
〈
公

開

講

演

〉

科
学
技
術
時
代
に
お
け
る
悟
り
と
救
い

は
じ

め

に

ニ
一
世
紀

に
入

っ
た
現
代

社
会
が
、
二
〇
世

紀
に
引
き

続
い
て

、
ま
す
ま

す
加

速
す

る
科
学
技

術
文
明

の
た
だ
中

に
あ
る
こ
と

は
、
誰
し
も
否

定
す
る

こ
と

の
で
き
な

い
事
実
で

あ
る
。
一

九
世
紀
の
産
業

革
命
の
時
代
を
経
て
、

二
〇
世
紀
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
情
報
・
交
通
・
生
命
・
医
療
な
ど
の
諸
分
野

に
お

い
て
、
驚
く
べ
き
科
学

的
発
明
と
発
見
と

が
な

さ
れ
、

こ
れ
ら
が
新
し

い
製
品
・
産
業
を
生
み
出
し
て

、
世
界

は
日

々
そ

の
様

相
を
変

貌
さ
せ
て

い

る
よ
う

に
見
え
る
。
し

か
し

な
が
ら
、
環
境
世
界
の
変
貌
や
、
医
療

技
術
の

進
歩

な
ど
に
よ

っ
て

、
我

々
の
生
活
世

界
や
、
生

活
条

件

（
健

康

や
衣
食

住
）
は
急
速
に
改
善
さ
れ
て
き

た
が
、
他
方
、
我
々
一
人
一
人

の
実
存

的
形

態
で

あ
る
生
老
病
死

や
、
人
間
関
係
の
愛
憎
・
欲
望
の
追
求
な
ど

か
ら
く
る

不
自

由
は
、
か
え

っ
て

そ
の
苦
痛
を
増
幅
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。

た
と

吉
　
田
　
宏
　
晢

え
ば
第

二
次
大

戦
に
お
け

る
広
島
・
長
崎
の
原

爆
投
下
や
、
今
世
紀
初
頭
の

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
の
自
爆
テ
ロ
に
よ
る
崩
壊
や
、

そ
の
後
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
お
よ
び
イ
ラ
ク
で
の
戦
争
な
ど
は
、
科
学
技

術
時
代

だ
か
ら
こ
そ
起
こ
る
負

の
現
象
で
あ
る
と

言
え
る
。
あ
る

い
は
ま
た

今
世
紀

に
入
っ
て

、
某
宗
教
団
体

に
よ
る
複
数

の
ク
ロ
ー
ン
人
間
の
製
造
は
、

科
学
技
術

が
神

の
領
域

に
ま
で
踏
み
込
ん
で
き

た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら

れ
る
で
あ
ろ

う
。

こ
の
よ

う
な
時
代

に
あ
っ
て
、
我
々
は
改
め
て
、
人
間
存
在
と
そ
の
生
存

の
意
味
と
条
件
と
に
つ
い
て
、
考
察
を
巡
ら
す
べ
き
時
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
そ

の
と
き

、
こ
れ
ま
で
に
人
類
が
形
成
し
て
き
た
宗
教
や
哲
学
が
、

現
代
に
お

い
て
果

た
し
て
そ
の
有
効
性

を
取
り
戻
せ
る
か
否
か
。

も
し
そ
れ

が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
既
成
の
道
徳
・
宗
教
・
哲

学
に
よ

っ

て
可
能
な
の
か
、
を
見
極
め
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
業
は
該

｜　科学技術時代におけ る悟りと救い
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博
で

か
つ
深

い
洞
察
を
も

っ
て
な
さ
れ
な
け
れ

ぱ
な
ら

な
い
が
、
そ
れ

に
は

次
の
三
つ
の
段
階
に
よ
る
研
究
が
有
効
で
あ
ろ

う
。

そ
の
第
一

は
、
従
来
の
科
学
・
道

徳
・
宗

教
の
限
界

を
見
極

め
る
と
い
う

作
業
で

あ
る
。
第
二

は
科
学
的
思
考

・
道
徳
・
宗
教

を
、
人
間

存
在

・
人
間

認
識

の
根
源
的

位
相

に
ま
で
遡

っ
て

考
察
す
る
作
業
で

あ
る
。
第
三

は
前
二

つ
の
作

業
を
通
じ
て
、
科
学
的
思

惟
と
悟
り
と
救
い
と
の
関

係
を
明

ら
か
に

し
、
実
際

に
、

悟
り
と

救
い
と

が
実
現
す
る
た
め
の
方
途
を
提
示
す

る
こ
と

で
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
第
一

の
作
業
に
お
け

る
、
従
来
の
科
学
・
道
徳
・
宗

教
の

限
界

と
は
、
こ
れ
ら

の
学

問
、
あ
る
い
は
そ
の
社
会
的
機
能
が
、
現
代

科
学

技
術
時
代

の
危
機

的
状
況

に
対

し
て
、
そ
の
解
決
の
方
途
を
人
々
に
提

示
で
き

な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
く
る
限
界
の
予
感
で

あ
る
。

事
実

、
前
述
の
ご
と
き
現
代
社

会
が
直
面
し
て
い
る
危
機
的
状
況

は
、
異
な

る
宗

教
の
対

立
と
い
う
構
図

の
枠
の
内
で
引

き
起
こ
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ

と
も
否
定
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
対
立
を
引

き
起
こ
す
宗
教
そ
の
も
の
が
自
己
破
産
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
ま
た
前
述
の

ク
ロ
ー

ン
人
間
や
、
あ
る

い
は
臓
器
移
植
と
脳
死
の
倫
理

的
解
釈
・
宗
教
的
解
釈
の
困
難
さ

は
、
既
成

の
道
徳

・
宗
教
が
現
代
社
会
の

突
き
つ
け

る
問
題

に
よ
く
答
え
得

な
い
こ
と

を
示
し
て

い
る
と
言
え

る
。
一

方
で
現
代
の
科
学
技
術
社
会

の
展
開
を
押
し
と
ど

め
る
こ
と
が
で
き

な
い
と

す
れ
ば
、
我

々
は
新
た

に
科
学
的
思

惟
と
宗

教
的
思
惟

の
乖
離
の
淵
源
を
見

極

め
、
こ
の
乖
離
を
埋

め
る
、
あ

る
い
は
乗

り
越
え

る
思
惟

を
古
今
東
西

の

思

想
・
宗

教
の
中

に
探
っ
て
み

る
こ
と
、
こ
れ
が
第
一

の
作
業

に
属
す

る
仕

事
の
内

容
で
あ

る
。
第
二

の
作
業

は
、
第
一
の
作
業
（
思

想
史
的
研
究
）
を

通
じ
て
明

ら
か
に
な
っ
た
、
科
学
的
思
惟
と
そ
の
質
的
転
換
と
し
て
の
仏
教

的
思
惟
（
智
慧
）

と
を

人
間

認
識
の
根
源
的
構
造
の
中

に
探
る
作
業
で
あ
る
。

こ
の
作
業
は
科
学
と
宗

教
の
限
界

づ
け
と
そ
の
調
和
を
も

た
ら
す
方
法
論
を

も
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
と
き
、
悟
り

は
救

い
と
な
る
。

も
ち
ろ

ん
、
仏
教

の
歴
史
の
中
に
も
悟
り
に
よ
る
救
い
で

は
な
く
、
仏
に
よ
る
救

い
を
表
明
す

る
浄
土
教
的
思
惟
も
存
在
す
る
。
た
だ
こ
の
思
惟
で
は
科
学
を
包

摂
す

る
悟

り
、
と
い
う
方
向
性
を
志
向
す
る
今
回
の
課
題
と

は
別

の
解
決
方
法
で
あ

る

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
の
作

業
は
、
こ
の
悟
り
を
得
る
方
法

論
の

解
明
で
あ
る
。
仏
教
の
歴
史
は
こ
の
方
法

論
の
追
求
の
歴

史
で

あ
る
か
ら
、

我
々
は
こ
れ
を
仏
教
思
想
史
の
中
に
追
求
し
、
そ
の
流
れ
を
批
判

的
に
追
思

惟
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
作
業
を
実
行
に
移
す
に
は
、
多
方
面

に
わ
た
る
研

究
者
の
共
同

作
業
を
必
要
と
す
る
。
そ
こ
で
今
回
の
基
調
講
演

に
お
い
て
は
、
こ
の
作

業

の
段
階

に
従

っ
て
詳
細
な
見
取
り
図
を
提
示
し

、
さ
ら
に

シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に

お
い
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
哲
学
の
立
場
か
ら
の
ご
提
示
を
頂
き
、

そ
の
内
容
を
確
認
し

か
つ
深

め
て
い
き
た
い
。

一
　

宗

教

と

科
学

一
般

的
に
宗
教
と

い
っ
て
も
、
そ
の
定
義
は
様
々
で
あ
り
、

か
っ
あ
る
宗

教
に
は
そ
の
教
義
を

は
じ

め
と
し
て
、
儀
礼
や
制
度
、
教
団
と

い
っ
た
定
型

的
な
も
の
か
ら
、

さ
ら

に
習

俗
や
習
慣

の
よ
う
な
非
定
型

的
な
も

の
ま
で
日



常
生
活

の
全

般
に
わ
た
っ
て
宗
教
的
な
も
の
が
浸
透

し
て

い
る
。
こ
こ
で
想

定
し
て

い
る
宗

教
的
事
例
は
イ

ス
ラ

ム
教
徒

の
毎

日
の
定
期

的
な
礼
拝
や
、

チ

ャ
ド
ル
の
着
用
、

あ
る
い
は
ど
の
宗
教
と

い
う
こ
と

な
く
行

わ
れ
て

い
る

食
事
の
前
の
祈
り
な
ど
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら

は
こ
こ
で
議
論

の
対
象
と
し
よ

う
と
し
て

い
る
宗
教
の
教
義
や
思
想
と
は
、
さ
し
あ

た
っ
て
関
係
な

い
も
の

と
し
て
お
く
こ
と

に
し

た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

ジ
ハ
ー
ド
（
聖
戦
）
を
信

じ
て
自
動
車
や
航
空
機
で
自
爆
テ

ロ
を
繰
り
返
す
、
イ

ス
ラ

ム
教
徒
の
若
者

た
ち
に
と

っ
て
は
、
こ
の
祈
り
の
習
慣
こ
そ
が
、
ジ

ハ
ー
ド
へ
の
活
力
な
の

で

は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
に
と

っ
て
イ
ス
ラ

ム
教
の
崇
高
な
教

義
は
、
さ
し

あ
た
り

ジ

ハ
ー
ド
と
し

て
の
自

爆
テ

ロ
と
は
無

関
係

な
の
で

あ
っ
て
、

自
爆
テ
ロ
そ
の
も
の
は
身
内
や

国
を
滅
ぼ
し
た
敵
に
対

す
る
死

を

賭
し
て

の
憎
悪

と
、
そ
れ
を
聖
戦
と
す

る
理
由
づ
け
が
そ
の
動

機
な
の
で

あ

ろ

う
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
場

合
、

祈
り
と

憎
悪

と
聖
戦
と
い
う
理
由
づ
け

の

ど
れ
が
最
も
強
烈

な
動

機
か
と

い
え
ば
、

そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
憎
悪
で

あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ

の
憎
悪
が
イ

ス
ラ

ム
の
敵

に
対
す

る
聖
戦
と
し
て

理
由
づ
け

ら

れ
、

か
つ
祈
り

は
そ
の
よ

う
な
聖
戦
へ
の
活
力

を
日
々
養
っ
て

い
る
の
で

あ

ろ
う
。
今
日
の
世
界

は
こ
の
聖
戦
と
し
て

の
テ

ロ
の
脅

威
と
そ
れ
を
押

さ
え

込
も
う
と
す
る
力
と
の
間
の
緊
張
の
ま

っ
た
だ
中

に
あ

る
。

他
方
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
の
も
う
一
方
の
対
極

は
、

い
う
ま
で
も
な
く
デ

モ
ク
ラ

シ
ー
に
基
づ
く
政
治
制
度
の
上

に
立

っ
て
、

か
つ
科
学
技
術
文
明
の

最
先
端

を
い
く
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
と
そ
れ
に
同
調
す
る
諸
国
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら

の
国
々
は
も

ち
ろ

ん
、
そ
の
戦
い
の
理
由
づ
け

に
イ

ス
ラ

ム
教
の
聖
戦

の
よ

う
な
宗
教
的
な
理
由
づ
げ
を
し
て

は
い
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
聖
戦

に
よ

る
テ
ロ
を
唱
え
実
行

す
る
国
や
人

々
を
、
民
主
主
義
や
科
学

的

合
理
主

義
の
範
疇

に
入
ら

な
い
「
な
ら
ず

者
」

と
し
て
、

問
答
無

用
と

め
っ
た
打

ち
に
し
て

い
る
と
い
う
状
況
で

あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
戦

争

は
エ
ン
ド
レ
ス
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、

こ
の
戦
争
で
は
宣
戦
布
告
も
戦

争
終
結
も
全
く
一
方
的
で
あ
っ
て

、
破
壊
と

占
領
と

い
う
事
実
だ
げ
が
存
在

し
て
い
る
だ
け
だ

か
ら
で

あ
る
。
イ

ス
ラ
ム
教
徒
の
教
義
も
習
俗
も
聖
戦
と

い
う
観
念
も
全
く
変
わ
っ
て

は
い
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
増
幅
さ
れ
た
憎
悪

が
テ

ロ
を
日
常
化
さ
せ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
こ
か
で
こ

の
怨
念
を
断
ち

切

ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
で
き
る
の
は
何

か
？
　

宗
教
か
、

科
学
的
合
理
主
義
か
、
そ
れ
と
も
道
徳
か
哲
学
か
。
今
日

の
こ
の
よ
う
な
状

況

を
打
開
す
る
方
策
は
、
上
述
の

い
ず
れ
の
ど
れ
か
一
つ

の
分
野
か
ら
見
い

だ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
に
政
治
が
こ
の
よ
う
な
状
況

を
作
り
出
し
た
の
で

あ
り

、

宗

教
が
そ
れ
を
抜
き

差
し
な
ら
ぬ
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
科
学

的
合
理
主
義
の
成
果

が
状
況
の
深
刻
化
を
増
幅
し
た
の
で
あ
り
、
道
徳
や
哲

学

は
そ
の
無
力
さ
か
げ
ん
を
痛
恨
す
る
の
み
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し

か
し

な
が
ら
、
我

々
の
課
題

は
問
題

解
決
の
不
可
能
性
を
嘆
く
こ
と
で

は
な

く
、
現

状
打
開
を
可
能
に
す

る
智
慧

に
基
づ
く
、
実
際
的
な
行
動
で
あ

る
。
こ
こ
で
智
慧
と
言

っ
て

い
る
の
は
、
仏
教
で

い
う
般
若
の
智
慧
で
あ

っ

て
、
科
学
的
合
理
主
義
も
宗
教
的
神
秘
主
義
も
道
徳
も
哲
学
も
い
ず
れ
を
も

｜　科学技術時代におけ る悟りと救い３



打

っ
て

一
丸
と
す

る
、
全
体
的
、
統
合
的
な
智
慧
を
意
味

す
る
。
そ
の
よ
う

な
智
慧
を
獲
得
す

る
方

途
を
仏
教

は
釈
尊
以
来
追

求
し
て

き
た
の
で

あ
り
、

そ
の
成
果
の
表
明
が
経
律

論
の
三

蔵
で
あ

る
。
も

ち
ろ

ん
こ
こ
で

は
、
こ
れ

ら
経
律
論

の
三
蔵

を
勉
強

し
て

、
悟
り

の
智
慧

を
獲
得
し
、
そ
れ
か
ら
テ
ロ

や
戦
争
を

な
く
す

た
め
の
行
動

を
起
こ
せ

な
ど

と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な

い
。

テ
ロ
や
戦
争
を
な
く
す
た
め
の
唯
一

の
方
途
は
、
す
で
に
釈
尊
の

教
え
の
中

に
あ
る
の
で

あ
っ
て

、
そ
れ
は
「
怨
み

に
よ

っ
て
怨
み
を
無
く
す

こ
と

は
出

来
な
い
」
と
い
う
真
理
で
あ
る
。
こ
れ
を
人
々
が
信
じ
て
守
れ
ば
、

戦
争

は
な
く
な
る
。
た
だ
し
こ
の
真
理
は
普
通
で

は
実
行
で
き
る
も
の
で
は

な

い
。

た
と
え
ば
自
分
が
テ

ロ
で
最
愛
の
も
の
の
命
を
奪
わ
れ
た
場
合
、
そ

の

怨
み

を
晴
ら
す
た
め
に
報
復
行
為
を
せ
ず
に
、
泣
き
寝
入
り
を
す
る
の
か

と

い
う
問

題
で

あ
る
。
普
通
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
も
し
も

そ
の
最

愛
の
も
の
が
自
分
に
対
し
て
上
述
の
ご
と
き
言
葉
を
言

っ
た
な
ら
、

そ
の
と
き
ど
う
す
る

か
。
報
復
を
や
め
て
出
家
を
す
る
。
こ
れ

は
浄
土
宗
の

開
祖
の
法
然
上
人
の
場
合
で
あ

っ
た
。
こ
の
言
葉
を
死

に
つ
つ

あ
る
自
分
が

言
え
る

か
ど

う
か
、
と

い
う
次
元

に
ま
で
戻
し
て
、
こ

の
言
葉

の
重
み

を
感

じ
、

か
つ
考
え

な
け

れ
ば
本
当

は
い
け

な
い
。
そ
の
よ

う
な
覚
悟
の
上
で
用

い
ら
れ
て
、

は
じ
め
て

こ
の
言
葉
の
意
味

は
十

全
足

り
う
る
の
で

あ
る
。

二
　

仏

教

の

場

合

さ
て

、
我

々
の
課
題
は
、
釈
尊
が
こ
の
よ

う
な
真

理
を
説
か
れ
た
そ
の
背

景

を
探
る
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
釈
尊
が
説
法
を
始

め
ら
れ
た
の
は
悟
り
を
開

か
れ
た
か
ら
で

あ
る
が
、
そ
の
悟
り
を
開

か
れ
た

の
は
六
年
間
の
出
家
修
行

の
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
そ
の
出
家
修
行
の
動

機

は
何
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
（
生
）
老
病
死
（
＝
輪
廻

）
の
四

苦
な
ど
を

完

全
に
乗

り
越
え
る
た
め
で

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
現

に
釈
尊

は
悟
り
を
開
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
目
的
を
達
成
し
た
（
解
脱
・
涅
槃
）
。

そ
こ
で
、
輪
廻
は
苦
で
あ
り
、
苦
と
は
思

い
通
り

に
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
輪
廻
か
ら
の
解
放
（
解
脱
）
の
結
果
で
あ
る
涅
槃
は
、
一
切

の
苦

か

ら
の
解
放
と
し
て
大
安
楽
で
あ
り
、
大
自
在
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
釈
尊

は

こ
の
境
地

に
到

っ
て
、
そ
の
ま
ま
入
滅
し
よ

う
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
察
し

た
ブ
ラ

フ
マ
ン
（
梵
天
）
が
釈
尊
に
対
し
、
入
滅
を
や

め
て
人
々
に
教
え
を

説
く
よ
う

に
と
、
三
度
も
繰
り
返
し
て
懇
請
す

る
。
釈
尊

は
こ
の
勧
請
に
応

え
て
説
法
を
決
意
し
、
悟
り
を
開
く
前
の
自
分
の
師
で
あ

っ
た
、
ア
ー
ラ
ー

ラ
・
カ
ー
ラ
ー
マ
と
ウ
ッ
ダ
カ
・
ラ
ー
マ
プ
ッ
タ
に
説
法
し
よ
う
と
す
る
が
、

二
人
は
す
で

に
亡

く
な

っ
て

い
た
の
で

、
次
に
説
法

の
対
象
と
し
て
考
え

た

の

は
自
分

と
一
緒

に
修
行

の
道

に
入
っ
た
五

人
の
比
丘
た
ち
で
あ

っ
た
。
こ

の
五
人

の
比
丘

た
ち
に
対
す

る
最
初
の
説
法
が
四

諦
八
正

道
で
あ

る
。
そ
し

て
彼
ら

は
こ
の
説
法
を
聞

い
て
一
人
ま
た
一
人
と
悟
っ
て

い
っ
た
と
言
う
。

さ
て

そ
れ
で

は
彼
ら
は
何
を
悟
っ
た
の

か
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
教
え

を
実
践

す

る
こ

と
に
よ

っ
て
、
釈
尊
と
同
じ
く
解
脱
・
涅
槃
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

と
確
信

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際

に
釈
尊
と
同
じ
悟
り
を
得
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
も
し
同
じ
悟
り
を
得
た
と
す
れ
ば
、
六
名
の
仏
陀
が
こ
の
世

に
誕

生
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
仏
陀
と
五

人
の
比
丘



た
ち
の

六
名

が
最
初

の
サ

ン
ガ
（
仏
教
教
団
）

を
つ

く
り
、

八
正

道

（
道

諦
）

の
実
践
を
始

め
た
の
で

あ
る
。

そ
の
目
的

は
苦
（
苦
諦
）

の
原
因

の
集

ま
り
（
集
諦
）
を
滅
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
一
切
の
苦
を
滅
す

る
こ
と

（
滅

諦
）
で

あ
る
。
そ
れ
で

は
苦
の
原
因

の
集
ま
り
と

は
何

か
。
そ
れ
ら

は
我
執

と
無
明
と
言
わ
れ
た
り
、
煩
悩

障
と
所

知
障
と
言
わ
れ
た
り
、
人
法

二
執
と

無
明
執
と
言
わ
れ
た
り
、
様

々
で
あ

る
が
、
と
も
か
く
そ
れ
ら
の
障
害
が
輪

廻
転
生
の
四
苦

八
苦
を
結
果
し
て

い
る
と
想
定
さ
れ
た
。
よ

っ
て
こ
れ
ら
の

障
害
を
滅
す
れ
ば
、
大
自
在

・
大
安
楽

の
境
地

に
到
る
こ
と
が
で
き
る

は
ず

で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と
は
、
輪
廻
転
生
と

い
う

こ
と
で

あ
っ
て
、
こ

れ
は
人

間
存
在

に
限

ら
ず
、
あ
ら

ゆ

る
命

あ
る

も
の

（
s
a
t
t
v
a
―
有
情
｝
が
生
ま
れ
死
に
を
無
限
に
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
思
想
は
仏
教
成
立
以

前
の
ヴ

ェ
ー
ダ
の
宗
教
の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
生
前
や
死
後

に
つ

い
て
の
人
々
の
一
般
的
な
考

え
方
で
あ

っ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。

三
　

宗

教

に
つ

い
て

人
や
動

物
が
死

後
ど
う
な
る

か
に
つ

い
て
の
想
定
と
、
そ
こ
で
の
安
定
し

た
生
存
に
対
す

る
願
望
が
、
宗
教
の
教
義
や
儀
礼
を
形
成
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
場

合
、
死

後
、
身
体
は
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
の
想
定
の
違

い
が
、
そ
の
宗
教

の
教

義
な
ど
の
形
成
に
あ
た
っ
て

、
大
き
な
影
響
力
を
持

つ
と
言
え

る
。

す
な

わ
ち
、
輪
廻
転
生

の
場

合
、
死

後
、
身
体
は
消
滅

す
る
が
、
常
一
主

宰
と
定
義
さ
れ
る

ア
ー
ト

マ
ン
（
自
我
）
が
存
続
し
て

、
そ
れ
が
両
性
の
結

合
を
縁
と
し
て
托
胎
し
、
新
し
い
身
体
で
再
生
す
る
。
繰
り
返
し
と
い
う
の

は
、
同
一
性
と
差
異
性
と

い
う
二
つ
の
契
機
の
統
合
で

あ
る
が
、
輪
廻
転
生

の
場
合
、
ア
ー
ト

マ
ン
の
同
一
性
と
身
体

の
差
異
性
と
が
統
合
し
て

、
時
間

空
間
の
中
で
無
限

に
再
生
と
再

死
を
繰
り
返
し
て

い
く
。

身
体
の
差
異
性
と

は
た
と
え
ば
人
間
・
動
物
（
傍
生
と

か
畜

生
と

言
わ
れ
る
）
・
天

・
人
・
阿

修
羅
・
地
獄
・
餓
鬼
の
六
つ
の
形

態
的
な
相
違
を
意
味
し
、
無
限

の
過
去

か

ら
無
限
の
未
来
へ
と
、
そ
れ
ら
い
ず
れ
か
の
形
態
を
と
っ
て
再

生
と
再
死
を

繰
り
返
し
て
い
く
。
そ
の
場
合
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
同

一
性

は
保
た
れ
て

い
る

か
ら
、
身
体
は
変
化
し
て
も
自
己

は
永
遠

に
死
な
な
い
。
次

に
セ
ム
系
の
宗

教
の
場
合
、
死
後
、
自
己
の
身
体
も
霊
魂
も
消
滅
せ
ず

に
、
天
国
や
地
獄
な

ど
に
死
ん
だ
と
き
の
身
体
で
再

生
す

る
。
イ

エ
ス
は
キ
リ

ス
ト
と
し
て
天
国

に
復
活
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
の
身
体
に
は
十
字
架
の
釘
痕
な
ど

（
聖
痕
）
が
残

っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

キ
リ
ス
ト
教

徒
が
復
活
を

信
ず
る
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
で

あ
る
と
同
時
に
、
自
身
の
復
活
で
あ
り
、

そ
の
復
活

の
場
所
が
天
国
で

あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
天
国

に
お
い
て

は
も
は

や
永
遠
に
死

ぬ
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
死
は
罪
の
結
果
で

あ
っ
て
、
そ
の

罪
は
す
で

に
キ
リ

ス
ト
に
よ
っ
て

贖
わ
れ
て

い
る
か
ら
。
輪
廻
転
生
思
想
と

の
違
い
は
、
輪
廻

の
場
合
、
天
国

は
永
遠
の
生
を
約
束
さ
れ

る
所
で

は
な
く
、

例
え
そ
こ
に
は
苦
が
な
く
て
も
、
そ
こ

に
生
ま
れ
た
か
ら

に
は
必
ず
そ
こ
で

死

な
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
輪
廻

の
中

の
一
つ
の
通
過

点
に
す
ぎ
な

い
。
も
う

一
つ
の
違

い
は
輪
廻

で
は
生
前
の
自
己
の
存
在
は
六
道
の

い
ず
れ
か
に
あ
っ

科学技術時 代におけ る悟 りと救い５



た
と

想
定
さ
れ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で

は
生
前
の
自
己

の
存
在
は
な

い
。
イ

ス
ラ

ム
教
も
キ
リ
ス
ト
教
と
ル
ー
ツ
は
同
じ
で
あ

っ
て
、
自
己
の
生
前

は
想

定
さ
れ
な
い
が
、
死

後
の
至
福
の
永
生

は
約
束

さ
れ
て

い
る
。

ジ
ハ
ー
ド
で

命
を
捨
て
て
も
、
そ
れ
は
聖
人
と
し
て

の
至
福

の
天
国
へ
の
再
生
で
あ

る
。

儒
教

の
場
合
、
死
は
魂
魄
が
天
と
地
と

に
分
離
す

る
と
想
定
さ
れ
て

お
り
、

遺
族
は
先
祖
の
名
前
を
書
い
た
依
り
代

（
位

牌
）
を
作

っ
て
、
死
者
を
こ

の

場
に
呼
び
寄
せ
、
こ
れ
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
者
を
供
養
し
、
子
孫
繁
栄

な
ど
の
恩
恵
を
蒙
る
と
さ
れ
る
。
死
者

の
霊
魂
と
身
体

は
天
と
地

に
別
れ
て

し
ま
う
が
、
供
養
を
受
け
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

そ
の
家

の
子
孫
と
し
て
再
生

す
る
。

こ
こ
で

は
自
己
の
身
体

は
消
滅
す

る
が
、
子
孫

の
身
体
と
な

っ
て
再

生
す
る
。
こ
こ
で
は
家
族
を
媒
体
と
す

る
生
命

の
継
続
性
が
説

か
れ
て

い
る
。

道
教
の
場
合
、
金
丹
な
ど
の
薬
物
の
服
用
や
そ

の
他
の
養
生
法

に
よ
る
不
老

長
生
が

志
向
さ
れ
て

い
る

か
ら
、
身
体

の
消
滅

は
で
き

る
だ
け
長
く
延
長
さ

れ
る

の
が
そ
の
意
図
で
あ
ろ

う
。
あ

る
い
は
羽
化

登
仙

の
ご
と
き
変
化
生

に

よ

る
永

世
が
志

向
さ
れ
て

い
る
。

と

こ
ろ
が
、
仏
教

の
場
合
、

輪
廻

転
生
か
ら
の
解
脱
が
な
さ
れ

た
と

い
う

こ
と
の
意
味
は
、
も

は
や
三
界

六
道
の
い
か
な
る
所

に
も
再
生
し

な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て

、
再

生
し

な
け

れ
ば
再

び
死

ぬ
こ
と
は
な
い
か
ら
、

輪
廻

が
超
え
ら
れ
て

い
る
。

輪
廻

と
い
う
時
間
・
空
間
の
連
鎖
が
世
間

だ
か
ら
、

輪
廻

を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
世
間
を
超
え

る
い
う
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
出

世

間
で
あ
る
。
よ
っ
て

キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
い
う
昇
天
で

は
な
い
し

、
い
わ

ん
や
、
儒
教
・
道
教
な
ど
の
、
子

孫
へ
の
再

生
や
不

老
長
生
で
も

な
い
。
そ

し
て
こ

の
意
味

に
お
い
て
、
仏
教
は
死
後
の
再

生
に
関
わ
る
宗
教
の
範
疇
か

ら

逸
脱
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
今
日
、
日
本
仏
教
が
葬
式
な
ど
の
儀

礼

に
よ

っ
て
、
人

々
の
死
苦

に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
宗
教
的
行

為
が
、
仏

教
の
本
来
的
お
り
方
と
は
矛
盾
し
て
い
る
な
ど
と
言
お
う
と
し
て

い
る
の
で

は
な
い
。
仏
教
そ
の
も

の
が
、
（
生
老
病
）
死
の
問
題

に
い
か
に
対
処
す

る

か
、
と

い
う
こ
と

か
ら
出
発
し

た
と
い
う
こ
と
は
前
述
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。

た
だ
そ
の
解
決
の
結
果
が
、
時
間
・
空
間
の
制
約
下

に
あ
る
世
間
を
超
え

た

（
出
世
間
）
と

さ
れ
て

い
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
時
間

・
空

間
の
枠
内
で

の
解

決
で
あ

る
普
通
の
宗
教
の

埒
外

に
あ

る
と
言

う
の
で
あ

る
。
（
超
越
神

の
問

題

が
こ
こ
で
出
て
く
る
が

、
後
の
課
題
と
す

る
。
）
ま
た
、
倫
理
・
道
徳

と

宗

教
と

の
関
係
に
つ
い
て
も
、
道
徳
的
因
果
律
と
宗
教
的
因
果
律
の
時
間
・

空
間
的
領
域
の
差
異
性
か
ら
論
ず
る
必
要

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
論
じ

た

い
。釈

尊

は
悟
り
を
開
く
こ
と

に
よ

っ
て
こ
の
よ
う
な
境
地
に
到
り
、
輪
廻

か

ら
解
脱
し

た
と

い
う
こ
と
と
、

さ
ら

に
解
脱
し
た
こ
と
を
知

っ
た
（
解
脱
知

見
）
と
い
う
こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

の
悟
り

に
到
る
方
法
を
説
く
こ
と
が
可

能

に
な
っ
た
。
よ

っ
て
そ

の
最
初

の
説
法
の
意
味
を
了
解
し

た
五
人
の
比
丘
た

ち
は
、
三

宝
（
仏

・
法
・
僧
）
帰
依

に
よ

る
成
仏
へ
の
道
を
目
指
し
て
、
仏

教
教
団

を
結
成
し

た
の
で

あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
前
述

の
ご
と
く
、
仏
教
の

悟
り
と
は
死
後

の
再
生
で

は
な
く
て
、
輪
廻
（
生
老
病
死

の
四
苦
な
ど
）
か

ら
の
解

放
で
あ

る
。
釈
迦

は
六
道
輪
廻
を
超
出
し
た
存
在
で
あ
る

か
ら
、
普

通
の
人

間
で

は
な
く
、
ま

た
天

の
神

々
で
も
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
、
そ
れ



ら
六
道
の
衆
生
の
存
在
性
で

あ
る
無

常
性
・
苦
性
・
不

自
由
性
・
依
存
性
を

超
越
し
て

い
る
か
ら
、
永
遠
で

あ
り

（
こ
れ
は
常
に
ど
こ
に
で

も
求
め
に
応

じ
て
顕

れ
る
と
い
う
意
味
）
、
大
安
楽
で

あ
り

（
こ
れ
は
普
通

の
楽
は
条
件

つ
き

の
楽
で

あ
る
の
に
対
し
て

、
一
切

の
苦
楽
を
超
え
た
寂
静
の
楽

と
い
う

意
味
）
、

大
自
在
（
六
神
通
な
ど
を
得
て

い
る
存

在
）
で

あ
る
、
な
ど
。

さ
て

、
釈
迦
は
悟
り
の
智

慧
に
よ

っ
て
、

六
道
輪
廻

を
超
出

し
た
が

、
自

己
が
超
出

し
た
苦
界

の
衆
生

を
救
済
し

よ
う
と
し
て

、
慈
悲
心
に
よ

る
説
法

利
生

の
活
動

を
開
始
す

る
（
こ

れ
が
後

の
仏
身

論
で

は
釈
迦

は
応
化
身
と
さ

れ
る
）
。
そ

の
説
法
利

生
の
記

録
が
、
弟
子

た
ち

の
手

に
よ

っ
て
編

纂
さ
れ

た
経
典
で
あ

る
。
こ

の
経
典

に
は
三
種
類
あ

っ
て
、
第

一
は
釈
迦
の
説
法
を

弟
子
た
ち
が
忠
実

に
記
録
し
た
も
の
。
第
二

は
い
わ
ゆ

る
大
乗
経
典
で
あ

っ

て
、
こ
れ

は
釈
迦
の
直
説
と

い
う
形
を
と

っ
て
、
釈
迦

の
悟
り

の
内
容
を
開

展
し
た
も
の
。
第
三

は
密
教
経
典
で
あ

っ
て
、
こ
れ

は
第
二

の
大
乗
経
典
が

ま
だ
、
釈
迦

の
説
法
と

さ
れ
て

い
る
の

に
対
し
、
こ

れ
は
大

日
如
来

（
釈
迦

の
悟
り
の
本
体

と
も

い
う
べ
き
仏
）
が
説
法
す

る
と

い
う
形

に
な
っ
て

い
る
。

ま
た
、
経

に
対
し
て
そ

の
思
想
を
体
系
的
・
論
理
的

に
再
構
成
し

た
論
か
お

り
、
我

々
は
こ
れ
ら
の
経
論

に
よ

っ
て
、
釈
迦

の
悟
り

と
そ
の
救
済

の
あ
り

方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　

科

学

と

道

徳

と

宗

教

と

仏

教

こ
こ
で

科
学
的
思
惟
と
道
徳
的
思

惟
と
宗
教
的
思
惟
、
お
よ
び
仏
教
的
思

惟
と

の
関

係
、
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
相
違
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
と
、
前

三

者
は
時
間
・
空
間
の
枠
内
に
お
け
る
思
惟
で

あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
仏
教

的
思
惟
は
時
間
・
空
間
と
そ
の
超
越
に
関
わ
る
思
惟
で

あ
る
。
ま
た
、
前
三

者
の
相
違
は
、
科
学
的
思
惟
は
主
観
を
排
除
し
た
経
験
的
事
実
の
客
観
的
法

則
性
を
追
求
す
る
思
惟
で
あ
り
、
道
徳
的
思
惟
は
主
体
の
行
為
の
道
徳
的
因

果

律
（
善
因
楽
果
・
悪
因
苦
果
と
自
業
自
得
）
に
根
拠
を
置
く
思
惟
で

あ
り

（
倫
理
は
社
会
的
・
歴
史
的
道
徳
と

言
え
る
が
、

道
徳
的
因

果
律
と

い
う
基

準
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
）
、
宗
教

的
思
惟
は
道

徳
的
因

果
律
が
現
世
の
枠

内
で

の
み

妥
当
す
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
前
世

と
現
世
と
来
世
の
三
世

に
わ

た
っ
て

、
道
徳
的
因
果
の
貫
徹
を
説
く
思
惟
で

あ
る
。

仏
教

的
思

惟
は
輪
廻
転
生
を
超
え
て

い
る
か
ら

、
前
三
者
の
世

間
性
を
超

え
て
お
り

、
出
世
間
で
あ
る
こ
と
は
前

述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

は

い
か
に
し
て
輪
廻

を
超
え
る
こ
と
が
可

能
な
の
か
。
そ
の
方
法
は
釈
迦

の
最

初

の
説
法

に
説
か
れ
て

い
た
が
、
輪
廻

の
苦
を
滅
す

る
た

め
に
は
そ
の
原
因

の
集
ま

り
を
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

そ
の
苦
の
原
因

の
集
ま
り

と
は
何
か
。
そ
れ
は
我
執
と
無
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
滅
す
る
の
は
実
践
で

あ

っ
て

、
わ
か
っ
た
だ
け
で
滅
す
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
に
我
執
は
わ
か

る
が
、

無
明

と
は
何
か
。
こ
れ
は
無
く
な
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
は
じ

め
て

わ

か
る
の
で

あ
っ
て
、
無
く
な
ら

な
い
う
ち

は
な
ん
だ

か
わ
か
ら

な
い
。
わ

か
っ
て

い
る
も

の
は
無
く
す
こ

と
も
で
き

よ
う
が
、
わ
か
ら
な
い
も

の
を

い

か
に
し
て

無
く
す

の
か
。
後
の
唯

識
仏

教
で

は
、
こ
の
無
明
を
夢
に
喩
え
る
。

即
ち
、
夢

を
見
て

い
る
と
き

は
、

夢
を
見
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。

夢

か
ら
覚

め
て

は
じ
め
て
夢
を
見
て

い
た
こ
と

に
気
が
つ
く
。
こ
れ
と
同
様

科学技術時代における悟りと救い
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に

、

無

明

の

中

に
あ

っ
て

生

老

病

死

を

繰

り

返

し

て

い

る

う

ち

は

、

そ

れ

が

無

明

の

夢

を

見

て

い

る

の
だ

と

は
気

づ

か
な

い
。

夢

か

ら
覚

め

て

は
じ

め
て

輪

廻

か

ら

解

放

さ

れ

て

自

在

を

得

る
。

こ
の

夢

の
譬

え

の

場

合

、

夢

の

中

の

苦

楽

（
恐

い
夢

か
楽

し

い

夢

か
）

は

い
ず

れ

も

思

い

通

り

に

は

な

ら

な

い

の

で

あ

っ
て

、

こ

の

思

い

通
り

に

な
ら

な

い

こ
と

を
仏

教

で

は

苦

と

い

う

の
で

あ

り

、

夢

か
ら

覚

め

る

と

は

こ

の

苦

か

ら
の

解

放
で

あ

る

か

ら

、

完

全

な
自

由

で

あ

り

、

全

く

の

苦

の

消

滅

で

あ

る

と

さ
れ

る
。

唯

識

仏

教

で

は

こ

の

夢

か

ら

覚

め

る

方

法

と

し

て

、

所

取

・

能
取

（
ｇ
ｒ
ａ
ｈ
ｙ
ａ
-
ｇ
ｒ
ａ
ｈ
ａ
ｋ
ａ
）

と

い

う

意

識

の

対

象

性

の
認

識

と

、

そ

れ

ら

の
段

階

的

な
無

化

に

よ

る

最

初

の

悟
り

へ
の

悟

人

の

観

法

（
入

無

相

方

便
観

）

を
説

く

。

そ

し

て

こ

の

観

法

に

よ

っ

て

、

現

象

世

界

の
縁

起

的
存

在

性
と

無

実

体

性

と
が

同

一
で

あ

る

こ

と

が

通

達

さ

れ

る
。

こ

れ

は

龍

樹

（
一
－

二
世

紀
）
の

『
中

論
』

を

代

表

的

な

論

書

と
す
る
中
観
仏
教
の
、
縁
起
―
無
自
性
ｌ
空
の
思
想
に
連
接
す
る
。
た
だ
、

唯

識

仏

教

で

は
人

間

の

認

識

機

能

を

八

識
と

し

て

説

き

、

こ

れ

ら

の

識

の
智

へ
の

転

換

を
説

く
。

す

な

わ

ち

、

そ

の
順

序

に

従

っ

て

、

ま

ず

マ

ナ
識

（
自

我
意

識

）

を

転

換

し

て

平

等

性

智

を

獲

得
し

、

次

に

意

識

を

転

換

し

て

妙

観

察

智

を

得

る
。

そ

れ

か

ら

前

五

識

を

転

換

し
て

成

所

作

智

を

得

、

以

後

に

ア

ー

ラ

ヤ

識

を

転

換

し

て

大

円

鏡

智

を

獲

得
す

る

。

こ

れ

が

唯

識

仏

教

に

お
け

る

成

仏

で

あ

る

が

、

こ

の

成

仏

に
は

三

大
阿

僧

祇

劫

と

い

う

無

限

の

時

間

を

要

す

る

。

唯

識

仏

教

で

は

な

く

、

如

来

蔵

仏

教

思

想

の

代

表

的

な

論

書

で

あ

る

『
大

乗

起

信

論

』

に

は

、

無

明

か

ら

一
切

の

苦

が

生

じ

る

プ

ロ

セ

ス
を

、

九

段

階

に
分
け
て

詳
細
に
説
く
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

三

細

(
1
)
　
無
明
業
相
。
不
覚
に
よ
っ
て
心
が
動
ず
る
の
を
業
と
名
づ
け
る
。

覚
す
れ
ば
動
ぜ
ず
。

(
2
)
　
能
見
相
。
動
ず
る
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
。
動

ぜ
ざ
れ
ば
見
な
い
。

(
3
)
　
境
界
相
。
見
る
か
ら
境
界
が
妄
現
す
る
。
見
な
け
れ
ば
境
界
も
な

い
。

六
麁

（
境
界

の
縁
に
よ
っ
て

生
じ
る
六
種
の
知
覚
可
能
の
相
）

(
1
)
　
智
相
。
境
界
に
よ
っ
て
心
が
起
こ
り
、
愛
と
不
愛
と
を
分
別
す
る
。

(
2
)
　
相
続
相
。
愛
と
不
愛
と
を
区
別
す
る
か
ら
、
そ
こ
に
苦
と
楽
と
の

覚

を
生
ず
る
。

(
3
)
　
執
取
相
。
境
界
を
念
じ
て
苦
楽
を
住
持
す
る
か
ら
心
が
執
着
を
起

こ
す
。

(
4
)
　
計
名
字
相
。
妄
執
に
よ
っ
て
（
実
体
の
な
い
）
名
言
相
を
分
別
寸

る
。

(
5
)
　
起
業
相
。
名
字
に
よ
っ
て
名
を
求
め
、
取
著
し
て
種
々
の
業
を
つ

く
る
。

(
6
)
　
業
繋
苦
相
。
業
に
よ
っ
て
果
を
受
け
自
由
を
失
う
。

こ
の
う
ち
三
細
と
は

メ
タ
意
識
の
レ
ベ

ル
で
あ
る
か
ら
、
普
通
の
意
識

に

は
自
覚
で

き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
自
覚
は
観
法
に
よ
る
の
で

あ
る
が
、

と
も
か
く
、
こ
の
三
細
六
麁
の
説
は
無
明

か
ら
苦
が
生
起
す
る
様
相
と
、
そ

８



の
苦

か
ら

の
解
放
の

方
法
を
説

い
て
余
す

と
こ
ろ
が

な
い
。
し

か
も

こ

の

『
大
乗
起
信
論
』

は
如

来
蔵
思
想
の
論
書
で

あ
っ
て

、
こ
の
系
統
の
論
書
は
、

唯
識
思
想
が
成
仏
の
可

能
性
を
五

つ
の
段
階
に
分
け

、
成
仏
の
不
可

能
な
衆

生
も
あ
る
と
し
、
か
つ
成
仏
に
は
無
限
の
時
間
を
要

す
る
と
す
る
の
に
対
し
。

す
べ
て
の
衆
生
の
成
仏
の
可

能
な
る
こ
と
を
説
く
。
た
だ
成
仏
の
時
間
に
関

し
て
は
、
ま
だ
即
心
成
仏
と
か
即
身
成
仏
と
か
い
う
思
想
は
な
い
。
こ
の
思

想
が
現

れ
る
の

は
、

七
世
紀

に
な

っ
て

『
大

日
経
』
や

『
金
剛

頂

経
』

と

い

っ
た
密
教
経
典
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
経
典
に
基
づ
い
て
、
日
本

の
弘
法
大
師
空
海
（
七
七
四
―
八
三
五
年
）
が
、
真
言
宗
の
教

義
体
系

を
完
成

し
た
。
そ
の
詳
細
は
こ
こ
に
は
記
し
が
た

い
が
、
『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』

な
ど
の
論
書
に
、
比
較
思
想
の
壮
大
な
体
系
が
構
築
さ
れ
て

い
る
。
比
較
思

想
研
究
と
い
う
立
場

か
ら
言

う
と
、
こ
の
空
海
の
思
想
は
、
ア
リ

ス
ト
テ

レ

ス
や

ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
体
系
と
比
較
す

る
と
、
そ

の
思
想
体
系

の
特

徴
が
明

ら

か
に
な
る
し
、
ま

た
超
越
神

の
問
題

に
つ
い
て
も
、

キ
リ
ス
ト
教
や
イ

ス

ラ

ム
教
と
の
接
点
を
見

い
だ
す

こ
と
が
可

能
で

あ
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
今
後

の
課
題

と
し

た
い
。

最
後

に
「
科
学
技

術
時
代

に
お
け
る
悟
り
と
救
い
」
と
い
う
テ
ー

マ
で

設

定

し
た
論
文

と
し
て

は
、
最
初

に
掲
げ

た
研

究
方
法

の
よ

う
に

は
い

か
な

か
っ
た
。
特

に
科
学

的
思

惟
や
道
徳
的
思
惟
な
ど
の
規
定
な
ら
び
に
そ
の
限

界
と

効
用

の
指
摘

に
お
い
て

十
全
た
り
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
仏
教
的
思

惟

の
特
性

に
つ

い
て

は
あ
る
程
度
ま
で
記
述
で
き

た
の
で

、
以

上
で
擱
筆
し

た
い
。

（
よ
し

だ
・
ひ
ろ
あ
き
、
仏
教
学
、

比
較
思
想
学
会
会
長

・
大
正
大
学
教
授
）

９ １　科学技術時代における悟りと救い
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