
究
を
進
め
、
多
く
の
仏
教
典
籍
の
中
に
、

jñāna

とyāna
が
置
き
換
え
ら
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
箇
所

を
発
見
し
ま
し
た（７
）。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
そ
う
で

す
。「
若
有
衆
生
、
従
仏
世
尊
聞
法
信
受
、
勤
修
精
進
、
求
一

切
智
（sarvajñajñāna

）、
仏
智
（buddhajñāna

）、
自
然
智

（svayam
bhujñāna

）、
無
師
智
（anācāryaka jñāna

）、（
中
略
）

是
名
大
乗
（m

ahāyāna; O
. tathāgatayāna

）、菩
薩
求
此
乗
故
、

名
為
摩
訶
薩
（
８
）」

仏
教
の
「
精
神
的
技
法
」
の
有
効
性

　

法
華
経
が
示
す
も
う
一
つ
の
基
本
的
思
想
は
重
要
で
す
。
弟

子
た
ち
に
向
け
て
、
ブ
ッ
ダ
は
自
身
が
、
力
・
無む

所し
ょ

畏い

・
禅
定
・

解げ

脱だ
つ

三さ
ん
ま
い昧
を
獲
得
し
、
未
曽
有
の
法
を
成
就
し
て
い
る
こ
と
を

告
げ
ま
す
。
実
践
的
技
法
の
面
か
ら
言
え
ば
、
禅
定
と
三
昧
と

い
う
二
つ
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
瞑
想
は
ブ
ッ
ダ
の
思
想
を
精
神

分
析
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
す
。
禅
定
（dhyāna

）
は
、
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
、二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す（９
）。
一
つ
は
、

生
存
の
状
態
で
あ
り
、も
う
一
つ
は
、精
神
集
中
の
状
態
で
す
。

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
（
世
親
）
は
、
禅
定
（
静
慮
）
を
「
善
性
の

心
で
あ
り
、
単
一
の
対
象
へ
の
集
中
で
あ
る
」
と
か
「
善
性
の

心
が
専
一
で
あ
る
状
態
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
善
性

の
心
が
専
一
で
あ
る
状
態
」
の
本
質
は
、
集
中
す
な
わ
ち
三
昧

（sam
ādhi

、
三
摩
地
）
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
集
中
は
単
一
の
対

象
に
対
し
て
起
こ
る
精
神
現
象
で
す
。
こ
の
場
合
の
禅
定
は
、

深
い
集
中
の
中
で
立
ち
現
れ
る
精
神
的
対
象
を
表
象
す
る
こ

と
、す
な
わ
ち
、あ
り
の
ま
ま
の
真
実
と
合
致
し
た
知
覚
で
す
。

dhyāna

と
い
う
語
はdhyai

と
い
う
語
根
か
ら
派
生
し
た
も
の

で
す
が
、
こ
の
語
根
は
「
集
中
し
て
考
え
る
」
の
意
味
で
す
。

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
集
中
し
て
考
え
る
こ
と
は
智
慧
に
他
な

ら
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

西
暦
紀
元
前
後
よ
り
、
脳
内
現
象
の
展
開
過
程
は
仏
教
徒
の

興
味
の
対
象
で
し
た
。
法
華
経
で
は
、
三
種
類
の
三
昧
を
説
い

て
い
ま
す
。
ど
ん
な
時
で
も
、ブ
ッ
ダ
は
説
法
を
始
め
る
前
に
、

三
昧
の
状
態
に
入
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
空
」
を
対
象
と
す

る
瞑
想
の
も
と
で
、
説
法
を
始
め
る
の
で
す
。
こ
の
「
空
」
と
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は
何
か
？　

こ
れ
は
知
覚
の
過
程
、
す
な
わ
ち
脳
の
働
き
そ
の

も
の
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
世
界
は
心
が
作
り
出
し
た
も
の
で

あ
り
、実
在
す
る
も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。「
個
々
の
事
物（
ダ

ル
マ
、
法
）」
は
「
固
有
の
本
性
」
を
有
し
て
い
ま
せ
ん
。
つ
い

に
は
、
全
て
の
対
象
へ
の
「
束
縛
」
は
消
え
う
せ
る
の
で
す
。

　

Ｖ
・
Ｇ
・
ル
イ
セ
ン
コ
に
よ
れ
ば
、
仏
教
の
瞑
想
は
「
バ
ラ

モ
ン
や
出
家
修
行
者
の
ヨ
ー
ガ
の
伝
統
に
も
と
づ
い
て
い
る
」

と
の
こ
と
で
す（10
）。

法
華
経
に
お
い
て
は
、「
瞑
想
」
と
い
う
語

は
二
つ
の
異
な
っ
た
意
味
を
有
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
精
神

集
中
の
実
践
（bhāvanā

）
で
す
。
そ
れ
は
、
初
め
は
美
し
い
も

の
に
心
を
向
け
、
次
第
に
卑
俗
な
も
の
へ
と
下
降
し
て
い
き
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
回
の
瞑
想
の
間
に
、
人
は
脳
の
中

で
「
一
生
を
生
き
る
」
の
で
す
。
こ
れ
は
心
を
す
っ
き
り
と
さ

せ
、
認
識
の
地
平
を
広
げ
、
精
神
的
・
肉
体
的
向
上
を
も
た
ら

し
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
自
体
が
、
精
神
分
析
が
仏
教
の
精
神

的
実
践
に
起
源
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
法
華
経
の

重
要
さ
は
、
単
に
全
て
の
仏
教
徒
の
必
読
書
で
あ
る
と
い
う
に

と
ど
ま
ら
ず
、
脳
機
能
に
ま
つ
わ
る
錯さ
く
そ
う綜
し
た
諸
問
題
を
学
ぶ

上
で
の
出
発
点
と
な
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
今
日
で
も
、
こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
法
華
経
の
正
当
な
位
置
づ
け
は
な
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
伝
統
的
に
、
仏
教
を
「
信
仰
も
神
も
な

い
」
宗
教
と
見
な
し
て
き
ま
し
た
。
た
し
か
に
ブ
ッ
ダ
は
神
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
方
で
、
寺
院
に
安
置
さ
れ
た
仏

像
は
、
神
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
祈
り
の

対
象
で
し
た
。
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
（
舎
利
）
が
埋
葬
さ
れ
た
場
所

に
は
、
礼
拝
の
場
が
作
ら
れ
、
宝
石
や
花
で
飾
ら
れ
、
香
が
焚た

か
れ
ま
し
た
。
一
言
で
言
え
ば
、
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
た
の
で

す
。
仏
像
を
寺
院
に
安
置
す
る
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
の
伝
統
と
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
一

方
、
釈
尊
以
前
に
無
数
の
ブ
ッ
ダ
が
い
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、

法
華
経
の
中
で
は
「
無
量
の
時
間
の
後
に
は
、
全
て
の
人
が
仏

に
な
る
」
と
説
か
れ
ま
す
。
こ
の
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ど
こ

に
も
仏
教
と
類
比
で
き
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

神
な
き
信
仰
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か

し
、
仏
の
説
い
た
教
え
は
多
く
の
人
々
の
信
仰
を
獲
得
し
ま
し

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
ア
メ
リ
カ
で
、
バ
ル
ト
諸
国
で
、
そ
し

て
、
ロ
シ
ア
で
、
仏
教
信
者
は
増
え
続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
東
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洋
の
哲
学
と
、
そ
れ
を
記
す
経
典
が
、
解
決
の
糸
口
を
与
え
て

く
れ
る
の
は
、
中
年
期
の
精
神
的
危
機
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
青
年
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
も
克
服
す
る
チ
ャ
ン
ス
が

得
ら
れ
ま
す
。
東
洋
の
精
神
技
法
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
と
っ

て
も
有
効
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
頻ひ
ん
ぱ
ん繁
に

そ
れ
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
精
神
分
析
の
道
は
哲
学
に
よ
っ
て

舗
装
さ
れ
ま
し
た
。

　

サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
学
派
は
、
こ
の
潮
流
に
決
し
て
遅

れ
を
と
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
Ｆ
・
Ｉ
・
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
ー
イ（11
）に

よ

っ
て
創
始
さ
れ
た
、
こ
の
学
派
は
今
も
大
き
な
成
果
を
出
し
続

け
て
い
ま
す
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
書
い

た
『
倶
舎
論
（
ア
ビ
ダ
ル
マ
コ
ー
シ
ャ
・
バ
ー
シ
ュ
ヤ
）』
は
大
部

な
も
の
で
す
が
、
そ
の
翻
訳
も
完
成
し
ま
し
た
。
日
本
の
研
究

者
や
哲
学
者
と
の
実
り
多
い
関
係
も
築
か
れ
ま
し
た
。
仏
教
団

体
で
あ
る
創
価
学
会
と
、
そ
の
指
導
者
で
あ
る
池
田
大
作
Ｓ
Ｇ

Ｉ
会
長
は
、
文
化
と
学
術
の
発
展
に
多
大
の
貢
献
を
な
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
文
化
研
究
と
政
治
研
究
は
強
力

な
推
進
力
を
得
て
き
た
の
で
す
。

　

注（
１
）From

m
, Erich, M

an for H
im

self. 1947.C
hapter 

Ⅲ-1 -b .

（
２
）（
訳
注
）
一
般
に
「
三
蔵
」
は
経
・
律
・
論
の
順
番
で
あ
る
が
、

三
学
で
あ
る
戒
・
定
・
慧
と
関
連
づ
け
る
時
は
、
戒
が
律
、
定

が
経
、慧
が
論
に
対
応
す
る
。
こ
こ
で
は
、後
者
の
立
場
か
ら
、

経
を
「
第
二
の
部
分
」
と
呼
ん
で
い
る
。

（
３
）（
訳
注
）
い
わ
ゆ
る
「
ペ
ト
ロ
フ
ス
キ
ー
本
（
中
央
ア
ジ
ア
本
）」

の
こ
と
。
カ
シ
ュ
ガ
ル
駐
在
の
ロ
シ
ア
総
領
事
ペ
ト
ロ
フ
ス
キ

ー
（
一
八
三
七
〜
一
九
○
八
）
が
入
手
し
た
も
の
だ
が
、
実
際

に
出
土
し
た
の
は
ホ
ー
タ
ン
近
辺
と
さ
れ
て
い
る
。
南
条
文
雄

と
ケ
ル
ン
に
よ
る
梵
文
法
華
経
校
訂
出
版
に
際
し
て
は
、
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
ヘ
ル
ン
レ
収
集
の
断
片
を
利
用
し
た

た
め
、
Ｏ
．
と
い
う
略
称
で
記
さ
れ
る
。

（ 

４
）K

arashim
a, Seishi, “W

ho C
om

posed the Lotus Sutra?  : 
A

ntagonism
 betw

een w
ilderness and village m

onks.” Annual 
Report of The International Research Institute for Advanced 
Buddhology at Soka U

niversity for the Academ
ic Year 2000. 

Tokyo: Soka U
niversity, 2001.171-173.

（
５
）（
訳
注
）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
が
、
厳
密
な
文
法
規
定
に
し
た
が

う
正
統
的
な
イ
ン
ド
の
言
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
同
系
統
に

属
し
な
が
ら
音
韻
な
ど
の
面
で
差
異
を
示
す
言
語
を
一
括
し
て

プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
と
称
す
る
。
後
述
の
「
混
淆
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
」
は
、
部
分
的
に
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
の
特
徴
を
示
す
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
の
こ
と
。

（
６
）（
訳
注
）
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
リ
ュ
ー
ダ
ー
ス
（
一
八
六
九
〜
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一
九
四
三
）。
ド
イ
ツ
の
イ
ン
ド
学
者
。

（ 
７
）K

arashim
a, Seishi, “Som

e features of the language of the 
Saddharm

apun. d. arīkasūtra.”   Indo-Iranian Journal  44: 
2001. 207-230.

（
８
）  Ibid.216.
（
訳
注
）K

ern &
 N

anjio pp.80-81. 

羅
什
訳
「
譬
喩

品
」（
創
価
学
会
版
『
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』
一
七
七
頁
）。

　
　

 

Ｏ
．（
中
央
ア
ジ
ア
本
）
の
該
当
箇
所
は Toda, H

irofum
i ed., 

Saddharm
apun. d. arīkasūtra : C

entral Asian M
unuscripts 

Rom
anized Text. Tokushim

a : K
yoiku Shuppan C

enter, 1983. 
45

（87b-7

）.

（
９
）（
訳
注
）
以
下
の
記
述
は
『
倶
舎
論
』
に
基
づ
い
て
い
る
。
玄

奘
訳
の
該
当
箇
所
は
以
下
の
と
お
り
。「
論
曰
。
一
切
功
徳
多

依
静
慮
。
故
応
先
辯
静
慮
差
別
。
此
総
有
四
種
。
謂
初
二
三
四
。

四
各
有
二
。
謂
定
及
生
。
生
静
慮
体
世
品
已
説
。
謂
第
四
八
。

前
三
各
三
。
定
静
慮
体
総
而
言
之
是
善
性
摂
心
一
境
性
。
以
善

等
持
為
自
性
故
。
若
并
助
伴
五
蘊
為
性
。
何
名
一
境
性
。
謂
專

一
所
縁
。
若
爾
即
心
専
一
境
位
。
依
之
建
立
三
摩
地
名
不
応
別

有
余
心
所
法
。
別
法
令
心
於
一
境
転
名
三
摩
地
非
体
即
心
。
豈

不
諸
心
刹
滅
故
皆
一
境
転
。
何
用
等
持
。
若
謂
令
心
於
第
二
念

不
散
乱
故
須
有
等
持
。
則
於
相
応
等
持
無
用
。
又
由
此
故
三
摩

地
成
。
寧
不
即
由
斯
心
於
一
境
転
。
又
三
摩
地
是
大
地
法
。
応

一
切
心
皆
一
境
転
。
不
爾
。
余
品
等
持
劣
故
。
有
余
師
説
。
即

心
一
境
相
続
転
時
名
三
摩
地
。
契
経
説
此
為
増
上
心
学
故
。
心

清
浄
最
勝
即
四
静
慮
故
。
依
何
義
故
立
静
慮
名
。
由
此
寂
静
能

審
慮
故
。
審
慮
即
是
実
了
知
義
。
如
説
心
在
定
能
如
実
了
知
。

審
慮
義
中
置
地
界
故
。
此
宗
審
慮
以
慧
為
体
。
若
爾
諸
等
持
皆

応
名
静
慮
。
不
爾
。
唯
勝
方
立
此
名
。
如
世
間
言
発
名
日
非
蛍

燭
等
亦
得
日
名
。
静
慮
如
何
獨
名
為
勝
。
諸
等
持
内
唯
此
摂
支
。

止
観
均
行
最
能
審
慮
。
得
現
法
楽
住
及
楽
通
行
名
。
故
此
等
持

独
名
静
慮
」（
大
正
蔵
二
九
・
一
四
五
上
〜
下
）。

（
10
）В

.Г
.Л

ы
с
е
н
к
о

, “ Р
а
н
н
я
я
 б

у
д
д
и
й
с
к
а
я
 ф

и
л
о
с
о
ф
и
я

.”  
М

., 
И

з
д

а
т

е
л

ь
с

к
а

я
 
ф

и
р

м
а

. 
В

о
с

т
о

ч
н

а
я
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у
р
а
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А
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（
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ル
イ
セ
ン
コ
「
初
期
の
仏
教
哲
学
」）

（
11
）（
訳
注
）ロ
シ
ア
・
ソ
連
の
仏
教
学
者（
一
八
六
六
〜
一
九
四
二
）。

仏
教
全
般
に
わ
た
る
体
系
的
研
究
で
重
き
を
な
す
。
日
本
で
は

「
チ
ェ
ル
バ
ツ
キ
ー
」「
シ
チ
ェ
ル
バ
ト
ス
コ
イ
」
な
ど
と
も
表

記
さ
れ
て
い
る
。

　

（
Ｍ
・
Ｉ
・ 

ヴ
ォ
ロ
ビ
ヨ
ワ
＝
デ
シ
ャ
ト
フ
ス
カ
ヤ
／

ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
古
文
書
研
究
所
研
究
員

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
出
席
せ
ず
、
本
論
文
は
代
読
さ
れ
た
）

（
訳
・
ま
え
が
わ　

け
ん
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）


