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の
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考
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小

島

誠

一

古
來
、
無
我
は
佛
敏
思
想
の
本
質
を
示
す

一
の
重
要
な
術
語
と
み
な

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
無
我
と
い
う
語
を
バ
ラ
モ
ン
思
想
に
お
け
る

ア
ー
ト

マ
ン
の
存
在
否
定
を
い
み
す
る
語
と
の
み
、
軍
純
に
考
え
る
こ

と
は
適
切
で
は
な
い
。、
こ
の
こ
と
は
中
國
語
に
無
我
と
課
さ
れ
た
語
の

(1
)

原
語
を

た
ず
ね
る
だ
け
で
も
、
容
易
に
う
な
ず
か
れ
る
。
そ
こ
で
、
無

我
説
は
大
き
く
三

つ
に
わ
け
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
第

一
は
、

わ
が
も

の

m
a
m
a
と
い
,う
人
間
感
情
の
否
定
を
い
み
す
る
無
我
説
で

あ
り
、
第
二
は
非
我
な
る
も
の
を
自
我
と
誤
解
す
る
こ
と
の
否
定
と
し

て
の
無
我
説
、
第
三
に
は
、
文
字
通
り
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
否
定
を
い

み
す
る
無
我
説
で
あ
る
。

こ
の
第
三
の
説
は
説

一
切
有
部
や
初
期
大
乗

経
典
に
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
佛
陀
や
最
初
期
の
佛
敢
徒
の
間
に
は
見

ら
れ
な

い
思
想
な
の
で
こ
の
小
論
で
は
割
愛
し
ま
す
。
以
下
、
第
二
の

無
我
説
に
重
鮎
を
お
い
て
、
少
し
く
考
察
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
第

一
の
感
情
的
な
も
の
に
關
す
る
無
我
説

と
は

『
(何
も
の

か
を
)

わ
が
も
の
で
あ
る
と
執
着
し
て
動
揺
し
て
い
る
人
々
を
見
よ
。

(
か
れ
ら
の
あ
り
さ
ま
は
)
ひ
か
ら
び
た
流
れ
の
水
の
少
い
所
に
い
る

(2
)

魚

の
よ

う

な

も

の

で
あ

る

。
』

と

か
、

『
「
こ

れ

は

わ

が

も

の
で

あ

る

」

ま

た

「
こ
れ

は

他

人

の
も

の
で

あ

る
」

と

い
う

よ

う

な

思

い
が

何

も

存

在

し
な

い
人

か

れ

は

(
こ

の
よ

う

な
)

わ

が

も

の

と

い
う

観

念

が

存

し

(
3
)

な
い
か
ら
、
「
わ
れ
に
な
し
」
と
い
つ
て
愁
え

る
こ
と
が
な
い
。』
な
ど

と
説
か
れ
る
場
合
の
無
我
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
無

我
説
は
、
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
お
け
る
ア
ー
ト

マ
ン
の
存
在
否
定
と
し

て
の
無
我
読
で
は
な
く
し
て
、
所
有
欲
と
い
う
人
間
感
情
を
す
て
さ
る

べ
き
こ
と
を
い
み
す
る
無
我
説
に
外
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

ア
ー
ト
マ

ン
が
存
在
す
る
か
否
か
に
關
わ
る
の
で
は
な
く
、
お
よ
そ
宗
敏
的
實
践

に
は
げ
む
者
に
必
要
な
無
執
着
と
い
う
心
的
態

度
を
示
す
も

の
で
あ

る
。
次
に
、
第
二
の
非
我
な
る
も
の
を
自
我
と
認
識
す
る
こ
と
の
否
定

と
し
て
の
無
我
説
と
は
、
『見
よ
紳

々
並
び
に
世
人
は
非
我
な
る
も

の

を
我
と
思
い
な
し
、
名
色
に
執
着
し
て
い
る
。
「
こ
れ
こ
そ
眞
理
で
あ

(
4
)

る

」

と
考

え

て

い
る

。
』

と

か

『
五

纏

を

画
(
ア
ー

ト

マ

ン
と

は
異

つ
た
)

(5
)

他

の
も

の
と

し

て

見

る
。

ア
ー

ト

マ
ン
で

あ

る

と

は
見

な

い
』

『
諸

行

を

(
ア
ー

ト

マ
ン
と

は
異

つ
た
)

他

の
も

の

で
あ

る

と

見

よ
。

苦

で

あ
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る
と
見
よ
。

ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
見
る
こ

と
な
か
れ
。』
な
ど
と
読

か
れ
る
如
く
、非
我
な
る
も
の
と
し
て
の
五
纏
印
ち
、廣
く
意
識
の
客
観

と
し
て
把
捉
さ
れ
る

一
切
現
象
を
ア
ー
ト
マ
ン
と
見
な
し
て
は
な
ら
な

い
と
敏
え
る
無
我
読
で
あ
る
。
特
に
狭
い
い
み
の
五
纏
印
ち
、
私
た
ち

の
精
神
を
も
含
め
た
身
燈
を
自
我
と
見
な
す
考
え
方
は
、
今
日
に
至
つ

て
も
常
識
的
に
行
わ
れ
て
い
る
理
解
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
誤
解
に
封

し
て
は

「
自
己
の
身
禮
に
執
す
る
見
解
」
s
a
k
k
a
y
a
y
a
i
h
i
と
し

て
初

期
佛
敢
徒
に
ょ
つ
て
き
び
し
く
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自

我

ア

ー

ト

マ
ン
と

は

ウ

パ

ニ
シ

ャ

ッ
ド
に

も

『
見

ら

れ

な

い
見

て
、

き

か
れ
な

い
聞
き
て
、
思
わ
れ
な
い
思
い
て
、
知
ら
れ
な
い
知
り
て
』
と

示
さ
れ
る
如
く
、
純
粋
に
圭
髄
的
な
も
の
で
す
か
ら
そ
れ
は
何
ら
か
意

識
の
客
観
と
し
て
把
捉
さ
れ
え
な
い
も
の
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
な

非
我
な

る
も
の

(五
纏
)
を
自
我
と
認
識
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
無
我

説
は
、
何
ら
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
お
い
て
圭
題
と
な
つ
た
ア
ー
ト
マ
ン

論
を
否
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
の
み
な
ら
ず
、
佛
陀
自
身
も

『私
は
過
去
の
正
畳
者
た
ち
の
た
ど
つ
た
古
道
古
径
を
獲
見
し
た
の
で

(8
)

あ

る
。

そ

し

て
そ

の
道

を

私

は
歩

み

ゆ
く

の

だ

。
』

と

か

『
ア

ー

ト

マ

(9
)

ン
を

自

己

の
島

と

せ

よ
。

自

我

が
櫨

り

所

と
な

ろ
う

。』

と

の

べ

た

と

,

傳

え
ら

れ
る

よ

う

に

、
初

期

佛

教

は
誤

れ

る
自

我

観

の
否

定

こ

そ
す

れ

、

ウ

パ

ニ
シ

ヤ

ッ

ド
と

同
様

正

し

い
自

我

の
認

識

を

目

ざ

し

て

い
た

こ

と

が
、

他

の
古

い
資

料

か
ら

も

伺

わ

れ

ま

す
。

こ

の
よ

う

な
事

情

に

つ
い

,

て

フ

ロ
イ

ド

・

ロ
ス
が

『
バ

ラ

モ
ン
教

の
思

想

と
佛

教

の
敏

説

と

に

は

一
貫

し

た
傳

続

の
流

れ

が

み
ら

れ
…
…
最
初

期

に
於

て

は

バ

ラ

モ

ン
教

と
佛

教

と

の
間

に

は
教

理

の
封

立
は

み

ら

れ

な

い
。

…
…
要
す

る

に
佛

敏

は

ウ

パ

ニ
シ

ヤ

ッ
ド

と
同

様

そ

の
基

本

思

想

に

お

い
て

は
、

イ

ン
ド
、

(10
)

の
傳
統
を
な
ん
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
い
』
と
の
べ
、
さ
ら
に
中
村

博
士
も

『
原
始
佛
敏
聖
典
の
古
層
に
は

「
無
我
」
あ
る
い
は

「
ア
ー
ト

マ
ン
は
存
在
せ
ず
」
と
い
う
趣
意
を
標
傍
し

て
い
る
特
別
の
術
語
あ
る

(1
1
)

い
は
文

句

は
存

在

し

な

い

。
』

『
初

期

佛

教

に

お

い

て
は

ア
ー

ト

マ
ン
を

否

認

し

て

い
な

い

の
み

な

ら

ず
、

ア
ー

ト

マ
ン
を

積

極

的

に
承

認

し

て

(12
)

い
る

。
』

と
論

じ

て

い

る

こ

と
も

一
の
要

當

な

圭

張

と

い
う

こ

と

が

で

き

ま

し

ょ
う

。

た

だ

し
、

初

期
佛

敢

の

ア

ー

ト

マ

ン
観

が

古

ウ

パ

ニ
シ

ヤ

ッ
ド

の
所

説

と

共

通

的

と

は

い
う

も

の

の
、

佛

陀

は

ア

ー

ト

マ

ン
の

宇

宙

論

的

性

格

に

つ

い

て
は

積

極

的

に

肯

定

も
否

定

も

し
な

か

つ
た

こ

と
か

ら

見

る

と
、

ア
ー

ト

マ

ン
を

世

界

の
支

配

者
、

萬

物

の

司
令

、

元

(
1
3
)

首

と

み

な

す

如

き
考

え

方

を

果

し

て

是

認

し

た

か
否

か

に

は
大

き

な
疑

問

が

あ

る

こ
と

は

留

意

す

べ
き

で
あ

ろ

う

。

と
も

あ

れ
、

私

た

ち

は

ス

「ッ
タ

ニ
パ
ー

タ
、

ダ

ン

マ
パ
ダ
、

ニ
カ
ー

ヤ
な

ど

か

ら

ア

ー

ト

マ
ン
は

(14
)

 
(15
)

愛
護
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
探
求

さ
れ
、
途
に
自
己
の
圭
と

(16
)

な

る

べ
き
も

の

で

あ

る

と

説

く

の
を

見

出

し

ま

す
。

で

は
、

初

期

佛

敬

に

お

い
て
探

求

の
目
標

と

み
な

さ

れ

た

ア

ー

ト

マ

ン
に

つ

い
て
、

ど

の

よ

う

な

具

禮

的

見

解

が

な

さ

れ

て

い
た

の

で

し

ょ

う

か
。

こ

の
鮎

に

つ

い
て

の
解

答

は

あ

ま

り
明

瞭

と

は

い

い
難

い

よ
う

で
す

。

帥

ち

、

ア

ー

ト

マ

ン
に

つ

い

て

の
若

干

の
間

接

的

説

明

は
な

さ

無
我
の

一
考
察

(
小

島
)
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(
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一
三

八

れ
て
は
い
る
も
の
の
、
自
我
自
燈
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
い
わ
ゆ
る
形

而
上
學
的
説
明
が
殆
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
、
私
た
ち
は
初
期

佛
教
徒

の
ア
ー
ト

マ
ン
観
が
理
論
的
に
嚴
密
に
億
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
つ
た
か
を
理
解
す
る
上
に

、一
の
困
難
を
感
じ
な
い
で
い
ら
れ
ま
せ

ん
。

こ
の
よ
う
に
、
初
期
佛
敏
徒
が
ア
ー
ト
マ
ン
に
關
し
て
極
め
℃
消

極
的
態
度
を
と
つ
た
理
由
に
つ
い
て
、

つ
き
に

一
つ
の
解
繹
を
あ
げ
て

少
し
く
考
察
し
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
中
村
博
士
の

『
ア
ー

ト
マ
ン
は
ア
ー
ト
マ
ン
な
ら
ざ
る
も
の
印
ち
客
髄
的
な
も
の
と
し
て
は
,

こ
れ
を
把
捉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
從

つ
て
そ
れ
に
つ
い
て
「
有
り
」

と
か

「
無
し
」
と
か
陳
述
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
我
そ

の
も
の
に
つ
い
て
は
沈
黙
を
守
り
形
而
上
學
的
考
察
を
避
け
る
の
が
初

(17
)

期
佛
敏
徒
の
根
本
的
立
場
で
あ
つ
た
。』
と
い
う
解
繹

で
す
。
も
と
よ

り

ア

ー

ト

マ
ン
は

『
貴

君

は

見

る
作

ら

き

の

(
圭

膿

た

る
)

見

て
を

見

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
貴
君
は
聞
く
作
ら
き
の

へ圭
髄
た
る
)
聞
き
て

(18
)

を
聞
く

こ
と
は
で
き
な
い
。』
と
説
か
れ
る
如
く
、

ア
ー

ト

マ
ン
は
行

動
や
認
識
の
圭
髄
で
あ
る
以
上
そ
れ
自
身
は
意
識
の
客
観
と
し
て
把
捉

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
常
に

一
切
の
客
観
を
把
捉
す
る
側
に
の
み
存

.

在
し
ま
す
。
と
す
る
と
、
私
た
ち
は
ア
ー
ト
マ
ン
に
つ
い
て
は
有
無
の

陳
述
が
不
可
能
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ま
ず
嚴
密
に

一
義
的
に

『
私
た

ち
に
意
識
さ
れ
た
世
界

(
五
緬
の
世
界
)
に
は
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し

な
い
(無

い
)』
と
到
断
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
到
噺
は
『
五
纏

は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
』
と
い
う
到
断
を
軍
に
言
い
か
え
た
も
の
と

い
つ
て
よ
い
で
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
五
纏
は
自
我
で
な
い
と
す
る
と

五
悪
と
い
う
存
在
領
域
に
は
自
我
は
存
在
し
な

い
こ
と
に
な
る
か
ら
で

す
。
次
に
私
た
ち
は

『
ア
ー
ト
マ
ン
は
認
識
圭

禮
と
し
て
實
在
す

る

(有
る
)
』
と
劃
断
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

勿
論
、
自
我
は
且
ハ髄
的

な
現
象
存
在
と
し
て
把
捉
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
す
が
、
現
に
釧
断
し

情
感
し
意
志
す
る
圭
髄
と
し
て
働
い
て
い
る
實
在
で
あ
る
こ
と
の
事
實

は
疑
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
意
識
の
客
髄
と
し

て
把
捉
さ
れ
え
な
い
自
我
に
つ
い
て
い
か
に
し
て

『
自
我
は
認
識
圭
髄

と
し
て
實
在
す
る
』
と
確
言
し
う
る
の
か
と
い
う
認
識
論
的
問
題
が
ひ

そ
ん
で
い
ま
す
。
印
ち
、
認
識
圭
膿
は
い
か
に
し
て
把
捉
さ
れ
る
か
と

い
う
こ
と
は
哲
學
的
に
も
最
も
困
難
な
問
題
で
す
の
で
、
結
論
の
み
を

(19
)

の
べ
ま
す
と

『
ア
ー
ト

マ
ン
に
よ
つ
て
ア
ー
ト

マ
ン
に
浸
入
し
た
』

も
記
述
さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
自
我
が
自
我
自
身

に
お
い
て
自
ら
を
自
畳

的
に
把
捉
す
る
と
い
う
自
毘
髄
験
に
お
い
て
把
捉
さ
れ
る
の
で
す
。

こ

の
よ
う
な
自
我
把
捉
こ
そ
輝
に
お
い
て
も
修
行

の
究
極
の
目
標
と
見
な

す
所
と
考
え
ら
れ
る
と
共
に
、
自
我
が
自
我
自
ら
に
お
い
て
直
接
的
に

自
己
を
把
捉
す
る
髄
験
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
は
最
も
確
實
な
自
我
存
在

の
把
捉

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
自
我
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
客
髄
的
認な
も
の
と
し
て
把

捉
さ
れ
な
い
故
に
有
無
の
到
断
が
不
可
能
と
な
り
、
沈
獣
を
餓
儀
な
く

さ

れ

る

と

い
う

の

で

は

な

く

、

『
五

纏

の
世

界

に

は
自

我

は
無

く

、

認

識
圭
髄
と
し
て
自
我
は
有
る
』
と

一
義
的
到
断
が
可
能
と
思
い
ま
す
ゆ

-581-



以
上
、
無
我
と
い
う
こ
と
に
關
連
し
て
、
自
我
に
つ
い
て
の
最
も
基
本

的
到
断

で
あ
る
有
無
の
到
断
づ
け
の
可
能
性
に
つ
い
て
私
見
を
略
述
し

ま
し
た
。

無
我
と
い
う
術
語
に
は
佛
教
の
歴
史
と
共
に
そ
の
意
味
内
容
に
幾
多

の
攣
遷
が
み
ら
れ
、
時
代
に
よ
つ
て
そ
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
、
最

初
期
に
は
見
ら
れ
な
か
つ
た
我

の
存
在
否
定
を
い
み
す
る
無
我
説
す
ら

や
が
て
現
れ
、
無
我
は
無
自
性
と
意
味
振
張
さ
れ
る
な
ど
、
他
派
か
ら

佛
教
を
目
し
て
 
n
a
i
r
a
t
m
y
a
v
a
 

鋤
と
よ
ば
れ
る
ま
で
に
無
我
説
は
固

定
化
し
て
い
つ
た
反
面
、
認
識
圭
髄
を
意
味
す
る
如
き
術
語
と
し
て
、

有
情
、
相
績
、
プ
ド
ガ
ラ
、
果
報
識
、
窮
生
死
纏
な
ど
が
用
い
ら
れ
、

更
に
大
般
浬
藥
経
に
は
、
我
と
は
如
來
藏
の
義
で
あ
り
、

一
切
衆
生
は

悉
く
佛
性
を
も
ち
、
こ
れ
が
我
の
義
で
あ
る
と
い
う
い
み
の
こ
と
が
示

(20
)

さ
れ
、
大
乗
荘
嚴
経
論
に
は

『諸
佛
は
清
浄
な
る
我
を
え
た
る
故
に
そ

(
2
1
)

の
我
は
大
我
性
に
達
し
た
』
と
の
べ
ら
れ
る
な
ど
、
我
ま
た
は
大
我
の

思
想
と
し
て
獲
展
し
て
い
つ
た
自
我
思
想
の
系
譜
も
、
最
初
期
の
佛
教

に
お
け
る
自
我
思
想
の
獲
現
と
見
て
よ
い
で
し
よ
う
。
同
時
に
そ
れ
は

ま
た
認
識
圭
燈
と
し
て
の
自
我
存
在
の
髄
験
的
確
信
に
支
え
ら
れ
て
の

み
成
立
し
え
た
思
想
系
譜
と
い
つ
て
よ
い
で
し
よ
う
。
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