
闡

提

攷

水

谷

幸

正

「

問

題
の
所
在
。

二

原
語
的
名
義
の
整

理
。

三

思
想
史
的
背
景

の
系
譜
。

四

大
乗
涅
槃
経
に
お
け
る
諸
相

と
そ
の
意
義
。

五

宝
性
論
等
に
お
け
る
取
扱
。

六

結
語
。國

永

い
仏
教
の
歩
み
に
お
い
て
、
そ
れ
が
い
か
に
人
問
の
精
神
生
活
を
支
配
し
て
き
た
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
有
形
無
形
の
影
響
を
東
洋
丈
化

に

い
か
ほ
ど
与
え
て
き
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
仏
教
の
歴
史
的
効
用
の
尺
度
測
定
と
い
う

こ
と
が
現

在

の

仏

教

学
、
東
洋
学
の
勝
れ
た
成
果
と
な

っ
て
次
々
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
過
去
の
仏
教
の
極
め
て
偉
大
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
周
人
の
ひ
と

し
く
認
め
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
仏
教
は
哲
学
で
あ
り
、
思
想
で
あ
っ
て
、
文
化
学

一
般
を
網
羅
す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
い
う
ま

で
も
な
く
宗
教
そ
の
も

の
に
外
な
ら
な
い
。
宗
教
で
あ
る
か
ら
に
は
、
人
間
の
個
人
的
主
体
的
生
の
問
題
を
根
本
の
中
心
に
お
く
も
の
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
今

後

の
仏
教
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
道
し
る
べ
も
こ
の
基
本
的
路
線
の
上
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
過
去
の
仏
教
解

一

闡

提

攷

六
三



六
四

明

に
あ
た
っ
て
も
、
仏
教
文
化
と
か
仏
教
思
想
と
か
と
い
う
、
い
わ
ば

一
般
的
抽
象
的
な
学
問
研
究
の
領
域
か
ら
更

に

一
歩
つ
き
進
め
て
、

よ
り
具
象
的
な
人
間
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
宗
教
と
し
て
の
仏
教
を
受
容
し
仏
道

を
実
践
す
る
主
体
的
な
人
間
の
具
体
的
な
あ
り
方
、
あ

る

い
は
そ
れ
ら
の
人
々
の
生
活
状
況
の
基
盤
を
な
す
社
会
若
し
く
は
教
団

(
サ
ン
ガ
)
と
い
わ
れ
る
集
団
構
成
組
織

の
具
体
的
な
姿
が
如
何

よ
う
で
あ

っ
た
か
を
明
確
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
か
に
す
ぐ
れ
た
仏
教
の
教
法
が
解
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
に
基
い
て
実
践

す
る
人
々
の
側
も
同
時
に
明
か
さ
れ
な
く
て
は
仏
教
の
如
実
な
歩
み
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
し
、
ま
た
将
来

へ
の
課
題
も
語
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
思
想
そ
の
も
の
を
も
適
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
仏
教
思
想
史
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
て
い
る
諸
教
義
は
す
べ
て
か
か
る
観
点
か
ら
研
究
さ
れ
、
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
殆
ん
ど
は
仏
教
に
順
応
す
る
側
か
ら
、
言
い
か
え
れ
ば
仏
教
を
如
法
に
実
践
す
る
正
法
流
布
の
発
達

展
開
の
立
場
か
ら
観
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
然
そ
こ
に
内
包
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ア
ン
チ
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
非
仏
教
徒

(仏
教
を
否
定
し
、
仏

教

の
展
開
を
阻
碍
す
る
も
の
)
の
具
体
的
な
究
明
に
つ
い
て
は
詳
し
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
仏
教
の
歴
史
を
如
実

に
知
り
、
そ
の
思
想
を

正
し
く
理
解
せ
ん
が
為
に
は
ど
う
し
て
も
こ
の
面
を
な
お
ざ
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
一
闡
提
」
の
研
究
を
採
り
上
げ
た
第

一
の
意

義
が
こ
こ
に
あ
る
。

「
一
闡
提
」
と
は

H8
ゴ
き
鉱
訂

の
音
訳
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
「
断
善
根

・
信
不
具
足
・極
欲
・多
貪
」
な
ど
と
意
訳
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
仏
道
を
修
行
す
べ
き
善
根
が
な
く
、
無
信
心
で
あ
り
、
現
世

へ
の
欲
里
が
強
く
て
因
果
の
理
法
を
否
定
し
、
仏
法
を
謗
り
戒
律
を
破
る

い
わ
ば
極
悪
人
の
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
極
悪
人
が
仏
教
思
想
史
中
、

い
か
な
る
意
義
を
も

っ
て
登
場
し
て
く
る
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
仏
教
思
想
の
正
し
い
姿
を
反
顕
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
問
題
は
仏
教
展
開
の
ふ
し
ぶ
し
を
構
成
し
た

も

の
、
す
な
わ
ち
克
服
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
契
機
を
与
え
た

「
危
機
思
想
」
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
さ
き
に

「
大

0

乗

涅
槃
経
典
群
に
あ
ら
わ
れ
た
る
危
機
思
想
」

「
仏
教
に
お
け
る
危
機
意
識
の

一
考
察
」
に
お
い
て
詳
し
く
考
究
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

こ
で
論
じ
て
お
い
た
よ
う
に
、
大
乗
涅
槃
経
に
お
い
て
は
、
壊
法
無
道
者
の
代
表
と
し
て

「
一
闡
提
」
を
登
揚
せ
し

め
、
仏
教
的
人
間

(護



法
持
戒
此
丘
)
と
非
仏
教
的
人
間

(
一
闡
提
)
の
あ
り
よ
う
を
、
正
法
に
連
ら
な
る
べ
き
主
体
的
危
機
思
想
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
こ
の

危
機
思
想
の
決
定
的
な
断
面
は
、
具
体
的
な

コ

闡
提
」
と
い
う
人
間
を
さ
ら
に
深
く
堀
り
下
げ
て
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詳
し
く
示

現
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
に
攷
究
の
第
二
の
意
義
が
あ
る
。

仏
教
の
究
極
目
的
が

「
成
佛
」
に
あ
り
、
そ
の
理
論
的
根
拠
と
し
て

「
仏
性

・
如
来
蔵
」
説
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
で
は
こ
の
極
悪
人
た

る

一
闡
提
に
仏
性
が
有
る
か
、
無
い
か
が
極
め
て
重
要
な
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
鳩
摩
羅
什
門
下
の
竺
道
生

に
よ
っ
て
主
唱
さ
れ
て

以
来
、

「
闡
提
成
仏
」
が
術
語
化
さ
れ
周
知
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
思
想
中
に
お
い
て
は
特
に
仏
性
思
想
と
の
関
連
に
お
い
て
説
か
れ

て
い
る
揚
合
が
多
く
、

一
闡
提
と
は
仏
と
成
る
べ
き
資
格
の
無
い
者
.
す
な
わ
ち
無
性
有
情

(無
仏
性
者
、
無
種
姓
者
)
を
指
し
て
い
る
と

一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
無
性
の
闡
提
が
ど
う
し
て
成
仏
し
得
る
か
に
つ
い
て
は
、
道
生
以
来
多
く
の
仏
教
学
者
が
苦
心
し
て
論
証
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
中
国

・
日
本
の
仏
性
思
麓

開
の
中
心
課
題
が
こ
こ
に
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
樋

こ
れ
を
+
分
に
蟹

す
る
に
は
・

仏
教
原
理
と
し
て
の
仏
性

.
如
来
蔵

の
思
想
を
究
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

一
方
に
お
い
て
忽
そ
か
に
な
り
が
ち

で
あ

っ
た

コ

闡
提
」
に
つ
い
て
十
分
に
そ
の
内
容
が
究
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
攷
究
の
第
三
の
意
義
が
そ
こ
に
あ
る
。

さ
ら
に
思
想
史
的
に
み
る
と
き
、
そ
の
ほ
か
い
ろ
く

と
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
課
題
を
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
日

原
語
的
な
意
味
は
ど
う
か
。
目
い
か
な
る
経
典
や
論
書
に
お
い
て
術
語
化
し
て
く
る
の
か
。
国
元
来
い
か
な
る
も
の
を
指
し
て
呼
ん
だ
の
で

あ

る
か
、
ま
た
具
体
的
に
い
か
な
る
人
々
を
指
し
て
い
る
の
か
。
囲
彼
等
の
非
仏
教
的
活
動
の
実
態
は
い
か
よ
う
で
あ

っ
た
か
。
国
こ
う
い

う
問
題
が
採
り
上
げ
ら
れ
た
時
代
の
教
団
内
の
事
情
、
あ
る
い
は
当
時
の
社
会
相
を
何
ほ
ど
か
物
語

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
因
こ
れ
に

類
似
し
た
他
の
用
語
、
た
と
え
ば
魔
破
旬
と
か
五
逆
者
、
誹
謗
正
法
者
、
邪
定
聚
、
無
種
性
と
か
言
わ
れ
る
も
の
と
の
関
連
性
は
ど
う
か
。

勧
そ
こ
に
浄
土
教
的
契
機
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
な
ど
寔
に
重
要
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
す
で
に
学
者
に
よ
っ
て
か
か
る
問

題

に
あ
る
程
度
の
解
決
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
主
と
し
て
そ
の
原
語
的
意
味
お
よ
び
仏
性
思
想
と
の
関
連
と
い
う
点
に
究
明
の
メ
ス
が
加

え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
本
論
で
は
、

一
闡
提
の
思
想
史
的
意
義
を
体
系
的
に
論
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
上
の
問
題
を
順
次
解
き

一

闡

提

放

六
五



六
六

ほ
ぐ

し

て
ゆ

く

こ
と

を

期

求

す

る

も

の

で

あ

る
。

二

一
闡

提

が

H8
財
⇔
導
涛
⇔

の
音

訳

で
あ

る

こ
と

は

R
a
tn
a
g
o
tr
a

v
ib
h
a
gq
⇔

『
宝

性
論

』

や

L
a
n
k
a
v
a
鼠
ra

s
u
tr
a

『
入
楞

伽

経

』

に
よ

っ

て
確
め
る
こ
と
が
で
き
%

こ
S
Icch
an
tik
a
6
語
義
に
つ
い
て
は
荻
麋

棄

壁

に
よ
っ
て
詳
し
譱

述
さ
れ
て
お
り
、
把

た
仏
教
大
辞

彙

に
は
多
少
異
な
っ
寛

解
を
呈
出
し
て
い
碣
の
で
・
そ
れ
ら
を
靆

し
な
が
ら
そ
の
意
味
を
明
か
し
て
み
よ
う
。
荻
原
箪

に

よ

る

な

ば

、

こ

の
語

は
梵

語

よ

り

転
訛

し

た

と

こ
ろ

の

一
種

の
俗

語

で

あ

っ
て
、

梵

語

の

葺

ゴ
鋤
日

(
副

詞

)

「
か

く

て
、

か

く

の

ご

と

く
」

よ
り

生

じ

た
も

の

で
あ

る
。

ま

た

パ
ー

リ

語

itth
a
tta

(
抽

象

名

詞

)

「
か

く

の

ご

と

き
状

態

、

現

状

、

現

世

」

と

い
う

語

は
梵

語

の

葺

ず
⇔
日

に
抽

象

名

詞

の
後

接

字

宕
鋤

を

附
加

し

て
構

成

さ

れ

た
語

で
あ

る

itth
a
m
itv
a
,

it
th
a
tv
a

と

い
う

の

に
同

じ

い
と

論

じ

て

い
る

。

こ

の
梵

語

の

用

語

例

は
殆

ん

ど

見

当

ら

な

い
が

、

パ

ー

リ

語

文
献

に

は

か

の
有

名

な
釈

尊

得

証

の
文

と
し

て

k
h
in
a

ja
,ti
v
u
s
itam

b
ra
h
rn
a
car
iy
a
m

K
a
tam

K
ara
n
iy
a
m

n
a
p
a
ra
m

itth
a
tta
y
a
ti
p
a
ja
n
a
ti.

生
は
尽
き

た
。
梵
行

は
成
就
さ
れ

た
。
作

す
べ
き

こ
と

は
な
さ
れ
た
。
他

の
か
く
の
如
き
状
態

(
今
の
こ
の
世
と
同
じ
状
態
)

に
行
く

こ
と
は
な
い
。

我
生

己
尽

梵
行

已
立

所
作
己
作

自
知
不
受
後
有

　

の
文

が

ニ
カ

ー

ヤ
な

ど

の
諸

処

に
み

ら

れ

る

。

そ

の
意

味

す

る

と

こ
ろ

が

「
現
世

、

現

状

、

現

実

態

」

で

あ

る

こ

と

は

こ

の
文

よ

り

明

ら

か

で

あ

る
。

ま

た
語

の
構

成

よ

り

考

え

る

な

ら

ば

、

さ

き

の
梵

語

の
形

よ

り
推

し

て
ゆ

く

と
、

パ

ー

り
語

で

は

itth
a
tta

と
、

itth
a
n
ta

(itth
a
ヨ
ta
)

と

い
う

二
種

の
形

と

な

る

こ
と

が

で

き

る
。

こ

の
後

者

す

な

わ
ち

第

二
種

の
語

形

に
、

摂

属

を

示

め

す
形

容

詞

の
後

接

字

涛
鋤

を

加

え

れ
ば

、

itth
a
n
t
ik
a

と

変

形

す

る

。

さ

ら

に

こ
れ

が
他

の
俗

語

に
転

じ

て

①
8
冨

霽
涛
鋤

又

は

ic
c
h
a
n
tik
a

と
な

っ
た
も

の

で
あ

り

、

そ

れ
が

仏

教

梵

語

と

し

て
採

り

入

れ

ら

れ

て

い

っ
た

も

の

で

あ

ろ
う

。

そ

の
意

味

も

、

現

世

主

義

の
、

快

楽

主

義

の
、

此

の
状

態

を

可

と

す

る

と

こ

ろ

の
、

と

い
う

形

容

詞

と

な

り

、

さ

ら

に

転

じ

て
直

ち

に

名

詞

と

し

て
用

い
ら

れ

る

よ

う

に

な

っ
た

。

し

た

が

っ
て

一
闡

提

の
根

本



的

意

味

は
順

世

外

道

(L
o
k
a
y
a
ta
)

の

ご
と

き

、

か

く

あ

る

と
主

張

す

る

自
然

主

義

的

な

物

質

論

快

楽

主

義

者

、

現

世

主

義

者

を

指

す

も

の

で
あ

る

と
荻

原

博

士

は
主

張

す

る
。

し

か
し

、

こ

の
語

を

直

ち

に
梵

語

と

し

て
み

る

と

き

は

、
δ

(
希

求

す

る
、

欲

楽

す

る
)

と

い
う

動

詞

の
語

根

に

簿

又

は

餌
暮

の
現

在

分

詞

の
語

基

構

成

音

を

加

え

て

icc
h
a
n
t
と

な

し

、

こ
れ

に

ik
a

6
名

詞

構

成

音

を

附

加

し

て

ic
c
h
a
n
tik
a

と

な

っ
た

も

の

で

あ

る

か
、

あ

る

い

は

icc
h
a

(願

望
、

欲

望

、

望

求

)

と

い
う

名

詞

よ

り

造

形

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

と

な
す

こ

と
が

で
き

る
。

こ

の
揚

合

そ

の
本

来

の

意

味

は
願

望

す

る

人

、

欲

望

あ

る

人

、

と

い
う

こ
と

に

な

る
。

中

国

の
訳

経

者

は
概

ね

こ

の

よ
う

な

梵

語

と
し

て
解

釈

し

て

い
る

。

玄

応

音

0

義

に

「
言

一二

闡

底

柯

一
此

云

二
多

貪

一
謂

貪

二
楽
生

死

一
不

レ
求

二
出

離

一故

不

レ
信

ご
楽

正

法

こ

と
解

義

し

て

「
多

貪

」

と
翻

語

し

て

い

る

の
が

そ

れ

で

あ

る

。

因

み

に

ic
c
h
a
n
tik
a

の
音

訳

は

一
闡

提

の

ほ

か

に

一
闡

底

迦

、

一
闡

底

柯

、

一
顛

底

迦
、

一
闡

提

迦
を

当

て
、

略

し

て
闡

提

⑧

と

称

す

る

こ
と

は
周

知

の
と

こ

ろ

で
あ

る

が

、

多
貪

の
ほ

か

に

楽

欲
、

極

欲
、

大
貪

、

多

欲

と
訳

し

て

い

る
と

こ

ろ

に
、

8
0
ゲ
o
算
涛
①

の
本

⑨

義

を

推

す

こ
と

が

で
き

る

。

チ

ベ

ッ
ト

語

で

も

h
o
o
d
C
h
e
n

(p
a
,
p
o
)

(
甚

欲

、

大

欲

、

多

欲

の

も

の
)

と

訳

し

て

い

る

か

ら
中

国

的

理
解

と

通

ず

る

も

の

が

あ

る
。

更

に

こ

の

ぎ

匿

算
涛
p
を

断

善

根

、

断

善

法

、

信

不

具

足
、

焼

種

、

無
種

性

、

極

悪

な

ど

と

訳

し

て

い
る

の

は
、

彼

等

が

現

世

の
欲

楽

に
執

着

し

、

仏

道

に
背

反

す

る

行

為

に
貪

着

し

て

い

る

と

い
う

点

を

特

に

と
り

上

げ

て
義

訳

し

た
も

の

で
あ

ろ
う

。

大

0

乗

涅

槃

経

(
四
十

巻

本

)

巻

二
十

六

に

「
一
闡
提
輩
若
遇
二善

友
諸
仏
菩
薩

一聞
レ
説
二深
法
殉

及
以
不
・
遇
倶
不
レ
得
レ
離
二
一
闡
提
心
↓

何
以
故
。
断

一善
法

一故
。

善
男
子
。

一
闡
名
レ
信
。

提
名
二
不
具
↓

不
レ具
レ
信
故
名
二
一
闡
提
ゆ

仏
性
非
レ
信
衆
生
非
レ
具
、
以
二
不
具

一故
云
何
可
レ
断
。

一
闡
名

二善
方
便
↓
提
名

二不
具
↓
修
善
方
便
不
二
具
足

一

名
二
一
闡
提
適
仏
性
非
二
是
修
善
方
便
↓
衆
生
非
レ
具
以
二
不
具

一故
。
云
何
可
レ
断
。

一
闡
名
レ進
。
提
名
二
不
具
↓
進

不
レ
具
故
名
二
一
闡
提
↓
…
…
…

一
闡
名

レ
念
。
提
名
二
不
具

ハ
念
不
レ
具
故
名
二
一
闡
提
↓
…
…
…

一
闡
名
レ
定
。
提
名
二
不
具

ハ
定
不
レ
具
故
名
二
一
闡
提
殉
…
…
…

一
闡
名
レ
慧
、
提
名
二不
具

ハ
慧
不
レ

具
故
名
二
一
闡
挺
弔
…
…
…

一
闡
名
二無
常
善

ハ
提
名
二
不
具
ハ
以
二
無
常
善

一不
二具
足

一故
名
二
一
闡
提
↓

…
…
…
以
レ断

二生
得
諸
善
法

一故
名
二
一
闡
提

こ

と

説

い

て

い
る

の
は

、

い
か

に

も

非

イ

ン
ド

的

な

而

も
論

書

的
内

容

を

持

つ
も

の

で
あ

り

、

一
闡

提

の
意

訳

の

い
わ

ば

極

端

な
も

の

で
あ

ろ

一

闡

提

攷

六
七



六
八

う

が

、

し

か

し

仏

教

的
意

義

を
加

味

し

て

い

る

と

い
う

点

を

取

除

く

な

ら

ば

梵

語

と

し

て

S

is,

ic
ch
a

を

語
源

と

す

る

一
闡

提

の
意

味

を

⑬

十

二
分

に
含

ん

で

い

る

こ
と

を

察

し

得

る
。

し

か
も

、
L
a
n
k
a
v
a
ta
r
a
s
u
tra

に

は

T
a
tr
e
cc
h
a
n
tik
a
n
a

.ii
p
u
n
a
r
m
a
h
a
m
a
te

a
n
ic
c
h
a
n
tik
a
ta

m
o
k
se

k
en
a

p
ra
v
a
r
ta
te

⑫

と

あ
り

、

大

乗

入
楞

伽

経

の

相

当

漢

訳

に

は

七
巻

本

で

は

「
復
次
大
慧
、
此
中

一
闡
提
、
何
故
於
二
解
脱
中

一不
レ生

二欲
樂

ご

⑬

十

巻

本

で
は

「
大
慧
、

一
闡

提
者
無
涅
槃
性
、
何
以
故
、
於
二
解
脱
中

一不
レ生

二信

心
一不
レ
入
二
涅
槃

己

C　

四

巻

本

で
は

「
大
慈
、
彼

一
闡
提
非
二
一
闡
提
ハ
世
間
解
脱
誰
轉

。」

と

な

っ
て

い
る

。

こ

の
経

説

よ

り

勘

案

す

る

な

ら

ば

'

a
n
icc
h
a
n
tik
a
ta

が

、

七
巻

本

で

は

「
欲

楽

を

生

ぜ

ず

」

と

訳

さ

れ

て

お

り
、

十

巻

本

で

は
意

を

汲

み

取

っ
て

「
信

心

」

と

い
う

語

を

使

い
、

四

巻

本

で

は
た

だ

「
非

一
闡

提

」

と

な

っ

て

い
る

に
し

て

も

前

後

の

文
章

よ
り

す

る

な

ら

ば

、

こ

の
語

は
欲

楽

し

な

い
も

の

の
状

態

を

指

す

も

の

に
ほ

か

な

ら

な

い
。

し

た

が

っ
て

icc
h
a
n
t
ik
a

は

梵

語

is

よ

り

構

成

さ

れ⑮

た
用
語
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
、
こ
こ
の
梵
文
は
解
釈
し
得
な
い
N
あ
ろ
う
°
M
a
h
av
yu
tp
atti
に
甚
欲
と
か
大
欲
と
訳
し
て
い
る
よ
う
に
、

仏
教
梵
語
と
し
て
は
や
は
り
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
ほ
う
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
荻
原
博
士
の
見
解
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
、

こ
の
用
語
が
仏
教
教
団
内
で
術
語
化
さ
れ
た
時
代
の
イ

ン
ド

一
般
の
思
想
状
況
を
考
え
る
な
ら
ば
、
当
然
顧
み
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
提
言
で
あ
る
。
そ
こ
で
思
想
史
的
考
察
よ
り
す
る
意
義
は
と
も
か
く
と
し
て
、
先
づ
原
語
的
意
味
と
し
て
は
、

一
闡
提
と
は
現
世
の
快
楽

に
貪
著
す
る
も
の
と
定
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑯

な
お
、
窺
基
の

「
成
唯
識
論
掌
中
枢
要
」
巻
上
本
に

一
闡
提
迦
、
阿
闡
底
迦
、
阿
顛
底
迦
の
三
種
の
闡
提
を
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は

・

⑰

⑱

無
着
菩
薩
造
ど
い
う
玄
漢
訳
の

「
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

玄
応
音
義
に
よ
る
な
ら
ば
、

阿
闡
底
迦
と
は

「
此
云
ご



無

欲

一
謂

不

レ
楽

二
欲

涅
槃

一
…

…

…
不

レ
信

二
楽

正

法

一旧

言

二
阿

闡
提

一訳

云

二
随

意

作

一
也

」

と
解

し

、

阿

顛

底

迦

と

は

「
此

云

二
畢

竟

一
謂

畢

竟

⑲

無

レ
有

ご
善

心

一
也
」

と

釈

し

て

い
る
。

窺

基

も

「
枢

要

」

で

一
闡

底

迦

と

は
、

楽

欲

の
義

、

生

死

を

楽

う

が

故

に
、
と

釈

し

な

が

ら

、
阿

闡

底

迦

に

つ
い
て

は

、

こ
れ
不

楽
欲

の
義

、
涅

槃

を

楽

わ
ざ

る
が

故

に
、
と

云

い
、
阿
巓

底

迦

に

つ
い
て

は

、
名

づ
け

て
畢

竟
と

な

す

、
畢

竟

じ

て

涅

槃

の
性

な

き

が

故

に
、

と

釈

し

て

い
る

。

一
闡
提

を

中

心

と
す

る

こ
れ

ら

三
語

の
意

義

に

つ
い

て

は
次

節

で
触

れ

る

に
し

て
も

、

他

の

二

語

の
原

語

的

意

味

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か
。

阿

毘
達

磨

集

論

に

そ

の
用

語

が

み
ら

れ

、

し

か
も

音

訳

語

を

用

い

て

い

る
点

か
ら

し

て

、

中

国

製

で
な

い

こ
と

は
確

か

で
あ

る
。
両

語

と
も

あ

る

い
は
俗

語

、
俗

音

と

し

て

、
す

な

わ
ち

ic
c
h
a
n
tik
a

の
訛

音

と

し

て
、
類

似

用

語

的

に
術

語

化

さ

れ

て

い

っ
た
も

の

か
も

し

れ
な

い
。

阿

闡

底

迦

の
原

語

は

a
c
c
h
a
n
tik
a

若

し

く

は

a
n
icc
h
a
n
tik
a

で

あ

ろ
う

。

前

者

が

律

ゴ
o
ヨ
潔
く
Q
か

N

ら

構

成

さ

れ

る

a
it
th
a
m
tv
ik
a

6
訛

音

で

あ

る

と

い

い
、

あ

る

い
は

a
cc
h
a
n
d
ik
a

か

ら
転

じ

た

も

の
で

あ

ろ

う

か

な

ど

と

い
わ

れ

る

が
、

い
ず

れ

に
し

て
も

icc
h
a
n
tik
a
の

i
"
定

語

で
あ

る

こ
と

に

は
疑

を

容

れ

な

い
。

し

た

が

っ
て

、

「
欲

楽

せ

ず

」

と

い
う

意

味

は

正

し

い
、

と

い
え

よ
う

。

次

に
阿

顛

底

迦

は

a
ty
a
n
tik
a

の
音

訳

語

で

あ

る

と

み

る

な

ら

ば
、

a
ty
-a
n
ta

か
ら

作

ら

れ

る

「
不

変

の
、

究

極

ま

で
続

く

」

と

い
う

形

容

詞

で

あ

る

か

ら
、

「
畢

竟

の
義

」

と

い
う

意

味

も

ま

た
正

し

い
と

い
え

る
。

し

か

し

、

こ

の
語

も

ま

た

a
it
th
a
m

tv
ik
a

6
訛

音

の
相

違

に
依

る
も

の

で

は
な

い
か
と

も

考

え

ら

れ

る
が

、

そ

の
揚

合

に

は

「
畢

竟

じ

て
」

と

い
う
義

が
成

り

立

た

な

い
か

ら
、

確

実
な

根
拠

を

類

推

す

る

こ
と

は

で

き

な

い
。

と

も

か

く
、

↓
闡

提

が
類

似

用

語

を
派

生

し

つ

～
イ

ン
ド
仏

教

思

想

内

に
お

い

て
採

り

と

げ

ら

れ

て
お

つ

た

こ
と

、

し

か

も

多

種

多

様

の
意
義

が

そ

の
内

容

に
盛

ら

れ

て

い
た

た

め

で
あ

ろ
う

か
中

国

へ
の
伝

播

が

音

訳

語

を
主

に
し

て

い
た

こ
と

を

知

り

得

る

で
あ

ろ
う

。

三

結

論

か
ら

さ

き

に
云

う

な

ら

ば

「
一
闡
提

」

の

用

語

は

大
乗

涅
槃

経

に
お

い

て
正

式

に
と

り

あ

げ

ら

れ

、

喧

伝

さ

れ

て

い

っ
た

も

の
と

い

え

る

。

何

故

な

ら

ば

、

経

典

成

立

史

、

あ

る

い
は

仏

教

思

想

発

達

史

の
面

か

ら
考

察

し

て
大

乗

涅
槃

経

成

立

時
代

以

前

の
成

立

と
見

做

さ

れ

一

闡

提

攷

六
九



七
〇

て
い
る
経
典
論
書
に
そ
の
用
語
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に
こ
の
用
語
は
南
伝
系
統
の
経
論
に
は
全
く
見
出
し
得
な

い
。
し
た
が
っ
て

一
闡
提
思
想
出
現
の
基
般
皿を
、
北
伝
仏
教
の
、
し
か
も
大
乗
涅
槃
経
成
立
の
時
代
、
地
域
、
社
会
的
教
団
的
背
景
と
い
う

一
局
面
に
お
い
て
、
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
か

丶
る
用
語
が
表
面
化
し
、
そ
の
思
想
が
典
型
化
し

て
い
く
そ
の
背
後
に
は
、

永

い
思
想
史
的
展
開
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
当
然
顧
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
顧
慮
を
迹
づ
け
解
明
す
る
こ
と
に

よ

っ

て

こ

そ
、
は
じ
め
て

「
一
闡
提
」

の
名
義
を
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

釈
尊
在
世
時
代
の
提
;

(D
evad
atta
)
や
阿
闍
世

(と

91$
。・鋤
簿
q
)
あ
る
い
は
央
掘
魔
羅

(諺
渉
σq
ロ凝
ヨ
曁
⇔
)

な
ど
仏
道
に
背
反
す
る
悪
人

⑳

の
行
状
に
つ
い
て
は
伝
記
に
詳
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
就
中
、
提
婆
は
仏
に
逆
く
極
悪
者
の
代
表
的
資
格
を
備
え
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
と

こ
と
に
釈
尊
の
教
説
に
反
対
し
、
教
化
の
邪
魔
を
し
、
教
団
に
迫
害
を
加
え
た
と
い
う
仏
伝
中
に
お
け
る
提
婆
の
悪
玉
性
の
伝
記
的
意
義
、

史
実
的
考
証
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
既
に
根
本
教
団
に
お
い
て
ア
ン
チ
仏
教
徒
の
存
在
が
詳
し

く
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
単
に
思
想
上
の
対
立
と
か
、
人
間
の
心
の
迷

い
を
裹
現
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
、
具
体
的
な
人
間
の
仏
教
反
逆
の
行
為
を
語
る
も
の
と
し
て
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
釈
尊
入
滅
直
後

に
、
こ
れ
に
よ

っ
て
仏
の
教
誠
に
わ
づ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
放
逸
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
、
仏

教
非
難
の
暴
言
を
吐
い
て
、
い
わ
ゆ
る
第

一
結
集
開
催
の
直
後

の
原
因
を
な
さ
し
め
た
と
い
う
須
跋
陀
羅

(su
b
h
ad
ra.
拔
難
陀
と
も
い
う
)

の
言
行
も
、
仏
滅
後
の
原
始
教
団
に
お
け
る
最
初
の

(仏
教
の
側
か
ら
い
う
)
邪
悪
者
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
存
在
の
あ
つ
た
こ
と
を
看
過

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
原
始
教
典
や
律
典
に
よ
く
語
ら
れ
て
い
る
、
上
座
部
、
大
衆
部
の
根
本
分
裂
を
は
じ
め
諸

々
の
枝
末
分

裂
と
い
う
史
伝
の
モ
メ
ン
ト
を
与
え
て
い
る
諸
比
丘
の
活
躍
や
、
第
二
結
集
以
後
の
諸
結
集
と
い
う
物
語
に
よ
っ
て
残
さ
れ
て

い
る
初

期

教
団
内
の
対
立
乃
至
統

一
化
の
状
況
中
に
お
け
る
持
戒
や
破
戒
の
敍
述
、
あ
る
い
は
他
の
イ
ン
ド

一
般
諸
思
想
と

の
関
連
に
お
け
る
護
法
や

謗
法
の
記
述
な
ど
も
、

一
闡
提
思
想
に
つ
ら
な
る
も
の
と
し
て
挙
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
が
歴
史
的
事
実

　

で
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
諸
種
の
伝
記
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
な
ど
は
と
も
か
く
と
し
て
、
か
の

「
大
天
の
五
事
」
と
か



「
十
事
非
法
」
と
い
う
表
象
的
説
明
に
よ

つ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
史
伝
的
物
語
に
お
け
る
非
仏
教
的
存
在
者
の
言
行
が
、
教
説
と
の
関
連
に
お
い
て
当
然
反
省
さ
れ
て
く
る
。
す

な
わ
ち
仏
教
思
想
の
発
達
に
応
じ
て
思
想
が
体
系
化
さ
れ
教
理
が
組
織
化
さ
れ
る
に
し
た
が

っ
て
、
具
体
的
人
聞
を
抜
き
に
し
た
悪
行
、
悪

言

の
抽
象
化
が
な
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
経
論
の
諸
処
に
散
見
す
る

「
魔
」

の
思
想
に
注
目
し
た
い
。

魔
と
は

m
a
ra
の
音
訳

「
魔
羅
」
の
略
語
で
あ
ろ
う
が
、
い
わ
ゆ
る
悪
魔
の
こ
と
で
あ
り
、
リ
グ
ベ
ー
ダ
に
説
く
人
の
生
命
を
奪
う
死
の

　

神

で
あ
る
ヤ
マ

団
①目
◎

思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
と

い
う
三
界
思
想
の
組
織

N

の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
魔
天
、
魔
王
と
い
う
位
置
づ
け
を
得
る
に
い
た
つ
て
い
る
。
こ
れ
が
釈
尊
の
伝
記
中
に
も
採
用

さ
れ
て
登
場
し
て
い
る
。
か
の
仏
陀
成
道
時
に
お
け
る

「
降
魔
」
の
説
話
は
有
名
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
成
道
の
時
に
魔
王

破
旬
が
欲
妃
、
悦
彼
、
快
観
、
見
従
の
四
女
を
遣
わ
し
て
、
蟯
乱
を
企
て
た
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の

「
破
旬
」
な
る
も

の
が

「魔
破
旬
」
な
ど
と
術
語
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
常
に
魔
王
す
な
わ
ち
悪
魔
の
代
表
者
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
魔
破
旬
が
仏
の
み

　̀

な
ら
ず
仏
弟
子
た
ち
に
も
随
逐
し
て
惑
乱
し
、
善
事
を
妨
害
す
る
こ
と
は
諸

々
の
仏
伝
や
経
論
に
散
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

破

旬

と

は

pa
p
ay
as,
pa
pim
an
t
6
音
略
語
で
あ

っ
て
、
「
よ
り
悪
い
者
」
ど
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
悪
者
、
極
悪
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
バ
ラ
モ
ン

教
に
お
い
て
古
来
よ
り
破
壊
の
神
と
さ
れ
て
い
る
シ
バ

Siva
神
す
な
わ
ち
大
自
在
}K

m
ah
esvara
が
破
句
の
こ
と
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
て

い
る
か
ら
、
魔
破
旬
と
は
、
や
は
り
仏
教
を
破
壊
し
仏
道
を
妨
げ
る
悪
魔
的
な
極
悪
者
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
根
本
的
な
意
味
で
あ
る
と⑳

い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
魔
と
か
魔
破
旬
と
か
い
わ
れ
る
個
有
名
詞
的
な
存
在
者
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
雑
阿
含
経
巻
九
な
ど
に
お

い
て

説

か
れ
て
い
る
六
魔
鉤

(
六
根
が
六
境
に
味
着
す
る
こ
と
)
、
魔
網
、
魔
絹
な
ど
と
い
う
こ
と
や
、
あ
る
い
は
仏
伝
の
解
釈
に
お

い
て
仏
道
修

行
者
の
心
中
の
誘
惑
、
迷
妄
、
放
逸
な
ど
を
表
象
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違

い
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
具
体
的
に
如
何
な
る

も

の
で
あ

っ
た
か
に
つ
い
て
は
な
お
考
究
を
要
す
る
に
し
て
も
、
仏
に
違
し
法
を
謗
り
僧
を
惑
乱
せ
し
め
る
何
ら
か
の
形
あ
る
も
の
・
存
在

を
予
想
し
て
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。

一
歩
譲
っ
て
、
仏
法
を
毀
害
す
る
諸
状
況
、
諸
事
象
を
総
称
し
て
魔
破
旬
と
な
し
て
伝
え

一

闡

提

放

七

一



七
二

て

い
っ
た
と
み
る
な
ら
ば
よ
り
穏
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
魔
に
関
す
る
所
説
が
あ
ま
り
に
も
多
く
、
雑
多
な
要
素
が
入
り

込
ん
で
い
る
か
ら
そ
れ
ら
を
厳
密
に
整
理
し
た
上
で
な
い
と
具
体
的
な
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
た
と
え
ば
、
増

一

阿
含
巻
二
個
に
説
く
色
力
・
声
力
・
香
力
・
劈

・
細
滑
力
の
魔
の
五
力
や
・
仏
本
行
篷

巻
二
+
靤
に
説
く
警

・
不
歓
喜
・
飢
饗

熱
、
愛

着
、
加
睡
眠
、
恐
怖
、
恐
畏
、
狐
疑
、
競
利
及
争
、
愚
癡
無
知
、
自
誉
矜
高
、
恒
常
毀
他
人
の
魔
の
十
二
事
な
ど
は
た
し
か
に
自
己
の
身
心
か
ら

生
ず
る
迷
妄
を
表
象
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
雑
阿
含
巻
三
十
九
に
説
く

「
波
旬
請
ご世
尊
一作
一一国
王
こ

「
波
旬
作
二婆
羅
門
像
ハ
勧
三諸
比

丘

受
二
五
欲
一言
、
何
為
捨
二現
世
楽
ハ
求
二他
世
非
時
楽
ご

「
仏
与
三
ハ
百
比
丘
一説
二触
入
処
一魔
化
二壮
士
大
身
一来
娩
乱
」
な
ど
の
教
説
は
た

し
か
に
魔
波
旬
に
譬
え
ら
れ
る
べ
き
具
体
的
な
存
在
を
推
測
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
迷
妄
の
表
象
を
内
魔
と
し
、
具
体
的
存
在
を
外

　

魔

と
し
て
二
魔
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
増

一
阿
含
経
巻
五
十

一
、
大
智
度
論
巻
五
、
瑜
伽
師
地
論
巻
二
十
九
に
説
く
五
陰
魔
、
煩
悩
魔
、

死
魔
、
天
子
魔
の
四
魔
説
は
魔
を
組
織
的
に
明
か
す
通
途
の
説
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
中
前
三
者
を
内
魔

と
み
る
に
し
て
も
、
第
四

の
天
子
魔
は
第
六
他
化
自
在
天
に
住
す
る
正
法
破
壊
の
悪
魔
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
現
世
に
お
け
る
非
仏
教
的
諸
活
動
を
こ
の
天
子
魔
の

作

用
と
見
做
す
な
ら
ば
、
外
魔
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
闡
提
に
つ
ら
な
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
外
魔
の
性
格
、
は
た
ら
き
を
看
過
す
る

　

こ
と
が
で
き
な

い
。
大
乗
経
典
に
お
い
て
も
魔
に
関
す
る
所
説
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
華
厳
経
巻
四
十
二
に
説
く
五
陰
魔
乃
至
不
知
菩
提
正

法
魔
の
十
種
魔
は
四
魔
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
十
種
魔
の
摂
持
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
十
事
を
挙
げ
て
い
る
中
、
最
後
の
捨
菩
薩
行
、

不

化
衆
生
、
疑
謗
正
法
の
三
事
は
あ
る
種
の
人

々
を
予
想
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
声
聞

二
乗
の
分
別
の
徒
輩
は
忘
失
菩
提
修
善
な
ど

の
十
種
魔
業
あ
り
と
説

い
て
い
る
こ
と
と
つ
き
合
わ
す
な
ら
ば
よ
ほ
ど
具
体
的
な
も
の
を
把
む

こ
と
が
で
き
る
。
大
乗
経
典
の
う
ち
魔
に
関

す

る
所
説
の
最
も
多

い
の
は
何
と
い
っ
て
も
般
若
経
典
群
で
あ
る
。
般
若
経
は
そ
の
成
立
の
思
想
史
的
意
義
か
ら
し
て
も
察
し
得
る
よ
う
に

対
小
乗
意
識
が
極
め
て
強
烈
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
云
う
魔
と
は
小
乗

(
二
乗
)
を
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
乗
般
若
の
深
理
を
理
解
し

　

お

得
ず
、
二
乗
の
果
に
執
着
し
、
二
乗
地
に
堕
し
て
増
上
慢
心
を
起
す
も
の
を
魔
と
な
し
て
い
る
。
し
た
が

つ
て

「
魔
作
二仏
形
ハ
為
二
邪
説
二

　

と

い
う
、
い
わ
ば
標
語
的
な
経
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
小
乗
教
徒
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
大
智
度
論
巻

五
に
は
こ
れ
を
承
け
て
、



諸
法
實
相
を
除
く
他
の
す
べ
て
の
法
を
魔
と
し
・
他
の
利
益
を
憎
ん
で
浬
槃
の
道
に
向
わ
な
い
者
で
あ
る
と
い
丶

さ
ら
に
堂

ハ
+
入
評

は

邪
魔
不
信
の
も
の
、
断
善
根
の
も
の
、
世
間
の
楽
に
深
着
す
る
も
の
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
が
、
小
乗
や
外
道
の
人

々
を
意
識
し
な
が
ら
魔
の

内

容
づ
け
を
な
し
て
い
る
と
は
い
え
、

こ
㌧
ま
で
来
る
と

一
闡
提
思
想
に
密
接
に
つ
ら
な
り
得
る
要
素
を
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
魔
あ
る
い
は
魔
波
旬
に
よ

つ
て
説
き
出
さ
ん
と
し
て
い
る
教
説
の
系
譜
を
ほ
ぼ
辿
る
こ
と
に
よ

つ
て

↓
闡
提

へ
の
繋
な
が
り

を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
他
の
諸
類
似
思
想
に
っ
い
て
も
二
、
三
調
べ
て
お
き
た
い
。
さ
き
の
大
智
度
論

に
あ

っ
た

「断
善
根
者
」

ゆ

　

と

い
う
表
現
は

一
闡
提
を
説
明
す
る
場
合
に
す
ぐ
用
い
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
。

湟
槃
経
に

「
何
等
名
為
二
一
闡
提
一耶
、

一
闡
提
者
断
二
滅

一

む

む

切

諸

善

根

一
」

と

説

く

よ

う

に
、

一
闡

提

と

は

断
善

根

で

あ
り

、
断

善

根
と

は
因

果

の
理

を

撥

す

る

一
切

の

こ
と

で

あ

る
、

と

い
う

の
が

通

説

ゆ

ヒ

で

あ

る

。

倶

舎

論

巻

十

七

に

断

善

根

(k
u
sa
la
-m
u
la
-s
a
m
u
c
c
h
ed
a
)
、
続

善

根

に

つ

い

て
説

く

中

に

、

因

果

を

撥

無

す

る

邪

見

と

い
う

の

が

　

そ

れ

で
あ

る
が

、

そ

れ

は
大

毘

婆

沙

論

巻

三

十

五

に
既

に
断

善

根

と

無

聞

業

の

二
概

念

に
四

句

分

別

を

な

し

つ

㌧
阿
闍

世

や

提

婆

に

つ

い
て

ゆ

論
及
し
た
り
、
断
善
根
者
を
殺
害
し
た
揚
合
の
罪
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
ま
た
成
實
論
巻
十
に
も
断
善
根
者
が
続
善
根
に
な
る
時
期
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
基
づ
く
説
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
説
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
断
善
根
者
が

一
闡
提

へ
と
つ
ら
な
る
道

ぶ

ソ
コユ

む

む

　

む

む

　

む

　

す
じ
を
辿
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
華
厳
経
巻
五
十

】
に
如
来
の
智
慧
も
無
為
の
深
坑
に
堕
し
た
二
乗
と
壊
善
根
非
器
の
衆
生
と
の
二
処

　
ッ

　

　

　

　

む

む

　

に
お
い
て
は
生
長
し
得
な
い
と
説
き
、
勝
鬘
経
に
三
乗
に
並
ん
で
無
聞
非
法
の
衆
生
を
挙
げ
て
い
る
が
、

こ
の
壊
善
根
非
器
や
無
聞
非
法
が

断
善
根
で
あ
り
、

一
闡
提
に
相
当
し
得

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

断
善
根
を
い
え
ば
さ
ら
に
続
い
て
当
然
、
「十
悪
」

「
四
重
禁
」

「
五
逆

(五
無
間
業
)」
な
ど
と
い
う
悪
業
の
行
為
の
代
表
的
な
名
数
に

ふ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
十
悪
や
四
重
禁
が
戒
律
の
根
本
罪
と
し
て
原
始
経
典
や
律
典
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る

が
、
五
逆
に
つ
い
て
注
目
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
害
母
、
害
父
、
害
阿
羅
漢
、
出
仏
身
血
、
破
和
合
僧

な
ど
と
い
う
い
わ
ゆ
る

　

小
乗
の
五
逆
に
対
し
、

ω

塔
寺
を
破
壊
し
経
像
を
焼
き
三
宝
の
物
を
奪
う
こ
と
を
人
に
行
な
わ
せ
又
は
そ
の
行
為
を
見
て
喜
ぶ
こ
と
、

②

声
聞
縁
覚
、
大
乗
の
法
を
謗
る
こ
と
、

㈹

出
家
者
が
仏
法
を
修
す
る
の
を
妨
げ
或
は
そ
れ
を
殺
す
こ
と
、

働

小
乗

の
五
逆
の
う
ち

一
罪
を

一

闡

提

攷

七
三



七
四

犯
す
こ
と
、
㈲
す
べ
て
の
業
報
は
無
い
と
考
え
て
十
悪
業
を
行
な
い
、
後
世
を
畏
れ
ず
ま
た
人
に
そ
れ
ら
の
こ
と
を
教
え
る
こ
と
、
と
い
う

大
覊

尼
撃

所
蘿

に
説
勉
大
乗
の
五
逆
の
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ま
た

蘭

提

へ
の
脈
絡
を
求
め
る
・」と
が
で
き
よ
う
。

悪
に
し
ろ
、
善
に
し
ろ
、
或
い
は
逆
と
か
罪
と
か
言
わ
れ
る
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
す
べ
て
仏
道
に
根
拠
を
お
い
て
設
け
ら
れ
た
基

準

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
に
成
る
、
仏
道
を
如
法
に
実
践
す
る
と
い
う
目
的
に
叶
っ
て
い
る
か
否
か
が
常
に
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ

こ
で
そ
う
い
う
面
に
人
々
の
あ
り
か
た
を
類
型
化
し
て
論
ず
る
の
が
定
聚
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
定
聚

.
邪
定
聚

.
不
定
聚
と
い
う

三
聚
説
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
三
聚
説
は
す
で
に
古
く
長
阿
含
経
巻
八
や
増

一
阿
含
経
巻
十
三
に
説
か
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
古
来

よ
り
入
別
二
十
五
説
あ
り
と
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
定
不
定
に
約
し
て

一
切
の
衆
生
を
分
類
す
る
に
つ
い
て
そ
の
内
容
づ
け
に
よ
っ
て
異
説

区

π
で
あ
る
。
こ
の
中

「邪
定
聚
」
(m
ith
y
a
tva
-n
iy
ata
ra
いi)
と
い
わ
れ
る
人
々
の
存
在
が
い
か
な
る
形
に
お

い
て
捉
え
ら
れ
て
き
て
い

　

る
か
が
こ
丶
で
注
目
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
倶
舎
論
で
は
五
無
間
業
す
な
わ
ち
五
逆
を
な
し
て
地
獄
に
堕
ち
る
も
の
を
指
し
、
大
智
度

論

で
績

倒
を
破
す
る
態

ざ
る
も
の
警

と
論
じ
て
い
輸
の
が
そ
の
袋

的
な
も
の
で
あ
り
、
特
に
叢

系
統
の
轜

疏
で
は
そ
の
修
行

ry
.

論

に
応
じ
て
詳
細
に
こ
れ
を
規
定
し
て
い
ひ
。
し
か
し
そ
の
内
容
の
具
体
性
は
と
も
か
く
、
要
す
る
に
邪
定
聚
と
は
仏
道
を
正
し
く
歩
ん
で

い
な
い
者
、
す
な
わ
ち
正
道
で
あ
る
仏
道
に
背
反
す
る
邪
道
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
さ
き
の
断
盖
口根
者
、
五
逆
、
四
重
禁
を
犯
す
者
を
そ
の
人

り

間

の
本

性

的

な

も

の
と

み

な

し

、
先

天

的

な

素
質

能
力

と

し

て

規

定

し

て

い

っ
た

も

の

で
あ

る
。

こ

れ

は
仏

に
成

る
素

質

資

格

の
無

い
者

と

い
う

h
無

種

性

」

¢・
αq
o
tra

す

な

わ
ち

無

仏

性

者

、

断

仏

種

者

と

い
わ

れ

る

か

の

五
姓

各

別

論

の

「
無

性

有

情

」

に

つ
な

が

る

も

の

で

あ
り

、

な

央
掘
魔
羅
経
巻
二
に

「所
言
邪
定
者
、
謂
彼

一
闡
提
…
…
…
闡
提
亦
如
是
、
具
足
十
悪
行
、
-
:
…

邪
定
是
闕
提
、

正
定
是
如
来
、
住
地
諸

菩
薩
」
と
説

い
て
い
る
よ
う
に
、
悪
行
具
足
の

一
闡
提
が
邪
定
聚
を
そ
の
ま

・
指
す
と
い
う
よ
う
に
老
え
ら
れ
て
い
る
揚
合
も
あ
る
の
で
あ

る
か
ら
、

一
閾
提
が
仏
道
修
行
の
あ
り
か
た
、
お
よ
び
仏
性
の
有
無
に
関
し
て
説
か
れ
る
に
い
た
る
素
地
を
こ
の
邪
定
聚
思
想
が
与
え
て
い

　

る
と

み
る

飛

き

で
あ

る

。

な

お

、

因

み

に

、
4m
ic
c
h
a
tta
-n
iy
a
ta
-r
a
s
i
と

い
う

邪

定

聚

を

意

味

す

る

パ

ー

リ

語

の

巨

8
ゲ
①
簿
Q

(
邪

性

)

の

語

の
構

成

が

、

前

節

で

考

察

し

た

§

ゴ
p
馨
涛
p
の
語

と

偶

然

の
類

似

で

あ

る

に

す

ぎ

な

い
と

い
う

こ

と

だ
け

で

は
捨

て
去

り

難

い
も

の
を

認

め



る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
そ
れ
に
関
連
し
て
、
楽
作
悪
業
、
悪
中
悪
と
い
わ
れ
る
弥
戻
車

m
lecch
a
族
の
存
在
も
考
慮
に
入
れ
て
お
か
な

　

く

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、

一
闡
提
と
の
つ
な
が
り
を
具
体
的
に
証
拠
づ
け
る
手
が
か
り
を
い
ま
の

と

こ
ろ
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
大
乗
涅
槃
経
と
同
時
代
若
し
く
は
そ
れ
以
前
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
諸
経
論
で

「
一
闡
提
」
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
さ

き
の

「
悪
行
具
足
の
邪
定
聚
を

一
闡
提
と
な
す
」
と
い
う
央
掘
魔
羅
経
と
、
及
び
不
増
不
減
経
し
か
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
不
増
不
減

経
に
は
、
真
実
如
不
可
思
議
法
界
に
お
い
て
減
見
、
増
見
と
い
う
極
悪
不
善
の
二
種
邪
見
を
起
す
も
の
を

「舎
利
弗
、
此
人
以
起
二
見
因
縁

⑭

故
、
従
冥
入
冥
、
従
闇
入
闇
、
我
説
是
等
名

一
闡
提
」
と
説
い
て
い
る
が
、
片
々
た
る
経
典
で
あ
る
か
ら

一
闡
提
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ

以
上
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た

一
闡
提
の
用
語
を
賓
辞
と
し
て
用
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か

し
、

こ
の
経
典
は
仏
滅
后
五
百
年
に
お
け
る

ニ
セ
沙
門
の
悪
行
を
説
い
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
そ
の
ま
丶
二
邪
見
の

一
闡
提
の
行
為
と
見
倣

す

こ
と
が
で
き
よ
う
。

仏
滅
五
百
年
代
に
お
け
る
悪
比
丘
の
行
状
に
つ
い
て
は
、

一
闡
提
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
央
掘
魔
羅
経

(大
正
二
・

駢

・
・
麗

…

)

を

は

じ

め

・

か

っ
諞

述

し

た

よ

う

陶

・

諸

難

行

経

巻

下

(
大
正
+
五

・
寧

b
)

悲

蘿

耄

(
}̀;
正
111
.
N

.
b
)

・

持
世
経
巻
四

(大
正
十
四
・
鯉

・
c
)
思
益
梵
天
所
問
経

(大
正
十
五
・
59
a
・
60
a
)

大
宝
積
経
発
勝
志
楽
会

(大
正
十

一
・
弸
a
・
c
・
謝
a
・

b
)
菩
薩
蔵
会

(大
正
十
一
・
臈
a
・
躅
b
・
c
)
摩
訶
迦
葉
会

(大
正
十

一
・
肥
・
a
)
三
律
儀
会

(大
正
十

一
・
10
b
)

大
集
経
陀
羅
尼
自
在
王

品

(大
正
十
三
・
11
c
)
虚
空
蔵
菩
薩
品

(大
正
十
三

・
窟
c
)
法
華
経
普
賢
菩
薩
勧
発
品

(大
正
九
・
61
・
b
)
薬
王
菩
薩
本
事
品

(大
正
九
・
54

、
)

な
ど
の
大
乗
経
典
が
、
み
な
軌
を

一
つ
に
し
て
い
わ
ば
法
滅
の
危
機
を
憂
い
、
末
世
の
正
法
誹
謗
の
悪
徒
輩
に

つ
い
て
云
々
し
し
て
い

る
か
ら
、
そ
こ
に
仏
滅
五
百
年
代
と
い
う
あ
る
時
期
の
教
団
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
経
典
を
出
現
せ
し
め
た
当
時
の
教
団
相
、
社
会
相
を
推
測

せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
部
派
仏
教
時
代
の
諸
派
の
伝
説
を
校
勘
し
、
仏
伝
の
大
成
を
企
て
た
適
の
と
い
わ
れ
て

い
る
仏
本
行
集
経
は
正
法

五
百
年
像
法
五
百
年
を
述
べ
て

「
不
生
敬
信

無
慚
愧
心

営
理
世
務

楽
於
諸
業

所
有
持
疑

不
相
諮
問

各
恃
已
能

互
生
僑
慢

恒
聚
非
法

諸
悪
知
識

不
善
之
人

一

闡

提

孜

七
五



七
六

以
為
朋
友

共
相
狎
習

囲
繞
遊
従

是
等
癡
人

行
不
純
故

使
彼
如
来

仏
法
僧
宝

速
疾
隠
没

不
現
世
間

所
有
経
書

悉
皆
滅
尽
」

⑭

(巻
四
・
大
正
三
・
砌
b
～
c
)
と
説
い
て
い
る
の
が
そ
れ
ら
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
特
に

「
無
慚
愧
心
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
は
、
大
乗

浬
槃
経
に
お
け
る

一
闡
提
を
考
察
す
る
上
に
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
。

一
闡
提
思
想
は
右
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
釀
成
さ
れ
つ
～
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四

さ
き
に

一
言
し
た
よ
う
に

一
闡
提
を
最
初
に
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
仏
教
々
団
内
に
お
け
る
大
問
題
と
し
て
真
向
か
ら
そ
の
処
置
に
力
を
つ

く
し
た
の
が
大
乗
涅
槃
経
で
あ
る
。
大
乗
浬
槃
経
に
お
い
て
は
仏
教
の
危
機
思
想
を
物
語
る
こ
と
実
に
深
刻
な
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
に
語
ら

れ
る
諸

々
の
壊
法
無
道
の
悪
此
丘
達
の
代
表
者
と
し
て

一
闡
提
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
正
法
危
機
の
現
実
を
示
現
す
る
の
に

一
工

あ

ポ

ッ
ク
を
劃
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
つ
い
て
は
既
に
拙
論
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ま
は
、
そ
の
所
論
を
承
け
て
、
大
乗
涅
槃
経
に
登
揚

す
る

一
闡
提
の
様
相
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
思
想
史
的
意
義
を
明
か
す
と
共
に
、
湟
槃

経
自
体
の
経
典
史
的
意

義

を
も
求
め
て
み
た
い
。

前
節
で
み
て
き
た
よ
う
な
諸
経
論
の
所
説
を
承
け
て
、
総
括
的
に
非
仏
教
的
人
間
の
あ
り
よ
う
を
も
り
立
て
て
い

っ
た
と
こ
ろ
に
、
大
乗

涅
槃
経
の

一
闡
提
説
の
特
徴
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
に
多
岐
に
亙
っ
て
い
る
の
で
、

一
々
そ
の
所
説
を
聞
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
内
容
、
性
格

を
具
体
的
に
示
め
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
本
経
に
お
い
て

一
闡
提
が
問
題
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
起
因
が
大
乗
非
仏
説
論
の
抬
頭
に

⑯

あ
り
、
し
た
が
っ
て

一
闡
提
と
は
此
の
経
を
信
じ
な
い
非
仏
説
論
者
、
阿
羅
漢
仏
教
徒
に
対
す
る
意
味
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ

に
関
し
て
も
、
や
は
り
本
経
自
ら
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
の
み
聞
き
出
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、

一
闡
提
登
場
の
直
接
の
背
景
、
誘

因
な
ど
に
つ
い
て
も
同
じ
く
本
経
の
説
示
を
理
解
し
な
く
て
は
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
煩
填
に
わ
た
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
大
乗
浬
槃
経
に
お
け
る

一
闡
提
説
を
先
づ
列
挙
し
、
そ
の
後
に
そ
れ
ら
を
整
理
し
な
が
ら
そ
の
諸
相
に
つ
い
て
論
攷
と
加
え
て
ゆ
き
た



　

い
。
な
お
、
か
っ
て
詳
し
く
論
じ
た
よ
う
に
、
大
乗
浬
槃
経
典
群
と
し
て
の
諸
資
料
の
中
、
漢
訳
の
曇
無
讖
訳
本

(
四
十
巻
本
、
北
本
)
の

前
十
巻
五
品

(寿
命
品
、
金
剛
身
品
、
名
字
功
徳
品
、
如
来
性
品
、

一
切
大
衆
所
問
品
)
と
法
顯
訳
本

(
六
巻
泥
滬
経
)
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト

訳
十
三
巻
本
の
三
本
が
資
料
的
に
最
も
中
心
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
大
乗
浬
槃
経
の
初
型
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
の
三
本
を
対
照

　

し
な
が
ら
そ
の
所
説
を
挙
示
し
よ
う
。
な
お
、
こ
れ
ら
三
本
の
内
容
を
比
較
検
討
す
る
な
ら
ば
、
素
朴
な
原
型
と
思
え
る
も
の
が
六
巻
本
で

あ
り
、

つ
ぎ
に
チ
ベ
ッ
ト
十
三
巻
本
を
介
在
し
て
、
よ
り
よ
く
手
を
入
れ
た
跡
の
多
い
の
が
四
十
巻
本
の
前
十
巻
で
あ
る
と
い
え
る
。

一
闡

提

に

關

す

る

三

本

對

照

(
漢
譯

二
本

は
大
正
藏
經
本
、

チ
ベ
ツ
ト
本

は
北
京
版
影
印
本

に
依

つ
た
。
し
た
が

つ
て
漢
本

の
丁
數
は
大

正
藏
經

の

丁
數

を
示

め
し
、

チ
ベ
ッ
ト
本

の
丁
數
は
前

が
北
京
版
の
丁
數
、
後

の
ゴ
チ
ッ
ク
字

が
影
印
本

の
丁
數
で
あ
る
。

)

四

十

卷

本(大正・卷+
二
)

六

卷

本(大正・卷+二

)

十

三

卷

本(北京版影印本

卷
三
十
一
)

①
陀
那
婆
神
阿
修
羅
等、

悉
捨
悪
念
皆
生
慈

魔
鬼
羅
刹
雜
呪
蠱
道、

皆

ω
日

9

σQ
s
u
m

gq
yi

s
t
o
n

c
he

n

po

h

こ
帥α
q

r
t
en

gQ
y
i

k
ha

ms

na

hk

h
o
d

心
、

如
父如

母
如
姉
如
妹、

三
千
大
千
世

生
慈
心
不
相
侵
害
如
硯
一

p
a
hi

s
em

s

c
an

t
h
am

s

c
a
d

k
ya

n

gq
Cl
gq

l
a

gq
Cl
gq

ε

σqC
lg
q

pa

l
a

界
衆
生、

慈
心
相
向
亦
復
如
是、

除
一

闡提。(壽命晶第一之一銅・b)

子
、

唯

除
一

闡

提

輩。(大身菩薩品第二

・57・c)8

げ

冨

び
騨

bs

hi
n

d
u

by

a

m
s

℃°
。
H

ぴy

e
d

d
e

/

h
D
o
d

c
he

n

p
o

ni

m
a

σq
t
o
gq
ω

ω。

＼
＼(20

b,

1
5
4
c)

②

毀
謗
正
法及

一

闡
提、

或有

殺生

乃
至
邪

(有

犯
戒
作
五
逆
罪
誹謗

Da

m

p
a
hi

c
h
os
s
un

hb

yin

p
a
rn
a
ms
ts

ha
r
g
co

d
p
a
d
a
n
bs
kra

d

見
及
故犯

禁、

我
於
是
等
悉
生
悲
心
同
於

正

法)

p
ar

by

a

ba

hi

by
i
r

gq
n
od

s
び
yi
n

gq
yi

r
gq

葦
1

po

la

gq

n
a

rd

o

rj
es

子

想
如羅

晦
羅。(壽命晶

第
一

之
三
・

謝
・

c
)

(

長

壽

品

第
五
・

跏
・

a
)

d
e
lta
r

bs
ta

n

pa
r

za
d

ky
i

/

D
am

p
a
hi

ch

o
s

su

n

ph

y
u
n

ya

nrunhdodchenpoyanrunstegsandumirunno//

(

お鋤

～

お
b,

1
6
2
b～

c
)

一

闡

提

攷

七
七



七
八

③
(
破戒

毀
法)

欲
明
正
法犯

罪
應
棄、

以

(

壽

命

第
一

之

三
・

謝
・

c
)

粛
將
來
令
懐
盗
心
者、

及

一

闡
提
輩
惡
心
潜
伏。

(

長

壽
品

第
五
・

刪
・

b
)

④

復有

人
誹
謗
正
法
甚
深經

典、

及
一

闡

有
謗
毀經

教
及
一

闡
提

mT

s
h
am

s

me
d

pa

b
y
ed

p
a

d
ag

b
y
a
n

y
o
d
/

m
Do

sd
e
s
p
o
n

b
a

提、

具足

戒
就
蠱
一

切
相無

有
因
縁。

輩、

有
是等

罪
不
向
明
者

d
a
g

ky

an

yo

d

/

h
D
o
d

Ch

e
n
p
o
hi

mt
h
ar

t
h
u
g

pa

hi

rg

yu

hi

(
如

來

性

晶

第
四

之
一

・

87
・

a
)m

發
露
悔過

。

m
t
s
ha

n

ni
d

r
ds

ogq

ω

冨

留σQ

k
y
a
n

y

&

d
e

/

(
5
7
a,

1
6
9
a)

(
四

法

品

第

八
・

跚
・

U
>

⑤

我
又
示
現
於
閻
淨
提
爲一

闡
提、

衆
人
皆

或
復
現
爲一

闡提

行
或
現

h
Ds
a
m

bu

hi

glin

l
a
l
ar

ni

na
s

da

m

pa

hi
c
ho
s
sp

o
n

b
a

d
an

/

見
是
一

闡提

、

然
我
實非

一

闡提

也、

一

破
僭、

衆
人
悉
見作

無
間

bD

a
g

fii
d

h
do

d

c
he

n

po
r

st
on

to

/

S
em

s

ca

n

r
na

ms

k
yis

闡
提者

云
何
能
成
阿
耨多

羅
三
藐
三

菩

業
、

且、
實
無

有

壞

僭

之

ky

em

se
ms
c
an

h
di

ni

da

m

pa

hi
c
ho
s

sp

on

b
a

d
an

/

h
Do

d

提。

心
。

C
he

n

pa

ti
o
s
h
am

d
u

y
a
n

d
ag

p
ar

s
es
l
a
/

h
D
od

c
he

n

p
a

lt
a

(

如

來

性
晶

第
四

之
一

・

跚
・

b
)

(
四

法
品

第
八

訪
・

b
u
r

bs
ta

n

ba

ni

m
a

bo

ns
s
em

s
c
an

r
n
am

s

ky
i
p
h
yir

t
o
J

h
Ji
g

b
)

r
te

n

pa

n
i

r
ta

g

to

h
d
o
d

t
he

n

pa

y
i
n

g
yi

/

Sa

ns

rg

y
as

n
i

hd
od

th
en

p
a

m
a
yi
n
n
o
/
/

(
6
4
b,
1
72
a)

⑥
無
信
之
人名

一

闡
提、
一

闡
提者

名
不
可

能
療
一

切
悉
令
離
病
、

唯

g
S
or

mi
r
u
n
b
a
hi

se

ms
c
an

gs
h
an

rn
a
ms

ni
g
so

pa
r

mi

by
e
d

治、

除
一

闡
提
餘
悉
治
己、

是
故浬

槃
名

除
重
病
不
可
治
者、

諸
佛

d
o

/
/

De
hi
ci

ph

yi
r
s
h
e

na

/

D
e

d
ag

gi

n
an

ni

gs
or

m
i
ru

n

無
瘡
疣。(如來

性
晶
第
四
之
二
・

鋤
・

c
)

世
釁
亦
復
如
是、

除
一

闡提、諸餘一切衆病悉

ぴ鋤
、

y
i
n

to

/

De

d
ag
q

伍
①

びs

hi
n

gq
s
eg
q
s

pa

n
i

gq
so

r

m
i

ru

n

pa

h
inanhdodChenpamagtogspananthamscadgsoparmdsad

治
。

de

/

(
6
9b

,

1
74

a
)

(
四

法
品
第
八

魔
・

U
　



0⑦解脱者名日虚寂無有不定、不

定
老
如

眞
解
挽
者亦

復
如
是、

非

Ya

mts
h
an

s
he
s

b
a

ni
ji

lt
ar

hd

od

th

en

p
a
rn
a
ms

k
yis

hd

od

一

闡
提
究
竟
不
移、

犯
重
禁
者
不
成
佛
道無有是處、何以故、是人若於佛正法

時
得
者、

無有

是
處
、

如②一闡提懈怠懶惰尸臥終

c
he
n

pa
r
lt
u
n

ba

s
a
ns
r
g
ya
s
s
u

hg

y
ur
s
he
s

by

a

ba

ni

mi
sri
ddo//Gangitshedampahichosladodbadanldanpaham

中
心

得淨

信、

爾
時
邸
便
滅
一

闡
提
、

若

日
言
當
成

佛
、

若

成

佛

d
ge

b
s
n
en

d
u

g
yu

r

p
a

d
eh

i

ts

he

t
h
ar

pa

z
ad

p
ar

h
gy

ur

ro

復
得
作
優
婆塞

者、

亦
得
斷
滅
於
一

闡

者、

無有

是
處
、

假
使
信

s
h
es

by
a

b
a

ni

mi

srid

d
e
/

k
ha

m

d
e

ni
r
an

bs
hi
n
gy
i
s
r
ma

d

提、

犯
重
禁者

滅
此
罪
已則

得
成
佛

法
諸
優婆

塞、

欲
求
解
脱

d
u

b
y
u
n

ba

h
o

/
/

De

b
as

n
a
th

at

p
a

ni

rm

ad

d
u

b
yu

n

b
a

(
如
來
性
品
第
四
之
二
・

跚
・

b
)

度
彼

岸者

、

亦
無
是
處、
'

s
h
es

by
a
h
o

/
/

hD

od

c
h
en

pa

hi
Ita
r

de

bs
hi
n

g
se
g
s

pa

ni
z
ad

況
彼

尸臥

、

所
似
者
何、

p
a

m
ed

d
o

/
/

d
Ge

b
a
hi
rts
a

ba
hi
s
em

s
l
a
dm

ig
s
p
a
l
a
ni
c
h
os

性非

他
成
故。

r
n
am

s
s
Ky
e

b
a

m
ed

d
o

/
/
s
K
y
e

ba

me

d
p
a

de

ni

t
h
ar

pa

ti
o

、

(
四

法

品

第
八
・

跚
・

/
/

T
ha
r

pa

gq
a
n

yi
n

pa

d
e

ni

de

bs
hin

g
s
eg
qs

p
a
tio

/
/
1

U
　

(
7
3
b,

1
75

d
)

⑧
一

闡
提
若
盡
滅
者則

不
得
稱
一

闡
提
也、

何
等
名
爲
一

闡
提
耶
、

一

闡
提
者
斷
滅
一

切
諸
善
根、

本
心
不
攀
縁
一

切
善
法、

乃

至
不
生
一

念
之
善
。

(
如
來
性
晶
第
四

之
二
・

跚
・

b
)

⑨
佛
祕
藏
甚深

經
典、
一

切聚

生
皆
有
佛

如
來
藏
經
言
一

切
衆
生
皆

D
e

bs
hi
n

gs
e
g
s

pa

hi
sn
i
n

po

hi

md

o

s
d
e

c
he
n

po

ste
n

pa
r

性、

以
是性

故
斷
無
量億

諸
煩
惱
結、

即

有
佛
性、

在
於
身
中無

量

b
y
ed

d
o

/
/

S
em

s
c
an

t
h
am

s
c
ad

l
a

ni
sa
n
s

rg

ya
s

k
yi

k
h
am

s

得成

於
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提、

除
一

闡

煩
惱
悉
除
滅
已、

佛
便
明

y
o
d
la

kh

a
ms

de

r
a
n
ra
n

gi
r
u
s
l
a
ts

ha

n
st
e
/

Se

rn
s
c
a
n
n
am

s

提。

顯
、

除
一

闡

提。

k
yis

n
o
n

m
o
p
s

pa

hi
r
na

m

pa

za
d

pa
r

b
ya
s

n
as
s
a
ns
r
g
ya
s
s
u

(
如
來
性
晶
第
四
之
四
・

姻
・

c
)

(
分
別
邪
正
品
第
十
・刪・b)

ザ
σq
y
ur

to

h
d
o
d

th

e
n

pa

n
i

m
a

gQ
t
o
gQ
s

so

/
/

(
9
9a
,

μ
。゚

笛
。
)

,

'

卜

'

」

卩

①(夫)+不 ㊧㊥㊥ ② 懶 惰=慢 惰㊥

 

一

擱

提

攷

毛

九



⑩
大
徳、

如
其
不
作
一

闡
提
者
必成

無
疑。

汝
今
莫
作一

闡提

輩、

副

d
G
e

sl
o
n

kh

yo

d

hd

o
d

ch

en

p
o

k
h
　

na

ma

y
in

na

b
d
ag

ni

(
如
來
性
品

第
四
之
四
姻
・

c
)

自
計
數
我
當
作
佛

sa

ns

rg

y
as

s
u

h
gy

u
r
r
o
s
na

m

d
u
so

urs

si
g
/

(
9
9
b,

1
8
6
a)

(
分
別
邪
正
晶
第
十
・

跚
・

b

～
・
)

⑪
示有

衆
生
於
如
來
所
生鹿

惡
心
出
佛身

血起五逆罪至一闡提。

如
彼
調
達
傷
壞
佛身

、

作無間業等乃至一闡提

Ma

hops
pa
hi
dus
kyi
do
n
d
u
nan
sem
s
ky
is
/

Zag

p
hy
unbahimtshamsmedpahilasbstanpahiphyirdelasogspahi

(
如
來
性
晶
第
四

之
六
・

姻
・

c
)

輩
。

h
d
o
d
th
e
n
p
a
hi

mth
a
h
d
a
n
d
ge

h
d
u
n

gy
i
d
be
n
k
yi
ch
os
t
ha

(
月
喩
品
第
+
六
・

跚

d
ad

p
a

ya

n
sto

n

p
ar

md
s
ad

d
o

/
/

(1
28
a,

1
9
7c
)

・

U
　

⑫

應
當
如
是
受
持
莫
犯
、

作
五

逆罪

誹
謗
正法及一闡提。(如來性品第四之六・姻・c)

現
五
逆
罪
誹毀

經
法、

乃至一闡提輩皆悉化現

(
月
喩
品
第
+
六

曲

gS
or
r
u
n
b
a
d
an

/
g
S
or

mi
r
u
n
b
a
da
n
/

m
T
sh
a
m
s

m
ed

p
adan/mDosdesponbadan/hdodchenpahimthahrnamsstonparmdsadde/(128b,197d)

U
>

⑬

犯
四

重
禁
作
五

逆
人及

一

闡
提、

光
明
入身作菩提因者、如是等輩輿淨持戒修習諸善有何差別。(如來性晶第四之六・姫・c)

犯
四

堕
法
作
無
間罪

誹
謗經法及一闡提、於正法中作毒刺耶。(問菩薩品第十七・跚・・)

P
h
am

p
a

b
g
y
id

p
a

d
a
n

/

m

Ts

h
a

ms

pa

b
gy
i
d

pa

da

n

/

m
D
osdesponbadan/hdodthenpadagkyangdahlagsna/Galtosemsmabskyeddemidgosparhdsinkyanbyanchubpahibyanchubkyirgyurhrgyurdulagsnasansrgyas

ky
i
s

gs

u
ns

pa

la

び器

び

螽σ
q

ci

m
a

mc

hi
s
t
o

/

(
1
3
一
。。矯

μ
㊤Q
。e

⑭

除
一

闡
提
、

其
餘
衆
生
聞
是
經
已
、

悉
皆能作菩提因縁。(如來性晶第四之六斬・c)

除
一

闡
提
諸
餘
衆
生
其有聞此大般泥沍方等

契0經、爲菩提因。(問菩薩品第十七・

1}

D
o
d

C
he

n

pa

ma

g
to

gs

p
ar

yo

ns
s
u

m
ya

n
a
n
la
s

h
da
s

pa

himdoChenpohdirnalmadugragparthospatsamgyiskyanthamscadlabyanchubkyirgyuyodparhgyurto/(131a,198d)

　
.

U
>

八
〇

① 菩提=開 覺e⑨ ㊧



⑮

是
大
涅槃

微
妙
經典

亦
復
如
是、

雨
大
法

衆
生
受
用
此
摩
訶
衍
大乘

S
em

s

ca
n

th

a
m
s
ca
d
la

ya

n

ph

a
n

h
d
og
s

p
ar

h
gy

u
r

ba

d
e

雨
普
潤
衆
生唯

一

闡
提
發
菩
提
心
無
有
是處。

法
雨
、

雨
一

闡
提
如
雨
木③石高源之地、不受菩提

b
s
hi
n

d
u

md

o

s
d
e

c
he

n

po

h
di

l
a
s

d
am

p
a
hi

c
h
o
s

k
y
i

ch

a
rゲび鋤びmodkyi/hDodChenpalanibyanchuげkyirgq賽

(
如
來

性
品
第
四

之
六
・

蝿
・

a
)

因縁

津
澤。

sk

y
e

ba
r

mi

h
g
y
u
r
t
o
sk

ye

mi
sr
i
d

do

/
/

(
1
3
1
b,

1
9
8
c)

(
問
菩
薩
品
第
十
七
・

92
・

・
)8

⑯
一

闡
提
輩亦

復
如
是、

雖
聞
如
是
大
般
涅①槃微妙經典、終不能發菩提心牙、若能發者無有是處、何以故、是人斷滅一切善根、如彼焦種不能復生菩提根施・

一

闡
提
輩
亦
復
如
是、

於此方等般泥沍經、雖百④千劫聞、終不能發菩提0萠牙、所以者何、如焦穀種善根滅故。

De

b
s
h
i
n

d
u

hd

od

ch

en

p
a

rn

am

s

k
yi
s

y
o
ns

su

my

a

n
an

l
a
shdaspachenpohdithossuzinkyanbyanchubkyirgyuthobpamisridde/Dedagnidgepal　irtsabazadpayinpahiphyirsabontshigpadanhdraho//.

(
1
3
1
b-
-　
1
3
2
a,

1
98

e　
-
-
1
9
9a

)

(
如
來

性
品
第
四
之
六
・

鰮
・

a
)

(

問

菩

薩

晶

第
十

七
・蹴・a)

⑰

是
大
湟
槃
微
妙
經
典
亦
復
如是

、

置
餘
衆

此摩

訓
衍
般
泥
滬
經
亦復

D
e
bs
hi
n
d
u
yo
ns
s
u

my
a
n
an

l
as

hd
as

p
a
hi

m
d
o

Ch
e
n

po

生
五
無
間罪

四
重
禁
法
濁
水
之
中、

獪
可澄清發菩提心、投一闡提淤泥之中、

如
是
、

著
諸
衆
生
五
無
間⑥罪犯四堕法濁水之中、

hd
i

y
a
n

ka

t
o

k
ak
i

hb
r
as

bu

bs
hin

d
u
s
em

s

c
a
n

r
n
a
m
s

ky
iphamparnamsdanmtshamsmedbaldlasrnamskyilas

百
千
萬歳

不
能
令
清
起
菩
提
心、

何
以

猶
可
澄
清
發
菩
提
心、

投

ky
i

h
d
a
m

rd
sa

b

da

n
rn

og

p
a

gs
al

n
as

by

an

c
h
ub

k
yi

rg

y
u
l
a

故、

是一

闡
提
滅
諸善

根非

其
器
故、

假

一

闡
提
渺
泥
之

中、

百
千

h
g
od

pa
r

by
e
d
d
e
/

h
Do

d
c
he

n

pa

ni

m
a

gt
o
g
s
s
o
/
/

使
是
人
百
千
萬
歳
聽
受如

是大

浬
槃
輕、

萬歳

不
能
令
清
起
菩
提

D
e

bs
hi
n

d
u

h
do

d
c
h
en

p
a

ya

n

d
g
e

ba
hi

rtsa

ba

z
ad

cin

終
不
能
發
菩
提
之
心、

所以

者
何、

無
善

因
、

所
以
者
何、

無
善
根

g
sh
i

m
ed

pa
r

h
g
y
u
r

ba

yin

p
as

de

ni

yo

ns
s
u

m
ya

n
a
n

l
as

心

故。(如

來
性
品
第
四
之
六
・

蝿
・

・
)

故
。

(
間
菩
薩
品
第
十
七
・

h
d
as

pa

ch

e
n

p
o

h
di
t
o

b
ye

b
ar

th

os
s
u
zin

k
ya

n
b
y
a
n
c
h
ubkyirgyuskyedparyodyeminusto/Deladgebamed

寧
a)

p
ah

i

p
hy
i
r
r
o

/
/

(
1
3
2
a,

1
99

x
)

①牙=芽 ㊧㊥㊥ ㊤牙=芽 ㊧㊥⑱ ③源=原 ∈㊥㊥ ④〔劫〕一@曾 ⑤牙=芽 ㊤ ㊥ ⑥法=地 ㊥

 

一

闡

提

攷

八

一



⑱

能
除
一

切
衆
生
惡
業
四
波
羅
夷
五

無
間

一

切
衆
生
惡
業
重
病
悉
能

Se
ms
c
an

t
ha

ms
c
ad

k
yi
s
di
g

p
a
hi
l
as

k
yi

n
ad

r
n
a
m
s
s
el

b
ar

罪、

若
内
若
外
所有

諸
悪
諸
有
未
發菩

提

療治

、

若
四
堕
法
無
間罪

by
e
d

de

/

P
h
a
m

pa
r

b
y
ed

p
a

rn
a
ms

k
ya
n

r
u
n

/

m
Ts
h
a
ms

心
者、

因
是
則
得
發

菩提

心
、

若

業、

及
諸
外
道
不
樂
菩

m
ed

p
a

by
e
d

pa

r
na

ms

k
y
a
n
r
u
n

j

hD

i
la
s
p
hy
i
r
ol
p
a
rn
a
ms

聞
有
是
經
典
名
字、

聞
已
敬
信
所
有一

切

提、

聞
斯
方
等
一

經
耳
者

k
y
a
n
r
u
n
st
e
/

by

an

c
h
ub

d
go
s

p
ar

mi

h
ds
i
n

ci
n

se

ms

m
a

煩
惱
重
病
皆
悉
除
滅、

唯
不
能
令
一

闡
提

爲
菩
提
因
、

所
以
者
何、

,

b
s
k
ye

d

ky

a
n

b
y
an

c
h
u
b

k
yi

rg

yu

s
ky

e
d

pa
r

b
y
ed

d
o

/
/

輩安

止
住
於
阿
耨
多羅

三
藐
三
菩
提、

如

、-

"

此
摩
訶
衍
般泥

沍
經
一

切

g
S
ol.

mi
r
u
n

ba
hi

na
d
a
n
ar
g
a
l
a

sh
es

b
ya

b
a

彼
妙
藥
錐
能
療
愈
種
種
重
病、

而
不
能
治

諸
惡無

不
治
故
、

唯
除
一

」

d
e

ni

j
i 　
l
ta
r

b
y
as

k
ya

n

g
so

r

mi.

r
u
n

n
o

/
/

D
e

ci
'1
i

ph

yi
r

必
死
之
人
。(如來性

品

第
四
之
六
・

姻
・

a

～b

)

闡
提、

所以

者
何、

無
菩提因故。

鹽

s
he

n
a

/

De

ni

hc

hi

b
ar

h
g
y
ur

b
ah
i

na

d

yi
n

p
ah
i
p
hy
ir
to

/dusmayinparhchibahinadmayinno//Debshindu

(
問
菩
薩
品
第
十
七
・

hd
o
d
ch
e
n

po

ya
n

m
d
o
s
d
e
h
di
s
by
a
n
ch

u
b
t
o
gs
h
o
g
p
ar

mi

92
・

・

～b

)8

'

nu

s

t
o

/

De

n
i

rg

y
u

me

d

p
a

d
a
n

ｧi

b
a

y
i
n

p
al
　
i

ph

y
i
r

ro

/
/

(
1
3
2a

～
び℃

お
09

～
ぴ
)

尸

⑲
一

闡
提
輩
亦
復
如
是、

無
菩
提
因
如
無
瘡

獪
如
人
身有

傷
壞
處、

茵

h
Dir

ya

n

h
d
o
d
c
he
n

po

la

by
a
n

ch

ub

ky
i
rg

y
u

mi
s
ky
ela
o
/
/

者
毒
不得

入、

所
謂
瘡
者
即
是無

上
菩
提因縁、毒者斷是第一妙藥、完無瘡者

藥
得
行
除
衆疾

病、

若
不②

傷
壊

茵藥

不
行
、

一

闡
提

D
e
la

r
ma

s
h
es

by

a

ba

ni

b
y
an

c
h
u
b

ky
i
r
gy

uh

o
//

D
ug

c
esbyabanimchogtobdebaho//Lagmthilrmamedpalta

謂
一

闡
提。

輩
亦
復
如
是、

不
可
傷壞

bu

ni

hd

o
d

ch

en

p
a

sd
i
g

c
an

yi
n

n
o

/
/

(
1
3
2
b,

1
9
9
b
)

(
如
來

性
品
第
四

之
六
・

弼
・

b
)

受
菩
提
因。

(
問
菩
薩
品
第
十
五
・

'

蹴
・

b
)

⑳

悉
能
安
止
無量

衆生

於
菩
薩
道、

唯
不
能

成
就
一

切
諸
悪
之
法、

皆

h
Di
s

k
ya

n

si
n

d
u
s
dig

p
a
hi
l
as

b
r
ed

p
a

h
d
o
d

t
he

n

pa

ni

令
一

闡
提
輩
立
菩
提
因。(如來性品第四之六

・

弼
・

b
)

能
破
壞立

菩
提
因、

唾
不③能破一闡提惡起菩提因

by

an

c
hu

b
to

gs
h
a
g

pa
r

mi

n
us
to

/
r
Gy

u

me

d

p
a
hi

p
h
yirrdorjeslugrulmichugspabshinno//(132b,199b)

(
問
菩
薩
品
第
十
七
・

・

蹴
・

b
)

..

八
二

①愈=治 ㊧ ②茵=滷 ㊧㊥ ③起=立 ∈㊥⑱



⑳
雖
犯
四
禁
及
五
無
間、

獪
故
能
生
菩
提
因

如
是
衆
生
作
諸
罪
業、

聞

de

er

na

s
en

l
de
n

d
a
n
ti
n

d
u

ka

ki
sin

ljo

n

p
a
rn
a
ms

ni
b
ca

d

縁
、

一

闡
提
輩
則
不
如
是、

雖
得
聽
受
是

摩
誼
衍
般
泥
滬
經
生
菩
提

Ph
a
n
c
ad

s
a
bo
n
ts
hig

p
a
bs
hi
n
d
u
sk
y
e
pa
r

ma
hi

gy

ur

b
a

妙
經
典
而
不
能
生
菩
提
道
因。

因、

如
多
羅
樹

斷
則
不

de

bs
hi
n
d
u
h
do
d
ch
en

p
ah
i
se

ms
c
an

r
n
am

s

ky
i
s
ky
a
n

m
do

(
如
來
性
品
第
四
之
六
・

弼
・

b
)

生
、

一

闡
提
輩
亦
復
如
是
、

s
de

l　

d
i
la

n

m
ar

d
u

t
h
o
s

ky

a
n

sa

b
o
n
t
sh

ig

pa

b
sh

in

d
u

h
y
a
n

終
不
能
生
菩提

柯
葉。

警

昏

ε

h
k
h
r
un

びa
r

mi

h
gQ
yu

r
r
o

/
/

(
1
3
3a
,

1
9
9
c)

(
問
菩
薩
品
第
十
七
・

跏
・

b
)

⑫
一

闡
提
輩
亦
復
如是

、

雖
得
聞
是
大
浬
槃

經
而
不
能
發菩

提
因
縁
猫
如
焦
種。

(

如

來

性
晶

第
四

之
六
・

孀
・

b
)

凾
是
大
浬
槃
微妙

經
典
亦
復
如
是、

普
雨
法

此
摩
訶
衍
般
泥
沍
經
普
雨

m
D
o
sd

e
c
he
n

po

hi
sb
ri
n

h
di
l
as

ch

o
s

ky
i

ch

ar

hb

ab

m
o
d

雨
於
一

闡
提則

不
能
住、

是
一

闡
提周

體

法
雨、

於
一

闡
提
雨
則
不

ky
i
/

h
D
o
d

ch

en

p
a
la

by
a
n
c
h
ub

k
yi

r
g
y
u

mi
c
h
ag
s
t
o
/

密
緻
、

後
如
金
剛
不
容
外
物。

住
。

(
1
3
3
a,

1
9
9
c
)

(
如
来
性
晶

第
四
之
六
・

馨

b
)

(
問
菩
薩
品
第
十
七
・蹴・b)

⑳
(
不
見
者
謂
不
見
佛
性)

(
彼
究
竟
處莫

能
見)

h
D
o
d

C
he
n

pa

r
n
am

s

ky
is

ni

d
ge

b
a

by

as

pa

ni

mi

mt
ho

n
gi

(
如
來

售矍

四
之
六
・

鄭
・

b
)

(
問

菩

薩
品

第

十

七
・蹴・b)

/
s
Mad

pa

da
n
/
b
un
ba
hi
sd
i
g
pa

ga
n
yi
n
pa

ni

mt
ho
n

no

/
/

(
1
3
3
a,

1
9
9
c
)

⑳

善
者
邸
是
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提、

不
作

其
善
修
者
謂修

菩
提、

不

L
as

bz
an

p
o

ni

kt
do

d
c
h
en

p
a
l
a

mi

h
o
n

n
o

/
/

d
Ge

ba

hi

者
所
謂
不
能
親
近
善
友、

唯
見
者見

無
因

來
者
若
自
不
修
終
不
自

s
em

s
s
u
l
a

mi

h
on

s
he

na

/

h
Do

d
c
h
en

p
a
sh

es

Br
ag
s

p
a

ni

果、

惡
者
謂
謗
方
等
大
乘
經
典、

可
作
者謂一闡提説無方等、以是義故一闡提

得、

貭
蜜

者微

密
勝
業、

n如是蟒業於
誰
不
來
謂一

d
ge

b
a

m
ed

p
ah
i
se
ms
c
an

d
u
rg

y
al

g
yi

d
ba
n

d
u
gy

ur

pa

yi
nto/hDodChenpadelamihonno//gShihiyanlagci

①於=是 ∈㊥働
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入
四

輩
無
心
趣
向
清
淨
善
法、

何
等
善
法
謂
湟

闡
提、

永
離
善
心
名
一

閾

s
he

n
a

/

m
D
o
s
d
e
s
p
o
n

b
a
h
o

/
/

De

b
as

n
a

m
d
o
sd
e
sp

on

ba

槃
也、

趣
溟
槃
者
謂
能
修
習
賢善

之
行、

提
諸
増
上慢

一

闡
提
輩
以

ni

h
ji
g
s

s
u

r
u
n

ba

y
in

t
o

/

(
1
3
3
a,

1
9
9
c
)

而一

闡
提
無
賢
善
行、

是
故
不
能
趣
向
湟

何
爲
本、

誹
謗經

法
不
善

槃。

之
業
以
是
爲
本、

誹
謗
經

(

如
来

性
品

第

四

之
六
・

弼
・

b

～
・
)

法
凶
逆
暴
害。

(
問

菩
薩
品
第
+
七
・

蹴
・

b
)

⑳
不
見
所
作
老、

謂
一

闡
提
所
作
衆
惡
而
不

不
見
究
竟
處
者、

永
不
見

G
an

gis

b
y
as

p
a

mi

mt
h
o
n
s
h
e

na

/

h
do

d
t
he

n

pa

sd
i
g

c
a
n

自
身、

是
一

闡
提
僑
慢
心
故
、

錐
多
作
惡

彼
一

闡
提
輩
究
竟
惡
業、

g
yis

b
y
as

pa

mi

mt
h
on

st
e
/

d
es

hk

h
or

b
a
hi

mt
h
ah
i
b
ar

g
yi

於
是事

中初

無
怖
畏、

以
是義

故
不
得
涅

亦
不
見
彼無

量
生
死
究
竟

b
y
as

pa

mi

mt
h
o
n

n
o

/
/

(
1
3
3
b,

1
9
9
d)

槃、

喩
瀰
猴
捉
水
中
月。

之

處。

(
如
來
性
品
第
四
之
六
・

姻
・

c
)

(
問
菩

薩
品
第
+
七
・蹴・b)

⑳

假
使
一

切無

量
衆
生
一

時成

於
阿
耨
多
羅

假
令
一

切衆

生
一

時
發
意

Ga

n

gi
ts
h
e
se
ms
c
an

t
ha

ms
c
ad

se

ms
rtse

g
ci
g
t
o
ht
h
un

pa
r

三
藐
三
菩
提
己、

此
諸
如
來
亦
復
不
見
彼

成
無
上
道、

此
諸
正
覺
獪

g
y
ur
to

bl
a

na

me
d

p
a

y
an

d
ag

p
ar

rd
s
o
g
s

p
ah
i

b
y
a
n

c
h
u
b

一

闡
提
成
於
菩
提。

不
見
彼一

闡
提
輩
諸
悪
究

m
n
o
n

pa
r
r
d
so

gs

p
ar

h
ts

ha

n

rg

y
a

ba
r

h
gy

ur

sr
i
d

na

d
eh
i

如

來

性
品

第
四

之

六
・

弼
・

c
)

竟。

ts
he

h.
d
o
d
c
he
n
pa

s
dig

ca
n

by
a
n
c
h
u
b

m
ch
o
g
to

m
n
o
n

pa
rrdsogsparhtshanrgyayansridpashigna/Denibyaspa

mi

mt
h
o
n

ba

yin

to

/

(1
3
3b
,

19

9
d
)

⑳

佛
爲衆

生
読
有佛

性、
一

闡
提
輩
流
轉
生

死
不
能
知見

、

又
一

闡提

見
於
如

來
畢竟

淫
槃
謂
眞
無
常、

是
人
惡

業
不
虧
損
故
。

(

如

來

性
品

第

四

之
亠ハ
・

邨
・

c
)



⑳
若
有
菩
薩
所
作善

業
廻
向
阿
耨
多羅

三
藐三菩提時、一闡提輩雖復毀呰破壞不

0謂彼諸惡業世間大

鄙
陋者、一闡提輩永離菩提

De

b
sh
i
n

d
u

h
d
od

t
he
n

pa

hi
sd
i
g

pa

hi
l
as
ky
a
n
sm

a
d
pa

da
nbsunpayinno//byanchubkyirgyuhibsodnamsganyin

信
。

(
如
來
性
品
第
四
之
六
・

弼
・

c
)

因
縁功

徳、

斯
等
名
爲
世②窒間鄙陋、於此大乘最後覺悟得爲佛、名是亦鄙

pa

de

g
al
t
o

by

an

c
h
u
b
se

ms

d
p
ah

sp

on

b
ar

b
y
ed

n
a

d
e

y
anthegpachenpolasmodpadanbsunpashesbyaho//(133b,199d)

陋。
(
問
菩
薩
品
第
十
七
・

92
・

c
)8

⑳
一

闡
提者

名
爲
無
目、

是故

不
見
阿
羅
漢

④有似

阿羅

漢一

闡
提
而
行

h
D
od

ch

en

p
a
l
o
d

b
a

g
ci
g

bu

d
gr
a

b
co

m

p
a

yi
n

pa
r

hd

o
d

道、

如
阿羅

漢
不
行
生
死
險
惡
之
道、

以無目故誹謗方等、不欲修脅如阿羅漢

惡
業、

似
一

闡
提
阿
羅
漢⑤

而
行
慈
心、

有似

阿
羅
漢

p
a

ni
la

m

mi
z
ad

pa

C
he

n

po
r

h.
gr
o

hd

od

d
o
/
/

by
a
ms

p
adanldanpahidgrabcompayinparhdodlasindurgyaspa

動
修慈

心、
一

闡
提
輩
不
修
方
等亦

復
如

一

闡
提
者、

是

諸衆

生
誹

s
u
n

d
by

u
n

b
ar

h
do

d

d
e

/

(
1
3
3b
,

1
9
9
d
)

是。

謗
方
等、

似
一

闡提

阿
羅

(

如

來

性
品

第

四
之

六
・

囎
・

a
)

漢
者、

毀
呰
聲
聞
廣
読
方

等
。

(
問
菩
薩
品

第
十
七
・

92

・

・
)8

⑳
(
如
是
説
者名

爲
悪
人)

語衆

生
言、

我
與汝

等倶

(
如
來
性
晶
第
四
之
六
・

聖

・
)

是菩

薩、

所
以
者
何、

一切皆有如來性故、然彼

衆生

謂
一

闡
提、

而
言
如⑥

來
授
我
等
決。…是名似一闡

提
摩
訶
薩

①〔大〕一㊤⑨㊧ ②(言)+於 ㊤㊥霤 ③〔大〕一㊤㊨ ④〔阿〕一㊧ ㊥ ⑤〔阿〕-e㊨ ㊧ ⑥決=法 ㊥

 

一

闡

提

攷

八
五



也
。

(
問
菩
薩
品
第
十
七
・

92
・

o
)8

⑳
有
一

闡
提
作
羅
漢
像、

住
於
空
處
誹謗

方

n是惡比丘示

現
空
閑
阿
練

hD

od

c
h
e
n

pa

dgQ

①

ω
lo

n

s
d
ig
q

c
a
n

d
e

d
gq
on

p
a

na

gq

na

s

s
in

び9

等
大
乘
經
典、

諸
凡
夫
人
見
已
皆謂

眞
阿

若

處
、

…

…
…

…

言

方

等

d
ag

nid

d
gra

bc
o
m

ba

d
a
n

h
dr
a

ba
r
rt
si

p
ar

by
e
d

d
e
/
d
go

n

羅
漢
是
大
菩
薩
羅
訶
薩、

是一

闡
提
惡
比丘輩住阿蘭若處、壞阿蘭若法見他得

經
皆
是
麾
説、

言
摩
訶
衍②・者是諸黠慧正法刺愈、

p
a

na

gq
n
a
s

pa

hi

dg
q
e

sl
o
n

r
na

m°。

σq

島
an

gQ
y
i
s

p
o
s

p
a

mi

b
zo

dlarkyenbshilassindurgyaspanibdudIcyissmrasbayin

利
心
生
嫉妬

、

作
如
是
言
所
有方

等
大
乘

諸
佛
世
尊
皆
當
無
常而

読

n
o

/
/
・

…
-
・・
-
・

…

M
e

t
h
at

b
a
s

b
ka

b

pa

l
a

b
a
b

p
a

b
s
h
in

d
u

經
典、

悉
是
天魔

波
旬
所
説、

亦
説
如
來

常
住、

雷
知
是
爲毀

滅
正

b
yi
s

pa

h
do

d
c
he
n

pa

r
na

ms

p
hy
i
s
t
sh
i
g

pa
r

br
g
y
ur

ro

/
/

是
無
常
法、

毀
滅
正
法
破
壞衆

僭
。

…
…

法
破
僭
之
相、

作
是説

者

(
1
3
4a
,

1
9
9
e
)

:
:
:

如

是
人

者

謂
一

闡

提。

名
一

闡
提。

(
如

來

性

品

第
四

之

六
・

畑
・

a
)

(
問

菩
薩
名
第
+
七
・

92
・

c
)8

⑳

彼
一

闡
提
雖
有
佛性

而
爲
無

量

罪

垢

所纒、不能得出如蠶處繭、以是業縁不能生於菩提妙因、流轉生死無有窮已。(如來性晶第四之六・衂・b)

彼
一

闡
提於

如
來
性
所
以永絶、斯由誹謗作大惡業、如彼蠶虫綿網自纒而無出處、一闔提輩亦復如是、於如來性不能

h
D
o
d

ch

e
n

p
o

r
na

ms

l
a

ya

n

de

b
sh

i
n

g
s
e
g
s

p
a

　i
i
sn
i
n

po

y
o
dmodkyihonkyangq冤。σqsmasindustugqporhdugqσq・＼deernadangyisrinburannidkyiskunnasdkristo/sGomagtodparphyirhbyunminuspadebshindudebshingｧegspahishinpoyandehilaskyinesbashdodChenpahi

開
發
起
菩
提
因、

乃
至
一

k
h
o
n

na
s
d
by

un

p
ar

mi

n
us

so

/
/

(
1
3
4
b,

2
00

a)

切極

生
死
際。

(
問
菩
薩
晶

第
+
七
・

93
・

・
)8

⑭

此
大
乘典

大
浬
槃
經
亦
復
如是

、

遍
入
一

此
摩
詞
衍
般
泥
滬
經
甘
露

De

bs
hi
n

d
u

m
do

ch

e
n

po

hd
i

y
a
n
s
e
m
s
ca

n
th

a
ms

c
ad

ky
i

八
六
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切
衆
生
毛
孔
爲
作
菩提

微
妙
因
縁、

除
一

法
味、
一

切
衆
生
無
不
蒙

s
p
u

d
r

&

t
ha

m
s

c
ad

d
u

s
h
ug
q
s

na
s

d
h
a
n

me

d

pa
r

b
y
an

°
ゲ信

げ

闡
提、

何
以
故
非
法
器
故
。(如來性品第四之六・

衂
・

b
)

潤
發
菩
提
因
、

除
一

闡
提
。(問菩薩品第十七・跚・・)

k
yi

r
g
y
u
l
a

h
jo

g

p
ar

by

e
d

d
e

/

)z
d
o
d

c
he

n

pa

se

ms

b
s
ky

e
d冨ασqosparmihdsinpanimagqtogqω○＼＼(134b,200a)

⑳

能
除
衆
生
一

切
煩

惱、

安
住
如
來
清
淨
妙因、未發心者令得發心、唯除必死一闡提輩。(如來性品第四之六・囎・b)

一

切
衆
生

諸
煩
惱
患、

乃至不樂菩提未發心者、悉皆能治令發菩提、唯除一闡提輩。

Se

ms

ca
n
t
h
a
ms

c
ad

k
yi

n
on

mo
ns
p
a
hi
n
a
d
t
h
a
ms
ca
d

b
sa
lnassemscanrnamsbyanchubkyirgyulahgodbarbyedmodkiy/hChibahiduslababpaltabuhihdodthenponimagtogsso//(135a,200b)

(
問
菩
薩
品
第
十
七
・

93

・

a
)8

⑯
能
爲
聲
聞
縁
覺之

人
開
發
慧
眼、

令其

安

一

切衆

生
膣
聞
縁
覺、

不

P
ha

m

pa
r

by
e
d

pa

r
n
a
ms

da

n

mts
ha
ms

me
d

p
a

by

ed

pa

se

ms

住
無
量
無
邊大

乘
經
典、

未
發
心
者
謂
犯

樂菩

提
未
發
心
者、

悉
皆

b
sk

y
ed

mi

dg

os

p
ar

hd
si
n

pa

r
na

ms

k
y
an

b
y
a
n

c
h
u
b
l
a
d
go

d

四
禁
五
無
間罪

悉
能
令
發
菩
提
之
心、

唯除生盲一闡提輩。

療
治
令
開
慧

眼

發

菩

提心、唯除生盲一闡提輩。

p
ar

b
y
ed

m
o
d

ky
i
/

di
n
t
o

dm

us

l
o
n

d
u

h
d
u
g
p
a
h
do

d
t
he

npanimagtogsso//(135a,2QOb)

(

如

來

性
品

第
四

之
六
・

衂
・

b

～
c
)

(
問
菩
薩
品

第
十
七
。跚・b)

⑳
所
至
之
處
若
至
舍
宅
能
除衆

生
無
量
煩惱、犯四重禁五無問罪未發心者悉令發心、除一闡提。

(
如
來
性
口

矍
四
之
六

幽
・

c
)

一

切
衆
生
諸
煩
惱
患、

不樂菩提未發意者、及四重禁無間罪業、皆能除滅安立菩提。

P
h
am

p
a

b
y
ed

pa

rn

a

ms

d
an

/

m
T
s
h
am

s

me

d

p
a

by

e
d

pasemsbskyedmidgosparhdsinparnamskyanbyanchublahgodbarbyedde/hDodchenposibadanhdrabanimaαqtogsso//(一ω㎝ぴ℃200c)

(
除
一

闡
提
の

語
を

欠
く
)

(
問
菩

薩
品
第
十
七
・

跚
・

b
)

一

闡

提

孜

八
七



凾
犯
四
重
禁
及
無
聞罪

臨
命
終
時
念
是
大
乘

是
等
衆
生
生
天人

中、

必

De

n
as

p
h
am

p
a

b
y
ed

p
a

da

n

/

m
T
sh

a
m
s

me

d

pa

b
y
ed

大
涅
槃
經、

雖
堕地

獄
畜
生
餓
鬼
天
上
人

得
發
心
爲菩

提
因、

是
故

by
ed

pa

y
a
n
d
ra
n

pa

ma

brje
d
pa
hi
h
br
a
s
b
u
se

ms
ca
n
dm

y
al

中
、

如
是
經
典
亦
爲
是
人作

菩
提
因、

除一闡提。

我
謐
犯
四
重

禁
及
無
間

Cー

業
、

皆
得
發
心

爲菩

提
因
。

ba
ha
m
/

Mi
hi
hjig

rte
n
d
u
by
an
c
h
ub

ky
i
r
gy
ur
hg
y
ur
to/hDodchenpanimagtogsso//(136a,200d)

(
如

来

徃

品

第
四

之

六
・

畑
・

c
)

(
除
一

闡
提
の
語
を
欠
く
)

(
問
菩
薩
品
第
+
七
・

跚
・

b
)

①⑳若有衆生犯四重禁五無間曝 、悉能消滅令住菩提、如藥革雁能消衆毒、未②鈔發心者、能令發心安止住於菩提之道、是彼大乘大浬槃經威神藥故、令諸衆生生於安樂、唯除大龍一闡提輩。

一

切
僑
慢
四

種
毒
蛇、

犯四重禁及無間業、不樂菩提未發意者、皆悉安立於菩提道、所以者何、此摩漸衍般泥疸經、最爲無上第一良藥故、唯

h
D
is

ky

an

p
h
am

b
a

b
y
ed

p
a

rn

a

m
s

d
a
n
/

mT

s
h
am

s

m
ed

pa

h
ilasbyedbahisdigcangyi・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…Debasnasemscanthamscadkyibdebabskyedpahiphyiryonssumyananlashdaspathenpohiminsmangnodselthenpoyontangyitshulcanshesbyaste/hdodChenpahikludragpomibzanpanimagtogsso//(136a,200d)

(

如

來

性
品

第

四

之
六
・

翊
・

・
)

除
増
上
毒
蛇
一

闡
提
輩。

(
問
菩
薩
品
第
+
七
・

跚
・

b
)

⑳
在在

處
處
諸
行
衆
中有

聞
聲
者、

所
有貪欲腹煮愚癡悉皆滅盡、其中雖有無

心思念、是大浬槃因縁力故能滅煩惱而結自滅犯四重禁及五無間聞是經已、亦作無上菩提因縁漸漸煩惱、除不横

⑤

一

切衆

生

聞其

音
聲、

婬怒癡箭不樂菩提未發意者、犯四堕法及無間罪一切除愈、唯除一闡提輩。

D
e

bs
hin

d
u

p
ha

m

pa

by
e
d

pa

r
n
a
ms

da

n

/

m
T
sh

a
m
s

me

dpahilasbyedpasemsbskyedmidgosparhjinparnamskyiyanbyanchubkyirgyudparbyedde/hoodthenpahchibahiduslababbadanhdrapanimagtogsso//'(136b,200e)

死
一

闡
提也

。

(
問
菩
薩
品
第
+
七
・

(
如
來
性
品
第
四
之
六
・

姻
・

a
)

跚
・

b
)

八
八
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@
如
法花

中
八
千
膣
聞
得
受
記

薊
成
大
果蟹、如秋收冬藏更無所作、一闡提輩

八
千
聲
聞
於
法華

經
得
受③記別、唯除冬氷一闡提

Da

m

pa

hi
c
h
os

p
ad

m
a

d
k
ar

p
o
hi

md

o

ch

en

p
o
l
as

na
n
th

c
schenpobrgyadbcudpyidzlarablahbrurnamsmtharthug

亦
復如

是於

諸
善
法
無
所
營
作。

輩
。

pa

b
sh
i
n

du

l
u
n

bst
an

pa

ch

e
n

p
o
hi
t
o
th

o
g
sk

y
e
ba

hi

mt
h
a
r

(
如

來

性

品

第
四

之

六
・

捌
・

・
)

(

問

菩

薩
品

第

十

七
・93・c)8

th

u
g

pa

d
a
n

h
d
r
i

pa

r

h
gy

ur

to

/

hD

od

t
h
en

p
o

ni

m
a

g
t
og

s

尸

ω。

＼
＼

(
1
3
7
a,

20

1
a
)

〕

@
若
比
丘
比
丘
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
及
諸
外

若
比
丘
比
丘
尼
乃
至
外

d
G
e
sl
o
n

n
a
m
/

d
G
e

sl
o
n

ma

h
a
m

/

hs
hi
ms

g
yi

mo
l

pa

道、

有
能
受
持
如
是
經
典、

鬻
誦
通
利、復爲他人分別廣説若自書冩令他書

道
、

在
在
處
處
若

書經

卷④⑤爲人演読、其有衆生若

gs
ha
n

g
yis

se
s
sa
m

/

g
S
ha

n
la
s
t
h
os

na

d
e
da
g
gi
by
a
n
c
h
u
bkyirgyurhgyurla/Phampabyedbadan/mtshamsmed

寫、

斯等

皆
爲
菩
提
因
縁、

若
犯
四
禁
及

讀
若
聞、

斯
等皆

爲
菩
提

℃&

=a

s

b
ye

d

pa

hi

h
by

u
n

po

da

n

/

診

z
a
hi

gq
山s

σQ
yi
s

z
i
n

五
逆罪

、

若
爲
邪
鬼
毒
惡
所
持、

聞
是
經①典所有諸惡悉皆滄滅、如見良醫惡鬼

之
因、

不
樂菩

提
未
發
道意、及四重禁五無間

pa

ji

s
ne

d

t
h
o
s

ky

a
n

ru

n

st
e

/Deltargqandagqσqimdosdeth
e
n

p
o

kl
a
gq
の

び⇔

B

冨

び
r
is

び㊤

遠
去、

當
知
是
人
是
眞菩

薩
摩
訶
薩
也、何以故、暫得聞是大涅槃故亦以生念

罪、

諸
邪
惡

毒

皆

悉

滄⑥滅、唯除一闡提輩。

kl
ag
s
s
am

/

T
h
os
sa

m

bris

k
y
an

r
u
n

/

De

d
ag

It
a
b
ya

n
ch

u
bsemsdpahsemsdpahchenporcistemihgyur/hDodChen

如
來
常
故、

暫
得
聞
者尚

得
如
是、

何
況

(
問

菩
薩
品
第
十
七
・

po

m
a

gt
o
g
s
so

/
/

(
1
3
7
a,

20
1
a)

書
寫受

持
譖誦

、

除一

闡
提
其
餘
皆
是菩

93
・

c
)8

薩
摩訓

薩
。

(
如
來
性
品
第
四
之
六
・

翊
・

a
)

⑱
譬如

聾
人
不
聞
音
聲、

一

闡
提
輩
亦
復
如

d
e
er

na

h
o
n

pa
s

sr
nr
a

mi

t
h
o
s

p
a

de

b
s
h
in

d
u

hd

o
d

ch

en

◎

是、

雖
復
欲
聽
是
妙
經
典而

不
得
聞、

所②以者何無因縁故。

po

s

k
y
a
n

md

o

sd

e

h
di

t
h
o
s

p
ar

m
i

n
u
s

to

/

D
e
la

r
g
yu

m
edpahiphyirro//(137a～b,201a～ず)

(
如
來
性
品
第
四
之
六
・

翊
・

b
)

⑭
於
諸
衆
生
有
欲
無
欲
悉
能
令
彼
煩
惱
崩

不
樂
菩
提
及
未
發
意、

諸

De

d
ag

l
a
r
mi
l
a
m

d
u

h
a
m

hc

hi

ba

hi

t
sh

e

y
an

r
u
n

to

/

落、

是諸

衆
生
乃
至
夢
中夢

見
是
經
恭
敬

佛
菩
薩、

方
便
爲
読
、

雖

S
em

s

ca
n

de

d
ag

gis

mi

se
s

b
sh
i
n

d
u

b
y
a
n

ch

ub

k
yi
rg

y
u
hi

①滄=銷 ㊥㊧ ②無=聾 ㊧㊥㊥ ③別=前 ㊥ ④(若)+爲e㊥ ⑤〔演〕-e㊨ 曾 ⑥〔輩〕-e㊥

 

一

闡

提

攷

八
九



供養

、

喩
如
大
王

恭敬

良
醫
、

是
大
良
醫

不
戲
受、

而
於夢

中
若
命

ju

g

pa
r

hg

yu
r
r
o

/
/

hD

od

c
h
en

p
o

ni

m
a

gto

g
s
t
o

/
/

知
必
死
者
終
不
治
之、

是大

乘
典
大
涅
槃

終
時、

便
自
覺
悟
發
菩提

(
1
37

b,

2
0
1
b
)

經
亦復

如是

、

終
不
能
治
一

闡
提
輩。

因、

除
一

闡

提。

(

袈
性
品
第
四

之
六
・

姻
・

b
)

(
問
菩
薩
品
第
十
七
・

厂

93
・

・
)8

⑮
譬
如
良
籍善

知
八
種
悉
能
療
治
一

切
諸

de

er

na

s
ma

n

pa

ts
he
hi
ri
g

by
e
d

y
a
n
l
a
g

br
g
y
ad

p
h
yi

m
a

病
、

唯
不
能
治
必
死

之人

、

諸
佛
菩薩

亦包復如是悉能救療一切有罪、唯不能治

se
s

ba

s
hi
g

gis
ra

n

gi

b
u
t
h
o
g

m
ar

rg

y
ud

ky
i

y
a
n
l
a
g

t
ha

ddan/Rilasskyespahismanrnamsslobbarbyedgyima

必
死
之人

一

闡
提
輩。

t
h
o
g

ba

ni

hd

o
d

ch

e
n

p
o

y
i
n

no

/
/

(
1
3
7b

,

20

1
b
)

(

如

來

性

品

第
四

之

六
・

捌
・

b

～
c
)

⑯
如
來
如
是説

大
乘
經
典
大
裡
槃
經、

爲
諸

悉
發
無
上
菩
提
之
因
、

除
.

S
e
m
s
ca

n
rn
a
ms

l
a

ya

n

by
a
n
c
h
u
b

ky
i
rg

y
ur
h
gy

u
r
t
o
/

h
Do

d

衆
生
已
發
心
者
及
未
發
心
作
菩
提
因、

除

一

闡提

。

c
h
en

pa

ni

ma

g
to

gs

s
o

/
/

(
1
3
8
a,

20
1
c)

一

闡

提。

,
(

問

菩

薩

品第

十

七
・

(

如
來

性
品

第

四

之
六
・,

捌
・

c
)

OQ

489.c～89
.

・
)

@

帳
使
一

闡
提、

現
身
成
佛
道、

永
處
第
一樂、爾乃入担槃、如來睨一切、皆如

能
令一

闡提

、

悉
成
平
等覺如來捨慈悲、永入於

G
a
n

t
s
h
e

sd
i
g

c
an

h
d
o
d

c
h
e
n

ba

/

B
y
an

c
h
ub

h
n
on

pa
rrdsogqshchanおya/mChogqtobdeげ・び・ぴnaskyis/1　es

羅
喉
雑
云
何捨

慈悲

永
入
於
淘
槃。

泥

疸。

b
a

t
h
aY
n
s

ca

d

rn

a

m

s
ts
a
n
°・

℃
a

/

D
e

t
s
h
e

sgQ

螽

σqc

an

z
in

び
s
hi
n

(
一

切
大
衆

所
問
品
第
五
・

鰹
・

b
)

(
隨
喜
品
第
十
八
・

蹴

U
　

d
u

/

D
e

bs

hi
n

gs

e
g
s

pa
s

s
em

s

ca

n

g
zi
g
s

/

S
e
m
s

ca

n

k
u
nσqyimcogqσqyurba/gqTandumyananhdahba°。σq目○言＼

(
1
4
7
b,

20

5
b
)

⑱

佛
言
、

唯
除
一

人、

餘
一

切

施

皆

可

讃

佛
告
純
陀、

除
一

種人

歎

σq
So
l

p
a

＼

M
a

gq
t
o
gQ
°。

髢

σq

肄

賦

αQ

器

＼

げ
囚
a
h

s
ts

al

げ
a

/

m
D
o

歎、

純陀

問
言、

云
何
名

爲
唯
除
一

人、

一

切
施、

純
陀
白
佛
、

除

h
di
l
as
ts
h
ul

k
hri
m
s

h
ch

al

b
ar
rtsi

ba

ga
n

yi
n

no

/
/

九
〇

①救療=療 救∈㊥



佛
言、

如
此
經
中
所
読
破
戒、

破戒者一闡提、、其餘在所一切布施皆

何
等
人
歎
一

切施

、

佛
告②純陀、除一闡提犯戒謗

bK

a
h
sts
al

b
a

/

h
Do

d
c
he
n

po

m
a

gt
o
g
s

ba
r
s
by
i
n
p
anithamscaddubsnagspayinno//gSorpa/hDodchen

可
讃
歎
獲
大果

報、

純
陀
復
問、

一

闡提

法、

歎
一

切
施、

純
陀
白

po

ji
lt
a

b
u
l
a
gs

/

bK

a
h
sts
al

ba

/

d
G
e
sl
o
n
n
am

/
dG

e
sl
o
n

者
其
義
云
何、

佛
言
、

純陀

、

若
有
比
丘

佛、

何
等
名

爲
一

闡
提、

m
a

ha

m
/

d
G
e

bsn

en

n
am

/

d
Ge

bs
ne
n

ma

y
a
n

ru

n

st
e

/

及
比
丘
尼
優
婆
塞優

婆
夷、

發
麁
惡
言
誹

佛
告
純
陀、

若
比
丘
比
丘

Ts
hi
g

da
n

pa
s

md

o
s
d
e
s
p
an
s

na
s

ph

yis

b
zo

d

p
a

gso
l

p
ar

謗
正
法、

造
是
重
業
永
不
改
悔
心

無
慚

尼
優
婆
塞
優
婆夷

、

誹
謗

ya

n

mi

by
e
d

pa

d
e
lt
a

b
u

ga

n

yi
n

pa

d
e

ni

h
do

d
c
he

n

P
a
hi

愧、

如
是
等
人名

爲
趣
向
一

闡
提
道、

若

經
法
口
読
惡
言永

不
改
悔一

la
m

d
u
s
h
u
gs

pa

yi
n

no

/
/

P
h
am

p
a

bs
hi

b
y
u
n

ba

r
na

ms

犯
四
重
作
五
逆
罪
自知

定
犯
如
是
重
事
而

於
諸
經
法
心
無
歸
依、

如

da

n
/

mts
ha

ms

m
ed

p
a
l
n
a

b
y
ed

g
a
n

yi
n

p
a

d
e

da

g

ni

bd
a
g

心
初
無
怖
畏
慚愧

不
肯
發
露、

於
佛
正
法

是
等
人
向
一

闡提

道
、

若

ca

g

hji
gs

p
ah
i

g
na
s
s
u
s
h
u
gs

s
o

sn

am

d
u

s
eg
s

k
ya

n

hji
gs

永
無
護
惜
建
立
之
心、

毀
呰
輕
賤
言
多
過

復
衆
生
犯
四
重
禁
作
無
間

pa
r

mi

lt
a
l
a

da
m

pa
hi
c
h
os

ky
i

p
h
y
o
gs

k
y
a
n

mi

hd
s
in

/

咎、

如
是
等
人
亦
名
趣
向
一

闡
提道

、

若

罪、

不
自
改
悔
而
無
慚

Da

m

pa

hi
c
ho
s

d
b
y
u
n

no

sn

am

r
u

hb
a
d

b
ar

ya
n

mi

by

ed

la

/

復
読
言
無
佛
法
僭、

如
是
等
人
亦
名
趣
向

恥、

彼
於
正

法
永
無
護

De

nid

k
yi

bs
na

gs

pa

ma

yi
n

p
ar

y
an

h
d
o
d

pa
r

b
y
ed

ba

d
e

一

闡
提道

、

唯
除
如
此
一

闡
提
輩、

施
其

惜、

不
與護

法
之
人
以
爲

da

g

k
y
an

hd

o
d

t
he
n

pa

hi
l
a
m

d
u

sh

u
g
s

pa

yi
n

no

/
/

S
an

餘
者一

切
讃
歎、

所
言
破
戒
其

知
識、

於諸

善
事
未
曾
讃

rg

y
as

me

d

do

/
/

C
h
os

m
ed

d
o

dg

e

h
d
u
n

me
d

d
o

s
he
s

ze
r

義
云
何、

…
…
若
犯
四
重

及
五

逆
罪
誹
謗

歎、

若復

邪
見
無
佛
法

ba

g
a
n

yi
n

pa

d
e

da
g

k
ya
n

h
d
od

C
h
en

pa

hi
l
am

d
u
ch

u
g
s
pa

正
法、

如
是等

人
名
爲
破
戒。(一切大衆所問品第五・鞴

・
a

～
b
)

僭、

我説

斯等

向
一

闡
提道、除斯等類歎一切

y
i
n

no

sh

e
s

b
ze

r

t
o

/

h

D
o
d

c
he

n

po

de

d
a
g

m
a

g
to

g
s

p
a
rsbyinpathamscaddubsnagsso//・・・・・・・・・・・・…bKahstsal

施、

純陀

白
佛
、

何
名
犯

b
a
/

P
ha

m

pa
b
y
ed

b
y
ed

pa

r
n
a
m
s
d
a
n
/

m
Ts
h
a
ms

me
d
pa

l
n
a

戒、

佛
告
純
陀
、

犯
四
重

by
e
d

by
e
d

pa

r
n
a
m
s

da

n

/

m
D
o
s
de

s
p
o
n

ba
r

by
e
d
p
a
de

nid

禁
五
無
間業

誹
謗
正
法。

伍○

＼
＼

(
一

お
p～

び

b
O
駅。
--
-2

06

a)

(

隨喜

品
第
十
八
・

跚

・

b
)

⑲

世
釁、

若
一

闡
提
能
自
改
悔、

恭敬

供
養

世
霹、

若
一

闡提

還
生
信

bC

o
m
l
d
a
n

h
d
as

hd

o
d

ch

en

p
ar

l
h
un

ba
r

gy

ur

pa

l
as

sl
ad

讃
歎
三
寶、

施
如
是
人
得
大
果
報
不、

佛

心
悔

過
三

奪、

若
人
施
與

ky
i
s

gs
hi

gs
u
m
l
a

hc

ha

gs

pa
r

bg

yid

ci
n

bz
od

p
a

gs
ol

pa
r

①佛=彼 ㊤ ②〔犯戒謗法〕一∈ ㊥㊧

 

一

闡

提

孜

九

一



九
二

言
、

彼
一

闡
提
亦復

如是

、

得
大
果
不、

佛
告
純陀

、彼一闘提亦復

b
gy
i
d

na

/

Ci
l
a
gs

ne
la

st
sa
l

y
a
n

h
br
as

b
u

t
he

ba
r

hg

y
urlagssam/bKahstsalpa/

燒
然
善
根、

當

於何

處
而
得
除
罪、

善
男子、若生善心是則不名一闡提也、善

如
是、

壞
善
種
子
欲
令
改

h
D
od

th

en

p
a
l
a

ya

n
sa

b
o
n

me

d

de

h
d
o
d

t
he

n

po

h
ch

ag

s

男
子、

以
是義

故、

一

切
所
施
所
得果

報

悔
生
其善

心、

無
有
是

si
n

bz
ad

p
a

gs
ol

pa

hi

se

m
s
s
ky
e
d

pa

ni

mi
sr
i
d
d
o
/
/

De

ba
s

非
無
差
別。

處、

是
故
名

爲
一

闡

提

na

h
d
o
d
ch

e
n

po

de

lt
a

bu

la

ni

t
ha

ms

c
ad

d
u

sb

yin

pa

(
一

切

大

衆

所
問

品

第
五
・25・c～26

・

a
)44

也、

布施

持
戒
得
大
果
者果亦不同。

h
b
r
a
s

b
u

t
he

ba

m

yi
n

no

/
/

(
1
5
0
a　

-b
,

20

6a

^
-
b
)

●

(
隨
喜
品
第
+
八

諭

・

U
　

四
十
巻
本
の
前
十
巻
、お
よ
び
六
巻
本
、
並
び
に
チ
ベ
ツ
ト
十
三
巻
本
の
三
訳
を
彼
比
対
照
し
て

一
闡
提
に
つ
い
て
の
教
説
を
順
次
に
列
挙

す

れ
ば
右
の
ご
と
く
で
あ
る
。
い
ま
は
三
本
相
互
間
の
異
同
に
つ
い
て
の
詳
細
厳
密
な
テ
キ
ス
ト
批
判
を
検
討
す

る
余
裕
が
な
い
し
、
ま
た

本
論
攷
に
そ
の
必
要
を
必
ず
し
も
認
め
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
大
異
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
三
本
を
通
じ
て
表
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
を
大
括
的
に
検
討
し
な
が
ら
、
本
経
に
お
け
る

一
闡
提
所
説
の
諸
相
の
問
題
点
を
解
明
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
、
先
づ
最
初
に
気
付
く
こ
と
は

一
闡
提
に
関
す
る
所
説
が
経
典
の
或
る
箇
所
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
巻
本
で

い
う
な
ら
ば
問
菩
薩
品
第
十
七
は

一
闡
提
品
と
名
づ
け
て
も
よ
い
ほ
ど
、
そ
の
教
説
に
始
終
し
て
い
る
。
右
の
対
照
表
の
⑬

(以
下
こ
の
番
号

は
対
照
表
の
番
号
を
示
め
す
)
よ
り
⑯
ま
で
が
そ
れ
で
あ
り
、

そ
の
品
の
分
量
が
全
分
量
の

一
割
に
も
満
た
な
い
に
も
拘
ら
ず
、

一
闡
提
の
引

用
が
全
引
用
の
七
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
よ

つ
て
肯
き
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
こ
の
大
乗
浬
槃
経
こ
そ
が
菩
提
の
因
で
あ

り
、

こ
れ
を
聞
く
こ
と
に
よ
つ
て
菩
提
心
を
発
し

一
切
の
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
四
重
禁
や
五
無
闇
罪
を
犯
し
て
い
る
と
こ
ろ
の

極

重
悪
の
者
に
対
し
て
も
本
経
が
菩
提
の
因
縁
と
成
り
得
る
こ
と
、
し
か
し
唯
だ

一
闡
提
の
み
は
除
外
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
を
種

々
の
譬



喩
を
も

つ
て
説

い
て
い
る
。

二
、

一
闡
提
を
四
重
禁
、
五
無
間
罪
を
犯
す
者
と
明
瞭
に
区
別
し
て
い
た
こ
と
は
⑪
、
⑫
、
⑬
、
⑰
、
⑱
、
⑳
、
⑳
、
凾
、
画
、
⑳
、
⑫
に@

よ

つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
正
法
を
誹
謗
し
毀
壊
す
る
も
の
と
も
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
②
、
③
、
④
、
⑫
、
⑬
に
よ

っ
て
知
り
得
る
。

す
な
わ
ち
、

一
闡
提
と
は
、
仏
教
徒
に
よ

つ
て
は
極
悪
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
五
逆
や
謗
法
の
も
の
ど
も
を
指
す

の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と

で
あ
る
。
し
か
も

「
五
逆
罪
よ
り

一
闡
提
に
い
た
る
ま
で
」
⑪
と
い
い
、
ま
た
こ
れ
ら
を
併
記
す
る
の
に

「
四
無
聞
と
五
逆
と
謗
法
及
び

一
闡
提
」
と
い
う
順
序
で
説
い
て
い
る
よ
う
に
、

一
闡
提
を
こ
れ
ら
以
下
の
も
の
と
見
做
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
し
か
る
に

一
方
で
は
、
⑤
、
@
、
⑳
、
⑫
、
⑱
に
説
き
示
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
方
等
大
乗
経
典
の
正
法
を
毀
謗
し
、
僧
を
破
壊

す
る
も
の
を

一
闡
提
と
名
づ
け
て
い
る
。
特
に
六
巻
本
で
は

「
一
闡
提
の
輩
は
何
を
も

つ
て
本
と
な
す
か
、
経
法
を
誹
謗
す
る
不
善
の
業
を

も

つ
て
本
と
な
す
」
⑳
と
か
、
魔
破
旬
と
同
様
に

「
正
法
を
毀
滅
し
、
僧
を
破
す
る
の
相
を
説
く
も
の
を
名
づ
け
て

一
闡
提
と
な
す
」
⑫
と

明
瞭
に
定
言
し
て
い
る
。
同
箇
所
の
四
十
巻
本
や
チ
ベ
ツ
ト
本
の
説
相
も
勿
論
同
調
で
あ
る
。
ま
た
六
巻
本
の
⑤

は

一
闖
提
が
五
無
間
業
を

作
し
て
い
る
と
も
解
釈
し
得
る
し
、
さ
ら
に
三
本
と
も
に

「
破
戒
を

一
闡
提
と
な
す
。
そ
の
破
戒
と
は
四
重
禁
お
よ
び
五
逆
罪
を
犯
し
て
正

法
を
誹
謗
す
る
こ
と
で
あ
る
」
⑱
と
説

い
て
い
る
か
ら
、

一
闡
提
と
は
四
重
禁
や
五
逆
を
犯
す
も
の
で
あ
る
と
言

い
得
る
。

四
、
謗
法
、
五
逆
以
外
の
者
で
も
あ
り
、
ま
た
謗
法
、
五
逆
の
者
で
も
あ
る
、
と
い
う
右
の
二
問
題
を
如
何
よ
う

に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の

か
。
個
々
の
文
々
句
々
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
紙
背
に
徹
す
る
経
説
の
受
容
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
闡
提

に
関
す
る
諸
説
を

つ
き
あ

わ
す
こ
と
に
よ

つ
て
、
経
説
者
が
目
指
し
て
い
た

一
つ
の
纒
ま

つ
た
見
解
を
あ
る
程
度
抽
き
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
こ

む

む

　

　

　

　

　

　

　

む

む

　

　

　

　

と

に

関

し

て

「
正

法

を
誹

謗

し
、

こ

の
犯

四

重
禁

作

五
無

間

罪

と

い
う

重

業

を

造

つ
て
、

永

く

改

悔

せ

ず

心

に
慚

愧

が

無

け

れ

ば

、

か

く

の

如

き

入

々
を

一
闡

提

の
道

に

趣

向

す

る

と

名

づ

け

る
」

⑱

と
説

き
、

一
方

で

は

「
犯

四
重
禁
五
無
聞
業
誹
謗
正
法
…
…
尚
服
法
衣
而
生
慚
愧

・…
-
犯

四
重
禁
五
無
聞
業
、
深
自
悔
責
興
護

法
心
」

(
六
卷
本
胼
b
～

c
・
四
十
卷
本

・
チ
ベ

ッ
峯
本
も
同
じ
)
と

説

い
て

い
る

よ

う

に

、

五

逆

、

謗

法

者

は
慚

@

傀

し

て

正
法

に
帰

依

す

る
が

、

一
闡

提

は
慚

傀

し

な

い
、

反

省

を

し

な

い
と

い
う

と

こ

ろ

に

一
つ
の
大

き

な

特
黴

が

あ

る

。

ま

た

一

闡

提

一

闡

提

攷

九
三



九
四

を
、
無
信
之
人
⑥
、
不
可
治
⑥
、
必
死
⑳
、
⑮
、
焼
種
⑲
、
焦
種
⑯
、
⑳
、
無
目
⑳
、
生
盲
⑳
、
大
竜
毒
蛇
⑳
、
聾
⑬
、
冬
氷
@
、
不
能
治

⑭

、
無
因
縁
⑱
な
ど
と
最
悪
の
形
容
詞
や
譬
喩
を
も

つ
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
結
局

コ

闡
提
と
は

一
切
の
善
根
を
断
滅
し
、

一
念
の

善
も
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
」
⑧
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
僑
慢
に
し
て
、
悪
業
に
究
竟
じ
て
お
り
、
虧
損
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
⑳
、
⑳
、

⑳
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

一
切
の
悪
業
を
具
備
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
⑱
、
⑫
の
説
相
か
ら

い
う
な

ら
ば
、

一
闡
提
を
仏
教
を
非
難
す
る
外
道
と
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
外
道
と
別
に

一
闡
提
を
立
て
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
、
経
全
体
の
立
揚
か
ら
見
と
お
す
な
ら
ば
、

一
闡
提
と
は
、
四
重
禁
、
五
逆
を
犯
し
、
正
法
を
破
壊

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
俗
世

の
悪
業
を
具
備
し
て
、
非
仏
教
的
な
活
動
を
な
し
、
そ
れ
に
執
着
し
て
浬
槃

を
求
め
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
永
く
慚
愧
し
な
い
者
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
を

一
言
で
い
え
ぱ
断
善
根
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
悪
人
が
実
際
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
大
乗
涅
槃
経
に
反
対
す
る

者
、
こ
の
経
曲
ハに
順
が
わ
な
い
者
を
そ
れ
が
外
道
で
あ
れ
、
小
乗
で
あ
れ
、
犯
戒
者
で
あ
れ
、
誰
で
あ
つ
て
も
よ

い
、
そ
う

い
う
も
の
を
単

的
に

一
闡
提
と
名
づ
け
、
そ
れ
は
五
逆
、
謗
法
、
外
道
以
下
の
者
で
あ

つ
て
、
諸
悪
を
具
備
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
、
い

わ
ば
仮
定
的
な

一
つ
の
要
請
か
ら
内
容
づ
け
や
性
格
づ
け
を
な
し
て
い
つ
た
と
見
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
だ

か
ら
こ
そ
、
さ
き
に
も

一

言
し
た
よ
う
に
、
正
法
で
あ
る
こ
の
大
乗
浬
槃
経
を
受
け
容
れ
得
る
や
否
や
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
そ
の
否
定
的
な
代
表
者
と
し
て
常
に

代
名
詞
的
に

一
闡
提
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑨
が
如
来
蔵
経
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
@
が
法
華
経

か
ら
の
引
用
で
あ

つ
て
、
そ
れ
ら

の
経
典
に
は

一
闡
提
に
つ
い
て
は
何
ら
触
れ
て
い
な
い
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
こ
に

一
闡
提
を
登
揚
せ
し
め
て
い
る
と
い
う

こ
と
か
ら
し
て

も
、
そ
う
い
う
経
説
者
の
意
図
を
傍
証
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
大
乗
涅
槃
経
典
成
立
時
に
お
け
る
思
想
顕
現
の
様
態
、
あ
る
い
は
そ
の
モ
メ
ン

ト
に
い
て
、
反
対
者
を
予
想
す
る
意
識
の
占
め
る
比
重
の
極
め
て
大
き
い
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

一
闡
提
を
し
て
極
悪
者
と

し
て
性
格
ず
け
れ
ば
ず
け
る
程
、
か
え

つ
て
大
乗
浬
槃
経
の
正
し
さ
や
勝
れ
た
こ
と
を
反
顕
し
得
た
の
で
あ
る
。

五
、

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
が
大
乗
湟
槃
経
の
大
命
題
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
命
題
を
信
ぜ
ず
、
こ
れ
に
反



対

す
る
者
は
到
底
成
仏
し
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
教
説
と
し
て
当
然
説
か
れ
な
く
て
は
な
る
ま

い
。

一
闡
提
が
常

に
こ
の
問
題
に
関
連
し

て
説
か
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

コ

切
衆
生
に
は
す
べ
て
仏
性
が
有

つ
て
、
諸
煩
悩
を
断
じ
、
無
上
等
正
覚
を
成
ず

る
も
、

一
闡
提
は
除
く
」
⑨
と
か

「
一
闡
提
を
除
い
て
他
の
衆
生
は
こ
の
湟
槃
経
を
聞
法
し
て
、
皆
菩
提
の
因
と
な
す
」
⑭
な
ど

と
説

い
て

い
る
の
が
常
例
で
あ
り
、
そ
れ
が
基
調
に
な

つ
て
い
る
。
し
か
も
⑰
、
⑱
、
⑳
、
⑳
、
⑳
、
⑱
〉、
⑳
、
⑳
の
諸
説
の
よ

う
に
犯
四
重
禁
、
五

鉦
簡

罪
の
者
は
未
発
心
の
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
発
心
芒

め
得
る
と
い
う
の
は
、
仏
性
が
有
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
根
拠
に
な
つ
て

い
る
。

し

た

が

つ
て
、

一
闡

提

が
発

心

し
得

な

い
と

い
う

の

は
、

仏

性

が

無

い
と

い
う

こ
と

に
な

る

。

だ

か

ら

、

慚

愧

し

な

い
と

い
う

こ
と

は
、

慚

愧

し

な

い
と

い
う

そ

の
状

態

が

一
闡

提

な

の

で
は

な

く

て

、

永
久

に
慚

愧

す

る

こ

と

の

な

い
そ

の

こ

と
が

一
闡

提

で
あ

る
と

い
わ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

大

乗

涅

槃

経

を

最

勝

、

至

善

、

真

正

と

な

す

立

場

か

ら

す

る

な

ら

ば

、

そ

れ

に
反

対

す

る
者

は
必

ず

や

か

か

る
者

に

ほ

か

な

ら

な

い
と

い
う

の
で

あ

る
。

六

、

し

か

し

、

太
乗

仏

教

精
神

の
日印
揚

す

る

に

し

た
が

つ
て
、
い
わ

ゆ

る

一
仏

乗

思

想

が
極

ま

る

な

ら

ば

、
仏

性

も

当

然

に
理

念

化

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

悉

有

仏

性

が

ダ

ル

マ
と
し

て
仏

教

を

一
貫

す

る
真

理

で
あ

る

た

め

に

は

、
除

一
闡
提

と

い
う
論

理

が
成

立

す

る

こ

と
自

禁

す
で
に
予
盾
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
闡
提
成
仏
の
問
繁

生
じ
て
ー
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
如
来
蔵

・
仏
性
懸

の
展
開
と
並

行
し
て
派
生
し
て
来
る
問
題
で
あ
り
、
四
+
巻
本
の
後
三
+
巻
本
に
お

い
て
饗

し
て
い
る
。
先
天
的
と
も
い
う
べ
き
仏
性
と
後
天
的
窿

行
、
す
な
わ
ち
性
と
修
と
で
つ
両
面
か
ら
の
問
題
の
把
え
方
に
お
い
て
、
師
子
吼
菩
薩
品
第
±

、
迦
葉
菩
薩
品
第
+
二
な
ど
に
お
い
て
説

き
明
か
す
の
で
あ
る
。
す
で
に
薯

に
よ

つ
て
こ
の
問
禦

蟹

さ
れ
て
い
る
蝎
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
絮

蔵
・
仏
性
慂

と
の
関
連
に
お

い
て
十
分
の
検
討
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
し
、
ま
た
本
論
攷
に
お
い
て
取
扱

つ
て
い
る
初
型
の
大
乗
湟
槃
経
に
は
こ
れ
に
対
す

る
決

定
的
讒

決
を
与
え
て
い
な
い
の
で
、
.流

に
つ
い
て
は
曾

の
攷
究
に
譲
り
た
い
。
し
か
し
、
闡
提
成
仏

へ
の
替

が
す
で
に
与
え
ら
れ

て

い
る
こ
と
、
し
か
も
こ
の
点
に
お
い
て
六
巻
本
と
罕

巻
本
、
チ
ベ
ッ
ト
本
の
三
本
の
相
異
が
甚
だ
し
ビ

」
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
・

す

な
わ
ち
、
四
十
巻
本
に

「
是
の
人

(
一
闡
提
)
が
、
若
し
仏
の
正
法
中
に
於
し
て
心
に
浄
信
を
得
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
す
な
わ
ち

一
闡

一

瀾

提

孜

九
五



九
六

提

を
滅
す
・
亦
若
し
優
鑾

と
作
り
得
る
な
ら
ば
、

屬

提
を
滅
す
…

…

L
⑦
と
説
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
闡
提
成
仏

へ
の
足
揚
を
与

え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
六
巻
本
で
は

「
一
闡
提
は
終
日
懈
怠
懶
惰
で
あ
り
な
が
ら
成
仏
す
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
、
た
と
い
法
を

信
じ
優
塰

を
信
じ
て
も
解
脱
し
得
な
い
の
に
、
況
ん
や
尸
臥
し
て
い
て
成
仏
し
得
る
筈
が
な
い
-
-
-
」

⑦
と
全
く
反
対
の
.Σ

を
説

い

て
闡
提
の
無
仏
性
を
主
張
し
て
い
る
。
チ
ベ
ツ
よ

で
も

「
正
法
を
信
ず
る
か
若
し
く
は
優
鑾

に
な

つ
た
時
に
、
そ
の
人
が
解
脱
を
滅
す

る
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な

い
-
・…

」
⑦
と
あ

つ
て
六
巻
本
に
同
調
し
て
い
る
。
ま
た
罕

巻
本
に

署

し
盖
口心
を
生
ず
れ
ば
、
.
」

れ
即
ち

爾

提
と
名
づ
け
ず
L
⑲
と
説

い
て
い
る
の
は
、

蘭

提
が
善
心
を
生
ず
る
.芝

を
予
想
し
て
い
る
か
の
如
き
説
相
で
あ
る
。

こ
.
」

で
も
六
巻
本
や
チ
ベ
ツ
皋

に
は
そ
の
説
の
無
い
こ
と
が
対
照
表
に
よ
つ
て
明
き
ら
か
で
あ
う
つ
。
ま
た

コ

闡
提

の
憙

心

享

想
か
ら

除

か
れ
て
い
る
L
②
に
も
拘
ら
ず
・
罕

業

で
は
悲
心

享

想
を
生
ず
る
こ
と
を
説

い
て
い
る
②
し
、
チ
ベ
ツ
ト
本
も
そ
れ
に
近
い
。
.」

れ
は
大
悲
闡
提
思
想

へ
の
萠
芽
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
罕

巻
本
に
、

「衆
生
に
仏
性
あ
り
と
説
毫

、

蘭

提
星

死
に
繧

し

て
こ
れ
を
能
く
知
見
せ
ず
」
粤

説
い
て
い
る
・」と
は
、
悉
有
仏
性
で
あ
る
か
ら

蘭

提
に
も
仏
性
が
有
る
が
、
そ
れ
を
知
見
し
得
な
い
だ

け

で
あ
る
と
解
釈
し
得
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

い
な
、
劈

対
照
を
見
る
が
よ
い
。
罕

業

お
よ
び
チ
ベ
ツ
ト
本
は
明
瞭
に

蘭

提

に
も
仏
性
有
り
と
断
言
し
て
い
る
・
し
か
し
、
六
業

で
は
仏
性
永
絶
と
い
つ
て
悉
有
仏
性
か
ら

蘭

提
を
除
外
す
る
こ
羮

に
鬣

で
あ

る
・
こ
の
よ
う
に
・
三
本
共
に
そ
の
説
相
を
異
に
す
る
所
以
は
、
お
そ
ら
-
さ
き
に

;

口し
た
さ

つ
晟

立
の
時
期

を
語
つ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
り
・
先
づ
六
業

の
初
型
叢

芒

て
蓉

仏
性
を
唱
導
し

つ
つ
も
徹
底
的
に

蘭

提
と
排
除
し
た
.
し
か
る
に
、
闡
震

仏

思
想
が
展
開
す
る
に
し
た
が

つ
て
・
罕

業

の
後
三
+
巻

へ
の
連
繋
上
、
チ
ベ
ツ
ト
本
あ
る
い
は
罕

巻
本
に
見

ら
れ
る
さ
つ
な
改
訂
、

藕

の
筆
入
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
特
に
罕

巻
本
は
そ
の
跡
が
馨

で
あ
る
。
三
本
彼
此
対
照
の
輦

、

蘭

提
の
取
扱

に
お
い
て
可
成
り
の
相
異
の
あ
る
点
を
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

大
乗
爨

鑾

ハに
お
け
る

蘭

提
の
諸
想

つ
い
て
は
、
な
お
論
づ
べ
き
こ
と
養

さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ

つ
.
特

に
罕

巻
本
の
師
子
吼

菩
薩
品
第
±

に
お
い
て

「善
男
子
、
有
者
凡
套

種

、
黍

有
、
二
現
薯

、
三
過
奢

、
蒭

壅

黍

之
世
、
當
有
阿
蔘

羅
三
藐
三
笠
、提
是
名
佛



性

以
是
義
故
、
我
常
宣
読
、

一
切
衆
生
悉
有
佛
性
、
乃
至

一
闡
提
等
亦
有
佛
性
、

一闡
提
等
無
有
善
法
、
佛
性
亦
善
以
未
來
有
故
、
一
闡
提

等
悉
有
佛
性
、
何
以
故
、

一
闡
提
等
定
當
得
成
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
故
」

(巻
二
十
七
、大
正
十
二
・謝
b
～

c
)

と
結
論
づ
け

て
ゆ
く
闡
提
成
仏

へ
の

論

理
展
開
の
す
じ
み
ち
に
つ
い
て
は
、
四
十
巻
本
の
増
補
さ
れ
た
部
分
す
な
は
ち
後
三
十
巻
を
整
理
し
て
他
攷
を
期
さ
な
け
れ

ば

な

ら

な

い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
初
型
と
思
わ
れ
る
本
経
の

一
闡
提
相
に

つ
い
て
は
当
時
の
教
団
相
、
社
会
相
の
反
映
が
著
じ
る
し
く
、
た
し
か

に
正
法
危
機
の

一
面
を
如
実
に
把
え
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
本
経
が
扶
律
を
説
き
談
常
を
宣
す
る
の
も
全
く
こ
の

一
闡
提
の

解
決
に
軸
を
置
い
て
教
説
が
顕
現
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

五

大
乗
法
界
無
差
別
論
、
究
竟

一
乗
宝
性
論
、
仏
性
論
、
無
上
依
経
の

一
経
三
論
が
如
来
蔵
思
想
大
成
の
中
心
典
籍

で
あ
る
こ
と
は
す
で
に

　

論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
大
乗
法
界
無
差
別
論
は
偈
文
を
主
と
し
た
片
々
た
る
論
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
別
と
し
て
、
他
の
三
本

で
は
、
は
か
ら
ず
も

↓
闡
提
を
採
り
上
げ
て
、
如
来
蔵
、
仏
性
思
想
の
論
理
づ
け
に

一
翼
を
に
な
わ
し
め
て
い
る
。
も

つ
と
も
、
こ
れ
ら
三

　

本

は
別
個
の
も
の
で
は
な
く
同

↓
オ
リ
ヂ
ン
か
ら
流
伝
し
て
い
つ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
同
資
料
の
枠
内
に
あ
る
も
の
と
し

て
取
扱
つ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
中
、
宝
性
論
は
梵
蔵
漢
三
本
が
具
備
し
て
い
る
し
、
無
上
依
経
と
仏
性
論
は
漢
訳
本
の
み
し
か
現
存
し
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
宝
性
論
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
ゆ
き
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
二
本
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
切
衆
生
有
如
来
蔵
を
十
義

の
面
か
ら
組
織
的
に
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
三
本
共
通
で
あ
る
。
宝
性
論
で
は
そ
の
第
二
の
如
来
蔵
の
因
義

あ

を

明

か
す

と

こ

ろ

で

「
常

に
法

の
信

解

と

、

増

上

慧

(
般

若
)

と

、

三
昧

と
、

大
悲

と

が
従

う

」
.

(S
.
p
.
2
6
,
T
.
9
1a
,
C
.
8
2
8
b
)

と

い
う

本

偶

に
対

し

て
、
釈

偈

で

は

こ
れ

を

釈

し

て

「
法

に
対

す

る
憎

謗

と
、
我

見

と

、
生

死

の
苦

る

し

み

に
対

す

る

恐
怖

と
、
衆

生

利

益

に
無

関

心

な

こ
と

の

四

つ
の
障

礙

が

あ
り

、

そ

の

四

つ

は
闡

提

と

外

道

と
声

聞

と

独

覚

で
あ

つ
て

、

こ
れ

ら

に
対

し

信

解

等

の

四

法

が

清

浄

因

で

あ

る
」

n

(S
.
p
.
2
7
T
.
9
1
a
～
b
.
c
.
a
2a
。
>

と

述

べ

て

い
る

。

そ

し

て

因

義

の
説

明

の

終

り
に

大
乗

に
対

す

る
信

解

が

種

子

で
あ

り

、

般

若

が

仏

法

を

一

闡

提

攷

九

七



九

入

生

ず

る

母

で

あ
り

、
禅

定

が
安

楽

な

胎

処

で
あ

り

、
慈

悲

が
乳

で

あ

る
。

こ

れ

ら
が

諸

仏

よ
り

生

ず

る
子

で
あ

る
」

(ω
・
歹

8
～
3
0
,
T
.
9
2
b
,

　

C
.
8
2
9b
)

と

い
う

当

時

教

団

内

に
お

い
て

一
般

化

し

て

い
た

と

思

わ

れ

る
有

名

な

偈

文

を
引

用

し

て
結

び

、

続

い

て
第

三

の
果

義

を
説

く

と

こ

ろ

で

こ

れ
を

承

け

て
、

か

の

四
顛

倒

を

正

義

化

せ

し

め

た
常

、

楽
、

我

、

浄

の
法

身

の

四
徳

へ
と

た

た

み
込

ん

で

い

る

の

で
あ

る
。

無

上

依

経

、

仏

性

論

に
お

い

て
も

論

理

の

は

こ
び

は

同

調

で

あ

る
。

こ
れ

ら

の

こ

と
を

判

り

易

く

図

示

し

て

み

よ
う

。

(
圖

図

)

(
圏

彈

藏

)

(
圖

〉

)

(薗

㊦
噸

)

(
罔
皷

)

愈

蕗

-

麒
鉾
冴
湘

-

ー
钁
溢

-

啣

-

弊

建

醋

i

燃
蛉
蝉
画

-

享

嵐

-

凛

ー

齢

国

羃

-
-1

畑
審
晦
翻

-

珊

邂

-

韶

-

繕

汁

醴

-

罅
飜
難
餅

-ー
ー

欝

罫

-

蹕

i

.
懿

か

く

て
、

本

論

で

は
明

瞭

に

一
闡

提

と

は
大

乗

の
教

説

を

憎

み

謗

る

も

の

、

す

な

わ

ち

誹

謗

正

法

の
徒

輩

を
指

し

て

い
る

の

で

あ

る
。

こ

の

こ
と

に
関

し
、

因

の
義

の
釈

文

の
と

こ

ろ

で

い
わ
ゆ

る
三

種

衆

生

論

を

展

開

し

て

詳

し

く

そ

の

所

説

を

説

き
明

か

し

て

い
る

の

で

そ

れ

に

耳

を

傾

け

て

み

よ

う

。

す

な

わ

ち

一
切

衆

生

界

中

に

三
種

の
衆

生

あ
り

と

い

つ
て

コ

に
有

(
b
h
a
v
a
)

を

楽

い
求

め

る

も

の
、

二

に
無

有

(v
ib
h
a
v
a
)

を

楽

い
求

め

る
も

の
、

三

に

こ

の

二

つ
を

求

め
な

い
も

の

N
あ

る

°
」

(S
.
p
.
27
T
.
9
1b
.
C
.
8
2
8
c
)

と

説

い
て

い
る
。

一
に

有

を

求

め

る

も

の
と

は
、

こ

の
ま

ま

の
生

死

の
世

界

を

欲

す

る

も

の
で
、

こ
れ

に

ま

た

二
種

類

あ
り

と

い

い
、

一
つ

は
解

脱

道

を
違

害

し

て

般

湟

槃

性

の
無

い
も

の

(
a
p
a
rin
ir
v
a
n
a
-g
o
tr
a
)

で
、

こ
れ

ら

は
生

死

輪

廻

の

み
を

快

楽

し

て
浬

槃

を

証

す

る

こ
と

を

求

め
な

い
も

の

で
あ

　

り

、

二

つ
は

仏
法

中

に

あ
り

な

が

ら
決

定

位

よ
り

堕

し

て

大
乗

法

を

憎

み
謗

る
も

の

で

あ

る
と

説

く

。

前

者

が

世

聞

の

一
闡

提

で
あ

り

、

後

者

は
仏

法

中

の

一
闡

提

で

あ

る
。

す

な

わ

ち
有

を
求

め

る
も

の
と

い
う

の
が

一
闡

提

な

の

で
あ

る
。

二

に
無

有

を

求

め

る

も

の

と

い

う

の

　

が

、

道

を

求

め

る
方

便

の
無

い

C
a
ra
k
a
,
S
am
k
h
y
a
,
V
a
iい
e
sik
a
,
N
ir
g
ra
n
th
ip
u
tr
a
,
P
a
r
iv
ra
ja
k
a

な

ど

の
外

道

と

、

仏

法

中

の
犢

子

部

へ

な

ど

の
有

我

見

の
も

の
、

増

上
慢

の
悪

取

空

者

(
S
u
n
y
a
ta
d
rs
ta
y
a
　
)

と
、

お

よ

び
道

を

求

め

る
方

便

の
あ

る
声

聞

乗

に
あ

る

も

の
と

、

独



覚
乗
に
あ
る
も
の
と
い
う
自
利
の
み
で
利
他
行
の
無
い
も
の
と
で
あ
る
。
三
に
両
者
を
求
め
な
い
も
の
と
い
う
の
が
無
住
処
浬
槃
に
住
す
る

　

大
乗
の
菩
薩
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
か
の
央
掘
魔
羅
経
が

一
闡
提
を
邪
定
聚
と
な
し
た
よ
う
に
、
三
聚
論
を
も
つ
て
該

当

せ

し

め

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
を
求
め
る

一
闡
提
が
邪
定
聚
と
い
わ
れ
、
無
有
を
求
め
る
も
の
の
う
ち
道
を
求

め
る
方
便
の
無
い
外
道

や
犢
子
部
、
空
執
者
が
不
定
聚
と
い
わ
れ
、
道
を
求
め
る
方
便
の
あ
る
声
聞
、
独
覚
と
、
両
者
を
求
め
な
い
大
乗

の
菩
薩
と
が
正
定
聚
と
呼

ば
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
正
定
聚
の
菩
薩
以
外
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
謗
法
、
薯
我
、
怖
輪
廻
苦
、
捨
離
衆
生
と
い
う
四
障
が
あ
る
か

ら
、
仏
性
を
証
得
せ
し
め
得
な
い
の
で
あ
る
。
四
清
浄
因
に
よ
つ
て
そ
れ
ら
の
障
り
を
対
治
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
如
来
家
の
法
王
子
と
成
り

得

る
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。

い
ま
こ
の
三
種
衆
生
論
を
図
示
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

口日

享

求
め
る
も
の
⊥

失

乗
法
を
霧

す
〒

仏

詰

の
爾

提
ー

1

!

爾

提
-

謗
法
i

邪
定
聚

-
生
死
に
楽
著
し
て
湟
槃
性
無
し
ー
世
間
の

一
闡
提
1

～

外

道

ー

ー

磐

を
求
め
る
も
?

「
道
を
求
め
る
方
便
の
鈕
描い
も
の
一

罪

替

i

外
道
!

薯
我
-

不
定
聚

-
道
を
求
茎

便
の
薯

の
宀

翻

11

雛

盤

11

-
1

正
定
聚

二
つ
を
求
め
な
い
も
の
i
i
大
乗
の
菩
薩

宝
性
論
な
ど
が
こ
の
衆
生
論
に
よ
つ
て

一
闡
提
を
い
か
に
位
置
づ
け
内
容
づ
け
て
い
る
か

一
目
瞭
然
た
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
生
死
に
執
著

し
、
輪
廻
を
欲
し
て
涅
槃
性
無
き
も
の
と
い
う
世
間
の

一
闡
提
は
や
は
り
誹
謗
正
法
に
起
因
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
し
た
が
つ
て

一

闡
提
と
は
要
す
る
に
大
乗
を
謗
り
憎
む
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
乗
浬
槃
経
典
に
お
い
て
暗

々
裡
に
ほ
の
め
か
し
て
い
た
意
図
を
、
宝

性
論

(無
上
依
経
、
仏
性
論
は
も
ち
ろ
ん
同
様
で
あ
る
)
は
判
つ
き
り
と
謗
法
者
と
措
定
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
根
本
的
な
障
り
で
あ

一

閣

提

攷

九
九



一
〇
〇

つ
て
、
そ
れ
な
る
が
故
に
こ
そ
種

々
の
悪
行
、
執
著
、
違
法
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
乗
法
を
憎
む

一
闡
提
が
不
浄

な
る
輪
廻
に
執
着
す
る

か
ら
、
大
乗
法
を
信
解
し
修
習
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
浄
波
羅
蜜
を
証
得
せ
し
め
る
と
果
義
に
お
い
て
論
ず
る
に
い
た
る
。
で
は
、
ど
う
し
て

不
般
湟
槃
性
の
薗

提
が
浄
波
鬢

を
得
て
絮

の
菫

子
に
成
り
得
る
の
か
、
い
い
か
え
れ
ば
闡
提
成
仏
へ
の
す
じ
み
ち
が
耜

喨

て

立
て
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
に
答
え
る
の
が
如
来
蔵
の
業
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
闡
提
は
畢
竟
じ
て
無
般
湟
槃
性

で
あ
る
と
浬
槃
経
に
説

ー
が
・

旁

で
は
叢

経
隔

「
邪
定
聚
の
衆
生
篝

身
体
中
に
も
如
来
の
日
輪
の
光
明
が
照
入
し
、
未
来
の
因
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

彼

等

に
利

益

を

作

し

、
善

法

を

増

長

せ

し

め

る
」

と
説

い
て

い

る
。

こ

の
両

説

は
矛

盾

す

る

が

そ

れ

を

い
か

に

解
決

す

る

か

、

と

い
う

こ

と

を

問

題

と

し

て
業

義

に
お

い
て

如

来

蔵

、

仏

性

の

用

ら

き

を
論

ず

る

の

で
あ

る
。

ま

つ

、

一
闡

提

に
も

仏

性

有

り

と

い
う

の

が

宝

性
論

等

の

基

本

的

立

場

で
あ

る
。

「
性

が

あ

る

が

故

に
、

有

と

浬
槃

と
、

前
者

の
苦

と
後

者

の
楽

と

、

前

者

の
過

失

と

、

後

者

の
功

徳

が

見

ら

れ

る

こ

と

に
な

る
。

若

し

性

が

な

け

れ

ば

こ
れ

は

存

し

な

い
」

(ω
゜
p
.
3
6
.
T
.
9
7
a

C
.
8
3
1a
)
と

い
う

出

所

未

詳

の

偈

を

引

用

し

て
、

一
切

は
す

べ

て
如

来

蔵

仏

性

を

因

と

す

る

に
依

る

の

で
あ

る

、

仏

性

を

離

れ

て

は

因
縁

は
存

在

し

な

い
か

ら
、

不

槃

涅

槃

性

の

一
闡

提

も

因

縁

に

よ

つ

て

菩

提

心

を

発

す

べ

き

で

あ

る

、

何

故

な

ら

ば
、

大
乗

法

を

謗

る

こ
と

が

一
闡

提

た

る

の
因

で
あ

つ
て

、

そ

こ
を

経

が

無

般

涅
槃

性

と

な

す

の

で
あ

つ
て
、

謗

る

こ
と

を

止

め

し

め

て

大

乗

法

を

求

め

し

め

ん

が

為

に
、

憎

謗

を
止

め

た
他

時

を

意

趣

し

て
説

か
れ

て

い

る

の

で
あ

る

、

と

論

じ

て

い

る
。

一
闡

提

説

は

誹

謗

大

乗

心

を

廻

転

せ

し

め

ん

が

為

の
無

量

時

に
約

し

て

の

い

わ
ば

方

便

示

現

説

法

だ

と

い
う

の
で

あ

る

。

だ

か

ら
更

に
論

を

進

め

て
、

何

人

で
も

自

性

清

浄

の
仏

性

が

有

る

か

ら

決

し

て

畢

竟
不

浄

の
性

質

が

あ

る
と

い
う

こ
と

は

で
き

な

い
、

し

た
が

つ

て
実

に

一
闡

提

に
も

清

浄

性

が

有

る

の
で

あ

る

、

何

と

な

れ

ば
、

世

尊

は
更

に
差

別

な

く

一
切

衆

生

に
関

し

て
、

純

浄

と

な

り

得

る

こ
と

を

意

図

し

て
次

の
よ

う

に
説

い
て

い
る

、

と

い

つ
て
、

「
無
始

で

あ

つ
て
も

ま

た
終

り

を

有

す

る
も

の
が

あ

る
。

自

性

清

浄

は
常

住

で
あ

る

が

、

無

始

の
煩

悩

に
覆

わ
れ

て

い

て
見

ら

れ

な

い
。

恰

か
も

金

像

が

覆

わ

れ

て

い
る

が

如

く

あ

N

s.(a
」

(S
.
p
.
7
3
b
T
.
9
7
.
C
.
o
p
.)
と

い
う

こ
れ

ま

た
出

所

未

詳

の
経

説

を

引

用

し

て

闡

提

成

仏

を
論

理

づ
け

て

い
る
。

仏

性

論

で

は

こ

の
点

が

更

に
明

瞭

で
あ

る

。

す

な

わ

ち

該

当

箇

所

に

「
会
此

二
説
、

一
了

一
不
了
、
故
不
相
違
、

言
有
性
者
、
是
名
了
説
、
故
仏
説
若
不
信
楽
大
乗
名

一
閾
提
、
欲
令
捨
離

一
闡
提

心
故
、
説
作
闡
提
時
決
無



解
脱
、
若
有
衆
生
有
自
性
清
浄
永
不
得
解
脱
者
無
有
是
処
、
故
仏
観

一切
衆
生
有
自
性
故
、
後
時
決
得
清
浄
法
身
」

(大
正
三
十

一
・
跏
。
)

と
論
ず
る
よ

う
に
謗
法
無
信
の
状
態
を

一
闡
提
と
名
づ
け
る
だ
け
で
、
そ
の
状
態
を
捨
て
れ
ば
解
脱
し
得
る
の
で
あ
つ
て
、

一
闡
提
無
涅
槃
性
は
謗
法
の

心
を
捨
離
せ
し
め
ん
が
た
め
に
仏
が
説
法
さ
れ
た
に
す
ぎ
な

い
不
了
義
説
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
仏
性
論

に
お

い
て

は
・
す
で
に
論
の
最
初
に
お

い
甸
・
瑜
伽
師
地
論
の
定
無
仏
性
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
五
難
六
胤

の
第
一
雍

簍

引
用
し
て
遂
箸

栓

を

論

証
す
る
と
こ
ろ
で
、
無
仏
性
論
者
に
泰
過
と
不
及
の
二
種
過
失
あ
り
と
し
、
無
槃
涅
槃
性
の
経
文
の
意
義
を
明
か
す
と
こ
ろ
で
も
明
瞭
に

論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
秘
・
と
も
か
文

宝
性
羣

に
お

い
て
は
悉
有
仏
性
と

い
う
如
来
蔵
愚

の
根
杢

我
に
関
連
し
て
、

颪

提
が
と

り

あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
謗
法
大
乗
と
な
す
こ
と
に
よ
つ
て
大
乗
涅
槃
経
の
意
図
を

一
歩
前
進
せ
し
め
る
と
共
に
、
如
来
蔵
の
根
據
、
本
質
、

あ
り
方
の
説
明
に
お

い
て
矛
盾
な
く

一
闡
提
を
解
決
し
、
ま
た
当
時
の
大
乗
仏
教
思
想
の
宣
布
に
力
を

つ
く
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た

一

面
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
当
時

い
か
に
大
乗
仏
教
護
法
の
意
識
が
強
烈
で
あ
つ
た
か
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
四
十
巻
本
浬
槃
経

の
後
三
十
巻

に
お
け
る
闡
提
成
仏
説
も
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
論
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
つ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
さ
き
に
も

一
言
し
た
よ
う
に
仏
性
思
想
の
展
開
の
考
究
と
共
に
他
攷
を
俟
ち
た
い
。

　

次

に

い
穹

凱

く
象
費
卑
ω
昇
螽

の

ω
舞
民

匕
獣
富
毅

霧
同曾
ω
9
同く
p
穿

錠
ヨ
①
ω①
ヨ
ニ
8
⇔
鴇

に
お

い
て
、

す

な

わ

ち
漢

訳

の

七
巻

本

で

い
う

な

ら

ば

塞

切
法
品
鯉

お
い
て
・
断
善
根
闡
提
と
大
悲
闡
提
の
二
種
闡
提
説
を
立
て
て
い
る
こ
と
は
有
名
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
菩
蘿

た
る
大
乗
法

を
謗
る
も
の
を

一
切
善
根
を
焚
焼
し
悉
断
し
た

一
闡
提
と
名
づ
け
る
と
共
に
、
無
始
衆
生
の
為
に
願
を
起
し
、

一
切
衆
生
を
憐
愍
し
て
彼
等

が
悉
く
入
浬
槃
す
る
ま
で
は
終
に
涅
槃
し
な
い
と
い
う
菩
薩
の
本
願
に
よ
る
い
わ
ば
衆
生
無
辺
誓
願
度
の
無
浬
槃
種
性
相
を

一
闡
提
と
名
づ

け
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
断
善
根
と
い
つ
て
も
、
諸
仏
善
知
識
に
値
偶
せ
ば
如
来
の
威
神
力
に
よ
つ
て
善
根
菩
提
心
を
生
ず
る

の

で
あ

つ

ヒ

て
、
大
乗
法
を
謗
つ
て
い
る
時
の
状
態
を

一
闡
提
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て
畢
竟
不
成
仏
の
闡
提
は
後
者
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い

う

ま
で
も
な
く
大
乗
仏
教
精
神
の
極
み
を
発
現
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、

一
闡
提
の
真
の
意
味
を
大
き
く
転
換
せ
し
め
た
と
こ
ろ
に
こ
の
経
説

の
思
想
史
的
意
義
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
四
十
巻
本
浬
槃
経
の
巻
十
六
に
説
く

「善
男
子
、
譬
如
父
母
所
愛
之
子
捨
而
終
亡
、
父
母
愁

一

闡

提

攷

一
〇

一



一
〇
二

悩
願
与
併
命
、
菩
薩
亦
爾
、
見

一
闡
提
堕
於
地

獄
、
亦
願
与
倶
生
地
獄
中
、
何
以
故
、
是

一
闡
提
若
受
苦
時
、

或
生

一
念
改
悔
之
心
、

我
即
当
為
説
種
種
法
、

令
彼
得
生

一
念
盖
口根
、
是
故
此
地
復
名

一
子
」

(
大
正
十

二

・
嫻

a
)

の

思

想

を
発

展

せ

し

め

た

も

の

で

あ

る

か

も

し

れ

な

い
が

、

畢

竟

無
性

有

情

で

あ

る

と

い
う

一
圃

提

を

解

決

す

る

の

に
菩

薩

の
大

悲

願

と

結

び

つ
け

た

発

想

法

は

驚

嘆

に
値

す

る

と

い
わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

ま

た

S
u
t
ra
la
.n
k
a
r
a

S

G
°
§

ぴ
惹

ti

o
tr
a
d
h
ik
a
ra

は
・

す

な

わ

ち

妻

荘

蘿

論

霆

。
矍

恥

に

は
・

蘭

提

の
語

は

無

い
が

無

般

涅
槃

法

の
種
性
と
し
て
、
期
間
中
の
も
の
と
、
畢
竟
の
も
の
と
の
二
種
性
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
説
明
が
涅
槃
経
や
宝
性
論
の
闡
提

説
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
十
分
注
目
し
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

そ
の
ほ
か
、

蘭

提
説
を
経
論
に
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
中
国
選
述
聾

と
い
わ
れ
る
金
剛
三
昧
経
や
大
仏
頂
首
楞
厳
餬
に
部
分

的

に
説
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

六

一
闡
提
に
つ
い
て
な
お
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
を
未
だ
多
く
残
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は

一
闡
提
の
語
義
を
考
究
し
、
そ
れ
が
大
乗
浬

槃
経
に
よ
つ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
に
い
た
る
思
想
史
的
背
景
を
探
り
、
浬
槃
経
に
お
け
る
諸
相
を
羅
列
し
て
そ
の
意
義
を
求
め
、
さ
ら
に
宝

性
論
な
ど
に
お
け
る
展
開
を
究
明
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
イ
ン
ド
に
お
け
仏
教
思
想
に
お
い
て

一
闡
提
登
揚
の
意

義

が
奈
辺
に
あ
つ
た
か
、
そ
し
て
そ
の
規
定
が
魔
破
旬
、
断
善
根
、
現
世
主
義
者
、
犯
戒
者
、
無
慚
愧
者
、
外
道
、
誹
謗
大
乗
者
な
ど
と
い

ろ

い
ろ
に
移
り
遷
つ
て
い
る
に
し
て
も
そ
の
狙

い
は

一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
つ
た
か
、
ま
た
教
団
内

の
事
情
を
い
か
よ
う
に
反

顕

し
て
い
る
か
、
さ
ら
に
仏
教
の
究
極
原
理
で
あ
る
如
来
蔵
、
仏
性
と
の
関
連
に
お
い
て
い
か
に
解
決
さ
れ
て
い
る
か
、
等

々
の
問
題
に
つ

い
て
相
当
程
度
の
解
明
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
思
う
。
な
お
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
ア
ン
チ
仏
教
徒
を
観
念
的

に
思
想
化
し
教
理
の
枠
内

に
吸
叫
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
も
の
を
抽
き
出
す
に
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
多
様
で
あ
る
が
故
に
、
組
織
的
に
分
析
し
理
解

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
つ
た
。
ま
た
、
中
国
や
日
本
仏
教
に
お
け
る

一
闡
提
無
仏
性
思
想
の
宗
教
的
解
決
す
な
わ
ち
道
元
に
代
表
さ
れ
る
よ



う
な
禅
的
論
理
、
善
導
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
浄
土
教
的
契
機
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
特
に

浄
土
教
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
大
無
量
寿
経
第
十
八
願
に

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
説
き
、
観
無
量
寿
経
で
は
下
三
品
の
機
を
説
く
に

あ
た

つ
て

「多
造
衆
悪
、
無
有
慚
愧
」

「
五
逆
十
悪
、
具
諸
不
善
」
と
説
き
、
さ
ら
に
善
導
が
観
経
疏
に

コ

切

の
凡
聖
の
身
の
上
に
お
い

て
、
十
悪
、
五
逆
、
四
重
、
謗
法
、
闡
提
、
破
戒
、
破
見
等
の
罪
を
作

つ
て
…
…
…
」
、
法
事
讃
に

「仏
の
願
力
を
以
て
五
逆
と
十
悪
と
の

罪
滅
し
て
生
を
得
せ
し
む
、
謗
法
と
闡
提
も
廻
心
す
れ
ば
皆
住
く
」
と
論
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
ま
さ
に
仏
法
内
に
あ
る
主
体
的
な
自
己
の

問
題
と
し
て
深
く
攷
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
備
え
て
の
い
わ
ば
基
礎
的
作
業
が
本
論
攷
だ
つ
た
の
で
あ

る
。
と
も
か
く
、
イ
ン
ド
に
お
け
る

一
闡
提
説
を
根
本
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
正
法
宣
流
の
仏
教
の
過
去
の
歩
み
と
、
そ
の
内
部

事

情
を
如
実
に
把
握
す
る

↓
つ
の
手
掛
か
り
を
得
た
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
現
代
の
仏
教
諸
問
題
に
対
し
て
も
す
ぐ
れ
た
指
針
を
与

え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
提
起
し
て
ひ
と
ま
つ
稿
を
閉
じ
た
い
。

(昭
和
36
・
10
・
30
)

註
①

拙
稿

「大
乗
涅
槃
経
典
群
に
あ
ら
わ
れ
た
る
危
機
思
想
」
仏
教
大
学
研
究
紀
要
第
三
十
七
号

同

「
仏
教

に
お
け
る
危
機
意
識

の

一
考
察
ー

特
に
大
乗
涅
槃
経
典
群

の
成
立

を
繞

つ
て
i

」
印
度
学
仏
教
学
研
究
第

八
卷
第

二
号

②

こ

の
問

題

に

関

し

て

は
常

盤

大

定

「
仏

性

の
研

究

」

(
昭
和

五
年

四

月

、

丙
午

出

版

社

刊

)

に
詳

し

く
論

考

さ

れ

て

い
る
。

③

A
n

I
n
d
e
x

to

th
e

L
an
k
av
a
ta
ra

S
u
tra
,
b
y

D
aisetz

T
eita
ro

S
u
z
u
k
i,
K
y
o
to

19
3
4
,
p
°
ホ

゜

中

村

瑞

隆

「
宝

性
論

の
梵

漢

対

照

」

五

四

頁

以

下

。

㊥

哲

学

大

辞
書

(明

治

四

十

五

年
、

同

文

館

)

歹

H
O
c。
p
～

p
.
10
9
a

r
一
闡

底

迦

」

の

項
参

照

。

⑤

仏

教
大

辞

彙

(大

正

三

年
、

仏

教

大

学

編

)

第

一
卷

p
.
2
1
9
a
～
p
.
2
20
c

r
一
闡

提

」

の
項
参

照

。

な

お
そ

の
ほ

か
、

松

本

文

三
郎

「
浬

槃
経

論

C
続
)
J
C宗
教
研
究
第

二
年
第
七
号
)
、
土
橋
秀
高

「
性

と
修

の
問
題
i

涅
槃
経

に
於

け
る
展

開
ー

」

(
仏
教
学
研
究
第
七
号
)
な
ど
参
照
。

⑥

例

え

ば
、

]≦
・
Z
.
2
7
.
v
o
l.
j°
p
p
.
18
3
～

1
8
4
,
3
9
.
p
.
2
7
9
.
D
°
Z
°
蒔
.
v
o
l.
I
.
p
°
爲
ト

中

阿

含

経

卷

三
十

六

(大

正

一

・
①
α
。゚

鋤
)
、

同

巻

五

十

六

(
大

正

1

・
7
7
8
b
)

⑦

巻

二
十

三

(卍

三

五

・

こ

⑧

望

月
仏

教

大

辞

典

(
昭

和

三

十
年

、

世

界

聖

典
刊

行

会

刊

)

第

一
巻

℃
°
置
。。
。
～
歹

置
り
。

コ

闡

提

」

の
項

参

照
。

一

闡

提

攷

一
〇

三



一
〇

四

⑨

R
atra
gq
o
tra
v
ib
h
a
g
a

や

L
a
n
k
a
v
a
ta
ra
su
tra

の

チ

ベ

ッ
ト
本

を
対

照

す

る

ま

で

も

な
く

'

M

a
h
a
v
y
n
tp
a
tti
(榊

本

)

N
o
.
2
2
10
,
2
2
2
3

a
よ

っ
て
明

き

ら

か

で
あ

る

。

⑩

光

明

遍

照
高

貴

徳

王

菩

薩

晶

(大

正
十

二

・
凹
り
。
～

ぴ
)

L
an
k
a
v
a
ta
ra

S
u
tra

(
N
a
n
jio
E
d
itio
n
)
,
S
attrim
s
a
ts
a
h
a
srasa
rv
a
d
h
arm
a
sa
m
u
cc
ay
a

p
.
6
5

⑫

巻

二
、

集

宀
切

法

品

(
大

正

十

六

・
$

刈
。
)

⑬

巻

二
、

仏

法
晶

(
大

正

十

六

・
㎝
黯

び
～

。
)

⑭

巻

一
、

一
切
仏

語

心

品

(-}{
正

十

六

・
4
8
7

b
)

⑮

註
⑨

参

照

。

⑯

大

正

Q

十

111
・
6
1
0
c
-x-
6
1
1
a

⑰

巻

三
、

本

事

分

中

成

就

品
第

五

(大

正
ltl十

1

・
6
7
3
c
)

⑱

註

⑦
参

照
。

⑲

Ib
id
.
註

⑯

参

照
。

⑳

望

月
仏

教

大

辞

典

第

一
巻

p
.
35
c
参

照

。

⑳

仏

伝

に

つ
い

て

は

一
々
典
拠

を
挙

げ

る
ま

で

も

な

く
、

梵

巴

蔵

漢

の
多

く

の
経

典

や
律

典

に
記

載

さ

れ
て

い
る

と

こ

ろ

で
あ

り
、

そ

れ

ら

を
集

成

し

た
多

く

の

仏
伝

が
著

わ

さ

れ

て

い

る

こ

と
も

ま

た
周

知

の

と

こ
ろ

で

あ

る
。

⑫

大

毘
婆

沙

論

巻

九

十

九

(大

正

二
十

七

・
綛
O
。
)
、

異

部

宗

輪
論

(蔵

漢

和

三
訳

対

照
寺

本

本

、

五
頁

)
。

⑳

D
ip
a
-v
a
m
sa

凵く
旧
署

゜
ω
O

⑳

望

月
仏

教

大

辞

典

第

五

巻

p

蔭
謁

O
び
参

照

。

⑳

例

え

ば
長

阿

含

経

巻

二
十
切

利

天

品

、

過

宏
現

在

因

果

経

巻

三
、

瑜
伽

師

地
論

巻

四
、

⑭

例

え

ば
方

広

大

荘

厳

経
巻

七
、

巻

九
、

雑

阿
含

経

巻

三
十

九
、

長

阿

含

経

巻

11、

V
in
a
y
a
-p
ita
k
a

j
.
p
.
20
,
S
.
N
.
3
5
.
19
9
,
頃
.
p
.
1
7
7

⑳

望

月
仏

教

大

辞

典

第

五
巻

℃
°
4
2
0
1
b
参

照
。

⑳

7'{
正

1
1
・
5
8
°
そ

の

ほ
か
中

阿

含

経

巻

五
、

六
羅

魔

経

(
=j{
正

一

・
7
7
8
a
)
、

起

世

経

巻

五

(大

正

一
・
ω
ω刈
。
)
、

増

一
阿

含

経

巻

二

十

六

(大

正

1
J
・
6
2
9
c
ff
.)、

雑
阿

含

経

巻

111
C大

正

i
l
・
1
5
b
ff
°)

な

ど

に

み
ら

れ

る
。

⑳

大

正

二

・
8

㊤

ぴ



⑳

大

正

111
・
7
6
9
c

⑳

大

正

i
l
・
28
4
b
f
f.

⑳

-K
正

1
1
・
8
2
7
a
♂

大

正

二
十

五

・
り
O
ダ

大

正

三

十

・
偉

刈
。

⑳
〉

離

世

聞

品

(大

正

九

・
①
①
ω
。
)

⑳
)

例

え

ば

仏

母
出

生

三
法

蔵

般

若

波
羅

蜜

多

経

巻

十

九

(大

正

八

・
①
認

。
)、

同

経

巻

十

二

(大

正

八

・
①
卜。
。。
。
)
、

道
行

般

若

経

巻

七

(大

正

八

・

4
6
0
a
)

⑳

大
晶
般
若
経
巻
四
十
四

(大
正
五

・
留
0
9
)

(⑯

大

正
二
十
五

・
⑩
Φ
び

働
)

大

正
二
十
五

・
α
ω
ω
。

画

四
十
巻
本
如
来
性
晶
第

四

(大
正
十

二

・
ω
Φ
ω
び
)

⑳

分
別
業
品
第
四
之
五

(大

正
二
十
九

・
c。
⑩
¢・
)

⑩

-K
正
1
1
十
七

・
18
4
c

@

邪
見

品

(大
正

l
l十
1
1
・
3
18
c
)

⑫

大
正
-{-
・
2
7
2
b

腎.
,

⑱

大
正
十
二

・
N
卜。
O
。

⑭

例
え
ば
倶
舎
論
巻
十
八
分

別
業
品
第
四
之
六

(大

正
二
十
九

・
㊤
G。
。
～
簿

帥
)

⑮

巻

四

(-'{
正
九

　
3
3
2
c
ff
.)
°

こ
の
経
典
と
大
乗
涅
槃
経
と
の
成
立
史

的
関
係
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ

る
が
、

と
も
か
く

こ
う

い
う
五
逆
を
説

い
て

い
る
こ
と
は
注
目
す

べ
き
こ
と
で
あ

る
。

⑯

分

別
業
品
第

三
之

三
巻
十

(大

正
二
+
九

・
㎝
①
。
)

@

巻
八
十
四

(大
正

二
十
五

・
①
お

。
)

⑱

例

え
ば
華
厳
経
巻

二
十
六
十
地
品
、
巻

三
十

二
如
来
性
起
品
、
如
来
荘

厳
智
慧
光
明
入

一
切

仏
境
界
経
、
十
地
経
論
巻
十

一
、
華
厳
経

探

玄

記

巻

三
、
釈
摩
詞
衍
論
巻

一
。

⑲

拙
稿

「
機
根
名
義
攷
」

(
仏
教
文

化
研
究
第

五
号
)
参
照
。

⑳

拙
稿

「
U
ゴ
割
信

と

0
9
蠧
」

(仏
教
大
学
研
究
紀
要
第

三
十

六
号
)
参
照
。

一

闡

提

攷

」
〇
五



一
〇

六

@

大

正

二

・
認

⑩
。
。

こ
の

経
典

も
大

乗

涅

槃

経

と

の
成

立

史

的

関

係

に

つ
い

て

は
問

題

の

あ

る

と

こ

ろ
で

あ

る

が
、

ほ

ゴ
同

時

代

の
成
立

と

み

て
差

支

え

あ

る

ま

い
。

㊥

U
°
Z
.
目

S
am
gq
iti-su
ttan
ta
p
°
b。
O
刈

⑲

大

毘

婆
沙

論

巻

百

二
十

一

「
由

レ
処

故

者

、

謂

生
二
達

絮

蔑

戻
車

中
諸

有

情

類

一、

其

性

愚

鄙
多

造
二
悪

業

一」

(
大

正

二

十

七

・
①
ω
一
⇔
)
、

同
巻

百

八
十

三

「
其

無

法

者

生

二
在

達
絮

蔑

戻

車

中

一、

性

皆
頑

囂

僧

二
賤

仏

法

一
相

与
合

縦

、

従

レ
西

侵

食
漸

入
一一印

度

一転

至

二
東
方

一」

(
大

正

1
J-}-
七

・
9
18
a
)
、

大

宝
積

経

巻

九

十

優
波

離
会

「
所

作

罪

障
、

或
有

覆

蔵

、

或

不
覆

蔵

、

応

堕

地

獄

餓

鬼

畜

生
、

諸

余

悪

趣

辺

地
下

賤

及

蔑

戻

車

、

如
是

等

処

所

」

(
大

正

十

一

・
α
一
①
p
)

な

ど

と
説

く

の
が

そ

れ

で

あ

る
。

⑭

大

正

十

六

・
心
①
刈
o

⑯

前

掲
拙

稿

「
大

乗

涅

槃

経

典
群

に
あ

ら
わ

れ

た

る
危

機

思

想

」

(
仏
教

大

学

研

究

紀

要

第

三

十

七
号

)

参

照

。

(㊥

後

漢

訳

と

い
わ

れ

る
修

行

本

起

経

(
大

正

111
・
4
6
4
b
)

に

五
濁

思

想

の

あ

る

こ

と
が

こ
れ

に
関

連

し

て
注

目

さ

れ

る
。

.

⑰

註

①
参

照

。

⑱
)

前

掲

常
盤

大

定

「
仏

性

の

研
究

」

四

十

頁

以

下
参

照

。

⑲

前

掲

註

⑮

拙

稿

「
三
、

大

乗

涅

槃

経

典

群

の
資

料

的

整

理

」

⑧

梵

文

フ

ラ
グ

メ

ソ
ト

に

は

一
闡

提

に
関

す

る
部

分

が
な

い
。

し

か

し

チ

ベ

ッ

ト
十

三
巻

本

は
梵

本

か
ら

の

訳
出

で
あ

る

か
ら

原

典

の
反

映

が

著

る

し

い
。

⑧

②

、

③

に

つ

い
て

は

三
本

の
所

説

が
異

な

っ
て

お
り

、

六
巻

本

の
意

味

不

明

瞭

で

あ

る

が
、

四

十

巻
本

と

チ

ベ

ッ
ト
本

か

ら
、

謗

法

者

と
闡

提

の
区

別

を
知

り

得

る
。

ま

た
⑱

は
六

巻
本

と
チ

ベ

ッ
ト
本

が

謗

法
者

と
闡

提

を
区

別

し

て

い

る
。

@

第

三
節

で

引

用

し

た
仏

本

行

集

経

の

「
無

慚

愧

心

」

の
注

目

が
茲

に
関

連

し
て

く

る

の

で

あ

る
。

㊥

前

掲

常

盤
大

定

「
仏

性

の
研

究
」
。

⑭

拙

著

「
如

来

蔵

思

想

史

」

(昭

和

三
十

二
年

・
仏
教

大

学

刊

)

十

七

頁

以
下

参

照

。

⑮

こ
れ

に

つ

い
て

の
詳

し

い
考

証

は
別
改

を
期

し
た

い
が
、

前

掲

拙

著

七

十

頁

以
下

に
簡

単

に

こ

の
問

題

に
触

れ

て

い
る

。

S
.
?　

T
h
e
R
a
tn
a
g
o
tra
vib
h
a
g
a

M
a
h
a
y
a
n
o
tta
ra
ta
n
tra
C
a
stra
,
E
d
ite
d

b
y

E
.
H
.
J
o
h
n
sto
n
,
D
.
L
itt:,
P
atn
a
,
19
5
0

S
　

-}　-　

'　

-　
-

を

指

し
、

日
゜
は

此
京

版

影

印

本

巻

百

八

の
所

収

本

、
○

は
漢

訳

本

大

正

蔵

経
巻

三
十

一
を

指

す
。

以
下

同

じ

。

⑳

無

上
依

経

巻

上

で

は

「
阿

難
、

有

四
種

惑

障

菩

提

果
、

何

者

為

四

、

一
者

棄

背

大

乗

法

、

二
者

邪

執

我

見

、

三
者

畏

生

死

苦

、

四

者
不

行

利
益

他
衆



生
事
L
(大

正
十
六

・
ら
ご

㊤
)

と
説

き
、
仏
性
論
巻
二
に
は

「
四
障
者
、

一
憎
背
大
乗
、

二
身
見
計
執
、
三
怖
畏

生
死
、
四
不
楽
観

利
益
他
事
、
初

障

闡
提
、

二
障
外
道
、
三
障
声
聞
、

四
障
独
覚
、
由
此

四
惑
、
能
令

四
人
不
能
得
見
自
性
清
浄
法
身
」
(大

正
三
十

一
、
7
9
7
a
)

と
論

じ
て
い
る
。

⑱

宇
井
伯
寿

「
宝
性
論
研
究
」

一
三
八
頁

に
は
、

こ
の
偈
文

を
大
乗
荘
厳
経
論
梵
本

四

・
一
一
か
ら
の
引
用

で
あ
ろ
う

と
し
て
い
る
が
、
十
住
毘

婆
沙

論

(
大
正
二
十

六

・
N
α
げ
～

。
)

に
も
こ
れ
の
先
駆

に
な
る
よ
う
な
思
想
が
あ
る
。

⑲

宝
性
論
、
仏
性
論

は
こ
の
箇
所

に
お

い
て
、

か
の
不
増
不
減
経

(註
⑭
)

の
文
を
引
用

し
て
聖
教
量
と
な
し
て
い
る
。

⑩

無
上
依
経
や
仏
性
論

は
外
道

と
し
て
九
+
六
種

の
数
を
挙
げ
て
い
る
。

@

註
@
参
照
。

⑫

経
名

を
記
し

て
い
な
い
が
、

こ
の
説

は
当
然
大
乗
涅
槃
経
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う
。

⑱

華
厳
経
性

起
品

(-j{
正
九

・
6
1
6
b
)
、
同

一
の
文
が
如
来
荘
厳
智
慧
光
明
入

一
切
仏
境
界
経

(
大
正
十
二

・
b。
お

。
)

に
も
あ
る
。

⑭

巻

一
破
執
分
第

二
中
破
小
乗
執
品
第

一
、

(大
正

三
十

一
、
刈
。。
刈
。
～
7
8
8
c
)

⑮

巻
六
十
七
摂
決
択
分
中
声
聞
地
之

一

(
大
正
111十

・
6
6
9
b
ff
.)
顕
揚
聖
教
論
巻

二
十
摂
勝
決
択
晶

(
大
正
111-}-
・
5
8
1
a
)

⑯

仏
性
論

の
所
説

は
い
う
ま
で
も
な
く
真
諦

の
思
想
が
可
成
り
入

っ
て
い
る
か
ら
、

こ
こ
の
箇
所

は
あ
る

い
は
真
諦

の
所
説

と
み
る
べ
き

か
も
し
れ
な

い
。

⑰

前
掲
註
○

N
a
n
jio
T
e
x
t
p
.
6
5
.

註
⑪

Z
¢
昌

。
↓
。
簿

や

①
9

⑱

前
掲
註
⑫

(大

正
十

六

・
α雪

。
)

⑲

A
sa
n
g
a
,
M
a
h
a
y
a
n
a
-su
tra
la
m
k
a
ra
,
b
y

S
°
L
e
v
i,
1
9
0
7
.
p
p
°
一
b。
～
蜀

⑱

大
乗
荘
厳
経
論
巻

一
「
己
広
分
別
性

位
、
次
分
別
無
性
位
、
偈
日
、

一
向
行

悪
行

普
断
諸
白
法

無
有
解
脱
分

善
少
亦
無
因

釈
日
、
無
般
涅

槃
法
者
、
是
無
性
位
、
此
略
有
二
種
、

一
者
時
辺
般
涅
槃
法
、

二
者
畢
竟

無
涅
槃
法
、
時
辺
般
涅
槃
法
者
有
四
種
人
、

一
者

一
向
行
悪
行

、
二
者
普

断
諸
善
法
、

三
者
無
解
脱
分
善
根
、

四
者
善
根
不
具
足
、

畢
竟
無
涅
槃
法
者
無
因
故
、

彼
無
般
涅
槃
性
、

此
謂
但
求

生
死
不
楽
涅
槃
人
、

己
説
無

性
」

(大

正
三
十

一
.
㎝
O
㎝
。。
～

び
)

と
あ

る
。

梵
本

も
殆

ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

な
お
そ
の
和
訳

は
宇
井
伯
寿

「
大
乗
荘
厳
経
論
研
究
」
七
七
～

七

八
頁
参
照
。

⑳

金
剛
三
昧

経
真
性
空
晶
第
六

(大

正
九

・
ω
ご

自。
)
、
大

仏
頂
首
楞
厳
経
巻
六

(大

正
十
九

・
一
ω
N
。
)

一

闡

提

攷

一
〇
七




