
〈
特
集
「
仏
教
と
キ
リ

ス
ト

教
」

２
〉

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
交
点
に
立
っ
て

一

現
在
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話

は
か
な
り
進
展
し
て
い
る
の
で
、

両
教
の
交
点

に
立

っ
て
神
学
的
・
哲
学

的
に
思
索
す

る
こ
と
が
可
能

に
な

っ

て

い
る
。
交
点
と
は
、
両
教
を
二
つ

の
楕
円

に
た
と
え

る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

二
つ
の
中
心
を
も
つ
楕
円
が
一
つ
の
中

心
を
共

有
し
て

い
る
、
そ
の
共
通
の

中
心
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で

の
交
点

に
立
つ
こ
と
を
方
法
的

に
可
能
と
し
た
の
は
第
一
に
滝
沢
克
己

の
仕
事
で
あ

る
。
滝
沢
克
己
は
、
宗

教
者
で
あ
ろ
う
と
あ
る
ま
い
と
、
無
条
件

に
あ
ら
ゆ
る
人
の
自
己
成
立
の
根

底
に
「
神
と
人
と
の
事
実
上
の
一
」
が
あ
る
と
い
い
、
こ
れ
を
「
神
と
人
と

の
第
一
義
の
接
触
」
あ
る
い
は
「
イ
ン

マ
ヌ
エ
ル
（
神
我
ら
と
と
も
に
い
ま

す
）
の
原
事
実
」
と
呼

ん
だ
。
も

っ
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
こ
の
原
事
実

に
目
覚
め
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
滝
沢
は
原
事
実
へ
の
目
覚
め
を
「
神
と

八
　

木
　

誠
　

一

人
と
の
第
二
義
の
接
触
」
と
呼
ん
だ
が
、
こ

れ
は
宗
教
的
生
の
成
立
の
出
来

事

に
ほ

か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
滝
沢

は
こ

の
区
別
に
基
づ
い
て
伝

統
的
な
キ

リ

ス
ト
論
を
批
判
し
た
。
す
な
わ
ち
、
イ

エ
ス
は
第
二
義
の
接

触
を
典
型
的

な
仕
方
で
成
就
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
ブ

ッ
ダ
と
並
ぷ
人
間
で

あ
る
。

つ
ま
り
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
同

じ
根
底
の
上

に
立
つ
、
い
わ
ば
姉

妹
宗

教

で
あ
る
。
し
か
る
に
キ
リ
ス
ト
教
は
イ
エ
ス
自
身
に
お
い
て

第
一
義
の
接
触

そ

の
も
の
が
成
り
立

っ
た
と
考
え

た
の
で

、
こ
こ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
唯
一

絶
対
性
が
論
理
的
に
結
果
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
。
私

は

こ
の
批
判
は
正

当
だ
と
考
え
て

い
る
。

す
る
と
両
教
の
交
点
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
あ
る
わ
け

だ
か
ら

、
そ
こ

に

立

っ
て
、
何
が
見
え

て
く
る
か
を
語

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
の

交
点
と
は
、
仏
教
的
に
は
仏
性
の
現

成
－

悟
り
Ｉ

と
呼
ば
れ
、

キ
リ

ス

ト
教
で
は
「
私
の
な
か
に
キ
リ
ス
ト
が
生
き
て
い
る
」
と
語
ら
れ

る
事
態
で



あ
る
。
私
は
そ
う
理
解

し
て
い
る
。
さ
て
、
こ

の
事
態
が
露
と
な
る
に
つ
い

て

は
「
直
接
経
験
」
と
名
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が

あ
る
。
こ
れ
は
経
験

と
い

っ
て
も
、
主
体
が
何
ら
か
の
対
象
を
見

る
、
と

い
う
よ
う
な
経
験
で
は

な
く
、
そ
こ
で
人
間
の
主
体
自
身
が
、
単
な

る
自
我

か
ら
「
自
己
・
自
我
」

へ
変
わ

る
出
来
事
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
を
こ
こ
で
詳

述
す

る
こ
と
は
不
可

能
な
の
で
、
そ
れ

に
つ

い
て
は
間
接
的
な
記
述

を
さ
せ
て

い
た
だ
き
た

い
。

つ
ま
り
、
問
題

の
「
交
点
」
で
何
が
見
え
て
く

る
か
を
キ
リ
ス
ト
教
的
な
用

語
で
簡
単

に
述

べ
る
こ
と
で
、
そ
の
交
点
が

い
か
な
る
も
の
か
間
接
的

に
示

唆
し
た

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
見
え
て
く
る

の
は
客
観

的
な
世
界
像
で

は
な

い
。
も
し
そ
の
交
点

に
立
て
れ
ば
、
自
己
・
自
我
と
し
て

の
人
格
が
成
り
立

つ
地
平
が
明
ら

か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
こ
で
見
え
て
く
る
こ
と
は
ま
ず
、
人
間

は
身
体
だ
と
い
う
こ
と

で

あ
る
。
「
私

は
身
体
を
持

っ
て
い
る
」
の
で

は
な
く
「
私

は
身
体
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
身
体
は
単
な
る
理
性

（
自
我
）

の
容
器
で
は
な

い
。

理
性

は
身
体

の
器
官
、
ひ
と
つ
の
機
能
で
あ

る
。

だ
か
ら
人
格
と

い
っ
て
も
。

そ
れ

は
「
理
性

的
個
人
」
の
こ
と
で

は
な
く

、
自
覚
的
で
も

あ
り
。
他
者
と

意
思
を

も
伝
え

合
う
身
体
の
こ
と
で
あ

る
。

パ
ウ
ロ
は
人
間

を
首
尾
一
貫
し

て
身
体

と
し
て

捉
え

た
し
、
坐
禅

に
お
い
て
も

、
坐
る
の
は
身

体
で
あ

る
。

人
間
は
身
体
で
あ
る
と
い
う
把
握
で
は
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
主
要
な
潮

流
で
あ

っ
た
理
性
主
義
よ
り
も
。
生

の
哲
学
者

、
Ｆ

・

ニ
ー
チ
ェ
の
方
が
正

し

い
。

た
だ
、
残
念

な
こ
と

に
ニ
ー
チ
ェ
は
生
の
本
質

を
「
カ

ヘ
の
意
志
」

に
見

だ
の
だ
が
、
実

は
身
体

は
共
生
す

る
も

の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
身
体

は
常

に
他
者
と
の
関
わ
り
の
な
か
に
あ
る
か
ら
だ
。

そ
も
そ
も
身
体
は
世
界

の
一
部
で
あ
り
、
生
体
と
し
て
は
生
命
の
歴
史
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
。

人

格
と
し
て

の
身
体

は
。
知
性
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
目
や
耳
や
口

な
ど

を

備
え
た
身
体
で
あ
れ
ば
こ
そ
他
者
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
身
体
は
、
構

造
上
も
、
対
極
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
「
極
」

だ
と

い
え
る
。
極
と
は
、

関
係
の

な
か
で
し

か
自
分
自
身
で
あ
り
え

な
い
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
人
格
が
自
覚
的
で
も
あ
り
。
ま
た
他
者
と
意
志
を
伝
え
合
う
身
体
で

あ
る

以
上
、
そ
れ

は
語
り
か
け
ま
た
応
答
す
る
人
格
で

あ
り
、
家
族
生
活

、
ま
た

経
済
的
・
政
治
的
、
社
会
的
・
文
化
的
な
生
活
を
営
む
こ
と
に
な
り
。
そ
し

て
そ
の
全
体
が
宗
教
的
な
の
で
あ
る
。

上

田
閑
照
氏

は
二
重
世
界

と
い
う
こ
と

を
い
う
。

こ
れ

は
上
田
氏

が
哲

学
・
神
学
と
の
対
話
の
た
め
に
禅
の
内
容
を
哲
学
的

に
表
現
し
直
し

た
も

の

だ
と
も
解
さ
れ
る
。
二
重
世
界
と
は
二
重
の
開
示
性
で
も
あ
る
。
西

田
幾
多

郎

は
、
個

は
場
所

に
於
い
て
あ
る
と
言
い
、
Ｍ

・

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
現
存

在
と

は
世
界
内
存
在
だ
と
い

っ
た
。
上
田
氏
は
、
個

は
世
界
の
中
に
あ
り

、

他
方
、
有
限
の
開
け
で
あ
る
そ
の
世
界
は
、
無
限
の
開
け
で
あ
る
場
所
に
於

い
て
あ

る
。
と

い
う
。
世
界
は
い
わ
ば
個
と
場
所
と
の
中
間
領
域
で
あ
り
、

世
界
内
存
在
と
し
て
の
人
間
も
世
界
も
。
結
局
は
「
空
」
す
な
わ
ち
無
限
の

開
け
で
あ

る
「
場
所
」

に
於
い
て
あ
る
。
と
こ
ろ
で

「
空
」
と
は
、
他
方
で

は
、
一
切
が
関

わ
り
合
う
こ
と
、
無
限
の
相
互
浸

透
の
こ
と
だ
か
ら
、
結
局

上
田
氏

は
、
世
界
と

い
う
相
対
的
に
閉
じ
ら
れ
た
経
験
的
現
実
を
宗
教
的
根

底

か
ら
解
明
す

る
方
法
を
手
に
入
れ
た
の
だ
と
い
え

る
だ
ろ
う
。



さ
て
私
達
―
私
達
と
は
滝
沢
を
受
け
入
れ
た
上
で
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判

的

に
解
釈
す
る
よ
う

に
な
っ
た
人
間

の
こ
と
Ｉ

は
。
上
田
氏
の
二
重
世
界

論
を
自
分
自
身
の
立
場
で
解

釈
で
き

る
と
思
う
。
そ
し
て
ま

さ
に
こ

の
こ
と

に
よ

っ
て
、
対
話
と
相
互
理
解

の
実
際
を
提
示
で
き
る
と
思
う
。
す

な
わ
ち

二
重
世
界
と
は
、
キ
リ

ス
ト
教

の
言
葉
で

い
え
ば
、
人
間
は
世
界

に
於

い
て

あ
り
、
世
界
は
神
に
於
い
て
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
世
界
す

な
わ
ち
自
然
と
生
物
は
神
と
一
つ
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
神
と
人
も
一
つ
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
そ
う
い
え
る
。
も
し
身
体
と
し
て
の
人

格
が
神
に
於
い
て
あ
る
、
後
述
の
よ
う
に
神
と
一
つ
で
あ
る
な
ら
、
さ
ら
に
、

生
体
と
し
て

の
身
体
が
物
質

か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
な
ら
、
ど
う
し
て
生
物

界
ま

た
自
然
界

が
全

体
と
し
て

神
と
一
つ
で

な
い
わ
け

が
あ
ろ
う
。
実
際
、

イ

エ
ス
は
神
な
し

に
は
一
羽

の
雀
も
地
に
落
ち
る
こ

と
は
な

い
と
語

り
（
マ

タ
イ
一
〇
・
二
九
）
。
ま
た
神
の
支
配
の
働
き
と
は
大
地
が
お
の
ず
か
ら
結
実

す
る
よ

う
な
も

の
だ
と
語
る
（
マ
ル
コ
四
・
二
六－

二
九
）
。

と
こ
ろ
で
こ

の
一

は
決
し
て

「
神
と
世
界

あ
る
い
は
人
間
は
実
体
と
し
て

一
つ
だ
」
と

い
う
こ

と
で

は
な
い
。
作
用

つ
ま
り
働
き

の
上
で

一
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

ヨ

ハ
ネ
第
一
の
手
紙
第
四

章
七

節
に
「
愛
は
神
か
ら
出
る
、

愛
す
る
人
は
神

か
ら
生
ま
れ

、
神
を
知
る
」

と
あ
る
。
こ
れ

は
人
間

の
愛
は

神
の
働
き
に
担
わ
れ
て

い
る
と

い
う
こ

と
だ
。
こ
れ

は
、
人
が

神
だ
と
い
う

の
で
は
な
く
、
愛
が
神
だ
と

い
う
の
で
も
な
く
、
さ
ら

に
、
神
と
人
と

は
愛

に
お
い
て
協
力
す
る
と

い
う
の
で
も

な
い
。
神
が
人
間

の
愛
の
根
源
で

あ
る
、

人
間
の
働
き

は
神
の
働
き
に
担

わ
れ
て

い
る
、
ゆ
え

に
そ
れ

は
神
の
行
為
を

意
味
す
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
事
態

に
気
付
く
人
は
、
自
分

の
愛

が
神
の
働
き
に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と

に
気
付
く

か
ら
、
働
き

と
し

て
の
神
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
を
対
象
的

に
認
識
す
る
こ
と
で

は
な

く
、
神
と
人
が
働
き
の
上
で
一
つ
で
あ

る
こ
と
を
知
る
（
自
覚
さ
れ
る
）
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

働
き
の
上
で
の
一
（
能
作
的
一
）
と
は
西
谷
啓
治
が
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
理
解
に
際
し
て
使
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
自
身
が
こ

の
言
葉
を
使

っ
て
い
た
。
こ
の
概
念

は
重
要
で

あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
神
と

人
と
の
一
を
語

る
の
を
避
け
て
き

た
。
そ
れ
は
特
に
古
代

キ
リ
ス
ト
教
が
、

神
と
人

と
の
一
を
説
い
た
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
対

決
し

た
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、

グ
ノ
ー

シ
ス
主
義

は
神
と
人
と
の
実
体

的
一
を
主
張
し
、
神
と
人
の

同
一
性

を
す
ら
説

い
た
の
で
あ

っ
て
、
神
と
人
と

の
働
き

の
一
を
言
っ
た
の

で

は
な

い
。
ま

た
神
秘
主
義

は
よ
く
神
と
人
と

の
実
体
的
一
を
語
り
、
し
た

が
っ
て
人
間

の
主
体
性
を
否
定
す
る
と
誤
解
さ
れ

る
け
れ
ど
、
こ
こ
で
い
う

神

と
人
と

の
一

と
は
、
こ
の
よ
う

に
誤
解
さ
れ
た
神
秘
主
義
と
も
違
う
。
他

方

、
神
と
人
と

の
働
き

の
一
を
否
定
す
る
と
、
信
仰
的
神
認
識
の
基
盤
で

あ

る
現
実
的
経
験

を
見
失

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

愛
が
神
と
人
と

の
働
き

の
一
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
人
は
人
の
中
で
働

く
神
を
知

る
こ
と

に
な

る
。
神
は
対
象
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間

性
の
深
み
を
実
感
す
る
人
の
信
仰
的
理
解

に
対
し
て
露
と
な
る
わ
け
だ
。
で

は
神
は
単
な
る
内
在

か
と
い
え

ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
い
ま
述
べ
た
神
信
仰

の
立
場
に
立
つ
と
、
か
え
っ
て
自
然
（
ル
カ
一
二
・
ニ
ー
三
一
）
も
歴
史
も
、



人
格
と

そ
の
言
葉
も
、
神

の
人
に
対

す
る
語
り
か
け

と
し
て

経
験
さ
れ
る
よ

う

に
な
る
。

だ
か
ら
こ

の
意

味
で

、
神
は
対
象
で
は
な
い
が
、
人
に
対
向
す

る
人

格
神
、
語

り
か
け

る
神
と
い
う
他
面
が
あ
る
。
神
は
単
に
内
在
的
な
神

で

は
な
い
。

三

位
一
体
論
的
に
み

れ
ば
、
神
と
世
界
と
の
一
は
、
同
時
に
神
と
人
間
と

の

Ｉ
で
も

あ
る
の

だ
が
、
こ
れ

は
三
位

一
体
の
神

の
第

二
位

格

（
子

な
る

神
）

に
関

係
す
る
こ

と
で

あ

る
。

世
界

と
一
で
あ

る
限
り

の
神

は

ロ
ゴ

ス

（
ヨ
（

ネ

万

二
）
と

い
わ
れ

る
。

す
な
わ
ち
第

二
位
格

は
イ

エ
ス
で

は
な
く
、

ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
世
界
は

气
コ
ス
を
宿
す

（
働
き
の

Ｉ
）
も
の
と
し
て
理
解

さ
れ
る
。
ま
た
、
身
体
は
世
界
の
一
部
だ

か
ら
、
神
と
世
界
の
一

は
、
神

は

世
界

の
中
に
あ
り
。
ま
た
人
間
の
中

に
あ

る
、
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
神
は
御
自
分
の
喜
び
の
た

め
に
、
あ
な

た
が
た
の
中
で

働

い
て

（
あ
な
た

が
た
の
）
意
志
と
実
行
と
を
基
礎
付
け

る
（
ピ
リ
ピ
ニ
・
一
三
）
と
あ

る
通
り

で
あ

る
。
身
体
と
し
て
の
人
間

は
、
事
実
上

、
神
と
働
き
の
上
で
一

な
の
だ

が
、
こ

の
一
性

は
人
間
が
こ

の
事
実

に
目

覚
め
な
け

れ
ば
活
き
て
こ

な
い
。

人
間
が
こ

の
事
実

に
気
付
く

と
、
宗
教
的
生
が
成
り
立
っ
て

く
る
の
で

あ
る
。

ヨ
（

ネ

福
音
書
（

丁

一
四
）
で

は
、

ロ
ゴ
ス
が
肉
と
な

っ
た
、
と

い
わ

れ

る
が
、
こ

れ
は

ロ
ゴ
ス
が
イ

エ
ス
と

な
っ
た
こ
と
で

は

な
く
、

ロ
ゴ
ス

（
神
と
人
と
の

Ｉ
）
が

、
人
格
の

な
か
で
活
性

化
し
た
こ
と

と
解
さ

れ
る
。

パ
ウ

ロ
は
、
神
と
人
と
の
働
き

の
一
が
活

性
化
さ
れ

た
こ
と
を
、
「

キ
リ
ス

ト
が
私

の
な
か
で
生
き
て

い
る
」

と
言

い
表

し
た
（
ガ
ラ
テ
ア
ニ
・
二
〇
）。

こ

の
キ
リ
ス
ト
は
、
神
と
人
の
一
の
こ
と
だ

か
ら
、
神
的
で

あ
る
と
同
時
に

人
間
的
で

あ
る
わ
け
で

、
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
を
「
ま
こ
と
の
神
・
ま
こ
と

の
人
」

と
言
い
表
し
た
古
代
教
会
の
キ
リ
ス
ト
論
と
も
一
致
し
て

く
る
。
言

い
換
え

れ
ば
、
批
判
的
解
釈
の
立
場
か
ら

、
キ
リ

ス
ト
論
を
無
理
な
く
理
解

す
る
こ
と
も
で

き
る
わ
け
だ
。

二

こ
の
意
味
で

の
キ
リ
ス
ト
に
仏
教
の
側
で
対
応
す
る
の
は
い
わ
ゆ
る
報
身

で
あ
る
。
仏
教
の
三
身
論
に
は
法
身
と
報
身
と
応
身
が
あ
る
が
、
法
身
は
仏

の
働
き
の
普
遍
的
根
拠
と
し
て
の
理
身
だ
か
ら

ロ
ゴ
ス
に
対
応
し
、
報
身
は
、

法
身
が
こ
の
人
間
世
界
の
な
か
で
救
済
の
た
め
に
働
い
て
い
る
姿
で
、
キ
リ

ス
ト
に
対
応
し
、
そ
れ
が
人
間
と
し
て

現
実
化
し
た
姿
で
あ
る
応
身
は
イ
エ

ス
に
対
応
す
る
。
さ
て

浄
土
教
に
お
い
て

報
身
と

い
え
ば
阿
弥
陀
仏
の
こ
と

で
、
阿
弥
陀
様
の
願
力
は
人
間

に
回
向
さ
れ
て
人
間
の
な

か
に
信
心
を
生
み

出
す
。
言
い
換
え
れ
ば
阿
弥
陀
仏
自
身
が
人
間

の
な
か
で
働
く
わ
け
で

、
こ

の
働
き

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
信
心
と

い
う
人
間
の
働
き
と
作
用
的
一
を
な

す
。
こ

れ
は
ま

た
自
然
法
爾
と
も

い
わ
れ
る
が
、
そ
の
意
味

は
、
宗
教
的
生

活
は
阿

弥
陀
仏

の
働
き
が
然
ら
し

め
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
自
然

に
成
り
立
つ
、

と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

前
述

の
よ
う

に
、
イ

エ
ス
が
、
神
の
支
配

と
は
大
地

が
「
お
の
ず

か
ら
」

結
実
す

る
よ
う
な
も
の
だ
、
と
語

っ
た
こ

と
が
思

い
合

わ
さ
れ
る
。
実

際
、
愛

も
単
な
る
人
間

の
は

か
ら
い
で

は
な
く
神

の
働
き

に

よ
る
こ
と
だ
か
ら
自

然
に
成
り
立
つ
の
で
あ

る
（
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の
譬
、
ル

カ
ー
〇
・
三
〇
―
二
五
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
「
自
然
さ
」
は
禅
仏
教
で
は
「
無



心
」
と
呼
ば
れ

る
。
こ
れ

は
自
我
の
は
か
ら

い
に
よ
ら

な
い
仏
心
の
働
き
の

こ
と
で
あ

る
。
こ
れ

に
は
、
善
を
行
う
と

は
、
善
を
行
う

な
ど
と

い
う
意
識

な
し

に
行
う
こ
と

だ
と

い
う
。

マ
タ
イ
六

・
三

に
あ

る
イ

エ
ス
の
言
葉
が
、

キ
リ

ス
ト
教
側
で
対
応
す

る
。
こ
の
働
き

は
、
臨
済
が

「
一

無
位

の
真
人
」

と
称
し
た
も

の
で
、
こ
れ

に
は
キ
リ

ス
ト
教
側
で

は
パ
ウ
ロ
の
い
う

「
内
な

る
人
」
（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
四
・
一
六
）
が
対
応
す
る
だ
ろ
う
。

鈴
木
大
拙
と
そ

の
弟
子
秋
月
竜
泯
は
「
一
無
位

の
真
人
」

の
こ
と
を

「
超

個
」
と
呼
ん
だ
。
す

る
と
人
格
は
単
な
る
超
個
で

は
な
く

「
超
個

の
個
」
だ

と

い
う
こ
と

に
な

る
。
ま
た
禅
の
核
心
で
あ

る
「
覚
」

つ
ま
り
悟
り

は
、
人

格
に
お
け
る

「
超
個
」一

あ
る

い
は
身
体
の
超

個
性

に
目
覚

め
、
自

分
自
身

が
「
超
個
の
個
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
も
キ
リ

ス
ト
教
側
で
対
応
す

る
も
の
が
あ
る
。
Ｉ
コ
リ
ソ

ト
三

・
一

六
、
同
六
・
一

五
前
半
に
、
身
体

は
聖
霊
の
宮
だ
と

い
わ
れ
て

い
る
の
が

そ
れ
で
あ

る
。

パ

ウ

ロ
も

「
自
分
の

な
か
に
は
キ
リ

ス
ト
が
生
き
て

い
る
」
と

い
う

の
だ
が
、

他
方

で
は

「
私

は
神
の
子

キ
リ
ス
ト
を

信
じ
て

い
る
」
と

い

う
の

だ
か
ら

（
ガ
ラ
テ
ア
ニ
・
二
〇
）
、
自
分

自
身
を
「
超
個

の
個
」

と
し
て
理
解
し

て
い
た

わ
け
だ
。
す
な
わ
ち

「
わ
が
う
ち
に
生
き
る

キ
リ

ス
ト
」

は
超
個
、
そ
の
働

き
に
担
わ
れ
て

キ
リ

ス
ト
を
信
じ
る
人
間
的
主
体

は
個
で
あ

っ
て
、

パ
ウ

ロ

は

「
超
個

の
個
」

だ
と
い
う
こ
と

に
な

る
。
以

下

で
、
禅

思

想
家
が

い
う

「
超
個
」
と
、
パ
ウ
ロ
が
い
う
「
う
ち
な
る
キ
リ
ス
ト
」
の
平
行
性
を
見
る

た
め
に
、
鈴
木
大
拙
と
そ
の
弟
子

秋
月
竜
瑕
が
た

い
そ
う
好

ん
で
話
題
に
し

た
唐
代
の
禅
問
答
を
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

あ
る
日
雲
巌
が
お
茶
を
点
て
て

い
る
と
道
友

の
道
吾
が
来
て
、
「
お
前
さ

ん
は
一
体
だ
れ

の
た

め
に
お
茶

を
た
て
て

い
る
の
か
な
」
と
問
い
か
け
る
。

雲
巌

は
「
ひ
と
り
欲
し
い
と
い
う
者
が

い
る
ん
だ
」
と
答
え
る
。
道
吾
が
さ

ら
に
「
そ
の
欲
し

い
と
い
う
人
が
自
分
で
お
茶
を
立
て
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
の

か
な
」
と
問
う
と
、
雲
巌
は
「
幸

い
、

わ
し
が
こ
こ
に
お
る
の
で
な
」

と
答
え

た
と

い
う
。
と
こ
ろ
で

こ
の
問
答

に
は
先
例
が
あ
る
。
修
行
時
代
の

雲
巌
が

、
禅
界

の
巨
匠
で
あ

っ
た
百

丈
を
訪
問
す

る
と
、
「
一

日
働
か
な
け

れ
ば
一
日
食
べ

な
い
」
と
言
っ
た
の
で
有
名
な
百
丈

は
作
務
中
で

あ
っ
た
。

雲
巌

が
「
老
師

は
毎
日
せ

っ
せ
と

誰
の
た

め
に
働

い
て

お
ら

れ
る
の
で

す

か
」
と
問
う
と
、
百
文
は
「
ひ
と
り
そ
れ
が
必
要
な
者
が
い
る
の
だ
」
と
答

え
る
。

雲
巌
が
さ
ら

に
「
ど

う
し
て
そ

の
者
自
身

に
働

か
せ

な
い
の
で

す

か
」
と
尋
ね
る
と
、
百
丈
が
「
彼

は
一
人
で

は
働
け
な

い
の
だ
」

と
答
え
た

と
い
う
。
秋
月

は
こ
の
問
答
に
コ
メ
ン
ト
し
て
、
禅
者
の
仕
事
を
必
要
と
す

る
「
ひ
と
り
」
が
超
個
で
あ
り
、
仕
事

を
す

る
「
わ
し
」
が
個
だ
、
と

い
う
。

超
個

に
目
覚

め
る
こ
と
こ
そ
が
覚
で

あ
り
悟
り
で
あ
り
、
禅
の
核
心
な
の
だ

が
、
超
個

は
そ
れ
だ
け
で
は
働
け
ず

、
働
く

た
め
に
は
そ
れ
に
目
覚
め
た
個

が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
れ

は
も
ち
ろ
ん
、
超
個
と

は
渇
き

の
よ
う

な
単
な
る
肉
体
的
要
求

の
こ
と
だ
、
と
い
う
の
で

は
な

い
。

そ
う
で

は
な
く
て
、
禅
師
達
は
も
っ
と
も
日
常
的
な
、
身
体
を
使
う
仕
事

に

お
い
て
、
「
超
個
の
個
」
の
覚
を
も

っ
て

い
た
、
と

い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。

さ
て

パ
ウ

ロ
は
「
私
は
、
キ
リ
ス
ト
が
私
を
通
し
て
遂
行
し
た
こ
と
以
外

は
、
あ
え
て
何
も
語
ら
な
い
」
と
い
う
（
ロ
ー
マ
一
五
・
一
八
）
。
つ
ま
り
パ



ウ

ロ
の
宣
教

は
、
彼

に
と

っ
て

は
、
キ
リ

ス
ト
が
彼
を
通

し
て
行

っ
た
仕
事

で
あ
る
。
こ
れ

は
む
ろ

ん
、
パ
ウ
ロ
と

キ
リ
ス
ト
の
働
き

の
一
の
こ
と
な
の

だ
が
、
私
達

は
以
下

の
よ

う
な
場
面
を
想
像
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
あ
る
人

が

パ

ウ

ロ
の

と
こ

ろ

に
来
て

尋
ね

る
。
「
パ

ウ

ロ
さ
ん
、

何
を

し
て

い

ら

し

や
る
」
。

パ
ウ
ロ
は
答
え

る
。
「

キ
リ

ス
ト
を
宣

べ
伝
え
て

い
る

ん
だ
」
。

そ

の
人

は
さ
ら

に
問

う
。
「
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と

を
な

さ
る
ん
で

す
」
。
パ
ウ
ロ

は
言
う
。
「

キ
リ
ス
ト
が
そ
れ
を
欲
し
て

い
る
ん
だ
」
。

人
は
さ
ら
に
問
う
。

「
キ
リ

ス
ト
が
自
分
で

や
る
わ
け

に
は
い
か
な

い
ん
で
す

か
」
。
パ
ウ
ロ
は
答

え

る
。
「
こ
れ

は
キ
リ
ス
ト
ひ

と
り
で

は
で

き
な

い
ん
だ
。
し

か
し
幸

い
私

が
こ
こ

に
い
る
か
ら
ね
」
。

こ
う

い
う

わ
け
で
、

キ
リ
ス

ト
が

超
個

に
、

パ

ウ

ロ
の
「
私
」
が
個

に
、
対
応
す

る
こ
と

は
明
ら

か
で
あ

る
。

か
く
て

パ
ウ

ロ
も
超

個
の

個
だ

っ

た
わ
け

だ
。
こ

の
場

合
、
超

個
を

「
自

己
」
、

個

を

「
自
我
」
と
言

い
換
え

る
こ

と
も
で
き

る
。

パ
ウ

ロ
は
「
も
は
や

私
が
生
き

て

い
る
の
で

は
な

い
。

キ
リ
ス
ト
が
私

の
な
か
で
生
き
て

い
る
」

と
言
い
、

ま

た
「
私
が
肉

に
あ
っ
て

生
き
て

い
る
の
は
。

キ
リ
ス
ト
を
信
じ
て

生
き
て

い
る
の
だ
」
と

語
る
（
ガ
ラ
テ
ア
ニ
・
二
〇
）。
す

る
と
「

パ
ウ

ロ
の
な

か
に

生
き
て

い
る
キ
リ
ス
ト
」

は

パ
ウ
ロ
の
真
実

の
主
体
だ

か
ら
「
自
己
」
、
そ

れ

に
対
し
て

、
「
肉
に
あ
っ
て

キ
リ

ス
ト
を
信
じ
て

い
る
私
」

は
自
我

の
こ

と
で
あ
る
（
ピ
リ
ピ
ニ
・
ニ
一
参
照
）
。
自
我
は
自
己
に
目
覚
め
て
そ
れ
を
映

す

わ
け
だ
。

だ
か
ら
、
身
体
と

し
て

の
人
間
と

は
「
自
己

・
自
我
」
だ
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
。

自
己
が

超
個
で

あ
る
こ
と
は
、
た
と
え

ば
以
下

の
よ

う
な
点
に
も
あ
ら
わ

れ

る
。

パ
ウ
ロ
の
な
か
で
生
き

る
キ
リ
ス
ト
は
、
各
信
徒
の
な
か
に
も
在
す

（
ロ
ー
マ
八
・
一
〇
）
の
み
な
ら
ず
、
教
会
は
キ
リ
ス
ト
の
身
体
だ
と
い
わ
れ

る
（
Ｉ
コ
リ
ソ
ト
一
二
）
。
こ
う
し
て
、
各
信
徒
の
な
か
に
在
す
キ
リ
ス
ト
は
。

人
格
化

さ
れ

て
超
越
的
形

姿
と
し
て
表
象
さ
れ
、
信
仰
の
対

象
と
な
る
。
こ

の
こ
と

は
特

に
キ
リ
ス
ト
教
で
目
立
つ
の
だ
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中

心
問
題
が

「
神
の
民
」

と
し

て
の
教
会
だ
か
ら
で

あ
る
。

教
会
に
は
信
仰
の

共
通

の
対
象

と
し

て
の
超
越
的
中
心
が
必
要

な
の
で
、
こ

れ
は
超
人
間
的
な

人

格
と
し
て

表
象

さ
れ
る
。
し
か
し
禅
仏
教

の
場
合

は
、
問
題

の
中

心
が

「
己
事
究
明
」
だ
か
ら
、
超
個
は
各
人
の
な
か
に
自
覚
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

し

た
が

っ
て
禅
仏

教
は
、
客
観
的
な
神
の
否

定
と
し
て

の
無
神
論

に
傾
く
。

つ
ま
り
、
単

に
客
観

的
に
の
み
定
立
さ
れ
た
神
は
拒
否
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

我

々
の
概
念
性
を
用

い
て
多
く
の
こ
と

を
明
ら

か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
イ

エ
ス
の
言
葉
で
は
、
神
の
子

で
あ
り

な
が
ら
イ

エ
ス
を
通
し

て
働
く

「
人

の
子
」

は
自
己

に
当
た
り
、
。イ

エ
ス
の
「
私
」

は
自
我
に
当
た

る
。

マ
ル

コ
ハ

・
三
八
で

は
イ

エ
ス
は
超
越

的
な
神

の
子
で

あ
る

「
人

の

子
」

の
代
表

と
し
て
語

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
イ

エ
ス
も

「
超
個
の
個
」
ま

た
は
「
自
己

・
自
我
」
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
実
際
、
イ

エ
ス
に
お
け
る

「
人

の
子
」
と

、
パ
ウ
ロ
に
お
け
る

「
キ
リ

ス
ト
」

は

パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。

あ

る
い

は
ま

た
、
仏
教

に
お
い
て
も
キ

リ
ス
ト
教
に

お
い
て

も
、
宗

教
は

「
自
己

・
自
我
」

の
事

柄
で
あ

る
。
宗

教
が
単
な

る
自
我
の
事
柄
と

な
る
と

き
、
宗
教

は
真
正

さ
を
失

う
。

た
と
え
単
な
る
自
我
が
宗

教
的
義
務
を
完
全

に
守
っ
て
も
、
そ
う
な
の
で
あ
る
（
マ
ル
コ
一
〇
・
一
七
―
－
二
二
、
ル
カ
一
八
・



九
－

一
四
前
半
）。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
新

約
聖
書
神
学
や
宗

教
哲
学
を
構

築
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
こ
れ
以

上
触
れ
な
い
こ
と

に
す

る
さ
て
「
自
己
・

自
我
」

と
、
上

田
氏

の
二
重
存

在
論
と

の
関

係
だ

が
、

「
世
界
内
存
在
と
し
て
の
私
」

は
自
我
の
こ
と
、
場
所

に
お
け
る
人
間

（
キ

リ
ス
ト
教
的

に
は
、
神
と
世
界

、
神
と
身
体

の

Ｉ
）
は

自
己

（
厳

密

に
は

「
自
我

・
自
己
」

の
自
己
）

の
こ
と
で
あ

る
。

だ
か
ら

「
世
界

内
存
在

と
し

て

の
私
」
が

無
限

の
開
け
と
し
て
の
場
所
に
あ
る
、
と

い
う
こ
と
は
、
ま
さ

し
く
人
間
が
自
我
・
自
己
だ
と

い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
己
・

自
我

と
し
て

の
人
間
と
二
重
存
在
論
の
対
応
が
い
え

る
わ
け
で
あ
る
。

現
代

は
人
間
を
単

な
る
自
我
と
し
て
理
解
す
る
自
我
の
文
明
の
時
代

だ
と

い
え

る
。
自
我
達
が
現
実
を
客
観
化
し
て
認
識
し
、
そ
の
認
識
を
技
術
に
応

用

し
、
そ
れ
を
競
争
原
理

に
基
づ
く
自
由
経
済
の
枠
組
み

に
組
み
込
む
の
で

あ
る
。
す
る
と
競
争
に
勝
っ
て
征
服
者
と
な

っ
た
自
我
達

は
、
自
然
の
み
な

ら
ず
人
間
を
も
身
体
を
も
、
管
理
し
支
配
し
よ
う
と
す
る
。
こ

う
し
て
自
然

は
物
質
と
な
り
原

料
と
な
り

、
内

臓
は
部
品
と
な
り
、
さ
ら

に
遺
伝
子
操
作

に
よ
る
人
体
の
改
造
が
目

指
さ
れ
る
。
自
我
が
す
べ
て

を
手
段
化
し
て
管
理

の
対
象
と
す
る
結
果
、
人
格
（
自
己

・
自
我
と
し
て

の
身
体
）

の
尊
厳
も
見

失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況

で
の
Ｉ
Ｔ
革
命

は
、
「
し
ず

か
さ
や
、
岩

に
し
み
い
る
蝉
の
声
」
と
い
う
よ
う
な
、
情
報
に
は
な
ら

な
い
言
語
領
域
を

無
視
す
る
に
い
た
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と

の
交
点

は
、

深
み
が
情
報
化
さ
れ
た
現
実
世
界

を
突
破
し
て
現
れ
る
よ
う
な
地
点
で
あ
る
。



超

個

が

現

れ

る

の

で

あ

る

。

実

際

そ

の

よ

う

な

深

み

が

あ

る
と

い

う

こ

と

、

両

教

の

交

点

が

そ

れ

を
示

す

と

い

う

こ

と

を

、

私

は
仏

教

と

キ
リ

ス
ト

教

の

対

話

の

実

際

に

基

づ

い

て

語

る

こ

と

が

で

き

る

。

そ

こ

に

立

っ
て

見

る

と

き

、

キ

リ

ス

ト

教

は

決

し

て

多

く

の

人

が

考

え

る

よ

う

な

幻

想

で

は

な

い

こ

と

、

基
本
的
に
は
経
験
可
能
、
理
解
可
能
な
現
実
の
あ
り
の
ま
ま
を
―
―
た
だ
し

二
千

年

前

の

言

葉

で
卜

宣

べ

伝
え

て

い

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

ろ

う

。

（

―
）
　
滝
沢

克
己

『
仏
教
と

キ
リ
ス
ト
教
』

法
蔵
館
、
一
九
六
四

年
。
五
七
－

九
六

ペ
ー
ジ
。

（
２
）
　
上
田
閑
照

『
場
所
』

弘
文
堂

。
一
九
九

二
年
。

（
３
）
　
西
谷

啓
治

『
神
と
絶
対
無
』

創
文
社
版
西
谷

啓
治
著
作
集

、
第
七
巻
、
一
九

八
七
年
、
三
四
－

五
三

。ペ
ー
ジ
。

（
４
）
　
八
木

・
坂
口
対
話
「
神
と
人
と
の
出
会

い
を
翻
訳
す

る
」
『
宗
教
の
解
体
学
』

岩
波
書
店
刊
｛
宗
教
へ
の
問
い
｝
　
一
、
二
〇
〇
〇
年
、
七
一
―
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
　
秋
月
竜
■
『
絶
対
無
と
場
所
』
青
土
社
、
一
九
九
六
年
、
三
八
一
―
三
八
七

ペ
ー
ジ

（
６
）
　
こ
の
表

は
キ
リ

ス
ト
教
側

か
ら
書
い

た
も

の
で
あ

る
。
仏
教
側
か
ら
み
れ
ぱ
、

Ｇ
を
Ｔ

（
ト
ポ
ス
＝
場
所
）
に
変
え

る
こ
と

に
な
ろ
う
。

（
や
ぎ

・

せ

い

い
ち

、

新

約

神

学

・
比

較

思

想

。

宗

教

哲

学

、

桐

蔭

横

浜

大

学

教

授

）
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