
〈
特

集
「
科
学
技
術
時
代
に

お
け
る

悟
り

と
救
い
」
３
〉

仏
教
的
思

惟

の
可

能
性

―
華
厳
と
禅
を
中
心
に
―

は

じ

め

に

今

回
、
「
科
学
技
術
時
代

に
お
け

る
悟
り
と

救
い
」
を
総

合
テ
ー

マ
と

し

て

本
学
会
創
立
三
十

周
年
記

念
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
時

宜
に
か
な

っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
同
慶

の
至
り
で
あ
る
。

さ
て
、
論
者
は
こ
の
総
合

テ
ー

マ
の
も

と

に
、
「
仏
教

的
思
惟
の
可

能
性

―
華
厳
と
褝
を
中
心
に
―
」
と
題
し
て
発
表
す
る
。
そ
の
最
終
的
な
狙

い
は
、
論
者
が
専
門
研
究
の

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
き
た
華
厳
や
褝
な
ど
の
思

想
の
検
討
を
通
じ
て
、
仏
教
的
な
考
え
方
の
中

に
「
科
学
技
術
時
代
」
と
も

呼
ば
れ
る
現
代
に
お
い
て

、
人
々
を
悟
り
や
救

い
へ
と
導
く
可
能
性
は
認
め

ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
も
し
も
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
な
の

か

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
難
し

い
問
題
で
あ
り
、
十
分

に

行
き

届
い
た
議
論
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
が
、
一
つ
の
試
論
と
し
て
お
聞
き
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。

木
　
村
　
清
　
孝

一
　
悟
り
と
救
い

―
仏
教
の
基
本
的
立
場

仏

教

は
、

い

う

ま

で

も

な

く

、

釈

尊

が

悟

り

を

開

か

れ
、

ブ

ッ

ダ

（
ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ａ
,
 
目
覚
め
た
人
）
と
な
ら
れ
た
こ
と
を
原
点
と
し
て
い
る
。
し
か

し

、

そ

の
悟

り

が

ど

の

よ

う

な

も

の
で

あ

っ

た
の

か

、

何

に
目

覚

め
ら

れ

た

の

か

を

直

接

的

に

開

示

す

る
資

料

は

な

い
。

一

般

に

は

「
縁

起

を

悟

ら

れ

た
」
と
い
う
が
、
も
っ
と
も
信
憑
性
が
高
い
と
目
さ
れ
る
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ッ

ガ
』
（
Ｍ
ａ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
ｇ
ｇ
ａ
）
に
よ
れ
ば
、
「
縁
起
」
は
、
釈
尊
が
悟
り
を
開
か
れ
、

七

日
間

、

解

脱

の

楽

し

み

を
享

け

な

が
ら

坐

っ
て

お

ら

れ

た
と

き

に
観

察

さ

れ

た
こ

と

で

あ

っ
て

、

悟
り

の
内

容

が

縁

起

で

あ

る

と

い

う
の

で

は
な

い
。

悟

り

そ

の
も

の

に
つ

い

て

は
説

か
れ

て

い
な

い
の

で

あ

る
。

釈

尊

に
始

ま

り

、

仏教的思惟の可能性25



以

後
、
仏
教
者

の
目
標
と

さ
れ
て
き

た
「
悟
り
」

を
あ
え
て
定
義
す
る
と
す

れ
ば
、
き

わ
め
て
一

般
的

に
「
真
実

に
目
覚

め
る
こ
と
」
と
い
う
他
は
な
い

よ
う
で
あ

る
。

次

に
、
「
救

い
」

に
関

し
て

も
、
ど
う

い
う
こ
と

を
仏
教

の
立
場
で
救

い

と

い
う
の

か
と
い

う
問

い
に
答
え

る
こ
と

は
容
易
で

な
い
。
そ

も
そ

も
、

「
救
い
」
（
s
a
l
v
a
t
i
o
n
）
と
い
う
概
念
自
体
が
絶
対
者
と
し
て
の
神
を
立
て

る

キ
リ

ス
ト
教
な
ど
西

欧
型

の
宗
教

を
モ
デ
ル
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ま

り
仏
教

に
は
な
じ

ま
な
い
。
し

か
し
、
も
し

も
「
救
い
」

の
意
味

を
広
げ
て

解
釈
し
、
人
間
、

な
い
し
生
き
と
し
生
け

る
も

の
が
束
縛
さ
れ
苦
し
め
ら
れ

て

い
る
も
の
す
べ
て

か
ら
自
由
に
な
り
、
幸
せ

に
な

る
こ
と
だ
と
見

な
せ
ば
、

む

ろ
ん
仏
教
で
も
、
釈

尊
以

来
、
「
救

い
」

は
説

か
れ
続
け
て
き

て
い
る
。

け

れ
ど
も
、
そ
の
「
救

い
」
は
、
少
な
く
と
も
釈
尊

の
仏
教

に
お
い
て
は
、

他
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
人
が
主
体

的
に
追
求
し
て

は
じ

め

て

実
現
さ
れ
る
も

の
で
あ

る
。
こ
の
点
か
ら

は
、
仏
教

の
「
救
い
」
を
ひ
と

ま
ず
「
自
ら
ゆ

る
ぎ

な
い
安
心
を
得
る
こ
と
」
と
定

義
し
て

も
よ

か
ろ
う
。

そ
し
て
、
他
者

に
対
し
て
そ

の
よ
う
な
安
心
が
得
ら

れ
る
よ
う
に
願

い
、
手

助
け
を
す
る
こ
と
が
こ
れ
に
伴
う
。
最
古
層
に
属
す
る
『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー

タ
』
の
「
慈
し
み
」
の
章
に
示
さ
れ
る
「
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、

幸
福
で
あ
れ
、
安
穏
で
あ
れ
、
安
楽
で
あ
れ
」
と

い
う
祈
り

は
、
他
者
に
対

す
る
仏
教
的

な
救

い
の
原
点
を
表
し
て

い
る
と
思

わ
れ
る
。

で

は
、
そ

の
よ

う
な
救

い
は
、
ど
う

い
う
路
線

の
上

に
実
現
さ
れ

る
の
で

あ
ろ
う

か
。
け
だ
し
、
釈
尊
の
仏
教
を
ほ
ぽ
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
と
推
測
さ

れ
る
時
代
の
仏
教
、
い
わ
ゆ
る
初
期
仏
教

に
お
い
て
は
、
そ
の
路
線

は
き
わ

め
て

明
確
で

、
「
生
死

か
ら
涅
槃
へ
」
と
要

約
で
き

る
と
思

わ
れ
る
。

す
な

わ
ち
、
私
た
ち
が
生
き
て

い
る
世
界

は
輪
廻
の
世
界
で
あ
り
、
私
た
ち
生
き

と
し
生
け
る
も
の
の
現
実
の
生
存

は
、
迷

い
と
苦
し
み
の
中

に
あ
る
。
そ
こ

か
ら
解

脱
し
な
け
れ

ば
、
真
の
安
ら
ぎ

は
得
ら
れ

な
い
。

正
し

い
行

い
に

よ
っ
て
そ
の
安
ら
ぎ
の
境
界
、
涅
槃
を
こ
そ
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。
―
初

期
仏
教
は
、
こ
の
よ
う
に
説
く

の
で
あ

る
。

さ
ら
に
初
期
仏
教
に
お
い
て

は
、
こ
の
解
脱
を
可

能
に
す

る
基
本
条
件
と

し
て

、
他
の
諸
宗
教
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
家
を
捨
て
、
世
間
を

離
れ

る
こ
と
、
す
な

わ
ち
、
出
家
す
る
こ
と
、
出
世

間
す

る
こ
と
が
求
め
ら

れ

る
。
出
家
者

、
出
世
間
者
で
な
け
れ
ば
、
解
脱
し

、
涅
槃
を
得
る
こ
と
は

で
き

な
い
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

出
家
者
、
出
世
間
者
と
は
、
衣
食
住
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
自
己
の
生
命

に
対
す

る
執
着

さ
え
も
捨
て
て
、
解
脱
の
た
め
の
修
行

に
専
念
す
る
人
で

あ

る
。
原

則
的
に
、
生
産
活
動
な
い
し
経
済
活
動
に
は
一
切
関
わ
ら
な
い
。
か

れ
ら

の
生
活

を
支
え

る
の
は
、
世
間
の
人
々
で

あ
る
。
イ

ン
ド
社
会
は
、
基

本
的

に
世
間

と
出
世
間
と
の
二
層
構
造
で
成
り
立
っ
て

お
り
、

い
わ
ば
両
者

の
分
業

と
独
特

の
形

の
交
流
に
よ

っ
て
古
代
か
ら
機
能
し
て
き
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ

う
。
た

だ
し
、
そ
の
イ
ン
ド
も
、
高
度
な
文
明
化
を
達
成
し
つ

つ
あ

る
現
代
と

い
う
時
代
の
到
来
の
中
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
揺
ら
ぎ
と
変

容
を
余
儀

な
く

さ
れ
て

い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま

い
。

だ
が

、
よ
り
問
題
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
二
層
構
造

を
も
と
も
と
も

っ
て



い

な

い

非
イ

ン

ド

的

世
界

で

あ

る

。

こ

こ
で

は
話

を

東

ア

ジ

ア

に

限

定

し

て

進

め

る

が
、

例

え

ば

「
出

家

者

は

方

外

の

賓

で

あ

る

」

と

主

張

し

、

自

ら

一

定

の

限

度
内

で

そ

の

生

き

方

を

貫

い
た

廬

山

の

慧

遠

な

ど

、

例

外

的

な

事

例

を
除
い
て
、
皇
帝
の
一
元
的
支
配
の
傾
向
が
強
い
中
国
や
日
本
で
は
、
本
来

の

意

味

で

出

家

者

が

存

在

し

う

る
余

地

は

ほ

と

ん

ど

な

い
。

そ

も

そ

も

東

ア

ジ
ア

の

仏

教

者

が

真

の
出

家

者

と

な

っ
て

ひ

た

す

ら

悟

り

や

涅

槃

を

求

め
て

修

行

す

る

こ

と

自

体

が

困

難

な

こ

と

で

は

な

い

か
、

と

思

わ

れ

る

の

で
あ

る
。

二

「
科

学

技

術

文

明

」

の

危

う

さ

我

々
は

現

在

、
「
科

学

技

術

文

明
」

と

呼

ば

れ

る

高

度

な

文

明

を

享

受

し

な

が

ら

生

活

し

て

い

る
。

正

し
く

「
知

る
」

こ

と

を

本

質

と

す

る

「
科

学

」

（
ｅ
ｐ
ｉｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ｅ
；
　ｓ
ｃ
ｉｅ
ｎ
ｔ
ｉａ
）

は

、

物
質

と

精

神

の

二
元

論

か

ら

、

さ

ら

に

〈
進

ん
で
〉
、
物
質
一
元
論
に
基
盤
を
お
き
、
存
在
の
す
べ
て
を
モ
ノ
と
し
て
徹

底

的

に

「
分

析

す

る

」

こ

と

を
第

一
義

と
す

る
現

代

科

学

と

な

っ
た

。

そ

し

て
、
科
学
的
知
識
に
も
と
づ
い
て
生
み
出
さ
れ
る
「
技
術
」
（
ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
,

ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
ｎ
ｅ
;　
ｔｅ
ｃ
ｈ
ｎ
ａ
）

は

、

か

つ
て

は

さ

ほ

ど

の

費

用

を

必

要

と

せ

ず

に

開

発

さ
れ

、

身

体

的
機

能

の

多

く

を

使

っ
て

習

い

体

得

し

て

用

い
ら

れ

る
も

の

で

あ

っ
た
。

し

か

し
今

は
、

巨

額

の

資

金

を

投

じ

て

開

発

さ

れ

、

完

成

し

た
暁

に

は

、
誰

で
も

が

マ

ニ

ュ
ア

ル

に
従

い
さ

え

す

れ

ば

操

作

で

き

る

も

の

に
変

お

っ
て
き

た

。

し

か

も

こ

の

よ

う

な

劇

的

変

化

の

中

で

、

産

学

官

共

同

路

線

は

あ

た
り

ま
え

の

こ

と

と

な

り

、

科

学

も

技

術
も

商

品

化

さ

れ

て

、

両

者

が

癒

着

・

一
体

化

す

る

傾

向

も

顕

著

に
な

り

つ

つ
あ

る

。

思

想

的

に

は

、

金

力

・

技

術

力

が

そ

の

ま

ま

権

力

と

な

っ

て

覇

権

を

争

い

、
「
正

義

」

や

「

人

権

」

の

名

の

も

と

に

、
「
最

大

多

数

の

最

大

幸

福

」

で

は

な

く

、
「
（
自

ら

の

側

の

）

少

数

の

最

大

幸

福

」

の

実

現

を

目

指

す

新

功

利

主

義

（
Ｎ
ｅ
ｏ
-
ｕ
ｔ
ｉ
ｌｉ
-

ｔ
ａ
ｒ
ｉ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
m
）
、
な
い
し
新
帝
国
主
義
（
Ｎ
ｅ
ｏ
-
ｉ
ｍ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
m
）
と
も
呼
び
う

る

も

の

が

現

代

の

潮

流

と

な

っ

て

き

て

い

る

の

で

あ

る

。

科

学

も

技

術

も

、

そ

の

中

で

、

例

え

ば

ア

メ

リ

カ

的

な

「
正

義

」

の

僕

と

な

る

こ

と

な

く

、

果

た

し

て

独

立

し

た

地

位

と

方

向

性

を

維

持

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

か

と

危

惧

さ

れ

る

。

三
　

華

厳

と

禅

の

ア

プ

ロ

ー

チ

上

に

述

べ

た

よ

う

に

、
「
科

学

技

術

時

代

」

と

も

呼

ば

れ

る

現

代

に

お

い

て

は

、

科

学

と

技

術

は

相

乗

的

に

発

展

し

な

が

ら

、

む

し

ろ

そ

れ

ゆ

え

に

、

国

内

的

に

も

国

際

的

に

も

政

治

・

政

策

に

従

属

す

る

傾

向

を

強

め

て

き

て

い

る

。

宗

教

と

の

関

わ

り

で

い

え

ば

、

か

つ

て

普

遍

的

価

値

と

し

て

の

「

真

理

」

の

見

方

を

め

ぐ

っ

て

宗

教

に

挑

戦

し

、

宗

教

と

対

決

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

独

立

し

た

価

値

観

の

体

系

を

作

り

上

げ

て

き

た

科

学

は

、

い

ま

や

そ

の

座

を

政

治

に

譲

っ

て

い

る

。

宗

教

の

直

接

的

な

相

手

は

、

政

治

な

の

で

あ

る

。

し

か

も

、

思

想

と

し

て

の

科

学

に

は

、

大

衆

化

し

常

識

化

す

る

の

に

伴

っ

て

、

「

一

つ

の

客

観

的

で

澄

明

な

も

の

の

見

方

」

と

い

う

自

己

規

定

的

前

提

が

見

失

わ

れ

て

き

た

。

そ

し

て

そ

の

結

果

、
〈
疑

似

〉

科

学

思

想

に

変

質

し

た

形

で

世

界

の

隅

々

に

ま

で

浸

透

し

て

き

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

で

は

、

こ

の

よ

う

な

状

況

の

中

で

、

宗

教

に

は

何

が

で

き

る

の

で

あ

ろ

う

仏教的思惟の可能性27



か
。
そ
れ
は
、
依
然

と
し
て

悟
り
や
救
い
を
も
た
ら
す
力

を
も

っ
て

い
る
の

で

あ
ろ
う
か
。
以
下

、
『
華
厳

経
』
、
華
厳
宗
の
思
想
、
禅
思
想
の
三
つ
に
焦

点
を
当
て
て

、
こ

の
問
題

を
考
え
て

み
よ
う
。

(
1
)
『
華
厳
経
』
に
お
け
る
悟
り
と
救
い

『
華
厳
経
』

は
、
釈
尊

の
悟

り
の
場

の
描
写

か
ら
始
ま
る
。

そ
し
て

、
悟
り

の
場

に
あ
る
釈
尊
を

ヴ
ァ
イ

ロ
ー

チ
ャ
ナ
（
毘
盧

遮
那
、
盧

舎
那

）
と
呼
び
、

そ

の
浄
土
を
蓮
華
蔵
世
界
と

名
づ
け
て

い
る
。
こ
の
仏
は
、
物
語

の
中
で

地

上

か
ら
欲
界
内
の
諸
天
へ
、

そ
し
て
再

び
地
上
へ
と

移
動
す

る
。

こ
の
こ
と

は
、

お
そ
ら
く
悟
り
の
体
験

の
中

に
現
れ

る
内
景
と
し
て
の
世
界
観
察

を
意

味
す

る
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
全
巻

を
通
し
て

ヴ
ァ
イ

ロ
ー
チ

ャ
ナ
仏

は
無
言
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の

こ
と

か
ら
推

察
で

き

る
よ
う

に
、
『
華

厳
経
』

に
お
い
て
は
、
釈
尊
が
悟
り
を
開

か
れ
た
と

い
う
事
実
の
確
認
と
、

そ
の
悟
り
は
追
体
験
で

き
る
し
、
現

に
一
定
程
度
で
き
て
い
る
と
い
う
経
典

編
纂
者
た
ち
の
確
信
が
大
前
提
に
な

っ
て
お
り
、
菩
薩
道
の
完
成
に
よ

っ
て

そ
の
悟
り
に
ま
で
至
る
プ

ロ
セ
ス
を
克
明

に
開
示
す
る
こ
と
が
本
経
の
意
図

す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
『
華
厳

経
』

の
基

幹
線

は
、
「
菩
薩

か
ら
仏
へ
」
「
発

心
か
ら

成
仏
へ
」
と

い
う
こ
と

に
な
る
。
「
入
法
界
品
」

に
見
ら
れ

る
善
財
童

子
の

求
道
物
語
は
、
そ
の
典
型
的
な
例
示

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
本
経
に
は
、
逆

の
「
仏
か
ら
菩
薩
へ
」
と
い
う
方
向
性
も
む
ろ
ん
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
点
は
、

菩
薩
の
入
定
と
説
法

が
必
ず
「
仏
の
威
神
力
（
神
力
）
を
承
け
て
」
行

わ
れ

る
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て

い
よ
う
。

さ
ら

に
、
「
仏
か
ら
凡

夫
へ
」

の
働
き

か
け
も
随
所

に
示

さ
れ
る
。
例
え

ば
冒
頭
の
「
世
間
浄
眼
品
」

の
一
節
に
。

仏
は
無
量

の
大
光
明
を
放
つ
。

一
一
の
光
明
に
無
量

の
仏
あ
り
。
無
数

の
方
便
も
て

皆
悉
く
現

じ
、
一
切

の
衆
生
の
類
を
化

度
す
。

と
あ
る
通
り
で

あ
る
。
ま
た
「
十
回
向
品
」

に
は
、
菩
薩
が
「
我
、
当

に
一

一
の
悪

道
に
お
い
て
尽

未
来
劫
、
諸

々
の
衆
生
に
代
わ
っ
て
無
量

の
苦
を
受

け
ん
」

な
ど

と
念
ず

る
一
節

が
出
て
く

る
。
い
わ
ゆ
る
「
代
受
苦
」

に
よ

る

救
済

の
決
意
で

あ
る
。

こ
れ
ら

か
ら
、
仏
は
凡

夫
で
あ

る
衆
生

に
向
か

っ
て
、

い
わ
ば
不
断

に
「
目

覚
め
よ
、
目
覚

め
よ
」
「
速

や
か
に
発
心
せ

よ
」

と
呼

び
か
け
ら
れ
、
菩
薩
は
ひ
た
す
ら
衆
生
を
救
う
こ
と
に
心
を
く
だ
く
―
少

な
く
と
も
一
面

に
お

い
て

『
華
厳
経
』
が
こ
の
よ

う
な
仏
・
菩
薩
の
捉
え

方

を
し
、
そ
の
こ
と
と
の
関
連
で
衆
生
の
救
い
の
問
題
を
考
え
て

い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。

(
2
)
　
華
厳
教
学
に
お
け
る
解
釈
の
特
徴

上
に
論
じ
た

『
華
厳
経
』
を
最
高
・
究
極
の
仏
の
教
え
と
み

な
し
、
そ
れ

を
中
心
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
が
、
華
厳
宗
の
思
想
、
す

な
わ
ち
華
厳
教
学
で
あ
る
。
そ
の
形
成
・
変
容

の
過
程
は
か
な
り
複
雑
で

あ

り
、
か
つ
、
各
時
点
で
の
思
想
の
性
格
に
は
相
当
の
相
違
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

詳
し
い
こ
と
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
こ
こ
で

は
そ
の
大
成
者
・
法
蔵
の
思

想

に
焦
点
を
合
わ
せ
て

「
悟
り
と
救
い
」

の
解
釈
の
特
徴
を
探
っ
て
み
ょ

う
。

法
蔵
は
、
仏
教
の
全
体
を
果
分
と
因
分

に
二
分
す
る
。
果
分

と
は
仏

の
悟

り
の
領
域
、
因
分

と
は
そ
こ
に
到
達
す

る
ま
で
の
仏
道
実
践
の
領
域
全
体

の



こ
と
で
あ

る
。

こ
の
区
分

の
仕
方
自
体

は
、
何
も
特

異
な
も

の
で

は
な
い
。

し

か
し
、

そ
の
意
味

づ
け

の
仕
方
が
特
徴
的
で
、

か
れ
は
『
華
厳
経
』
の
構

想

に
基
づ

い
て
、
そ
の

う
ち
の
「
果
分
」

は
「
性
海
」
（
真
実

そ
の
も
の
）

で
あ

っ
て

、
説

く
こ
と

は
で

き
な

い
。
し

か
し
、
「
因
分
」

は
「
縁
起
」
の

世
界
で
あ

っ
て
、

こ
れ

は
説
く
こ
と
が
で
き

る
、

と
い
う
。

そ
の
上
で
、
前

者

は
「
十
仏

（
『
華
厳
経
』
独
自

の
仏
身

観
で

、
釈
尊

の
お
り
方

を
本
質
的

側
面

か
ら
十

に
分
け
て
示
し

た
も
の
）
の
自
境
界
」
で

あ
り
、
後
者

は
「
普

賢
の
境
界
」
で
あ

っ
て
、
両
者
の
関
係

は
波
と
水

の
よ
う
に
無
二
で
あ
り
、

互

い
に
包
摂
し
合

う
、
と
規
定
す
る
。
つ
ま
り

は
、

華
厳
教
学
が
明
ら
か

に

す
る
の
は
、
こ
の
普
賢
菩
薩

に
象
徴
さ
れ
る
実
践
的

な
縁
起

の
世
界
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
悟
り
も
救

い
も
、
こ

の
枠
組
の
中
で
押
さ
え

ら
れ
て
く
る
。

ま
ず
「
悟
り
」

に
関

し
て

は
、
「
発

心
成
仏
」
が

唱
え
ら
れ

る
。

す
な
わ

ち
、
突
き
詰

め
て

い
え
ば
、
人
は
仏
の
悟
り

を
実
現

し
よ

う
と
決
意
し
た
と

き
、
す
で

に
仏
で

あ
る
、
と

い
う
の
で
あ

る
。

こ
れ

は
、
『
華

厳
経
』
に
あ

る
「
初
発
心
時
、
便
成
正
覚
」
（
梵
行
品
）
の
教
説
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

経
自
体
は
こ
れ
を
菩
薩
道
の
本
質
を
開
示
す

る
も

の
と
し
て
説

い
て

い
て
、

全
体
的
に

は
地
道
な
菩
薩
の
修
行
の
大
切
さ
を
強
調

す
る
。

こ
れ

に
対
し
て
、

華
厳
教
学
は
む
し
ろ
偏
に
こ
の
「
発
心
成
仏
」

の
現

実
性

を
力
説
す

る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
立
場
は
、
さ

ら
に
「
信

満
成
仏
」
（
信

心
が
確
定
す

る
と
き
、
仏
と
な
る
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
進
む
。

で

は
、
縁
起
の
世
界
の
真
相
は
ど
う
い
う
も
の

か
。
そ
れ

は
、
『
華
厳
経
』

が
明
ら

か
に
す

る
世
界
、
す
な
わ
ち
、
悟
り
を
実
現
し

た
仏
の
目
か
ら

見
た

現
実

の
世
界

の
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
り
方

を
端

的
に
示
す

言
葉
が
相
即
・
相
入
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
す
べ
て
の
事
象

は

本
質

的
に
は
一
体
で
あ
り
、
は
た
ら
き

の
上
で

は
自
在

に
交
わ
り
、
融
合
し

あ
っ
て

い
る
。
ど
こ

に
も
何
の
対
立
も
障
害
も
な
い
、
と

い
う
の
で
あ

る
。

こ
の
見

地
か
ら
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
衆
生
は
、
迷
い
と
苦
し
み
の
中
に
あ
り

な
が
ら

、
す
で

に
救

わ
れ
て

卜
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
蔵
の
華
厳
教

学

の
意

義
も
限
界
も
、
こ
う
し
た
見
方
に
集
約
的
に
表
れ
て
い
る
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
。

(
3
)
　
禅
に
お
け
る
悟
り
と
救
い

瞑
想

は
、
初
期
仏
教
以
来
、
仏
教
の
基

本
的
実
践
と
し
て
重
視

さ
れ
た
が
、

そ

れ
を
意
味

す
る
語
と
し
て

は
い
く
つ

か
の
も
の
が
用

い
ら
れ
て

き

た
。

デ
ィ
ヤ
ー
ナ
（
ｄ
ｈｙ
ａ
ｎ
ａ
）
も
そ
の
一
つ
で
、
こ
れ
が
中
国
で
は
禅
那
、
禅
、

禅
定

な
ど
と
写

さ
れ

た
。
す

な
わ
ち
、
「
禅
」
は
も
と
も

と
仏
教
的
な

い
し

イ
ン
ド
的
な
瞑
想
を
表
す
語
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

そ
の
重
要
性
ゆ
え
に
、
や

が
て

仏
教
の
伝

統
の
中

に
、
例
え
ば

『
達
摩
多
羅
禅
経
』
な
ど
、
禅
の
実
践

を
重
視

し
、
そ
れ
を
詳
し
く
体
系
的
に
説
く
経

典
も
現
れ
た
。
こ
の
こ
と

は
、

イ
ン
ド
文
化
圏
内

に
も
修
禅
者
グ
ル
ー
プ
と
も

称
す
べ
き
も
の
が
一
定
程
度

出
現
し

て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
他
方
、
『
荘
子
』
や

『
列
子
』

か

ら
窺
え

る
よ
う
に
、
中
国
に
は
孔
子

・
荘
子
ら

が
登
場
す
る
以

前
か
ら
、
仏

教
の
瞑

想
法

に
通
ず
る
と
こ
ろ
を
も
つ
独
自

の
心
身
鍛
練
法
が
あ
っ
た
ら
し

い
。
菩
提
達
磨
を
初
祖
と
仰
ぐ
禅
宗

は
、

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
流
れ
を
受
け

仏教的思惟の可能性29



て
形

成
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
あ

る
。

こ

の
禅
宗
の
歴
史

に
も
大
き
な
展
開
か
お
り
、
そ

の
諸
文

献
の
中
で
説

か

れ
て

い
る
「
悟
り
」
や
「
救

い
」
の
あ
り
よ
う
も
一
様
で

は
な
い
。
こ

こ
で

は
、

き
わ
め
て
概
括
的

に
禅
宗

の
基
本
的
立
場
と
、
主
題

に
関

連
し
て

と
く

に
注
目
さ
れ
る
禅
思
想

の
一
端

に
言
及
す
る

に
と
ど

め
る
こ
と
を
お
許
し
い

た
だ
き

た
い
。

禅
宗
の
立
脚

点
を
表
す
言
葉
と
し
て
一
般
的

に
承
認

さ
れ
て

い
る
も

の
に
、

「
教
外
別
伝
、
不

立
文
字
、
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
が

あ
る
。

こ
の
う
ち

、

い
ま
直
接
的

に
主
題

に
関
わ

る
部
分

は
後
の
二
句
で
、

そ
れ

は
、
禅
宗
が
端

的
に
人
そ
れ
ぞ
れ
の
心

を
問
題
と
し
、
そ
の
本
質
と
し
て

の
仏
性
を
見
究

め
、

実
現

し
て
、
仏
と
な

る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
し
て

い
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
禅
宗
は
、
人
が
い
ま
・
こ
こ
に
あ
る
自
己
自
身
を
徹
底
的

に
見
つ

め
、
自
ら
が
本
来
、
仏
で
あ
る
こ
と

に
目
覚

め
る
こ
と
、
そ

の
意
味

に
お

い
て
「
悟
り
」

を
得
る
こ
と
を
基
本
的
な
狙

い
と
し
て

い
る
と

い
え
よ

と

こ
ろ
で
、

こ
こ
で
問

題
と
な

る
の
は
、
第

一

に
、

そ

の
よ

う
な

「
悟

り
」

に
は
ど

う
い
う
意
味
が
あ
る
の

か
、
釈
尊

を
初

め
と
す

る
仏
祖

の
悟
り

と
は
ど

う
つ

な
が
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第

二
に
は
、
そ
れ
が
修

行
と
ど

の
よ

う
に
関

係
す
る
の
か
、
と

い
う
こ

と
で

あ
ろ
う
。

こ
の

う
ち
、
ま
ず

、
第
一
の
「
悟
り
」
の
意
味

に
つ
い
て

は
、
そ
れ
が
本

人

に
大
き

な
安
心
を
与

え
る
こ
と
だ
け

は
、

ほ
ぼ
共
通

的
な
こ
と
と
し
て
認

め
ら
れ

よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
以
上

の
こ
と

は
何
も

い
え

そ
う
に
な
い
。
ま

た
、
釈
尊

の
悟
り
と
の
関
連
も
、
客
観
的
に
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
と
い

わ
ざ

る
を
え
な
い
。
た
だ
、
禅
宗
の
立
場
で

は
、
こ
の
悟

り
が
仏
祖
の
悟
り

そ

の
も

の
で

あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
第
二
の
問
題

に
つ

い
て
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
大
乗
の
実
践
論

で

は
実

践
の
プ

ロ
セ
ス
は
信
・
解
・
行
・
証
、
あ
る
い
は
信
・
行
・
証
の
ス

テ
ッ
プ
で

展
開

す
る
も

の
と
さ
れ
る
。
禅
宗
で

も
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
行

か

ら
証
へ

、
つ
ま
り
、
坐
禅

の
修
行
を
進
め
て
い
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
や
が

て
悟
り

に
到
達

す
る
、
と

い
う
の
が
一
般
的
な
考
え
方
で

あ
る
。
し
か
し
、

行

（
修
）

お
よ

び
証
（
悟
）
の
内
実
を
深
く
追
求
す
る
中
で
、
中
国
で
は
主

に
時
間
的

な
側
面

か
ら
そ
れ
ら
の
頓
漸
に
つ
い
て

さ
ま
ざ
ま
の
見
方
が
生
ま

れ

た
。
こ

の
よ

う
な
経
緯
を
経
て
、
例
え
ば
日
本
の
道
元

は
明
確
な
「
修
証

一
如
」
の
思
想

を
打
ち
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
坐
禅
と

い
う
行
を
離
れ
て
悟

り

は
な

い
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
悟
り
」

に
関
す
る
一
つ
の
突
き

詰

め
ら
れ

た
見
方

を
見
出
す
こ
と
が
で

き
よ
う
（
た
だ
し

、
道
元
自
身
に
お

い
て

は
、
後
半

こ
の
思

想
的
立
場
は
お
そ
ら
く
捨
て

ら
れ

る
）
。

で

は
、

禅
宗
で

は
「
救

い
」
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で

あ
ろ

う
か
。

一
般

的
に
い
え

ば
、
禅
宗
で

は
直
接
的
な
救
い
を
標
榜
す
る
こ
と
は
な
い
。

個

々
人

に
目

覚
め
が
な
い
限
り
救
い
は
な
い
と
い
う
信
念

の
も
と

に
、
手
立

て
と
し
て

の
機
関

を
駆
使
し
て
そ
こ
へ
と
導
く
こ
と
が
、
慈
悲
で
あ
り
、
ほ

と

ん
ど
唯

一
の
「
救
い
」

へ
の
関
わ
り
方
だ
と
い
っ
て

も
過
言
で

は
な
か
ろ

う
。
時

に
、
禅

は
利

他
行

に
欠
け
る
と
批
判
さ
れ
る
所
以
で
あ

る
。
禅
は
本



質

的
に
「
自
覚
」
の
宗

教
で

あ
り
、

そ
の
「
自
覚
」
を
得
た
人
が
成
熟

し
、

つ
い
に
は
「
自
利
利

他
円
満
」

の
実

践
を
な
し

う
る
こ
と

に
期
待
す

る
宗
教

な
の
で

あ
る
。結

　
　

び

以
上
、
華
厳

と
禅

を
中
心

に
仏
教
を
研
究
し
て
き

た
も

の
の
一
人

と
し
て

、

現
代

と
の
関

わ
り

に
お
い
て

、
宗
教
の
根
本
問
題
で
あ

る
「
悟
り
」

と
「
救

い
」

の
問
題

に
つ

い
て

考
え

る
と
こ
ろ

を
述

べ
て
き

た
。
結

論
的
に
い
い
た

い
こ
と

は
、
二
つ
あ

る
。

そ
の
第
一

は
、

い
ま
哲
学
・
宗
教

に
求

め
ら
れ
て

い
る
も

っ
と
も

重
要

な

仕
事

は
、
〈
擬
似
〉
科
学
化
し

た
科
学
、
政
治

な
い
し
大

衆
意
識

に
追
従
す

る
よ

う
に
な

っ
た
科
学

と
、

そ
れ
に
結

び
つ

い
て
急
速

に
発
展
す

る
技
術
に

対
し
て
、
世
界

と
人

類
の
未

来
を
視
野

に
入
れ

た
総
合

的
な
見

地
か
ら
、
場

合
に
よ

っ
て

は
そ
れ

ら
の
動
き

に
歯
止

め
を
か
け
、
方

向
づ
け

る
役
割
を
担

う
こ
と
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
世
界
中

の
哲
学
者
・
宗
教
者

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場

か
ら
そ
の
た
め
に
遠
慮
な
く
声
を
上
げ
、
さ
ら
に
、

で
き

る
だ
け
そ
れ
ら

の
声
を
つ
な
い
で

連
帯
の
輪
を
広
げ
て

い
く
責
任
か
お

る
よ

う
に
思

わ
れ

る
。

第
二

に
は
、
筆
者
自

身
が

依
っ
て

立
つ
仏
教
的
立
場

か
ら
す
る
提
言
に
耳

を
傾
け
て
ほ
し

い
と

い
う
こ

と
で

あ

る
。

そ
の
提
言
と

は
、
「
縁
成
共

与
」

の
生
き
方
を
自
覚
し
、

と
も

に
そ
れ
を
生
き
よ

う
、
と

い
う
も
の
で

あ
る
。

「
縁
成
」
は
華
厳
教
学
の
縁

起
観

の
基

幹
を
な
す

「
無
性
縁

成
」

の
語

に
基

づ
く
が
、
そ
の
意
味
そ

の
ま
ま
で
は
な
い
。
ま

た
「
共
与
」
は
筆
者
の
造
語

で
あ
り
、
「
と
も

に
あ
ず

か
る
」

こ
と
を
意
味
す

る
。

筆
者

は
、
こ

の
二
つ

の
語
を
結

び
つ
け

、
こ
れ

に
よ

っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
一
人

一
人
が
自
己

の
縁

起
性
を
自
覚
す

る
と
と
も

に
、
こ
れ
ま
で

の
仏
教
が
十
分

に
は
究
明
し
て

こ

な
か
っ
た
社
会

の
現
実

の
す
が
た
と
、
そ
れ
が
も
つ
重
さ
を
正
し
く
認
識
す

る
。
そ

の
上
で
、

と
も

に
互

い
の
分
別
的
意
識
と
偏
り
歪

ん
だ
社
会
を
変
革

す

る
運
動

に
参
画

し
て

い
く
こ
と
」
を
意
味
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て

、

こ

う
い
う
お
り
方

の
中

に
こ
そ
、
現
代
に
お
け

る
仏
教
者
の
悟
り
と
救
い
、

あ

る
い
は
そ
こ

に
至

る
道
が
あ
る
と
考
え
る
も

の
で
あ
る
。
ネ

ー
ミ
ン
グ
が

適
切

か
ど

う
か
は
と
も

か
く
、
仏
教
に
依
り
な
が
ら
仏
教
を
超
え
て
い
こ
う

と
す
る
こ
の
立
場

に
つ

い
て
、
議
論
が
進
む
こ
と
を
心
か
ら
願

っ
て
い
る
。

（
き
む
ら
・
き
よ
た
か
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
、

鶴
見
大
学
教
授

・
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

31　1　仏教的思 惟の 可能性
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