
  

  繍 4 

も す 引 依 そ て に 最 下 
至 る い つ の 居村切 用 ・ 今 
然 煮 て て 発 る し か諸 口   

狛 訳 げ も 幾 我見 嘗 が じ 々 
で 8 の つ 回 る つ 紳 な に 

  

  

は ら れ 。 他 の 議 係 は 前 
極 こ に 神 は 件 に に 神 に   

  
  

    、 る す の つ で て は 

  

。 日が い 

つ つ の 

  
    

子 の る 后   。 解宜 な 共 に 
の 大宝は の そ 即釈 ）い に 対 
彩め ） 非御 の ち が こ 挺 し 
の 形 な 細       説 一 行 の 生 て 何の 狛犬の 狛 りと 韓を 明に つは はれ 問題 し、 

竹 

岡 

勝 

也 

狛
 

考
 

大
論
 

  



    

な 根 誇 大 も を 支 ふ ガ に       
は   
以 

  
現 る 又 

    し け し 正 寛 い遺 な し ろ 獅 頭つ   

秘 た る 時 に の ふ 憾い ぽ か 子 の は 
を 専有 玉 そ   
明 捻子 の た説 、 る あ て 国な 
せ 

千 枚 

ん 
の 郷   

と 

倒 る 
矢来 帆 経 あ く "  と ・ C  て 

試 張 を を 律 る 保 こ こ は 兄 
等唐 
が に 

み り 説 な 異 。 留 の ろ 狛で 
て 注 明 

引 木 
し 相 さ 場 で 犬 あ か め 

唐 目 し て 第 れ 合 あ と る れ る 

  

る さ た 籍 六 な に り 呼 と 
の 雀 及 

も 
ね ち け 於 、 ぽ 詮 そ の 

で る の 手 び れ て 確 れ く し 
あ も と の 珠 は も か た も て 則 
る の も 門 林 な 現 に も の こ 天 
が あ 見 前 第 ら に 狛 の が の 武 
  る る を 百 な 獅大 だ あ 揚后 

我 と 事 退 十 い 子 の と る 合 が 
固 い が 散 八 が の 形 ぃ   
に 

に 獅 
は 出 せ に   形態 ふ そ ば 子 

捻 れ 釆 し も 

て 
吹 る る の の 

な る 
獅 を 

め 列 に 取 蓮 で 本 子 玉 
は け   6 周 天 つ 想 あ 国 ほ 座 
  れ 共 こ せ 張 て せ る ば 
れ ば に り 

牙は に 
と り 

は な そ あ 伝 居し。 るめ 兄 矢 振 気管 
先 ら め れ面 来 狛 る 像 り 
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け な 陽石 田 6 面 バ の は 
た か合 間 よ 。 を ] 時 歩 こ 
と つ の の り 然 一 ル 代 く こ 

 
 

 
 

る
 
獅
子
の
彫
刻
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ダ
 
ガ
ヤ
の
石
欄
、
 

 
 

 
 

い
 
。
石
窟
の
前
 

 
 

 
 

だ
と
い
は
れ
て
 

居
 

 
 

 
 

あ
っ
た
ら
り
か
。
 

 
 

併
し
そ
の
形
態
か
ら
い
 

ふ
 
な
ら
 
ぽ
 
、
獅
子
窟
の
場
合
 

の
 
如
き
・
或
は
 

 
 

 
 

ィ
 
大
塔
 

南
 
門
の
 

 
 

 
 

兄
御
的
な
意
味
も
 

 
 

 
 

な
し
て
外
道
を
退
 

狛
犬
論
考
 

一
 
一
 
一
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"
 

 
 

書
巻
八
所
収
・
 

 
 

 
 

で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
国
学
 

ほ
 大
学
大
場
 磐
雄
 教
授
の
御
教
示
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
 

来
 詮
の
間
に
は
あ
ま
り
異
論
を
見
な
い
や
う
で
あ
る
。
 

づ
 宮
門
の
護
り
、
御
帳
台
の
鎮
子
等
に
使
用
せ
ら
れ
、
 

 
 

事
に
 於
て
 、
 少
く
と
も
 伝
 



  

  

  

  

  

  

た り 以 や る 居 頃 の 東 あ な 
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

て
 居
る
例
を
見
る
の
で
 

る
 。
即
ち
一
 つ
は
 塔
婆
、
 次
は
 石
窟
、
次
は
仏
像
の
 、
 

 
 

東
流
 に
伴
っ
て
次
第
に
 

 
 

 
 

仏
像
に
附
随
し
た
獅
子
 

 
 

 
 

知
ら
れ
た
の
は
前
漢
の
 

 
 

 
 

二
）
漢
に
も
 

臆
 ら
さ
れ
て
 

 
 

 
 

葉
 だ
と
 ぃ
 は
れ
て
 居
 

 
 

 
 

於
け
る
 武
氏
祠
 の
石
綱
 

 
 

 
 

来
る
の
は
 矢
 張
り
六
朝
 

 
 

 
 

範
囲
も
次
第
に
広
く
な
 

 
 

 
 

れ
る
や
 う
 に
な
っ
て
 来
 

 
 

 
 

魔
除
け
の
信
仰
を
件
 っ
 

く
で
あ
 

る
 彫
 ，
 
刻
 

と
い
つ
 

に
置
か
 

態
で
あ
 

誕
生
し
 

 
 

 
 

の
 獅
子
が
置
か
れ
 

 
 

 
 

近
し
て
来
て
居
る
 

 
 

 
 

今
一
つ
の
関
係
 

 
 

 
 

子
が
置
か
れ
る
 
形
 

 
 

 
 

初
め
て
仏
像
が
 

 
 

 
 

目
さ
れ
な
け
れ
 
ば
 

  

 
 

 
  

 



狛
 

犬 

論 
考 

7
8
 

五
 

 
 

 
 

 
 

 
 

見
る
事
が
出
来
、
矢
 張
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
が
、
併
し
 是
 

 
 

 
 

を
 取
る
に
至
っ
た
の
は
 午
 

へ
一
）
 

 
 

 
 

大
 左
右
に
獅
子
と
狛
犬
と
 

 
 

 
 

師
子
、
 於
レ
 
臼
茸
、
 開
レ
 

 
 

 
 

済
か
ら
 伝
 へ
ら
れ
た
 

  

事 な つ つ 一 し か 

    
は か て も 対 雛 つ た 

    

和俊 

      

  

と 

  

  

で に る る 超人 の 支 
あ き 。 と 元 口 陳 那 
ろ で そ こ ば・等 墓 に 
ぅ 広 し ろ 恐 に や ほ 
。 く て に ら 桃 明 焼 

抗 元 か く の 器 除 
有 未 か獅 果 の け 
さ 支 る 子 を 中 の 

  
  
  

  



    

  

  

 
 

 
 

 
 

  

ユ
 
"
 
/
.
"
 

Ⅰ
 

 
 

 
 

は
藤
つ
 

ぽ
の
御
し
つ
ら
 

 
 

 
 

、
 
日
か
げ
の
 

か
 
づ
ら
に
 

 
 

 
 

く
 
事
は
こ
の
時
代
の
 

一
 

 
 

 
 

、
獅
子
と
狛
犬
と
は
 

明
 

 
 

 
 

想
起
さ
れ
て
来
る
も
の
 

 
 

 
 

左
衛
門
式
に
ぼ
「
凡
人
 

 
 

 
 

加
へ
ら
れ
て
居
る
。
 

即
 

 
 

 
 

ぼ
 
こ
の
 
兄
像
 
と
は
如
何
 

 
 

 
 

る
 
中
に
、
上
端
の
 

部
 

 
 

 
 

と
い
ふ
説
明
が
加
へ
ら
 

 
 

 
 

そ
れ
は
南
方
の
も
の
で
 

 
 

 
 

ら
う
。
そ
し
て
狛
犬
の
 

 
 

 
 

れ
ば
 
、
 
兄
優
 
に
就
 
て
 

 
 

 
 

接
 
な
関
係
を
持
っ
事
は
 

争
は
れ
な
い
。
 

  

3%     
  

  



狛
犬
 
論
 

考
 

セ 

㏄
 

 
 

 
 

  

ふ
 
言
葉
が
あ
り
、
遺
物
 

 
 

  

 
 

  

て て は な を 国 る 

 
 

ば
如
 

 
 

伝
へ
 

 
 

て
共
 

し
 、
同
様
の
地
位
に
置
か
れ
て
来
た
所
以
で
あ
っ
て
 

、
 そ
し
 

 
 

列
で
 

 
 

や
女
 

来
て
居
る
事
を
忘
れ
て
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
 

 
 

神
社
 荷

 な
る
関
係
 

ら
れ
た
も
の
 

通
の
性
格
を
 

-
 
て
 直
接
こ
の
 

ば
な
か
っ
た
 

那
に
 就
 て
見
 

に
・
就
中
祀
 

 
 

矢
張
 

 
 

り
我
 

 
 

な
カ
 

 
 

対
を
 

結
合
を
導
い
た
も
の
は
 矢
 張
り
 左
 唐
楽
、
右
高
麗
 楽
 、
 左
に
 

 
 

に
於
 

（
 
二
り
 

 
 

用
し
 

 
 

 
 

ら
く
狛
犬
で
あ
っ
て
 
、
 

 
 

 
 

た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
 

 
 

 
 

に
 相
対
し
て
据
え
ら
れ
 

 
 

 
 

帳
 の
 前
 等
に
据
え
ら
れ
 

 
 

 
 

を
 示
す
も
の
と
見
ら
 

 
 

 
 

あ
る
が
、
信
西
古
楽
図
 

 
 

 
 

に
一
角
を
戴
く
怪
獣
で
 



    

八
 

 
 

 
 

る
 優
秀
な
狛
犬
一
休
 

へ
四
）
 を
 

 
 

 
 

女
舞
に
退
化
し
て
 来
 

 
 

 
 

が
 、
そ
の
反
面
狛
犬
の
 

 
 

 
 

の
で
あ
ら
う
か
り
自
分
 

 
 

 
 

形
態
を
取
ら
な
け
れ
 ば
 

 
 

 
 

女
舞
に
接
近
し
て
来
る
 

 
 

 
 

な
い
。
異
常
な
力
を
持
 

 
 

 
 

近
を
容
易
な
ら
し
め
た
 

 
 

 
 

な
く
し
て
、
英
姿
 肛
 

 
 

 
 

そ
の
面
貌
に
於
て
 、
己
 

 
 

 
 

つ
て
、
僅
か
に
角
の
痕
 

 
 

と
い
ふ
状
態
へ
と
移
っ
て
来
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
 矢
 張
り
相
対
せ
る
 

 
 

 
 

本
来
印
度
や
支
那
に
 於
 

 
 

 
 

石
 獅
子
は
そ
の
良
き
 例
 

 
 

 
 

に
こ
の
 石
 獅
子
の
系
統
 

 
 

 
 

も
の
で
あ
っ
て
 、
実
 

 
 

 
 

統
 の
も
の
で
あ
る
が
、
 

8
1
 

 
 

  



  

狛
 

    犬 

論
考
 

 
 

  

  

九 

  3 ㏄ 

 
 

 
 

、
海
外
か
ら
渡
っ
て
 

 
 

 
 

神
 前
に
安
置
さ
れ
る
に
 

四
 

 
 

 
 

犬
 が
載
っ
て
居
る
が
、
 そ
 

の
 一
方
に
も
 
退
 し
き
角
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

福
岡
附
近
で
は
飯
盛
神
社
 

 
 

尊
大
張
り
こ
れ
で
あ
る
。
 

何
れ
に
す
る
も
狛
犬
の
形
態
は
後
世
著
し
く
 獅
 

に
 、
獅
子
狛
犬
が
独
り
狛
犬
に
依
っ
て
、
代
表
せ
 

ぽ
 そ
の
姿
に
 掩
 い
て
は
獅
子
が
狛
犬
を
征
服
し
た
 

と
 考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

（
一
）
古
今
著
聞
集
 巻
 十
六
 

ュ
条
に
は
「
狛
犬
。
大
し
や
 
う
 じ
な
ど
も
て
ま
 ゐ
 

0
 む
字
 津
保
 ・
吹
上
（
上
）
に
は
「
居
丈
三
尺
 
は
 か
 

別
 で
あ
る
が
、
枕
の
場
合
は
矢
 
張
 ・
 
り
 獅
子
狛
犬
で
 

（
三
）
東
北
大
学
亀
田
教
授
の
御
教
示
に
依
る
と
、
 
正
 

か
も
知
れ
な
い
。
 

 
 

る
が
、
名
称
に
於
て
は
、
反
対
 

 
 

象
を
呈
し
て
来
な
。
換
言
す
れ
 

 
 

日
の
状
態
に
立
ち
至
っ
た
も
の
 

 
 

枕
の
草
子
 巻
五
 、
め
で
た
き
も
の
 

 
 

な
っ
て
居
る
。
手
淫
保
の
場
合
は
 

あ
る
の
を
、
 唯
 狛
犬
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
。
 

 
 

に
も
 兄
術
 的
な
意
味
が
あ
っ
た
の
 

  

 
 

 
 

ら
し
い
。
と
れ
も
狛
犬
 



    

㏄
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

紳
祀
 に
ば
こ
れ
に
先
立
 

 
 

 
 

と
も
な
っ
て
早
く
支
那
 

 
 

 
 

あ
る
。
然
ら
 

ぼ
 阿
育
王
 

 
 

 
 

。
 先
づ
 
阿
育
王
の
時
代
 

 
 

 
 

れ
て
居
る
。
紀
元
前
三
 

 
 

 
 

は
 、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
 

 
 

 
 

あ
っ
た
。
か
く
の
如
き
 

時
代
に
興
起
し
た
 

で
 ウ
ソ
 
ャ
 王
朝
で
あ
っ
た
た
め
に
、
 

 
 

ト
と
 
。
 
0
 
均
仙
仙
洋
咄
じ
、
 

新
に
 

 
 

 
 

置
か
れ
て
居
た
。
こ
の
 

 
 

 
 

の
中
に
は
 
シ
 リ
ヤ
 
や
ぺ
ル
 

 
 

 
 

依
っ
て
指
摘
さ
れ
て
 

居
 

 
 

 
 

が
 姿
を
現
は
し
て
来
た
 

 
 

 
 

門
 に
は
人
面
、
或
は
鳥
 

 
 

 
 

獣
は
ブ
ダ
 
ガ
 ヤ
 の
石
欄
に
 

 
 

 
 

入
れ
ら
れ
て
居
る
と
い
 

 
 

 
 

る
も
の
で
は
な
く
し
て
・
 

 
 

 
 

西
方
に
於
て
、
獅
子
の
彫
 

  



  
 
 

 
 

 
 

、
 又
 獅
子
が
一
つ
の
 要
 

 
 

 
 

に
 於
て
 、
 已
に
 ギ
ソ
 シ
 ャ
 

 
 

 
 

や
ス
 プ
イ
ン
ク
ス
の
 
形
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
 や
う
 に
、
 矢
張
 

 
 

 
 

絵
画
も
出
土
し
て
居
る
 
事
 

 
 

 
 

国
の
人
々
と
交
渉
し
て
 
居
 

 
 

 
 

り
、
 達
し
き
力
と
 、
 

 
 

 
 

居
る
の
で
あ
る
が
、
然
ら
 

 
 

 
 

。
自
分
は
こ
の
問
題
に
 

 
 

 
 

つ
て
問
題
を
次
の
や
 
う
 に
 

 
 

 
 

が
 求
め
ら
れ
る
で
あ
ら
 
う
 

 
 

 
 

獅
子
が
あ
り
、
ェ
ヂ
 
プ
 

 
 

 
 

に
 於
て
、
自
分
の
記
憶
 

 
 

 
 

に
 於
け
る
ス
フ
イ
ン
ク
 

 
 

 
 

ヂ
プ
ト
 に
於
て
ば
、
 顔
 

 
 

 
 

是
等
の
ス
フ
イ
ン
ク
ス
 

 
 

 
 

ス
は
 、
第
二
 ニ
 ラ
 そ
、
ツ
 

 
 

 
 

る
が
、
 ヵ
ル
 ナ
ッ
ク
の
 

狛
犬
論
考
 

一
一
 

3% 



  

 
 

 
 

 
 

ん
で
 

 
 

で
あ
 

 
 

で
あ
 

 
 

狛
犬
 

（
 一
り
 

 
 

ロ
に
 

 
 

如
き
 

 
 

も
の
 

 
 

地
 

創
造
し
た
心
算
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
 

 
 

に
 

 
 

い
ふ
 

 
 

す
る
 

 
 

獅
子
 

 
 

ヂ
プ
 

 
 

と
し
 

 
 

ら
現
 

 
 

ら
れ
 

 
 

ツ
シ
 

 
 

の
 如
き
 霊
能
が
 獅
子
 

 
 

で
あ
ら
う
。
 窮
 し
ろ
 

 
 

っ
て
来
た
と
見
ら
る
 

 
 

国
々
に
放
し
て
来
れ
 

 
 

遥
 し
さ
を
持
つ
に
し
 

 
 

獣
 で
あ
る
。
然
る
に
 

 
 

と
し
た
自
然
の
ま
 ム
 

 
 

を
 求
め
る
必
要
は
な
 

 
 

に
 於
て
は
、
却
っ
て
 

一
一
一
 

 
 

は
れ
る
そ
の
顔
は
 、
 

 
 

子
 、
こ
れ
は
 ヱ
ヂ
プ
 

 
 

性
格
か
ら
り
 ふ
な
 

 
 

た
も
の
ら
し
い
。
 

 
 

る
 。
何
故
に
彼
等
は
 

 
 

か
 。
 ェ
ヂ
プ
ト
 の
場
 

 
 

ぬ
 と
を
結
び
付
け
、
 

 
 

れ
た
最
高
の
存
在
を
 

 
 

  鯛 S 
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大
論
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へ 祀 こ て 

8 代 4 挺 狛 
れ の に 生 天 
る 政 一 し の 
間 車っ た 考 
題 に に 二 "" 別， 一 三 

で 求 結 っ は 
は め ぽ の 終 
な ら れ 怪 っ 
い れ て 獣 た   
ら 馴 の そ ん 
う 染形 の う 

か み の 略 名 
。 深狛 を へ 

き 大 奥 て 
も る に 来 
の 形 し る 

て 我   
居 が 共 犯 
6  市中 に 犬 
の 々 人 は 
での 類 実 
あ 護 の に 
る り 文 木   
そ て 栄 な 
れ 伸 ぇ 存 
は 祀 る 在 
我 の 国 と 

目 前 々 な 

のにを 文 納経。 る 

北 ま 廻 ． 遠 
形 つ つ い 

成 て て 昔 
に 居 、 に 
就 6 % 於 

  
色 て に の 
々 そ ま 処 
暗 の で を 
示起 到 異 
が 元 建 に 

与 が し し 

 
 

 
 

か
 。
こ
の
間
に
 

 
 

 
 

又
 支
那
独
自
の
 

 
 

 
 

見
ら
れ
る
が
、
 

 
 

も
の
と
な
っ
て
居
る
。
 

 
 

 
 

を
 見
て
意
外
な
感
に
打
た
れ
た
思
ひ
出
が
あ
る
。
 

五
 

も
 多
少
 

怪
獣
 牝
 

何
れ
に
 

  



  

  

 
 

を
兵
建
 
し
、
清
浄
な
身
業
 

語
業
 
を
も
つ
生
活
を
営
み
、
 

更
に
 
、
 ㈲
 諸
根
 の
 門
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
い
り
、
四
弾
の
 

膵
 建
を
 ，
 

 
 

に
 次
の
仏
弟
子
の
詩
が
あ
る
。
 

お
 漱
い
 
離
 ・
）
 

雷
雲
の
い
ゆ
き
し
て
 

と
ど
ろ
く
昔
も
す
 

ざ
 ま
じ
く
 

鳥
 の
か
 
ょ
ひ
路
雨
 
し
げ
 
し
 

静
け
さ
洞
に
た
 

ビ
 ひ
と
り
 

輝
定
 
修
す
る
そ
の
人
に
 

四
四
 
%
 
 
説
 

武
内
義
範
 

 
 

題
 吊
，
 

，
 ）
 

一
四
 

田
 

 
 



 
 

わ
れ
 

や
行
 

り
、
 

ま
じ
 

比
丘
 

い
山
 

世
俗
 

対
し
 

ス
ノ
 
。
 

な
 い
 の

 詩
は
素
朴
に
 脾
 定
の
楽
し
さ
を
 う
 た
っ
た
だ
け
で
、
 

 
 

な
い
。
け
れ
ど
も
 

 
 

 
 

ぅ
 。
暗
雲
が
深
く
山
 

 
 

 
 

ふ
 無
明
の
闇
で
あ
 

 
 

 
 

て
ゐ
る
。
時
々
 す
ざ
 

 
 

 
 

そ
の
や
 う
 な
な
か
で
 

 
 

 
 

上
か
ら
ぼ
遥
か
に
 高
 

 
 

 
 

ば
 上
に
も
下
に
も
 

 
 

 
 

は
 、
日
常
的
経
験
に
 

て
 丁
度
そ
の
様
な
仕
方
で
、
上
に
下
に
超
越
し
つ
つ
、
 

 
 

開
く
こ
と
で
あ
ら
 

 
 

 
 

 
 

て
 ぼ
こ
こ
で
は
論
じ
 

（
「
縁
起
 
説
に
 於
け
る
 相
依
性
 の
問
題
」
参
照
）
。
 

一
五
 

原
始
仏
教
に
於
け
る
禅
定
の
問
題
（
中
）
 

祀
定
 修
す
る
そ
の
人
に
 

註
二
 

い
か
な
る
幸
や
優
る
べ
き
（
五
二
三
）
 

素
馨
に
 思
か
ょ
 は
せ
て
 

華
 さ
き
乱
れ
と
り
ど
り
に
 

草
の
花
ぶ
さ
色
に
ほ
ふ
 

川
辺
に
心
薄
め
つ
つ
 

い
か
な
る
幸
や
優
る
べ
き
（
五
二
一
こ
 

3
8
8
 

 
 
 
 



一
 工
、
 

ノ
 

 
 

 
 

な
 姿
が
前
景
に
打
ち
出
 

 
 

後
に
簡
潔
 忙
 一
寸
語
ら
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

花
や
木
々
の
花
の
や
 ぅ
 

 
 

 
 

美
し
い
所
を
選
 は
 な
け
れ
 

 
 

 
 

の
り
 

タ
カ
桂
 

*
 
あ
ヨ
 
ヨ
お
 

サ
ロ
 
ガ
 
（
田
の
 

桂
 p
.
 

ダ
コ
 

ワ
 
竹
口
・
 

・
 
メ
 円
ゴ
 

 
 

 
 

ひ
 な
い
。
「
そ
こ
に
私
は
 

 
 

 
 

に
は
豊
か
な
牧
場
や
耕
地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
 頗
る
相
似
た
性
質
が
あ
 

る
で
あ
ら
う
。
１
１
身
近
か
に
河
の
流
れ
が
聞
え
る
。
 

 
 

な
っ
て
し
ま
 ふ
 。
彼
の
探
 

 
 

 
 

そ
の
流
れ
に
滑
り
て
・
 

 
 

 
 

を
 抱
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
も
 

 
 

 
 

に
 至
る
ま
で
ほ
 、
 心
の
探
 

 
 

 
 

と
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
 

こ
の
意
識
の
探
求
の
道
程
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 

 
 

あ
ら
 う
 ・
 

 
 

 
 

の
 
9
 及
び
 ケ
毛
 ・
 
由
告
縛
 
・
   389   



    

  

  

  

 
 

 
 

。
そ
れ
ぽ
か
り
 

 
 

 
 

る
 。
梵
網
経
に
 よ
 れ
 

 
 

 
 

学
者
が
な
し
た
や
 ぅ
 

一
セ
 

原
始
仏
教
に
於
け
る
禅
定
の
問
題
（
中
）
 

で
な
 

ぽ
、
 

に
、
 

 
 

ら
 生
じ
る
高
と
楽
が
行
き
わ
 

 
 

を
観
る
も
の
に
は
歓
喜
 

 
 

梨
を
覚
え
、
楽
と
な
る
時
、
 

 
 

る
初
碓
に
 
達
し
て
住
す
る
。
 

 
 

め
 が
専
一
と
な
り
、
 

無
 

 
 

で
、
そ
の
身
を
み
た
し
 

周
く
 

じ
る
 喜
と
 
楽
と
が
行
き
わ
た
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
な
い
。
 

 
 

 
 

令
正
智
で
あ
っ
て
、
全
身
 

 
 

る
 。
彼
は
喜
を
超
え
た
築
を
 

 
 

な
い
。
 

 
 

悦
と
憂
 
と
を
共
に
滅
し
た
 

 
 

み
た
し
て
坐
し
て
 

ゐ
，
る
 

。
 そ
 

ぬ
と
こ
ろ
が
な
い
。
 

帝
籠
 ㍉
 簗
ぬ
 ㍉
 戸
ぉ
巴
 

 
 

の
で
、
本
吉
木
楽
で
 捨
念
 清
浄
と
な
っ
た
第
四
弾
に
 

の
 全
身
何
れ
の
と
こ
ろ
も
 純
浄
 な
心
が
行
き
わ
た
ら
 

が
 生
じ
、
歓
喜
し
た
も
の
に
は
喜
が
生
じ
、
喜
を
懐
 

心
 が
三
昧
に
入
る
。
彼
は
諸
欲
を
去
り
不
善
 法
 を
離
 

彼
は
離
か
ら
生
ず
る
 喜
と
 楽
と
で
、
其
の
身
を
み
た
 

た
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
な
い
。
 

詩
軸
 何
 で
、
 定
よ
 り
生
じ
る
 喜
と
築
 と
の
あ
る
第
二
 

み
た
し
て
、
そ
の
全
身
何
れ
の
と
こ
ろ
も
定
か
ら
 生
 

に
 楽
を
感
受
し
 、
 正
し
く
諸
聖
人
が
っ
こ
れ
捨
に
し
 

以
て
、
そ
の
身
を
み
た
し
 周
 く
み
た
し
て
、
そ
の
 全
 

3 ㏄ 



 
 

 
 

に
 水
を
注
い
で
 混
 

 
 

 
 

く
に
 ：
：
、
比
丘
は
 

 
 

  

一
八
 

3
9
1
 

 
 

 
 

な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
 

 
 

 
 

瞼
 が
仏
陀
の
宗
教
生
活
 

 
 

 
 

き
 、
強
ち
に
看
過
す
る
 

 
 

 
 

読
 も
か
か
る
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

そ
う
な
 祀
定
 で
あ
る
と
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
は
ど
く
 稀
れ
 

 
 

 
 

違
 へ
た
宗
教
的
情
熱
に
 

 
 

 
 

猫
 そ
の
や
 う
 な
目
的
と
 

 
 

 
 

そ
れ
と
し
て
も
四
 %
 説
 

 
 

 
 

、
四
弾
 説
 が
そ
の
解
釈
 

 
 

 
 

な
り
 ぅ
 る
の
で
は
あ
る
 

ま
い
か
。
 

 
 

 
 

わ
れ
は
こ
の
経
典
が
 

 
 

 
 

れ
て
ゐ
る
 比
楡
 を
手
掛
 

 
 

し
て
ゆ
く
と
と
に
し
ょ
う
。
 



  

 
 

 
 

最
初
の
自
由
な
充
実
 

 
 

 
 

は
す
 例
で
説
明
し
て
 
ゐ
 

 
 

 
 

念
 的
に
さ
 う
 考
へ
て
 ゐ
 

 
 

 
 

い
心
身
一
如
の
浄
化
の
 

 
 

 
 

さ
れ
て
ゐ
る
。
今
は
し
 

 
 

化
の
後
の
身
心
を
ひ
た
し
て
ゐ
る
。
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
を
意
味
す
 

 
 

 
 

ぅ
か
 Ⅰ
・
と
思
ふ
心
の
動
 

 
 

 
 

尋
 
?
w
 

侍
の
岸
 

岸
曲
 
）
と
共
に
 

 
 

 
 

「
尋
は
粗
な
る
働
き
を
 

 
 

 
 

き
 継
続
せ
し
め
る
こ
と
 

 
 

 
 

っ
 て
か
ら
余
韻
が
つ
 ビ
 

 
 

 
 

づ
 
J
 
0
 
ワ
ミ
 
）
・
 
が
内
内
ル
 

H
.
 

づ
 ・
）
 

0
 
ヰ
）
 

ト
ド
 

 
 

 
 

ら
れ
て
ゐ
 て
 、
さ
ら
 

 
 

 
 

に
 存
し
、
第
三
・
第
四
 

原
始
仏
教
に
於
け
る
禅
定
の
問
題
（
中
）
 

一
九
 

a% 

離
か
ら
生
ず
る
 喜
と
築
 と
を
 以
 

き
わ
た
ら
ぬ
と
と
ろ
が
な
い
。
 

て
 ，
そ
の
身
を
み
た
し
 

鮪
 
ぷ
、
ヨ
 

・
 
2
.
M
.
 

・
 
卜
 ）
 

 
 

生
じ
る
 喜
 と
栗
と
が
 行
 



 
 

  

  

二
 
O
 

 
 

 
 

巾
皿
 

沖
 
せ
 
：
）
輸
血
で
も
こ
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

ど
め
て
ゐ
る
妄
想
と
し
 

 
 

 
 

づ
く
と
言
へ
よ
う
。
 

3 ㏄ 



  
  

 
 

 
 

な
く
、
西
方
か
 

 
 

 
 

、
 而
し
て
紳
は
時
 

 
 

 
 

く
み
た
し
、
 
深
泉
 

 
 

。
そ
の
如
く
に
比
丘
 は
 定
か
ら
生
ず
る
 喜
と
築
 と
で
、
 そ
の
身
を
み
た
し
 

 
 

じ
る
 喜
と
 楽
が
行
き
わ
た
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
な
い
。
 

 
 

 
 

の
意
 か
も
し
れ
な
い
 

 
 

 
 

こ
と
 ム
 す
る
。
 

 
 

 
 

て
ゐ
る
名
残
り
で
 

一
一
一
 

原
始
仏
教
に
於
け
る
禅
定
の
問
題
（
中
）
 

あ 
  

周 の 々 ら 

約 4 

初
祀
に
 於
て
身
心
が
安
 

築
 は
そ
れ
に
比
す
る
と
、
 

と
の
区
別
が
あ
る
。
楽
は
 

で
祀
 淀
君
の
つ
 ム
 ま
し
 ゃ
 

車
幅
で
あ
る
と
彼
等
は
考
 

熟
練
し
た
揚
屋
の
従
僕
 

さ
と
ユ
ー
モ
ア
の
如
き
も
 

世
俗
的
な
精
神
 に
結
 ぴ
っ
 

の
 地
楡
 は
 一
転
し
て
は
る
 

 
 

訪
れ
る
。
そ
れ
ら
は
心
の
頴
 著
 な
感
動
で
あ
っ
て
 、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
て
、
内
省
自
覚
せ
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
に
幽
玄
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

冷
水
を
以
て
み
冷
さ
れ
、
 

周
 
く
み
た
 

          

鏑
 

一
一
一
一
 

 
 

 
 

 
 

ぅ
 と
す
る
。
地
楡
 は
、
 

 
 

 
 

ゐ
な
い
。
そ
れ
は
心
が
 

 
 

 
 

し
て
と
の
泉
を
満
し
て
 

 
 

 
 

0
 周
辺
の
地
を
 ぅ
る
ほ
 

 
 

 
 

た
こ
と
か
ら
起
つ
た
。
 

 
 

 
 

た
状
態
で
あ
り
、
 
舐
喜
 

 
 

 
 

つ
ム
、
 而
も
そ
れ
を
 全
 

 
 

 
 

へ
、
 
猜
 ・
外
向
的
な
浮
動
 

 
 

 
 

ゐ
る
 。
 

 
 

 
 

冷
水
が
何
処
に
於
て
 

 
 

 
 

時
々
疎
雨
を
与
へ
る
 
と
 

 
 

 
 

ら
の
聖
な
る
疎
雨
を
浴
 

 
 

 
 

て
め
 て
 、
 神
々
と
の
 閲
 

 
 

も
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
 



 
 

 
 

の
 全
身
は
何
れ
の
 と
 

3
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一
一
一
一
一
 

原
始
仏
教
に
於
け
る
禅
定
の
問
題
（
中
）
 

 
 

 
 

比
丘
は
喜
な
き
築
で
、
そ
の
身
を
 

ろ
が
な
り
。
 

第
三
弾
に
於
て
は
・
恰
も
第
二
弾
 

は
 離
脱
せ
し
め
ら
れ
る
。
心
は
歓
喜
 

れ
る
。
歓
喜
は
ど
の
や
 う
 な
宗
教
的
 

い
こ
と
 ム
 せ
ら
れ
る
 0
 と
の
第
三
弾
 

ふ
 の
で
あ
る
か
ら
、
聖
な
る
疎
雨
 は
 

に
 対
す
る
地
楡
で
は
、
そ
の
状
態
を
 

る
 。
つ
ま
り
第
二
 膵
 の
 深
泉
 と
い
ふ
 

は
渓
 泉
、
即
ち
内
な
る
も
の
 ム
な
ほ
 

最
も
深
い
内
面
（
 深
底
 ）
が
そ
の
水
 

生
動
的
に
一
枚
で
あ
る
。
従
っ
て
 さ
 

て
 開
花
し
て
ゐ
る
。
歓
喜
を
心
の
水
 

で
あ
る
。
不
動
心
は
深
い
根
を
水
底
 

れ
チ
 
巳
め
 る
。
と
目
口
ふ
か
 

り
 
は
 、
 花
け
Ⅰ
 
も
 

を
生
か
し
て
ゐ
る
清
浄
な
至
福
が
 、
 

 
 

在
し
な
い
如
く
、
此
処
で
は
第
二
弾
の
欺
 喜
 

 
 

た
そ
の
 扶
態
 が
正
智
正
念
で
あ
る
と
い
は
 

 
 

な
い
。
正
客
正
念
の
不
動
心
の
方
が
一
層
 葉
 

 
 

と
い
っ
た
の
と
同
じ
状
態
に
達
す
る
と
 ぃ
 

 
 

ふ
 意
味
を
も
た
な
い
の
で
あ
ら
う
。
第
三
 %
 

 
 

つ
た
 青
蓮
華
紅
蓮
華
白
蓮
華
に
た
と
へ
て
 ゐ
 

 
 

の
と
い
ふ
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ら
う
。
蓮
華
 

 
 

張
り
、
水
面
に
花
を
つ
け
る
で
あ
ら
う
。
 

 
 

の
が
最
も
表
面
に
あ
ら
は
れ
、
内
外
表
裏
は
 

 
 

い
 。
紳
の
舷
 雨
 は
こ
 ム
 で
は
蓮
華
の
花
と
し
 

 
 

括
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
の
基
底
は
不
動
 

 
 

れ
に
も
拘
ら
ず
な
ほ
最
も
深
い
楽
に
ひ
た
さ
 

 
 

ゐ
る
如
く
、
存
在
の
す
べ
て
を
包
み
す
べ
て
 

 
 

さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

喜
 
な
き
楽
で
あ
ま
ね
く
行
き
わ
た
ら
ぬ
と
こ
 

  
  



  

  

  
  

 
 

 
 

概
念
が
影
の
如
く
に
 

 
 

 
 

己
 自
身
を
肯
定
す
る
 

限
 

 
 

 
 

の
 反
対
村
立
を
高
く
 

超
 

 
 

 
 

祀
の
立
場
を
適
切
に
も
 

ヱ
 

 
 

 
 

的
な
友
 
身
滅
昔
 の
狸
婆
 

 
 

 
 

態
 に
比
す
べ
き
も
の
で
 

 
 

 
 

楡
は
 一
転
し
て
高
原
の
 

 
 

 
 

三
碑
の
こ
の
蓮
華
の
花
 

 
 

 
 

・
せ
 

い
 
（
 
臼
 と
の
人
は
 、
い
 

 
 

 
 

す
ム
 め
て
白
浄
衣
は
秘
 

 
 

 
 

ぃ
 宗
教
的
生
命
に
生
れ
 

 
 

 
 

る
 。
原
始
仏
教
に
於
て
 

 
 

 
 

あ
り
、
 
碑
 定
は
慈
悲
の
 

 
 

 
 

 
 

二
四
 

 
 

 
 

（
 
祀
 ）
 し
 、
全
身
 何
 

 
 

い
 。
 

簗 7   



  
  

  

  

 
 

  

原
始
仏
教
に
於
け
る
禅
定
の
問
題
（
中
）
 

  
  

二
五
 

  

穏 8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

を
 頂
き
と
す
 

ら
は
に
す
る
 如
 

（
 
未
 み
ま
 

  



 
 

 
 

は
 一
体
倫
理
と
い
ふ
 こ
 

 
 

 
 

の
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
 

 
 

 
 

な
い
で
あ
ら
う
。
 

 
 

 
 

と
い
ふ
概
念
 は
 漢
訳
 

 
 

 
 

仏
教
の
善
の
概
念
は
必
 

 
 

 
 

日
常
的
観
念
に
か
 ム
 は
 

 
 

 
 

か
ど
う
か
と
い
ふ
問
題
 

を
 論
究
し
て
み
た
い
。
 

 
 

 
 

併
 し
そ
の
こ
と
は
 仏
 

 
 

 
 

い
の
で
あ
っ
て
、
理
性
の
 

  

  

佐
々
木
 

現
順
 

 
 

倫
理
概
念
の
佛
数
曲
分
析
 

善
，
｜
 

一
一
Ⅰ
 

、
 

め a -   



   
 

  

 
 

 
 

思
想
形
態
と
し
て
ぼ
宗
教
哲
学
 

 
 

す
る
と
そ
の
倫
理
的
概
念
は
如
 

、
、
、
 

ら
な
い
。
後
に
次
第
に
明
ら
か
 的

 よ
り
も
む
し
ろ
倫
理
的
性
格
 

 
 

何
な
る
位
置
に
あ
る
か
或
は
如
 

に
な
る
や
 う
 に
我
々
の
た
り
さ
 

二
セ
 

6 面 解 し 系 た 必 あ 実 

  
  

と か と 的 と ろ へ あ れ 上 構へ 
な ら な 基 と の ぼ る れ 孝成斤 

  

と 崩 置 つ は 達 へ ら 排理と 
し 壊 か た 仏 磨 る な は を 言 
て 

  

毘 ら を 何席 陀 々 A り た め 
達   

を 
申   
心 守 あ 教彰 の 暴 いが 
と 

し   
の 

  

あ し は 問 ょ 何 か 象 
概 る て 屡 題つ 毘 く に 
念 。 何 々 も て 達 て な 
を こ 毘理 理、 作 庭睦 り 

分 ム 達性牲 、 ら 仏性 え 

  

  の 単象践 、 言 は 践 は 
仏 体 な が 自り ) は か 的 理 
教 系 る 単使、 Ⅰ く 硬 性 

  

理 教 的 れ よ の き し 践 
の 軒 数 て つ 哲 歴 て 的 
本 学理 め て 学 史打開 
質 更 に る す で ねり 建心 
を 止 も 。 る あ 必 て に 
究 に 終 そ な る 然 ら 促 
め 吉 上 れ ら   性 れが 
て め せ と ぽ 然 の た さ 

上背 れ 

う   

あ 形 の 出 体 し が で 

弓 00 

  



 
   

二
八
 

 
 

 
 

的
 位
置
付
け
が
自
覚
的
 

 
 

 
 

 
 

て
 連
関
を
保
た
し
め
る
 

 
 

 
 

譜
を
構
成
す
る
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

 
 

 
 

諸
原
始
北
阿
毘
達
磨
 

 
 

 
 

念
 に
就
 
て
先
づ
 
考
察
す
 

る
で
あ
ら
う
。
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

へ
る
。
 

 
 

 
 

甜
忙
ぺ
 

0
 
せ
簿
の
梵
語
で
 

 
 

 
 

す
る
部
分
で
あ
る
。
 

故
 

 
 

 
 

は
 形
容
詞
二
の
旺
 
毘
 
E
d
 

 
 

 
 

げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
 。
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Ⅱ
Ⅱ
申
せ
 

帥
 コ
づ
 

（
 
の
 で
 Ⅰ
曲
 
り
 0
 
 

が
）
サ
 

l
 

（
 
Ⅰ
）
 

l
 

 
 

と
 健
康
を
尋
ね
た
）
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

巴
卸
コ
コ
曲
づ
 Ⅱ
曲
目
 つ
 
1
 

  

 
 

 
 

鎧
 
（
自
ら
巧
み
で
あ
 

 
 

一
義
の
の
五
目
三
と
解
し
て
よ
い
。
 

 
 

 
 

ず
 或
は
木
の
（
ゴ
リ
 

屈
 Ⅰ
 

 
 

古
田
川
 ガ
 民
生
 ぎ
級
ぁ
玉
オ
 等
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
 

  



  

三
 O
 

 
 

 
 

の
中
に
凡
て
ふ
く
ま
れ
 

 
 

 
 

 
 

し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
 

 
 

開
 で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

ひ
 方
を
べ
Ⅰ
ト
リ
ン
 

 
 

 
 

ロ
 
倒
の
田
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Ⅰ
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。
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。
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Ⅰ
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。
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。
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Ⅲ
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。
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。
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内
容
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ふ
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。
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。
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追
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。
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さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

ぃ
ふ
 点
で
 

 
 

 
 

）
で
あ
っ
 

 
 

 
 

口
ひ
 
変
へ
ら
 

 
 

 
 

分
析
に
よ
 

 
 

 
 

原
語
が
あ
 

 
 

 
 

が
 現
象
的
 

 
 

 
 

。
起
に
入
 

 
 

 
 

が
ヴ
ゴ
 
叫
く
が
 

 
 

 
 

の
 如
く
 能
 

 
 

 
 

解
さ
れ
ね
 

 
 

 
 

 
 

な
る
 状
 

0
 片
Ⅱ
Ⅰ
 

 
 

 
 

属
し
て
 ゐ
 

 
 

 
 

起
と
し
、
前
に
 

 
 

ひ
 1
 
ひ
卍
 
）
 L
 
し
 
。
 

二
 u
 
 「
こ
の
 著
は
 相
等
の
 

し
 、
 如
 理
作
意
を
そ
の
 

 
 

 
 

善
を
砕
破
す
る
を
味
と
し
、
清
浄
を
起
と
 

足
処
 と
す
る
。
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ら
れ
て
 
め
 る
の
で
あ
ら
 

 
 

 
 

即
ち
生
成
せ
ら
れ
た
 

能
 

作
 性
を
意
味
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

明
 で
 は
 善
の
相
と
し
 

 
 

 
 

諭
 し
た
い
と
考
へ
る
。
 

 
 

 
 

果
の
状
態
を
意
味
す
る
 

 
 

 
 

か
 へ
ら
れ
た
だ
け
で
 

範
 

 
 

 
 

と
い
 
へ
 ぼ
 、
元
来
、
起
と
 

 
 

 
 

の
 」
で
あ
る
。
欲
せ
ら
 

 
 

 
 

で
は
、
欲
せ
ら
れ
て
 

現
 

 
 

る
と
考
へ
ら
れ
よ
 

う
 。
 

 
 

 
 

 
 

で
も
な
く
異
熟
の
概
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
は
 

ア
 ッ
 タ
サ
 

 
 

 
 

想
 或
は
起
の
内
容
と
 

 
 

れ
て
来
た
。
 

 
 

 
 

即
ち
下
め
 

目
お
目
 
円
目
 

 
 

 
 

を
 設
け
て
ゐ
る
。
 

日
く
 

1
7
 

 
 



     
 

の サ 述 べ か り 善 質 あ と、 す る と 「 

の、 や意善 ょ 
倫 。 善 を を   
理 あ 、 な で と ぽ 法   

。 を 。 て い 蓋 

法 蓮 即 も ふ 善 

  は べ ち 善 の と 

分 白 て 法書 は い 
析 

し の な な 特 と 

る 
で 
は 

い て 此 釈 の   い 
ン 5% 
」 

と 

て は 

至 
つ 
た 
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い 

ふ 正   
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のみ 四五 
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の
 概
念
を
仏
教
 的
 観
点
か
ら
分
析
し
て
み
た
。
 

 
 

 
 

は
 世
俗
的
串
 幅
 の
 根
 

 
 

 
 

も
の
で
は
な
く
人
聞
 存
 

 
 

 
 

ふ
く
む
妥
当
性
を
要
請
 

 
 

 
 

へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 却
 

 
 

 
 

る
 構
造
を
持
つ
と
き
 倫
 

 
 

拠
を
持
つ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
 

 
 

 
 

審
ヴ
 ・
に
も
出
で
、
 

 
 

く
 用
ひ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
 

 
 

 
 

z
o
.
 

の
 
，
ド
の
印
卜
 

五 

  

 
 

四
 ム
ハ
 

 
 

 
 

ら
ヲ
 
ロ
ロ
 
ロ
年
 
～
 
e
 
 
片
ロ
ロ
ロ
 

c
 

 
 

 
 

0
 目
 日
の
 
Ⅰ
の
 
、
の
 
片
岸
 
ヰ
 ）
ロ
ー
な
 

 
 

 
 

的
 意
味
を
そ
の
ま
ま
 括
 

 
 

 
 

み
で
あ
る
と
 ホ
 幸
穂
 で
 

 
 

 
 

更
 に
 阿
毘
達
磨
に
な
る
 

 
 

 
 

た
 。
 

1
9
 

 
 



  

  

  

  

倫
理
概
念
の
仏
教
的
分
析
 

四 
セ 

柁 。 

、
 
八
 
9
 ）
 目
 ・
 
ロ
 
w
.
 

ド
ソ
 

八
 
%
 

 
 

（
 
4
 
 
）
の
 ユ
 （
・
口
ま
（
・
 

0
 （
 目
力
プ
 
・
の
・
 

串
 ・
の
の
 

（
 
7
 り
 P
R
.
 

曲
黛
ぴ
 

 
 

（
 
8
 ）
 り
 ・
ま
 い
 
。
 
め
 

（
 
ト
つ
 
）
 目
叩
 

の
ら
の
の
 

0
 っ
山
ヴ
田
 

・
 
つ
 ・
 
ロ
の
ド
 

（
 
れ
り
ロ
 ・
 
ぎ
 ・
 
笘
 
Ⅱ
 

（
 
m
 ）
 目
釧
 
，
の
・
 

相
切
 

（
 
ぱ
 ）
 し
プ
 
の
・
 
ゆ
ム
昧
リ
出
 

参
照
）
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
 く
 0
 ）
 べ
 
A
.
2
0
.
 

の
 

 
 

 
 

（
中
小
笹
 

窩
巴
田
 Ⅰ
 色
 ・
 
ミ
 い
も
 注ゃ
 ・
 
お
 h
o
o
 

（
 
巨
 0 汀
 参
照
）
 

 
 

 
 

  



 
 

一
八
一
四
年
七
月
、
 グ
一
 

間
に
 ウ
ィ
レ
マ
ー
ル
夫
人
 マ
 

]
 ス
バ
一
 デ
ン
を
訪
れ
た
。
 

は
 常
に
重
大
な
役
割
を
果
た
 

求
は
 ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
で
 

当
時
の
 
ョ
一
 ロ
ッ
 バ
 は
 フ
 

一
国
家
の
形
態
に
な
っ
て
 
お
 

り
 、
ダ
ー
テ
が
重
臣
と
し
て
 

Ⅱ
シ
ャ
の
強
国
の
間
に
挟
ま
 

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
 

 
 

九
月
ま
で
 ウ
 ィ
）
ス
バ
ー
 ヂ
ン
 に
逗
留
し
て
い
る
 

 
 

つ
た
グ
一
テ
は
 、
 翌
 一
八
一
五
年
五
月
、
再
び
 ウ
 ィ
 

 
 

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
グ
ー
テ
に
お
い
て
、
放
打
 

 
 

び
 合
せ
て
み
よ
う
」
（
 

託
 1
 
）
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
 欲
 

あ
ろ
う
 

 
 

の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
ド
イ
ツ
 は
 、
ま
だ
 統
 

 
 

く
の
王
公
国
が
激
成
し
合
っ
て
い
る
状
態
で
あ
 

 
 

国
 で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ン
ス
、
 オ
 ]
 ス
ト
リ
ア
、
 
プ
 

 
 

な
い
か
に
し
て
保
っ
て
行
く
加
が
グ
ー
テ
の
腐
心
す
 

 
 

に
そ
の
フ
ラ
ン
ス
的
自
由
か
ら
の
自
由
を
求
め
た
 

，
 

@
 

四
束
詩
集
を
中
心
に
 ｜
 

）
 

 
 

(
 
ア
 ス
 
.
 

口，早 

田 

貫 

  

良匹 

ゲ
ー
テ
の
宗
教
思
想
 

四 
八 
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ゲ
ー
テ
の
山
木
秋
思
想
 

四
九
 

姥
 
2
 

  
東 お い ぎ代 、 と 実 ] 
と い る 自 の テ 
酉 て     

日 ム T を 却 常 

そ 
れ対 る 

侍 殊も西 る（ 

  
つ に と 人 彼 ま 浩浩 
て 一 者 類 は れ を 極 

そ の 川 ゴ 自り 来つ たで、 年 根 の こ 不 断 に 

  

0
 が
 ダ
一
テ
 で
あ
る
。
「
革
命
前
に
は
す
べ
て
が
 

グ
ー
テ
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
出
現
に
期
待
し
た
。
 

あ
っ
た
。
「
支
配
す
る
こ
と
は
や
さ
し
い
。
統
治
 ょ
 

怒
濤
の
革
命
的
情
感
を
も
つ
 ダ
一
テ
は
 、
革
命
に
 

人
間
性
を
破
壊
し
ょ
う
と
す
る
時
あ
る
い
は
抽
象
 

命
も
戦
争
も
す
べ
て
人
間
悪
意
の
地
獄
図
絵
で
あ
 

れ
は
 グ
ー
テ
に
と
っ
て
は
、
 ョ
 ]
p
 ッ
バ
 を
根
源
 

ッ
パ
 文
化
の
危
機
を
打
開
す
る
途
を
見
出
す
こ
と
 

 
 

る
 要
求
に
一
変
 

唾
 ㍗
」
と
見
る
 

 
 

レ
オ
ン
も
単
な
る
支
配
者
で
に
じ
る
す
べ
て
を
憎
む
。
疾
風
 

ボ
 

 
 

性
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
 

 
 

ぅ
 し
て
グ
ー
テ
の
眼
に
は
・
 

革
 

 
 

と
し
か
り
っ
ら
な
か
っ
た
。
 

そ
 

 
 

て
 迫
っ
て
来
た
。
こ
の
 

ョ
 ー
 p
 

が
 グ
ー
テ
の
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

陽
と
 

 
 

 
 

あ
り
、
 

 
 

 
 

ね
 た
 月

 、
暁
の
明
星
と
 

㌧
。
 
宙
 Ⅰ
 ロ
 
（
舛
井
な
け
 

ハ
ー
プ
 ィ
ス
 の
 捕
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

滅
 二
八
 0
 ム
 
八
年
）
の
 

 
 

 
 

て
い
る
。
ハ
ー
プ
 

ィ
ス
 
を
 

 
 

 
 

と
恋
 
、
 侍
 酌
の
少
年
と
少
 

（
 

 
 

 
 

テ
と
 ハ
ー
フ
ィ
ス
 と
 

 
 

 
 

圧
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
 

一 一 ) 

（
 
5
 ）
グ
ン
ド
ル
フ
「
ゲ
ー
テ
」
 

 
 

マ
ー
ル
。
（
ゲ
ー
テ
全
集
。
ワ
イ
マ
ー
ル
 

版
 0
 ）
 

 
 

 
 

（
 
3
 
 
）
 

（
 
4
 ）
 西
 哀
詩
集
（
マ
イ
ヤ
 l
 ・
 
版
 ）
。
訳
は
茅
野
蒜
々
。
 

 
 

 
 

相
即
 柏
 入
す
る
根
源
を
 

 
 

 
 

見
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

五
 O
 

卸
 

3
 



  

 
 

 
 

る
歌
 
」
が
生
れ
る
。
そ
の
 

響
こ
そ
 
グ
一
テ
の
 

「
四
束
」
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
「
 

詑
 
2
 
）
そ
れ
故
に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
こ
う
し
て
古
典
的
 

完
 

 
 

 
 

の
 生
涯
を
貫
く
 

づ
 
m
n
 

 
 

 
 

界
 に
は
な
い
昂
進
へ
の
 

努
 

 
 

 
 

も
の
」
（
 

桂
 
4
 
）
に
己
を
投
げ
出
す
 

 
 

 
 

断
の
流
動
で
あ
る
。
 

グ
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
を
 

れ
 は
 

や
が
て
西
方
そ
の
も
の
が
深
ま
り
行
く
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

ど
な
く
流
さ
れ
る
こ
と
 

 
 

 
 

ら
な
い
。
節
度
あ
る
 

リ
ズ
 

 
 

 
 

特
色
を
見
る
こ
と
が
で
 

ゲ
ー
テ
の
宗
教
思
想
 

五
一
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五
二
 

 
 

 
 

つ
て
、
一
方
的
な
浪
漫
 

 
 

 
 

同
 し
、
そ
れ
を
東
方
か
 

 
 

 
 

土
性
は
浪
漫
派
と
一
致
す
 

 
 

 
 

は
 一
な
る
も
の
の
緒
に
す
 

 
 

 
 

夢
に
す
ぎ
な
い
。
自
然
を
 

 
 

 
 

つ
た
。
 ダ
一
テ
の
 
一
郎
 

 
 

 
 

そ
の
ま
 ム
 に
さ
な
が
ら
そ
 

 
 

 
 

ル
即
ル
の
 直
観
、
 ル
即
打
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

中
に
自
分
を
見
た
。
 
ゲ
 

 
 

 
 

ら
 理
解
し
て
行
こ
う
。
 

 
 

 
 

つ
て
立
派
な
現
象
と
し
 

 
 

 
 

と
 信
じ
た
。
」
「
晴
れ
や
 

 
 

 
 

ぅ
 で
あ
る
べ
き
た
め
に
 

は
 ・
人
は
火
を
も
 亦
 こ
の
よ
う
に
清
ら
か
に
克
人
し
、
 

 
 

と
は
、
古
代
の
拝
火
教
 

 
 

 
 

に
 対
す
る
畏
敬
の
念
は
 、
 

 
 

 
 

る
 物
は
悉
く
極
度
の
勤
勉
 

 
 

 
 

と
を
根
拠
と
す
る
」
清
純
 乾 5 



 
 

 
 

」
を
こ
 ム
 東
方
に
も
 見
 

 
 

 
 

奉
仕
」
は
政
治
的
権
力
 

若
へ
の
隷
従
を
意
味
し
な
い
。
 上
 な
る
太
陽
を
敬
い
、
 

 
 

と
し
て
の
自
己
、
人
間
 

 
 

 
 

秩
序
が
そ
の
ま
 4
 人
間
 

 
 

 
 

恐
 意
を
満
た
す
た
め
の
 

 
 

 
 

源
へ
 努
力
し
な
い
と
こ
ろ
 

 
 

 
 

の
ぺ
 ル
シ
ャ
で
あ
 
っ
 

た
 。
 

 
 

 
 

眼
差
が
注
が
れ
て
い
 

 
 

 
 

強
く
心
を
ひ
か
れ
て
い
 

（
 
吐
 
甘
 り
 
1
 
）
 

 
 

 
 

感
じ
て
い
る
漂
泊
の
好
 

 
 

 
 

讐
心
 、
仁
慈
、
犠
牲
等
」
 

 
 

 
 

こ
と
が
至
高
の
道
徳
で
 

 
 

 
 

こ
の
世
の
 、
蓮
の
 い
の
 

 
 

 
 

が
 彼
ら
の
生
き
て
い
る
 

 
 

 
 

す
べ
き
現
実
が
 、
 実
は
 

五
三
 

ゲ
ー
テ
の
古
木
 

教
 思
想
 

 
 

 
 

す
べ
て
の
自
然
を
畏
敬
 す
 

へ
 
斗
キ
 

皿
 
5
 ）
 

（
 
お
 @
6
 
）
 

 
 

 
 

火
 教
徒
の
道
に
深
い
共
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五
四
 

 
 

 
 

て
、
 生
き
て
い
る
限
り
 

 
 

 
 

ぴ
を
求
め
て
耽
溺
す
る
 

 
 

 
 

。
彼
は
道
徳
的
革
新
と
 

 
 

 
 

、
 右
の
よ
う
な
 ァ
 ラ
ビ
 

 
 

 
 

と
い
う
終
末
論
的
立
場
 

 
 

 
 

把
 ま
れ
る
い
わ
ゆ
る
 紳
 

 
 

 
 

ど
も
に
 祈
 り
な
が
ら
、
 

 
 

 
 

ぴ
ア
 ッ
 ラ
 ）
が
汝
等
を
救
 

 
 

 
 

四
十
三
量
八
十
九
節
）
 

 
 

 
 

は
な
い
。
 げ
 血
の
つ
な
が
 

 
 

 
 

く
 結
ぼ
れ
る
協
同
体
を
 

 
 

 
 

し
て
ク
ラ
イ
シ
ュ
族
の
 

 
 

 
 

れ
る
事
件
で
あ
る
。
こ
の
 

 
 

 
 

出
来
上
る
こ
と
に
な
っ
 

 
 

 
 

れ
て
、
根
木
精
神
は
現
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
言
葉
や
 

 
 

要
 な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

見
た
ダ
ー
テ
は
西
方
 

4
2
7
 



柁 8 

て 益 な 権 現さ 

  

ゲ る の は し 日 の 

思 「 マ目ヲ釈 

叫 O 

ゴ叶 

Ⅰ H フ Ⅱ 

住侍 

Ⅰ 0 
Ⅰ の 
  

のオ の 巨   
の ～   

目末 

血 あ 作 そ く 

臣の   る 以 る 。 そ用 れ でで、 れす 
  
  
  

五 ヤ   
五 れ 目 ま   。 の 

１版   て 覚 め そ 大 樹 

行は努ぅ間 つ 、 力し 性か き 
た ダ が た を け 

。 ) 昂 結ふ を 

テ 進 末み喜 
に （ に に は   

  

の
 危
機
克
服
の
道
を
そ
こ
に
探
し
出
し
た
。
そ
れ
は
 

ト
は
 堕
落
し
た
歴
史
的
宗
教
を
、
本
来
の
原
始
性
、
 

ほ
 、
ダ
ー
テ
自
身
の
内
に
そ
れ
と
相
通
 う
 も
の
が
 存
 

た
が
、
ル
タ
一
の
宗
教
改
革
も
紳
と
の
眞
の
つ
な
が
 

た
 キ
リ
ス
ト
教
を
内
面
か
ら
再
生
し
ょ
う
と
し
た
も
 

い
 。
更
に
グ
ー
テ
が
青
年
時
代
に
ク
レ
ツ
テ
ン
ベ
ル
 

の
 内
面
の
心
情
に
お
い
て
、
直
接
・
 神
 と
の
交
り
を
 

ぬ
 な
生
を
生
き
抜
こ
 う
 と
す
る
人
間
と
し
て
前
進
を
 

 
 

く
も
の
で
あ
る
。
 マ
ホ
メ
ク
 

 
 

の
 実
体
を
見
出
す
た
め
に
 

 
 

生
は
人
間
性
の
解
放
で
あ
 っ
 

 
 

と
し
た
の
で
あ
る
。
堕
落
し
 

 
 

い
る
と
見
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
 

 
 

教
義
の
媒
介
を
退
け
て
自
己
 

 
 

も
の
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
 自
 

 
 

て
も
紳
の
働
き
と
し
て
自
覚
 



 
 

 
 

て
 認
め
る
こ
と
自
体
 は
本
 

 
 

 
 

が
 相
互
に
流
通
し
合
 う
と
 

 
 

 
 

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
 

 
 

C
q
 

・
 づ
 臣
の
 
コ
 N
m
 
、
 己
 Ⅰ
（
 
ロ
の
 
（
を
観
る
グ
ー
テ
は
 、
 単
に
白
 

己
 の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
 

 
 

 
 

で
あ
っ
て
し
か
も
そ
れ
 

は
 、
超
越
的
な
も
の
の
内
在
そ
の
も
の
に
体
な
ら
ぬ
。
 

 
 

。
両
者
は
別
で
あ
り
な
 

る   な で は で Ⅰ 主 

    
り ） 

  
に た 

「 西 
東 

こ と 教 的 ] 

自 い 精 西 テ 
詩集 

の 

  
@ 

ょぎ 

理 
解 
の 

ナ， ヒ 

め 
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註 

解 
  
論 

文 」 

  
「 
  
  
  
  

尺 」 
  
  
  
  
  版   

五 
      

本 自 も 感 れ 自 に 風 

  

  

が
穏
 



観
る
こ
と
が
そ
 

い
て
昂
進
 し
 行
く
 

の
根
源
へ
還
る
こ
 

彫
塑
的
完
成
に
安
 

か
ら
 ダ
一
テ
の
、
 

ゲ
｜
 

 
 

 
 

に
お
 

 
 

 
 

自
己
 

 
 

 
 

義
の
 

 
 

 
 

な
 ・
）
 

 
 

 
 

時
拾
 

テ
の
 宗
教
思
想
 

五
セ
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に テ 当 で 鉱 る テ / Ⅰ 験 自 

  

ら が ] そ 流 で の ィ と る 

ね最 テ れ 出 き 流 プす こ 

  

  

C 

し 

  

  

 
 

 
 

来
 的
自
己
に
お
い
て
 在
 

 
 

 
 

・
そ
の
神
と
流
通
し
合
う
 

  



C
 自
由
の
 
0
 
 
ロ
の
コ
描
 

Ⅰ
目
口
の
の
 
コ
 げ
 す
圧
 
す
の
の
Ⅱ
 

死
し
て
生
き
よ
 !
 

 
 

  

ロ
由
由
 
㎏
 由
 ～
の
守
こ
由
の
の
ト
ロ
の
 

ゴ
 田
の
 
す
 の
㏄
 
ロ
の
ユ
抽
 

・
 

や
が
て
夜
の
蛾
 ょ
 お
 き
 へ
は
灯
に
と
 び
 こ
ん
で
 

口
オ
 （
臣
の
 
0
 ゴ
ヨ
 の
（
（
宮
ロ
 

ロ
コ
 
㏄
 づ
円
ヴ
 
q
p
 
ロ
コ
 
（
 

わ
が
身
を
灼
い
て
し
ま
 ふ
 の
 た
 

五
八
 

 
 

 
 

東
方
 

 
 

 
 

こ
と
 

 
 

 
 

 
 

口
 
の
の
 

目
 
0
 
ダ
㌧
口
目
 

ヨ
の
 

n
 
（
乱
の
田
の
 

サ
 
の
の
ゴ
ロ
の
（
 

生
き
も
の
の
切
な
さ
を
わ
た
し
は
 

歌
 
ふ
 
の
 
た
 

 
 

 
 

に
馳
 る
こ
と
に
な
 

は
で
き
な
か
つ
 

で
マ
リ
ア
シ
カ
と
 

て
行
っ
た
の
で
あ
 

っ
て
 ル
 四
束
 ガ
 の
 

の
で
あ
る
。
そ
し
 

の
 境
地
に
至
る
 迄
 

穏
 
Ⅰ
 



    

目
 
し
ご
 
の
の
の
の
 

曲
ト
ヴ
 

目
口
年
ゼ
 

く
 
の
Ⅱ
年
正
 

 
 

下
目
 
ヰ
 Ⅰ
 
e
 
Ⅰ
 由
 
由
ら
 
肘
宙
 
口
内
Ⅱ
Ⅰ
。
 

こ
の
詩
に
現
れ
た
情
念
の
激
し
さ
は
、
そ
の
ま
 

ム
 

身
 ワ
イ
マ
ー
ル
に
帰
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
ダ
ー
テ
 

た
で
あ
ろ
う
か
。
生
命
の
躍
動
と
愛
慾
の
闇
の
中
に
 

リ
ズ
ム
に
乗
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
 

そ
 

リ
ア
ン
 み
 に
対
す
る
愛
は
激
し
く
波
打
た
ず
に
は
い
 

験
 に
お
け
る
如
く
相
手
を
犠
牲
に
し
て
前
へ
前
へ
と
 

と
 異
な
る
も
の
で
ば
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
終
り
の
 

テ
を
 我
々
は
思
い
勝
ち
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
 

ぎ
 勝
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
む
し
ろ
生
々
 

し
 

い
 。
自
ら
身
を
灼
 
く
 火
蛾
の
迷
い
と
焦
躁
、
灯
の
申
 

は
で
き
な
い
。
余
り
に
も
平
起
 

に
 ・
余
り
に
も
淡
々
 

で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
全
人
格
を
投
げ
出
す
 

杏
 

ム
 思
い
上
り
と
独
り
よ
が
り
の
浅
き
生
が
あ
る
の
み
 

る
 愛
慾
高
潮
の
死
に
お
い
て
却
っ
て
生
き
る
底
の
大
 

ゲ
ー
テ
の
宗
教
思
想
 

こ
の
 摩
可
 不
思
議
に
ふ
れ
ぬ
か
ぎ
り
 

い
つ
で
も
人
間
は
地
上
の
夜
の
 

か
な
し
い
客
人
に
す
ぎ
 ぬ
 

 
 

，
 と
呼
ぶ
間
柄
で
は
あ
 っ
 

 
 

を
 破
っ
て
ま
で
身
を
退
き
 単
 

 
 

悟
道
に
午
給
を
保
ち
得
て
い
 

 
 

ら
 燃
え
た
ぎ
る
情
熱
を
詩
の
 

 
 

は
な
か
つ
た
に
し
て
も
、
 マ
 

 
 

も
の
は
、
今
ま
で
の
恋
愛
体
 

 
 

燃
焼
の
度
合
は
何
ら
そ
れ
ら
 

 
 

淡
 な
行
い
す
ま
し
た
 ダ
｜
 

 
 

を
 グ
ー
テ
の
諦
観
と
し
て
 仰
 

 
 

で
あ
る
と
い
わ
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

の
 生
命
に
生
き
 壷
 く
す
こ
と
 

 
 

実
 、
無
明
弁
を
脱
し
て
い
る
 

 
 

綻
を
来
す
脆
弱
性
を
も
ち
つ
 

 
 

燃
焼
、
身
を
焔
の
中
に
投
 ず
 

 
 

で
は
な
く
、
生
を
充
実
拡
大
 

五
九
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上
ハ
 

O
 

す
る
、
生
の
眞
中
に
抱
き
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

大
な
生
命
力
の
中
に
輝
 

 
 

 
 

る
こ
と
で
は
な
く
、
 
ま
 

 
 

け
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

（
 
ト
ミ
 

8
 ）
 

の
富
 
す
口
つ
い
 

オ
 住
戸
 
日
の
 
）
 隼
ざ
 木
の
Ⅱ
㏄
 

0
 口
。
 

さ
ば
れ
見
 よ
 蝋
燭
を
 、
 

分
 つ
 ～
の
臣
の
す
田
の
ロ
ロ
ロ
ロ
の
日
色
の
 

づ
 の
Ⅱ
抽
の
 

オ
コ
 

滅
び
な
が
ら
照
ら
す
ぞ
か
し
。
 

 
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

ト
 二
 
%
 拍
 
0
q
 
げ
で
あ
り
 

 
 

 
 

大
生
命
へ
の
苦
行
を
見
 

 
 

 
 

ば
 、
硬
化
し
よ
 う
 と
す
 

 
 

 
 

む
こ
と
は
踏
み
切
る
こ
 

 
 

 
 

一
回
に
わ
た
る
ラ
イ
ン
 族
 

 
 

 
 

道
を
見
出
す
こ
と
が
で
 

 
 

 
 

不
断
の
「
活
動
」
で
あ
 

る
 紳
を
自
覚
す
る
こ
と
、
本
来
的
自
己
に
還
る
こ
と
、
 

 
 

ヰ
珪
 （
Ⅰ
）
口
口
Ⅰ
 

し
笘
 
0
 ゴ
，
づ
 
0
 「
の
 
宮
 e
 ～
Ⅱ
ゆ
め
の
 

（
 
4
 ）
Ⅰ
 

（
 
3
 ）
 グ
ソ
 ト
ル
フ
「
ゲ
ー
テ
」
 

 
 

 
 

 
 

解
と
 論
文
」
 ｜ ，
 
内
由
 
口
ま
 
荘
 縛
し
 守
ギ
，
 
・
（
マ
イ
ヤ
ー
 
坂
 ）
 

 
 

生
 あ
る
も
の
に
内
在
す
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）
 

Ⅱ
 
目
 一
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

酉
の
大
地
に
し
っ
か
と
 踏
 

 
 

 
 

と
に
お
い
て
直
立
す
る
。
 

 
 

 
 

る
グ
一
テ
の
 
現
実
生
の
 

 
 

 
 

対
立
す
る
も
の
は
対
立
の
 

 
 

 
 

お
い
て
人
間
は
自
己
の
源
 

 
 

 
 

創
造
す
る
こ
と
で
あ
 っ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ゲ
ー
テ
の
宗
教
思
想
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

先
 へ
進
む
こ
と
は
同
時
に
自
己
の
根
源
的
な
在
り
方
、
 

き
の
中
に
 顧
 わ
に
働
い
て
 

が
そ
の
危
機
を
超
え
て
 先
 

原
動
力
 は
 、
ま
た
本
来
 

あ
る
。
そ
れ
故
に
 、
そ
 

本
来
的
自
己
に
帰
る
こ
 

る
 内
在
神
と
一
に
成
 っ
 

六
一
 

 
 

0
 局
旨
 い
 
。
 
ガ
 の
り
ロ
ロ
）
 

（
 
6
 ）
 グ
 ル
ド
ル
フ
「
ゲ
ー
テ
」
 

（
 
7
 ）
 西
 哀
詩
集
（
マ
イ
ヤ
ー
 版
 ）
。
 
大
 m
 定
 一
調
。
 

 
 



  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
一
つ
の
神
秘
主
義
的
 

甘
 

 
 

 
 

面
的
に
純
化
し
行
く
こ
 

 
 

 
 

。
た
ヤ
、
浄
化
さ
れ
る
 

 
 

 
 

下
日
キ
孔
の
）
を
 

経
 る
 必
 

 
 

 
 

ら
 遊
離
し
た
 

胡
念
 
の
 世
 

 
 

 
 

い
 
0
 こ
の
矛
盾
の
ま
 

ム
 

 
 

 
 

テ
 に
あ
っ
て
は
詩
を
作
 

 
 

 
 

て
こ
の
 
ガ
即
 
Ⅱ
 
T
 
巳
い
杖
、
 

 
 

 
 

る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

 
 

束
 酉
を
貫
く
 

祀
は
、
 

 
 

 
 

づ
ダ
笘
抽
ら
 

日
の
由
の
 

，
目
 

（
 
寺
 

 
 

 
 

と
 自
体
の
内
に
働
く
紳
で
 

 
 

 
 

て
由
 
Ⅰ
 
づ
ゴ
曲
俺
 

0
 
日
の
臣
の
冊
 

肋
 

 
 

 
 

者
と
し
て
は
汎
神
論
者
。
 

 
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

関
わ
り
が
な
く
な
 

っ
 

Ⅰ
 
ノ
 
、
 
・
一
一
 

穏
 

5
 



  

    

  

  

ば 
人 
類 
の 

根     

源 
白 9 
な 
@   
の 開 発 と と 掃 か 根 ッ は の に に 
の す カ し す ら ら 源 の こ 打 席 は 
自 
覚 るで 。 なの てるな逸に 誤い腕 おを 血 そ束 思 打た方 っ跡 
に か 荷 っ 白 し い 臭 い に グ も 

ま 
で 

鍛   

錬 
さ 
れ   

る ま へ い 能 て で ら い 西 、 睨 
苦 で の 上性 孤 あ 生 ぅ 束 片 皮 
，一 行 
を 0 叙遁た事 コ つ をりるの と。 活諺の 偲 " 東し " た 

山 径 逸走 傲 ん な 全 動の 自 の後 
父 な に L 慢でつ休 を 境 覚跡の 
  一 げ よ に の い た を 続 地 と 形蛇 

れ 
ぽ   

な 明 る い 自 主 心 行 ろ い は が 
ら 
ぬ ら か戦力の的 「英介 義 にく お 。 ぅ難 。 いなに や道 
@ で 闘 が内 な い そ そ で い 残 
の 
で   

あ 的 あ の 打 て れ し あ 。 つ 
ろ 行 る 能、 自 働 は て る跡 て 
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へ （ （ （   
） ） ） ） 

岡西 コヱ 

古義 き ・ ご 

集帝ル （ ，マ 

    

一日。 訳 の ヲロ の 

ガ 目 0 0 

口口   

 
 

 
 

失
し
て
行
く
時
代
で
あ
 

 
 

 
 

遣
 す
る
自
覚
の
道
を
 、
 

 
 

は
 彼
の
世
紀
の
魂
で
あ
る
。
二
三
マ
 一
ソ
ン
 ）
 

ま
 
（
 
1
 
 
）
 q
.
 

の
（
Ⅱ
 

ナ
り
ロ
 

@
 パ
 
W
O
n
 

（
 
ゴ
 
m
.
 
p
 

の
Ⅰ
 
毛
 0
 の
（
・
 

0
 の
出
ナ
 

り
ゴ
 
の
 

 
 

0
 づ
ゴ
 
の
目
言
 
が
 
。
 
ガ
 。
ロ
ロ
 

坤
 
）
 

 
 

 
 

ァ
 で
あ
る
。
そ
れ
に
お
い
 

 
 

 
 

由
 で
あ
る
こ
と
を
、
 自
 

 
 

 
 

は
 エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
る
 

    
四 

卸 7 

  



  

用
語
の
こ
と
な
ど
 

 
 

 
 

る
も
の
を
も
 

含
 

 
 

 
 

位
 
に
お
く
も
の
の
 

 
 

 
 

ク
 
数
杯
Ⅰ
は
な
Ⅲ
 

り
 
Ⅰ
 

 
 

教
会
及
び
同
教
徒
を
指
す
こ
と
慣
用
の
通
り
で
あ
り
、
 

明
治
以
後
の
も
の
 

 
 

 
 

 
 

438 

キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
的
 

容 

田
 

北
 

耕
地
 



（
 
古
 拙
 

こ
れ
を
 

こ
の
所
 

数
技
術
 ヘ
 

キ
リ
ス
 

あ
る
が
、
 

部
分
は
離
 

い
 。
そ
れ
 

し
に
 ヵ
ト
 

進
展
 は
 、
 

心
事
と
な
 

る
。
逝
去
 

さ
れ
な
け
 

然
る
に
 

に
見
る
 ミ
 
二
口
 

民
衆
の
中
 

料
が
問
題
 

カ
ト
 ソ
 

工
 
Ⅹ
Ⅰ
 

ヘ
ノ
ノ
 

 
 

 
 

活
字
を
以
て
 

 
 

 
 

 
 

0
 日
本
の
布
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

称
す
る
の
で
 

 
 

 
 

方
 教
会
の
大
 

 
 

 
 

数
に
す
ぎ
た
 

 
 

 
 

こ
れ
を
手
放
 

 
 

 
 

の
 東
洋
へ
の
 

 
 

 
 

教
 上
の
大
関
 

 
 

 
 

る
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

考
し
 、
活
用
 

れ
ば
 な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ン
 版
の
諸
文
書
 

 
 

 
 

の
で
、
一
般
 

 
 

 
 

ま
ず
そ
の
 費
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

実
現
さ
れ
る
の
 

館
 
4
 



  

 
 

 
 

0
 人
に
妥
当
す
る
こ
と
 

が
 、
事
実
を
以
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
 

 
 

 
 

信
者
少
数
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

七
年
に
始
ま
る
禁
教
下
に
 

 
 

 
 

・
三
十
年
の
短
 い
 期
間
 

 
 

 
 

、
 
ン
タ
ン
史
を
四
百
年
の
 

 
 

考
察
に
入
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

年
の
長
き
に
 亘
 つ
て
 不
 

 
 

 
 

な
い
し
、
ま
た
数
 代
 十
数
 

 
 

 
 

重
の
目
付
役
も
、
つ
い
に
 

 
 

 
 

主
観
で
は
平
帯
で
あ
り
 得
 

 
 

 
 

民
 で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

限
ら
れ
、
人
数
も
約
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

を
 並
べ
て
住
ん
で
い
る
 

 
 

 
 

卍
 曲
事
実
に
は
同
情
 す
 

べ
き
も
の
が
あ
り
、
東
方
教
会
な
ど
の
分
離
よ
り
も
、
 

 
 

イ
ト
 の
 或
 者
は
、
第
十
 

 
 

 
 

ン
 で
は
 p
 一
マ
典
礼
に
よ
 

六
セ
 

キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
的
文
化
変
容
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受
け
ず
、
松
縄
 に
よ
 る
超
自
然
的
恩
寵
に
も
恐
ら
く
 恵
 

 
 

 
 

 
 

白
日
の
身
で
あ
り
得
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
で
あ
る
。
 

 
 

ぽ
 

 
 

 
 

年
 

そ
の
年
数
。
 

 
 

 
 

ヱ
て
 

 
 

 
 

ば
 

 
 

 
 

力
下
 

 
 

 
 

な
 い
 

 
 

 
 

き
 

 
 

 
 

る
 

 
 

 
 

る
 

六
八
 

 
 

 
 

い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

き
 

 
 

し
 復
帰
教
会
の
不
適
応
に
ば
今
は
触
れ
な
い
。
 

ま
れ
な
か
っ
た
ろ
 う
 

仏
教
徒
と
し
て
晴
天
 

、
何
時
で
も
 カ
ト
ソ
 

だ
け
で
、
し
か
も
 約
 

わ
ん
 よ
 り
 ぼ
、
 寧
ろ
 

動
物
を
拝
む
よ
う
に
 

し
 動
物
を
拝
む
の
で
 

一
穂
独
特
の
宗
教
と
 

も
の
が
な
い
。
第
二
 

。
第
四
、
祠
が
発
展
 

。
そ
し
て
、
土
地
柄
 

る
の
と
 異
り
 、
カ
ト
 

復
帰
し
た
信
者
た
ち
 

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
 以
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ど
は
殆
ど
全
部
が
そ
の
 

 
 

 
 

リ
シ
タ
ン
宗
門
 加
 8
%
 

 
 

 
 

さ
れ
た
。
作
る
と
い
う
 

 
 

 
 

自
然
の
成
行
と
し
て
 出
 

来
 上
っ
た
特
異
な
文
化
現
象
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

大
学
友
宗
教
団
体
に
 

 
 

 
 

こ
と
に
つ
と
め
た
。
 潜
 

 
 

 
 

け
た
質
問
は
、
彼
等
の
 

 
 

 
 

。
カ
ト
リ
ク
教
は
 、
三
 

 
 

 
 

是
非
必
要
で
あ
り
、
 教
 

 
 

 
 

も
が
、
殆
ど
が
 目
 （
 
オ
 
0
%
 

 
 

 
 

的
な
も
の
が
多
分
に
保
存
 

 
 

ト
リ
ク
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

の
ま
 ム
 で
彼
等
の
紳
 

 
 

 
 

的
 宗
教
で
は
な
く
て
、
 

神
秘
的
な
存
在
に
対
す
る
お
ぼ
 ろ
 げ
な
承
認
に
 よ
 る
 、
 

 
 

不
明
の
ま
 ム
暗
 唱
し
て
 

 
 

 
 

し
て
、
そ
れ
相
当
に
～
 
示
 

数
曲
任
務
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

六
九
 

キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
的
文
化
変
容
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セ
 O
 

 
 

 
 

ざ
る
 紳
 」
 を
 

 
 

 
 

大
切
な
玄
義
の
 

 
 

 
 

ゆ
る
「
玄
の
ま
 

 
 

 
 

 
 

 
 

言
葉
を
 、
ど
 

 
 

 
 

か
な
か
困
難
で
 

 
 

 
 

云
っ
て
驚
く
の
 

 
 

多
か
っ
た
。
 

（
第
四
車
）
 

 
 

 
 

こ
と
が
で
き
 
 
 

 
 

そ
の
世
界
観
、
 

 
 

 
 

ら
ざ
る
と
こ
ろ
 

 
 

こ
と
に
す
る
。
 

 
 

 
 

役
割
を
果
し
 

 
 

 
 

眺
め
、
次
に
そ
 

 
 

 
 

る
 如
く
、
殉
教
 

 
 

を
 考
察
し
ょ
う
。
 

 
 

り
 

者 の て た 一 拝 
0 点 行     支 っ ん 
二 % 豆 甘井に く 

日 。 風 、 で で 
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え
 言
葉
と
な
 主
窃
け
 

 
 

 
 

る
 。
ま
た
「
生
月
の
十
 

 
 

 
 

釈
を
加
え
う
 ム
 左
に
採
 

録
す
る
。
 

 
 

 
 

ル
 
・
 
円
札
土
て
一
汁
 

サ
ウ
ナ
（
㌧
。
 

｜
 1
.
.
 

仏
 
a
o
g
 
三
つ
に
て
 

）
 

 
 

 
 

 
 

お
 わ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
で
（
不
用
）
 

 
 

，
ぽ
一
て
 ろ
も
、
で
 う
す
 に
て
ま
し
ま
す
。
 ひ
一
り
 よ
一
も
 、
ま
た
で
 

 
 

 
 

 
 

し
ま
さ
ず
、
 た
 Ⅰ
 

 
 

 
 

ん
じ
ょ
 ぅ
 、
ど
し
 

 
 

 
 

 
 

@
 。
 

あ
る
じ
 

 
 

 
 

 
 

月
の
人
々
と
親
し
く
 

 
 

 
 

説
明
し
ょ
う
と
す
る
と
 

 
 

 
 

こ
れ
を
ス
ラ
ス
ラ
 と
暗
 

 
 

 
 

の
で
あ
っ
た
。
三
位
一
 

 
 

諦
の
努
力
を
つ
Ⅴ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
的
文
化
変
容
 

ヒ
一
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セ
二
 

（
三
九
四
）
 

 
 

 
 

ガ
ル
 語
 と
現
在
の
邦
 

語
 と
を
附
記
す
る
。
 

ほ
う
 つ
り
 じ
ま
 （
田
宮
 
オ
日
 
。
洗
礼
）
 

こ
 え
り
ま
ん
さ
（
 
0
 き
音
 日
 の
め
が
。
堅
振
）
 

よ
う
か
の
ひ
つ
や
 官
 0
%
 
が
 
（
 
ロ
 
の
出
 
簿
 聖
体
）
 

て
ん
び
ん
し
 
ゃ
 （
甲
田
 
荻
月
ざ
梅
俊
 ）
 

よ
し
た
ろ
ま
ん
さ
（
 
目
ぉ
 
（
Ⅱ
の
 

ヨ
 生
日
 穐
 0
 終
油
）
 

お
ん
れ
 （
 宝
 9 
品
級
 ）
 

ま
ち
り
も
 
一
 み
や
（
旨
の
（
Ⅰ
ロ
ヨ
。
 

呂
 。
婚
姻
）
 

 
 

 
 

ち
で
あ
る
。
し
か
し
 

 
 

 
 

ポ
 常
時
に
は
司
祭
で
な
 

 
 

 
 

者
の
義
務
と
し
て
洗
礼
 

 
 

 
 

是
非
必
要
な
手
続
と
し
 

 
 

 
 

唱
諦
 さ
れ
、
何
等
か
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4% 



 
 

天
の
国
 酊
六
づ
 に
お
い
て
 ぴ
や
 と
な
る
。
 

ジ
ュ
 ス
チ
シ
 
ャ
 に
勤
し
て
 幸
努
む
夜
 
仁
人
は
 

天
の
田
を
進
退
す
べ
き
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

罪
の
根
本
十
悪
の
こ
 

（
三
九
三
）
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
七
滴
と
も
 ポ
 

 
 

 
 

上
 藪
入
 は
 「
社
殿
」
 の
 

 
 

語
尾
を
持
た
な
い
他
の
二
字
に
も
及
ぼ
す
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
的
文
化
変
容
 

七
三
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無
 も
あ
る
 

七 
つ 
に 
ば 
  

 
 

び
 し
 あ
る
 人
 

 
 

と
な
る
。
 

呼
ば
 ら
 

び
わ
べ
ん
ち
 ら
ん
さ
あ
八
つ
あ
り
 

。
 
ヘ
ナ
 。
ヘ
ン
ツ
ラ
ン
サ
（
㌧
の
け
の
く
の
目
ヰ
 

自
 
Ⅰ
が
目
や
の
頑
鈍
）
 

 
 

と
な
る
。
っ
て
 

に
お
っ
て
 

べ
ャ
ト
 
③
：
（
 

び
や
 0
 果
 き
な
り
 

 
 

て
ぴ
や
 と
な
る
。
 

柔
和
な
る
者
 

は
、
 
地
を
準
 
退
 （
つ
か
さ
ど
も
の
 

構
 ）
 

 
 

と
な
る
。
 

泣
く
者
 
は
 よ
ろ
こ
 
は
 せ
ら
る
べ
き
に
 

 
 

せ
給
う
 に
よ
っ
て
 ぴ
や
 と
な
る
の
 

ジ
ュ
ス
チ
 
シ
 ャ
 （
）
 

6
%
 
ざ
ず
 正
音
）
に
 

牡
渇
 
あ
る
人
ほ
 

砲
沖
 

 
 

っ
て
 び
や
 と
な
る
。
 

の
忘
 
悲
を
受
く
べ
き
に
 

 
 

る
べ
き
に
よ
っ
て
 ぴ
や
 と
な
る
。
 

心
 辞
色
人
は
村
主
 チ
ウ
ス
 
を
 

 
 

 
 

さ
が
想
像
さ
れ
る
。
 



ム
 
下
の
な
い
潜
伏
キ
リ
シ
タ
 

は
容
易
で
あ
っ
た
。
数
々
 

ス
ト
の
復
活
が
理
解
で
き
 

西
 九
州
に
お
け
る
右
の
 

る
。
三
位
一
休
と
か
、
 
秘
 

あ
る
も
の
と
し
て
承
認
 ナ
 

た
 。
 

 
 

し
か
し
な
が
ら
事
実
と
し
て
こ
 

 
 

・
 駄
披
 五
紀
 
酪
麟
レ
 て
い
る
か
ら
 

 
 

お
け
る
と
う
に
。
 

 
 

れ
に
よ
っ
て
信
仰
を
強
め
 う
 Ⅰ
 

 
 

と
い
不
可
解
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
 

 
 

お
い
て
、
 沖
言
 の
う
ち
に
訓
練
さ
 

れ
を
承
認
す
る
こ
と
 

で
あ
る
。
丁
度
キ
リ
 

あ
る
程
の
も
の
で
あ
 

言
葉
の
諦
唱
を
価
値
 

れ
て
い
た
の
で
あ
 っ
 

し 永 
・こ 年 こ て、 最 
" に の ス 後 ； テ パ カ ペ / 

メ
 リ
ジ
ャ
ー
デ
ン
（
 ダ
由
ヨ
 
二
年
 
れ
 年
の
謙
遜
）
 

ラ
ジ
ヤ
 ー
 メ
 
ア
ン
（
 ロ
い
す
 

の
Ⅰ
の
 

ロ
ロ
ト
 

の
ら
の
自
由
）
 

ス
テ
 ジ
ャ
ー
 メ
 
ア
ン
（
 

n
p
 

の
（
 

日
め
 
隼
の
貞
潔
）
 

ッ
 シ
ン
ジ
ャ
ー
デ
ン
（
七
曲
 
0
 
ロ
 
0
%
 
。
 あ
 忍
耐
）
 

ン
ピ
ラ
ン
ジ
 十
 ー
 メ
 
ア
ン
（
市
日
 
ロ
の
 
Ⅰ
の
 
臣
 め
曲
中
庸
）
 

リ
ジ
 十
一
チ
ン
（
 0
 
の
Ⅱ
日
の
由
 

0
 
 
袋
）
 

 
 

 
 

む
 」
に
つ
 ビ
け
 

 
 

な
っ
て
し
ま
う
た
。
 

 
 

 
 

意
味
な
言
葉
の
 

 
 

 
 

キ
リ
シ
タ
ン
 と
 

 
 

 
 

教
理
を
学
ぶ
機
 

  
四 

 
 

 
  

 



  

    

「の ま   文 く が 方 で 黒 又 
お ぢ称 く 字秘 」 " 「 で 「 崎 は 
札宍績 「 も 績 と こ と あ 道 ・ 「 

  

「 

糞 無 人 

「 八つ間 か週云ン いシ   

日 た に か ャ 引 」 一 理 と る 

も 」 が 
な が   

  

」 え 聖 水 し 「 お 変 黒 月 

と " 体 を "  聞 る り 崎 ・ 
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（
三
九
五
以
下
）
 

 
 

 
 

類
 」
が
「
 と
 ろ
い
」
 

 
 

 
 

げ
る
。
 

 
 

は
 、
「
天
地
 始
 玄
蕃
」
 の
 

 
 

み
 

 
 

 
 

-
 
例
も
ま
た
乏
し
く
な
 



  

  

  

 
 

 
 

と
 称
す
る
長
座
の
所
 

 
 

 
 

教
の
 「
 御
 ミ
サ
」
で
あ
 

 
 

 
 

し
て
、
満
足
し
て
い
る
 

 
 

 
 

寄
せ
」
 は
 、
各
部
落
 又
 

 
 

 
 

セ
ス
 を
見
る
好
資
料
で
 4

9
 

ヒ
六
 

 
 

 
 

 
 

と
い
う
教
会
の
提
に
 

、
 

 
 

 
 

即
ち
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
 

 
 

 
 

「
お
道
具
」
と
称
せ
ら
 

 
 

 
 

ワ
 ン
の
お
 

沓
を
ふ
 
・
 
り
 

 
 

 
 

等
の
生
活
必
需
品
と
な
 

 
 

 
 

ム
 
執
着
し
な
け
れ
ば
 

 
 

 
 

サ
 
0
 
。
そ
の
例
は
、
各
地
 

 
 

 
 

、
あ
ら
わ
れ
る
。
両
地
 

 
 

 
 

通
 点
が
あ
る
こ
と
に
 

旺
 

煮
 し
た
い
。
  

 

束
 

  



  

  

 
 

キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
的
文
化
変
容
 

 
 

根
 獅
子
は
ず
れ
の
 

5
0
 

セ
七
 

 
 

    

山 
ハ ブ キ お 出 前   リ ん の 様 
ダ Ⅰ ヌ 、 願 般 = 
の 様 ト ひ 原 中 

千 ス 

松 ル   

  

ヱ 様 

  
2 な さ マ シ 

  

人 ち 

    

げ
を
仕
る
。
」
 

 
 

記
 
"
 
Ⅰ
 ）
 

（
 
こ
 せ
 ん
 @
 

 
 

 
 

リ
 ヨ
様
 、
パ
ウ
ロ
 
オ
 

 
 

 
 

 
 

御
前
様
、
サ
ン
タ
 

 
 

 
 

様
 ・
 
一
 マ
ク
ノ
 御
 

  

 
 

 
 

お
ん
 ま
え
に
中
上
 

 
 

 
 

ジ
ョ
ー
 様
 、
天
地
 

 
 

 
 

｜
 チ
ン
メ
ン
チ
ョ
Ⅱ
 

  

      

 
 

 
 

 
 

葉
は
人
に
よ
り
 又
 時
に
応
じ
て
 変
る
 。
 

 
 

一
エ
 

日
 ）
 

す
 。
数
々
の
願
い
ど
 と
 

  



 
 

 
 

じ
ょ
 ・
さ
ん
じ
 よ
あ
 

 
 

 
 

身
は
 あ
て
れ
に
、
 

 
 

 
 

り
 。
こ
れ
れ
が
あ
 

              

 
 

 
 

刑
 す
る
時
に
用
い
る
 

ぅ
 し
わ
き
・
 

 
 

 
 

郎
の
 パ
ブ
 
p
 一
様
、
 

 
 

 
 

の
 ア
ン
ジ
ョ
ー
 
様
 

 
 

 
 

。
今
日
は
昭
和
 

何
 

 
 

す
に
よ
っ
て
、
何
卒
頼
み
奉
る
。
 

 
 

 
 

意
 で
あ
る
が
、
 

池
 m
 氏
で
 

 
 

 
 

置
い
て
い
る
。
天
地
万
物
 

 
 

 
 

て
も
今
な
お
筆
者
に
不
 

 
 

の
 模
倣
と
見
ら
れ
る
点
に
注
意
し
た
 

い
 。
 

 
 

 
 

お
き
、
サ
ン
ミ
ギ
 

リ
 

 
 

 
 

る
こ
の
地
方
の
殉
教
者
が
 

 
 

 
 

も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ン
ョ
 
」
「
あ
や
ま
り
の
 

（
一
一
四
）
 

 
 

 
 

心
得
て
い
る
。
そ
の
内
 

（
三
五
八
 

｜
 三
六
五
度
四
二
三
）
 

 
 

で
あ
る
。
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り
や
・
さ
ん
み
 げ
 

 
 

 
 

ぅ
ろ
 ・
も
ろ
も
ろ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
 打
つ
痛
悔
の
動
作
 

 
 

 
 

天
使
と
諸
聖
人
を
通
し
 

 
 

 
 

い
 。
教
理
の
教
育
な
し
 

 
 

 
 

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
 

 
 

 
 

]
p
 な
ど
に
も
神
性
が
 

附
加
さ
れ
る
に
至
る
の
は
自
然
石
理
㌢
。
 

 
 

 
 

主
に
罪
の
赦
し
を
求
め
 

 
 

 
 

年
中
行
事
、
又
は
月
並
 

 
 

 
 

所
 の
あ
と
に
、
別
の
言
葉
 

 
 

 
 

が
な
く
と
も
、
実
行
上
 

 
 

 
 

べ
 、
会
衆
に
も
そ
れ
を
 

 
 

れ
 出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

も
っ
た
諸
西
洋
客
と
 
、
 

 
 

 
 

に
も
、
今
で
は
も
う
意
味
 

キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
的
文
化
変
容
 

セ
九
 



  

 
 

ま
で
は
四
体
の
神
様
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
 

（
四
セ
三
）
 

 
 

 
 

け
 方
を
誤
ら
ぬ
 ょ
 5
 

 
 

 
 

シ
ジ
ュ
ワ
ン
 様
 、
死
後
 

 
 

 
 

奉
る
し
方
法
だ
け
に
 カ
 

 
 

 
 

）
届
け
の
願
い
方
」
が
 
二
三
公
 

及
 
四
八
 
0
 

奈
 

 
 

 
 

「
お
ん
取
合
せ
 
レ
 を
す
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
洗
祀
を
 
授
け
る
と
 

 
 

 
 

考
え
る
こ
と
も
可
能
で
 

 
 

 
 

ん
み
 名
を
以
て
、
わ
れ
 
只
 

 
 

 
 

ぽ
 、
三
位
を
あ
ら
れ
す
ミ
キ
 

ロ
 

六
 、
取
次
 役
 の
多
神
教
的
 憂
容
 

 
 

神
秘
感
の
荷
い
手
と
し
て
役
に
立
つ
て
い
る
こ
と
は
、
 西
洋
名
の
場
合
と
同
じ
 

 
 

向
を
助
長
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

あ
げ
て
居
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

所
が
多
い
が
、
 

 
 

観
を
取
り
入
れ
た
者
の
特
性
が
見
ら
れ
る
。
 

  

  

八
 O
 

4% 



  

 
 

 
 

や
 
サ
ン
ジ
ュ
 

ワ
 
ン
様
が
所
 

 
 

に
あ
る
。
 

 
 

 
 

共
通
の
も
の
が
感
ぜ
 

 
 

 
 

に
 
、
お
 

身
 
リ
ョ
Ⅰ
 

ス
接
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

々
所
願
の
対
象
と
も
な
 

（
四
八
口
）
 

 
 

 
 

ぬ
 
病
人
に
水
を
あ
た
え
、
 

6
 
時
の
所
」
に
あ
る
。
 

4
5
4
 



  

  

 
 

 
 

の
 処
置
は
、
明
治
初
 

 
 

 
 

も
 大
き
な
問
題
の
一
つ
 

 
 

 
 

な
い
同
居
故
家
と
の
 間
 

 
 

 
 

人
の
気
持
は
、
国
民
の
 

 
 

 
 

穂
の
上
げ
下
げ
に
す
ぎ
 

 
 

 
 

借
と
呼
 は
ね
 、
大
麻
や
 

位
牌
の
破
棄
を
要
求
さ
れ
る
と
大
問
題
に
な
る
。
 

 
 

 
 

う
 に
、
神
棚
は
目
に
 

（
四
八
八
の
後
）
 

 
 

 
 

る
 時
の
よ
う
に
、
花
や
 

 
 

 
 

を
か
け
、
鴨
居
の
上
に
は
 

 
 

 
 

が
 売
り
に
来
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

ン
タ
ン
を
 カ
 モ
フ
ラ
ー
ジ
 

 
 

 
 

0
 弱
味
に
つ
け
こ
ん
 

 
 

  

邱
 

八
二
 

 
 

 
 

 
 

こ
で
は
 、
言
葉
の
上
に
 

あ
ら
わ
れ
た
「
多
神
教
的
様
相
」
を
述
べ
た
。
 

 
 

で
が
 
幅
 0
 
 
ら
 ）
 



 
 

 
 

じ
て
い
な
い
の
が
、
生
月
 

（
三
三
 
0
 ）
 

 
 

 
 

ょ
 か
し
と
、
死
者
が
語
 っ
 

 
 

拒
否
し
て
い
な
い
消
息
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
的
文
化
変
容
 

八
三
 

4
 
㏄
 

 
 

 
 

で
、
第
一
の
先
祀
を
大
切
 

ほ
う
に
 
ん
 

 
 

、
 利
に
さ
と
い
商
人
が
強
 

 
 

ら
の
礼
拝
所
や
俗
信
仰
が
 

（
 
全
 教
 襄
 Ⅳ
第
二
一
二
打
）
 

 
 

な
ど
」
迷
信
と
し
て
禁
じ
 

 
 

れ
て
い
る
。
 

 
 

切
に
し
、
ま
た
そ
れ
が
 

 
 

所
で
あ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
 

 
 

て
い
る
こ
と
が
、
 皆
 殉
教
 

 
 

シ
タ
ン
た
ち
に
対
し
、
 祀
 

 
 

か
つ
た
の
は
当
然
で
あ
る
 

 
 

助
長
さ
れ
る
結
果
と
な
つ
 

 
 

ぅ
 声
は
聞
か
ぬ
。
却
っ
て
 

 
 

に
す
る
気
持
か
ら
、
こ
の
 

も
で
き
る
。
 二

 二
八
 
0
 ｜
 -
 
ニ
 ハ
こ
 
こ
 

 
 

し
た
遺
物
だ
か
ら
神
格
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八
 、
 祠
ど
 神
社
１
１
私
的
所
願
の
場
所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

諸
資
料
加
え
て
、
キ
リ
シ
 

タ
ン
の
民
間
神
道
的
変
容
を
考
え
よ
う
。
 

（
 
@
 
 山
神
社
）
 

え
り
 

 
 

 
 

竹
山
神
社
に
見
る
。
 

 
 

 
 

の
 キ
リ
シ
タ
ン
の
神
社
 

 
 

 
 

物
の
保
管
に
困
っ
た
 果
 

 
 

 
 

た
こ
と
を
恐
れ
、
そ
の
 

 
 

 
 

ら
い
も
影
響
し
て
い
る
と
 

 
 

 
 

の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
村
社
 

八
四
 

 
 

 
 

挨
拶
す
る
と
こ
ろ
で
あ
 

 
 

 
 

が
 多
く
て
も
、
社
交
 を
 

 
 

 
 

を
か
こ
つ
声
は
度
々
聞
い
 

 
 

す
る
者
が
多
い
。
 

 
 

 
 

物
語
と
共
に
取
扱
 

つ
 た
の
）
 



 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

興
隆
時
に
あ
た
る
こ
と
 

 
 

 
 

よ
う
に
、
神
主
の
関
係
と
 

 
 

 
 

禁
札
 は
 キ
リ
シ
タ
ン
 た
 

（
三
三
八
 

｜
 三
三
九
）
 

 
 

 
 

納
を
要
す
る
こ
と
 ム
 比
較
 

 
 

 
 

任
す
る
に
忍
び
な
い
の
 

 
 

 
 

プ
ラ
ー
ジ
ュ
の
気
持
 

 
 

 
 

（
古
城
神
社
）
 

 
 

 
 

鳥
居
と
を
別
に
す
る
 

 
 

 
 

る
な
ど
は
、
関
西
地
方
 

 
 

 
 

ょ
 ば
れ
る
が
、
こ
の
神
 

 
 

 
 

に
関
す
る
私
的
な
も
の
 

 
 

 
 

は
 、
こ
の
生
月
で
も
こ
 

 
 

 
 

以
て
 、
 云
わ
 ぽ
 公
的
に
 

 
 

 
 

別
 で
あ
る
。
生
月
で
は
 

（
一
一
一
四
一
 

 
 

 
 

体
 的
に
も
私
的
に
も
、
 

こ
う
し
て
氏
神
と
は
別
に
執
心
に
行
 う
 の
で
あ
る
。
 

（
お
初
出
様
）
 

八
五
 

キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
的
文
化
変
容
 

田
 

 
 



  

  

八
六
 

（
 
-
 
一
八
一
）
 

 
 

 
 

例
外
の
よ
う
に
見
え
る
 

 
 

 
 

神
主
の
参
加
 は
 午
前
 申
 

 
 

 
 

紳
 圭
は
招
か
れ
な
い
。
 

 
 

 
 

命
を
奉
じ
て
洪
水
の
川
 

 
 

 
 

乗
り
移
っ
て
「
苗
で
 枯
さ
 

 
 

 
 

0
 州
と
田
と
の
間
に
埋
葬
 

 
 

 
 

揃
 う
て
 参
詣
す
る
。
 

 
 

 
 

せ
か
け
た
も
の
か
 ?
 下
 

 
 

 
 

5
 な
順
序
に
従
っ
て
 、
キ
 

（
 
三
 0
-
 
一
）
 

 
 

 
 

 
 

な
ど
に
く
 ぼ
 る
。
 

 
 

 
 

的
と
見
え
る
行
事
で
、
 

男
子
の
役
員
と
神
主
と
が
 所
り
 終
っ
て
海
岸
に
去
り
、
 

 
 

て
 、
持
参
の
重
箱
か
ら
 御
 

 
 

 
 

の
輪
 座
か
ら
二
三
十
 メ
一
 

 
 

 
 

の
み
な
ら
ず
、
遠
く
隣
 

 
 

ビ
一
 及
び
三
五
ミ
リ
・
ス
ラ
ド
 ィ
 に
捕
え
て
あ
る
 て
 

 
 

 
 

居
り
、
神
主
の
参
加
と
 

 
 

 
 

に
あ
る
こ
と
は
明
か
で
 

 
 

 
 

中
に
廃
止
さ
れ
て
か
ら
 

9
 
め
 



八
七
 

キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
的
文
化
変
容
 

㏄
 
4
 

  

 
 

 
 

義
の
納
戸
 
神
 と
し
て
の
 

 
 

 
 

そ
り
と
夜
間
に
参
る
の
 

コ
 二
四
 
0
 ）
 

 
 

 
 

参
詣
す
る
の
も
、
キ
リ
 

 
 

 
 

壇
 と
ぼ
別
の
壊
に
 
、
祠
 

 
 

詣
す
る
。
 

養
分
を
供
給
す
る
役
を
演
じ
て
い
る
。
 

（
三
三
八
）
 

 
 

 
 

」
の
背
後
に
は
、
 太
 

 
 

 
 

れ
て
い
て
、
 そ
、
 
れ
を
取
り
 

（
六
一
 

｜
 六
二
 
り
 

（
 -
 二
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に 関しても， まだ定説の出ていない 状態にあ る。 この著者の未決定ということ 

ぼ ， 梵 本にその記載なく ， 文 蔵 ・ 漠両 訳の所伝が全く 異ることに由来するが ， 
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する所伝の差異と 関係しているので ，著者決定のための 準備段階として ，一番 

基礎的な作業であ ると思われる。 以下述べるところは ， この見地からなされた 

下室 性論コの 構造分析 と， く 原型》に擬する 試論であ る。 

II 

はじめに，・ F 宝件論 刀の若者と構造に 関する， 藏 ・漢画訳の所伝を 挙げてお 

こう。 

チベット大蔵 経は現在二極のテキストを 保存している。 第一 は "Theg-pa 

chen-po  rWud  bIa-mahI bstan-bcos"(Tohoku  Catalo 蝉 e  No.2024)  で ， 

梵文と比較すると ，散文の部分を 除いて，侭のすべてを 集めたもので ，作者は 

爾 勒 (Maitreya) となっている。 第二は ， "Theg-pa chen-po rgyud bla- 

mahi bstan-bcos  mnaln-par  g る egs-pa"  ( 同 _h  No. 側 25)  と題され，第一に 

無著 (Asa 血 ga)  作の註釈 (vy 百 khy 司の加えられたもの ，即ち，現存 梵 本の 

全体に相当する。 これに よ れ ば ，チベットにおいてば 倫 全体を二 つに 分け ，偶 

0 部分を禰 勒 の 作 ，散文の部分を 無苦 D 作 と見なしていたことが 知られる。 ヱ 

0 所伝 は 併しチベットのみでなく ，七・八世紀以後，恐らくはインド・ 中央 ア 

ジ / 一帯に信せられていたであ ろうことは，先に Bailey, Johnston 両 教授に 

よって発見，出版された ，中央アジア 出土の p 宗性論断片山によっても 窺われ 

る 。 (1) 

これに対し，漢訳大蔵 経 は鋤那睡提 (Ratnamati) 訳の一本 ( 大正 No.1611) 

を 存し，全体を 堅 慧 (S 互 ramati 沙羅 天底 ) 作 としている (2) 。 併しこの 訳は 

実は二部より 成り，はじめに 論中のいくつかの 偶を集めて 別 出し，そのあ とで 

菊本全体に相当するものを 訳し ， 先に抜出された 褐の大部分を 再録している。 

即ち ， 全ての褐ではなく ，一群の特殊なものだけが 基本的部分を 構成する 偶と 

みなされ，他の 偶 は 註釈として散文の 部分と同一の 扱いを ぅ けている。 別 な見 

方 をすれば， 論 全体が構造上， く木偶》とく 釈褐》とく散文秋タ の 三部に分 け 

られるということであ る。 これは漢訳を 熟知している 日本の学界では 夙に知ら 

れていたことであ るが，そこから 直ちに上述姉部の 作者がそれぞれ 別であ ると 

。 8 。 
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Ⅰ
 

か ，漢訳のはじめに 抽出された偶の 一群 ( 以下漢訳 褐 本と略称 ) がそのまムゑ 

  本褐 》を示すとみる (3) ことは， 梵 本を比較検討し 港 結果，簡単に 首肯出来なく 

なった。 それにも小的，漢訳所伝の 分け方が， 藏訳 のそれよりも 妥当であ ると 

とは内容から 明らかであ るので，一応，漢訳 褐 本の撰 % を基として，その 一つ 

一つを 梵本 ， 藏訳と 比較検討して ， く木偶》とみなさるべき 褐を取出してみ 

よう。 

Ill 

先ず，漢訳 褐 本中，冒頭にあ る四句十八隅 は梵 ・ 藏 何れのテキストにもな 

く ， これらば漢訳の 際に 訳 君が附加した 帰敬岸と考えられ ，当然く原型》の 列 

から除外さるべきものであ る。 又 ，校量 信 功徳 品 第十二 ( 菊 本筋 V 章 相当 ) 中 

にあ る，法師に対する 敬重を勧める 褐 ( 大正 31, p.820c 及び p,84%a) はや 

はり 梵 ・蔵 面本になく，その 内容が冒頭十八 褐で 法と法師を訪ることを 戒しめ 

ていることと 対応するので ，やはり後からの 附加と思われる㏄ )0 それ以外は ， 

  

仏乗 品 第十 ( 梵 本筋Ⅳ 章 相当 ) に少し複雑な 問題があ るが，すべて 枕本中に相 

当褐の発見されるものであ る。 

十八偶に続く ，仏宝 品 第二に属する 四句 四喝は 菊本筋Ⅰ 章 第 4 栂 ( 以下 v. 

1, 4 の如く略記する ，根数 は Johnston の TeXt に よ る ) に相当する。 こ 

れがいわば， く木偶》 No.1 となるが， この 撰揮を 菊本と比較してみると ， 梵 

水は， v.1,4  に先立つて，次のように 述べている。 

Uktah  aastra-sa 甲 bandhah// 

Id 百 mI 中る lok 百 n 乙 m  artho  vaktavyah/ 

            /  atas  セ at  p 「 a ぬ amato  buddhara セ :nam  a 曲 ikrtya  SIoka ね / 

(p.7, 11.5 せ ) 

以上，論の ( 各主題の コ 相関関係について 説 き 了った。 これから 諸倶ぴ loka) の意味 

の 説明がなさる べ ぎであ る。                             そこで先ず第一に ，「仏宝」に 関して一幅 が説 

かれる。 ) 

このく sl6ka 》と よ ばれた v. 1,4 は 

， anena  ㎏ 中 dardayatl/  (P.7.1.13) 

4 ヮ 9 
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( この ( 楊コは 何を示しているか ) 

という 書 Ⅲしではじまる v. I,5 によって，その 内容を八つの 主題にまとめら   

れ，八つの主題ば 吏に，続く三 % (vv. 1,6-8), 及び散文の註釈によって 詳細 

に 説明されている。 

こム で， v. I,5 以下の四褐は 勿論漢訳 撮 本にないもので ， 先にく釈褐》 と 

ょ んだものに相当する。 そして菊本における 扱い方や，内容から 推して，これ 

ら のく釈褐》は ，く 散文 釈 》と同一人の 手になると考えられる。 

さて，漢訳 褐本で， 次に来るのは ，法主 品 第二に属する 匹偶 で ，これは楚水 

v, Ⅰ ， 9  に相当し， その書き出しな ， 

Ato  buddharatn 衰 O. dharmaratna-prabh 百 vaneti  tad-anantara 中セ ad- 

adhikrtya SIokah/ (P.l0 ， 1.15) 

( さて・仏宝から 法定が現れ出る。 それ 故 ， 「仏宝」にすぐ 続いて，「 法宝 」に関する 

一幅があ る。 ) 

と見える。 は ，下は 「仏宝」の場合と 同様， 二つの優と散文によって ， v. I,9 

の 十題が説明されて ，次の主題「 俗宝 」に入る。 

これは， F 宗性 論 団の典型的な 形式で， v. I,5 や 1,9 のような位置にあ る 

偶 がく木偶》と よぼ るべきことは 容易に首肯されるであ ろう。 そして，更に 気 

付加れることは ，挽木 が ， vv. 1,4 や 9 などだけを く訂 oka 》 ( 額 ) とよんで 

いることであ り， v. 1.4 が ， <@loka 》という語の 適用された最初の 褐であ る 

という事実であ る。 即ちく木偶》第一号を 選ぶ点で，菊本と 漢訳は完全に 一致 

している。 従って ， 。 ukta れ Sast 「 a-sa 甲 ban 曲 ah,  に至る迄の部分は ， その中 
  

にあ る偶も含めて 註釈者による 序論であ り，註釈者はその 次にはじめて ，本論 

たる く sloka 》の説明に入るのだということを ， Ⅱ dani 甲 sIokanam ar ぬ 。 
  

vaktavyah, という文で示しているのだと 推定される。 

この， ぐ Ioka 》という語の 特定な用法は ， 更に，菊水簸 T. Ⅳ・ V. 各章 

の 奥書にみられるぐ lok 飴ぬ a-sa 甲 graha-vyakhy 衰 na 》 ( 額の意味を要約し ， 

解説する ) という何のく 9loka 》という語によって 指示されているものと 一致 

すると思われる。 即ち，註釈は ，それが く sloka 》の意味を解明するものとし 

4 ㌍ 
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て ，このく 鮭 okar ぬ a-sa 甲 graha-vy 百 khy 百 na, 》の名を得たと 考えられるので 

あ る。 

ところで， この特定な用法は ，菊本 第 1 章の前牛を通じて 保たれ「即ち ， 

く る loka 》と よ ばれる褐は全て 漢訳 彊 本中に検出されるが ， 第 1 章の最後， vv   

1,156-157  以後になると 混乱を生ずる。 即ち， v. I,157  の女に， 

asya  kha ㎞ 5Ioka-dvayasyarthah  sam 在 ㏄ na  daSabhih  る Ⅰ okai 「 

veditavya 廿 /  (p.77,1,20) 

( さて，この 二 倶の意味 は ，要約 L て ( 以下の コ十渇 によって知らる べ ぎであ る。 ) 

という書出しで ，同じ <@1oka 》の名の下に ， く 釈褐》に 肖 る 十褐が 述べられ 

ており，以後，論の 末尾まで，概ねこの 形式が踏襲されている。 同時に論のこ 

の部分以後では ，散文の註釈は ， 褐 ，或は各主題に 入るための書出しを 除いて 

全く姿を消してしまうので ， <9Ioka 》という語の 混用も， そうした註釈上の 

形式の変化と 関連しているかと 思われるが，それが 註釈者の気まぐれに よ るも 

のか，この部分以後が 別の註釈者の 仕事であ るのか，或は 又 ，く 釈褐》に通用 

された <@Ioka 》という語は ， 単に詩の韻律の 問題として， 八 韻の四句 ょ 0 な 

る Anu 銭 ubh を意味するものか (5) それとも， もつと別の理由に よ るのか， 何 

れ 臣も判定の方法を 欠くが， とにかく分量からいえば 論の三分の二近くを 占め 

る部分で用いられたものとして ， く Sloka 》という語の 前述の如き特定の 用法 

は 認めて差支えなかろうし ， く木偶 刈 決定の基準として ，漢訳 偲本 と並べて 採 

刑 し ぅ ると 用 ・ ぅ 。 そこで吹に， この二つの基準を 以て， 各 褐の検討に入ろ う 。 

IV 

最初夜，漢訳 偶 本中に存し， 且 菊本でく 鮭 oka 》と よ ばれている偶をとり 出 

してみよう。 

Chap.I.  w.  4,  9,  13,  23,  田 ， 的 ， 42,  蝸 ， 47,  49,  52 乃 3,  66,  79, 

田 ， 156 Ⅰ 57     (27) 
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Chap.V  .  Vv よヰ， 16 、 25*             (16) 

上掲の表のうちネ 印のもの以外は ，形態，内容上，何れからみても ，基礎的 

な偶 としての 何格 を具えている。 即ち，内容は 論の中心的課題を 示し，韻律は 

区々であ るが概ね 古 型を存している。 更に，それらはく 釈褐》によって 説明さ 

れてレ るが，それ自身で 独立した意味内容をもっている。 (6) これらの点からみ 

て ，それらをく 木偶》とみなすことに 異論はないであ ろう。 之に反し ， * 印の 

ものは少し注意深く 検討してみる 要があ る。 

(l) v.D, l 一 註釈者によれ ば ，この褐は "nirma 吃 tathat 宇 ( 荻 坊屋 如 ) 

即ち，如来の 法身 (dharmak 百 ya) に関する八つの 主題を述べているのであ る 

が， 他の註釈なしには 独立した意味をもつていない。 註釈はこの凡主題の 概要 

を 説明したあ とで，， udd 石 nam/, ( まとめ ) という書き出しで v.Ir,2 を述べ， 

同じ人主題を 別の術語でおきかえている。 以下， 第 Ⅱ 章 ( 漢訳，転身清浄戒菩提 

品 第八 ) を通じて用いられ・ る 術語 は v.I1,2   で掲げられたものであ るから， v   

2 がく釈褐》であ ることは間違いなく ，すると形式的には v.D,l はく木偶》 

とみてもよさそ 5 であ るが，問題はく 木偶》が ，かムるく udp 衰 na 》を含み ，又 

主題の分類を 行っている；、 ということであ る。 ( 更に， 梵 本校訂に用いられた 

写本の一つには ， v. D. ュ をさす く SIoka 》の語がないこと ， よ しん ぽ それは 挽 

落 であ ったとしても ，偶の韻律は Anu 鼓 ubh であ ることも， 一応念頭におい 

・て然るべきであ ろう。 ) 

分類化有無の 問題は，第一章 ( 漢訳，一切衆生有如来歳 品 第五 ) の v.29 に関 

する問題と関連してくる。 この v. I,29 は漢訳 褐 本中にはあ るが， 猪本では 

単にく udd 百 na 》と よぼ れ ， "ta 血豆 gata-dhatu"  ( 如来性 )  即ち如来蔵 に 閨す 

る十の主題のまとめであ り，その主題を 示す術語は， V.D,2 と同類であ る。 

更に， この褐に先立つて ， 梵本は 

p 廿 rvataram  tu  yen 令 r ぬ ena  sarvat 甘食 vlgesena  pravacane  sarv 食 k 石 ram 

セ ada れ五 a-s 廿 lCana 中 bhavati,  tad  apy  a 田 Ⅱ k 丁セ y 簗 nifdek 睾 y れ mi.     

476   
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かく， v. I,29 がく木偶》の 列 ； 、 ら 除かれると，如来性を 十種の主題に よ る 

分類も亦， 木偶作者の仕事ではなかったことになる。 即ち， vv.30 ， 35, 42, 

45, 47, 49, 5 匹 63, 66, 79, 84 の 諸 喝は元来，如来性を 説明する一連の 彊で 

あ って，註釈者が 内容に従ってそこから 十の主題を株上げだということになる 

であ ろう。 この推定をす・ ム めて 第 Ⅱ章をみると ，八つの主題に よ る分類も亦 同 

様に註釈者の 仕事ではなかろうかと 疑われ，従って ， v. Ⅱ 1, もく木偶》の 系 

列力 、 ら 除かれて然るべき 公算が大きくなる。 

(2) v. D,g 一 この褐は口コ 米蔵 経 コ に説かれ・， 月 ．， p 宝性論コ第 Ⅰ章で詳 

細 に解釈されている ，如来蔵 の煩悩 所纏性 に関する 九 楡の存在を豫 恕 し， 九楡に 

関する知識を 前提しなければ ，それ自体では 意味のとりにくいものであ る。 し 

かも， 九 楡を説く 諸 偲は，漢訳 褐 本中にほあ るが， く 9loka 》 とはょ ぼれず， そ 

れらをく木偶》とみとめるかどうかには ，後述す るよう に多大の疑問があ S・ 

従 って， v. D.g の採否は九楡を 説く 諸 褐の扱いに関ってくる。 たビ ， 形態上 

は， 他のく木偶》と 目されるものと 全く同格の条件を 兵えている。 

(3) v.W, 13. 一 この偶は，それに 続く詳細な説明を 豫 恕 し，それに先立つ 

総括としてのべられている。 その点， v, I,29 や 11,2 と同様 く uddana 》とし 

ての性格をもち ， 又 ， 衡 c 続くものが『智光明荘 厳経 d  (J 沌 n 釦 ok 釦 ank 訂 a- 

s 廿 tra)  に説かれた，如来の「所業」 (kriya,  karman)  に関する 九楡 であ る 

  点 ， v. D,g と同様なく木偶》としての 小確； 、 さを有っている。 挽木では，この 

褐をく s 廿 tra-s ぬ aniya-@loka 》 ( 経に基いた 頚 ) とよび， 続く部分をぐ vist 

aravibh 衰 ga-mird ㎡ a 》 ( 詳細な分析的解説 )  と よ んでいる。 
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く s 廿 tra-8th 百 niya-SIoka 》という語が ， もし一般に通用され ぅ るとすると， 

上述の v. n,g も， それが ア 如来蔵 経』の内容を 豫 恕 している以上， 一穂 の 

く s 廿 tra-s ぬ百 niya-@Ioka 》 と い え るが，更に同種の 偶を論中から 探すと vv. I, 
  

96-98 双 ぴ v. Ⅲ ， 4 が見出される。 これらは 皆 ， 漢訳 褐 本中に相当 褐 があ る 

が ， このうち v. Ⅲ ， 4 は， 藏 ・漢訳によると ， く udd 在 na 》とよ ぽ dT ており (7) 

梵本は 恐らく，褐の 頭書として。 uddanam/, とあ るべきを脱落していると ， 思 、 

われる。 この偶は ， 後に続く如来の 六十四 %J 徳に関する説明の 要約であ り， 六 

十四功徳の各 頃 は，註釈 若 のいう如く， T 生女 経 』 (Ratnad 頁 rik 百 -pariprcch 引 
  

から採られたものであ るから， v. Ⅲ ， 4  も 布 く s 廿 tras 伍 amIya せ Ioka 》という 名 

に値 いする。 又 ， vv. I,96%8 は上述 T よ n 来 蔵 経団の 九 楡の要約であ る。 従 っ   

て， v. Ⅳ， 13 を含めて， この一群の褐の 性格は， 純粋なく 鮒 oka 》とはい ム難 

く ，それでもなお ， く木 偶 》とみとめられるか 否かば ， 続く 讐 楡の部分の運命 

に凝っている。 

(4) v. Ⅳ， 41 一梵 本のみ， この褐の前に 卸 oka, の語を存するが ， 藏 ，漢画 

訳は共にこれを 欠き， しかも， この褐は如来所業の 九楡を説く一連の 褐の中に 

あ るから， これだけ 別 出して論ずる 要はなく，当然くる Ioka 》の系列から 除か 

るべきものであ る。 

(5) vv,V,16%5 一 菊本はこれあ の褐の前に頭蕾を 欠いているが ， 藏訳 ， 

漢訳にはそれがあ り，それぞれ ， tShigs-sugCad-pa,, 「 褐 」の語を保存してい 

る 。 従 ってこれらは 明らかに ぐ sloka 》の一群に入るものであ る。 

なお，前表に 挙げられてないが ，その内容上どうしてもく 木偶》のうちに 数 

え らるべきものに v.I,27 があ る。 この偶は論の 中心課題たる 如来 蔵 の三譲， 

ほ p ち ，法身， 眞如 ，如来性 (tath 百 gata-gotra) について説く 偶で，それなくし 

ては論の内容を 想像することも 出来ない 程 重要な褐であ る。 梵本 はこの彊の前 

に通例の頭書を 欠き，又次の v. I, 28 が恰も一連の 偶の如く続けて 述べられ 

ているが，内容から 判断すると v. I, 28 は明らかにく 釈褐》であ る。 漢訳で 

も v. I,27 は根本中に載せているが ， v. I,28 は省いている ォ相憎 ， この偶 

の前後の註釈の 部分は梵・ 藏 ・ 漢 三本も順序が 契っている。 梵 木の配列が一番 
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  花 

理解しやすいが ，漢訳の原典は 現在の梵 本 とほ別だつたにちがいないから ，そ 

の原典の順序は 或 は 漢訳の通りであ ったかも知れない。 漢訳によれ ば ， v. I,27 

相当侵の前にり 口 隅木 言 」 (yathokta 甲 karika-granthe) の句があ り， この 

法樺に 関しては漢訳 偶 本は正しく， v.I, ㌘は純粋な <@Ioka 》に属すると 思わ 

れる。 

以上，検討の 結果，漢訳 梶 本所載の彊のうち ，純粋な <9loka 》とみとめら 

れるものほ前掲の 表   中 ， vv.V,1 Ⅰ 25 以外の托 口 のものを除き ，それに v. I, 

27 を 加えた計 59 であ り，形態上から v.D,g をそれに準ずるものとして 加 

えると計 60 となる。 これに対し vv.I,96-98; DD,41V,13 は く udd 乙 na タ， 

且く s 正比 a-sthanIya せ loka 》 類 として 別 出さるべきものであ り， v. I,29 と， 

多少の跨蹉を 以てであ るが， v. D,I  とぼく釈褐》の 仲間入りをしてもらうこ 

とにしよう 0 

V
 

漢訳 掲 本のうちには ，上述二期に 属する偶の他に ，分量でいえ ぽ それ以上に 

なる。 他の一群の偶が 収められている。 それら ほ或 種の経典の内容を 偶にし 

た， く ud 杣 arana 》 ( 讐楡 ，実例 ) と よ ばれる三つの グル （ プ ，即ち， 

(1) 菊本 第 1 章 ( 漢訳， 無量煩悩 所纏品 第六 ) 中の， vv. ㏄ -126. 一口Ⅱ 来 

蔵 経コ に基く ，如来藏の煩悩 所纏性 に関する プ L 楡 ， (2) 第皿竜 ， ( 如来功徳 品 

第九 ) 申の v.v,5-26) 一丁 宝女 結団の所説に 基 く ，如来の六十四功徳，即ち ，士 

カ，四無畏，十八不 共法 ，及 び 三十二大人相に 関する 偶 ，及 び ， 

(3) 第 Ⅳ 章 ( 漢訳，第十品 ) の vv. オ ー ㏄， 綴 q%, 41, Ⅱ 巧 2, ( 梵 本にな 

い一喝を加 ぅ ) , 55 ヰ 7, ㎝ ヰ 6 ( 梵 本にない一握を 加ぅ ) , 67 ヰ 8, 71-76, 85 

双 ぴ 89 円 1 一仁智光明荘厳 経コ 0 所詮に 基く ，如来所業に 関する 九楡 ， 

であ るが，一般 俺 これらの偶は 所依の経典をもつ 点で ， く sloka 》類の偶 と 

異り， 従って ， く sl 由 a 》 類 と同程度にこの 論独自の偶とはみなし 難いもので 

  あ る。 いわば，、 これらの褐は 論の作者によって ，経典に 暴 いて「新たに 編集 さ 

  れた 褐 」とい分にすぎず ，作者自身の 独自な思想は 全くみられない。 この意味 
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において， この一群に属する 偶はく s 廿 tra,s ぬ aniya-u 適 Ⅰ arana 》 ( 経典に塞 

く 欝楡偶 )  と 名づけられてよ い であ ろう。 ( これと対応して ，前にく s 廿廿 ast- 

haniya-5loka 》として 別 出した第二類の 侶はく s 百 trasth 衰 niya-uddana タ，或 

はく ud 杣仏 rana-udd 衰 na 》といつてもよいかも 知れない。 ) 併し同時に，輪中 

における位置や ，その形態 か らいつて， これらはく釈褐》でもない。 何となれ 

ぽ ， これら一連のく ud 拙下 ana, 》彊の述べられたあ とで，註釈 著は ， udahar. 

anana 中 pind 行ぬ ah/, ( 讐 楡の略 義 ) という書き出しで く 釈褐》を説いてい 

るからであ る。 

そこで起る疑問は ， この種類の諸椙の 作者はく 9loka 》類の作者と 同一で 

あ るか否かであ る。 若し 異 るとすると， われわれはく sloka 》 の作者と註釈 

者との間に ， 別の作者の存在を 橡 恕 せざるを得なくなる。 これに連関して 注目 

されるのは， 第 Ⅱ章中にあ る三十二相に 関する説明であ る。 これは註釈者のい 

う 通り，『生女 経コ 所説のものとは 殆ど一致するが ，そして，根から 3 オという 

数を一応とり 出せるが，実際には ，時に二つ，三つづつまとめられて 一相 とし 

て 数えられていて ，合計は 40 を超える。 そして，そのうちのいくつかは 田大 

智鹿 論 コ にも， 又傭 動作といわれる 了現観 荘厳論 J (Abhisamayalanik 衰 ra) 

にも見出されない。 従 って，チベット 所伝に従って ， このⅠ空性請山 が了現観 

荘厳 倫コと 並んで， 禰 勒の作であ るとしても，少くともこの 策 Ⅱ章の諸 侶に 関 

しては， 捕 勒の著者性は 否定されるべきであ り，或はⅠ生女経口そのものも 禰 

勃以后 C 作品ではないかとさえ 思われる。 この一事から 全体を論ずるのは 危険 

としても，この 一群と類似した 性格をもっ ， 他の二つのく ud 杣 arana 》類も ， 

やはり同様にく Sloka 》 類 より多少とも 後の時代の附加ではなかろうか。 

第 W 章に関しでは 別の問題があ る。 漢訳 侶本は ， この章において j 楚水 で 

く ud 杣 arana 》類に入れられるべき 侵の中，可成の 分量を省略し ，その上屡々順 

序を変更している。 これら省略された 梶 ，及 び それに対する 註釈のうち，第一 

に ， (l) vv.W, 36.40 及び 梵本 p.102, 1.20 一一 p.104, 1.12  の部分，及 び   

(2) vv.5 ㌻ 62 とその頭書とは ，内容， 形態ともに論の 他の部分と一致しない 

ので，明らかに 後世の挿入と 認められる。 第二の種類の 省略は，九 % の，第コ 
 
 4

7
     



24 

嘘に関する何のうち ， vv.14-26,  第二 楡中 の vv.31-33,  第三 楡中 の vv.4 匹 

43, 第四 % 中の vv.53-54, 第五倫中の v.63, 及び，第六 楡 -P の vv.69-70 で 

あ る。 これら諸隈の 内容は，同一 楡に 関して漢訳 偶 本中に保存されているもの 

と 同内容、 であ る。 これは漢訳が 重複をさけて 故意に省略したのか ，或に古い 梵 

本は現存漢訳 は みられるような 数と順序の偶をもつており ，他は後世の 挿入で 

あ るのか，その 何れとも断定し ； 蒲よ る。 第 1 章の如来 蔵 の 九 楡の場合にも ， 各 

楡 につい c, 略 々 同内容の褐がくり 返されているから ，原本が現存 梵 本の如く 

であ ったとしても 奇 とするに 肖 らないからであ る。 それにも拘らず ，漢訳複本 

が 旧型を示すとい ム きるには，他の 箇所でその確実な 証拠がなけれ ば なるま 

い 。 第 1 章から 第 Ⅲ 章迄 ，及び 第 V 章に関してほ ，漢訳梶木 は v. I,29 と v   

Ⅲ 1 を除いて，一応，われわれの 求めつ ム あ る基礎的な 褐 ，或はく 釈俺 》 で 

ない褐を集めたも 0 という性格を 示してくれた。 少くとも，漢訳 褐 本になく 

て，而も 4@loka タ，く udaharana 》等と レ二 操上げるべきものは 一つもなか 

った 。 それが， この 策 W 章においてのみ ，相当の混乱をみせている。 この漢訳 

所伝の信 意性は， 次の第三の種類の 省略に対する 検討を佼たなければ 明らかに 

されないであ ろう。 

第三の種類の 省略 は 問題が更に複雑であ る。 これは兜木 pp. Ⅱ 2,ltl-113,1.4 

0 部分に関係する。 そのうち， v.88 は漢訳梅本では v.76 相当 褐 につ ビ いて， 

第九 楡 の 項下 に何の頭書もなしに 述べられている。 そして， vv.894( 相当 褐 

は ， 梵 本にない他の 一喝 と 共に，第一楡の 末尾におかれ ，その頭書は「不生不 

城君却走如来」 ( 大正， 31,p.818b)  (anutpadaniro 山 las  tathagata  itl)  と 

みえる。 第一の場合， V.88 は，その前にあ る，漢訳にない 三褐 (vv.85 部 7) 

と 共に， udaharana-sa 甲 grahe  catvarah  Slokah,  ( 楡をまとめて 四額が説 か 

れる ) という書き出しで 一括して述べてあ る。 即ち， v.85 は 九 楡の総括， v   

㏄は第一～二 % の ， v.87 は第四～ 六楡の ，そして v,88 は第七～ 九 楡の要約 

であ る。 全体の感じからいうと ，この部分匹偶 は ，それが，例の 通りな 

く ud 訪 aranana 甲 pindarthah 》の後におかれてあ り， その頭書にあ る 

く ud 訪 arana-sa 甲 graha 》という稽も ， ヱム でだけ使用されているので ， ど 
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うち 後世の挿入ではないかと 思わせるが，漢訳 催木 がそのうちの 一つだけを保 

存しているとなると ，やぼり 九楡 の 褐と 共に漢訳の当時，匹偶とも 原典に既に 

存在し漢訳者は 誤って最後の 褐のみを残したとでも 推定ずる よ り他はない。 

既にく ud 仙 arana 》そのものが <s]oka 》 類よ り幾分後世の 附 JJ 旺 すれ ば，そ 

の最后に 他の筒所に例のな いく udaharana-sa 甲 graha  Sloka 》があ ったとして 

6 差支えない加も 知れない。 併し ， こ Ⅰで漢訳者のいわば 恐竜的な省略を 認め 

ると，前述第二の 種類。 省略も同様に 漢訳者の仕事と 認めたくなり ，従って 漢 

訳 腐木 0 倍磁性はずつと 薄らいで来るであ ろう。 

第 この例は省略というより 位置 0)) 変更であ るが，それが 同じ楡の申での 順序 

の 変化・ G はなく，挽木ではく 釈褐》とみられる 位置にあ るのが，漢訳根本の 中 

に 加えられた 上 ，場所もずっと 前の方にもって 行かれているところに 問題があ 

る 。 尤も漢訳のこの 扱い方については 一応理屈をつげることも 出来る。 即ち ， 

  如来の不生不滅ということ ，それにも拘らず ，衆生のために 自然不休息の 業を 

っビ けるということは ， 第 W 章 如来所業の主題であ ると共に，その 基 となった   

『智光明荘厳軽コ 全体の主題でもあ る。 そして T 智光明荘厳 経コ では 各楡 のあ 

とで一々，如来は 不生不滅と説くが ，特に一箇所 7 室 性論 』所載の 三 優と似た 

内容をもつ偶を 中間 に 挿入している。 ( 他の部分はすべて 散文であ る。 ) その 

位置は同経の 漢訳三本についてみると ， 第一駅 と 第二訳の間で 差異があ り， 

( 範三訳は第一駅に 一致 ) 第一調では第四楡の 後，第五倫 ( 日輪の楡 ) の前に 

あ るが，第二駅では 第一楡の直後にあ る。 (8) 但し，第二駅ばその 内容からみ・ c 

第一調よりも 古く， 讐 楡の数も六つで ，第二課中の 第二 ( 法鼓 ) 第三 ( 雲 ) 第 

四 ( 梵天 ) の 讐瞼 が欠けている。 従 って第一楡は 直ちに日輪の 楡によってつ 轄 

けられているから ，不生不滅を 説く褐は元来第一に 帝釈天の楡の 直後にあ った 

らしく，漢訳『空性 論コの 配列はその点妥当であ り，原本がそうなってめたと   

も 考えられる。 併し，現存 梵 本による限りは ， これら 三褐 はその内容から 判断 

  

して，どうしてもく 釈褐》に近い。 即ち， v.g1  は， 

Ayatn 百 t  krtyam  i ゆ evam  dafianadi pravartate/ 

Dhannak 在 y 百 d  anutp 耳 d 令 ㎡ ro 曲百 d  在 bhavas ぬ ite ね // 
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( かくの如く ，現 ( 身コ その他の如来の 所業は，努力を 加えることなく ，自然に，そし 

て世界の続く 限り，不生不滅なる 法身から顕現する カ 

とあ るが，これはく 釈褐》たる v. 弘 とその表現が 極めて類似している。 即ち 

v. 荻は， 

Aya 甲 ca  prakrto  , 接 ar ぬ o  nava 田屯 da ぬ anadikam/ 
  

Janm 今 ntar 山 hlm rte  S 在 stur  an 衰 bhogat  pravartate// 

( そして， こュ で，論議の主題は ，現身をはじめとする 九種 ( の所業 コが ，努力を力 え 

るこ ・となく， 又 ，教主の生死なくして 顕現するということであ るじ 

とあ る。 これら 二褐で ， darSanad ㍗とか， da ㎏ anadika ㎡といわれているの 

ほ ， v.81 で， 九楡 によって示された 主題として述べて レ るところの da ㎡ ana 

( 見 ), deSana  ( 謂 ), vyapti  ( 遍至 ),  vik ㎡ ( 変 ),  輌百 na-n ぬ s ㎡ ( 智の題 現 ), 

man ひ ， vag-,  k 卸 a-guhyat 衰 ( 意 ， 語 ， 身 三業の秘密性 ),  及び pr 豆 apti  ( 得 ) 

の 九をさしており ， 従 って こ Cv.81 の存在を橡 恕 したものと云えるから ， く 釈 

褐》たるこ九は 疑う余地がなく ，その位置も 梵 本 のま ム で安当であ る。 

かくて漢訳 偶 本の構想性はそうした 形でのテキストが 存在したという 点では 

殆どなくなり ， たビ 漢訳者の任意通出であ ったと想像せざるをえなくなる。 ( 当 

時 勿論，そうした 伝承はあ ったとしても。 ) 従って， 第 W 章に関する省略につ 

いてめえ ぽ ，第二種の侵はく ud 乱 arana 》何の仲間に 入れるのが妥当であ り， 

第三の種類で は ， vv.85%7 を加えて， vv.8 ㌻ 91 を除くのが然るべきであ ると 

思われる。 

VI 

以上，漢訳 褐本を 楚水と対照して 検討した結果えられた 結論は ， 

1) 漢訳 褐本 はそのま ム で下室 性論コ のく 本侵 》なりく原型》を 示すものと 

は見倣し 難い。 果し・ c 根本のもとになったような 梵文テキストが ，註釈づきの 

それと別れ存在したかどうかも 疑わしい。 

2)  併 し，何本は可成忠実に「釈褐でない」偶を 抽出している。 

3) 漢訳梅本中に 集められた 諸何 はく釈褐》とみなされるこ 三を除き ， 夫の 

4 ㏄   
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豆類に分けられる。 

A. 純粋は <@Ioka 》 類 

B. 讐 楡の要約としてのく udd 在 na 》 類 

C  .  く udaharana 》発育 
  

4)  第 W 章におい，は ， 梵 本にあ って漢訳中にない 諸偶 の う ㌧小くつかが ， 

C 類の中に附加されるべきであ る。 

5)  この 三類 のうち， B 及び C 類は・ A 類に比べて，幾分後世のものであ 

る 。 併し何れも註釈の 成立した時，或はおそくも 漢訳の成立した 当時 (5 Ⅱ 

A.D) 迄には全部整えられていた。 従 って， A, B, C, 類のすべてを ，その上 

に 註釈のなされたところのく 木偶》と考えて 差支えない。 

残された問題は 7 室拙論 コ のく原型》はどのようなものであ ったかとい う こ 

とであ る。 第一の解決法は 上述の A 類のみを，即ち ，純粋なく さ lok ゑ 》として   

味 Ⅲされた 60 褐 だけを く 原型》 とダ なす方法であ る。 これは 梵 本の奥書にみ 

えるく 鮒 okartha-sa 中紅 荻 a-vy 豆ぬ y 百 na 》の意味を活かすこととなり ， 又褐 

数も適当であ る。 ただ難点を いうと ，各章に配置される 偶数の多少の 差が甚し 

いことと，先に 一応保留した v.D.g の問題があ ることであ る。 後者はそれだ 

けを後からの 追加と云ってしまえ ぽ 構わないようであ るか，これは 別の解決方 

法を導き出すのであ とで論じよう。 前者については ， く 原型》が五章 忙 分れて 

いたとする必然性はなく ，殊に梵文の 奥書が， 第 I,W,V 章では同一形をもつ 

ているのに， 第 Ⅱ ， Ⅱ章には lok 針山 asa 中年 曲 a  vya ぬ y 燕 ata げの句を欠く 

ことから， 第 Ⅱ～ W 章を一章とみなすと ，偶数は各章それぞれ ， 88,16.16 とな 

り，数の不斉合は 解消される。 併し，これは 全くの想像で ， 第 Ⅱ～ W の 合章が 

何とよばれていたかを 推定する材料は 全くない。 

第二の方法は ， ．もつと ラヂヵル に， v.D.g を含む 第 Ⅱ 章 以後の A 類の何を ， 

く ud 乱 arana 》と共に後から 加 つたものとして ，全部 ヵット してしまうと 共 

に， v. I.23 げ四け a" に関する四つの 見地をのべたもの ) をもく原型》から 

ば
，
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然 

  l)  vv.I,  156-157  は 造 論の目的 (degan 衰 prayojana)  を示す俺であ るが， 

これは一種の 結論とみなすことも 出来， 且 ， この褐をもつて ，即ち， 第 1 章の 

終り迄で，「如来 蔵 」が "ratna-go 甘 a" ( 実性 ) であ る所以は十分に 説明されて 

  いる。 

2) 第 V 章の最後の褐 (v.V, 25) ぼ 何 % 陀仏への帰敬 と ， 造 論の功徳の衆 

生への廻向を 説くもので り ，一誌の結語としては 極めてふさわしいものであ る 

が ，歴史的に如来歳思想世嫡 陀 信仰との連関性はあ るとしても，論の 内容その 

  ものとの結びつきは 必然的でなく ， F 空性 論 』にそれがなくてもおかしいこと 

はない。 19) 更に， この褐で，三宝と "gotra" に関する四つの 見地， 即ち「性」 

( 凸 atu) 即ち如来 蔵 ，「菩提」 (bo 皿 i) 即ち法身，「功徳」 ( 靱 na) 及び「 業 」 

(kafman) とを併せて，七旬とよんでいるが ，これは註釈者の 序論で七種金剛 

句 (vaJrapad 百 ni sapta) といわれているのに 対応するが，それ 以外には何処 
  

にもその説はない。 一般には 梵 本の章別にみられる 如く ， ， gotra, の四つの 見 

地 が主題となっており ，そこに幾分の 不斉合性がみられる。 

3)  ところで， 第 Ⅱ 章 以下の全面的抹消は 実は "gotra" の四つの見地とい 

5 2) で一応認めておいた 立前をも否定することとなる。 この 四 つ め 見地は， 

前述 v. I,23 に塞いてたてられた 区分であ るから， 従 って v. I,23 は 第 1 章 

の <@loka 》のみを く 原型》と考える 場合，存在理由が 大部弱まる。 それが， 

I.v,23 を く 原型》から省いてみた 理由であ るが， これには些か 心残りがあ 

る 。 というのは， v. I,23 が同時に題名の「空性」 ( 「 atna.gotra) の意味を説 

明 する重要な偶であ る ( 偶の後年 に vigayahparam 沖竜 hadar 鮒 n 豆田 subharat- 

  tnatraya-sargako  yatah  とみえる ) からで，他に "ratna-%aya" の句の現わ 

れる褐はない。 尤も， この褐には， gotra, の 語 なく，それは ， v. I, 乙の第三 

旬， Band 曲 e  gotre  tatphaIasy6pac 敏 at,  とあ るのみであ る。 ， tat-phala, 

は 内容からみて " 「 a 血 a-t 「 aya" を指していることは 明らかであ り， 且 ，題名 

は本文中になくとも ，内容の点から 付けられる例は 多いので， v. I,23 を欠い 

ても全体の構造に 不斉合を来たすことはないであ ろう。 

この省略の結果， 見 ゆる分類や範 時 化は論； 、 ，ら 除かれることとなり ，全体 が 
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たビ 一章，そのうち 最初の 3 褐が，帰敬 序 として「姉宝」 ( 「 atna-traya) への 

帰依，次の 22 褐が本論としての「性」 (gotra) の説明，そしで 最後の 2 褐が 
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 型 》を縮小させる 可能性 は あ りえないであ ろ 5 。 この推定は併し 第二の作者 

を，現在みられる 如 き 『空性 論コの 骨格を作り上げた 者として，極めて 重要な 

らしめる。 或は同じ論の 増補者が ， 直ちに白ら註釈をかいた 力、 とも想像される 

が ，その者は何れにせ よ，く 原型》の作者に 劣らぬ力量のものとみなさざるを 

えないであ ろう。 

VII   

  

以上，甚だ主観的な 推定に頼って P 宝 世論 コの 原型探求を試みたのであ る 

が，未発見の 資料が有力な 客観的 デ （ タを 示さない限り ，よ り進んだ決定は 不 

可能であ ろう。 勿論，私の推論の 不備や，考え 直さるべき諸点も 多々あ ると思 

うが ，それについ・ c は識者の叱正を 仰ぎたい。 なお，参考 迄に ，附録として ， 

上述 く 原型》と推定された ガ 褐の梵文を載せておこう。 

註 

1.  "A  Fra 弩 ment  of  the  Uttaratantra  in  Sanskrit"  by  H.W.BaiIey  &  E.H. 

Johnston.  (Bu Ⅱ・ S.O.S.vol.VIII,  P 打 tI,  1953%  そこには， B ⅨⅢ isattva  Arya- 

Majtreya  ㍗ 桂 として，ニ室 性論コの v.I,1.  及び v.m  ,  l-10  がのせられている・ 

2. 但し，論そのものには 著者名なく，法蔵 め 『大乗法界無差別論 疏 』に述べてあ る   

( 大正， 44.p.63c). 

3. 例えば，月輪 賢隆 ，『完売一乗空性 論 について』・ ( 日本仏教学協会年報 第セ年 ， 昭 

11). 教授は，チベット ，中国両方の 所 f を 合籾 されて，そ木偶 挙 を堅 慧作 ， せ釈偶茅 

( 註偶 ) を弥勒 作 ， そ 散文秋冷 ( 長行 ) を無著作と推定された・ 

4. 法師に対する 敬重の強制は 恐らく漢訳当時の 中央アジアにおける 歴史的背景， 例え 

ば ，何奴に よ る仏教徒迫害等の 反映であ ろう・ 

5. 第 Ⅱ 章 以後のそ 釈侶 愛で， 団 oka, と よ ばれたものは ， v. Ⅱ， 73 を除いてはすべて 

AndStubh 韻であ る・そして， v. Ⅱ， 73 は漢訳になく ，しかもその 語法に古 い ものが 

あ る一一例えば ，菩薩を m 血 ar がとよぶのは 他の部分にはみられない・ m 皿 ar 鹸は 

通例，仏の称号とされる ，   ので，他の古い 経典からの引用でないかと 思われる・ 

従って第三の 仮設にも矛盾はない・・ 
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6. 中には数 渇で ュ連の意味を 示すものもあ る・ vv.52 ヰ 3 もそうであ るが， v. 1, 30. 

鍋 ， 42, 及び 蝸 ，はやはり一連のもので ，而も全体の 主語は， v.45 にあ る・ Jinag 狂 

rbha, で統一されている・ 従って， v.35 の第 @ 行の梵文・ subhatm ぁ u ぬ anityatva- 

gunap 荻 amita 曲 alam, は jinagarbha を修飾する有財 釈 合成語として ， gunap- 

aramit 手 phala 甲と ，訂正しなければならない・ 

7,  チベット 訳 ・ - 一・ Sgom 山 Ⅵ ( デ ルゲ 版 p.120a,1.2: 漢訳僻説三 %, ( 大正 31. 

p,844a,). 

8. 第一調『如来荘厳智慧光明人一切 仏 境界経 J ( 大正， N0.35 の， 12 巻， p.242a   

第二課『 度 一切諸仏境界 智 蔵 経』・ ( 大正 N0 3 球 ), 同上 p.251a. 

9. 例えば，同じ 如来 蔵 思想を説く 析 大乗起信論』 も末尾に近く 弥陀信仰を示してい 

る・併し， 仁 大乗法界無差別論』 や仁 仏性論』は同じく 如来 蔵 思想を説 き 乍ら，弥陀 

信仰については 何もふれていない   

軸 TNAGOT 軸 VIBHAGA 
(SLOKA ， GRANTHA) 

(Namo@ ratnatrayaya/) 

Yo  buddhatvam  an 百 d ニ   ladhyanidhana 甲 るれ nta 中 vibuddhah  svaya 甲 

Buddhv 衰 ( 俺 budhabodhan を 亡ぬ am  abhaya 甲 m 石 rga 中 dideSa  dhruvam/ 

Tasmmai ] 奇石 nakrPasivajravaradhrg-duhkhankura Ⅰ kacchide 

怖 n 百 drggahanopa 寓 Ⅱ dha-vimaHp 丁百 k 蛋 abhe 七 %e  namah//I//(v.1,4 ウ 

Yo  nasan  na  ca  san  Ⅱ 8  % 台 pi sad-asan  nanyah  sato  n 盆 sato 

， sakyas  tarkayitu 中 ㎡ ブ Ⅱ k げ apaga 亡 ah  pra 亡 y 百名 mavediya ト / 

Tasmai dharmadiv 石 kar 百 ya  vimalaj う衰 navabh 互 satviSe 

Sa Ⅰ v 令叶 amba ゃ a-% 百 gador れ timira-vy 百 gh 互 takartre  nama ゎ //2/7(1,9) 

Ye  samyak  pratividhya  sarv 巧 a 援 ato  nair 色名 myakoti 甲鮒 v れ田 

Taccittaprakrtiprabh れ svara 亡 ay 耳 ， klegaSvabhav6k 睾 a り乙 t/ 

SaFvatra Ⅱ ugat 百 m  an 百 vrtadhiyah  pagyan 杜 sa 中 buddhat 乙甲 

Tebhyahsattvavi@uddhyanantaVi 聴 aya-J う百 nek 苧廿 nebhyonama Ⅱ 7/3/A'I,13) 

(Gotram/) 

Buddhaj 五衰 n 食 ntargam 衰 t  sa 化主 va 甘百る ㏄ 

。 。 5 
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TannalrmaIysy 今 dvayaW 石 t prakr ゆ互 / 

Baudd れ e  gotre  tatphalasy6pa ㏄Ⅰ 衰 d 

Ukt 衰 h  sarve  dehino  bud4haga Ⅱ bh 石ね //4/ 八 1, ガ ) 

Sad 衰 p モ ak 丁セ yasa 中 kligtah  suddharatn 令竹 ba 柑 mbuvat/ 

Dharmadhimukty ， adhiprajna-samadhi-karunanvaya@//5//(I ， 30) 

さ ubh 令 tma-sukha-nityatva- 宮Ⅱ ゃ ap 在 ramita-phalah  / 

Duhkhammc-chamaprapticchandapranidhi-karmakah/@/6//(I ， 35)   

Mah6%adhi 丘ニ Vameya 皆甘や a Ⅰ atnak 号 ay 合 kara ト / 

Pradipavad  anirbh 衰 gagunayuk も a-8vabh 在 vatah7/7/7(1,42) 

Prtagj   narya-sambuddha-tathat&vyatirekatah/ 

SattveSu  jinagarbho  。 ya 中 de 鮭ぬ s  tattvadar@ibhih/78/7(1, 蝸 ) 

Asuddho@ ， suddha@uddho@ 。 tha@ suvi@uddho@yathakramam/ 

Sattva 山頂 tur  i 社 prok 七 lo  bodhisattvas  tath 衰 gatah/797/(1,47) 

SarVat 甫 nugata 中 yadvan  ㎡ rvikal ㎡ tmaka 中 nabhah/ 
  

Cittaprakrti-vaimalyadh 百 mh  sa Ⅳ atragas  tath 百 //10/7(1,49) 

Yath 互 sarvagata 中 saukSmy 石 d  互 k 覆 5a 甲 nopa Ⅱ pyate/ 

Sarvatravasthitah  sattve3z tath 衰 ， ya 中 n6palipyate//1177(1,52) 

Yath 衰 sarvatra  lok 互 n 在 m  衰 k 穏 a  udavyayah/ 

Tathaivasa 甲 skrte dhatav  indriy 乙や 在中 vyay6dayah7/12//(1,53; 

Yath 百 nagmibhir  衰 k 互 Sa. 甲 dagdhapurva 甲 ka 挿 cana/ 

Tath 衰 na  pradahanty3 ena 中 mrtyu-vy 乙 dhi-ja 甫 gnayah//13/7(1.54)   

PrthiVy  ambau  jala 甲 v 在 yau  v 訂 ur  vyomni pratiSthita ね / 

Apratisthitam@aka@am@ vayv ， ambu ， ksitidhatusu//14//(I ， 55) 

Skandha ・ dhatv ， indriyam@ tadvat@karma ， kle@a-pratisthitam/ 

Karma ・ kle@ah@ sada@ yonimanaskara-pratisthitah//15/ Ⅱ   I ， 56) 

Ayoni@omanaskaras@ citta@uddhipratisthitah/ 

Sarvadharmesu@cittasya@ prakrtis@ tv@apratisthita//16//(J ， 57) 

Prthiv 下 (dh 衰 tuvaj J 丘 ey 乙 h  skandhayatanadh 衰 tavah/ 

Abdh 衰憶 -sadr@ 百 I 寅 ey 在ね karma-kleS 衰 h  6ariri 珪乙 m7717/7(1,58) 

AyoniSomanask 衰 ro  vij 寅 eyo  v 衰 yudh 石 tuvat/ 

I.  Johnston,s  Text  &  Tjb.; 一 p 百 ramlt 宜 ph 杣 am   

2.  MsB.  :  satvo, Ⅲ b.reads aS  if,s 従 vasattve 雙 lv  avasthit 俺 tath 乙 ， yam  nopali-   

p 丼 e   

4
6
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Tad-am 五 laprati 釘 h 在 n 衰 p 「 akrtir  vyomadh 石 tuvat//18/ 八 1,59) 

Cittaprakrtim  衰打 n 在 。 yoniSo  manasah  krtih/ 

Ayoni5omanask 在 ra-prabhave  kleSa-karma 珪五 //19/7(1,60) 

  KarmakIe5 食 mbu-sa 中 bh 廿 t 衰 h  ska Ⅱ dh 令 yatana-dh 呑 tavah/ 

Utpadyante］irudhyante》atsamvartavivartavat//20//<I,・ 
Na@ hetuh@ pratyayo@ napi@ na@ samagri@ na@ codayah/ 

Na@ vyayo@ na@ sthitis@ cittaprakrter@ vyomadhatuvat//21//(1,62) 

Clttasya  y 互 ， sau  prakrtIh  prabh 百 svar 匠 

Na  Ⅰ 衰 tu  s 衰 dyau 「 lva  y 衰 tl vlknIy 衰 m ノ 

Agantukai r 百 gamaladibhis  tv  as 衰 v 

Upaltl sa 王尹 kleiam  abh Ⅱ takalpaJal ね /722/7(1,63) 
  

Nlrv 丁 t 億ス Ⅳ upa Ⅱ ama-rugja 丁百 vlmukT 衰 m 。 

  AsyaIva  p 甘 ak Ⅰ tim  ananya 士 h 下 。 vagamya/ 

Janmadivyasanam rte ， pi tannidanam 

Dhimanto@jagati@ krpodayad@ bhajante//23//(I ， 66) 

Ananyathatma@ ， ksayadharmayogato 

Jagaccharanyo 。 naparantakotitah/ 

Sad 覆 'dVayo  。 S 百 V  aVIkalPakatVato 

'vinasadharma@ 'py@ akrtasvabhavatah//24/71,71) 

Sa dharmakayah sa tathagato【atas 

Tad 石 ryasatya 甲 param 今 rthanlrvrt 由 / 

  Ato@na@buddhatvam@rte@ 。 rkarasmivad 

  Gunavinirbhagataya 。 sti nirvrtih//25//(1,84) 

  (De さ an 百 -prayojanam7) 

S 廿 nyam  sarvam  sarvath 在 ta 旺 a  tatra 

J 五 eya 甲 megha-svapna-m 百 y 百 krt 谷 bham/ 

It%  uk 亡 lVa Ⅰ rVa 甲 buddha 山 Ⅰ 奇 tu も puna れ ki 甲 

Sattve  Sattve  。 stfti buddhajr  ih6ktam7/26/7(1,156) 

Lina 中 citt 中 hinasattvervV  avaJ 五百 

， bh 廿竜 agr 互 ho  bh 廿 tadharmapav 衰 da わ / 

Atmasnehag  ぬ dhikah  pa 奇 ca  doS 石   

3.@ Johns@ton ， s@ Text:pradahati   

  4.@ Johnston ， s@ Text:@ vimukta 
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A Treatise on "Koma-inu" 

Katsuya TAKEOKA 

Usually we have many chances to find "Koma-inu" (an image of a 
Korean dog) in front of the Shint6 shrines, besides in many ShintTi 
shrines, "Koma-inu" has been much related with them for a long 
time, so much so that there is said they always accompany "Koma- 
inu". 

Now thus, what is the reason that "Koma-inu" has been closely 
related with them? Formerly there was many scholars who had some 
theoretical problems of relation between two factors ("Koma-inu" and 
Shintb shrine temple) and their theories had almost an  infinite variety. 
But it seems to me that no former theories could have solved such 

theoretical problems. Therefore our object of this thesis is to try to 
solve the fundamental problem of relation between such two factors, 
refering to the former theories. First, it is the undeniable fact that the - 

form of "Kom-inu" imitated a lion, and the lion was not the wildly 
growing animal in our country. It is generally thought that the lion's 

a old native land was not China, but Sai-iki (@#) districts. In China, 
the scriptures imitating lion was manufactured in the age of Gokan . 

(@g), and the Buddhistic arts were always accompanied with that 
scriptures since the age of Rihcho(%$a). However the country of their 
origin was originally India and the time of their origin was able to go 

back to about D B. C., the age of King Ahoka. And it is supposed 
that the scriptures had relation to ancient European cultures, Persian 

and Syrian. In ancient Europe, it may be a certain fact that the 
scriptures of a lion or a monster (ji 9) were once made in Egypt 

and Babylonia. 
Especially in our c~untry ,  we suppose that this scriptures of the 

lion would be brought over from India accompanying the introduction, 



of Buddhism, and that the age of the introduction would be able to 
go back to Y I ~  A. D.. But the scriptures of the day are not always 
related with the present form of "Koma-inu". It  seems to us that 
the transformation in the scriptures to the form of "Koma-inu" would 
probably originate in IXA. D., the age of Neian (Fs). After that the 
distinction between the form of the lion and "Koma-inu" was gra- 

dually being come out. 
What is this "Koma-inu" which is distinguished from the lion? About 

this point, on the day when the great festival of the Shint6 shrines 

was practiced in the age of Heian (TZ),  a pair of left and right 

Ji(g)-statues (the statue of wild beasts) used to be put in position 
before the gate of the shrines. This Ji-statue is explained to be the 
stout wild beast which its body is like a cow and has a horn on the  
head, and which in China is said to have made an armour with a 
skin of the beast. This Ji-statue was named "Koma-inu" on the 

ancient pantomimic shrine-dance ( B u m ) .  Namely this Ji-statue had 
the intimate relation with "Koma-inu", and both had made up a 

couple. of Lion-"Koma-inu" (Shishi-Komainu), left and right. The posi- 
tion between this is related with the shrine-dance which arranges . 
side bg side the left lion and the right "Koma-inu". During this lion and 

"K~ma-inu'~was forming a couple, the figure of "Koma-inu" was gra- 
dua1Iy like the lion. But on the other hand, the term has been 
represented by " ~ o m a - i k "  and this like the lion has been generalizing. 
Moreover i t  seems to us that "Koma-inu" was moved step by step 
to the Shint6 shrines with an anti-demoniac belief. 

On the Jhana of Early Buddhism (continued) 

Yoshinori TAKEUCHI 



The Survey 

of . . 
The linguistical analysis of an ethical concept 

- in view of the Buddhist Philosophy - 

Genjun Hidemaro SASAKI 

The concept 'Buddhist Ethic' does, though being properly used, 

lead us sometimes to the embarrassing ambiguity of meanings, as  
both concepts, Buddhisin and Ethic, seem to be subject to different 

categories in themselves. In this paper, I would, therefore, examine 

one of the Buddhist terms, kusala (good), in comparison with one of 
the ethical terms, bonum, in view of the Buddhist Philology. 

Now, dynamics is one of the leading Hindu notions. India's terms 
have never got the rigidness of Latin 'termini', fixed notions. I have 

analysed the different shades of meanings of 'kuSala', by which an  
ethical concept as  such is to be distinguished from the Buddhistic one. 

Linguistically speaking, We may trace 'kuaala' (kusala in PPli) 

back to 'sQkyta' in Old Indo-Aryan : sQkyta-sukala-kusala. There would 

be the variety of etymological explanations of kusala: In Sabdakarpa- 

drurna we have : i. kli (ku+ kac) , ii. ku+ sal+ ac. In PBninl's grammar 
we have : kuda+la. While on this point, another interesting fact that 

has come to light may be noted. The explanation given by the PPli 

Commentator, Buddhaghosa. of kusala seems to be an echo of 

Brahmanical Grammarians. In his work, ~ t thas i l inf ,  Buddhaghosa 

explains : i. ku+salana, ii. kusa+lunati. It m;ans that the etymological 

explanations given by P P ~ i n l  and $abdakarpadruma have been absorbed 

and adopted by Buddhaghosa. 
Philosophically speaking, the meanings of kusala, in turn, have 

been developed through the ages : 'well done' (OIA. MIA. ) - 'skilful' 

(later Skt. ) -'being well' (supplementary meaning). All those meanings ' 
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have also been assimilated to PSli Buddhist terminology : kherna, 
anava j ja, kosallasambhfitii. Besides that, one more important meaning, 
'puiifia' (merit), has for the first time come to be added to it. The 
first group, khema, anavajja.. . etc., would, rather perhaps, be subject 
to the category of quality of kusala, while 'pufifia' (merit) would be 

subject to the category of essence of kusala. 'Pufifia' means not 

only 'good things worldly', but also 'good things super-worldly. 
Thus, we have come to the result : 
i. 'Kusala' means 'dharma' (eternal law), by which human-beings 

would be led up to the absolute one. It functions from above. 
ii. 'Kusala' means 'puiiiia' (merit), which would be taken into 

practise in this mundane world. 

Religious Thought in Goethe's Divan 

Goethe travelled twice (in 1814 and the next year) in Frankfurt, his- 
native place. This travel of his is said to mean a trip to the East 
to him. 

Goethe looked into the moral crisis of Europe of his days. He usually 
took flight a t  such a time, but never iitended to escape from many 
worries of life. His intrinsic craving drove him to look freely a t  the 
world and himself. Thus, Goethe awoke to what the East and the 
West are in perfect harmony, because they were believed to be 
opposed to each other, i. e. "Doppeleinheit". 

The source of his bringing the idea of "der West-ostliche" into 
existence, is the agency itself of "Steigerung", in which he does, nay, 
has to strive, delightfully regulated by devine influence, in his daily 
life. Actually, he makes an effort to compose poems. Therefore, 
Goethe's Divan might be called what he put his whole soul into.. 

His self-awakening to the spirit of "der West-ostliche" means, 
I personally think, his return to the West by transcending the East, 



and furthermore the West; then it is the aim of his constant efforts - <  

and activity to raise and deepen himself to intrinsical self. That can . 
not be done until he unites with immanent God in reply to the influ- 
ence of transcendent God. This is the keynote of mystic pantheism 
in Goethe's Divan. 

Although he had an experience of "Stirb und werde!" which leads 
to nothing but realization of great life, it does not seem that he could 

- 
clarify his sentiment, and live a restful life. He could not help keeping 
up constant efforts in raising more highly and deepening more profou- 

- 

ndly himself to intrinsical self. 
This is just the way he planned to release Europe, then on the 

point of losing humanity, froq moral crisis. Goethe is the man who 
did reveal this fact a t  the sacrifice of his own life. 

Acculturation of Christianity- in Japan 

Kbya TAGITA 

The average Catholic tends to confuse the fundamental maintenance 
of World-Orthodoxy and World-Communion in> the visible Ecclesia 
with uniformity of religio-cultural expression and eccesiastical admini- 
strative organization. This makes it difficult for the descendants of 
the old Japanese Christians to rejoin their mother Church. Without 
religious teachers for ,over three hundred years, the Secret Christians 
who were hiding underground in Kyushu, Japan, has created new 
ideas and practices which are well adapted to the mentality, life and 
local conditions. Many of the descendants of them in this age prefer 
to continue their own peculiarities and refuse to follow the common 

teachings of the Catholic Church which was introduced by the Euro- , 
pean missionaries after the reopening of Japan in the nineteenth 
century. 

In this article I indicated : 

1) The validity of a study of Secret Christian life and mentality 
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for the purp9se of clarifying the problem of Christian acculturation in 

Japan ; 

2) The direction of the change in their highly religious mentality 
which was influenced by the marthyrdom of their ancestors ; 

3) The difficulty which the Secret Christians underwent in their 
understanding of Latin words transmitted through the medium of Por- 

tuguese teachiug and tradition, and which appeared in such distorted , 

words a s  'trinity', the Sacraments and also in moral teaching ; 

4) Their effort to add their own meanings to such nonunderstable 
words which sometimes resulted in attributing a mysterious character 
to unknown foreign words like 'Suberito Santo', Yokano-shithiya 

(Eucharistia), Izuppo (Hyssopj and 0-tempensha (Penitencia); 

5) The polytheistic development of their Fai th- .  . - the development 
of the rite of collecting many gods from the recital of the names of 
Christian Saints in the Confiteor ; 

6) A polytheistic change concerning the mediator of prayers; 

7) The relationship which developed between dieties of Christian and 
traditional Japanese ancestor worship ; 

8) The developxent of the Japanese-type shrine on the graves of 
unknown Christian martyrs for the places of offering the private pra- 

yers of the  Secret Christians. 

~ e x t u a l  Structure of the ~atna~otravibha 'ga (Uttaratantra) 

and the Supposed Form of its Original Text. 

Jikido TAKASAKI 

Synopsis 

: The Ratnagotravibhaga (Uttaratantra), a text of Mahyana  Bud- 
, dhism, expounding the theory of 'tathagatagarbha' (%%%), consists 



of three parts, viz. "basic verses", "supplementary verses" and . . 

"prose-commentary". The Chinese translation attributes the whole 
text to Sgramati, but actually it  extracts those verses seems t o  be 
'basic' from the whole text, and puts them separately as the "Ka iU-  

text". While the Tibetan translation attributes the first two groups, 

i. e. all verses in the text, to Maitreyan~tha, and the third group, to . 

Asaliga. Under such circumstances, it  is difficult to decide who was 

the author of this text. And, a s  such a difference of traditions on 

the authorship seems to be halflp due to different views between 
Chinese and Tibetan tradiations with respect to the structual char- 
acteristics of the text, a careful examination on the textual structure 

will be required as one of fundamental studies for supposition of the 
author (or authors). My present article was done from this very point 
of view. 

The results of examination in the article are as  follows : 

1) Selection of "basic verses" in the Chinese K~rikz-text is not fully 
reliable, t h o u ~ h  it extracts 'those verses which are not supplementary 
or commentary' fairly well. 

2) A special use of the term "8loka" in the Sanskrit text is also 
not fully identical with what is termed as  "basic verses", but it  

denotes the most important group of'verses in the text. 

3) Besides A. "8loka"-group, there are two other groups among 

the Chinese K~rika-text or what are to be termed the "basic verses". 
They are B. "udaharana-uddma" verses and C. "udaharana" verses. 

4) Of these three groups, B. & C. seems to be of somhow later 

days. 

5) As for the original form of the text, we have two ways of 
supposition. 
One is to regard all the 60 verses in the,"9loka" group as  original. 

But there remains certain kind of inconsistency among verses. The 
other and more radical way is to regard only those verses of "Bloka" 
group in Chaoter I , except v. 1, 23 as original. By this we can get 



27 verses, and this will make the minimum form supposed to be the 
'original text'. 

This supposed form of the original text is shown in Sanskrit at the 
end of the present article. 
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第 9 回国際宗教学宗教史会議概要 

日 本 学 術 会 議 

第 9 回国際宗教学宗教史会議組織委員会 

I  趣 旨 

1  本年 8 月ガ日より 9 月 9 日にかけて，国際宗教学宗教史会議 (Internati ㎝ al 

  

㏄ n 簿 ess fof the History ofReI 滅 ons. 略称 I.C.H.R.) が日本にお 

いて開かれる。 人文科学部門における 学術的な国際会議として ，この規模 

のものほわが 国最初のものであ る。 
  

この会議は，宗教学宗教史をはじめ ，広く宗教現象を 学術的に研究する   

学者の集りで ， おょそ牛 世紀にわたる 歴史を有している。 その第 1 回は 

1900 年に バリ において開かれ ，その後， 1904 年バーゼル， 1908 年オック 

スフォ（ ド ， 1912 年ライデン， 1927 年ルンド， 1935 年プラッセルと 続き ， 

戦後は，第 7 回会議が 1950 乍にアムステルダムにおいて ，第 8 回会議が 

1955 乍に @p ， マ にお れて 開催された。 本年日本で開催される 会議は第 9 回 

となるが，初めて ョ （ロッパ以覚，特に ，東洋の地において 開かれる点か 

らみて，非常に 大きな期待が 寄せられている。 

これを機会に ，わが国における 広汎な宗教研究の 成果が世界の 学界に熟 

知されるぽかりでなく ，各国の宗教研究者が ，東洋，殊に ， 日本の字数の 

伝統にふれ，その 生きた実態を 直接に研究理解することになる。 

2  この会議の母体，機関は 国際宗教学宗教史学会 (InternationalAss ㏄ iatim 

for the History of Rel ㎏ ons. 略称 I.A,H.R.) であ る。 これは世界に 

おける宗教研究者の 国際的協力を 通じて，その 連絡と研究活動の 進展をは 

かることを目的とする 最も有力な国際的学術団体であ り，現在は，オラン   

ダのアムステルダムに 本部をおき，会長はイタリ「の ぺッタツォド 呂 (R. 

Pettazzoml) 教授，事務総長はオランダの プ レ（ カ （ (C.J.BIeeker) 教   

授であ る。 日本 よおぴ 数力国 冬 常置の国際委員をおく。 
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3  日本は国際宗教学宗教史学会の 国際常置委員会構成 委具 国として， ヒ 0% 

会の運営に参画してきている。 

第 9 回国際宗教学宗教史会議 は ， 日本学術会議が 主催の，この 会議のた 

め梁 特に設げられた 組織委員会がその 組織運営にあ たる。 

Ⅱ 計 画 概 要 

第 9 回国際宗教学宗教史会議は ， 1958 年 8 月オ口 ( 水 ) がら 9 月 9 日 ( 火 ) 

まで 14 日間にわたって 開催される。 この期間を 3 部に分ける。 

@ 第 工部 l 開会式，本会議 (TheCm 寮 ess) および関東地域の 研究調査 

(rese 酊 ch セ ㎝「 ) 
  

@ 2 第 部 i シンポジウム (Symposlum) ロ ユネスコの援助による コ 

@ ---- 第 3 部 l 関西地域の研究調査，研究討議および 閉会式 
m  会議日程． 案 ( 前号所柄 ) 

Ⅳ 第 1 部について 

Ⅰ 本 会 議 

a) 会 場 

東京産経会館 ( 予定 ) 

  

b)  本会議の主題 (Centra] Theme)   

「過去及び現在における 東洋の宗教」 (ReIjgion in the East 一 past and 

present) 研究発表はこの 主題 て 副うことが望ましいが ， 他の研究題目で 

も差支えない。 

c)  部 ム コ % 

本会議 は ，合同会議 (PIenary  session)  と部会 (sectionaI  meeting)  ょ 

り なる。 

合同会議は，覚人著名学者の 研究発表にあ てる予定であ る。 部 = は次の 4 

部門に分れて ，同時に並行して 行われる。 

(i) 未開宗教 ( Ⅲ )  現在の教 宗 ( 未開宗教を除く ) 

(iv) 宗教学一般 (ii) 古代の宗教 
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d)  研究発表者 

口 研究発表君の 数は，大体合同会議 4 人，部会 104 人， 計 108 人程度の 

見当であ る。 

口 このうち外人と 日本人の比率 は ・大体 2 対 1 となる。 

口 この 外 各地の研究調査の 機会において ，相当数の日本人発表者を 予定 

する。 

e) 発表時間 

口 木会議 は ，全体で 15 時間， う ち 2 時間を合同会議に ， 13 時間を部会に 

あ てる予定であ る。 

口 1 人の発表時間は 20 分，㌍ 問 時間を 5 分とする。 

f) 会議用語 

口 会議用 " は ，英語， ドイッ 語 ， ブランス 語 および日本語とする。 ただ 

しなるべく英語で 発表することが 望ましい。 

口 研究発表には 通訳ほつかない。 英語， 日本語の要旨をあ らかじめ作成 

して配布する。 

口 質疑応答には 通訳をつける 予定であ る・ 

9) 論文要旨 (Abstract) および紀要 (Proceedings) 

口 研究発表者は ， 4 月 30 日までに 600 語の英文要旨及 び如 0 字 詰 原稿用 

紙 3 枚の日本文要旨 各 2 部を捉出する。 これらの要旨は 会議双に印刷 

し 参加者に配布する。 

口 研究発表者 は ，紀要用欧文原稿 (2 ㏄ 0 話 以内 ) を 8 月打日までに 提 

出する。 

2  関東地域研究調査 

a) 研究調査 は ，本会議同様，純粋に 学術的な目的で 行われる。 観光を目的 

とするものではない。 

b) 調査 地 において，適宜，現地の 宗教事情に関する 学術的解説乃至研究論 

文の発表を行 う 。 

c) 研究調査の参 力 n 君は，調査の 実費を支払うものとする。 その額は別に 定 

め ' 
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める。 

d) 上記 a ～ c は第 3 部の関西地域研究調査についても 同様であ る。 

の 関東地域の研究調査 は ，日光 (8 月 31 日 ) および東京附近と 鎌倉附近 (9 

月 1 日 ) について行われる。 

f) 東京附近き よぴ 鎌倉附近の調査 は ，並行して行われる。 参加希望者は 何 

れか一方を選択する。 

V  第 2 部について 

シンポジウム 

a)  主 題 

「東西の宗教一滴 去 百年における 文化交流」 (Re]igionln theorient 

md  the  Occident 一 a  ㏄ ntnry  of  cultural e お change)   

  b) 基本的目的 

東西文化交流の 上で宗教が如何なる 役割を つ とめるか，過去，現在および 

将来にわたる 現実の問題を 中心にして討議する。 

c)  会 揚 

東京産経会館 ( 予定 ) 

d) 会議用語 

シンポジウムにおいてほ ，英語およびフランス 語を会議用語とする D フ 

ランス語は英語に 通訳されるが ，英語は仏訳されない。 

e) 参 加 者 

シンポジウムの 参加者は，第 9 回国際宗教学宗教史会議の 会員で，英語ま 

た ほ フランス語で 討議に参加し ぅ るものであ ることを原則とする。 

W  第 3 部について 

関西地域研究および 研究村議 

a) 関西地域の研究調査は ，伊勢，奈良，天理，京都等について 行われる 予 

定 であ る。 

b)   研究調査の外，京都において 研究討議，講演会その 他の行事があ り， 9 

月 9 日午後閉会式が 行われる。 
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W  会議参加について 

 
 

Ⅰ 参 加 者 ( 会見 ) 

a)  日本人参加 若は， 

(i)  この会議に関係のあ る学術研究者であ って，国内の 関係主要学会の 会 

員でなけれ ば ならない。 たビし 人数の制限その 他の事由に よ り，選考 ず 

ることがあ る。 

(ii) 参加費 1800 円を支払うものとする。 

b) 在日外国人参加者については ，別に考慮する。 

c) 参力 Ⅱ 者 ( 会員 ) ほ， 

㈹ 会議の全日程に 参 力 Ⅱ し 得る。 

(ii) 本会議およびシンポジウムの 論文要旨の配布をづける。 

d) 上記参加者 ( 会員 ) の資格をもたないものでも ，組織委員会が 適当と認 

ぬ た場合には，特に 参加を許される。 これを「準会員」と よぶ 。 

準会員については 別に定める。 学生で参加を 希望するものは ，この枠内 

で 考慮する。 

2  研究発表の申込 

参加者 ( 会員 ) のうち，本会議で 研究発表を希望するものほ ，組織委員 

会 に申し込むものとする。 たビし 入数に制限があ るので組織委員会に 

おいて選考することがあ る。 

Ⅷ そ の 他 

以上の外，詳細については ，参加申込者に 対して，改めて 連絡する予定で 

あ る。 
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日 本号を以て昭和 32 年度分の会 誌 発行を終ります。 

口 昭和 32 年度分学会費 御 未納のむきは ，この際 御 整理 い ただ ざ ます よう お願いいた 

します。 

口 会員名簿を作製したしますので ， l 円名簿の記載事項に 変更のあ った方及び旧名簿 作 

製 時 ( 昭和 29 年 ) 以後御入会の 方で入会申込 ヵ一ドの 記載事項 ( 氏名，佳所， 所 

凪 ，職名 ) に変更のめった 方はその 旨 御連絡下さい。 

仙さ市 片平 丁 ，東北大学文学部宗教学研究室内 

日本宗教学会編楽部 

  

仰 2 




