
新緑の命きらめく世界 仏教の

実践を貫いたあとに再び蘇るも

のこそ 生きた仏教 である
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戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

私
が
若
い
頃
（
学
問
に
関
心
興
味
を
持
っ
た

頃
）
か
ら
す
で
に

年
以
上
に
な
る
。
学
問
研

究
年
の
還
暦
を
過
ぎ
た
、
と
い
う
こ
と
か
。

自
分
な
り
に
目
ざ
し
た
研
究
目
標
そ
の
も
の

に
揺
ら
ぎ
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
方
法
論
に
自

信
が
な
く
な
っ
た
り
、
迷
路
に
入
り
込
み
、
抜

け
出
す
の
に
四
苦
八
苦
し
た
こ
と
が
、
い
か
に

苦
し
く
辛
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
ま
で

は
懐
か
し
く
思
い
出
す
。
そ
の
当
時
は
「
こ
の

よ
う
な
学
問
研
究
す
る
こ
と
よ
り
か
、
社
会
に

出
て
す
ぐ
役
立
つ
仏
道
実
践
に
入
り
た
い
」
と

幾
た
び
思
っ
た
こ
と
か
。

も
ち
ろ
ん
、
小
生
は
「
仏
教
学
」
研
究
者
で

あ
っ
た
が
、仏
教
学
と
ひ
と
こ
と
で
言
っ
て
も
、

そ
の
学
問
は
実
に
広
く
、
奥
ゆ
き
は
深

し
ん

淵
え
ん

で
あ

る
。
ど
の
学
問
で
も
同
様
で
あ
る
と
思
う
が
、

仏
教
学
し
か
知
ら
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
他
の

学
問
領
域
と
比

較
す
る
能
力
は

劣
る
。
ど
の
学

問
で
も
、
そ
の

深
さ
は
人
智
を

超
え
た
も
の
で

あ
ろ
う

と

思

う
。
そ
う
で
あ

る
に
し
て
も
、

仏
教
学
は
人
文

科
学
の
中
に
分

類
さ
れ
て
い
る

が
、
い
う
ま
で
も
な
く
宗
教
学
と
は
異
な
る
。

分
か
り
易

や
す

く
、
簡
単
に
言
え
ば
、
宗
教
学
は
人

文
科
学
の
一
分
野
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
に

し
て
も
、
生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
「
仏

教
」そ
の
も
の
の
研
究
は
、実
に
分
野
も
広
く
、

そ
の
教
義
解
明
は
ま
さ
し
く
大
変
で
あ
る
。「
絶

後
再
蘇
」
は
必
ず
し
も
仏
教
用
語
に
留
め
て
お

く
必
要
は
な
い
。ど
の
分
野
で
も
通
用
す
る
が
、

ま
さ
し
く
「
仏
教
の
本
質
」
研
究
は
絶
後
再
蘇

で
あ
る
、と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。

仏
教
の
実
践
を
貫
い
た
あ
と
に
、
再
び
蘇

よ
み
が
える
も

の
こ
そ
「
生
き
た
仏
教
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
質
を
持
つ
仏
教
を
主
と
す
る

日
本
人
の
生
活
の
中
に
生
き
て
い
る
「
仏
教
の

心
」
を
「
人
の
忘
れ
も
の
」
の
中
に
入
れ
る
こ

と
は
、
い
か
が
な
も
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
持

つ
人
も
多
く
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
日
常
生
活
の

中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
仏
教
と
し
て
は
（
一
）

家
の
中
に
「
仏
壇
」
が
あ
る
。
（
二
）
葬
式
を

僧
侶
に
主
催
し
て
も
ら
う
。こ
の（
一
）、（
二
）

に
関
係
の
な
い
者
で
も
、
日
本
国
に
住
ん
で
い

る
か
ぎ
り
、
環
境
は
多
く
の
寺
院
に
囲
ま
れ
て

お
り
、
文
化
財
や
観
光
名
所
の
中
に
も
寺
院
や

仏
像
が
多
い
。
文
化
財
に
限
ら
ず
、
日
常
生
活

を
含
め
て
仏
教
を
抜
き
に
し
て
日
本
文
化
を
語

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
が
現
在
ま
で
の
日

本
仏
教
の
存
在
感
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
数
十
年
来
の
日
本
人
生
活
の

あ
り
よ
う
を
思
い
起
こ
す
と
、
こ
れ
か
ら
の
仏

教
者
の
あ
り
か
た
は
、こ
の
ま
ま
で
よ
い
の
か
、

寺
院
の
社
会
的
存
在
感
は
い
ま
の
ま
ま
で
よ
い

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
仏
教
当
事
者
の
ひ
と
り

と
し
て
反
省
し
き
り
な
も
の
が
あ
る
。
後
継
者

を
養
成
す
る
大
学
に
籍
を
置
い
て
い
る
者
と
し

て
、
つ
く
づ
く
責
任
を
感
じ
る
。

す
こ
し
、
大
袈

げ

裟
さ

な
言
い
か
た
に
な
る
が
、

日
本
国
ひ
い
て
は
人
類
全
般
の
世
界
平
和
を
築

く
と
い
う
大
き
な
願
い
と
志
を
堅
持
し
つ
つ
、

仏
道
を
真

し
ん

摯
し

に
歩
ん
で
ゆ
く
僧
侶
が
ひ
と
り
で

も
多
く
育
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
望
ん
で
、
佛
教
大

学
に
職
を
奉
じ
て
い
る
。

仏
教
者
（
僧
侶
）
は
、
他
者
の
幸
せ
な
生
き

ざ
ま
を
願
う
た
め
に
修
行
し
精
進
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。「
は
ず
で
あ
る
」
と
言
っ
た
の
は
、

は
ず
れ
て
い
る
僧
侶
が
無
き
に
し
も
非

あ
ら

ず
か
ら

で
も
あ
る
が
、
わ
た
く
し
自
身
の
厳
し
い
反
省

の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

口
は
ば
っ
た
い
こ
と
を
申
し
あ
げ
た
が
、
僧

侶
生
活

年
を
経
て
、
い
ま
に
な
っ
て
気
付
い

た
「
大
き
な
忘
れ
も
の
」
で
あ
り
私
自
身
の
懺

ざ
ん

悔
げ

で
も
あ
る
。
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（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

立
夏

水
野

加
余
子
さ
ん

京
都
女
性

ス
ポ
ー
ツ
の
会
会
長

■
お
多
福
さ
ん

立
夏
（
５
日
）
が
す
ぎ
て
、
暦
の
う
え

で
は
夏
に
入
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
日

中
の
最
高
気
温
が

度
を
超
え
る「
夏
日
」

も
増
え
て
い
き
ま
す
。

街
で
は
ビ
ア
ガ
ー
デ
ン
が
開
か
れ
た

り
、
女
性
は
日
傘
が
手
放
せ
な
く
な
っ
て

く
る
こ
ろ
で
す
。
季
節
の
転
換
を
、
ま
ぶ

し
い
驚
き
を
も
っ
て
詠
ん
だ
西
東
三
鬼
の

秀
句
が
あ
り
ま
す
。

「
お
そ
る
べ
き
君
等
（
ら
）
の
乳
房
夏

来
る
」
。
急
に
薄
着
に
な
り
、
開
放
感
あ

ふ
れ
る
若
い
女
性
た
ち
の
姿
に
男
性
が
ど

ぎ
ま
ぎ
さ
せ
ら
れ
る
初
夏
で
す
。

夏
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
旧

暦
・
二
十
四
節
気
の
う
え
で
の
話
で
す
。

新
暦
の
季
節
区
分
に
従
え
ば
５
月
は
春
。

北
海
道
で
は
、
よ
う
や
く
桜
の
見
ご
ろ
を

迎
え
ま
す
。

私
の
友
人
で
米
国
出
身
の
エ
イ
ミ
ー
加

藤
さ
ん
と
い
う
方
が
い
ま
す
。
彼
女
は
、

お
た
ふ
く
・
お
か
め
の
研
究
家
で
、
長
年

の
日
本
暮
ら
し
の
中
で
生
活
文
化
や
、
職

人
の
技
に
傾
倒
し
、
日
本
の
古
い
物
を
日

本
人
以
上
に
大
切
に
収
集
し
て
い
ま
す
。

著
書
の
中
で
も
千
本
釈
迦
堂
の
お
か
め

に
つ
い
て
、
お
か
め
は
厄
を
除
け
、
失
敗

を
成
功
に
導
き
、
災
い
を
福
に
転
じ
さ
せ

る
偶
像
と
し
て
崇

あ
が

め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
よ
ろ
ず
の
福
を
招
く
こ
と
か
ら
、

お
た
ふ
く
／
お
多
福
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
と
記
し
、
そ
の
歴
史
と
人
々
の
言
い

伝
え
が
混
ざ
り
合
っ
て
人
々
の
お
か
め
に

対
す
る
信
仰
を
強
く
し
て
い
ま
す
。
彼
女

と
話
せ
ば
話
す
ほ
ど
、
日
本
に
対
す
る
愛

が
あ
ふ
れ
出
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
衣
食
住
、
よ
く
見
れ
ば
至
る

所
に
お
か
め
さ
ん
が
い
ま
す
。
彼
女
の
微

ほ
ほ

笑
え

み
は
ソ
ー
ス
か
ら
文
具
、
お
菓
子
に
至

る
ま
で
日
本
文
化
の
中
で
良
い
物
を
示
す

守
り
神
だ
と
思
い
ま
す
。

お
た
ふ
く
は
と
て
も
陽
気
で
楽
し
い
人

柄
で
す
。
良
い
食
べ
物
が
健
康
な
身
体
を

作
り
ま
す
。
楽
し
み
や
笑
い
が
生
活
に
は

活
力
の
源
で
す
。
い
つ
も
私
た
ち
の
心
を

癒
や
し
日
常
生
活
を
陽
気
に
し
て
い
ま

す
。
お
茶
目
で
笑
顔
を
た
や
さ
ず
元
気
で

い
ら
れ
る
よ
う
、
お
か
め
さ
ん
を
見
習
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
次
回
５
月

日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、
料
亭
本
家
た
ん
熊
・
女
将
の
栗
栖

晴
子
さ
ん
で
す
）
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