
〈
第
十
六
回
大
会
特
別

講
演
〉

日

本

を

外

へ

向

け

て

―
―
世
界
思
想
史
の
一
課
題
―
―

世
界
に
広
く
眼
を
向
け
て

わ
れ
わ
れ

の
日
本

を
反
省
し
評
価
す
る
と

い
う

こ
と
が
、
現
在
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
て
い

る
大
き
な
課
題

で
あ
る
。

明

治
維
新
以

前
に
は
日
本

は
鎖
国
状
態

に
あ
り
、
世
界
か
ら
孤
立
し
て
い

た
、
と
一
般

に
考
え
ら

れ
て
い
た
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
ひ
ろ
く
外

の
世
界

と
つ
な
が
っ
て

い
た
。
最
近
知
り
得
た
二
つ
の
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。

日
蓮

の
弟
子

・
日
持
上
人
が
大
陸

に
伝
道
を
志
し
て
北
海
道

の
白
老
か
ら

樺
太
を
経
て

ア
ジ
ア
大
陸
に
赴
い
た
と

い
う
伝
説
が
あ
っ
た
が
、
昭
和
の
は

じ
め

に
北
支

の
宣
化

で
、
日

持
上
人
所
持

の
法
華
経

マ
ン
ダ
ラ
、
日
蓮
上
人

図
像
と
称
す
る
も
の
な
ど
が
発
見
さ
れ

、
日
本

に
将
来
さ
れ
、
故
前
島

信
次

教

授
が
研
究

し
た
。
と
こ
ろ
で
本
年
東
大
の
宇
宙
線
研
究
所
、
原
子
力

セ
ン

タ
ー
な
ど
の
八
人

の
学
者
が
三
友
量
順

教
授
と
協
力
し
て
放
射
性
炭
素
年
代

測
定

を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
西
暦
一

三
〇
〇

年
前
後
（
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
三
五
〇

年
の
あ
い
だ
）
の
も
の
だ
と
判
明

し
た
。
こ
の
古

い
時
代

に
ア
ジ
ア
大
陸
に
日

中
　

村
　
　
　

元

蓮

の
「
南
無
妙
法

蓮
華
経
」
を
ひ
ろ
め
て

い
た
伝
道
僧
が
い
た
の
で

あ
る
。

ま
た
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
年
）
に
伴
天
連
が
国
外
退
去

を
命
ぜ
ら
れ
る

前

の
一
七
年
間
、
長

崎
は
実
質
的
に
は
ロ
ー
マ
法
王
の
領
地
で
あ
り
、
神
社

仏
閣

は
す

べ
て
焼
き
払
わ
れ
、
住
民
は
す
べ
て

キ
リ

シ
タ
ン
宗
門
へ
の
改
宗

が
強
制
さ
れ
、
肯

ん
じ
な
い
者
は
処
刑
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
「
か
く
れ
仏
教

徒
」
の
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と

を
思
う
と

、
日
本

の
思
想
史
は
世
界

史
の
一
環
と
し
て
考

え

る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

最
近

の
イ

ン
ド
哲
学
研
究

の
最
尖
端
の
学
者
た
ち
、
例
え
ば
ペ
ン
シ
ル
ヴ

ァ
ニ
ア
大
学

の
モ

ー
ハ
ン
テ

ィ
、
イ
ン
ド
の
ジ
ャ
イ
プ
ル
大
学
副
学
長
ダ
ヤ

ー
・

ク
リ

シ
ュ
ナ
の
ご
と
き
人
々
は
「
イ
ン
ド
哲
学
」
な
る
も
の
は
存
在
し

な
い
と
主
張
し
て

い
る
。
地
域
的
あ
る
い
は
民
族
的
な
制
約
を
つ
け
た
ら
、

そ
れ

は
も
は
や
「
哲
学
」
で

は
な
い
と

い
う

の
で
あ
る
。
ち

ょ
う
ど
戦
時
中

てけ向へ外を本日
１



に
「

ナ
チ
ス
数

学
」

な
る
も
の
が
も
て

は
や
さ
れ
た
が
、
戦
争
が
終
る
と
雲

散
霧

消
し
て

し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
こ
の
論
理

を
以
て
す

る
な
ら

ば
、
「
ド
イ
ツ
哲
学
」
と
い
う
も
の
も
あ
り
得
な

い
し
、
「
イ

ギ
リ
ス
哲
学
」

と
い
う
も
の
も
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
最
近
代

の
傑
出
せ

る
哲
学
者
・

ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
タ
イ

ン
は
い

っ
た
い
ど
の
国

の
哲
学
者
と
呼

ん
だ
ら
よ

い
の

で
あ
ろ
う

か
？

第
二

次
世
界
大
戦
前

の
わ
が
国
の
多
く
の
学
者
た
ち
は
、
日
本
は
万
国

に

冠
た

る
皇
国
で

あ
る
と

称
し
て

い
た
。
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
進
歩
的
知
識
人
た

ち
は
、
日
本
は
西
洋
人
の
尺
度
に
合
わ
な
い
か
ら
、
奇
型
的
な
、
変
な
国
だ

と
考
え
て

い
る
。

し

か
し
そ
れ
は
ど
ち
ら
も
誤
り
で
あ

る
。
日
本

の
思
想
史

は
世
界
思
想
史

の
一
環

な
の
で

あ
る
。

日

本
の
神
話
は
、
最
古
の
日
本
人

の
生
活

の
中

か
ら
生
ま

れ
た
最
初
の
精

神
の
投
影
で
あ
る
が
、
全
く
関
係
が
無
い
と
思

わ
れ
て

い
る
ギ
リ
シ
ア
神
話

と
非
常

に
よ
く
似
て

い
る
。
日
本
の
古
代

宗
教

も
ギ
リ

シ
ア
の
そ
れ
も
、
と

も

に
多
神
教
で
あ

っ
て

、
人
間
を
と
り
巻
く
自
然
界

の
諸
事

象
の
う
ち
に
、

あ

る
い
は
そ
の
背
後

に
神

々
の
存
在
を
想
定
し
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
畏

敬
の

念

を
以
て

、
献
供
の
儀
式
を
行

っ
た
。

こ
の
特
徴
は
、
世
界
の
諸
民
族
に
つ
い
て
あ
ま
ね
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
で

あ
り
、
献
供

の
儀
式
も
良
く
似
て
い
る
。
太
陽

を
神
化
し
て

（
天
照
大
神
）
、

統
治
者

が
そ

の
子
孫
で
あ

る
と
考
え
る
神
話

は
、
諸
民
族

に
お
い
て
伝
え
ら

れ
て

い
る
。
（
ア

メ
リ

カ
大
陸

の
イ
ン
カ
族
の
場

合
は
有
名
で
あ

る
。）
日
本

神

話

を

軸

と

し

て

こ

の
点

を
詳

細

に
実
証

し

だ

の

は
、

加

藤

玄

智

『
神

道

の

宗

教

発

達

史

的

研

究

』

で

あ

る

。
神

々
の

す

が

た

は

、
人

間

を

巨
人

化

・
美

化

・
理

想

化

し

た
も

の
で

あ

っ
た

。

イ

ン
ド

文

明

は

仏

教

を

通

じ

て
日

本

と

関

係

を

も

つ

に
至

っ
た

と

考

え

ら

れ

て

い

る

が
、

仏

教

と

無

関

係

な

は
ず

の

ヴ

ェ

ー
ダ

神
話

な

い
し

ヒ
ン

ド

ゥ

ー
教
神
話
が
、
日
本
の
記
紀
の
神
話
と
非
常
に
良
く
類
似
し
て
い
る
。
そ
の

類
似
点
を
指
摘
し
て
、
ス
イ
ス
の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
大
学
教
授
エ
ル
ベ
ー
ル

（
Ｊ
ｅ
ａ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
）
の
著
し
た
『
Ｓ
ｈ
ｉ
ｎ
ｔ
ｏ
』
（
神
道
）
と
言
う
書
で
は
、
そ
の

巻

末

に
類

似

点

の

リ

ス

ト
を

掲

載

し

て

い

る

。

古

代

人

は
供

犠

の
儀

式

を

行

う

こ

と

に

よ

っ
て

、

現

世

の
幸
福

、
子

孫

の

繁

栄

に

あ

ず

か

ろ

う
と

し

た
。

神

々
に

さ

さ

げ

る
供

物

は
、

人
間

の
投

影

と

し

て

の

神

々
が

欲

す

る
で

あ

ろ

う

と

こ

ろ

の
品

物

で
あ

っ

た
。
そ

の
儀

式

の

次

第

ま

で

も

よ
く

似

て

い

る
。

祭

場

へ

神

々
を
勧

請

す

る
こ

と

か

ら
始

ま

り

、

儀

式

が

終

わ

る

と

、

神

々

は
天

に
帰

る

。

や

が

て

宇

宙

創

造

神
話

が
考

え

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。
「
く

ら

げ

な

す

漂

え

る
も

の
よ

り

葦

か
び

の

ご
と

く

萌

え

出

る
」

生

命

に

対
応

し
て

、

イ

ン

ド

の
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
で
は
、
一
面
に
漂
う
大
水
の
中
か
ら
愛
欲
に
よ
っ
て
宇

宙

が
生

ま

れ
出

た
、

と

説

く

。

や

が

て
諸

方

の
豪

族

が

統

一

さ

れ
て

、

大

和

王

朝

に

従

属
す

る

に
至

る

。

そ

れ

と

共

に
普

遍

宗

教

と

し

て

の
仏

教

が

入

っ
て

来

て

、
国

家

に
精

神

的
基

礎

を

与

え

る

こ
と

に
な

っ

た
。

そ

の
絢

爛

た

る
開

花

は

聖

徳

太
子

の
治

世

で

あ

る

。

か

れ

は

、
そ

の
歴

史

的

意

義

に

お

い
て

、

イ

ン
ド

の

ア

シ

ョ

ー

カ
王

、

９

″



チ
ベ
ッ
卜
の
ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ
ン
ポ
王
と
同
じ
範
型
を
示
し
て
い
る
。
南
ア
ジ

ア

で

は

、
そ

れ

よ

り

も
遅

れ

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の
国

家

統

一

と

と

も

に

、

同

様

の
帝
王
が
出
現
し
た
。
ビ
ル
マ
で
は
ア
ナ
ウ
ラ
ー
タ
ー
王
（
一
〇
四
四
―
一
〇

八
八
）
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
ジ
ャ
ヤ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
七
世
（
一
一
八
一
―
一
二
一

五
）
、
タ
イ
で
は
ラ
ー
マ
王
（
一
三
〇
〇
年
こ
ろ
）
が
同
じ
類
型
に
属
す
る
。
朝

鮮

半
島

全

体

を

統

一

し

た

の

は
新

羅

の
王

朝

で

あ

る
。

西

洋

で

こ

れ

ら

に
対

応
す
る
帝
王
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ス
ス
帝
（
三
〇
六
―
三
三
七
）
で
あ
る
。
カ
ー

ル
大

帝

も

部

分
的

に

対
比

す

べ
き

で

あ

ろ

う

。

国

家

統

一

の
成

立

と

と

も

に
王

朝

の
文
化

が

成
立

す

る
。

特

に

王

朝

宮

廷

の

文
化

は

、
平

安

朝

に

お

い

て

絶

頂

に

達
し

た

。

日
本

の
飛

鳥

奈

良

か

ら

平

安

に

至

る

時
代

は
、

イ

ン
ド

の

ク

シ
ャ

ー

ナ
王

朝

、
グ

プ

タ
王

朝

、
な

ら

び

に

そ

れ

を

継

承
す

る
諸

王

朝

と

、

シ

ナ
の

隋
唐

の

王
朝

と

、

ほ
ぽ

同

類

型

で

あ

る

と

と

も

に

、
そ

れ

ら

の

文
化

が

い

ち

じ

る
し

く
類
似
し
て
い
る
。
西
洋
で
は
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
（
七
五
一
年
以
降
）
の
宮
廷
文

化

が
対

比

さ

る

べ
き

で

あ

ろ

う

が

、

た

だ
し

、

カ

ロ
リ

ン

グ
朝

を

イ

ン

ド
で

は
イ

ス

ラ

ー

ム
諸

王

朝

と

対

比

す

べ

き

で

あ

る
と

の
意

見

も

あ

る
（
Ｗ
ａ
ｌ
ｔｅ
ｒ

Ｒ
ｕ
ｂ
ｅ
ｎ
：
”
Ｄ
ａ
ｓ
　
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｍ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｌ
ａ
ｌ
ｔ
ｅ
ｒ
”
の
説
）
。

平

安
朝

の
文

化

は

、

グ
プ

タ
王

朝

と

と

も

に

、
優

雅

典

麗

で

あ

り

、

修

辞

学

的

な
技

法

も

発

達

し

た

。
万

葉

の

歌
謡

は

、

つ
ね

に

生

の
現

実

を

謳

歌

し

、

み

な
ぎ

る
生

命

を
そ

の

ま

ま

歌

い
上

げ

て

い

た
が

、
平

安
朝

の
文

芸

は

、
美

の
憧

憬

へ
と

移

っ
て

行

き

、
美

に
耽

溺

す

る
唯

美

主

義
と

な

っ

た

。
し

か
し

や

が

て

人

生

の
享

楽

の

は

か
な

い

こ

と

に

気

づ

き

、
宗

教

的

な

も

の
を

志

向

し
、
や

が
て
弥
陀
来
迎
を
欣
求
す
る
に
至

る
。
藤
田
健
治
博

士
の
所
論
（
『
光

と
影
ろ
い
　
日
本
精
神
史
に
お
け
る
理
念
の
形
態
』）
に
よ

る
と

、
平
安
朝

の
文

芸

は
ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
で
あ
り
、
日

本
に
お
け
る
唯

美
主
義

は
西
洋
の
そ
れ
と

は
異
な
る
が
、
日
本
に
お
け
る
ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
の
一
般
的
な
推
移
は
西
洋

に
お
け
る
そ
れ
と
同
様
の
経
過

を
た
ど

っ
て
い
る
。
両
者
は
時
代

を
異
に
す

る
が
、
類
型
と

し
て
は
同
じ
で
あ
り
、
や

が
て
つ
い
に
は
宗
教
的

な
も
の
に

向
か

っ
た
。
夢
幻

の
世
界

に
耽
る
こ
と
も

よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
紫
式
部
の

源

氏
物
語
（
蛍
の
巻
）
に
出
て
来
る
物
語
論

は
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
詩
と
歴

史
と

の
比
較
（
『
詩
学
』
第
九
章
）
と

、
類
型
的
可
能
性
と
し
て
は
一
致
す
る
も

の
で
あ
る
。

奈
良
時
代

の
仏
教

は
国
家
仏
教
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
毘
廬
舎
那
仏

の
中
に

万
法
の
統
一
を
見

る
と
と
も

に
、
諸
国
の
国
分
寺
に
お
い
て
そ

の
分
化
を
見

る
こ
と
に
な
る
。
護

国
的
色
彩
の
濃
い
経
典
が
特
に
読
誦

さ
れ
た
。
し
か
し

他
面
で
は
内
心

の
救

い
を
求

め
る
傾
向
も
あ
り
、
す
で

に
天
寿
国
曼
荼
羅

に

は
「
世
間
虚
仮

、
唯
仏
是
真
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

空
海
に
表
明
さ
れ

た
真
言
密
教

の
修
行
は
「
入
我
我
入
」
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
（
霊
魂
が
肉
体
か
ら
脱

す

る
こ
と
）

と

エ
ン
ト

ゥ
ー

シ
ア
ス
モ
ス
（
神

が
礼
拝
者
の
中

に
入

っ
て
来

る
こ
と
）

の
体
験
に
対
応
す

る
も
の
で
あ
る
。

最
澄
の
宗
教
体
系

は
多
面
的
で
あ
る
が
、

か
れ
の
説
い
た

「
忘
己
利
他
」

は
ト

マ
ス
・
ア
・

ケ
ン
ビ
ス
の
「
キ
リ
ス
ト
の
ま
ね

び
」
に
対
応
さ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

てけ向へ外を本日
－

３



仏

の

す

が

た

を

念

ず

る

念

仏

三

昧

の

行

か

ら

、

や

が

て

阿

弥

陀

仏

の

名

号

を

唱

え

る

念

仏

行

が

盛

ん

と

な

り

、

空

也

に

代

表

さ

れ

る

が

、

西

洋

で

は

ギ

ぴ

シ

ア

の

ア

ト

ス

山

の

僧

院

で

は

キ

リ

ス

ト

の

名

を

称

え

る

こ

と

が

今

日

ま

で

盛

ん

に

行

わ

れ

て

い

る

。

極

楽

浄

土

の

荘

厳

さ

と

地

獄

の

恐

ろ

し

さ

を

伝

え

る

と

い

う

点

で

は

源

信

僧

都

の

『
往

生

要

集

』

は

非

常

に

影

響

力

が

大

き

か

っ

た

が

、

そ

れ

は

西

欧

に

お

け

る

ダ

ン

テ

の

『
神

曲

』

に

対

比

さ

る

べ

き

で

あ

る

。

信

仰

の

意

義

を

特

に

強

調

し

、

称

名

念

仏

の

み

を

説

い

た

と

い

う

点

で

、

法

然

は

他

力

信

仰

を

徹

底

さ

せ

た

。

そ

の

結

果

、

親

鸞

は

聖

道

門

の

戒

行

を

省

み

る

必

要

の

無

い

こ

と

を

明

言

し

、

ま

た

そ

の

と

お

り

実

行

し

た

。

こ

の

点

は

ル

タ

ー

の

「

キ

リ

ス

ト

者

の

自

由

」

に

対

比

さ

る

べ

き

で

あ

る

。

煩

悩

具
足
の
身
の
ま
ま
で
救
わ
れ
、
信
の
み
を
強
調
し
た
点
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ

ッ

ヒ

ア

の

主

張

し

た

「

た

だ

ひ

と

え

に

神

に

す

べ

て

を

委

ね

る

こ

と

」

（
Ｓ
ｃ
ｈ
ｌｅ
ｃ
ｈ
ｔ
ｈ
ｉｎ
ｎ
ｉｇ
ｅ
　Ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｎ
ｇ
ｉｇ
ｋ
ｅ
ｉｔ
）
と

似

て

い

る

。

総

じ

て

ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス

の

思

想

は

、

生

死

罪

悪

、

煩

悩

深

重

の

反

省

を

促

す

浄

土

教

と

は

、

思

想

的

に

共

通

の

構

造

形

式

を

も

っ

て

い

る

。

浄

土

教

の

教

学

で

は

、

信

と

行

の

関

係

が

大

問

題

と

な

っ

た

が

、

西

洋

で

も

問

題

と

さ

れ

た

の

み

な

ら

ず

、

イ

ン

ド

の

ヴ

ィ

シ

ヌ

教

で

も

同

じ

問

題

が

盛

ん

に

論

議

さ

れ

、
「
猿

猫

論

争

」

と

し

て

知

ら

れ

て

い

る

。
〔
猿

派

（

ヴ

ァ

ダ

ガ

ラ

イ

派

）

の

主

張

は

、

猿

の

仔

が

危

険

に

陥

る

と

、

母

猿

は

仔

猿

を

か

か

え

、

仔

猿

は

母

猿

に

し

が

み

つ

く

よ

う

に

、

救

済

に

は

信

に

よ

る

恩

寵

と

行

と

を

必

要

と

す

る

と

い

う

。

猫

派

（
テ

ン

ガ

ラ

イ

派

）

は

、

主

張

す

る

。

猫

の
仔
が
危
険
に
陥

る
と
、
母
猫

は
仔
猫
を
口
に
く
わ
え
て

逃
げ
る
。
仔
猫

は
何
も
し
な
く
て

も
よ
い
。
そ

の
よ
う
に
人

は
信
の
み
に
よ

っ
て
救
わ
れ
る

の
だ
、
と
言
う
。〕

純
粋

の
信
仰
を
強
調

し
た
点
で

は
、
浄
土
教
と
多
分

に
共
通

の
要
素

を
も

つ
日
蓮

の
仏
教
は
、
強
烈

な
精
神
の
持
ち
主
で
、
当
時

の
堕
落
し
た
宗
教
を

激
し
く
攻
撃
し
て
、
つ
い
に
極
刑
に
処
せ
ら
れ
た
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ

ー
ラ
と

、
類

型
的
に
共
通
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
運
命
に
関
す
る
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
予

言
は
、
日
蓮

の
『
立
正
安
国
論
』
を
想
い
起
こ
さ
せ

る
。

日

蓮
の
宗
教
は
種

々
の
要

素
を
混

在
さ
せ

て

い

る

が
、
「
南
無
妙
法
蓮
華

経
」
と
唱
え

る
だ
け
で
も
救
わ
れ
る
と
説
い
た
点
で

は
、
易
行
の
立
場

に
あ

る
と
い
え
よ

う
。

仏
に
よ
っ
て
す
で

に
救
わ
れ
て
い
る
と

い
う
思
想
は
、
日
本
天
台
の
本
覚

法
門
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ

る
。
も
と
は
口
伝
法
門
で
あ
っ
た
が
、
最

澄
、
良

源
、
源
信
な
ど
の
教
え
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

い
る
多
く
の
偽
書

が
あ
る
。
わ

れ
ら
は
煩
悩
を
起
こ
し
、
生
死

の
う
ち
に
沈

ん
で

い
る
が
、
わ
れ
ら

は
本
来

仏
な
の
で
あ
る
。
有

情
ば
か
り
で

は
な
く
て
、
非
情
草
木
と
い
え
ど
も
、
本

来
、
真
如
、
仏
で
あ
る
、
と
説
く
。
こ
の
点

は
、
ヘ
レ
ニ
ズ

ム
末
期

の
デ
ィ

オ
ニ
シ
ウ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
タ
の
書
と
い
わ
れ
る
偽
書
と
対
比
し
て
考
究
さ

る
べ
き
で
あ

る
。
こ

の
書

は
の
ち
に
神
秘
主
義
者
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
。

日
本
の
仏
教

に
は
、
自
ら

の
力

に
よ
る
修
行

を
強
調
す

る
一
つ
の
大
き
な

流

れ
が
あ
る
。
そ

れ
は
禅
で
あ

る
。



禅

の
独
自

の
特

徴
は

シ
ナ
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立
当

初
に
は
古
来

の
権
威

を
否
定

し
た
た
め
に
、
固
定
観
念
を
捨
て
よ
う
と
し
た
。

し
た
が
っ
て

禅
僧
の
行

動
に
は
と
き

に
は
常
軌
を
逸
し
た
よ
う
に
思

わ
れ
る

点
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
自

己
の
自
主
性
を
失
い
た
く
な
か

っ
た
た
め
で

あ

る
。
そ

の
態
度

に
対
応

す
る
も
の
は
、

ギ
リ

シ
ア
の
キ
ュ

ニ
コ
ス
学
派

（
犬

儒
派
、
キ
ュ
コ
ス
派
）
で

あ
ろ
う
。
こ

の
学
派
の
創
始
者
で
あ
る
ア
ン
テ
ィ

ス
テ
ネ
ス
と
そ

の
唯
一

の
有
名

な
弟
子
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
と
は
、
そ
の
行
動

が

唐
宋

の
若
干

の
禅
僧

や
寒
山
・
拾
得
な
ど
に
似
て
い
る
。
イ
ン
ド
で

こ
れ
ら

に
対
比

さ
る
べ
き
も

の
は
、

シ
ヴ
ア
神
を
崇
拝
し
て
い
た
獣
主
派
で

あ
ろ
う
。

し

か
し
日
本

に
入

っ
て
来
た
禅
は
。
奇
矯
な
行
動

に
走

る
こ
と

な
く
、「
行

持
綿
密
」
と

い
わ
れ

る
よ
う

に
、
つ
つ
し
み
深

い
、
道
元

に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
る
よ
う

な
も

の
に
な
っ
た
。
道
元
は
坐
禅
を
行

い
、
修
行
の
う
ち
に
さ
と

り
が
あ

る
（
修
証
一
如
）
と

い
う
こ
と
を
説
い
た
が
、
絶
対
者
の
否
定
的
性

格

を
強
調
し

た
点
で

は
、
ド
イ

ツ
の

エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
を
思

わ
せ
る
。
し

か
も

年
代
的

に
東
西
同
時
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
代
に
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
み

な
ら
ず

、
ド
イ

ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
に
は
こ
の
時
代

に
幾
多
の
神

秘
家

が
輩

出
し

た
。

禅

は
「
衆
生
本
来
仏
な
り
」
（
白
隠
）

の
立
場

を
と

っ
て

い

る

が
、
こ

の

立
場

は
決
し
て

キ
リ

ス
ト
教
に
無
縁
で

は
な
い
。
恐
ら
く
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
あ
た

り
か
ら
始
ま

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
人
間

性
の
善

な
る
こ
と

を
信
ず
る
の
で
あ

る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
神
の
本
質
は
善
で

あ
り
、
「
善

が
そ

れ
自
身

と

し

て

本
来
存
す
る
こ
と
」
が
教
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
説

い
た
。
近
世

に
も
こ

う

い
う
思

想
が
尾

を
引

い
て
い
る
。

中
世

の
教

権
が
弱

ま
る
と
と
も
に
、
近
世
に
入
る
が
、
安
土
桃
山
時
代

の

文
化

は
し

ば
し
ば

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
譬
え
ら
れ
る
。

ま
ず
中
世

的
思
惟

に
対
す
る
、
批
判
乃
至
反
逆
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
代
表

的
な
実
行
者
織
田
信
長
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
ア
ク
バ
ル
大
帝
と
対
比
さ
る
べ

き
で

あ
る
。

貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇
―
一
七
一
四
）
は
、
研
究
者
は
偏
見
に
陥
っ
て
は
な

ら

ぬ
と
い

い
、
「
自
己
の
聞
見
」

に
た
よ
る
べ
き

こ
と

を
主
張
し
、
誤

っ
た

態
度
四
つ
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
（
一
五

六
一
―
一
六
二
六
）
が
指
摘
し
た
四
つ
の
偶
像

（
イ
ド
ラ
）
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

近
代
的
思
惟

は
自
我
の
自
覚
か
ら
始
ま
る
と

い
わ
れ

る
が
、
禅
門
で
は
、

天
桂
（
一
六
四
八
－

一
七
三
五
）
は
自
己
に
た
よ
る
べ
き

こ

と

を
主
張
し
て
い

る
。
こ
れ

は
デ
カ
ル
ト
に
よ

る
自
我
の
自
覚
と
対
比
さ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ

う
い
う
態
度

は
、
外
界

に
対
す
る
合
理
的
思
惟

の
適
用
と
な
っ
て
発
現

し
た
が
、
特
に
、
経
験
的
な
試
み
を
強
調
す

る
。
奇
蹟

を
疑
う
と
い
う
こ
と

は
、
鈴
木
正
三
の
場
合
に
顕
著
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
西
洋
で
は
啓
蒙
時
代
の

思

想
家
に
あ
ま
ね
く
認
め
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。

は
て
は
唯
物
論
を
成
立
さ
せ
る
。
日
本
の
代
表
的
な
唯
物
論
者
は
山
片
蟠

桃
で
あ
る
が
、
近
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
多
数

の
唯
物
論
者
を
輩
出
さ
せ
て
い

る
。
イ
ン
ド
で
は
デ

ー
ヴ
ァ
ー
ト
マ
と

い
う
特
異
な
る
唯
物
論
者
が
現
れ
た
。

す
べ
て
の
価
値
基

準
は
、
人
間

に
置

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
禁
欲
的

な

傾
向
の
あ
っ
た
仏
教

お
よ
び
儒
学
に
対

し
て
昂
然
と
し
て
理
論
的
に
反
旗
を

てけ向へ外を本日
冖
Ｄ



ひ

る
が
え

し
た
の
は
、
本
居

宣
長

、
平
田
篤
胤
な
ど
の
国
学
者
で
あ
る
が
、

イ
ン
ド
で

は
ラ
ー
マ
ク
リ

シ
ュ
ナ
や
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
、
宗
教

の

真

精
神

は
、
人
間

を
愛

す
る
こ
と
の
う
ち
に
あ

る
と
主
張
し
て
、
教
義

の
差

を
無
視
す
る
に
至

っ
た
。

人
間
を
中
心
に
考
え

る
と
、
人
間
の
た
め
の
経
済
活
動

が
重
視

さ
れ

る
。

鈴
木
正

三

は
、
禅
僧
で
あ
り
な
が
ら
、
「
坐
禅

を
し
て

は

な
ら

ぬ
。
各
人

の

職
業
に
精
励
せ
よ
」
と
説
い
た
。
職
業
倫
理
の
宗
教
性
と

い
う
こ
と

は
、
西

洋

に
お
け

る
カ
ル

ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
場
合
に
顕
著
で

あ
る
。
勤
労
と

い
う
と

、

わ
れ
わ
れ

は
二
宮
尊
徳
を
思
い
出
す
が
、
イ
ン
ド
で

は
カ
ル
マ
・

ヨ
ー

ガ
重

視
の
思
想
と
な
っ
て
展
開
し
た
。
ネ
パ
ー
ル
の
哲
人
パ
ン
ト
は
、
諸
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド
の
中

か
ら
、
特

に
行
為

を
重
視
す
る

『
イ
ー

シ
ャ

ー
・
ウ
パ

ニ
シ

ャ
ッ
ド
』

を
奉
ず

る
べ
き
こ
と
を
鼓
吹
し
た
。

人
間

に
対
す

る
評
価

が
変

わ
る
と
、
学
問
的
思

考
も
変
化
す

る
。
単
な
る

伝

承
の
学

問
で

は
な
く
て

、
思
想

の
発
展

を
歴
史
的
に
把
捉
し
よ
う
と
す
る
。

富

永
仲
基
の
『
出
定
後
語

』
『
翁

の
文
』

は
、
西
洋
に

お

け

る

東
洋
思

想
史

研

究
に
百

年
も
先
立
っ
て

い
て

、
西
洋

の
フ
ィ
ロ
ロ
ギ

ー
（
単
な

る
文
献
学

で
は
な
い
）
を
予
示

す
る
。
三
浦
梅
園

の
論
理
思
想

は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証

法
と
し
ば
し
ば
対
比
さ
れ
る
。

や
が
て
明
治
以

後

に
な
る
と
、
西
洋
思
想
を
大

規
模

に
摂
取
し

、
日
本

は

急
速

に
近
代
化
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

し

か
し
そ

の
動
き

は
輸
入

の
み
で
、
日
本
の
思

想
家

が
外

に
思
想
家
と
し

て

は
た
ら
き

か
け
た
こ
と

は
絶
無
に
近
い
。
日
本

の
哲
学

者
で

、
外
国
文
で

著
書
を
書

い
た
人

は
殆
ん
ど
い
な
い
。

僅
か
に
、
思

想
家
と
し
て
は
、
岡
倉
天
心

、
新
渡
戸

稲
造
、
鈴
木
大
拙
、

土
田
杏
村
な
ど
が
い
る
程
度
で

は
な
か
ろ
う
か
。
先
年
、
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国

内
委
員

会
が
日
本

の
哲

学
的
著
書
二
冊

を
英
訳

（
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
語
訳
）

し
た
が
、
そ
の
の
ち
こ
う
い
う
企
画
は
途
絶
し
た
。

し
か
し
こ
の
ご
ろ
は
、
若

い
学
者
が
海
外

に
留
学
し
て
、
学
位
論
文
を
外

国
語
で
書
く
と
い
う
こ
と
が
相
当
に
行

わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
学
者

の
業

績
を
、
ま
と
め
て
知
ら
せ
て

、
国
際
的
に
批
判

を
受
け
る
と
い
う
こ
と

に
努

め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
と
め
て
知
ら
せ
る
と
い
う
こ
と

は
、
一
つ

の
動
き
と
な
る
。
バ
ラ
バ
ラ
で
は
無
視
さ
れ
た
ま
ま
で
終
っ
て
し
ま
う
。

（
な
か
む
ら
・
は
じ
め
、
イ
ン
ド
哲
学
・
仏
教
学
、
名
誉
会
長
）

６
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