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我

と

仏

性

上

田

通

教

　

騨
般
に
仏
教

と
は
言

つ
て
も
我

々
は
具
体
的

に
説
明

し
よ
う
と

思
え
ば

必
ず
や
あ
ま
り
多
岐

に
及

ん
だ
仏
教
思
想
に
当
惑
を
感

じ

る
も

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
今
臼
ま

で
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
教
学
研

究
に
力

を
入
れ

仏
教

学

と
し
て
は
幾
分
の
業
績
を
残
し
て
き
た
よ
う
で

あ
る
。

し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
研

究
は
今

日
よ
り

は
望
ま
れ
そ
う
も

な
い
。

急
い
で
仏
教
統

一
論

と
も

い
う

べ
き
も
の
を

(
現
代

人
の
欲
す
る

も
の
を
)
研
究
す

る
こ
と
が
急
務

で
あ
ろ
う
。

特

に
今
日
の
浄

土
教
を
み
る
と
人
間
軽
視

の
感
が
な

い
で
も
な

い
。

尊
き
人
間
性

は
た

と
え
そ
れ
が
ど

の
よ
う

な
型

に
あ
ら
わ
れ

て
も
す

な
お

に
肯
定
す

べ
き
で
あ
.ろ
う
。

い
た

ず
ら
に

「
罪
悪
生

死
の
凡
夫
」

と
し
て
未
来
往
生

の
み
を
説

く
の
は

一
考
を
要
す
る
。

の
で

は
な

い
か
。

勿
論
、

人
間
の
根

本
的

な
弱
さ
は
認
め
る
。

し
か

し
ヤ
神

の
僕

で
な
い
と
い
う

人
間

の
強
さ
を

こ
こ
に
体
達
し
よ
う
と
す

る
宗
教

、

的
努
力

は
あ

つ
て
も
不
思
議

で
は
な
い
。
我
々
は
生
き
て
い
る
。

生

ま
れ
て
し
ま

つ
て
生

き
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
上
、
卑
屈

に
消
極
的

に
生
き
る
必
要

は
な
い
。
人
間
の
根
本
的
弱
窓

(
尺
ス

カ
ル
の
意

味
す

る
も
の
)

と
人
間
の
根

本
的
強
さ

へ仏

べ
の
可
能

性
)
と
は
同

次
元
の
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ

し
て
私
に
は
こ

の

一
方
に
偏
す
る
人
間
の
特
権
を
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
生

き
方
が
仏
教

の
教
か
ら
与

え
ら
れ
る
よ

う
な
気
が
す
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
人
間
性
の
問
題

を
強
く
推
し
立
て
て
大

乗
渥
槃
経

の
仏
性
に

つ
い
て

一
考

を
試

み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ

こ
で
積

極
的
仏
教

思
想

-

特
に
無
常
観

等
に
対

し
て

ー

が
、
,即
ち
常

我
の
思
想
が
信
仰
の
主
体

た
る
衆
生

を
通
し
て
、
そ

の
理
想
た
る
法
身
仏

に
如
何

に
帰

一
さ

れ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
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起
る
。

そ
こ
で
如
来

と
衆
生

の
関
係

を
明
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に

な
る
が
、

さ

て
、
仏
陀
観

の
発
達

に
伴

い
大
乗
仏
教
に
お
い
て
、
即

ち
日

常
に
理
想

を
実
現
し
、

日
常
を
理
想
化

し
、

理
想
を
日
常
化

し
よ

う
と
す
る
理
想
精
神

の
立
場

で
、
人
間
仏
陀
が
な

し
た
菩
提

と
い

う
理
想

を
今
度
は
主
体

の
仏
陀

に
替

つ
て
衆
生
が
如
来

を
理
想
と

す
る

の
で
あ
る
。

既
知

の
よ
う
に
、
仏
教

の
空
哲
学

は
何
処

ま
で
も
自
己
の
無
我

の
原

体
験
を
根

拠
と
し
、

こ
れ
に
結
び

つ
く
自
己

の
現
実
、
自
己

関
与

の
存
在

の
無
自
性

と
主
張
す
る
も

の
で
、
大
乗
仏
教

は
決

し

て
諸

法
の
空
に

つ
い
て
存
在
論
的
思
弁

に
よ
る
空

を
説

く
も
の
で

は
な

い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
自
己
体
験

の
事
実
、
仏
陀
成
道

の

事
実
を
規
準
と
し
、
理
想

の
現
実
化

の
可
能

を
信
奉
し
、
そ
れ

に

な
り

き
る
時
、
我
等

は
宗
教
的
信
念

に
よ

つ
て
無
分
別
智

の
世
界

に
あ
る
と
い
わ
れ
よ
う
。
そ

の
時
、
理
想

と
現
実
、
俗
諦

と
真
諦

と
の
間
に
は
根
源

に
お
け
る
連
続
性

が
認
め
ら
れ
る
。

さ

て
如
来

と
衆
生

と
の
関
係

を
寿
命
品
に
よ

つ
て
み
る
と
。
純

陀
が
、

「
如
来

は
久

し
く
世
に

住

し
た
ま

は
ず
、
苦
な
る
哉
、
世
間
空

虚
な
り
」

と
い
つ
た

の
に
対
し
、
仏

は
、

「
我
、
汝
及
び

一
切
を
憐
愍

す
る
を
以
っ
て
、
是
の
故

に
今
渥

槃
に
入

ら
ん
と
欲
す
」
。

と
答
え
る
中
に
、
浄
土
教
的
言
葉
を
か

り
て
い
え
ば
不
取
正
覚
の

大
慈
大
悲

の
摂
取
心
が
見
ら
れ
、
又
、

そ
の
如
来
は
己
に
無
量
無

辺
阿
僧
紙
劫

に
お

い
て
食
身
、
煩
悩
身

な
く
常
身

・
金
剛
身

で
あ

り
衆
生

の
た
め
の
善
法
を
生
じ
恒
河
に
あ
り

て
子
を
愛
念
す
る
故
、

無
為
と
も
長
寿

と
も

い
い
、
悪
の
衆
生

に
恐
畏
な
か
ら
ん
こ
と
を

施
す
も

の
で
あ
り
、
又
、
衆
生
に
お
い
て
平
等
心
あ
り

と
い
わ
れ

る
◎さ

ら
に
、
如
来

は
法

で
あ
り
、
真
の
解
脱

で
あ
り
、
広
大
で
あ

り
、
最
上

で
あ
る
。
又
、
不
可
決
、
不
可
見
、

一
味
清
浄
、
到
彼

岸
に
し
て
、
我
我
所
を
離
れ
因
縁
を
抜
く
と
い
わ
れ
、
又
、
現
病

品
に
は
、

「
我
、
今
、
背
痛
む
、
汝
等
、
当
に
大
衆
の
為
に
法
を
説
く
べ

,　
°
　

「
二
っ
の
因
縁
有
ら
ば
、
即
ち
、
病

苦
な
し
。
何
を
か
二
と
な

す
。

一
に

一
切
衆
生
を
憐
欄

し
、
二

に
病
者

に
医
薬
を
給
施
す
。」
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と
い
い
、
聖
行
品
第
十
九

の
中
に
、

　
o

「
如
来
、
虚
空
乃
与
仏
性

と
差
別

あ
る

こ
と
な
く
是
集
性

に
非

ず
、
陰
因

に
非
ず
、
可
断
相

に
非
ず
し
て
是

の
故

に
実
で
あ
る
。
」

「
虚
空
は
即
ち
是
真
実
、
仏
性

は
真
実
、
如
来
は
苦

に
非
ず
、

乃

至
対
に
非
ず
。
」

「
如
来
是

の
如

く
真
実

に
我
有
り
。
」

と
あ
り
、
高
貴
徳
王
菩
薩
品
に
は
、
:
:
:

「
如
来

は
不
定
な
り
…
…
如
来

は
人
に
非
ず
、

何
を
以

つ
て
の

故

に
、

如
来
は
久

し
く
無
量
劫

の
中
に
お
い
て
人
有
を
離
る
る

が
故

に
。
亦
非
人
に
非
ず
、
迦
毘
羅
城

に
生
る
る
が
故

に
…
…

如
来

は
衆
生

に
非
ず
、
久
し
く
衆
生
性
を
遠
離
す
る
が
故
に
。

;
…

或
る
時

に
衆
生
相
を
演
説
す
る
が
故
に
、
是

の
故

に
如
来

は
非
衆
生
に
非
ず
…
…
如
来

は
心

に
非
ず
、
虚
空
相

の
故

に
、

亦
非
心

に
非
ず
、
十
力

心
法
有
る
が
故

に
、
他

の
衆
生
心

を
知

る
が
故

に
、
…
:
・云

々
…
…
」

と
い
い
、
迦
葉
品

に
は
非
如
来
を
明

し
て
、

「
非
如
来

と
は

一
闡
提
よ
り
壁
支
仏

に
至

る

を
謂

う
。
是
の
如

き

一
闡
提
よ
り
壁
支
仏

に
至

る
を
破

せ
ん
が
為
に
是
を
如

来
と

名
く
。
」

と
い
つ
て
い
る
。

以
上
、
如
来

と
衆
生
に

つ
い
て
見
て
き
た
が
、

一
切
衆
生
悉
有

仏
性
と
い
わ
れ
る
衆
生
は

「天
眼

あ
る

こ
と
な
し
。

煩
悩

の
中
に

あ
り
て
而
も
自
ら
如
来
瞥
有
る
を
見
ず
。
」

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

悟
り

の
世
界

に
い
る
に
は
唯
如
来
よ
り

の
慈
悲

の
み
で
あ
ろ
う
が
。

人
聞
仏
陀
は
真
理
を
発
見
し
、
如
来

と
同
次
元
に
な
り
得
た
。
仏

陀
の
内
省

は
そ
の
も

の
に
お
い
て
、
絶
対
的
自
由

を
勝
ち
得

た
と

思
わ
れ
る
。
仏
陀
以
外
の
衆
生
も
.
(能
動
的
に
)
人
間

の
叡
知
的

本
質
を
発
揮
出
来
な

い
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

シ
エ
リ
ン
グ
は
そ
の
著

「
人
間
的
自

由
の
本
質
」

の
中

で
、

「叡
知
的
存
在
者
の
行
為

は
、
そ
れ

の
内
面
か
ら
同

一
性

(
I
d
e
n
t
i
d
t
e
)

の
法
則
に
従

つ
て
の
み
、
ま
た
、
絶
対

的
必
然
性
を
以

つ
て
の
み
結
果

し
て
く
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ

し
て
こ

の
絶
対
的
必
然
性
の
み
が
絶
対
的
自
由
で
あ
る
。
」

も

リモ

へ

と
も
し

「
人
間
の
本
質

は
本
質
的

に
は
彼
自
身

の
行

な
の

で
必
然
と
自

由
は
唯

一
本
質

と
し
て
融
合
す
る
。

…
…
人
間

は
根
源
的
創
造

に
於
て
は
剛
つ
の
未
決
定
な
る
存
在
者

で
あ
る
。
人
間
は
時
間

の
中
に
生

ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
然

も
創

造
の
元
初

の
内

へ
創



85我 と仏性

り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
間

の
中
な
る
彼

の
生
を
限
定

す
る
行
は
自
身
時
間

に
は
属

せ
ず

し
て
永
遠

に
属
す
る
」

と
い
つ
て
い
る
よ
う

に
、
人
間
衆
生

の
本
質
的
行
が
な
さ
れ
る
時

に
は
、

時
間
的
経
過

の
中

に
な
げ

こ
ま
れ
た
か
よ
わ
い
存
在
者

と

し
て
の
人
間
は
、
そ
れ
が
も

つ
同

一
性
の
も
と
に
空
間
的
に
永
遠

の
相

に
絶
対
的

一
致
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

常

に
創
造

の
元
初
に
あ
る
人
間

は
空
間
的
な
も
の
で
あ
り
、
永

遠

の
相

で
あ
り
、
常
住

で
あ
り
、
仏
性
有
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

匐　

さ
て
、

一
切
衆
生

に
仏

性
が
有

る
と
い
う
。
仏
性
が
有
る
と
い

う
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
仏
性
の
存
在
が
問
題

に
な
る
わ
け

で
あ
る
が
こ
こ
で
は
我
と
仏

性
に

つ
い
て
み
て
み

よ
う
と
思
う
。

如
来
性
品

(
口
訳

一
切
経

初
二
十
巻

一
六
二
頁
)

に
、

「
迦
葉
白
仏
言
。
世
尊

、
二
十
五
有
、
有
我
不
耶
。
仏
言
。
善

男
子

我
者
即
是
如
来
蔵
義
。

一
切
衆
生
悉
有
仏

性
。
即
是
我

義

。
従
本
己
来
当
為
無
煩
悩
所
覆
。
是
故
衆
生
、
不
能
得
見
」

と
あ
り
、
即

ち
、

一
切
迷

界
の
存
在
の
中
に
、
我
と
い
わ
る

べ
き

意
義

は
如
来
蔵
な
る
仏
性

を

一
切
衆
生
が
悉
く
具

え
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
衆
生

の
本
質

た
る
仏
性

は
永
遠

の
生
命

で
あ
る
か
ら
独

尊

の
意
義

を
有
し
、

又
真

の
自
由
を
備

え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
我

と
い
わ

れ
る
の
で
あ
つ
て

一
切
の
執
着

と
固
結
と
を
去

つ
た
も

の

で
あ
る
。

一
方
、
仏
性

と
は
不
断

と
い
い
、
中
道

の
種
子

で
あ
り
、
有
的

虚
空

で
あ
り
、
二
重
の
否
定
を
通
し
て
の
無
我

と
同
時

に
我
な
る

も

の
で
あ
り
、
そ
れ

は
真

で
あ
り
如
来

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
如

来

は
衆
生

あ
っ
て
の
仏
の
開
顕

で
あ
り
、
衆
生
が
如
来

へ
帰
入

さ

れ
る
と
同
次
元
に
衆
生

の
側

に
仏

を
見

る
可
能
性

で
あ
る
。
だ

か

ら
し
て
、
中
道
で
も
あ
り
、
第

一
義
空

で
も
あ
る
。
こ
の
第

一
義

空
は
大
乗
仏
教

の
根
本
義

で
あ
り
、
無
執
着

の
状
態
を
い
う
。

四　

さ
て
、
理
想

は
理
想
と
し
て
常

に
あ
る
位
置
を
保

つ
と
同
時
に
、

常

に
我
々
の
世
界

に
引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
実
際
的
活
動
の
対
称

で
あ
る

こ
と
が
望

ま
し
い
。

大
乗
涅
槃
経
は
諸
経

の
中
に
あ
つ
て
醍
醐

と
い
わ
れ
、
最
高
で

あ
り
常
楽
我
浄

を
積
極
的
に
と
い
た
。

本
経

の
中
心
は
仏
性
で
あ
り
、
そ

の
仏
性
は
當

に
衆
生
に
お
い

て
眺

め
ら
れ
た
。

し
か
も
衆
生

と
如
来

は
主
体

と
客
体

で
な
く
己

得

以
前

の
仏
性

の
中

に
あ
る
の
で
あ
る
。
我

を
衆
生

の
中
に
は
内
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在
的
で
あ
る
と
同
時

に
超
越
的
な
永
遠

の
自
由
な
生
命
が

あ
り
、

　
o

そ
れ

が
呼
ば
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
大
我
で
あ
り
、、
常
、

楽
隔

浄
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
こ
の
大
我
は
既

に
形
が
あ

つ
て
の
永
久
的
、
絶
対
的
自
由

の
本
体

で
な
く
し
て
最
高

の

S
o
1
1
e
n

と
し
て
、

又
主
体
な
き

(
神
意

な
き
)
遍
Φ
『
9
Φ
冨

と
し

て
如
来

(
あ
り

の
ま
ま
)
で
あ
ろ
う
。

し
か
も

O
窰

O
m
的

な
も

の
で
は
な
く

し
N
I
o
g
o
s
的
な
も

の
で
あ
り
、
断
ず
る

こ

と
の
出
来

ぬ
も

の
で
あ
り
、

こ
れ
が
仏

性
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ

れ
は
目
的
な
き
合
目
的
な
る
も
の

へ
の
精
神

の
向
上
で
あ
る
か
も

し
れ

ぬ
。
人
生

の
帰
趣

と
し
て
生

れ
出

さ
れ
た
人
間
が
求

め
ず
に

お
か
な
い
人
間
か
ら
の
救

い
、

し
か
も
常

に
空

間
に
な
げ
だ
さ
れ

て
い
る
人
間
、
そ
の
人
間
が
内
省
と
外

延
に
よ

つ
て
流

れ
の
中

に

瞬
間

的
に
広
大
な
も
の
、
そ
れ
が
仏
性

で
は
な
か
ろ
う
か
。

(未

完
)

ー

本
論
文

は
紙
数

の
都
合
上
、
論

理
の
飛
躍
、
説
明

の

不
充
分
な
る
点
が
多
く

し
て
読
者

に
迷

惑
を
か
け
る

事
を
お
わ
び
い
た
し
ま
す
。

1


