
キリスト教的実存 

 
 

ナ
 
-
 
Ⅰ
 

 
 

か
も
 

 
 

ら
れ
 

 
 

の
中
 

 
 

関
す
 こ

と
、
現
在
も
そ
の
 ょ
 

こ
の
世
界
に
実
存
す
る
 

な
い
も
の
で
あ
る
。
し
 

に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
 

る
 根
本
的
経
験
を
物
語
 う

こ
 
Ⅴ
 

限
り
 

た
が
 

こ
の
 

る
も
   

生
妾
ニ
 」
い
る
こ
と
 

自
己
中
心
的
な
 

っ
て
実
存
に
ば
 罪
 

世
に
実
存
し
ば
 じ
 

の
で
あ
る
。
 

、
将
来
も
そ
の
よ
う
に
生
 き
 

自
律
的
な
生
き
方
は
、
必
然
 

悪
の
必
然
性
が
か
ら
み
つ
い
 

め
る
と
同
時
に
 罪
 あ
る
 老
 と
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
存
在
に
よ
っ
て
 
脅
 

 
 

 
 

働
 ぎ
に
関
す
る
根
本
的
 

経
験
を
物
語
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

、
い
わ
ば
一
生
涯
 あ
 

ざ
と
な
っ
て
残
る
ほ
ど
深
刻
な
根
本
的
経
験
で
あ
る
。
 

 
 

く
ら
れ
る
の
で
は
な
 

 
 

 
 

れ
な
 っ
く
り
出
す
の
で
 

は
な
い
。
 

  

宮
 

本 

武
 

之
助
 

キ
リ
ス
ト
教
的
実
 存
 



し
か
し
キ
リ
ス
卜
者
は
、
神
が
 

と
ヰ
リ
 
る
こ
と
を
生
口
 白
才
ク
る
 
。
号
目
 
い
 

き
 、
共
に
生
き
ょ
 ぅ
 と
す
る
こ
と
 

こ
と
を
告
白
す
る
。
こ
れ
は
神
の
 

ま
た
キ
リ
ス
卜
者
は
、
こ
の
世
 

す
る
。
彼
は
神
の
恵
み
を
 3
 げ
 ろ
 

も
の
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
な
い
 

も
 認
め
る
。
彼
は
、
人
間
の
認
識
 

る
こ
と
の
出
来
な
い
所
の
デ
モ
 ニ
 

義
 ・
人
間
中
心
主
義
に
立
つ
こ
と
 

の
頽
 落
し
た
状
態
を
深
く
悲
し
み
 

人
間
社
会
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
な
 

じ
る
こ
と
を
告
白
す
る
。
こ
れ
は
 

ま
た
キ
リ
ス
卜
者
は
、
彼
が
 、
氷
 

る
と
同
時
に
、
永
遠
に
現
存
す
る
 

告
白
す
る
。
こ
れ
は
永
遠
の
生
命
 

以
上
の
べ
た
キ
リ
ス
卜
者
の
根
 

事
実
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
 

で
も
な
い
。
彼
は
神
に
よ
っ
て
 否
 

 
 

「
・
イ
エ
ス
に
お
い
て
和
ら
ぎ
、
共
に
あ
ろ
う
 

 
 

よ
う
と
し
て
い
る
彼
に
 、
 神
が
自
発
的
に
近
づ
 

 
 

生
 き
 得
る
 よ
う
 に
 、
 彼
を
神
と
和
ら
が
し
め
る
 

 
 

関
す
る
根
本
的
経
験
を
物
語
っ
て
い
る
。
 

 
 

全
く
脱
却
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
告
白
 

 
 

ぇ
ず
聖
潔
を
 追
い
求
め
る
が
、
自
ら
を
完
全
な
 

 
 

活
 の
み
で
な
く
、
彼
の
社
会
的
生
活
に
つ
い
て
 

 
 

た
人
間
の
実
践
力
に
よ
っ
て
最
後
的
に
解
決
す
 

 
 

た
が
っ
て
科
学
万
能
主
義
、
文
化
至
上
主
 

 
 

者
（
 神
 ）
に
捉
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
自
ら
 

 
 

、
そ
し
て
罪
悪
と
虚
血
と
が
食
い
い
っ
て
い
る
 

く
、
 

 
 

、
そ
れ
を
除
く
こ
と
を
自
ら
の
責
任
と
感
 

 
 

っ
て
い
る
。
 

遠
 な
も
の
で
な
く
、
自
ら
に
終
り
、
死
が
あ
る
こ
と
、
 そ
し
て
そ
れ
が
罪
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
認
め
 

神
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
 、
 彼
の
上
が
完
成
を
も
ち
、
 
神
と
共
に
あ
る
永
遠
的
生
を
望
み
得
る
こ
と
を
 

 
 

的
 経
験
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

さ
れ
る
と
同
時
に
 、
 救
わ
れ
肯
定
さ
れ
て
い
る
 

 
 

足
 さ
れ
る
の
で
も
、
ま
た
単
に
肯
定
さ
れ
る
の
 

 
 

よ
う
な
働
き
に
よ
っ
て
 、
 神
に
対
し
て
究
極
的
 

く 2 )   



キ リス ト教的実存 

 
 

 
 

神
 論
的
に
解
釈
さ
れ
 

 
 

 
 

ね
 、
神
の
中
に
飛
躍
的
 

 
 

 
 

連
続
は
認
め
ら
れ
な
 

 
 

 
 

っ
て
新
し
く
り
く
ら
れ
 

（
 
l
 
Ⅰ
）
 

た
 被
造
物
で
あ
る
と
告
白
す
る
。
 

次
に
キ
リ
ス
卜
者
を
審
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
い
、
 

 
 

超
越
的
、
普
遍
的
で
 

 
 

 
 

働
 ぎ
は
キ
リ
ス
ト
者
を
 

 
 

 
 

キ
リ
ス
卜
者
を
審
判
す
 

 
 

 
 

超
歴
史
的
で
あ
る
と
 同
 

 
 

 
 

て
 、
キ
リ
ス
ト
考
に
神
 

 
 

 
 

的
な
面
を
も
っ
て
 い
 

 
 

 
 

を
 内
的
に
証
示
す
る
 超
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
あ
っ
て
神
に
生
き
て
 

 
 

 
 

さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

キ
リ
ス
ト
と
共
に
 
仲
 

の
、
フ
 

ち
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
 

 
 

 
 

イ
ェ
ス
に
あ
っ
て
 
神
 

に
 生
き
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
、
認
む
べ
ぎ
で
あ
る
」
。
 

  ( 3  ) 



 
 

 
 

来
 事
は
、
歴
史
的
事
実
 

 
 

 
 

ス
 卜
者
た
ち
は
、
歴
史
 

 
 

 
 

し
 彼
ら
に
続
く
キ
リ
ス
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
第
一
次
的
証
 

 
 

 
 

、
こ
の
新
約
聖
書
の
中
 

 
 

 
 

自
身
が
、
そ
の
記
録
し
 

 
 

 
 

し
て
、
更
に
イ
ェ
ス
・
 

 
 

 
 

」
の
よ
う
な
神
の
働
き
 

 
 

 
 

る
 逆
説
と
し
て
の
現
実
 

 
 

 
 

生
命
を
も
っ
も
の
と
し
 

て
 新
し
く
り
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

に
そ
の
生
命
を
も
っ
 

 
 

 
 

の
中
に
あ
る
こ
と
に
 
ダ
 
 
 

 
 

 
 

、
こ
の
限
界
状
況
を
回
 

 
 

 
 

」
に
 プ
 ロ
テ
ス
タ
ン
テ
 

 
 

 
 

お
い
て
は
常
に
危
機
の
 

 
 

 
 

ぎ
 は
な
さ
れ
る
こ
と
に
 

 
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
テ
ス
 

 
 

 
 

れ
に
も
拘
ら
ず
キ
リ
ス
 

(  4  )   
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キ
リ
ス
 

ぎ
 存
在
で
 

し
か
し
そ
 

て
 、
も
は
 

う
 に
神
に
 

者
は
あ
く
 

と
人
問
と
 

１
枚
関
係
 

と
な
す
 神
 

 
 

が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
無
に
等
し
い
、
神
か
ら
離
れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
キ
リ
ス
卜
者
は
神
か
ら
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
が
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
・
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
て
い
る
亡
ぶ
べ
 

を
告
白
す
る
。
 

働
き
に
よ
っ
 

離
れ
得
な
い
よ
 

り
、
キ
リ
ス
ト
 

ラ
。
む
ろ
ん
神
 

を
、
 神
と
「
 我
 

の
よ
う
な
主
体
 

創
造
の
媒
介
で
 

一 
一 

こ ト を そ の ト 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
 ）
新
約
聖
書
コ
リ
 ソ
 ト
人
へ
の
第
二
の
手
紙
五
・
一
 セ
 

の
は
過
ぎ
去
っ
た
 、
 見
よ
、
す
べ
て
が
新
し
く
な
っ
 た

が
っ
て
 救
 

て
 彼
は
 、
ど
 

危
機
の
中
に
 

る
と
み
る
こ
 

お
い
て
危
機
 

の
で
あ
る
。
 

「
だ
れ
で
も
 
キ
 

た
の
で
ぬ
る
」
。
 

リ
ス
ト
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
新
し
く
造
ら
れ
 
ム
 

い
の
確
か
さ
は
、
彼
自
身
の
状
態
に
で
な
く
、
 

こ
ま
で
も
絶
対
他
力
に
よ
る
救
い
の
確
か
さ
を
 

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
働
き
が
、
こ
の
世
 

と
は
誤
り
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
 

の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
な
る
場
合
 神

の
働
き
そ
の
も
 

も
つ
の
で
あ
る
。
 

に
実
存
す
る
人
間
 

て
、
 彼
が
キ
リ
ス
 

に
も
絶
望
に
陥
る
 

に
者
で
お
る
。
古
い
も
   (  5  ) 



  

被
造
物
の
白
 

（
 
2
 ）
 

い
わ
れ
る
。
 

を
啓
示
し
、
 

キ
リ
ス
ト
 

え
 得
る
人
間
 

目
白
な
決
断
 

め
る
。
キ
リ
 

て
汝
と
 呼
び
 

そ
し
て
彼
は
 

ぎ
を
反
映
し
 

係
 」
を
も
っ
 

般
 、
ま
た
は
 

一
体
人
間
 

お
い
て
の
み
 

の
み
み
ず
か
 

神
は
キ
リ
ス
 

と
い
う
意
味
 

キ
リ
ス
ト
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
 

 
 

 
 

本
 的
関
係
 

創
造
的
に
こ
の
関
係
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ば
 」
に
 答
 

 
 

 
 

げ
 と
め
、
 

を
も
っ
て
そ
れ
に
こ
た
え
る
主
体
、
言
 い
 か
え
れ
ば
、
 

 
 

こ
と
を
 認
 

 
 

 
 

神
に
向
 っ
 

 
 

 
 

ぇ
 ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

栄
光
の
輝
 

 
 

 
 

「
 
我
 １
枚
 関
 

 
 

 
 

の
 特
質
 一
 

 
 

づ
 げ
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
る
。
 

 
 

 
 

0
 対
決
に
 

 
 

 
 

に
お
い
て
 

 
 

 
 

で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

力
 を
も
っ
 

に
お
い
て
、
人
格
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

者
は
、
こ
の
世
界
の
中
に
あ
っ
て
、
自
己
を
実
現
し
、
 

 
 

造
 に
よ
っ
 

 
 

 
 

し
て
、
創
造
の
自
由
と
、
 ( 6 Ⅰ 6 



キリ ス、 ト教 的実存  
 

 
 

世
界
の
あ
ら
ゆ
る
 射
よ
 

（
 
3
 ）
 

り
も
尊
い
こ
と
を
認
め
る
。
 

 
 

 
 

て
は
、
神
は
あ
く
ま
 

 
 

 
 

製
作
物
と
の
間
に
「
 我
 

 
 

 
 

も
ち
、
彼
を
人
格
と
す
 

 
 

 
 

い
 。
キ
リ
ス
卜
者
は
、
 

 
 

 
 

つ
の
で
あ
っ
て
 、
 自
ら
の
 

 
 

 
 

る
こ
と
を
許
さ
な
い
 聖
 

 
 

 
 

神
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
 

 
 

く
 生
き
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

に
よ
り
、
人
格
的
存
 

 
 

 
 

故
 、
社
会
学
的
見
地
か
 

て
 与
え
ら
れ
て
 

的
 活
動
に
よ
っ
 

間
に
な
り
得
な
 

間
は
、
こ
の
自
 

棄
で
あ
り
、
 
ま
 

ス
 卜
者
に
と
っ
 

で
あ
る
神
に
呼
 

 
 

 
 

に
 文
化
 

 
 

 
 

て
の
 人
 

 
 

 
 

べ
て
 人
 

 
 

 
 

本
 的
要
 

 
 

 
 

て
 キ
リ
 

 
 

 
 

的
 他
者
 

 
 

 
 

う
 に
キ
リ
 

  く 7 Ⅰ 



 
 

 
 

自
ら
を
、
自
ら
の
律
法
 

 
 

 
 

社
会
的
な
生
の
形
相
を
 

 
 

 
 

体
内
個
人
と
し
て
 

 
 

 
 

に
お
い
て
自
律
的
で
あ
 

 
 

 
 

神
と
の
関
係
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

映
す
る
 よ
う
 に
神
に
働
 

 
 

 
 

も
 呼
応
の
関
係
を
も
 

 
 

 
 

円
ら
に
対
す
る
呼
び
か
 

 
 

 
 

。
言
 い
 か
え
れ
ば
、
 常
 

 
 

 
 

に
拉
 ぎ
 、
 喜
ぶ
も
の
と
 

 
 

 
 

」
に
よ
っ
て
 、
 自
ら
を
 

 
 

 
 

ぎ
 キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
 

の
 論
理
が
見
出
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

神
を
信
じ
た
の
で
あ
 

フ
の
 
」
 0
 

 
 

と
な
り
、
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
に
宿
っ
た
」
。
 

 
 

 
 

な
ろ
 う
か
 。
ま
た
人
は
 

 
 

よ
ゥ
か
 」
。
 

 
 

び
、
 泣
く
者
と
共
に
泣
ぎ
な
さ
い
」
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 



キ リス ト教的実存  
 

 
 

し
て
の
み
、
神
の
「
 こ
 

 
 

 
 

こ
の
意
味
に
お
い
て
の
 

み
 自
律
的
で
あ
る
・
 
-
 

 
 

 
 

、
相
互
に
呼
応
し
、
 

 
 

 
 

交
渉
に
よ
っ
て
自
己
 表
 

 
 

 
 

ぎ
る
こ
と
に
望
み
を
も
 

つ
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
 共
に
生
き
よ
う
と
 

 
 

 
 

歴
史
や
社
会
の
法
則
に
 

 
 

 
 

対
す
る
呼
び
か
け
と
し
 

 
 

 
 

倫
理
化
し
つ
つ
、
隣
人
 

 
 

を
 自
由
な
人
格
と
し
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

め
る
が
、
自
ら
の
 人
 

 
 

 
 

真
 で
あ
り
、
彼
の
生
死
を
 

 
 

 
 

の
国
と
神
の
義
を
求
め
る
 

（
Ⅰ
Ⅰ
 

ノ
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
た
し
か
に
 キ
 

 
 

 
 

く
こ
と
ほ
出
来
な
い
。
 

 
 

 
 

に
 呼
応
の
関
係
を
も
つ
 

 
 

 
 

て
 自
ら
を
見
出
す
の
で
 

  (  9  ) 



 
 

 
 

示
す
こ
と
が
出
来
な
 

 
 

 
 

て
 神
に
生
き
る
者
と
 
雄
 

 
 

 
 

る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
世
 

 
 

 
 

働
き
か
け
を
指
し
示
す
 

 
 

 
 

わ
ゆ
る
カ
イ
ロ
ス
 

と
 

 
 

 
 

を
、
 
神
の
救
 
い
の
 
働
 き
 

 
 

 
 

あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
・
 

 
 

 
 

ば
 」
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
 

 
 

 
 

に
よ
り
、
単
に
自
己
妻
 

 
 

 
 

己
 超
越
的
に
指
し
示
 

 
 

 
 

者
は
歴
史
的
文
化
の
世
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
は
、
す
べ
て
添
え
て
㎝
 

与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
。
 

一
 一
 



キリス ト教的実存 

 
 

 
 

た
し
の
う
ち
に
生
 き
 

 
 

 
 

な
 さ
さ
げ
ら
れ
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
得
ら
 

 
 

 
 

言
 う
 。
も
し
 割
 

 
 

 
 

、
も
う
一
度
 言
 

 
 

 
 

リ
ス
ト
か
ら
 離
 

 
 

 
 

強
く
か
た
い
て
）
 

 
 

 
 

 
 

だ
け
で
 お
 る
。
」
Ⅱ
 

 
 

 
 

た
し
た
ち
は
愛
と
い
う
Ⅱ
 

 
 

 
 

き
 キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
 

の
 論
理
が
見
出
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

の
 意
味
が
否
定
さ
れ
た
 
所
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
 

 
 

 
 

徴
は
超
越
 的
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

わ
に
す
る
の
み
で
な
く
、
 

 
 

 
 

間
 自
身
を
あ
ら
わ
に
す
 

 
 

 
 

、
も
し
く
は
そ
の
生
命
 

 
 

 
 

る
だ
け
で
あ
っ
て
 、
神
 

 
 

 
 

が
 単
純
に
同
一
視
さ
 

（
 
3
 ノ
 

こ
と
は
出
来
な
い
。
 



 
 

 
 

を
な
す
こ
と
に
 ょ
 り
、
 

 
 

 
 

ぎ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
 

 
 

 
 

定
 的
な
こ
と
が
生
じ
た
こ
 

 
 

 
 

」
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 

し
か
し
彼
は
ま
だ
完
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
、
 

 
 

旋
の
時
を
待
ち
望
ん
で
 

 
 

 
 

間
 に
生
き
て
い
る
こ
と
 

 
 

 
 

出
現
し
た
キ
リ
ス
ト
に
 

 
 

 
 

」
に
」
を
見
る
。
こ
こ
に
 

 
 

 
 

。
す
な
わ
ち
彼
は
 、
こ
 

 
 

 
 

し
 、
こ
の
力
の
現
実
的
 

 
 

 
 

彼
は
こ
の
歴
史
的
現
実
 

 
 

 
 

に
 立
ち
、
こ
の
神
の
働
 

ぎ
を
象
徴
的
に
指
し
示
す
在
り
方
を
な
す
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

彼
は
、
文
化
的
活
動
 

 
 

 
 

直
接
の
机
 手
 と
し
て
 白
 

 
 

の
た
め
に
い
の
ち
を
 捨
プ
 
・
 
，
る
 
べ
 き
 で
 よ
 
の
る
」
。
 

 
 

 
 

丘
ゑ
憎
 し
示
す
形
式
 

 
 

 
 

て
 、
有
限
な
る
 

 
 

 
 

ば
な
ら
な
い
。
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自
己
を
実
現
す
る
に
す
 

 
 

 
 

聖
な
る
主
体
と
し
て
の
神
 

 
 

 
 

人
間
と
の
間
に
も
「
 我
 

 
 

 
 

る
こ
と
を
認
め
る
。
三
 
%
 
由
 

 
 

 
 

な
す
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 彼
 

 
 

 
 

現
し
、
文
化
を
創
造
す
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

に
 来
だ
ろ
う
と
す
る
 

 
 

 
 

働
 ぎ
に
対
応
す
る
在
り
 

 
 

 
 

を
も
た
な
い
自
己
実
現
の
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
 

を
 象
徴
す
る
性
格
を
も
ち
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

を
 無
視
し
て
、
人
間
 

 
 

 
 

よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
 文
 

 
 

 
 

え
、
 神
の
働
ぎ
を
象
徴
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は
 

し
が
 
ぎ
 

 
 

 
 

が
 、
チ
ベ
ッ
ト
に
 
き
 

 
 

 
 

ト
 の
後
期
流
伝
仏
教
の
 

 
 

 
 

な
く
紹
介
さ
れ
る
の
を
 通
 

常
 と
し
て
ぎ
た
。
 

し
か
し
、
か
よ
う
な
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
観
の
み
な
ら
ず
、
 

 
 

き
ら
れ
る
も
の
が
あ
 

 
 

 
 

ヘ
ッ
ト
仏
教
を
推
測
す
 

 
 

 
 

0
 間
 題
 に
と
ど
ま
ら
な
 

 
 

新
認
識
の
問
題
に
つ
た
が
る
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
て
は
、
具
体
的
に
 

 
 

 
 

来
の
学
者
の
通
常
の
仕
 

 
 

 
 

て
こ
れ
に
聯
関
性
を
も
っ
 

密
教
者
と
し
て
 

｜
 
と
く
に
 

の
ァ
 

持
駒
 
の
 テ

ィ
ー
シ
ャ
 

問
題
を
め
ぐ
っ
 

羽
 

て
 @
 一
 

田
 

野 

7 白 

猷 
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紐
下
 ）。
 

 
 

 
 

 
 

訊
立
 。
そ
の
た
め
本
書
は
 チ
 ベ
 
%
 

してのアティーシャ  
 

「
 緩
 ㌧
 注
め
 -
 
い
 
の
 0
0
 

。
の
・
の
 

e
 
,
 

 
 

 
 

は
 時
論
 暦
 で
、
ア
テ
ィ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

輸
卒
で
、
仏
教
の
も
っ
 

 
 

 
 

橋
本
光
完
訳
九
四
頁
 以
 

 
 

た
い
と
思
 う
 。
 

 
 

 
 

土
用
 

尺
 
ピ
几
 

Ⅰ
 Ⅱ
 
卜
 
亡
卜
 

Ⅰ
 L
 
レ
 
え
 た
 か
う
 
ノ
 

 
 

 
 

て
ば
、
す
で
に
「
 
チ
 

 
 

 
 

旧
稿
を
補
筆
し
た
も
の
 

が
 本
稿
で
あ
る
。
 そ

の
 
一
 

 
 

 
 

日
 を
あ
ら
か
じ
め
例
示
 

 
 

利
 で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
出
し
馬
の
し
 

C
 し
し
 
由
 （
の
 
｜
 



 
 

 
 

今
日
に
お
い
て
も
な
 

 
 

口
 田
口
 王
の
 
（
 
い
 
の
目
の
口
 ぺ
 ㏄
 つ
 し
 オ
 Ⅱ
 
し
 z
,
 
 
）
 緯
 0
,
 

の
・
 

ト
 
e
 。
 

 
 

 
 

マ
ソ
 が
あ
る
。
彼
も
ま
 

 
 

 
 

斗
 三
の
 ヨ
 曲
ヰ
 
コ
 ，
の
め
㏄
 
0
 コ
丁
 

 
 

と
い
い
、
 

 
 

 
 

本
初
伝
 富
室
 ）
目
色
 

倖
 ず
ら
 

 
 

ャ
が
 、
よ
し
ん
ば
実
際
に
は
 チ
ベ
ソ
ト
 に
お
け
る
 時
輪
 の
 最
初
の
流
布
者
で
は
な
 

 
 

 
 

円
 Ⅰ
し
口
 
円
 ，
 ロ
 0
 行
Ⅰ
 

ハ
 
Ⅰ
 
-
 で
 ・
 ト
と
 

1
.
 と
い
う
。
 

 
 

 
 

な
 主
張
は
チ
ャ
ン
 
ド
 

ラ
 ・
 ダ
ス
 に
起
因
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

に
つ
い
て
、
筆
者
の
見
 

解
 を
あ
ら
か
じ
め
回
答
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

 
 

 
 

ョ
 ー
マ
・
 ド
 ・
 ケ
レ
 

 
 

 
 

傾
 ，
何
の
あ
る
こ
と
を
 否
 

（
 
l
1
 

ノ
 

 
 

 
 

を
も
っ
て
お
こ
た
わ
れ
た
 

 
 

摘
 し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
 

 
 

 
 

れ
が
ど
う
し
て
一
般
に
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密教者としてのアティーシャ 

時
輪
暦
と
 考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
。
 

 
 

デ
を
 き
暦
 」
と
 よ
 び
、
 

 
 

 
 

る
 。
 時
輪
暦
 に
よ
る
記
述
 

 
 

 
 

う
な
い
 0
 し
い
て
い
え
 

 
 

 
 

位
 と
し
て
第
二
・
第
三
 

 
 

 
 

く
 お
こ
な
わ
れ
て
い
る
 

 
 

 
 

数
の
誤
差
を
生
じ
て
き
 

 
 

 
 

問
題
の
解
釈
が
 、
 自
ら
 

 
 

 
 

暦
を
 チ
ベ
ッ
ト
に
設
立
 

 
 

 
 

」
と
が
あ
る
。
補
足
的
に
 

 
 

 
 

柵
が
 紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

ャ
の
 生
没
年
等
は
時
 輪
 

 
 

 
 

ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
よ
り
 多
 

少
 後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
、
 

 
 

さ
れ
弘
め
ら
れ
、
 
依
円
 さ
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

典
 の
一
つ
と
し
、
 時
輪
 

 
 

 
 

ム
派
史
 」
（
東
北
大
学
文
学
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

附
随
的
か
っ
派
生
的
で
は
あ
る
が
に
対
す
る
 
筆
 者
の
見
解
を
前
も
っ
て
 

 
 

 
 

緊
密
な
聯
関
に
あ
っ
た
か
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チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
目
録
 

そ
の
 
二
 

 
 

 
 

D
 と
こ
ろ
で
 

 
 

 
 

関
係
が
如
何
に
 

 
 

ら
な
い
。
 

 
 

 
 

の
 チ
ベ
ッ
ト
 

 
 

 
 

て
 お
ぎ
た
い
。
 

 
 

 
 

3
f
 
日
 o
,
 
z
 

。
 、

現
存
 

看
取
さ
 

大
蔵
経
 

の
い
の
 

ぺ
 ）
 

 
 

 
 

時
輪
 （
本
尊
名
）
」
と
解
説
 

 
 

解
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
 
る
 。
 

 
 

 
 

昭
 。
 時
輪
 で
は
回
教
 

紀
元
を
用
い
て
、
年
数
の
計
算
が
お
こ
た
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

表
し
た
。
 

 
 

 
 

同
時
に
そ
れ
は
、
 
包
環
毬
 

 
 

 
 

 
 

で
も
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

の
 諸
学
者
の
主
張
に
も
 

（
 
3
 り
 

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 は
下
そ
の
論
証
を
す
す
め
 よ
う
 。
 



 
 

 
 

本
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

叫
 

 
 

 
 

 
 

㎎
 

 
 
の
 

 
 

一 万 イー、 シャ 

沖 Ⅰ /@@@ 白 l ほ の 

シ ュ ト つ 部 か い 駆     
た 一 

上 八の   ュ 典の っお   
  

ゾ 

の 

「Ⅰ・ 

万 
  
ン 

  
    c ノ " 
t ⅩⅠ 。 

卜 

及 
び 

  「 
ア 

ン 

ギ ，子葉 増こンょ越 てれてん   

  

ノン 

  目 

  
Z 

な ト O の 

し 立   。   
  ソ Ⅰ ノ '     こ ギ か ゆ   T の ュ 

  



 
 

 
 

ら
な
い
。
 

(2(n フ 20 

， し 白 も フ 。   
れ る に大 同 所 遥 ゲ産 ソ と う 誇 ま プ か を         
ぢ て車 曹る 。 皇条緒就喬馨 素手 ; 手無主簿 

    
くャ " とホ 

し 転 学 菱 田 

逆 の は 日 

  
と 先 。 お こ 5 が つ ね い び す テ こ て ン 
い 述 い 
つ め て 

る ィ と 疑 を 
と l に わ お 

て 諸 
  

こ シ も な い 
よ 半 デ 
い 者 ノン 

で の   あ 次 は ま に 
あ 生 板 り ぐ な た 人 
ろ 張 、 チ い プ を   ナ   。 ト ブ持 

    ソ め 
チ     ル ト が ，、 、 ぇ 
  ン 例 ア の が ソ い 寺 の 時 ら 
  版 外 テ 多 で め て が 第 輪れ 
  の ぎ 看   ア 一 一 " に た 
大 何 で は @  ィ き ャこ た 適 時 テ の 強 い 
茂 れ な シ 及 
経 

。 で 革命 ィ 偉 い と 
アァ ヒ い ャ ん デ は に 

史 お 
l 人 

、 ン と 

関 い 
。 の で か あ 関 心 つ 

の い ナ 観 取 
ル 訳 録 

ゲ り す 
@ 

ャ も さ て 
て   え る に 評 

え も ナ な ァ 
も よ 

タ ・ さ 
か ソ 著 れ ル Ⅰ "  -" ア 

よ 7 面 ち い 
っ さ 

  
ら   仮 作   タ で ィ 

い 
て れ 時 チ 

ア も で し ン あ l 
  

善 る谷 輪 べ 
  北 あ か 等 ろ シ 住 。 ） Ⅰ こ ソ 

て     さ プ 
全   

も ト 

{   
れ ト 

著 た ン 
つ 人 

も 時 の も と は 

  



密教者とし ての アティーシャ 

  

 
 

 
 

@
o
 

 
 

 
 

 
 

の
 密
教
に
お
い
て
ど
の
よ
 幼
 

 
 

ク
ラ
サ
ン
 ヴ
ァ
ラ
 ）
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

る
が
、
 こ

れ
は
「
 勝
楽
 

同
時
に
無
上
流
 

Ⅱ
・
」
 

1
 
無
上
疏
 伽
 ・
 母
 タ
ン
ト
ラ
部
の
密
教
 

C
 

 
 

 
 

ム
 テ
ン
リ
 ソ
 大
蔵
経
 建
 

 
 

 
 

参
照
。
当
時
、
 

 
 

 
 

と
し
て
勢
力
 

 
 

 
 

ス
ト
を
求
め
る
 

 
 

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

エ
 ム
・
チ
ョ
ー
全
書
に
 

 
 

 
 

の
の
 
レ
 ・
（
 
0
 （
・
㏄
の
，
 

笘
 n
.
.
 

「
明
明
 

燈
史
 」
 h
o
 
一
 
・
お
参
照
。
 

 
 

 
 

は
 ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
 

 
 

 
 

っ
て
当
然
補
足
 

さ
る
べ
 き
 も
の
が
あ
る
か
ら
で
お
る
。
 

 
 

 
 

通
常
 依
用
 さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

 
 

、
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
に
 

 
 

て
 、
多
少
立
入
っ
て
以
下
に
論
及
し
ょ
う
。
 

  



 
 

 
 

お
コ
 で
あ
る
が
、
 
そ
 

及
の
 

法
 」
 
註
釈
「
 

往
 、
 
ロ
 
c
a
 

現
観
 

ガ
 Ⅰ
口
の
の
 

分
別
」
 

旧
メ
 
「
 
口
 
r
a
 

宴
ヴ
王
 

の
 
村
隼
 
ザ
ロ
 

約
コ
）
 

コ
尹
之
 

め
逗
丘
ヴ
 

0
.
 
に
 
）
）
 

卸
 
田
 
か
ぬ
 

）
 
a
 
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

楽
 の
先
覚
次
第
を
扱
っ
 

 
 

 
 

柑
ご
帥
一
 

Ⅰ
 
田
デ
 
～
々
 

o
.
p
A
o
 

一
の
）
 

、
同
 

 
 

 
 

い
る
。
 
 
 

 
 

て
お
か
な
け
れ
ば
な
 

 
 

 
 

四
部
作
、
即
ち
「
 

宝
荘
 

 
 

 
 

法
 」
 妄
 0
.
 
し
 。
 
8
 、
 同
 

 
 

 
 

の
 翻
訳
も
あ
る
。
こ
れ
 

 
 

ヤ
 ク
テ
ィ
崇
拝
を
端
的
に
示
す
密
教
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

イ
 ー
シ
ャ
 
流
 と
よ
ば
 

 
 

 
 

統
を
形
成
し
、
後
世
に
 

 
 

識
 す
る
た
め
に
看
過
し
え
な
い
事
象
で
あ
る
。
 

㈲
砕
金
剛
（
 へ
一
 
ヴ
ァ
 ヂ
こ
 

 
 

 
 

ゅ
宙
廿
曲
臣
 

p
 。
 Z
0
.
 ぃ
肚
朝
 
と
 

%
 

 
  

 

 
 

尼
 0
.
 お
お
）
の
翻
訳
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

ま
た
次
の
よ
う
な
自
著
も
あ
る
。
 



密教者としてのアティーシャ 

㈹
無
上
疏
 伽
 ・
 画
 所
属
の
多
羅
 

 
 

 
 

ぅ
が
 、
多
羅
に
関
す
 

 
 

 
 

梯
に
 属
す
る
も
の
は
さ
 

 
 

 
 

ヤ
 グ
プ
タ
 著
 
「
多
羅
 天
 

 
 

 
 

コ
つ
つ
 
Ⅰ
 
腱
隼
 
Ⅱ
 
づ
 の
の
 
卸
宙
ダ
め
コ
笘
 

@
 

 
 

 
 

Z
o
,
 
に
 い
 の
）
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

外
に
も
な
お
存
在
し
 

 
 

 
 

あ
る
。
 今
 そ
の
一
例
を
 

 
 

 
 

に
 属
す
る
も
の
と
し
て
 

 
 

 
 

著
 
「
ド
ー
ン
ビ
・
 へ
｜
 

ル
力
の
甘
露
光
宙
 隼
ロ
ナ
 
Ⅰ
（
の
円
山
。
 

e
 
に
対
す
る
註
釈
」
 

 
 

お
よ
び
大
幼
歯
（
 マ
ハ
 

 
 

 
 

の
 著
作
 
宴
 0
 の
・
 
ぃ
黛
ダ
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

の
 生
起
・
先
覚
両
次
第
 や
 

 
 

 
 

結
合
タ
ン
ト
ラ
は
砕
金
 

 
 

 
 

と
し
て
後
世
に
伝
統
 し
 

（
八
）
 

た
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

㎏
 の
 

 
 

o
 
の
 

（
 
u
 ）
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
「
そ
の
 
五
 」
参
照
。
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㈲
秘
密
集
会
（
 グ
フ
ヤ
 サ
マ
ー
 ヂ
ャ
イ
 

㈲
「
秘
密
集
会
 世
 自
在
成
就
 法
 」
（
 

Z
0
.
 

奏
 0
 
じ
 、
 

る
 。
第
一
は
 ヂ
 ニ
ャ
ー
 ナ
 パ
ー
 ダ
 流
の
秘
密
集
会
 マ
 

 
 

Z
o
.
 

）
の
の
と
の
三
部
作
が
あ
 

 
 

観
、
第
二
は
観
世
自
在
の
 

コ
 

Ⅱ
無
上
輸
 伽
 ・
 父
 タ
ン
ト
ラ
 

Ⅰ
 
に
 

  

 
 

了
 ・
 
目
 0
 
の
）
に
関
聯
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
 

㈲
無
上
疏
 伽
 ・
画
一
般
に
関
聯
す
る
も
の
 

 
 

 
 

が
あ
る
。
本
書
は
多
 

 
 

 
 

め
 
*
E
 
才
 ㌧
 目
ず
曲
 
。
 之
 0
,
 
悟
 ㌧
 じ
 

 
 

 
 

｜
 シ
ャ
か
ら
伝
統
し
た
 

 
 

 
 

、
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
 密
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
つ
 
0
S
 
 

の
著
作
・
 

翻
 

 
 

 
 

楽
優
 破
堤
 舎
 」
 G
 擾
デ
 

 
 

 
 

聴
聞
 録
に
ょ
 れ
ば
、
上
記
 

 
 

 
 

が
詰
 る
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
。
 
上
 引
の
彼
の
書
 射
 

 
 

 
 

 
 

破
堤
 舎
 」
 ヨ
 0
.
 

）
の
め
 

e
 
 の
 

ぬ
 



密教者としてのアティーシャ  
 

 
 

テ
，
一
 シ
ャ
が
翻
訳
し
 
狗
 

 
 

 
 

 
 

ヂ
 ニ
ャ
ー
 ナ
 パ
ー
 ダ
 の
 
あ
 

㈲
 
黒
 閻
魔
 敵
 
宮
お
 逼
了
日
ゅ
 Ⅰ
 
田
 
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

聖
典
 金

剛
怖
畏
 
ミ
ゑ
 q
p
.
 

「
一
切
如
来
身
口
意
 

 
 

 
 

ソ
ト
ラ
 に
お
け
る
 
ヂ
 

 
 

年
 ）
参
照
。
 

 
 

（
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
第
九
号
）
参
照
。
 

伝
統
の
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

た
 密
教
者
で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

ハ
 ー
 ダ
 が
イ
ソ
 ド
 密
教
 展
 

 
 

が
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
：
（
 

4
 
工
 ）
 

 
 

ぎ
た
い
。
 

 
 

 
 

べ
 き
 ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
 

 
 

 
 

秘
密
集
会
と
 よ
 ば
れ
る
 

 
 

 
 

一
 サ
ー
チ
 
パ
ダ
 流
に
属
す
 

 
 

 
 

こ
れ
ら
は
、
ア
テ
ィ
ー
 

 
 

 
 

し
た
と
伝
え
ら
れ
、
 チ
 



ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
 は
、
 

 
 類

、
さ
ら
に
無
上
諭
伽
 

の
 希
望
も
充
分
も
ち
 あ
 

れ
を
遺
憾
と
し
、
チ
ベ
 

す
る
に
難
く
な
い
。
 

か
よ
う
な
 ド
ム
ト
ク
 大

邱
・
ド
ー
ハ
の
 シ
ュ
ソ
 
コ
ル
に
所
属
す
る
い
わ
ゆ
る
 辞
 r
u
 
ヴ
 ，
落
田
即
ち
 サ
 ラ
ハ
等
の
大
邱
（
マ
ハ
ー
ム
ド
 -
 
 
 

ハ
ド
マ
ヮ
ヂ
ラ
 、
イ
ソ
 ド
 ラ
 ブ
 ー
テ
ィ
等
に
よ
る
七
部
 ま
た
は
八
部
の
成
就
 書
衰
 0
 夕
燵
ぢ
 t
 。
燵
の
㏄
 こ
等
 の
 

部
 に
所
属
す
べ
き
種
々
の
 ウ
パ
 デ
ー
シ
ャ
等
の
伝
授
を
 実
際
に
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
広
く
そ
れ
を
流
布
し
た
い
 
と
 

わ
せ
た
，
 

-
O
-
8
-
 

し
か
し
そ
の
後
、
弟
子
 ド
ム
ト
ク
ン
 
に
よ
っ
 て
 、
そ
の
伝
授
を
諫
止
さ
れ
た
。
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
は
 、
，
  
 

ト
 に
来
た
意
味
が
な
い
 と
歎
 し
た
と
し
わ
れ
る
 

，
 @
 
 、
 

-
9
-
 

1
 。
 彼
 の
 密
教
に
関
す
る
関
心
が
ほ
ぼ
那
辺
に
あ
っ
た
か
を
 

推
 

ン
の
 制
止
、
そ
の
他
の
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
 ，
 
」
の
領
域
に
お
け
る
彼
の
伝
授
活
動
は
そ
の
後
目
立
っ
 て
 

l
 

I
 
Ⅰ
 Ⅰ
 Ⅱ

無
上
諭
仙
一
般
に
関
す
る
も
の
 

Ⅰ
 ヒ
 

シ を 種     
ァ プ ン テ 閻 の 法敵 要 十 

」 な師の ティー その ヱ考 、ト は ポ シ ー イ ぬ敵は として 芭 0 の・ の類に 

ャカ扱蕊 研一も 

            ，く が 、 

l 一 ア ・ 

は ご Ⅱ 

仏 
教 
史 
  
  
  
    
  
  
  
キ 
  
    
  
  
      

参 
照 。 " ム 

w   
訳 で っ ク 」     
も あ て シ に と 

あ ろ ア タ い ア 

ア     
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密教者としてのアティーシャ 

減
少
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
事
情
を
反
映
し
た
の
で
あ
 

ろ
 う
か
 、
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
に
収
載
さ
れ
て
い
る
関
係
 

文
 献
も
多
く
な
い
。
 た
 

だ
 、
「
輪
廻
出
離
 
意
 と
名
づ
く
る
 
歌
 」
 ゼ
 0
.
 
燵
あ
 ）
 
、
 「
 
法
界
 見
歌
 」
 稼
 0
.
 
め
の
 
）
 
巴
 、
「
三
昧
資
糧
 
品
 」
 我
 0
.
 
ド
 9
 ）
、
「
超
世
間
 
セ
 文
銭
 

軌
 」
（
 
之
 0
.
 
燵
串
 ）
、
金
剛
乗
の
「
根
本
過
失
 

広
註
 」
（
 
峯
 。
 燵
寒
 ）
、
「
身
口
意
 

善
住
 」
（
 
之
 0
.
 
淫
お
 ）
等
の
著
作
並
び
 に
そ
の
翻
訳
が
収
載
 
さ
 

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
多
少
 

程
 度
の
差
は
あ
る
が
、
何
れ
も
後
世
に
ま
で
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
 

の
法
 と
し
て
重
視
さ
れ
 

伝
承
さ
れ
て
い
る
。
 

幹
 ）
プ
ト
ン
 
著
 「
秘
密
の
門
を
開
く
」
に
よ
れ
 

ば
、
ダ
ク
ポ
ハ
 

ゼ
の
 派
に
は
、
こ
れ
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
 

0
 ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
 

伝
、
 
聴
聞
 録
 苦
参
照
。
 

（
 
M
 ）
ア
テ
ィ
ー
シ
ヤ
 

伝
 、
「
デ
 
フ
 テ
ル
丈
し
第
十
一
巻
、
聴
聞
 

録
 等
に
よ
る
 
0
 但
し
、
ア
マ
ナ
シ
カ
 

ラ
 （
不
二
金
剛
 

集
 ）
を
は
た
 
し
て
伝
授
し
た
か
ど
 

  

 
 

ぅ
 か
は
問
題
が
あ
る
 

0
 何
れ
に
せ
 
よ
ア
テ
 
ー
 ィ
 シ
ャ
は
こ
れ
ら
 

を
 マ
イ
ト
 
リ
 ー
 パ
 か
ら
聴
聞
し
 
、
ド
 ム
ト
ゥ
 
ソ
 に
も
伝
授
し
た
。
 

そ
し
て
ド
 
々
 は
 

セ
部
書
 の
一
つ
「
智
慧
成
就
」
（
 

z
0
.
 

燵
む
 ）
の
翻
訳
を
お
こ
 

な
 っ
 た
と
い
わ
れ
る
。
 

（
 
刃
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ア
テ
ィ
ー
シ
ヤ
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な
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ヵ
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ダ
ム
派
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Ⅲ
 
九
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及
び
ァ
一
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ソ
ダ
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ル
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 の
 法
 

「
一
切
悪
趣
を
清
む
る
威
光
王
の
儀
軌
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づ
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宙
 

Ⅰ
お
曲
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っ
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片
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.
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及
び
そ
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丸
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め
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窄
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㏄
の
Ⅱ
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ガ
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㊤
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ッ
ト
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ァ
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ロ
ー
カ
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実
損
タ
ン
 

ト
ラ
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註
釈
、
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.
N
 

の
）
 

0
 
）
等
の
翻
訳
が
あ
っ
た
と
も
 
い
わ
れ
る
。
し
か
し
 

現
存
の
大
蔵
経
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
 

い
て
は
後
述
す
る
。
 

 
 

㈹
般
若
波
羅
蜜
の
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こ
の
類
で
は
、
力
ム
パ
ラ
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般
若
波
羅
蜜
多
 
優
 破
堤
 企
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之
 o
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N
 

定
め
）
を
翻
訳
し
て
い
る
。
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行
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密
教
 

 
 

 
 

タ
ソ
ト
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づ
く
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別
手
」
を
。
Ⅱ
 
舶
 
㏄
Ⅱ
の
 

㏄
）
（
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構
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教
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し
い
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。
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そ
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他
に
 

よ
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ぱ
 な
ら
な
い
。
 

尤
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（
 
幼
 ）
 

 
 

破
堤
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と
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。
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翻
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流
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。
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収
の
翻
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れ
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。
 

 
 

 
 

。
の
 
0
 の
 
9
 、
意
を
 

 
 

 
 

ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
 

 
 

 
 

ゲ
ル
ク
両
派
に
 

（
 
あ
 ）
 

広
く
信
奉
さ
れ
た
。
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い
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。
 

 
 

・
翻
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多
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。
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。
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剛
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。
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。
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密教者としてのアティーシャ 

  

Ⅰ
 ノ
 

Ⅵ
密
教
一
般
に
共
通
す
る
も
の
 

Ⅰ
 に
 

 
 

 
 

と
 翻
訳
が
あ
る
。
 
こ
 

 
 

 
 

の
が
多
い
。
 

 
 

 
 

及
び
著
作
を
手
掛
り
 

 
 

 
 

描
き
出
す
か
否
か
 、
問
 

 
 

 
 

彼
は
時
端
者
で
は
な
く
 

 
 

 
 

る
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そ
の
 
三
 

 
 

 
 

な
か
っ
た
。
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ら
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次
に
史
書
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に
お
い
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如
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あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

B
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出
版
）
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0
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の
ご
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ぎ
一
般
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ダ
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 史
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の
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の
・
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づ
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 ノ
、
 。
 
ハ
 

 
 

 
 

ク
 派
の
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史
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っ
た
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す
 

記
述
は
み
あ
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ら
な
い
。
 

 
 

い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
で
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読 め ナ ご 流 
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と る 
い 伝 
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な へ ら 
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る 責 ，じ、 
聴 す 
聞 る 
録 に 
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類に ょ らな 

つ い 
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も % 
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。
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時
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て
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な
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え
た
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。
 

 
 

 
 

ハ
丈
 
琉
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名
が
み
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覚
次
第
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想
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他
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支
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系
譜
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さ
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扱
い
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ハ
丈
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伽
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み
あ
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信
頼
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べ
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テ
ィ
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ン
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み
に
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托
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た
、
ま
た
は
何
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ず
し
も
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の
独
占
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の
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文
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の
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さ て の び 筈 「 し 粗 
ら 相 も 封 ま で三 た と 次 

し 教 室 し し 宜 な っ 

の ま べ か 時 

も の 
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  ア   す三文 切 のか 的ム トャア のテ イー 
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口 を l 
  

そ 伝 除 シ 
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  の 伽 
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密教者としてのアティーシャ 

 
 

ブ
パ
 
・
チ
ャ
ド
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バ
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僻
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い
わ
れ
る
「
ア
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ア
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シ
ャ
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広
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三
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.
 
べ
 0
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改
編
で
あ
る
。
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パ
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ア
テ
ィ
ー
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は
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の
師
ラ
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を
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編
し
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ム
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切
 

 
 

 
 

そ
の
中
葉
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降
ら
な
い
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い
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

「
三
十
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学
匠
ク
ン
ガ
ー
ギ
ャ
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ツ
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的
資
料
に
充
分
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は
か
っ
て
論
及
し
た
こ
と
が
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る
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れ
る
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
 

 
 

 
 

ぇ
 な
い
よ
う
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点
を
も
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お
こ
な
い
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チ
ベ
ッ
ト
 

 
 

記
述
は
全
く
み
あ
た
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

の
 密
教
者
で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

ず
、
 次
に
述
べ
る
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 聴
 

 
  

 

聞
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の
記
述
と
も
軌
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。
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べ
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後
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宝
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厳
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就
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ろ う の 
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。
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１
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。
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正
 結
合
の
釈
 学
 」
な
の
 

あ
ろ
う
。
・
 

て
 

（
 
4
 
，
 ）
 

 
 

 
 

 
 

三
タ
ソ
ト
ラ
 
の
 釈
 と
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

シ
ャ
の
イ
ン
ド
人
の
 

弟
子
。
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密教者としてのアティーシ ャ  
 

 
 

ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
伝
に
も
 

 
 

 
 

し
 弘
め
た
と
は
考
え
ら
れ
 

 
 

 
 

㊧
に
は
、
上
記
の
外
に
 

 
 

タ
ン
ト
ラ
の
註
釈
は
 ツ
ヱ
 ー
ル
 百
 細
し
流
に
似
る
 、
 

 
 

密
集
会
と
し
て
は
問
題
 
%
 

 
 

 
 

 
 

沃
 に
手
引
を
与
え
る
。
㏄
 

 
 

 
 

べ
 き
 記
述
が
な
い
。
 
先
 

 
 

ト
人
才
ン
チ
ュ
 ソ
パ
 が
 ヂ
 ニ
ャ
 

随
順
し
て
著
作
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

ダ
 糸
の
秘
密
集
会
」
は
 、
ッ
 

チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
著
名
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ャ
流
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
が
 

 
 

濯
頂
 並
び
に
 聖
 父
子
 流
 と
し
て
 

え
た
に
と
ど
ま
る
ら
し
い
。
 

 
 

｜
 シ
ャ
は
 聖
 父
子
流
の
十
一
 １

々
パ
ー
 ダ
 の
 で
ソ
 ダ
ラ
儀
軌
「
四
百
五
十
」
に
 

オ
 ン
 ヵ
パ
 等
に
も
伝
え
ら
れ
、
先
述
し
た
よ
さ
に
 

あ
る
。
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
が
 ロ
 ン
パ
・
ガ
ル
ゲ
ー
 
ァ
 

は
 附
随
的
な
比
較
的
重
要
で
な
 い
 断
片
的
な
法
を
 

代
 相
承
並
び
に
五
代
相
承
の
二
系
統
を
学
ん
だ
、
 

l
l
 
Ⅰ
 ド
  

 

秘
密
集
会
」
 

 
 

 
 

リ
ゴ
シ
 バ
（
 
守
億
の
 

 
 

 
 

こ
 。
ま
た
こ
の
流
派
 

Ⅰ
 
ソ
 Ⅱ

無
上
 楡
伽
 ・
 父
 階
梯
の
密
教
 

（
 



ま 
ナ - Ⅰ 

無
上
疏
 伽
   

般 
アブ し 

属
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
 

 
 

ュ
ウ
 
派
の
 ダ
 ー
 ポ
 に
 
伝
統
 

 
 

は
 、
 黒
 閻
魔
敵
に
関
す
る
ア
テ
ィ
ー
 

 
 

紅
 閻
魔
 敵
 、
金
剛
怖
畏
と
共
に
大
い
 

レ
 

 
 

は
 上
記
の
諸
聴
聞
 
録
 に
は
現
わ
れ
た
 

 
 

も
に
次
第
に
そ
の
伝
統
を
失
 

う
 に
い
 

の
 他
に
も
み
 
ぅ
 げ
ら
れ
る
。
 

シ
ャ
の
多
 

に
流
布
し
 、
 

い
 。
お
そ
 

た
っ
た
の
 マ

 の
翻
訳
や
著
作
が
収
載
さ
れ
て
 

こ
れ
に
関
す
る
多
数
の
伝
統
が
あ
 

ら
く
 ぅ
 １
 %
 自
 ）
 流
等
 の
 他
 派
の
 

で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
例
は
 

、
こ
 

 
 

１
ヤ
 

 
 

弟
子
に
も
伝
授
 

㈲
 
黒
 閻
魔
 敵
 （
ク
リ
シ
ュ
ナ
・
サ
マ
ー
リ
）
 

（
 
4
 
4
 ）
 

（
 
4
 
ト
 
ヘ
リ
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ シ 

る （ ャ 

。 ㊦ 流 

即 の 
ち タ 
ア ン 

一 ア ト 

  
l の 
シ 註 

ヤ 駅 
に が 
タ ツ 

"/  ェ 

h@ 1 
    ノン 

の 流 
註 に 

釈 似 
が る 
あ と 
つ い 

た ぅ 

わ プ 
け ト 

で ン 

は の 

 
 

理
解
せ
ら
 

な
く
、
そ
れ
は
後
世
の
作
品
な
の
で
あ
る
。
 

「
デ
 
フ
 テ
ル
 史
 」
に
よ
れ
ば
 

に
の
点
が
 ブ
 ト
ン
の
聴
聞
 

に
と
ど
ま
り
、
後
世
に
い
 

じ
め
て
体
系
が
整
備
さ
れ
 

い
 う
 、
つ
ま
り
ア
テ
ィ
ー
   

口
 ン
パ
・
ガ
ル
ゲ
一
 
ァ
に
 

録
の
場
合
と
異
な
る
。
し
か
 

た
っ
て
 チ
ベ
，
 
ト
人
 ク
ソ
ガ
 

、
 盛
ん
と
な
り
、
ニ
ュ
ー
 ル
 

シ
ャ
 流
 と
い
っ
て
も
そ
れ
は
 
      

は ャ ッ   

  
あ に論通信   
0 な 製 小 た 
でわ 件件 こ 
あ れ す 見 と 

  セ ブ "- 

    
ィ た て シ る 

l と は ャ 。 
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す
る
金
剛
手
」
の
 
潅
頂
 、
サ
ル
 

 
 

 
 

イ
 ー
シ
ャ
ば
か
り
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
ら
し
く
、
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の アティーシャ 

㈲
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
流
の
九
 %
 等
 

 
 

 
 

ミ
 ゴ
ム
 

キ
ノ
ン
（
 

イ
 

Ⅱ
 
八
 
リ
 
ハ
 
ツ
 
-
 
口
円
 

 
 

 
 

：
コ
ク
・
リ
ン
チ
ノ
ギ
ャ
 

 
 

 
 

の
 著
作
「
金
剛
出
現
」
 

 
 

 
 

警
 」
 
要
 o
,
 
N
 

の
時
の
零
・
）
 

 
 

 
 

単
独
で
翻
訳
し
た
。
そ
の
 

 
 

 
 

は
そ
の
忠
誠
な
る
こ
と
を
 

  

（
 
仰
 ）
 

 
 

 
 

ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
が
不
パ
 

一
か
 か
ら
チ
ベ
ッ
ト
の
ガ
ー
リ
ー
ト
。
 

ィ
 

 
 

」
の
と
 ぎ
リ
 ソ
チ
 ソ
ザ
ソ
ポ
 は
、
 楡
伽
 タ
ン
ト
 

 
 

 
 

ど
め
、
他
の
「
九
 %
 」
、
 

 
 

 
 

イ
 ー
シ
ャ
に
「
一
切
 悪
 

（
 
仰
 ）
 

 
 

 
 

て
 、
ゴ
ム
 チ
ソ
 に
伝
え
た
 

コ
 ㎝

 
楡
 価
格
 梯
 以
下
の
密
教
 

 
 

 
 

こ
と
で
あ
る
。
（
 

6
 
4
 

ノ
 

お
 ）
「
秘
密
の
門
を
開
く
」
（
 

0
 
～
・
 

接
 



 
 

ず
，
 
・
で
・
の
・
（
 

口
 ・
 ノ
こ
 参
照
。
 

く 42 Ⅰ 42 

 
 

 
 

り
お
 
肚
で
は
、
ア
テ
ィ
 

 
 

 
 

 
 

に
は
精
通
し
て
い
た
 

 
 

 
 

１
々
 ソ
ダ
 ガ
ル
 

 
 

程
度
精
通
し
て
い
た
か
疑
問
で
あ
る
。
 

 
 

（
 
0
 一
 
・
 
ミ
 ・
な
お
西
蔵
撰
述
仏
典
目
銭
～
 
ロ
 
&
m
*
 

、
 
b
.
 

の
・
（
下
目
）
 

参
照
。
 

㈲
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
流
の
阿
 閣
 の
 類
 

 
 

 
 

巳
 、
大
翻
訳
官
 リ
ソ
 

 
 

 
 

述
 し
た
よ
 う
 に
、
「
 一
 

 
 

 
 

陀
羅
尼
の
一
聯
の
儀
軌
 

 
 

 
 

し
て
広
く
流
伝
し
た
。
 

 
 

 
 

化
」
の
場
合
と
同
様
な
 

 
 

合
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伝
統
を
保
持
し
、
後
世
、
 

 
 

 
 

誌
さ
れ
て
い
る
が
、
 

聴
聞
録
の
類
に
は
み
あ
た
ら
な
い
。
 



密 牧者 としてのアティーシャ 
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ハ ツ卜 

  
Ⅰ く 
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は
 聴
聞
し
た
。
 

㈲
無
垢
 頂
髭
 

 
 

れ
を
聴
聞
し
た
。
ア
テ
ィ
ー
 

え
ら
れ
行
わ
れ
て
い
る
（
～
 
0
 一
 
，
 
0
 ど
 。
 

㈹
観
音
・
馬
頭
の
類
 

 
 

１
ク
 リ
 ・
パ
に
伝
授
さ
れ
た
 

 
 

ぇ
 ら
れ
る
「
六
字
成
就
 法
 」
 及
 

 
 

随
伴
し
て
伝
統
し
た
。
ま
た
 ケ
 

 
 

（
（
 

0
 プ
ミ
 ）
。
「
十
一
両
 
W
W
 

土
日
」
 

 
 

べ
こ
。
 

泊
 

シ
 。
流
の
無
垢
 
頂
髪
 と
ょ
ば
れ
、
後
世
に
ま
で
 
伝
 

馬
頭
の
類
は
、
先
述
の
多
羅
と
と
も
に
広
く
流
伝
 

び
そ
の
註
釈
は
、
生
起
・
先
覚
両
次
第
を
は
じ
め
 

ル
ガ
ン
マ
 6
 ガ
せ
の
 

7
 の
 
ゆ
 p
 
か
 
@
 ）
 
ゅ
 
）
と
よ
ば
れ
る
「
 
大
 

及
び
「
六
字
」
は
 
、
テ
 ル
タ
ン
寺
の
竜
 
姿
 な
法
と
 

そ 
れ 
を 
  
    
ソ 屈由 

ノ " 一 @l 
諸 

を ド   

が 種 ト 甘 流 テ 
（ ィ 

  

" Ⅰ 充 / し 

と 

し 
て 
Ⅰ -j ム 
統 

  

さ 
ら 

れ 
  れ 
ッ て 

尤， Ⅰ   い 

ギ ン る   

  
  セ し 

ン と 
（ は 

  
  

ン 

セ 

ン 

及 
せのい二の。先にのべた 勾幅   

び 
  

グ 
ン 

  
  

  
Ⅰ の 片 -   @ 

ヤァ Ⅰ - 
目 シ 

イ一 ヱ て 

  
小文 久 

・ ゴが 抽 、 

さ 
れ 比丘 Ⅰ月の ㏄ ｜ 

ナ - Ⅰ 

系 

統 
    

の に ヒ ン 
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そ
の
 
人
 

 
 

 
 

あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
 

 
 

 
 

の
 大
乗
」
と
も
 よ
ん
 で
 

 
 

 
 

。
と
こ
ろ
で
、
密
教
内
 

 
 

 
 

ャ
伝
 （
 
広
 （
 
田
 ，
 
目
 ，
チ
ム
 

 
 

 
 

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
 

詳
細
 は
 煩
を
お
そ
れ
て
こ
こ
で
 は
 省
略
す
る
。
 

 
 

 
 

伽
 階
梯
以
下
と
く
に
 

 
 

シ
ャ
 伝
 、
力
し
タ
ム
派
 史
 等
に
徴
す
れ
ば
、
右
に
述
べ
 た
と
こ
ろ
よ
り
そ
の
数
も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
・
こ
れ
は
、
ア
テ
ィ
ー
 

ャ
は
 各
階
梯
の
密
教
の
 

 
 

 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
 次
 

0
 章
に
お
い
て
論
及
し
た
い
。
 

 
 

 
 

場
合
も
他
の
場
合
と
 

 
 

 
 

て
も
精
し
く
説
い
て
い
 

 
 

 
 

っ
て
彼
が
時
輪
の
精
通
 

 
 

 
 

援
引
し
た
諸
学
者
の
主
 

張
は
支
持
さ
れ
え
な
い
。
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 

て
 

 
 

 
 

 
 
密
教
者
 

 
 

45  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伽
 」
は
通
常
の
無
上
 楡
 

 
 

 
 

階
梯
の
密
教
に
は
最
高
 

 
 

 
 

 
 

㈲
 
輪
制
 
C
 キ
 q
p
 
の
曲
 
旧
 自
尽
。
 之
 0
.
 
持
 8
 

㈹
金
剛
四
座
お
め
（
 目
さ
ゴ
吾
 
P
 
 
之
 o
.
 
ぉ
じ
 

㈲
大
約
 母
 
（
 
目
 。
 
ア
ゅ
 
・
。
。
 

w
 穂
 ，
 z
0
.
 
ト
は
こ
 

㈲
仏
相
応
百
口
口
ロ
 ア
い
 
の
 
の
 
日
韓
 

o
m
 

ダ
 z
0
.
 
窩
 e
 

㈲
仏
頂
 蓋
 
G
 荻
ま
 ア
 p
F
p
 
づ
ゆ
一
ゅ
 

。
 Z
0
.
 

お
七
  

 

 
 

 
 

剛
 四
座
」
（
ビ
ル
シ
ャ
 

 
 

 
 

、
「
 
勝
楽
 」
（
 
輪
 

 
 

 
 

ソ
 ト
ラ
目
録
」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア
 イ
 ー
シ
ャ
が
 楡
伽
 

と
無
上
職
 伽
 の
 両
 階
梯
を
挿
入
増
補
し
た
の
で
あ
る
。
 

㈲
無
上
疏
 伽
 
オ
ロ
 
拍
ア
廿
専
 

0
q
 
三
 %
 
由
サ
ョ
 。
 
ナ
屈
 。
 レ 

月日 

日ゆ     
  

捷 的 o 曲 （ ） 

 
 

O
q
 
。
 ぺ
 。
 
お
 
㈹
大
輪
 伽
 オ
コ
 
主
 J
%
 
）
 
せ
 0
q
,
0
 

肝
ヲ
で
 0
 
。
 三
の
 
ダ
 卸
せ
 
0
 
ぬ
の
 

（
 
0
 宙
か
 0
 。
か
ご
に
精
し
い
。
 

 
 

で
あ
る
。
そ
の
七
階
梯
は
次
の
ま
う
で
あ
る
。
 

①
 
作
 い
る
。
 下
 寺
ゅ
 

㈱
 
行
 9
%
 。
 
P
 
 の
 p
q
 
ぜ
ゅ
 

㈲
儀
軌
 オ
 （
 
o
m
,
 

馬
 。
本
 の
汀
曲
 



 
 

 
 

自
註
」
に
は
多
数
の
聖
 

 
 

 
 

ャ
 伝
も
同
様
で
あ
る
こ
 

と
は
、
 先
に
述
べ
た
。
 

 
 

 
 

を
本
領
と
し
て
い
た
 

 
 

 
 

き
る
。
 

こ
の
こ
と
は
他
の
面
か
ら
も
保
証
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

ヂ
ラ
 ）
の
成
就
者
 ぅ
 

 
 

 
 

成
就
 し
 、
そ
の
 
マ
ソ
ダ
 

 
 

 
 

に
 七
年
、
九
年
或
は
十
 

 
 

 
 

ク
 T
 テ
ィ
の
 打
 と
も
よ
 

 
 

 
 

輪
 を
も
修
め
た
。
ま
た
 

 
 

 
 

持
 さ
 5
 け
た
の
も
こ
の
 

 
 

 
 

る
 。
 い
 ま
そ
の
詳
細
に
 

 
 

 
 

勝
楽
 」
（
 
輪
制
 ）
の
密
教
 

 
 

 
 

ら
を
ア
 ヴ
ァ
ド
ゥ
ー
 
テ
 

 
 

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
 伝
企
広
 ・
 チ
ム
 Ⅱ
「
明
澄
 史
 」
、
 

 
 

る
 
⑫
 o 
）
 

 
 

 
 

部
分
は
無
上
疏
 伽
 
・
 

 
 

 
 

ィ
バ
、
ア
 ヴ
ァ
ド
ク
ー
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密教者としてのアティー シヤ 

 
 

 
 

」
で
 
茶
棋
尼
が
 
彼
の
自
 

 
 

 
 

テ
ィ
ー
シ
ャ
は
、
な
お
 

 
 

 
 

 
 

 
 

面
目
の
ほ
ど
を
推
知
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

密
教
を
捨
て
な
い
と
 

 
 

 
 

0
 こ
の
誓
い
は
終
生
 

護
 

 
 

 
 

て
も
、
夜
は
茶
 

棋
尼
 の
 聚
 

 
 

 
 

修
 金
剛
 敵
 」
、
「
金
剛
 

法
 

 
 

 
 

ン
ザ
ソ
ボ
 
を
心
服
せ
し
 仰
 

 
 

 
 

成
就
に
専
心
せ
し
め
た
 
仰
 

 
 

 
 

両
尊
 、
と
く
に
 へ
一
 

 
 

 
 

す
る
み
る
べ
 き
 著
作
・
 

 
 

 
 

た
と
し
て
も
、
実
は
あ
 

や
し
む
に
足
ら
な
い
わ
げ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

翻
し
、
筆
者
が
調
査
し
 

 
 

 
 

｜
 シ
ャ
の
密
教
も
ま
た
 

 
 

 
 

域
 に
お
い
て
は
イ
ン
ド
 

 
 

を
 知
り
 う
 な
 
@
 
把
 



 
 

母
の
「
 輪
制
 成
就
 法
 」
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

が
あ
っ
た
。
そ
の
 理
 

 
 

 
 

る
 、
と
い
う
悪
評
が
 イ
 

 
 

 
 

）
も
「
明
 澄
史
 」
も
一
致
 

し
て
こ
の
こ
と
を
誌
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

も
っ
と
も
よ
く
知
り
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
彼
は
「
菩
提
 

 
 

 
 

の
 大
王
「
 輪
制
 」
は
 八
 

 
 

 
 

す
べ
く
、
ア
テ
ィ
ー
 シ
 

 
 

 
 

大
き
い
影
響
力
を
も
っ
 

 
 

 
 

、
 輪
制
 
（
チ
ャ
ク
ラ
サ
 

 
 

 
 

っ
て
い
る
。
も
っ
て
 、
 

 
 

 
 

か
く
い
っ
て
も
彼
は
決
 

 
 

 
 

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
 

 
 

 
 

し
 
㍉
 

 
 

 
 

を
 発
表
し
て
い
る
。
 

 
 

ろ
 1
 
。
 
，
，
 

。
 

 
 

」
 め
弗
 
五
五
車
（
 

0
 
ロ
 
・
）
の
 

 
 

㏄
 
ぬ
 
・
 
卜
め
 
・
 

く 48) 48 



密教者としてのアティー シヤ 
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そ
の
 
セ
 

 
 

 
 

ダ
 W
H
p
 

目
下
 

p
 。
 し
 曲
か
 
l
 ロ
 。
 

 
 

 
 

「
本
初
 仏
 タ
ン
ト
ラ
」
と
 

は
 一
体
何
で
あ
る
か
、
問
題
と
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

「
本
初
 仏
 タ
ン
ト
ラ
」
と
い
え
ば
「
 時
輪
タ
ソ
 
ト
ラ
」
を
 、
 

 
 

て
 や
チ
ャ
 ソ
 ド
ラ
・
 

（
 
舶
 ）
 

 
 

 
 

た
 諸
学
者
の
説
１
１
 ァ
 

 
 

 
 

直
ち
に
「
 時
輪
 タ
ン
ト
 

 
 

せ
ら
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
と
い
わ
れ
、
ま
た
 

時
 輪
の
註
釈
 書
 
「
無
垢
 光
 」
 宕
 0
,
 
の
 お
 n
Z
o
.
 

記
ミ
）
 

 
 

す
る
。
し
か
し
 時
輪
の
 

 
 

 
 

説
く
こ
と
は
 時
輪
 に
限
 

 
 

 
 

タ
ン
ト
ラ
」
と
「
 時
輪
タ
 

 
 

 
 

有
 な
も
の
で
は
な
く
 密
 

 
 

 
 

え
な
い
。
一
応
検
索
し
 

 
 

 
 

た
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

比
丘
ス
ニ
 
，
 

（
 
肝
 ）
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
 伝
 
（
 
チ
ム
 ）
（
 
巳
 ・
 
0
 こ
 

品
 ）
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
 伝
 
（
 
広
尚
 0
 一
 
・
の
の
・
 

同
 
（
 
チ
ム
 ）
（
 
0
 一
 
・
）
 
き
 



こ
の
「
本
初
仏
天
 タ
ソ
ト
ラ
し
 及
び
「
 濯
頂
決
示
 」
は
 

援
引
さ
れ
た
。
か
か
る
第
二
秘
密
、
第
三
般
若
、
第
四
 

ば
し
 ば
 イ
ン
ド
密
教
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
 課
 

は
 種
子
の
衰
退
せ
る
老
人
や
比
丘
に
対
し
て
、
秘
密
 

る
 即
事
の
そ
れ
は
さ
げ
る
べ
き
こ
と
を
推
賞
す
る
。
 

0
 所
説
と
は
点
前
に
お
い
て
異
な
る
。
 

一
 
・
 
時
輪
 タ
ン
 

か
り
で
は
な
く
、
内
容
的
な
相
違
に
も
よ
る
。
 

と
こ
ろ
で
右
の
場
合
、
今
一
歩
を
ゆ
ず
り
ア
テ
ィ
 

初
 仏
人
タ
ン
ト
ラ
」
と
い
っ
た
と
し
て
も
、
す
で
に
 

え
に
、
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
が
時
論
に
精
通
し
て
い
た
と
 

ま
た
こ
の
「
菩
提
 道
燈
 」
の
「
本
初
私
大
 タ
ソ
ト
ラ
 

し
て
援
引
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
限
り
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
 

権
記
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

り
あ
げ
、
信
奉
 し
 伝
承
し
た
と
い
ふ
形
跡
は
み
 と
め
 ｜

 シ
ャ
が
、
 時
 輪
の
根
本
 タ
ソ
 

時
輪
 の
そ
れ
が
伝
説
的
で
あ
り
 

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
 

」
は
、
「
菩
提
 

道
燈
 」
を
結
論
づ
げ
 

に
由
来
す
る
 
ヵ
 ー
ダ
ム
派
に
と
 

ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
後
継
者
や
 カ
 

ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
何
故
で
あ
 

  
ト
ラ
 な
る
「
本
初
 仏
 タ
ン
ト
ラ
」
を
意
識
し
て
「
 本
 

ま
た
、
彼
は
単
に
口
伝
を
さ
げ
た
に
す
ぎ
な
い
 の
 

る
と
い
う
べ
 き
 最
も
重
要
な
 濯
頂
 の
問
題
の
権
記
 と
 

っ
て
も
、
同
派
の
性
格
上
、
死
命
を
制
す
る
重
要
な
 

｜
 ダ
ム
派
に
お
い
て
「
本
初
仏
天
タ
ン
ト
ラ
」
を
と
 

ろ
 う
か
 。
い
わ
ゆ
る
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
「
本
初
仏
天
 

ト し ・ 題 擢   
ぅ か 般 で 頂 秘 
」 し 若 あ な 密 ・ p 」、 ブ 般 両曜 る 。 如何   
に 燈 句 に す 頂 
対 」 に 時 べ を 

応 所 ょ 輪 き 梵 
す 到 っ も か 行 
る の て そ と 者 

の の か は 
も の 「 本み例ふぅ 

げ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
、
と
い
 

問
題
は
 、
ァ
 テ
ィ
ー
シ
ャ
 は
 

外
で
は
な
い
。
 時
 輪
の
註
釈
 

行
わ
る
べ
き
こ
と
、
従
っ
て
 

初
 仏
天
タ
ン
ト
ラ
」
並
び
に
 

が
見
出
せ
な
い
の
は
、
単
に
 ぅ

 典
拠
と
し
て
 

か
り
で
な
く
し
 

「
 
血
垢
光
 」
で
 

二
棟
交
会
に
 
ょ
 

「
 
濯
頂
決
示
 」
 

口
伝
の
た
め
 ば
 

 
 

 
 

」
の
十
二
旬
で
あ
る
。
 し
 

 
 

 
 

所
説
に
も
と
ず
く
と
い
 

ハ
月
 

）
Ⅰ
 

り
 
U
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

）
両
人
の
口
伝
に
よ
る
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密教者とし   ての アティーシ ャ  
 

 
 

ラ
 」
で
あ
っ
た
と
す
れ
 

 
 

 
 

あ
ろ
う
か
。
疑
問
な
き
 

 
 

 
 

ハ
 の
ご
と
き
に
お
い
て
 

 
 

 
 

の
 延
長
と
な
す
に
す
ぎ
 

ず
 、
特
別
の
図
心
と
評
価
を
与
え
て
い
な
い
。
 

 
 

 
 

堤
通
 燈
 」
の
末
文
及
び
 

 
 

 
 

ト
ラ
総
論
」
に
お
い
て
 
濯
 

 
 

 
 

は
 何
ら
其
体
的
な
比
定
 

 
 

 
 

ブ
ト
ソ
 が
と
る
常
套
 約
 

 
 

 
 

れ
を
 ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
が
 

 
 

 
 

ぎ
 も
の
で
あ
り
、
ア
テ
 

 
 

に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
，
 

⑰
 
6
 O
 

 
 

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
の
気
付
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
 
「
一
切
一
一
一
勝
 

げ
耶
集
 」
 

 
 

 
 

・
 へ
｜
 ル
力
、
ラ
ト
ナ
・
 

 
 

 
 

、
「
 吋
輪
 タ
ン
ト
ラ
」
を
 

 
 

 
 

て
は
、
古
来
チ
ベ
ッ
ト
 
人
 

 
 

 
 

い
こ
と
に
な
る
。
し
か
 

 
 

 
 

を
 彼
此
参
酌
す
れ
ば
、
 

 
 

 
 

置
 を
し
め
て
い
な
か
っ
 
5 Ⅰ (51) 
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キヤケ ゴ ーァに 於ける著作活動の 宗教的発展 

 
 

 
 

理
的
 著
作
と
い
う
 範
 

 
 

 
 

、
周
知
の
よ
う
に
、
彼
の
 

 
 

 
 

ぅ
 事
に
よ
っ
て
、
キ
ヤ
 

 
 

 
 

で
、
そ
の
間
に
少
し
の
 

 
 

 
 

は
 、
彼
自
身
の
宗
教
的
 

 
 

 
 

彼
の
著
作
活
動
の
中
に
 、
 

 
 

 
 

的
に
 ｜
 宗教
的
な
意
 

 
 

 
 

自
身
の
内
面
的
な
宗
教
 

 
 

 
 

１
１
仮
名
使
用
の
問
題
を
 

 
 

 
 

き
な
課
題
で
あ
る
。
 そ
 

 
 

 
 

象
 と
す
る
「
キ
ヤ
 ケ
ゴ
 

 
 

日
 の
一
環
を
な
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
）
。
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キ
ヤ
ケ
 ゴ
ー
 ァ
 

著
作
活
 に

 於
け
る
 

動
の
宗
 教
 砲
発
展
 大

 

長
 

谷
 



 
 

 
 

し
て
も
し
過
ぎ
る
 

事
 

 
 

 
 

だ
が
、
彼
が
元
来
宗
教
的
 

 
 

 
 

よ
っ
て
初
め
て
充
分
に
 

 
 

 
 

示
教
的
覚
醒
と
建
徳
（
 

人
 

 
 

 
 

逆
説
的
 
占
 示
教
的
な
も
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

作
用
が
徹
底
的
で
あ
る
 

 
 

 
 

救
う
た
め
に
は
深
く
 

潜
 
も
ぐ
 

 
 

 
 

審
美
的
な
作
品
か
ら
 

始
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
 出
し
宜
も
伍
 
づ
 
0
 
つ
 
Ⅰ
田
仮
 

 
 

 
 

の
と
永
遠
な
も
の
、
毛
並
 

 
 

 
 

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
 

 
 

 
 

的
な
も
の
は
そ
の
実
存
 

 
 

 
 

に
 於
て
、
審
美
的
な
も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
い
身
は
化
石
し
ょ
う
 

 
 

 
 

て
の
 極
 美
の
調
べ
を
 
今
 (54)@ 54 



 
 

 
 

火
附
 
げ
ら
れ
た
恐
る
べ
 

 
 

 
 

も
の
に
徹
せ
ん
と
し
て
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
の
影
で
あ
っ
た
。
 

周
知
の
如
く
、
キ
ヤ
 

ケ
 ゴ
ー
 
ァ
 の
段
階
理
論
に
於
て
 

、
 

 
 

も
の
と
し
て
皮
肉
が
 

述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
（
 

キ
ヤ
ケ
 

ゴ
ー
 
ァ
 に
従
っ
て
）
 

 
 

た
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
 

 
 

 
 

信
仰
）
の
類
似
を
示
す
と
 

 
 

 
 

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
審
美
来
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
鏑
 
へ
ぬ
 

丁
ギ
 
0
 
コ
リ
 

こ
と
し
て
 

 
 

 
 

な
 知
識
へ
と
反
省
さ
せ
ら
れ
る
 

 
 

 
 

 
 

ユ
邑
 
。
 
よ
 
0
 
口
 
已
も
 
へ
 
欺
 き
 入
れ
 

 
 

 
 

ゲ
シ
ゲ
と
 

眺
め
返
し
て
見
る
 

 
 

 
 

の
 ソ
ク
ラ
テ
ス
が
審
美
的
有
限
 

 
 

 
 

置
く
事
に
よ
っ
て
 

、
 
彼
は
そ
の
 

 
 

 
 

よ
っ
て
体
現
さ
れ
た
審
美
的
 

現
 

 
 

 
 

し
て
 
1
.
 
示
し
て
い
る
と
い
う
事
に
外
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

為
す
は
知
ら
ぬ
か
ら
 

 
 

 
 

性
 に
対
す
る
純
粋
な
信
頼
性
 

55 Ⅰ 55) 



 
 

げ
る
天
衣
無
縫
な
主
張
を
表
わ
し
た
も
の
だ
が
、
 

 
 

 
 

弁
を
弄
し
大
言
壮
語
の
粉
飾
に
託
っ
げ
て
ま
で
 

 
 

野
望
で
あ
り
、
彼
等
が
か
か
る
不
徳
義
を
な
す
 目
 

 
 

兎
 も
月
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
於
て
人
は
有
徳
た
る
た
め
 

 
 

理
 に
従
っ
て
行
為
す
べ
ぎ
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
 

 
 

方
向
に
於
け
る
永
遠
の
真
理
 l
 認
識
で
あ
っ
た
。
 

 
 

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
外
面
的
審
美
的
に
も
本
来
 

 
 

認
識
に
よ
っ
て
、
個
人
は
存
在
の
核
心
と
な
る
。
 

 
 

世
界
は
た
だ
彼
に
対
し
て
の
み
中
心
を
持
っ
て
 い
 

 
 

0
 
日
哲
学
的
断
片
 ヒ
 第
一
生
色
 
と
 言
わ
れ
る
。
 
ソ
 

 
 

性
 と
内
面
性
の
間
の
矛
盾
を
避
け
る
 ヴ
ヱ
一
ル
と
 

 
 

し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
於
て
は
か
く
の
如
く
で
あ
 

 
 

、
し
か
も
審
美
的
現
実
的
表
面
に
於
け
る
本
質
的
 

 
 

ぅ
 よ
り
、
倫
理
的
１
審
美
的
で
あ
っ
た
）
。
 

け
 れ
 

 
 

 
 

し
 皮
肉
に
も
自
己
自
身
へ
の
「
絶
望
」
を
通
じ
 

的
に
つ
た
が
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 事
を
初
め
て
明
か
に
し
た
の
が
 キ
ヤ
ケ
ゴ
｜
 

 
 

る
 存
在
関
連
は
質
的
に
新
た
な
光
に
よ
っ
て
 照
 

 
 

に
は
絶
対
的
な
矛
盾
関
係
が
提
 正
 さ
れ
る
。
審
美
 ァ

 で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
 

萌
 さ
れ
る
事
に
な
っ
た
。
そ
し
 

的
な
も
の
は
今
や
そ
の
全
性
格
 

又
 或
る
意
味
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
 

し
て
立
身
出
世
し
ょ
う
と
す
る
 

的
の
た
め
の
知
識
を
与
え
よ
う
 

に
 真
理
の
認
識
が
必
要
で
あ
っ
 

そ
れ
は
内
在
的
認
識
で
あ
り
、
 

個
人
が
が
く
永
遠
な
も
の
の
 内
 

的
な
真
剣
さ
に
関
与
す
る
の
で
 

そ
れ
故
に
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
 観
 

る
の
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
 
彼
 

ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
よ
う
な
永
遠
 

し
て
現
実
性
の
前
に
軽
や
か
に
 

っ
た
 。
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
 

な
 倫
理
性
を
包
摂
的
に
把
捉
 し
 

ど
も
、
本
来
的
な
審
美
家
に
あ
 

て
 、
倫
理
的
な
永
遠
者
と
理
念
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キヤケ ゴ ーァに 於ける著作活動の 宗教的発展 
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間
 に
真
理
を
明
示
し
た
 

 
 

 
 

内
に
留
ま
り
、
そ
こ
で
 

自
己
主
張
し
ょ
う
と
す
る
事
は
 

、
 人
を
絶
望
に
導
く
。
 

 
 

失
 者
で
あ
り
な
が
ら
、
 

 
 

 
 

、
 2
 が
絶
望
の
形
で
あ
 

 
 

 
 

上
げ
よ
う
と
し
な
い
 

審
 

 
 

 
 

が
 精
神
が
な
い
な
ら
、
 

 
 

 
 

な
 規
定
と
し
て
考
え
得
 

 
 

 
 

 
 

能
 性
か
ら
で
な
く
て
は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぎ
と
し
て
の
絶
望
の
可
 

に
は
永
遠
な
も
の
の
 

開
 

 
 

躍
 と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

限
界
に
絶
望
し
 

、
そ
 

 
 

 
 

活
動
を
通
じ
て
終
始
 

秘
 

 
 

 
 

著
作
活
動
を
し
て
稀
有
 

 
 

 
 

絶
望
に
到
る
多
様
な
形
 

 
 

 
 

中
で
述
べ
た
。
こ
れ
ら
 

 
 

 
 

ゅ
魔
 
的
な
力
の
実
験
だ
っ
 

  



 
 

 
 

望
 的
に
崩
壊
す
る
に
 

 
 

 
 

や
 何
の
未
練
も
持
っ
 事
 

 
 

 
 

 
 

L
 第
一
編
）
も
の
だ
と
彼
は
言
っ
て
い
る
）
。
 

的
な
も
の
が
反
抗
す
る
 

 
 

 
 

り
 反
抗
す
る
に
価
す
べ
 

 
 

 
 

性
を
獲
得
す
る
事
に
な
 

 
 

 
 

と
す
る
傲
慢
さ
に
も
 拘
 

 
 

 
 

閃
光
が
、
対
立
者
と
し
 

 
 

 
 

遠
 な
も
の
を
指
示
せ
し
 

 
 

 
 

も
の
が
、
か
く
の
如
く
 

 
 

 
 

・
コ
ー
プ
の
著
作
活
動
に
 

 
 

 
 

奉
仕
し
て
い
る
。
（
作
品
 

 
 

 
 

状
記
 で
は
な
く
て
真
面
 

 
 

 
 

自
体
が
、
「
厳
密
な
意
 

 
 

 
 

理
 的
、
宗
教
的
な
も
 

 
 

 
 

、
審
美
的
な
も
の
が
 審
 

 
 

 
 

ス
ト
以
前
の
世
界
（
 異
 

 
 

 
 

は
 、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
 

 
 

 
 

に
 従
っ
て
生
き
、
本
質
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キヤ ケ ゴ ーァに 於ける著作活動の 宗教的発展。  
 

現
 わ
す
の
で
あ
る
。
 

 
 

教
 的
な
倫
理
的
理
想
は
又
そ
の
性
格
 

 
 

ぎ
 替
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
 

 
 

而
に
 於
て
如
何
に
し
て
永
遠
な
も
の
を
 

 
 

す
で
あ
ろ
う
。
だ
が
や
が
て
彼
は
そ
の
 

 
 

か
の
如
く
に
知
ら
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
 

 
 

最
も
善
良
な
倫
理
家
だ
っ
た
ろ
 う
、
し
 

 
 

施
さ
に
よ
っ
て
反
撃
的
に
報
わ
れ
る
の
 

 
 

あ
る
、
そ
の
破
片
の
朋
 れ
 落
ち
る
昔
の
 

 
 

極
 的
に
耳
を
傾
げ
る
用
意
が
出
来
て
 ぃ
 

 
 

の
た
ろ
 う
 。
か
く
の
如
く
に
し
て
、
 倫
 

 
 

は
そ
れ
自
身
の
内
に
可
視
的
世
界
を
越
 

 
 

不
敬
的
前
提
に
墓
い
て
い
る
。
 

を
一
変
す
る
、
一
般
人
間
的
法
律
で
あ
っ
 

不
に
 冊
 か
れ
て
い
る
倫
理
家
が
其
体
的
な
 

時
間
的
な
も
の
に
於
て
実
現
出
来
る
か
 

倫
叩
 Ⅲ
努
力
の
只
中
で
、
人
間
的
努
力
の
 

ぅ
 、
そ
れ
は
誠
実
さ
と
率
直
さ
と
従
順
 さ
 

か
も
彼
が
実
行
在
の
中
で
そ
の
有
徳
さ
の
 

を
 知
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
間
的
倫
理
的
 

決
さ
を
彼
は
前
に
一
度
聞
い
た
事
が
あ
 

る
、
 彼
は
質
的
に
興
っ
た
方
向
を
持
つ
 運
 

理
 的
な
も
の
の
克
則
な
努
力
は
そ
れ
自
体
 

え
 た
目
標
を
持
っ
て
い
る
。
倫
理
的
な
も
 

く
 ・
 づ
目
め
肚
 。
㌔
・
。
 

 
 

 
 

げ
に
 

Ⅲ
Ⅰ
 

八
 ｜
 

 
 

 
 

い
 う
 

は
 、
 彼
を
 

 
 

 
 

引
入
れ
し
め
、
彼
の
 

 
 

 
 

彼
を
眼
覚
ま
し
め
 

 
 

 
 

は
 逆
に
倫
理
的
な
 

 
 

 
 

あ
る
と
も
下
っ
た
。
 孤

立
 

諦
念
 

る
事
 

も
の
 

㏄
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彼 で の あ が し も も は 
は あ 内 る 見 て の の 倫 か 
宗 る に 。 ら 撤 へ 円 理 く 

 
 

 
 

倫
理
的
な
も
の
 

 
 

 
 

的
に
宗
教
的
な
 

 
 

 
 

的
に
宗
教
的
な
 

 
 

 
 

の
 瞬
間
に
自
 潮
 

 
 

 
 

 
 

界
 領
域
に
皮
肉
 

 
 

 
 

最
高
の
階
段
で
 

 
 

 
 

に
よ
る
後
戻
り
 

 
 

 
 

る
 最
後
の
段
階
 

 
 

 
 

近
し
て
い
る
、
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
、
 
だ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ふ
 と
な
っ
て
 
い
ゑ
 
㏄
 

 
 

 
 

ね
ば
な
ら
ぬ
事
を
説
 

 
 

 
 

の
中
心
」
 

G
.
 
 

ノ
と
ト
 

・
Ⅰ
 
ピ
ト
 
Ⅱ
 

 
 

 
 

た
木
質
的
諸
問
題
の
詳
 

 
 

 
 

於
け
る
諸
困
難
は
 、
そ
 

 
 

 
 

係
の
中
心
に
立
っ
て
 い
 

 
 

 
 

8
 人
間
的
だ
が
然
し
同
 

 
 

と
し
て
、
開
示
さ
れ
る
事
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
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性
 A
 」
が
「
情
熱
的
な
研
 

 
 

 
 

の
 入
間
と
し
て
の
時
間
 

 
 

 
 

浄
福
が
時
間
の
内
の
逆
 

 
 

 
 

同
じ
事
だ
が
、
第
二
の
 

 
 

 
 

法
的
な
も
の
 ヒ
、
を
特
 

 
 

 
 

よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
 関
 

 
 

 
 

の
 弁
証
法
的
規
定
と
、
 

 
 

 
 

法
 で
あ
る
の
で
ほ
な
い
 

 
 

 
 

の
 
（
之
を
 キ
ヤ
ケ
 ゴ
ー
 
ァ
 

 
 

 
 

 
 

々
述
べ
る
「
隠
さ
れ
た
 内
 

 
 

て
来
 た
所
と
如
何
に
関
係
す
る
か
。
 

 
 

 
 

人
文
）
に
明
か
な
 如
 

ま
さ
 

 
 

 
 

同
じ
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
 、
 

る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

力
の
跡
を
詣
 謹
 的
に
 顧
 

 
 

 
 

立
場
に
熟
せ
し
め
ら
 

 
 

 
 

認
識
に
よ
っ
て
初
め
て
 

 
 

 
 

宗
教
性
 A
 と
宗
教
性
 B
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理 こ 目 す だ 

的 彼 、 殆 は し 
帝 こ の ん 出， な 

全ど 来い 
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め る て 著 も る前 ある 蹟ぎ なもコー 的 図 証法 又 、 几 ・ な @ ナ るよ 関係 指し 笛尤 ょ 。 と糠 な本情 「作し 活こ 

  る 灼 熱 勤 め 
っ 能 の 『 体 も 教 な な う る 性 「 か な 的 金 事 

  以 が と 埋 る 



キヤケ ゴ ーァ ケこ於け   る 著作活動の宗教的発展  
 

 
 

な
も
の
」
と
い
う
言
葉
 

 
 

 
 

と
 言
 う
 も
の
に
は
、
 
諦
 

 
 

 
 

倫
理
な
も
の
、
倫
理
的
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

目
 伍
の
口
の
 

ガ
キ
 は
、
苦
悩
 

 
 

 
 

で
は
な
し
に
苦
熱
と
 訳
 

 
 

 
 

か
く
し
て
、
本
稿
の
最
 

 
 

 
 

事
 に
よ
っ
て
内
面
的
な
㏄
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

ま
さ
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
得
る
 

 
 

 
 

出
す
だ
 る
ぅ
 け
れ
ど
 て
 

 
 

 
 

、
も
し
そ
れ
が
真
正
の
 

 
 

 
 

よ
り
も
一
層
其
の
宗
教
 

 
 

 
 

を
 宗
教
的
な
理
念
に
近
 

 
 

 
 

不
思
議
な
結
晶
法
式
で
あ
 

 
 

 
 

正
な
 パ
ト
ス
に
よ
っ
て
 

 
 

れ
る
と
い
う
よ
う
な
事
は
勿
仏
聖
旨
え
な
い
が
、
 
た
 

 
 

同
じ
で
あ
る
と
い
う
 享
 陣
 
け
 言
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

ろ
 う
 肖
で
は
こ
こ
で
改
め
て
何
故
宗
教
性
 A
 に
 と

い
宗
教
性
 B
 に
あ
っ
て
も
、
 

だ
か
ら
、
厳
密
に
言
え
ば
、
宗
 

 
 

し
ろ
宗
教
性
が
情
熱
的
な
も
の
 



  

範   

、 ぅ 顧 も る 心 持ソ 。 紳 

で 

発 、 る 我 は の 連合 れ 
て 麗 筆 事 が 何 キ い 怯 

カ｜ 

。 。 訂   

著 八 具 が い い 自 戒 

妾ど 

l ま   
於会 は 実 命数 の が の 3 者 ま 作 て 、 ス 0 段 目 
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出 キ ス 著 性 年度 る 両 車 内 る 仰 で（ 如 だ に る 

ナ " Ⅰ 

と 

い 

@ 

な そ は 

  

応 

書 徹 し 

重 さ   
  し の そ ま に さ を 的 も 時 を 教 の B  完 

@   て   る キ 恢 宏 四 週 て っ 置 れ て 、 往 い れ る 
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で
あ
り
、
本
来
の
 

 
 

 
 

ケ
 ゴ
ー
 ァ
 自
身
の
 

 
 

 
 

と
は
少
し
趣
を
異
 

 
 

 
 

 
 

て
い
る
か
ら
で
あ
 

 
 

 
 

談
話
 集
 を
も
含
め
 

 
 

 
 

事
実
、
キ
ヤ
 ケ
 ・
 
コ
 

 
 

 
 

な
も
の
を
持
っ
 だ
 

 
 

 
 

ぅ
 事
を
暗
示
し
て
 

 
 

 
 

的
 著
作
」
と
呼
ん
 

 
 

 
 

え
て
い
る
よ
さ
に
 

 
 

 
 

詩
集
 b
 
、
目
糞
 の
 

 
 

 
 

の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

も
の
を
彼
は
一
つ
 

 
 

 
 

時
に
入
る
も
の
と
 

 
 

 
 

神
と
の
出
会
い
の
 

 
 

 
 

る
の
は
個
人
自
身
 

 
 

 
 

取
 除
か
れ
た
時
に
 、
 

で 軌 者 の 葉 見 で い ろ 
あ 望 え 則 さ 卜 え も る ぅ 

l て り に 発 キ の 作 が 
ァ の " し 実 り 証が " 
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B
 

へ
の
転
入
が
 、
 
人
が
自
ら
㏄
 

  
  

 
 

、
そ
の
第
三
部
に
 

拾
 い
て
「
商
い
キ
リ
ス
ト
教
範
 

時
 」
 
た
る
「
建
徳
の
た
め
に
」
（
 

三
 ㈲
 

一ア  
 

 
 

た
る
談
話
楽
日
キ
リ
ス
 

 
 

 
 

 
 

ヰ
 九
月
二
九
日
刊
行
の
㍉
 愛
 

 
 

 
 

 
 

せ
ら
れ
て
い
な
い
。
 本
 

 
 

 
 

談
話
」
と
 鈍
う
つ
 第
三
 

 
 

 
 

。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
 

 
 

 
 

だ
 逆
説
的
 @
 建
徳
的
な
 

 
 

 
 

と
い
う
、
一
見
審
美
的
 

 
 

 
 

す
段
階
は
未
だ
現
実
的
 

 
 

 
 

生
き
て
い
る
事
が
出
来
 

 
 

 
 

（
そ
の
間
の
事
情
は
 
W
.
 

 
 

 
 

な
も
の
へ
の
 キ
ヤ
ケ
 ・
 
コ
 

 
 

 
 

0
 
 
台
 0
 。
の
。
 
P
 
㏄
 
肚
さ
 
。
 レ
 

展
 

 
 

 
 

時
点
に
落
ち
ね
ば
な
ら
な
か
 

 
 

 
 

も
、
 少
く
と
も
（
前
述
の
よ
 

 
 

 
 

て
 如
何
に
現
実
的
な
恩
寵
 の
 

 
 

 
 

。
彼
は
冊
四
歳
を
越
え
る
と
 

 
 

 
 

げ
 を
な
す
事
に
よ
っ
て
数
行
 



 
 

 
 

も
の
に
於
て
す
ら
あ
 

 
 

 
 

い
と
い
う
事
が
そ
の
 

 
 

 
 

持
た
し
め
ら
れ
る
の
 

 
 

 
 

た
る
キ
リ
ス
ト
に
・
 
そ
 

 
 

 
 

証
す
る
の
で
あ
る
 G
 

%
 
お
の
 キ
 ）
 

 
 

 
 

が
 出
来
る
が
、
 

 
 

 
 

を
 既
に
見
出
し
て
い
 

 
 

 
 

返
す
信
仰
者
で
あ
 

 
 

 
 

早
口
一
つ
の
建
徳
的
 

 
 

 
 

リ
ス
ト
教
へ
の
訓
練
 L
 

「
自
己
 試
錬
 の
た
め
に
早
口
目
ら
を
 裁
 げ
し
に
於
て
 、
 

 
 

と
し
て
て
ら
の
 倫
 

 
 

 
 

リ
ス
ト
 教
 的
な
も
 

 
 

 
 

し
て
持
ち
得
る
最
高
 

 
 

 
 

を
 通
じ
て
、
神
の
道
 

 
 

 
 

リ
ス
ト
教
を
理
想
 

 
 

 
 

話
法
的
な
も
の
へ
の
 反 と 具 点 の 理 、 談 つ る 勿 せ の で 最 る 

 
 

 
 

が
 言
及
さ
れ
る
。
そ
れ
は
㏄
  

 

 
 

 
 

（
の
薄
目
）
最
高
の
 キ
 
㈹
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て
 区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
 

 
 

 
 

を
か
わ
す
の
で
は
あ
る
 

け
れ
ど
 ふ
 。
 

 
 

の
 全
著
作
活
動
は
 、
 
力
な
ぎ
有
限
な
人
間
が
救
わ
れ
る
 た
め
に
、
如
何
に
す
れ
 

 
 

 
 

中
に
存
す
る
真
実
を
見
出
 

 
 

 
 

彼
の
生
存
の
道
程
を
そ
の
 

 
 

 
 

住
 し
な
い
も
の
ほ
な
い
。
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
。
 



初
期
の
 ウ
パ
 ニ
シ
ャ
 ソ
ド
 

し
て
確
実
な
手
が
か
り
を
 え
 

陀
 時
代
よ
り
は
る
か
以
前
に
 

思
想
的
諸
要
素
の
先
駆
的
な
 

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
 こ
 

「
本
譜
 が
 仮
令
仏
教
以
前
 

雰
囲
気
中
に
養
わ
れ
た
る
も
 

の
 自
由
思
想
の
産
物
な
る
こ
 

と
 、
第
三
に
仏
教
 宙
 梵
語
，
 

字
 を
用
い
、
ま
た
本
苦
口
四
 

（
 
2
 ）
 

0
 例
を
示
し
て
居
る
こ
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

よ
 

 
 

 
 

 
 

@
"
"
"
 

"
 
一
 

と
 、
第
二
に
仏
教
・
者
 邪
 教
・
数
論
な
ど
と
同
じ
く
、
 
五
 

 
 

 
 

 
 

 
 二

 シ
ャ
ッ
 ド
と
 同
様
に
そ
の
成
立
年
代
決
定
に
関
 

シ
ャ
ッ
 ド
 は
 0
 才
曲
コ
倖
 

0
 
幅
吋
 
の
つ
レ
コ
 

円
ゅ
 

建
仁
と
と
も
に
 
仏
 

ず
の
 
倖
ゅ
 
（
の
中
せ
 

曲
汀
 に
は
原
始
仏
教
聖
典
に
お
け
る
 

ず
ロ
 
口
ゅ
 
q
p
 
せ
せ
ゅ
 

峯
は
仏
教
に
い
か
な
る
影
響
を
及
・
 
ほ
 

う
 な
評
言
を
加
え
て
い
る
。
 

八
二
シ
ャ
ッ
 ド
と
 倶
に
少
く
と
も
仏
教
と
同
時
の
 

仏
教
・
者
 邪
 教
・
教
諭
な
ど
と
同
じ
く
王
族
中
心
 

大
還
元
・
輪
廻
思
想
・
業
報
思
想
を
主
張
せ
る
こ
 

三
・
九
し
に
は
他
に
類
例
の
な
い
の
 目
ぺ
ゅ
せ
 

接
の
 

ソ
せ
曲
 

（
の
を
用
い
、
日
刊
 
語
 と
共
通
の
目
 
刃
 転
換
 

  

サ 
ン 

ユ
ッ
タ
・
 ニ
 カ
ー
 ヤ
 に
関
す
 

宮
 

ブ 

リ 

/ ト  
 

ヤ
ッ
 

る ド 

と
 

一
考
察
 

坂
宥
 
勝 
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お
よ
び
三
曲
（
（
 
田
 ：
：
 オ
 。寸
話
 由
 
o
 
p
 

（
（
 

曲
議
 づ
田
 
せ
曲
 
（
 
ゅ
 
q
o
 
。
 あ
 z
.
 ゲ
づ
 ・
 
べ
 S
 
 
に
お
 

 
 

 
 

箇
所
た
る
の
 Z
.
 
パ
 0
 乱
弓
 

 
 

 
 

与
 と
を
回
想
す
る
表
現
 

 
 

 
 

才
巾
 が
口
 
隼
ゆ
 によ
っ
て
 指
 

 
 

 
 

、
ニ
、
 三
の
極
め
て
 

 
 

つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
 

 
 

四
頁
。
 

（
 
2
 ）
コ
ウ
 
パ
ニ
シ
 ヤ
ッ
ド
全
書
 ヒ
 」
、
三
一
三
頁
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ヤ
 中
の
 テ
 ー
ヴ
ィ
ッ
 

 
 

 
 

の
 （
Ⅱ
株
代
 
例
 

 
 

 
 

0
 合
致
が
挙
げ
 

 
 

 
 

二
 シ
ャ
ッ
 ド
一
 

ア Ⅰ く 71) 

 
 

 
 

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
 

 
 

9
%
 ）
 
ご
 （
（
 

p
l
 

二
戸
 

ゅ
せ
曲
 
（
桐
麻
 
部
 ）
と
の
間
に
お
け
る
 

国
 心
想
の
類
似
性
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

と
の
関
係
を
論
ず
る
 

場
 

 
 

 
 

ッ
ド
 
群
に
お
け
る
特
殊
用
 

 
 

 
 

決
定
す
る
方
法
が
幾
多
の
 

  



 
 

 
 

王
 で
あ
る
ジ
ャ
ナ
 

 
 

 
 

を
か
わ
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

9
 
%
 笘
宇
 。
 巨
 し
に
 

 
 

 
 

。
そ
こ
で
、
国
王
は
 

ず
そ
れ
を
想
 い
 出
し
て
口
を
切
る
。
 

 
 

間
 
（
）
）
㌍
（
 

援
巴
 
の
元
宝
 冶
 ぎ
で
あ
る
か
 7
 亡
 

 
 

 
 

陽
 の
み
を
光
と
し
 

 
 

O
 
ヒ
 

 
 

 
 

、
太
陽
が
役
し
た
 

き
に
は
何
が
こ
の
人
間
の
光
で
あ
る
か
 ?
,
L
 

 
 

 
 

帰
る
。
 L
 

 
 

 
 

も
も
は
や
没
し
、
 

 
 

る
か
 7
 ニ
 

月 と て ま つ   

一 
一 

 
 

 
 

（
 
ぎ
い
 
の
 
ヲ
 ・
）
 
め
ト
 
0
@
 
 
㌍
 

 
 

 
 

尽
し
て
い
る
。
 わ
才
 

 
 

 
 

 
 

ヤ
ト
 
）
 
，
 下
ニ
 
曲
ア
 
治
す
苗
山
 

リ
の
ひ
 

Ⅰ
・
七
で
・
 

り
 
㏄
㏄
１
り
㏄
 

い
 



プリ ハド ・ ア一ラ ニ ャ 

世 （ 

尊 ） 

ら 世 

  

そ に 
れ や 
な っ 
知 て 
る 来 
べ た 
ぎ ・ 。 
か 
  
E ヰユ 

    

  
ト 
  日のⅠ 吋目 曲 曲 ㏄ Ⅰ 

  

 
 

 
 

本
生
）
 0
 岸
 捲
き
 旧
づ
 ど
ち
あ
こ
 

 
 

 
 

）
を
光
と
し
て
、
人
は
坐
り
、
動
き
、
仕
事
を
し
て
、
 

帰
る
。
 
ヒ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

下
し
て
い
る
も
の
に
、
の
 

之
 ・
 ロ
 の
り
的
 

ゅ
 
（
 
F
p
J
 

ぺ
 
の
め
 
幅
 
O
 
。
 H
 

、
サ
ー
ジ
 
二
ャ
 
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
 
よ
 
（
 
]
 
。
 
）
 
ヒ
 

る
 。
 

ゅ
 0
%
 ゑ
ざ
 
（
。
 

し
の
 
ヰ
ゅ
あ
 

@
 
の
 
p
H
 

目
せ
目
 

臣
 p
 
。
の
 
プ
リ
口
 

：
 

ッタ ・ニカ ーヤ に関する一考 

  
（ 困 （ 苦 国 

王   
も そ   

火 
帝 @ "- 

通 
@ 

も 

  

何 

ま 

よ 

  
  

      キ 

ヤ 

よ 

も 

は   

月 没 

察 

て 

帰 
る 
  

正も 

  

 
 

 
 

、
 動
ぎ
、
仕
事
を
し
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「
 時
禰
 著
述
天
子
 説
レ
侮
問
レ
佛
 。
 

明
 照
布
，
 幾
 積
 @
 
 能
 照
 ：
朋
世
間
 

唯
願
 世
尊
 説
 

何
等
 明
 最
上
 

爾
時
世
尊
 説
 。
 
褐
答
言
 。
 

有
 ，
三
種
光
明
 @
 
 能
 照
 ，
 
耀
 世
間
 

寺
域
 レ
日
震
 。
 
照
 

月
岡
 昭
 ㍗
 其
夜
 

焼
火
 キ
夜
照
 

昭
 ㍗
仮
役
 色
像
 

上
下
 及
 諸
方
 

衆
生
意
義
。
 昭
 

人
天
光
明
 中
 

佛
 光
明
 震
レ
上
 

    

ひ ず - 」 

    
ぅ し蓋 
に た モ 
あ も 巨 
る の 俺 

。 で は 
あ 散 
る O  文 

V ァ く - 

  
  

雑 河合の （・ ）が ニ ぢ ・ 

経 ） 
」 ヰ ど 

はま 、 じ 

ノ 」 ， え 

の た 
バ 丈 

l 件 
リ で 

文     
に 」 。 そ 

お の 

  

せ と Ⅱ 。 。 

" Ⅱ （ " ト   

" ト   
の も     
伏 し 
@ く 

は は 
具 仏 
体 弟 
約 千 
な と 

固 め 
三 間 
名 の 
を 一 
あ 問 

轟
 間
は
太
陽
が
輝
き
 

夜
に
は
月
が
 昭
す
 。
 

ま
た
火
は
丼
 夜
 に
 

こ
こ
、
か
し
こ
に
 昭
す
，
 
。
 

正
覚
者
は
最
勝
の
火
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
 血
 上
の
光
で
あ
る
こ
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に
い
ま
の
仏
陀
の
前
生
 

 
 

 
 

五
戒
を
守
っ
た
、
と
い
 

 
 

 
 

Ⅱ
の
 
汗
 （
，
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そ
し
て
木
林
 ソ
 
E
 め
 
H
d
 

朴
ノ
 

ォ
山
 

 
 

 
 

な
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

の
 「
 
菩
彼
 に
く
ま
な
 

（
 
8
 ノ
 

 
 

 
 

実
は
仏
教
固
有
の
も
の
 

こ
の
点
に
関
し
て
も
、
 

（
 
6
 ）
 

 
 

わ
れ
わ
れ
は
し
 円
甘
 
の
 
色
 と
 
㏄
 Z
 

と
の
間
に
 、
 

 
 

ゆ
か
な
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五
頁
に
よ
る
と
、
 
ゥ
 

㏄
 

 
 

 
 

指
摘
さ
れ
て
⑧
 

 
 

い
る
。
 

 
 

つ
 ・
 ト
 
0
0
 
 

の
 忘
，
 

（
 
8
 ）
ト
リ
オ
 

づ
 ・
㏄
の
 
べ
 

（
 
9
 ）
 し
ゴ
 
b
.
 

）
田
の
 

 
 

 
 

第
一
に
よ
っ
て
 、
ビ
 

 
 

認
め
ら
れ
る
、
と
せ
ら
れ
る
（
大
正
、
三
九
巻
 
五
セ
 九
頁
）
。
 秘
密
仏
教
で
は
 

 
 

 
 

、
ま
さ
し
く
 目
取
 

 
 

 
 

｜
 ラ
ー
キ
 と
ア
 

 
 

 
 

め
に
よ
る
と
、
 

火
炎
を
も
っ
て
最
高
我
を
表
示
し
て
い
る
。
 



頭 の 考 証 

一
頭
と
当
 

 
  

 

が
 

 
 

貌
 

て
 、
相
当
に
豊
富
な
研
究
を
遂
げ
て
居
ら
れ
る
。
 

 
  

 

Ⅰ
Ⅱ
 

事
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ぬ
 る
。
 

 
 

 
 

先
 に
と
っ
て
重
要
な
 

 
 

の
そ
う
な
、
包
括
 

 
 

人
々
が
興
味
を
も
 

 
 

料
 と
に
よ
う
な
け
れ
 

 
 

問
題
に
つ
い
て
 云
へ
 

 
 

に
 満
ち
て
ゐ
る
。
 

 
 

人
の
問
題
を
取
扱
っ
 

 
 

い
る
も
の
と
が
、
 
中
 田

 

ヰ
ニ
 
@
 

勺
 

自
 

 
 

%
 ミ
 
Ⅰ
七
 

る
 

て
 

 
  

 

 
 

世
 
㏄
 

 
 

  

 
 

頭
の
考
証
 

 
 

祖
 

Ⅱ
 

野
 

教 

  



 
 

 
 

の
 範
囲
内
で
ほ
 避
 げ
離
 

い
 取
扱
ひ
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
 

 
 

 
 

は
 区
別
が
無
い
。
 
そ
 

 
 

見
え
る
し
、
事
実
相
互
に
融
通
し
て
用
ひ
て
も
め
た
。
 実
は
、
宮
座
に
あ
っ
て
 

 
 

 
 

こ
 
ヰ
ハ
 
。
 

 
 

 
 

当
番
の
当
で
あ
っ
 

 
 

る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

合
 す
べ
 き
 理
由
を
も
 

っ
て
 ゐ
て
、
 結
び
つ
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

を
 研
究
す
る
他
は
な
 

 
 

 
 

混
合
を
露
呈
し
て
 ゐ
な
 

ぃ
 資
料
を
求
め
て
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

変
遷
を
、
可
能
な
限
り
分
析
し
て
見
る
事
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

ぅ
 と
も
い
 ふ
 。
そ
れ
 

 
 

 
 

ま
た
頭
、
 塔
 、
祷
な
ど
さ
 

 
 

 
 

の
 用
例
を
求
む
れ
ば
 頭
 

 
 

 
 

を
ひ
い
て
、
頭
の
も
と
 

 
 

例
を
引
用
し
て
、
次
の
如
く
説
明
さ
れ
た
。
 

 
 

 
 

陽
頭
 と
か
主
計
頭
 と
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頭 の 考 証 

下 車 ぅ し 者 軽 と 題 て 訳 を 何 か 
に 私 当 等 い   

る る に ら こ か肖 " 切 ら てれる " 以ゆ博と定頭 た の 外 か 十 者 的 が 

思 とが関い " すへ で 相でた 番 れ樽かでのなのへ 士ら " 役 かこしも ぬ 固 定 
ふ き る ば 通 つ の が で も の っ の め の せ 
が に 部   じ と に 、 あ し 中 た 説 る で る 

に て げ   

当 
て そ 扱 や 
は れ っ ぅ 

そ 令制 と で の る   
改 通 い し の が ふ た 5 頭 ろ 
              て 

込歩 ふ 究 

１ r コ Ⅰ     極 光 頭 う に し 頭 
め し と 一 当 ぎ 人 
て て 歩 度 っ 特 の 

普の し 深 て 徴如 
る 頗 旦 と 
か に い と と 笏ヴ考るあ も 
ら 関 ふ 
で す 厄 っ 相 な て の た 引 

  究 到 

そ は 達 
の 一 し   
為 応 た   
少 へ こ 究 しの四七 
内 ら ュ 

を た は 求 あ 
し る 用紙 牌 向 そ 、 て   が め 

す で の 

  

ぼ る の と 両 と る 問 っ い 人 
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工
船
頭
、
火
頭
及
び
法
顕
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
 
ム
 
%
 
制
 
で
は
、
そ
の
役
 

 
 

 
 

ぅ
 
。
即
ち
、
上
級
の
役
 

 
 

 
 

所
の
区
別
を
表
示
す
る
 

 
 

 
 

と
 
ハ
ッ
キ
リ
し
た
今
昔
ゅ
 

 
 

事
だ
と
思
ふ
。
 

 
 

 
 

用
 
的
に
い
 

へ
ば
、
大
 

体
に
於
て
 

、
 
或
る
種
の
も
の
に
対
し
て
だ
 

け
 
用
ひ
 

ろ
、
 

ほ
ど
固
定
し
た
用
例
が
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
 

 
 

 
 

と
 
思
へ
ば
 

、
先
づ
、
 

 
 

力
 
よ
 
Ⅰ
 
、
。
 

船
頭
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頭 の 考 証 

 
 

 
 

の
 意
味
に
な
る
か
ど
 

ぅ
 か
は
明
ら
か
で
な
い
。
或
は
船
 元
 と
い
ふ
そ
う
な
、
 

 
 

。
問
屋
と
い
ふ
も
の
に
 

 
 

業
 責
任
者
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ぬ
 る
そ
う
な
船
乗
り
 

 
 

 
 

使
ふ
 船
頭
と
い
ふ
語
の
 

古
い
典
拠
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
 

 
 

 
 

み
な
い
。
そ
の
意
味
 

 
 

 
 

論
 可
能
で
あ
る
。
 

火
頭
 

 
 

 
 

の
が
見
え
て
 ぬ
 る
の
 

が
そ
れ
で
あ
る
。
 

几
 、
 
役
 二
丁
 匠
 -
 
皆
 十
人
外
 給
ニ
 一
人
 -
 
克
二
火
頭
 -
 

と
 見
え
て
ゐ
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
そ
の
 労
肋
 奉
仕
 

 
 

 
 

に
 対
し
て
一
人
の
火
頭
 

と
い
ふ
も
の
を
配
属
せ
し
め
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

備
 を
す
る
の
が
そ
の
 

任
務
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
文
に
 、
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へ
 -
 
ノ
ク
 

 
 

ナ
リ
 

 
 

顕
 -
 
、
即
 
給
 ，
 功
 直
一
、
興
，
 
見
 役
者
 

。
ジ
キ
 

-
 
同
，
 也
 

 
 

と
あ
る
。
 

 
 

 
 

人
夫
に
準
ず
る
も
の
 

 
 

 
 

も
の
で
は
毛
頭
あ
り
 得
 

 
 

 
 

こ
ろ
は
無
い
が
、
ハ
ッ
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

ぬ
 る
。
 

 
 

 
 

る
と
忠
は
れ
る
。
 

法
顕
 

 
 

 
 

ゥ
と
 読
ま
れ
た
か
、
 

法
 頭
の
場
合
に
も
、
そ
の
読
み
方
は
判
然
と
し
な
い
。
 

 
 

て
ゐ
る
。
 

こ
れ
は
日
本
辞
 紀
に
 兄
え
て
ゐ
る
。
 

推
古
紀
三
十
二
年
 玉
 戊
の
条
に
 、
 

 
 

 
 

 
 

彼
 に
任
じ
た
も
の
か
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 百
済
に
あ
っ
た
も
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

関
係
で
の
法
顕
と
い
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頭 の 考 証 

を 頭 て 扶 5 目 こ る 
「 こ 果 の 調 特 則 保 ふ 甥 手 詔 。 法 
元 の し 任 査 し ち か で Ⅰ " 主 日 頓 丘 

享 法 て 命 し 維   " （ の 

酌 昂 

題 
Ⅰ t ア "- @ 
つ 

    
力 自 

は   
  

日 本 

、 釈 

  

斗 半 Ⅱ ・   と 

し 
支 う 

日 

け 祈 誓 

  で 、 で て る さ 

孝 

で、 土 

    
ム 
@ 

月 Ⅱ チ   大 

通 
証   

ム、 

培襄 

発 

  の 
抄、 条 
  サブ "- 

  

，法 解 せ に い で の 

頭 立   

為 -   る た の       

  

の 

寺 や 。 実 里     が 、 

司   ぅ 即 地 塁 
ね ち に の 
役 、 つ 力 者、   

と 

割 渋 い で   

95 ィ 95) 

は ふ 
さ 大 語 
て 陸 が 

、 か 日 
法 ら 本 
頭 伝 書 
で へ 紀 
あ ら に 

一 
る れ 見 

一 が た え   
、 用 る 

  
注 し 、 し   

述 サ こ い 

を 旅 亭 
要 い で 
す て あ 
る 既 っ 
間 に て 
題 或   
で る 前 
あ 程 述 
6 度 の 
の 操 船 

で用 、 も。 頭 
項 さ 火 
な れ 頭 
改 、 に 
め 用 こ 

6 法 の 
こ も 法 
と き 頭 
ュ ま を 
し っ 加 
よ て へ 

うぬて 。 た考 
事 へ 
が れ 
ね ば 
か   

6 頭 
  

い 
ふ 

き珪 Ⅰ は 



 
 

 
 

リ
ノ
ッ
カ
サ
 
な
ど
 訓
 

 
 

 
 

」
 

 
 

 
 

僧
尼
を
司
る
役
所
）
の
 

 
 

 
 

は
 誤
で
あ
っ
て
、
今
の
 

 
 

 
 

は
 是
非
の
判
断
を
避
け
 

 
 

 
 

徳
 太
子
の
太
子
低
層
 

に
 

 
 

 
 

ス
 、
断
定
や
解
釈
は
加
 

へ
て
み
な
い
。
 

 
 

 
 

同
等
 与
 寺
主
、
巡
行
 

 
  

 

 
 

 
 

さ
し
め
て
、
 
諸
寺
 を
巡
 

 
 

 
 

 
 

ュ
は
 
、
「
 
寺
 同
等
を
拝
し
 

 
 

 
 

に
も
と
れ
る
。
従
っ
て
 

、
 

 
 

 
 

ず
る
し
、
幸
司
が
法
顕
 

 
 

 
 

そ
う
に
も
見
え
る
。
 

や
 

 
 

 
 

は
 問
は
な
く
て
も
よ
い
 

 
 

て
も
 う
 少
し
推
理
す
る
材
料
を
も
っ
て
ゐ
る
。
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頭の 考 証 

 
 

で
は
な
く
て
、
伶
官
で
あ
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

し
て
、
孝
徳
紀
の
記
事
 

 
 

 
 

し
む
べ
し
」
と
云
っ
て
 

オ
コ
ナ
 

 
 

 
 

 
 

こ
れ
は
ど
う
も
、
 

 
 

 
 

ふ
 要
件
に
対
し
て
最
も
 

適
合
し
て
み
る
と
 云
ふ
べ
 ぎ
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
 

 
 

 
 

同
様
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
つ
く
の
だ
が
、
 
残
 

 
 

 
 

そ
こ
の
名
称
の
役
が
ど
の
 

 
 

 
 

繍
文
書
の
中
に
℡
出
さ
 

れ
る
。
 

法
燈
 

 
 

 
 

代
 の
 法
 頭
か
ら
尾
を
曳
 

 
 

全
 な
死
語
に
は
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
 

阿
蘇
文
書
写
第
十
九
に
 、
 

 
 

 
 

法
 燈
の
山
部
一
大
大
 

 
 

添
の
御
頭
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
  

 

 
 

に
 
ヒ
 

 
 

 
 

一
 三
月
分
 

 
  

 



を が Ⅴ こ も と れ と と と 

解 決 あ こ た こ の 見 「 に あ 四一一 し 睦 )  一 - 
， な 目 

  

  で 
の 
頭 殆 儀 普 

ドく 

@   
つ ば 吋サ 1 の リ 冊 ハ 

  別 行 座 虹 Ⅰ   
て し に の f 億 
  離 村 頭 人好 一 

  い し 人 の 四 n   

凶日 @@ 帝 法 て と 幸太 湖 か 行 の 
明 灯 仏 何 を 人   
R 京 

  法旨 ム にり 旦咲 
  

な資 

        
役人 

半 : ト ム 「 九 を に昔 る の役 ) - つ - 
の に は て 同 

四人 

検討 法任 な ゐ月 人 
し 頭 じ い る 四 

  
で た   事 日 日 q   

し 
  同風 筆が一 ある それもの 遜 肛ゼ L. て 
孔イ 庄七 ㌔ ゐ 

るも 

の 

サ ブ し   。 ソ   

の し 
l@ ノ 打   で、 て 
が、 な あ 十 あ 法 あ あ 

  

行 い る 人 @  蜂五 @ フの コ % 
事 が ;  。 の " 仮ミ L   
の @ こ 之 甜典 

グ ， ー 

九 

意味 

ち 」 初 役 ザ Ⅰ 

{ の で 」 人 
を と 祀 $  の 伍孔 

灯 
も つ も そ 宜 祝 は 
や の な 頭 

（ ウ   の と 

っ に 面 [ で 書 
ビ な は あ ぎ 

く つ つ   @ 換 
な 六、 し へ 

Ⅰ 拐ゴ が ヰ @1l Ⅰ 宇 

合 @ 丑 。 p  る 

之 
祝 
」 

と 

言売 

ま 
甘 t 

る   
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上
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氏
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一
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第
十
八
Ⅱ
学
術
太
公
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日
程
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て
１
片
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 ｜
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The Christian Existence 

Takenosuke MIYAMOTO 

1. The Christian has the fundamental experienc.es of the act of God to 

him. This experiences indicate the fact that the Christian is affirmed 

through the negation by the act of God. 

2, The Christian is the man in Christ or the man who alines to God in 

Christ Jesus' (Romans 6 : 11). The logic of the Christian existence 

which we can call 'the logic of the Place' are found in this situation. 

3. The Chrislian is distinguished from God by the act of God, but he is 

united with God inseparably in Christ. His personality is based on 'the 

I-thou relation' bztween God and him. And he realizes himself as the 

personality by entering into the corresponsive relation with others. The 

logic of the Christian existence which we can call 'the logic of the 

personal correspondence' is found in this situation. 

4. In this world the Christian not only realizes himself self-expressively, 

but indicates self-transcendentally the act of God that affirms him through 

the negation. The logic of the Christian existence which we can call 

'the logic of the Symbol' is found in this situation. 

Atisa as a Tantric Buddhist 

-with reference to the problem of the Kiilacakratantra-- 

Hakuyu HADANO 

Many scholars of Buddhism have thought that Ati4a had played an 

important role in the formation and development of the latter Tibetan 

Buddhism. And they, from the character of AtiBa's Tantric Buddhism, 

have always supposed that of the Tibztan Buddhism, furthermore of the 



latter Indian Buddhism. Therefore the problem of Ati8a's Tantric Buddhism 

is more important in the history of Indian and Tibetan Buddhism. 

This paper reexamines the character of Ati8a's Tantric Buddhism, above 

all the connections between AtiBa and the Kalacakratantra. 

A. Griinwedel, Ch. Eliot, Ch. Bell, H. Glasznapp, G. Shulemann 

and M. Lalou etc., these scholars insist that Atiia had the close relatiow 

with the Kalacakratantra in various points. 

Author used many Tibetan works as follows : 

1. Catalogue-Rgyud hbum-gyi dkar-chag (Tohoku cal. No. 5%04), 

Bstan-bcos hgyur-ro I3tshal-gyi dkar-chag (Nos. 5205,5249), 

Dge-ldan ri~i-lugs-l?dsin-pa gsan-rgya-chen-po 4dod-pa-rnams- 

la phan- pahi nl tshan- tho (No. 6551), 

Bkal?-gdams pa-dan dge-lugs bla-ma rag rim-gyi gsuli-]?burn 

mtshan- tho (No. 6555), 

Rgyud-sde spyi1;i rnam-par-gshag-pa (Nos. 5167,5163,5169), 

Rgyud-sde spyil~i rnam- ~ a r - b s h a ~ - ~ a  rgyas par biacl-~a (No. 

5489), 

Bstan-pa spyi dan rgyud-sde bshil?i rnam-bshag zin-bris-su 

byas-pa (No. 5938) etc., 

3. History - Chos-hbyuil-chcn-1110 (No. 5197), Deb-g~xr siion-po (No. 7036), 

Pa-san-jon-sail (ed. by Chandra Dm), Rgyal-ba Ilia-pa1)i 

chos- hbyuli (No. 5664), 

Taran5 tha's Dgos-l?dod kun-I)l~yuli (No. 7037), 

B kab-gdams- kyi rnam-par thar-pa (No. 7038), 

Byan-chub lam-gyi rim-pal~i bla-ma brgyud-pal$ rnam-par- 

thar-pa (No. 5985), 

Baidiir-ser-pol>i me-loii (No. 7033), Rin-chen gces-pal;i lde- 

mig (No. 5011) etc., 

3. Memory- Bu-ston's Gsan-yig (No. 5199), Mkhas-grub's Gsan-yig (No. 

5457), 

Tson- kha-pa's Gsan-yig (No. 5267). 

4. Biography--Bkah-gdams rin-po-chehi glegs-ban1 (No. 7041), 

Jo-bo-rje dpal-ldan mar-me-mdsed ye-8es-kyi rnani- thar 



rgyas-pa (No. 7043) etc., 

5. Atida's work- Bodhi pathapradipa (No. 3947), 

Bodhimiirgapradipapaiijik5 (No. 3948) etc. 

But he could not find any remarkable descriptions showing the relation of 

Atiga's Tantric Buddhism and the Kdacakratantra. He concludes by 

saying that Atiias Tantric Buddhism is not grounded upon the Kiilaca- 

kratantra but upon the Aunttarayogatantra. 

Religious Developement of the Authorship by 

Sqlren Kierkegaard 

Masaru OTANI 

In the work of S&en Kierkegaard as author there penetrated an 

~~nchangealh religious intention consistently -with such an order that 

Kicrkegaard himself could not help reducing it to the Divine Governance 

-from his most aesthetical worlts to his last works of pure religiousness. 

Many times he declared himself that hc was essentially a religious author, 

but we can get its full meaning first, when we have settled the problem 

in which point of view his who!e works can be said they are religious. 

First in the aesthetical works it will be shown that the essential 

aesthetical defies through despair, precisely l~ecause i t  has its support for 

the movement of defiance in the object itself, against which it is going to 

defy; in short, because there exists the absolute, which is so to speak worth 

resisting. And in this way it has got the paradoxical stability and necessity 

for its self-collapse. In spite of its haughtiness, not to have entirely the 

essential self, the mosi trifling inner flash ol the aesthetical would arouse 

the response of the nbsolute as the opponent, if it should display the 

inncrmost saturation. It would be worked by the absolute to show the 

eternal even or rather precisely in the moment of its desperate crumbling. 

It can be said in other words that in this way the essential aesthetic31 

is made in a sense to reveal the religious idea. Even the most aeshetical, 



so far as it is carricd by thc genuine pathos, it indicai,cs the religiousncss. 

It is the mysterious crys~alizatioa formula. that increases its density by the 

concussion in the pathos of thc inner suffering confincd in its cfforts, 

which lets a serious efforts of hun~an bcing draw near to the religious 

idea. Thus not only [he religious in gcncral and rhc ethical-religious, but 

also the ethical, the cthical-aes hctical (or the aesihetical-ethical) and the 

aesthetical-if they a11 are stlifered by the pathos as the essential ; or, 

according to thc etymological scnse of the word. arc "lidt-tlidenskab-et" 

(gelitten-tleid~~tsc?~aft-et)-so thcy sland under the catcgory of so-called 

religiousness A. Kierkcgaard calls religio~tsness A in the meaning of "thc 

dialectic of making inwardness" the pathetical (I hc fact, which is generally 

overlooked by scholars). Therefore also he enumerate his works "Either- 

Or", "Fear and Trembling", "Repetition", "The Concept of Drcad", 

"Prefaces", "Philosophical Fragments". "Stages on Lifc's Road" as the 

nes/AeticaZ zoorks in thc meaning of pathetical works, because the pseudo- 

nymous authors are still standing under the cotegory of rcligiousness 

A-notwiths~anding thc clear descriptions about the Christian ideas as 

for example in "Fear and Trembling" and "Thc Concept of Dread". In 

the samc sense hc called his first eighteen edifying discourses "aesthet ical 

work". 

While religiousncss A is the dialectical inward- transformation itself about 

the relation, I-c2igiousnc.u B is 3 rclation conditioned by a definite something 

which defines thc eternal happiness. The lattcr is the paradoxical trans- 

formation of existence through the rclation to a historic fact. This is the 

rcligiousness or the paiadoxical-Christian. In 1848 when 

Kierkegaard wrote "The Point of Vicw for my Work as an Author" he 

described as "pure religious work" the following : "Edifying Discourses in 

Divers Spirits", "The Works of Love". "Christian Discourses". Probably 

he thought that these are discourscs sl,rcsscd upon religiousness B. And wc 

can believe as y e  can see from the third part of ''Christia3 Discourses" 

which has subtitle To Ec2if;cation  he higher Christian category", that at 

his turning point of 34' ycars Kierkegaard himsclf cntcrcd entirely into the 

confidcnec of rcligiousncss B. Afkr thal in a11 his discourses and works 



with the style of edifying discourses ("Training in ChrislianityW, "For Sclf- 

Examination", "Judge for Yoursdf") and also in "Two minor ethico- 

religious treatises", "The Sickness unto Death", "Book on Adler", which 

supplement them in any sells? theoretically, he could manifest the paradox- 

ical-Christian in the most strained form ever made. Through his personal 

experiences he became conscious of his peculiar mission as thc instrument 

(or "thc corrective") of God, and came to undersland the theology of 

imitatio Christi and the Chrislianity of martyrdom as the ideal, which 

might almost be distinguishcd as religiousness C (blcause it suggests the 

dialectic 01 Apostle as the sharpened dialectical 1.vhich is produccd by the 

reaction of the sharpened pathos to the dialectical). 

Bshadaranyaka-upani,~ad and Samyutta-nikgya 

The present author has discovered that thc analogy of light found in 

Samyutta-nikgya (vol. I, p. 15) was already used in the thought structure 

01 Byhadaranyaka-upanisad IV, 3,l-6. For it has established that Miiga- 

dha $!fir$xjL, $fi&X? mentioned i n  the Chines: version (Taisho vol. 2, 

p. 360 b. c. & p. 478c) of Samyutta-nikaya, not in the pd i  Canon, is the 

samc person as Janaka of Byhad., (IV, 3 , l )  on the basis of historical facts. 

Moreover, in Byhad (IV, 3,6) Atman is described as the Suprenie Light, 

whercas in Samyutta-nikiiya (vol. I. p. 15) Sambuddha is mentioned, which 

implies that the significance and contents of thc analogy of light changed. 

From this viewpoint, the author has clarified the meaning of this change 

in the history of Philosophy. 

Consequently, the historical and philosophical relation between Brhad- 

iranyaka-upanisad IV, 3,l-6, on o:le hand, which belongs to the earlier 

group of Upanisads, and samyutta-nikiiya, onc of the Original Buddhist 

Siitras, on the other, has been brought to light. Thus we can comprehend 

vividly one of the characteristics of Original Buddhism in comparison with 

this Upani~ad. 




