
れ

、
当
時
自
己
の
理
性
に
よ
り
て
即
身
成
仏
ず
る
に
不
可
能

な
下

根

劣
機
の
凡
夫
に
対
し
て
未
来
往
生
の

一
道
を
提

示
さ
れ
た
。
又

臨

終
正
念
主
義

に

つ
い
て
は
総
て
当
時
の
浄

土
教
家

の
主
張
す
る

と

こ
ろ
で
、
当
時
の
時
代
思
想
に
呼
応
さ
れ
た
必
然
の
帰
趣
で
あ

る
。
覚

鑁
は
こ
の
臨
終
正
念
主
義
を
重
要
視
す

る
と
同
時
に
、
実

際

は
臨
終
に
際
し
て
、
五
濁
悪
世
の
こ
の
社
会
に
於

て
は
仏
道
修

業

を
す
る
に

つ
い
て
も
差
障
り
が
多
く
臨
終
作
法
に
励

み
難

い
の

で
早
く
よ
り
仏
道
に
覚
め
て
、
菩
提
を
求
め
往
生
を
願

つ
て
、
平

素
よ
り
称
名
念
仏
を
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
文
拠

を
見
る

に
及
び
、
覚
鏤
が
愚
鈍
劣
機
の
者
を
も
往
生

の
対
象
と
し
て
勧
信

し
、
易
修
易
行
の

一
密

の
修
業
持
に
念
仏
に

つ
い
て
力
説
さ
れ
た

こ
と
と
合

せ
考
え
る
と
、
後
の
鎌
倉
時
代
法
然
、
親
鷺

の

一
先
駆

者

と

い
わ
れ
る
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
と
思

え
る
。

i

完

1

三

法

印

の

研

究

武

田

義

照

仏
教
と
は
も
ち
ろ
ん
釈
尊
の
説
か
れ

た
真
実

の
道
で
あ
る
が
、

こ
の
仏
教

と
外
道
と
を
区
別
す
る
た
め
古
来
よ
り

、
三
法
印
と
い

う
も
の
が
説
が
れ
て
き
だ
。
こ
れ
は
現
在

に
於

て
は

「
諸
行
無
常

諸
法
無
我

、
浬
槃
寂
静
」
の
三
ゲ
条

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

古
き
経
典
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
法

印
の
数

、
形
は
種
々
雑
多

で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
法
印

の
変
遷
に

つ
い
て
述
べ
ね
ば
な
る
ま

い

。先
ず
パ
ー
リ
.、

ニ
カ
r
.ヤ
に
於

て
は

「
相
応
部
経
典

」
等
に
最

も
原
初
的
と
考
え
ら
れ
る
五
蘊

の

「
無

常

・
苦

・
無
我
」

と
説
き

次

い
で

「
比
丘
等
よ
、

一
切
は
無
常
な
り
。

一
切
は
苦
な
り
。

一

切
は
無
我
な
り
。
」

(南
伝
五
巻
四
六
頁
)
と
、
釈
尊
が
現
実
生

活
に
於

い
て
、
先
ず
苦
を
観
じ
ら
れ
、
苦
は
無
常
の
た
め
に
起
り

来
畚
と
悟
ら
れ
、
次

い
で
無
常

で
あ
り
苦
で
あ
れ
ば

当
然
無
我

で

あ
る
と
正
覚

さ
れ
た
、
そ
の
ま
ま
の
形

で
三
法
印
と
表
わ

し
て
い
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る
。
だ
が

、
こ
の

「
相
応
部
経
典
し
等
に
於

い
て
も

「
無
常

・
苦

・

無

我
」
と
説

い
た
緩
に
ほ
と
ん
ど
そ
の
結
語

と
し
て
浬
槃
を
説
い

て

い
る
。
し
か
し
涅

槃
寂
静
と

い
う
成
語
は
み
あ
た
ら
な

い
。
だ

が
し
か
し
、
同
じ
原
始
経
典
で
あ
る
漢
訳
阿
含
経
に
於

て
は
、
そ

の

「
雑
阿
含
経
」
巻
十
に

「
一
切
法
無
我

、
浬
槃
寂
滅
」

(大
正

二

・
六
六
b
)
と
現
在
知
ら
れ
て

い
る
ご
と
き
三
法
印
を
説
い
て

い
る
。
こ
れ
は
無
常
即
苦
で
あ
る
か
ら

、
苦
を
無
常

の
中
に
含
ま

せ
。
代
り
に
今
ま
で
成
語
と
し
て
は
無
か
つ
た
涅
槃
寂
滅
を
表
わ

し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
る
に
、
先
の
パ
ー
リ
.
ニ
カ
ー
ヤ
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る

に
浬
槃
寂
滅
冖と

噌
切
皆
苦

と
全
く
相
反
し
こ
表
現
の
仕
方
の
も
の

が
示
さ
れ
て
い
る
。

い
か
な
る
理
由
に
よ

つ
て
北
伝
と
南
伝
と
に

か
く
の
如
き
表
現
の
相
違
を
み
る
こ
と
に
な
つ
た
か
、
そ
の
理
由

は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
思
う
に
、
も
と
も
と
仏
陀
の
苦
観
は
諸
行

は
無
常
で
あ
り
、
諸
法
は
無
我
で
あ
る
と

い
う
事
実

に

基

く

普

遍

必
然
的
な
価
値
判
断

と
思
わ
れ
る
。
故
に
こ
の
苦
は
個
人
的
な

感
覚
感
情
よ
り
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
又
楽
に
相
対
す

る
も
の

で
も
な
い
。
し
か
る
に
、
そ
の
求
め
る
最
高
の
舅
的
は
苦
楽
を
超

越
し
た
涅
槃
で
あ
る
。
だ
か
ら
前
述
の
ご
と
く
、
無
常
の
中
に
苦

を
入
れ
、
こ
れ
を
省

い
た
と
考

え
ら
れ

る
。
し
か
し
同
じ
漢
訳
阿

含
経

の
中
で

「
増
二

阿
含
経
」
に
於
て
は

一
切
皆
苦
を
徐

か
ず

「

無
常

・
苦

・
無
我

・
涅
槃
」
の
四
法
印

を
説

い
て
い
る
。

だ
が
北
伝
仏
教

が

「
雑
阿
含
経
」
巻

五
を
初

め
と
し
て

コ

勢

無
常

・
一
切
苦

戸
}.切
空

」
一
切
非
我
」
・
(大
正
二

ニ

ニ
丑

a
)

と

一
切
空
を
涅
槃
寂
静
と
引
替
に
挙
げ

て
い
る
こ
と
は
注

目
に
値

す
る
。

こ
れ
ら
の
法
印
が
部
派
仏
教
時
代
の
阿
毘
達
磨
論
書
に

於
て

は

コ
「
切
行
無
常

・
一
切
法
無
我

・
涅
槃

寂
静
」

(阿
毘
達
磨
大
毘

婆
沙
論
巻
九

・
大
正
二
七

・
四
五
a
)

と

「
雑
阿
、含
経
」
巻
十
系

統
の
三
法
印

一
本
に
絞
ら
れ
て
、い
る
。

だ
が
し
か
.し
、
次

の
大
乗

仏
教

に
移

る
と
、
又
々
法
印
の
数

、
形

は
色
麦
と
挙
げ
ら
れ
て
い

る
◎竜

樹
ほ

「
大
智
度
論
」
巻

二
十
二
に

於
い
て
次
の
ご
と
く
説

い

て
い
る
。

商

臼
。
仏
鷲

闘

法

有
二四

種

実

℃
摩

訶

衍

申
鐘

選

。

今

何

以

故

説
二三

実
軸。

答

日

。

仏

選

二
種

実

法
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印
哺
広

説

則

四

種

。

略

説

則

一
種

。

無

常

揶

是

苦

諦

集

諦

道

諦

説

。

無

我

測

一
切

法

説

。

寂

減
湟

槃

即

是

尽

諦

。

」

(大
正
二
五

.
二
二
三
b
)

声
聞
法
即
ち
、
小
乗
に
於
て
は
三
法
印
も
、
四
法
印
も
異
な

っ
て

い
る
所
は
無

い
。
三
法
印
と
し
て

一
切
皆
苦
を
省

い
て
い
る
の
も
、

そ
れ
は
諸
行
無
常
の
中
に
含
ま
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
無

常

は
苦
諦
集
諦
道
諦
を
包
含
b
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
大
乗
で
は

一
法
印
を
説
く
と
言

い
、
こ
れ
を
以

て
略
説
と
な
す

と
言
つ
て
い
る
。
そ
う
し
て

一
切
の
法
は
不
生
不
滅
に
し
て
、

一

相

は
所
謂
無
相
な
り
乏
説
き

、
し
か
も
、
そ
の
無
相

は
涅
槃
寂
滅

で

あ
る
と
云
う
。
そ
し
て
又
こ
の
無
相
は
竜
樹
の
言
う

禰
切
皆
空

を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
法
実
相
を
言
う
と
考

え
ら
れ
る
。
故

に

一
実
相
印

は
凡
て
凌
包
含
し
て
め
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
竜
樹

の
思
想
か
ら
云

へ
ば

一
実
相
印
が
仏
教

の
凡
て
の
も
の

を

一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
般

に
大
乗
仏
教

は
こ
の
思
想
を
受
け
つ
い
で

い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
じ

「
大
智
度
論
」
に
於
て
も
、
原
始
仏
教

、
部
派

仏
教
と
続

い
た

「
諸
行
無
常

・
諸
法
無
我

、
涅
槃
寂
静
」
の
三
法

印
を
説
き
、
そ
れ
を
諸
法
実
相
の
空
思
想
を
持

つ
て
説
い
て
い
る
。

又
大
槃
涅
槃
経
」
に
於
て
も

「
無
常

!
無
我

・
浬
漿

」
の
三
法
印

を
説

い
て
い
る
。

し
か
る
に

「
維
摩
詰
所
説
経
」

(鳩

摩
羅
什
訳
)

に
は

「
無
常

義
苦
義
空
義
無
我
寂
滅
義

」

(大
正

学
四

・、五
四

一
a
)

と
五
法

印
と
も
言
う

べ
き
も
の
を
説

い
て
い
る
。

又

「
無
常

・
苦

・
無
我

・
涅
藥

」
の

四
法
印
は

「
菩
薩

地
持
経
」

「
大
乗
荘
厳
経
論

」
等
に
.四
憂
檀

那
法

ど
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

以
上
法
印
の
種
類
を
色

々
見
て
き
た

わ
け
で
あ
る
が
ガ
も
と
も

と

「
無
常
∵

無
我

・
浬
槃

」
の
三
法
印

が
中
心
と
な

つ
て
仏
教

と
.

非
仏
教
と
を
区
別
す

る
標
準
と
し
た
の
で
あ
る
Q

し
か
る
に
こ
の
諸
行
無
常
と
は
現
象
界

の

一
切
の
も
の
は
変
易

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
二
種
が
あ
る
σ
人

生
の
.生

死
と
自
然
現
象
の
変
化
と
で
あ
る
。
こ
の
中
自
然
現
象
の
変
易

に

於
て
は
科
学
の
発
達
に
伴
な
い
、
益
々
証
明
き
れ
て
い
る
ご
と
く

で
あ
る
。
無
常

に
は
こ
う
し
た
科
学
的

考
察

の
方
面
も
含
ま
れ
て

い
る
と
共

に
念

々
滅

、
即
ち
人
の
心
の
移
り
変
り
、
世
間
の
栄
枯

盛
衰
、
肉
体

の
生

死
な
ど
、
刹
那
刹
那

の
生
滅
変
化
で
あ
り

、
日
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常

生
活
の
時
間
的
存
在
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。
時
間
は

一
面
よ
り

見

れ
ば

、
瞬
間
毎
に
孤
立
し
て
い
て
、
非
連
続
姓
を
持
ち
.
他
面

よ

り
見
れ
ば
、
刹
那
刹
那
に
変
化
し
て
連
続
性
を
有

し
て
拭
る
。

こ
の
時
蘭
と
不
離
な

る
生
死
も
又
入
間
生
活

に
し
て
二
面
あ
り

、

扁
に
は
生

で
あ
り
、
二
に
は
死
で
あ
る
。
生
死
は
瞬
間

に
は
生

で

あ
り
、
瞬
間

に
は
死
で
あ
る
。
こ
の
人
生
終
局
の
死
は
人
生
不
可

避

の
・事
実

で
あ
り

、
我

々
の
最
も
避
け
た

い
と
望
む
強

い
欲
望
で

あ
る
。
こ
こ
に
苦
し
み
が
生

じ
る
の
で
あ
る
。
苦
し
み
は
死
の
苦

し
み
ば
か
り
で
な
く
無
常
の
中
に
住
ん
で

い
れ
ば
お
の
ず
か
ら
無

苦
常
住
を
望
む
心
は
必
然
的

に
か
な
元
ら
れ

よ
う
は
ず

は
な
く
自

然
人
生

の
苦
し
み
は
増
大
し
て
く

る
。
故

に
我

々
の
生
活

は
、す
べ

て
苦
で
あ
る
。

一
切
皆
苦
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
無
常

は
、
ど

の
経
典
を
見

て
も
、
た
だ
無
常
だ
、
無
常
だ

、
.と
言
う
だ

け
で
論
証

し
て
い
る
も
の
は
み
あ
た
ら
な

い
。
こ
れ
は
釈
尊
の
教

え
は
単
な

る
哲
学
で
も
科
学
で
も
な
い
、
生
き
た
宗
教
で
あ
る
。

哲
学
や
科
学
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
冷

い
論
理
の
み
あ
り
.、、
そ
こ

か

ら
は
宗
教
は
生
れ
て
こ
な

い
。
宗
教
は
無
常
を
論
証
す
る
の
で

は
な
く
そ
れ
と
直
接

に
対
決
す
る
所
か
ら
生
れ
て
来

る
。

つ
ま
り

何
も
か
も
忘
れ

て
、
無
常
と

い
う
現
実

の
中
に
飛
び
込
む
の
で
あ

る
、
そ
の
時
生
き

た
事
実
と
し
て
の
無
常
が
動
き
だ
す
の
で
あ
る
。

こ
の
様

に
無
常
の
根
拠
が
論
理
的
に
追

求

さ
れ
な

い
所
に
釈
尊
の

教
え
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
諸
法
無
我

と
は
何
か
、
先
の
無
常

が
有
為
法

に
通
う
じ
て

い
た
σ

に
対
し

、
そ
の
無
我

は
有
為
法

に
も
無
為
法

に
も
通
ず
る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り

、
現
象
界
の
み
な

ら
ず
実
体
界

に
も
通
ず

る

の
で
あ
る
。
我

々
は
普
通

、
精
神
現
象

の
中
に
永
久
的
な
悪
素
と

い
う
も
の
を
認
め
こ
れ
を

「
我
」
と
解

釈
し
て
い
る
が
、
諸
法
無

我
は
こ
の

「
我
」
が

一
切
の
も
の
に
於

い
て
も
無

い
と
言
う
の
で

あ
る
が
、
こ
の
こ

と
ぽ

諸
行
無

常
、

一
切
皆
苦
よ
り
当
然
の
結
果

と
し
て
導
き
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば

涅
槃
寂
静
と
は
何

か
、
無
常
を

あ
る
が
ま
ま
に
知
り
、
苦

・
無
我
を
観
じ
た
所
に
こ

の
浬
槃
の
境
地
が
生
ず
る
の
で
あ
る
..
釈
尊

の
得
た
涅
檠

が

一
切

の
生

き
と
し
生
け
る
者
何
人
何
者
に
と

つ
て
愨

、
何
時
の
日
に
か

必
ず
感
ず
る
老
病

死
憂
悲
苦
痛
等

の
凡

て
の
苦
よ
り

の
解
脱

、
不

自
由
、
束
縛
不
安
よ
り
の
解
放
で
あ
り

、
凡

て
の
煩
悩
の
滅

で
あ

る
。
仏
陀
は
こ
の
涅
槃
を
求

め
る
た
め

に
出
家

さ
れ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
故

に
仏
陀
の
最
初
に
し
て
最

終
目
的
が
こ
の
涅
檠

で
あ
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つ
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

故

に

一
切

の
者
凡
て
に
斯

る
切
望
を
起
し
得

る
機
級
が
、平
等

に
あ

た
え
ら
れ

、
そ
し
て
凡

て
の
人
が
切
望
せ
ば
誰
れ
で
も
仏
陀
と
同

じ

浬
槃
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
け
つ
し
て
理
想
だ
研
の
世

異

で
は
な

い
、
禅
を
行
う
に
し
て
も
.

一
心
に
南
無
町
彌
陀
仏
と

念
仏
を
唱

え
る
に
し
て
も
、
仏
陀
に
従
え
ば
浬
槃
を
得

る
こ
と
が

出
勲

る
の
で
あ
る
。
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