
ら

は
仏
陀
。は
、
十

二
縁
起
説
で
云
う
無
明
、
渇
愛

の
滅
を
な
し
と

げ
た
生
存
を
な
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
出
来

る
。

又

こ
の
十

二
縁
起
は
四
諦
を
内
含
し
て
い
る
故
に
仏
教
真
理
を
具
珥
ざ

せ
る
た
め
の
八
聖
遭
実
践

の
要
求
が
積
極
的
に
な
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
即
ち
八
聖
道
実
践
を

一
口
で
云
う
な
ら
ば
、
法

の
認
識
を
意

味

す
る
と
思
う
。
又
そ
れ
が
理
想
と
し
て
の
解
説
を
現
実

の
生
活

の
上

に
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す

る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如

き

解
説
は
、
心
身

の
調
和
を
得
た
二
辺
を
嵯
れ
た
中
道
で
あ
つ
て

正

し
い
世
界
観
、
人
世
観
を
確
立
せ
し
め
た
人
間
生
存
を
云
う
の

で
あ
る
。

「
普

賢
菩

薩

行

頗
,讃

の
研
究

」村

下

奎

全

行
願
讃

に
は
幸

に
し
て
ネ

パ
ー
ル
伝
そ
の
他
の
梵
本
と
共
に
、

八
〇
六
年
空
海

に
よ

つ
て
請
来
き
れ
、
江
戸
時
代
慈
雲
尊
者
が
こ

れ
を
研
究
解
説
し
た
日
本
伝
本
も
あ
り
、
そ
の
近
代

の
最
初
の
研

究

は
我
が
渡
辺
海
旭
ド
ク
ト

ル
を
以
て
始
ま
る
。
渡
辺
氏
は
ド
イ

ツ

の
ス
ト
ラ
ス
ブ

ル
グ
大
学
留
学
中
、
本
讃
の
総
合
的
な
研
究
を

行

な

い

ロ
イ

マ

ン
博

士

の

ド

イ

ッ

訳

を
付

し

N

D
:
e

B
h
a
,‐

d
r
a
c
a
r
i
,

e
i
n
e

p
r
o
b
e

b
u
d
d
h
i
s
t
i
�
c
h
‐

r
e
l
i
　
i
�
s
e
r

L
y
r
i
k

,

u
n
t
e
r
s
u
c
h
t

u
n
d

H
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n

と

題

し

て

幽
九

一
二
年

ラ

イ

プ

テ

イ

ヒ

か

ら

出

版

し

た

。

而

し

残

念

な

こ
と

に

、

こ

の
書

は

現

在

で
は

希

観

書

に

属

し

て

容

易

に
見

る

こ

と

が

で
き

な

い

。

不

充

分

な
も

の

で
は

あ

る

が

私

の
本

論
巧

に
副

論
文

と

し

て

対

照

本

を

提

出

し

た

の

は

こ

の
間

の
事

情

に

よ

る

の

で

あ

る
。

行

願

讃

は

梵

文

の

他

に

チ

ベ

ツ

ト

訳

h
p
h
　
s

p
a

b
N
a
n

p
o

s
p
y
o
d

p
a
h

s
m
i
n

!
a
m

g
y
�

r
g
y
a
!

p
o

漢

訳

五

本

が

あ

り

、

更

に
ヴ

イ

グ

ル
、

西

夏

、

コ
ー

ダ

ン
、

蒙

古

語

訳

等

が

あ

る

。

そ

し

て

砕
W
諮
屏
株
β
㊥
壗

の

砂
尸
屏
の
体
1

t
,s
a
m
a
c
�
a
y
a

中

に

は

そ

の

第

五

五

、

五
六

の

両

偈

が

引

用

さ

れ

て
お

り

、

楽

邦

文

類

に
も

引

用

が

あ

る

の

で
あ

る

。

以

て

い

か

に

本

讃

が
広

く

行

な

わ

れ

た

か

を

思

う

べ
し

で
あ

る

。

渡

辺

氏

の

後

を

受

け

て
故

泉

芳

環

教

授

は

本

讃

の

研

究

に

意

を

注

い

だ

が

そ

れ

は

幾

多

の
論

文

と

し

て
公

表

さ

れ

て

お

り

中

に
英
.,,,,

T
h
e

H
y
m
n

o
n

t
h
e

L
i
f
o

a
n
d

V
o
w

s

o
f

S
a
m
a
n
‐

t
a
b
h
a
d
r
a

,

w
i
t
h

t
h
e

S
h
t

T
e
x
t
,
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B
h
a
d
r
a
c
a
r
i
p
r
a
n
i
d
h
a
n
a

が

あ

る
。

こ

の
梵

本

か

ら

の
正

確

な

訳

に

対

し

て

こ

れ

を

理

想

的

に

追

求

し

て
訳

し

た
も

の

に

ベ

ア
ト

リ

ス
鈴

木

+K
-<
6

T
h
e

V
o
w
s

o
f

S
a
m
a
n

‐

t
a
b
h
a
e
r
a

　
T
h
e

I
m

p
r
e
s
s
i
o
n
s

o
f

M
a
h
a
y
a
n
a

B
u
d
d
h
i
s
m

所

収

)
が

あ

る

。

夫
人

は

普

賢

行

願

こ

そ

大

乗

菩

薩

道

の
面

目

で
あ

る

と

言

う

立

場

に

於

て

マ

ハ

ト

マ

・
ガ

ン

デ

イ

や

シ

ユ
ヴ

ア

イ

ツ

ア

i
博

士

を

見

出

し

た

。

彼

女

は

彼

等

こ
そ

b
o
d
h
i
s
a
t
t
v
a

だ

と

言

つ

て

い

る

。

行

願

讃

は

成

立

史

的

に
追

求

し

て
み

る

と

普

賢

菩

薩

と

言

う

個

人

の
行

願

な

ど

で

は

な

く

、

大

乗

の
菩

薩

道

を

普

賢

行

・と

し

て
打

出

し

た

人

々

の

人
生

の

理

想

で
あ

つ
た

こ

と

が

わ

か

る
。

そ

こ

に

は

般

若

、

華

厳

、

浄

土

の

大

乗

仏

教

の

エ

レ

メ

ン
ト

が

共

に

含

ま

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

し

て

最

も

重

要

な

こ
と

は

唐

の

般

若

の

訳

し

た

四

十

巻

本

の

.華

厳

経

入

法

界

品

の

最

後

に

そ

れ

迄

別

行

し

て

い

た

行

願

讃

が

あ

た

か

も

一
経

の
結

論

の
如

く

に
結

合

さ

れ

た

こ
と

で

あ

る

。

現

存

す

る

入

法

界

品

の
梵

本

で
あ

る

G
a
n
d
a
v
y
�
h
a

の

中

に

も

亦

チ

ベ

ツ
ト

の
華

厳

経

の

同
品

の
μ
○
昌

も
○
の

σ
村
σq
図
P
つ

も
ρ

の
中

に
も

共
た

そ

の
結

合

さ

れ

た

形

で

入

つ

て

い

る
。

そ

し

て

こ

の
時

に

長

行

の
部

分

が

頌

の
前

に

付

加

え

ら

れ

て

わ

ゆ

る
普

賢

の
十

大

願

が

完

成

し

た

の

で
あ

る

。

そ

れ

は

0

礼

敬

諸

仏

、

O

祢

讃

如

来

、

⇔

広

修

供

養

、

⑳

懺

悔

業
・障

、

㈲

随

喜

功

徳

、

幽
W
請

転

法

輪

㈹

請

仏

住

世

、

㈹

常

随

仏

学

、

㈹

恒

順

衆
生

、
ω

普

皆

回

向

が

こ
れ

で

あ

る

。

ど

う

し

て
本

讃

が

あ

の
仏

教

の

ビ

ル

ド

ウ

ン
グ

ス

ロ
;

ロ

ン
と

し

て
有

名

な

入

法

界

品

に
結

合

さ

れ

た

か

は

容

易

に

結

論

し

得

な

い

が

少

く

と

も

入
法

界

品

自

身

の

思

想

の
中

に

そ

の

必

然

性

が

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ
う

考

え

て
入

法

界

品

を

検

討

し

て

み

る

と

例

え

ば

第

一
の
善

知

識

で

あ

る
文

殊

が
善

財

童

子

に

い

よ

い

よ

五

十

三

人

の
善

知

識

を

求

め

て
南

行

せ

よ

と

勧

発

す

る

重

要

な
偈

の

中

に
次

の
如

く

言

わ

れ

る

の

で
あ

る

。

y
e

b
o
d
h
i
s
a
t
t
v
�

s
u
d
r
i
d
h
a

a
k
h
i
n
n
a
:m
a
‐

の

ほ

コ

n
a
s
a
h

s
a
u
i
s
a
.r
i

t
e

c
a
r
i
./

s
a
m
a
n
t
a
b
h
‐

p
母

91
臣

冨

g

畧

①

巷

醇

9ー
鴇

d
91
ぽ

9
G・
p
£

創
8・

h
i

//
3
//

C}
a
n
d
.
p
5
7
!
1
7
-　
1
8

若

し
菩

薩

あ

り

て

こ

の
生

死

の
中

に
於

て
心

厭

わ

ざ

れ

ば

必

ず

普

賢
行

を

得

て
自

由

無

凝

な

る

べ
し

。

　
a
c
i
t
a
v
y
a

h
a
!
p
a
s
�

　
a
r
a

a
n
a
n
t
a
m
a
d
h
y
a

a
,　
e
s
a
k
s
e
t
r
e
s
n
/

p
a
r
i
p
n
n
i
t
a
v
y
a

　

　

る

p
r
a
n

i
d
h
i

e
a
m
a
n

t
a
b
h

a
d
r
a
c
a
r
　
a
y
a
m

°

◎
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%

9
%

C#
a
n
d

p
5
8
1
3
～

叔

.

.

無

辺

な

る

一
切

国

土

の
劫

海

に

行

ず

べ
し

い

み

じ

き

普

賢

の
行

願

を

成

満

す

べ
し

。

こ

れ

に

よ

つ

て

あ

の
善

財

童

子

の
求

道

は

、

た

ゴ

一
つ
の

目

的

即

ち

普

賢

行

を

行

願

す

る

こ

と

に

か

丶

つ

て

い

る

こ
と

に

気

づ

く

の

で

あ

る

。

行

願

讃

の
結

合

さ

れ

た

の

は

ご

く

自

然

の

こ
と

で

あ

ろ

う

。
そ

し

て

こ

の
行

願

讃

の
立

場
を

最

も

代

表

す

る

行

願

は

何

で
あ

る

か

を

考

え

る

な

ら

ば

そ

れ

は

常

随

仏

学

と

恒

順

衆

生

に

し

ば

ら

れ
・る

。

そ

の

他

の

行

願

は

智

度

論

や
大

乗

の
悔

過

経

類

に

も
語

ら

れ

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

つ

て
、

本

願

独

自

の

立

場

で

は

な

い
。

こ

の

二

つ

の
行

願

こ

そ

は

一
方

に

如

来

の
悲

願

を

受

け

つ
ぎ

(
仏

学

と

は

こ
.の

こ

と

以

外

に

な

い

)
他

方

に

こ

れ

を

衆

生

に
分

ち

与

え

る

立
場

く
行

と

は

本

来

的

に

そ

う

言

う

も

の

が

あ

る

)
が

示

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

ま

し

し

く

如

来

3
3
現

t
a
t
h
�
g
a
t
a

σ
P
㌫
9

P
計
熔
P
μ
団
P
d
①

の
根

源

に
参

加

す

る

こ

と

で

あ

る

が

故

に

如

来

の
寿

命

の
永

遠

性

に

よ

つ

て
普

賢

行

も

亦

無゚
久

で
あ

る

こ

と

が

約

策

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

　
エ
　
　

　

　
　

t
r
i
　
a
d
b
v
a
s
't
h
i
t
a
n
a
m

j
i
n
a
s
a
g
a
r
a
m

p
r
a
n
i
d
h
�
n
a
g
o
t
r
�
r
n
a
v
a
m

b
h
a
v
　

　
n
　

�
e

s
e
r
v
a
k
s
e
t
r
e
s
v
a
p
a
r
�
n

t
a
c
a
r
y
a
!

s
a
m
a
n
‐

t
a

b
h

,a
d

.r
�
n

n
e
y
e
s
a

t

e
s
�
m

//

1
7%

G

a
n
d

り

鰯

p
3
2
3
!
2
0
～

D
一

三

世

に
渡

る

仏

海

の
誓

願

橦

よ

り

生

れ

出

て

、

時

を

尽

し

て

努

む

る

は

、

こ
れ

ぞ
普

賢

の
行

と

な

り

。

s
a
t
t
v
a
c
a
r
i
xIl

a
n
u
v
a
r
t
a
y
a
m
a
n
o

b
o
d
h
�
c
a
‐

　

ワ

リ

r
i
m

p
a
r
p
n
r
a
y
a
m
a
n
a
h

.

b
h
a
d
r
a

c
a
r
i
m

c
a

p
r
a

b
h
�
v
a
y

a
m
　
,n
a
.h

c
a
r
v
i

a
n
�
g
a
,t
a
k
a
!
p
a

●

o
a
r
e
y
a
m

/
/

2
2
/
/

r
a
n
d

P
5
4
4
-]°

謡

マ

N
ぴ

　

　

衆
生

の

行

に
随

つ

て

、

覚

り

の
行

を

満

し

つ

丶
、

普

賢

行

を

究

一

め

て

ぞ

、

我

は

行

ぜ

ん

。

峙

そ

の
も

の

菓

て
る

ま

で
。
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