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奈
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道

隆

一
、
仏
教
の
現
代
化

仏
教
は
、
す
べ
て
の
人
間
を

一
切
皆
苦
の
人
生
か
ら
究
寛
安
穏
の
境
地
に
至

ら
し
め
よ
う
と
す
る
道
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
仏
教
を
現
代
化
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
現
代
の
苦
悩
を
仏
教
の
根
太
思
想
に
基
づ
い
て
解
決
す
る
道
を
開
拓

す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
仏
教
は
、
大
乗
仏
教
で
あ
る
限
り
自
己
一
人
の
苦
悩
の
解
消
に
満
足
す

る
こ
と
な
く
、
衆
生
と
共
に
困
難
を
の
り
こ
え
、
共
に
安
穏
の
境
地
(仏
国
土
)

を
築
こ
う
と
す
る
社
会
性
と
積
極
性
と
を
も
つ
必
要
が
あ
る
。
大
乗
仏
教
は
、

つ
ね
に
そ
の
時
代
そ
の
地
域
社
会
に
生
き
る
教
え
と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
あ

り
、
現
代
化
さ
れ
た
仏
教
こ
そ
真
の
大
乗
仏
教
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

現
代
の
苦
悩
は
、
す
ぐ
れ
て
社
会
的
で
あ
る
。
一
見
、
内
面
的
な
苦
悩
と
み

え
て
も
、
そ
の
苦
悩
の
背
後
に
必
ず
社
会
が
あ
る
。
一
方
、
仏
教
の
根
本
思
想

で
あ
る
縁
起
観
も
、

一
切
の
事
物
の
相
依
性
を
説
い
て
お
り
、
社
会
と
の
関
連

を
無
視
し
た
認
識
は
成
立
た
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
現
代
化
さ
れ
た
仏
教
は
、
現
代
の
社
会
的
困
…難
と
と
り
く

ん
で
、
人
間
の
苦
悩
を
社
会
的
観
点
か
ら
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
積
極
性
を

も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

二
、
仏
教
と
社
会
事
業

人
間
の
苦
悩
を
社
会
的
観
点
か
ら
と
り
あ
げ
、
社
会
酌
努
力
に
よ
つ
て
解
決

し
て
い
こ
う
と
す

る
も
の
に
社
会
事
業
が
あ
る
。

な
か
で
も
、

近
代

的
社
会
福

祉
事
業
は
社
会
科
学

と
人
道
主
義

の
う
え
に
立

つ
も

の
で
、
歴
史
的
に
は
宗

教

(
キ
リ

ス
ト
教
)

と
深

い
か
か
わ
り
を
も

つ
も

の
で
あ

つ
た
が
、
近

代
に
お
い

て
は
宗
教
と

の
分
離

が
明
確

に
な
さ
れ

て
い
る
。

そ
れ
は
、
宗
教
を
形
而
上
の

も
の
、
社
会
事
業
を
形
而
下

の
も

の
と
限
定
す
る
近
代
思
想

の
立
場
に
立

つ
考

え
方

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
仏
教

は
、
形
而

上
に
限
定

で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ

形
而
上
と
形
而
下
と
を
分
断

し
な

い
で
統

一
的
に
と
ら
え
て
い
く
と

こ
ろ
に
仏

教

の
特
色
が
あ
る
と

い
え

る
。

一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
天
台

の
摩
詞
止
観
は
、

修
道
法
を
説
く
も

の
で
あ

る
が
、

そ

の
中
に
健
康
法

と
疾
病
治
療
法

と
が
具
体
的
に
記
さ
れ

て
い
る
。

す

な
わ
ち
、

前
方
便
の
章

に
は
、
健
康

の
保
持
法
が
示
さ
れ
修
道

の
準
備
と
し
て

心
身
を
調
整
す
る
方
法
が
述

べ
ら

れ
て
い
る
。

ま
た
、

正
修

止
観

の
章
に
は
、

疾
病

の
症
候
論

(病
相
)
、
病
因
論

(病
起
因
縁
)
、
治
療
法

(治
病
)

が
述

べ

ら
れ
て
い
る
。

こ
の
正
修

止
観

は
、
修
道

の

「
行
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

歴
縁

対
境

の
普
段

の
人
間

生
活
に
お

い
て
実
践
す

べ
き
も

の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

正
修
止
観
に
示
さ
れ
た
治
療
法

は
、
信
仰
生
活
と

一
つ
に
融
合

し
た
医
療

の
あ

り
方
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
正
修

止
観

の
中
に
治
療
法
を
説
く
所
以
は
、
「
人
間
が
仏
法
に
依

つ

て
積
極
的

に
生
き
る

(
止
観
す
る
)

と
き
、

病
に
か
か
る
こ
と
も
あ
る
が
、
病

に
か
か

つ
た
か
ら
と

い
つ
て
止
観
を
や
め
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
病
を
克
服

す
る
努
力
を
通
じ
て
、
諸
法
実
相
を
体
得
す
る
止
観
を
積
極
的
に
す
す

め
る

べ

き
で
あ
る
こ
と
」
を
奨
励
す
る
も

の
と
理
解

さ
れ
る
。

し
た
が

つ
て
、
病
気

の

治
療
が
、
単

な
る
病
気
な
お
し
に
と
ど
ま
ら
ず
、
縁
起

の
法
に
随
順
し
た
積

極

的
な
生
き
方
を
め
ざ
し

て
、
心
身

の
両
面
か
ら
生
活
の
再
編
成
を
促
す

も
の
と
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な

つ
て

い
る
。

そ

の
ほ
か
、
大
智
度
論
、

梵
網
経

な
ど
に
は
、
医
療
だ
け
で
な
く
現
実

生
活

の
中
で

の
生
活
困
難

に
対
す

る
援
助

の
あ

り
方
を
説

い
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ

ら
は
、

布
教

の
手
段

で
も
な
け

れ
ば
、
自

己
練
磨

の
た
め
だ
け

の
も
の
で
も
な

く
、

菩
薩
道
す
な

わ
ち
仏
道

そ
の
も
の
が
利
他
行
を
指
向
す
る
も
の
と
し

て
提

示
さ
れ

て
い
る
O

こ
の
よ
う
な
社
会
的
実
践

は
、
実
践
者

に
人
間
存
在

の
相
依
性
を
理
解

せ
し

め
る
と
同
時
に
、
衆
生
に
と
つ
て
よ
り
人
間
的
な
生
き
方
を
保
障
す
る
理
想
社

会

(仏
国
土
)
の
建
設
を
促
す
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
社
会

事
業
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
て
、
仏
教
と
社
会
事
業
と
が
本
来
的

に
一
つ
で
あ
り
、
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

た
だ
、
近
代
社
会
福
祉
事
業
が
近
代
思
想
の
上
に
立
つ
の
に
対
し
、
仏
教
の

社
会
事
業
は
縁
起
観
の
上
に
立
つ
と
い
う
相
違
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
者
が

社
会
科
学
に
依
る
の
に
対
し
後
者
が
縁
起
の
法
に
依
る
と
い
う
点
、
前
者
が
人

道
主
義
を
推
進
力
と
す
る
の
に
対
し
後
者
が
菩
薩
道
を
推
進
力
と
す
る
と
い
う

点
の
違
い
で
あ
る
。
今
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
と
共
通
性
と
を
ふ
ま
え
な
が

ら
、
仏
教
の
社
会
事
業
と
近
代
社
会
福
祉
事
業
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

三
、
浄
土
教
の
現
代
化
と
社
会
福
祉

仏
教
の
中
で
、
と
り
わ
け
社
会
性
に
富
む
浄
土
教
を
と
り
あ
げ
、
現
代
化
の

た
め
の
理
解
の
試
み
を
述
べ
な
が
ら
、
浄
土
教
と
社
会
福
祉
と
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
論
じ
た
い
。

浄
土
教
は

「
聞
法
-

念
仏
ー

往
生
」
と

い
う
プ

ロ
セ
ス
に
よ
る
仏
道

で

あ
り
、
そ

の
究
極
目
標
は
、
仏
道

一
般
が

「浬
契
」

で
あ
る
の
に
対

し

「
往
生
」

と
い
う
き
わ
め
て
行
動
的

・
社
会
的

・
大
衆
的
な
も
の
と
な

つ
て
い
る
。

こ
の

こ
と
は
、
浄
土
教
が
す
ぐ

れ
て
社
会
事
業
的
性
格
を
も

つ
も
の
と
し

て
注
目
さ

れ
る
。

浄

土
教
に
お
け
る

「聞
法
」

は
、
縁
起

の
法
を
認
識
す
る
こ
と

で
あ
り
、

人

間

の
相
依
性
す
な
わ
ち
社
会
的
性
格
を
明
ら

か
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
認

識
を
ふ
ま
え

て

「
念
仏
」

と
い
う
実
践

が
展
開
す
る
。

念
仏

は
云
う
ま

で
も
な

く
阿
弥
陀
仏

へ
の
帰
依
で
あ

る
が
、

こ
の
阿
弥
陀
仏

は
無
量
寿
経

の
四
十
八
願

に
示
さ
れ
た

「
福
祉

的
理
想

社
会

の
実
現

の
力
」
を
象
徴
す
る
も

の
と
理
解
さ

れ
る
。

し
た
が

つ
て
念
仏
を

と
な
え
る
と
い
う

こ
と
は
、
福
祉
実
現

の
た
め

の

社
会
的
活
動
に
自
己
を
投
ず

る
決
意

を
表

明
す
る
こ
と
と
な
る
O
ま
た
、

念
仏

が
生
活
全
般
に
浸
透
し
行
動
力
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人

の
生
活

そ
の

も
の
が
社
会
福
祉
に
徹

す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。

浄

土
教
は
廻
向
を
行
為

の
原
則

と
す
る
。

廻
向

は
、
外
見
的

に
は
仏
道

一
般

の
利
他
行
と
異
ら
な

い
が
、

そ
れ
が
己
れ
の
力
に
よ

つ
て
で
は
な
く
、

弥
陀

の

力

(理
想
社
会
実
現

の
力
)

に
よ

つ
て
な
さ
れ
る
と
信
じ
、
自
己
に
執
着
し
な

い
活
動
、

社
会
的
連

帯
性
を

も

つ
た
活
動

と
し
て
展
開
し
て
い
く

と
こ
ろ
に
独

自
性
が
あ
る
。

浄

土
教

で
は
、

往

・
還

二
相

の
廻
向
を
説

く
。
往

相
と
は
、
矛
盾

に
満

ち
た

現
実
社
会

に
己
れ
を
埋
没

さ
せ
る
こ
と
な
く
、

こ
れ
を
否
定
し
、
理
想
社
会

に

向

つ
て
己
れ
を
投
げ
出
そ
う
と
決
断
す
る
行

為
と
解
釈
さ
れ
る
。

ま
た
還
相

と

は
、
理
想
を
求
め
る
自
己
が
夢

想
に
ふ
け

る
こ
と
な
く
今

一
度
現
実

の
社
会

に

立
ち
か
え
り
、

矛
盾

の
中
か
ら
衆
生
と
共
に
福
祉

の
実
現
に
励
も
う

と
す

る
実

践

の
行
為
と
理
解
さ
れ
る
。
善
導

の
往
生
礼
讃
に
示
さ
れ
た

「願

は
く

は
諸

々

の
衆

生
と
共
に
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
こ
と
を
」
と

い
う
言
葉
は
、
還
相
廻
向
を

説
く

も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
そ

の
ま
ま
仏
教

の
社
会
事
業

の
理
念
と
し
て
も

深
い
意
義
を
も

つ
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
。

仏
教
の
現
代
化

と
社
会
福
祉

(
奈

倉
)
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七
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