
特
集
-

仏
教
の
現
代
化

仏
教
の
福
田
思
想
と
社
会
事
業

花

田

順

信

一

仏
教
の
使
命
は
、
仏
陀
の
慈
悲
の
精
神
に
も
と
つ
い
て
、
社
会
の

人
々
が
こ
の
世
に
生
き
て
い
く
上
の
精
神
的
物
質
的
な
あ
ら
ゆ
る
苦

悩
を
除
き
、
生
活
が
よ
り
豊
か
に
、
よ
り
安
ら
か
に
な
る
こ
と
を
実

現
し
よ
う
と
す
る
慈
悲
の
宗
教
で
あ
り
、
救
済
の
宗
教
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
そ
の
慈
悲
の
精
神
の
発
露
す
る
と
こ
ろ
、
人
々
の
社
会
生

活
の
諸
方
面
に
お
い
て
、
具
体
的
に
入
々
の
貧
窮
、
病
苦
、
弧
独
、

厄
苦
な
ど
を
救
う
救
済
活
動
と
、
人
々
の
社
会
生
活
の
便
益
、
向
上

を
は
か
る
た
め
の
土
木
、
交
通
、
住
居
な
ど
の
社
会
公
益
事
業
と
の

両
方
面
が
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
救
済
活
動
は
基
本
的

に
は
慈
悲
の
精
神
、
利

他

の
精
神
に
よ
る
け
れ
ど
も
、
他
面
ま
た
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教

に
至
る
ま
で
ひ
き
つ
づ
き
強
調
さ
れ
て
き
た
福
田
思
想
に
よ
る
も
の

(注
1
)

で
あ
る
。
ま
た
も
う

一
つ
は
大
乗
戒

(三
聚
浄
戒
)
が
成
立
し
、
そ

の
中
の
饒
益
有
情
戒
を
た
も
つ
と
い
う
こ
と
で
、
多
く
の
社
会
救
済

事
業
を
な
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
直
接
的
に
は

福
田
思
想
や
、
饒
益
有
情
戒
の
精
神
に
導
か
れ
て
、
イ
ン
ド
の
社
会

に
お
い
て
活
発
な
救
済
事
業
が
行
わ
れ
た
。

そ
し
て
仏
教
が
中
国
に

伝
え
ら
れ
る
と
、
中
国
仏
教
史
上
、
ま
た
社
会
救
済
事
業
が
盛
ん
に

行
わ
れ
た
こ
と
は
諸
文
献
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
社
会
的
実
践
を
伴

っ
た
仏
教
が
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ

る
や
、
仏
教
の
初
伝
の
こ
ろ
か
ら
注
目
す
べ
き
仏
教
的
社
会
事
業
が

行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
仏
教
伝
来
以
前
に
は
顕
著
に
み
ら
れ
な
か

っ
た

現
象

で
あ
り
、
仏
教
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
わ
が
国
に
救
済
活
動
、
公

益
事
業
の
眼
が
開
か
れ
た
と
い

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
仏
教
は
日

本
社
会
事
業
の
草
分
け
で
あ
る
と
と
も
に
、
明
治
の
維
新
に
い
た
る

ま
で
は
、
社
会
事
業
と
い
え
ぱ
、
寺
院
や
僧
侶
の
専
売
特
許
と
い

っ

た
感
を
さ
え
呈
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

古
く
は
聖
徳
太
子
の
悲
田
院
、
光
明
皇
后
の
救
癩

の
慈

愛
、

行

基
、
叡
尊
、
忍
性
、
重
源
の
事
績
等
今
日
な
お
僧
名
や
寺
院
名
、
あ

る
い
は
仏
教
的
名
称
を
残
し
て
い
る
道
路
、

橋
、

そ
の
他
の
施

設

は
、
歴
代
の
高
僧
が
大
衆
の
帰
仰
を
得
て
そ
の
心
血
を
そ
そ
い
だ
賜

物
で
あ

る
。
仏
教
社
会
事
業
の
歴
史
は
古
い
。
そ
し
て
、
そ
の
事
績

は
注
目

に
値
す
る
も
の
が
あ
る
と
い

っ
て
過
言
で
は
な

い

で
あ

ろ

う
。こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
仏
教
伝
来
以
来
、
日
本
仏
教
の
発
展

に
伴

っ
て
、
僧
侶
や
信
者
た
ち
の
慈
恵
の
精
神
の
昂
揚
と
そ
れ
の
社

会
的
実
践
と
し
て
、
社
会
救
済
事
業
と
土
木
公
益
事
業
の
両
方
面
に

わ
た

っ
て
め
ざ
ま
し
い
活
動
が
展
瀾
し
た
の
で
あ
る
ゆ

二

上
求
菩
提
下
化
衆
生
は
大
乗
仏
教
の
綱
格

で
あ

っ
て
、
下
化
す
る

こ
と
は
上
菩
提
を
求
め
ん
が
た
め
で
あ
る
。
下
化
の
精
神
を
拡
充
す

れ
ば
、
衆
生
の
霊
肉
両
面
の
救
済
に
お
よ
ぼ
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。
こ

れ
は
仏
教
社
会
事
業
の
成
立
す
る
基
盤
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
基
盤

の
奥
深
く
源
泉
を
追
求
す
れ
ば
、

「福
田
」

思
想
に
到
達
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

福
田
と
は
、
福
行
を
な
す
対
象
で
あ
り
、
こ
の
対
象
を
供
養
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
自
己
の
将
来
の
福
を
生
ず
る
源
泉

・
根
拠
と
な
る
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
福
行
と
い
う
籾
を
蒔
い
て
、
由
地
福
楽
の

収
穫
を
求
め
る
ご
と
き
で
あ
る
。

福
田
は
本
来
、
仏
陀
を
福
田
と
み
な
し
て
こ
れ
を
供
養
し
福
を
得

る
と
い
う
の
が
最
初
で
あ
る
。
仏

へ
の
供
養
が
す
ぐ
れ
た
果
報
を
う

る
こ
と
に
な
る
の
は
、
仏
が
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
と

っ
て
の
良

福
田
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
、

『大
般
涅
槃
経
』
に
、

「苦
し
諸
の
人
天
、
此
に
お
い
て
最
後
に
我
を
供
養
せ
ん
者
は
、

ま
さ

悉
く
皆
当
に
不
動
の
果
報
を
得
、
常
に
安
楽
を
受
く

べ
し
。
何
を

以
て
の
故
に
。
我
は
是
れ
衆
生
の
良
福
田
と
な
る

が
故

な

り
。
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汝
、
若
し
ま
た
諸
の
衆
生
の
為
に
福
田
と
な
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
速

(注
2
)

か

に
所
施
を
弁
ぜ
よ
。
久
し
く
停
る
べ
か
ら
ず
誓

仏
陀
を
さ
し
て
、
上
福
田
、
良
福
田
、
福
田
の
最
た
る
も
の
、
世
間

の
良
福
田
、
無
上
の
福
田
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。

っ
い
で
、
仏
を
福
田
と
す
る
考
え
が
拡
大
さ
れ
て
、
サ
ン
ガ
な
ら

び
に
サ
ン
ガ
に
属
す
る
仏
弟
子
や
修
業
者
を
福
田
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。

[
如
来
の
聖
衆
は
敬
い
貴
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
間

の
無
上
の
福
田
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」

「世
間
の
福
田
と
は
、
こ

れ゚
如
来
の
聖
衆
を
い
う
」

(
『
増

一
阿
含
』
)

又
、
三
法

(律
義
、
善
法

・
四
諦
)
に
通
達
し
た
比
丘
を
無
上
福

田
と
呼
ぶ
。
四
法
、
五
法
、
六
法

(以
上
、

『
増
支
部
』
経
典
)
、

十
法

(
『中
部
』
経
典
等
)
を
成
就
し
た
比
丘
を
無
上

福

田
と

す

る
。
ま
た
七
輩

(
『
増
支
部
』
経
典
)
を
無
上
福
田
と
す
る
。

サ

ン
ガ
の
な
か
の
賢
聖
人
を
無
上
の
福
田
と
す
る
と

い
う

こ

と

は
、

「世
尊
の
弟
子
た
ち
の
サ
ン
ガ
は
、
世
間
の
無
上
の
福
田
と
し

て
、
供
養
さ
れ
、
歓
待
さ
れ
、
布
施
さ
れ
、
合
掌
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ

る
」
と
。
阿
含
経
典
等
を
通
じ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

布
施
の
行
為
を
重
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
が
て
、
布
施
さ
れ
る

施
物
そ
の
も
の
の
重
視
と
な

っ
た
。
施
物

に
は
、
戒
律
を
た
も

っ
て

修
業
す
る
比
丘
に
布
施
し
、
か
れ
ら
の
必
需
品
と
な
る
飲
食

・
衣
服

・
臥
具

・
医
薬
の
四
資
具
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
車
乗

・
華
鬘

・
薫

香

・
塗
香

・
床
具

・
房
舎
な
ど
種
々
な
さ
さ
げ
も
の
が
あ

っ
た
。
ま

た
、
サ
ン
ガ
が
拡
大
さ
れ
、
精
舎
等
に
共
住
す
る
生
活
と
な
る
と
、
必

然
的
に
諸
の
施
設
物
が
必
要
と
な

っ
た
。

サ
ン
ガ
全
体
に
対
し
て
、

信
者
の
布
施
す
る
施
物
二
十

一
種
が
数
え
ら
れ
て
い
る
。
サ
ン
ガ
の

内
部
の
施
設
に
関
す
る
布
施
、
施
設
外
部
に
対
す
る
布
施
等
、
い
ろ
い

ろ
の
設
備
が
随
時
、
必
要
に
応
じ
て
布
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

サ
ン
ガ
へ
の
施
設
物
が
施
物
の
主
な
も
の
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
考

え
ら
れ
て
い
た
サ
ン
ガ
を
福
田
と
す
る
見
方

が
転
じ
て
、
サ
ン
ガ
に

さ
さ
げ
る
施
物
そ
の
も
の
が
福
田
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
。

『摩
訶
僧
祇
律
』
は
、
天

・
人
中
に
生
ま
れ
る
た
め
の
福
田
と
し

て
次
の
ご
と
き
施
物
福
田
を
数
え
て
い
る
。

「曠
路
に
好
井
を
作
り
、
園
果
を
種
植

し
て
施
し
、
橋
船
も
て
人

民
を
渡
し
、
布
施
し
浄
戒
を
修
し
、
智
慧
も
て
慳
貪
を
捨
せ
ん
に

(注
3
)

は
、
功
徳
日
夜
に
増
し
て
、
常
に
天

・
人
中
に
生
ぜ
ん
」
と
。

(福
田
思
想
の
発
達
及
び
種
類
等
に
つ
い
て
は
早
島
鏡
正
著

『初
期
仏
教

と
社
会
生
活
』
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
)
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三

福
田

の
発
達
は
、
菩
薩
精
神
の
高
揚
、
す
な
わ
ち
四
摂
六
度
の
行

願
を
果
遂
し
よ
う
ど
す
る
利
他
的
慈
悲
の
精
神
に
よ

っ
て
、
著
し
く

そ
の
内
容
を
深
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
と
に
六
度

の
最
初
に

あ
る
布
施
行
が
、
菩
薩
行
の
重
要
な
修
業
徳
目
の

一
で

あ

っ
た

か

ら
、
、福
田
と
密
接
不
離
な
関
係
を
持

っ
て
大
乗
仏
教

の
実
践
面
を
強

調
す
る

こ
と
に
な
り
、
従

っ
て
布
施
行
に
対
す
る
も
ろ
も
ろ
の
考
察

が
精
細
を
極
め
、
仏

・
菩
薩
の
学
と
し
て
の
大
乗
仏
教
が
鮮
明
化
さ

れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

布
施
行
の
根
底
は
、
菩
薩
の
利
他
の
精
神
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ

れ
は
慈
悲
の
行
為
の
発
露
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
慈
悲
と
布
施

の
実
践

が
菩
薩
の
必
須
要
件
と
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、
福
田
を
媒
介

と
し
て
菩
堤
の
資
助
た
る
根
拠
が
示
ざ
れ
得
る
こ
と
と
な

っ
た
。

.
'『
優
婆
塞
戒
経
』
の
中
で
、
菩
薩
が
自
と
他
と
を
荘
厳
す
る
修
習

に
つ
い
て
、
そ
れ
を
二
種
に
分
け
」
か

つ
六
度
に
配
当
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
福
徳
荘
厳

(施

・
戒
の
精
進
)
と
智
慧
荘
厳

(忍

・
定

・
智
慧
)
と
し
、
こ
の
二
種
荘
厳
を
可
能
な
ら
し
め
る
正
因
は
、
慈

(注
4
)

心
と
悲
心
と
で
あ
る
と
説
く

(二
荘
厳
品
十
二
)
。

そ
し
て
菩
薩
が
布
施
を
行
な
う
に
際
し
て
、
二
種
の
田

を

観

察

す

る
・

一
に
は
福
田
・
二
に
は
鑞
鱗
蹴
で
あ
る
・
前
者
は
、
ω
無
上
の

妙
智
慧
を
増
す
た
め
、
②
報
恩
の
た
め
、
③

煩
悩
を
捨
て
る
た
め
、

ω

一
切
の
楽
の
因
縁
を
増
長
す
る
た
め
の
故

に
福
田
に
布
施
し
、
後

者
は
、
ω
菩
薩
が
福
徳
を
増
そ
う
と
欲
す
る
た
め
、
②
燐
愍
を
生
ず

る
た
め
、
③
功
徳
を
成
ず
る
た
め
,
ω

一
切

の
苦
の
因
縁
を
捨
て
よ

う
と
欲
す
る
た
め
の
故
に
貧
窮
に
布
施
す
る
。

貧
窮
田
と
は
同
経

(供
養
三
宝
品
第
十
七
)
に
、

「世
間
の
福
田
に
凡
そ
三
種
有
り
。

一
に
報
恩
田
、

二

に
功

徳

田
、
三
に
貧
窮
田
な
り
。
報
恩
田
と
は
所
謂
る
父
母

・
師
長

・
和

な
ん

上
な
り
。
功
徳
田
と
は
煖
法
を
得
る
よ
り
乃
至
阿
耨
多
羅
三
藐
三

菩
提
を
得
る
ま
で
な
り
。
貧
窮
田
と
は

一
切
の
窮
苦
困
厄

の
人
な

(注
5
)

り
。
」

と
い
う
説
明
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
三
福
田
を
三
宝
に
配

し
て
、
如
来
世
尊
は
報
恩
田
と
功
徳
田
、
法
も
こ
の
二
福
田
に
相
当

し
、
衆
僧
は
そ
れ
に
貧
窮
田
を
加
え
た
三
福

田
に
相
当
す
る
と
も
い

っ
て
い
る
。

又
、
貧
窮
田
に
関
す
る
考
察
は
、
同
経

(名
義
菩
薩
品
第
八
)
に

て
、
」
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∴

「
若
し
財
少
な
き
時
は
先
に
貧
窮
に
給
し
後
に
福
田
に
施
し
、
共

(注
6
)

・
に
貧
苦
の
為
に
し
、
後
に
富
者
の
た
め
に
し
。
」

と
い
い
、
同
じ
く
受
戒
品
第
十
四
に
説
く
二
十
八
失
意

罪

の

第

三

ほ

、
木

謄
病
苦
罪
、
す
な
わ
ち
、
優
婆
塞
が
戒
を
受
持

し

お

わ

っ

せ
ん

し

て
、
汚
悪
し
て
病
苦
を
瞻
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
こ
の

(注
7
)

,優
婆
塞
は
失
意
罪
に
該
当
す
る
と
規
定
さ

れ

て

い

る
。
さ
ら
に
ま

た
宀
第
二
十
八
失
意
罪
は
優
婆
塞
が
路
を
行
く
場
合
、
病
者
を
偶
見

.し
て
、
た
め
に
そ
の
者

の
傍
に
往

っ
て
瞻
視
し
、
方
便
を
な
し
て
所

在
に
付
嘱
す
る
こ
と
を
せ
ず
し
て
捨
て
去
る
な
ら
ば
、
行
路
病
者
放

(
注
8
)

棄
罪

に
ふ
れ
る
と
し
て
い
る
。

『
梵
網
経
』
の
不
瞻
病
苦
戒
は
、

コ

切
疾
病

の
人
を
見
て
は
、
常
に
ま
さ
に
供
養
す
る
こ
と
仏
の

如

く
に
し
て
異
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
八
福
田
の
中
、
看
病
福
田

・
は

こ
れ
第

一
の
福
田
な
り
。
若
し
父
母
、
師
僧

・
弟
子
の
疾
病

・

諸
根
不
具

゜
百
種
の
病
・
苦
悩
あ
ら
ば
・
み
な
供
養
し
て
尠
え
し

む

べ
し
。
し
か
る
に
菩
薩
、
悪
心
、
瞋
恨
の
心
を
も

っ
て
、
僧
房

の
中

・
域
邑

・
曠
野

.
山
林

.
道
路
の
中
に
至
り
、
病
め
る
を
見

(注
9
)

て
救

済
せ
ず
ん
ば
、
軽
垢
罪
を
犯
す
」

と
説
い
て
い
る
。
八
福
田
の

一
々
の
名
称
に
つ
い
て
は

「八
福
田
諸

(注
玲
)

仏
聖
人

一
一
師
僧
父
母
病
人
L
と
あ
る
の
み
で
明
示
せ
ら
れ
て
い
な

い
。

し
八
福
田
の

一
々
に
つ
い
て
の
中
国
諸
高
僧

の
所
説
に
つ
い
て
み
る

(注
11
)

と
、
智
顕
の

『菩
薩
戒
義
疏
』
巻
下
に
は
、

e
仏

口
聖
人

⇔
和
尚

四
阿
闍
梨

国
僧

因
父

㈹
母

囚
病
人

(注
12
)

と
あ
り
、
ま
た
智
周
の

『梵
網
経
菩
薩
戒
本
疏
』
第
四
に
は
、

け
仏

口
法

⇔
僧

四
父
母

国
師
僧

因
弟
子

㈹
諸
根
不

具

囚
百
種
苦

(注
13
)

の
名
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、

『梵
網
経
菩
薩
戒
本
疏
』
第
五
に
引

用
さ
れ
て
い
る

「有
人
の
説
」
に
は
つ
ぎ
の
八
を
福
田
と
し
て
挙
げ

て
い
る
。

e
造
曠
路
美
井

口
水
路
橋
梁

日
平
時
嶮
路

四
孝
事
父
母

岡
供
養
沙
門

因
供
養
病
入

㈹
救
済
危
厄

囚
設
無
遮
大
会

『諸
徳
福
田
経
』
に
は
、

「
仏
天
帝
に
告
げ
た
ま
わ
く
衆
僧
の
中
、
五
の
浄
徳
有
り
、
名
づ

け
て
福
田
と
日
う
、
之
を
供
す
れ
ば
福
を
得
、
進
ん
で
成
仏
す
べ

　
J

と
説
き
、
そ
の
五
と
は
、
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か
い
は
い

「
一
に
発
心
し
て
俗
を
離
れ
て
道
を
懐
佩
す
る
が
故
に
、
二
に
は

そ
の
形
好
を
毀
ち
て
法
服
に
応
ず
る
が
故
に
、
三
に
は
永
く
親
愛し轡

、
紮

'

に
割
れ
て
適
莫
無
き
が
故
に
、
四
に
は
躯
命
を
委
棄
し
衆
善
に
遵

ふ
が
故

に
、
五
に
は
大
乗
を
志
求
し
て
人
を
度
せ
ん
と
欲
す
る
が

(注
14
)

故
な
り
」

で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
僧
が
福
田
と
し
て
、
恭
敬
せ
ら
れ
る
所
以
を
な

す
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

「
七
法
有
り
、
広
く
施
す
を
名
づ
け
て
福
田
と
日
う
、
行
ず
る
者

は
福
を
得
て
即
ち
梵
天
に
生
る
」

と
述

べ
て
い
る
。
そ
の
七
と
は
、

コ

に
は
仏
図
僧
房
堂
閣
を
興
立
す
、
二
に
は
園
果
浴
池
樹
木
清

p
涼

、
三
に
は
常
κ
医
薬
を
施
し
て
衆
病
を
療
救
す
、
四
に
は
牢
堅

る
い

の
船
を
作

っ
て
人
民
を
済
度
す
、
五
に
は
橋
梁
を
安
設
し
て
羸
弱

㍗
を
過
度
す
、
六
に
は
道
に
近
く
井
を
作
り
渇
乏
の
も
の
に
飲
む
こ

か
は
や

(注
15
)

・
乏
を
得
し
む
、
・七
に
は
圃
厠
を
造
作
し
便
利
す
る
処
を
施
す
L

と
、
七
福
田
を
立
て
て
、
消
極
的
な
悪
に
対
す
る
救
済
ば
か
り
で
は

な
く
、
更
に
進
ん
で

「福
善
を
修
す
」
こ
と
①
必
要
を

説

い

て

い

る
つ

「
塔
を
起
て
、
精
舎
を
立
て
、
園
果
、
清
涼
を
施
し
、
病
む
も
の

は
則
ち
医
薬
を
も

っ
て
救
い
、
橋
船
を
も

っ
て
人
民
を
度
し
、
曠

野
に
好
井
を
作
ら
ば
、
渇
乏
す
る
身
を
安
く
す
る
を
得
、
所
生
の

甘
露
を
食
し
、
無
病
に
し
て
常
に
安
寧
な
ら
ん
、
厠
を
造
り
て
清

ほ
ら

浄
を
施
し
、
穢
を
除
は
ば
軽
悦
を
致
し
、
後
に
は
便
利

の
患
な
く

な

穢
悪
な
る
者
を
見
る
こ
と
莫
し
、
譬

へ
ば
五
河
の
流
れ
の
如
く
、

(注
16
)

晝

夜

に
休

息

す

る

こ
と

無

し

」

四

仏
教
社
会
事
業
が
平
等
の
慈
悲
と
い
う
仏
教
の
根
本
精
神
に
立
脚

し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
仏
教
社
会
事
業
の
在
り

方
と
そ
の
特
色
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、

仏
教
社
会
事
業
は
、
物
的
な
も
の
を
中
心
と

し
て
、
富
め
る
も
の
か

ら
貧
し
い
も
の
へ
、
強
き
も
の
か
ら
弱
き

も
の
へ
と
い
う
よ
う
な
高

下
の
立
場
に
立

つ
単
な
る
救
済
事
業
で
は
な
い
。
仏
陀
の
教
え
を
自

他
と
も
に
信
じ
信
ぜ
し
め
て
い
く
と
こ
ろ

の
、
自
利
即
利
他
、
利
他

即
自
利
の
平
等
観
に
ょ
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
事
業
は
、
そ
の
ま
ま

自
己
の
仏
道
修
行
の
道
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
自
己
の
仏

教
的
生
活
が
他
者

へ
の
社
会
的
救
済
活
動
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
救
済
活
動
は
、
精
神
的
と
物
質
的
と
の
二
面
を
同
時
に
も
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っ
て
い
る
。
現
実
に
お
け
る
入
間
生
活
が
よ
り
文
化
的
、
よ
り
宗
教

的
な
ら
し
め
る
ら
れ
る
の
は
、
菩
薩
の
慈
悲
と
空
観
を
根
拠
と
す
る

利
他

の
活
動
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
菩
薩
に
と

っ

て
は
福
田
は
無
数
に
あ
る
と
い
う

べ
く
、
何
ら
の
功
徳
を
も
求
め
よ

う
辻
す
る
心
を
い
だ
か
ず
、
ひ
と
え
に
福
田
行
を
実
践
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

近
時
、
社
会
福
祉
精
神
の
高
揚
は
、
社
会
事
業

へ
の
異
常
な
関
心

と
な
り
、
国
家
事
業
や
公
共
事
業
の
増
強
を
は
じ
め
と
し
て
、

一
般

民
問
人
の
な
か
に
も
、
社
会
事
業
熱
と
い

っ
た
も
の
が
高
ま
り

つ
つ

あ
る

こ
と
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
ら

の
社
会
事
業
の
中
に
、
慈
悲
の
精
神
、
人
間
愛
の
精
神
が
欠
除
し
、

あ
る
い
は
稀
薄
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
か

っ

て
日
本
仏
教
が
な
し
と
げ
た
偉
大
な
精
神
的
社
会
事
業
が
再
認
識
、

再
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
事
業
の
正
し

い
在

り

方

を
、
世
に
そ
し
て
社
会
人
に
認
得
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(仏
教
大
学
助
教
授

・
社
会
福
祉
学
)
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