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一
　
は
じ
め
に

　
　
　
「
空
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
書
物
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
慈
悲
に
つ
い
て
は
一
冊
の
書
物
も
書
か
れ
て
い
な
い
」
と
云
わ
れ
る
。
こ
の

　
　
卒
直
な
感
想
は
、
実
は
、
仏
教
思
想
史
の
研
究
に
あ
た
っ
て
、
空
の
思
想
を
論
理
的
に
導
出
す
る
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
困
難
で
は
な
い

　
　
が
、
慈
悲
の
概
念
の
思
想
史
的
発
展
を
論
理
の
問
題
と
し
て
解
明
す
る
こ
と
は
は
な
は
だ
困
雑
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
　
　
な
る
ほ
ど
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
（
釈
尊
）
の
生
涯
に
お
い
て
彼
の
利
他
と
慈
悲
の
精
神
の
事
蹟
を
言
い
出
す
こ
と
は
決
し
て
困
難
で
は

　
　
な
い
。
彼
が
幼
少
の
折
に
、
百
姓
の
耕
す
鍬
や
鋤
に
よ
っ
て
虫
が
殺
さ
れ
る
の
を
見
て
、
退
い
て
沈
思
し
た
と
い
う
物
語
、
成
道
の
際
に

　
　
み
ず
か
ら
の
自
覚
の
深
遠
さ
は
と
う
て
い
世
人
の
理
解
し
得
る
所
で
は
な
い
と
し
て
そ
の
ま
ま
坐
り
続
け
て
い
た
ブ
ッ
ダ
が
、
三
度
に
及

　
　
ぶ
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
の
勧
奨
に
よ
っ
て
、
「
耳
あ
る
老
に
不
死
の
門
は
開
か
れ
た
」
と
云
っ
て
起
ち
上
り
、
布
教
を
決
意
し
た
と
い
う
物
語
、

　
　
さ
ら
に
は
そ
の
伝
道
初
期
、
六
十
人
の
阿
羅
漢
の
弟
子
を
得
た
ブ
ッ
ダ
が
、
「
比
丘
た
ち
よ
、
遍
歴
せ
よ
、
多
く
の
人
々
の
利
益
の
た
め
、

　
　
多
く
の
人
々
の
安
楽
の
た
め
、
世
間
に
対
す
る
哀
れ
み
の
た
め
に
、
神
々
と
人
間
の
福
祉
・
利
益
・
安
楽
の
た
め
に
。
一
つ
の
道
に
よ
っ

　
　
て
二
人
し
て
行
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
比
丘
た
ち
よ
、
初
め
善
く
、
中
間
も
善
く
、
終
り
も
善
く
、
意
味
と
文
句
を
完
全
に
そ
な
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二

え
た
法
を
説
け
し
と
諭
し
て
彼
ら
を
布
教
の
旅
に
派
遣
し
た
物
語
な
ど
な
ど
、
ブ
ッ
ダ
の
慈
悲
の
精
神
を
そ
の
伝
記
の
中
に
早
い
出
す
こ

と
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
よ
う
な
ブ
ッ
ダ
の
慈
悲
を
、
一
つ
の
教
義
、
　
一
つ
の
理
論
と
し
て
、
五
蔽
説
・
四
諦
説
・
縁
起
説
な
ど
の
彼
の
主
要
な
教

義
と
必
然
的
に
結
び
つ
け
、
論
理
的
に
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
自
我
の
無
存
在
を
説
く
五
緬
説
の
中
に

は
広
義
の
「
空
」
の
思
想
が
見
い
だ
さ
れ
、
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
「
慈
悲
」
の
理
論
に
及
ぶ
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
て

も
、
『
般
若
経
』
の
思
想
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
首
尾
【
平
し
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
無
上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
の
心
を
起
こ
す
」
（
発
菩
提
心
）
と
い
う
言
葉
が
、
初
期
仏
典
の
中
で
用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
、
そ
れ

は
「
あ
ら
ゆ
る
有
清
を
救
う
た
め
」
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
は
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
「
発
菩

提
心
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
、
必
ず
、
有
情
救
済
の
慈
悲
心
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の

こ
と
は
仏
教
に
お
け
る
慈
悲
の
理
論
の
端
緒
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
わ
た
く
し
は
「
菩
薩
」
す
な
わ
ち
「
菩
提
心
を
も
つ

者
」
と
い
う
言
葉
の
分
析
か
ら
慈
悲
の
問
題
に
立
ち
入
っ
て
行
こ
う
と
思
う
。

　
「
菩
薩
」
（
℃
・
　
ぴ
。
餌
げ
一
1
ω
p
梓
梓
p
W
　
ω
評
f
　
　
σ
o
臨
ゲ
7
ω
p
梓
θ
く
螢
）
と
い
う
語
の
起
源
が
、
仏
界
文
学
に
お
け
る
一
あ
る
い
は
、
仏
伝
文
学
を
成
立

せ
し
め
た
一
「
燃
灯
仏
授
記
」
物
語
に
あ
る
こ
と
は
今
日
で
は
ほ
ぼ
定
説
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
遠

い
過
去
世
に
お
い
て
メ
ー
ガ
（
竃
。
⑳
冨
辱
た
だ
し
パ
ー
リ
系
統
の
仏
伝
で
は
ω
瓢
馨
象
♪
『
デ
ィ
ヴ
ャ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
』
な
ど
で
は

ω
蘇
敦
盛
と
な
っ
て
い
る
）
と
い
う
青
年
で
あ
っ
た
が
、
燃
灯
仏
（
O
§
ぢ
冨
母
）
を
見
て
菩
提
心
を
起
こ
し
、
五
茎
の
花
を
燃
灯
仏
に
献

じ
、
髪
を
地
に
布
い
て
そ
の
上
を
仏
陀
に
歩
ま
せ
、
自
ら
も
か
な
ら
ず
ブ
ッ
ダ
に
な
ろ
う
と
の
誓
願
を
起
こ
し
た
、
こ
れ
に
対
し
て
燃
四

仏
が
、
汝
は
未
来
に
お
い
て
シ
ャ
ー
キ
ヤ
・
ム
ニ
と
い
う
ブ
ッ
ダ
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
の
予
言
を
授
け
た
。
こ
れ
が
こ
の
物
語
の
骨
子
で

あ
る
。

　
こ
の
物
語
が
菩
薩
と
い
う
語
の
起
源
を
な
す
も
の
と
見
な
さ
れ
る
理
由
は
、
未
来
作
仏
の
予
言
を
受
け
た
メ
イ
ガ
は
「
さ
と
り
（
げ
。
伍
ご
）



　
　
を
求
め
、
そ
れ
を
得
る
こ
と
に
決
定
し
た
有
情
（
い
舞
爵
）
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
な
お
そ
の
よ
う
な
予
言
を
得
て
い
な
い
修
行
者
と
区

　
　
別
す
る
た
め
に
菩
薩
と
い
う
語
が
発
生
し
た
、
と
い
う
過
程
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
さ
と
り
を
得
る
こ
と
に

　
　
決
定
し
た
有
情
」
と
い
う
、
も
っ
と
も
一
般
的
な
菩
薩
の
語
義
に
符
合
し
た
物
語
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
菩
薩
」
と
い
う
語
は
前

　
　
二
世
紀
、
い
い
か
え
れ
ば
前
百
年
こ
ろ
ま
で
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
い
っ
た
ん
こ
の
「
菩
薩
」
と
い
う
語
が
成
立
す
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
以
前
か
ら
口
承
の
伝
統
と
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
経
典
や
「
ジ
ャ

　
　
ー
タ
カ
」
（
前
生
話
）
の
中
に
挿
入
さ
れ
て
、
成
道
以
前
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
、
さ
ら
に
前
生
に
お
い
て
修
行
中
で
あ
っ
た
ゴ
ー
タ
マ
・

　
　
ブ
ッ
ダ
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
i
パ
ー
リ
聖
典
が
初
め
て
文
字
に
記
さ
れ
た
の
は
西
暦
紀
元
の
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
は
ほ
ん
ら
い
古
代
イ
ン
ド
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
世
間
の
説
話
・
動
物
寓
話
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
前
二
世
紀
、

　
　
一
「
菩
薩
」
と
い
う
語
の
成
立
に
や
や
先
立
つ
こ
ろ
か
ら
、
比
丘
た
ち
の
説
法
を
よ
り
魅
力
的
に
す
る
た
め
に
、
教
団
に
、
そ
し
て
や

　
　
が
て
は
聖
典
の
一
部
と
し
て
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
乗
教
団
の
比
丘
た
ち
は
、
戒
律
に
よ
っ
て
、
世
俗
の
説
話
を
聞
い
た
り
話

　
　
し
た
り
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
世
間
の
説
話
や
動
物
寓
話
を
説
法
に
利
用
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
主
人
公
を
ゴ
ー
タ
マ
・

　
　
ブ
ッ
ダ
の
前
身
と
し
、
物
語
を
ブ
ッ
ダ
の
前
生
話
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
前
生
の
ブ
ッ
ダ
を
「
菩
薩
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

　
　
た
。
ま
た
ブ
ッ
ダ
の
伝
記
そ
の
他
、
経
典
中
に
あ
ら
わ
れ
る
成
道
以
前
の
ブ
ッ
ダ
を
も
「
菩
薩
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
　
　
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
と
い
わ
れ
る
多
数
の
物
語
に
あ
ら
わ
れ
る
多
種
類
の
人
間
や
動
物
の
主
人
公
の
、
慈
悲
と
犠
牲
的
精
神
が
、
の
ち
の

　
　
大
乗
仏
教
に
お
け
る
菩
薩
の
概
念
や
修
行
方
法
の
発
達
に
寄
与
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
原
始
仏
教

　
　
以
来
、
比
丘
・
比
丘
尼
の
修
習
の
規
範
で
あ
っ
た
戒
・
定
・
慧
の
坐
浴
が
、
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
智
慧
と
い
う
六
波
羅

　
　
蜜
に
発
展
す
る
過
程
に
お
い
て
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
六
波
羅
蜜
は
、
大
乗
仏
教

　
　
最
初
の
経
典
で
あ
る
『
八
千
頒
般
若
経
』
以
前
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
、
大
乗
以
前
、
あ
る
い
は
、
静
谷
正
雄
氏
の
表
現
を
借
り
る
な
ら

　
　
ば
、
「
原
始
大
乗
」
的
な
思
想
と
い
え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
寄
与
を
認
め
る
と
し
て
も
、
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
の
聖
典
へ
の
編
入
は

螂2　
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と
慈
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い
わ
ぽ
偶
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
思
想
的
な
必
然
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

　
大
乗
仏
教
に
お
け
る
慈
悲
の
思
想
の
発
展
を
探
る
た
め
に
、
「
菩
薩
」
と
い
う
語
の
第
二
、
第
三
の
意
味
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

若
経
』
を
中
心
に
し
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　
菩
薩
に
つ
い
て

贈

主
と
し
て
『
八
千
順
般

　
大
乗
仏
教
が
、
僧
院
の
中
で
集
団
生
活
を
し
て
い
た
比
丘
・
比
丘
尼
の
教
団
か
ら
で
は
な
く
、
仏
塔
を
中
心
に
集
ま
っ
た
在
家
信
者
の

衆
団
か
ら
起
源
し
た
こ
と
は
、
今
日
で
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
在
家
信
者
た
ち
は
「
良
家
の
男
子
」
（
善
男
子
）
「
良
家
の

女
子
」
（
善
女
人
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
の
う
ち
、
六
波
羅
蜜
の
修
行
を
行
な
い
、
般
若
波
羅
蜜
を
実
践
す
る
人
た
ち
は
「
菩
薩
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
や
が
て
、
大
乗
教
団
の
指
導
者
層
で
あ
っ
た
そ
の
よ
う
な
菩
薩
た
ち
の
中
に
は
出
家
者
も
含
ま
れ
る

よ
う
に
な
る
。

　
「
菩
薩
」
と
い
う
言
葉
に
は
語
質
的
に
は
七
種
ほ
ど
の
意
味
が
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
思
想
史
的
に
重
要
な
語
義
は
三
つ
あ
る
、
と
わ

た
く
し
は
考
え
て
い
る
。
第
一
の
語
義
は
前
節
で
解
説
し
た
「
さ
と
り
を
得
る
こ
と
に
決
定
し
た
有
情
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
『
八

千
頒
般
若
経
』
の
段
階
で
は
、
第
二
、
第
三
の
意
味
が
こ
．
の
語
に
与
え
ら
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
大
乗
仏
教
の
空
と
慈
悲
の
思
想
の
発
展

に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
ま
ず
「
菩
薩
」
の
パ
ー
リ
・
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
語
形
げ
。
爵
冨
舞
p
の
後
覚
ω
畏
⇔
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ω
畏
苺
（
有
情
）
だ
け

で
な
く
、
ω
無
難
に
も
対
応
し
得
る
。
こ
の
語
は
「
執
着
し
た
」
「
献
身
的
な
」
を
意
味
す
る
か
ら
、
σ
。
象
一
ω
鋳
霞
が
「
菩
薩
」
の
語
源
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
菩
薩
と
は
「
（
仏
陀
の
）
さ
と
り
に
執
着
し
、
献
身
す
る
も
の
」
を
意
味
す
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
「
菩
薩
」
の
第

二
の
語
義
が
大
乗
仏
教
の
思
想
史
に
裏
付
け
ら
れ
、
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
さ
と
り
に
執
着
し
た
も
の
」
と
い
う
意
味
の
「
菩
薩
」
は
小
乗
仏
教
の
出
家
者
が
、
よ
う
や
く
勢
力
を
得
つ
つ
あ
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つ
た
原
始
大
乗
教
徒
に
対
す
る
疑
称
と
し
て
用
い
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
小
乗
教
徒
は
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
を
教
団
に
受
要
し
た
こ
ろ
に

は
、
自
分
た
ち
と
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
の
素
質
に
お
け
る
大
き
な
乾
た
り
を
感
じ
て
い
た
。
ゴ
ー
タ
マ
が
そ
の
数
え
き
れ
な
い
前
生
に

お
い
て
、
生
き
か
わ
り
死
に
代
わ
り
し
て
、
英
雄
的
な
犠
牲
的
精
神
に
み
ち
た
修
行
を
し
、
最
後
の
生
で
人
閥
と
し
て
生
ま
れ
て
、
つ
い

に
ブ
ッ
ダ
と
な
っ
た
の
に
比
し
て
、
小
乗
の
比
丘
た
ち
は
こ
の
た
び
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
か
ら
、
は
じ
め
て
仏
教
を
聞
ぎ
、
修
行
を
始

め
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
は
ゴ
ー
タ
マ
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
一
生
で
ブ
ッ
ダ
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ

た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
本
来
は
「
ブ
ッ
ダ
」
の
異
名
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
阿
羅
漢
」
と
い
う
語
を
格
下
げ
し
て
、
自
分
た
ち
が
こ
の
世
あ

る
い
は
近
い
未
来
の
生
に
お
い
て
達
成
で
き
る
最
高
の
聖
者
の
名
と
し
た
。
そ
の
阿
羅
漢
は
煩
悩
を
断
じ
て
は
い
る
が
、
ブ
ッ
ダ
の
よ
う

に
全
知
性
（
一
切
智
）
を
も
つ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
新
興
の
大
乗
教
徒
た
ち
は
、
在
家
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ゴ
ー
タ

マ
と
同
じ
「
仏
陀
」
に
成
っ
て
全
知
者
と
な
り
、
「
無
上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
」
を
得
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
掲
げ
た
。
そ
こ
で
小
乗

教
徒
は
大
乗
教
徒
た
ち
を
「
無
上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
に
執
着
し
た
や
か
ら
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
西
紀
前
の
仏
教
徒
が
用
い
て
い

た
パ
ー
リ
語
を
含
む
プ
ラ
！
ク
リ
ッ
ト
語
（
俗
語
）
で
は
、
ω
葺
9
。
は
「
有
情
」
と
「
執
着
し
た
老
」
の
二
つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
か

ら
、
後
者
の
意
味
を
大
乗
教
徒
に
あ
て
は
め
て
、
「
さ
と
り
に
執
着
し
た
も
の
」
と
し
て
の
「
菩
薩
」
の
語
を
当
て
て
大
乗
教
徒
を
あ
ざ

笑
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
大
乗
教
徒
は
そ
の
疑
称
で
あ
る
「
菩
薩
」
の
語
の
意
味
を
転
化
し
て
、
自
ら
の
旗
幟
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
『
八

千
頒
般
若
経
』
の
第
一
章
（
こ
の
部
分
は
『
般
若
経
』
の
他
の
す
べ
て
の
章
よ
り
早
く
成
立
し
て
い
る
）
に
は
、
真
理
を
求
め
て
遍
歴
し

た
シ
ュ
レ
：
ニ
カ
の
物
語
が
出
て
い
る
。
シ
ュ
レ
ー
ニ
カ
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
・
思
想
を
学
ん
で
遍
歴
す
る
の
で
あ
る
が
、
『
般
若
経
』
の

説
く
「
無
執
着
」
（
甲
器
節
p
・
邑
の
教
義
を
聞
い
て
そ
れ
に
傾
倒
し
、
信
を
も
っ
て
仏
道
に
従
う
者
（
随
信
行
）
と
な
っ
て
、
　
一
切
智
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
分
に
悟
入
し
た
と
い
う
。

　
シ
ュ
レ
ー
血
道
の
聞
い
た
『
般
若
経
』
の
教
え
と
は
、
存
在
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
（
五
蔽
）
を
取
得
せ
ず
、
認
識
せ
ず
、
全
知

　
　
　
　
空
と
慈
悲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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曝

者
性
に
も
執
わ
れ
ず
、
「
心
で
な
い
心
」
を
も
て
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
『
般
若
経
』
は
、
解
脱
へ
の
三
つ
の
入
口
（
三
解
脱
門
）
と

し
て
、
「
空
・
無
相
・
無
願
」
の
三
三
昧
を
説
く
。
空
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
本
質
や
実
体
を
も
た
な
い
こ
と
で
あ
り
、
無
根
と
は
固

定
的
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
い
か
な
る
も
の
も
な
い
こ
と
、
無
願
と
は
、
し
た
が
っ
て
い
か
な
る
も
の
に
も
、
仏
陀
の
一
切
智

に
さ
え
も
、
執
着
し
な
い
こ
と
で
あ
る
（
無
毒
の
願
と
は
欲
望
の
こ
と
）
。
要
す
る
に
無
実
体
性
の
真
理
を
存
在
論
的
・
認
識
論
的
・
心

理
学
的
に
表
現
し
た
も
の
が
「
空
・
無
相
・
無
願
」
の
瞑
想
で
あ
っ
た
。

　
一
切
智
を
、
無
上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
も
空
の
真
理
で
あ
り
、
執
着
さ
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
「
さ
と
り
へ
の
執
着
」
と

は
無
執
着
の
真
理
へ
の
献
身
の
意
味
と
な
り
、
菩
薩
と
は
空
の
真
理
の
追
求
者
の
こ
と
に
な
る
。

　
「
菩
薩
」
の
語
義
で
こ
の
論
文
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
最
後
に
重
要
な
も
の
は
、
こ
の
複
合
語
の
後
妻
。
。
紙
誌
ω
鋒
毒
を
「
志
願
」

（
帥
σ
ぼ
胃
鋤
鴇
）
、
「
心
」
（
。
葺
9
。
）
の
意
味
に
と
る
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
明
文
と
し
て
は
『
八
千
頒
般
若
経
』
の
註
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
あ
る
ハ
リ
バ
ド
ラ
の
『
現
観
荘
厳
光
明
』
に
あ
ら
わ
れ
る
。
「
菩
薩
と
は
、
無
執
着
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
さ
と
り
と
い
う
自
利
の
完
成

に
そ
の
志
願
が
向
け
ら
れ
て
い
る
春
で
あ
る
。
声
聞
（
小
乗
の
出
家
）
た
ち
に
も
そ
れ
は
あ
る
で
あ
ろ
う
、
と
の
反
論
に
対
し
て
、
「
大

士
」
（
ヨ
鋤
ゴ
鋤
脾
置
け
け
く
価
）
と
い
う
〔
語
を
併
せ
用
い
る
〕
。
大
士
と
は
偉
大
な
る
利
他
の
完
成
に
そ
の
志
願
の
向
け
ら
れ
て
い
る
者
が
大
士
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
偉
大
な
志
願
は
す
ぐ
れ
た
異
教
徒
の
よ
う
な
他
の
人
々
に
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
反
論
に
対
し
て
、
〔
そ
れ
が
仏
教

徒
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
〕
菩
薩
と
い
う
の
で
あ
る
L
。

　
ハ
リ
バ
ド
ラ
は
こ
こ
で
『
般
若
経
』
の
多
用
す
る
「
菩
薩
大
士
」
と
い
う
言
葉
に
注
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
そ
れ
を
「
無

執
着
と
い
う
自
利
の
完
成
と
偉
大
な
る
利
他
の
完
成
を
志
願
す
る
大
乗
の
仏
教
老
」
と
解
釈
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ハ
リ
バ
ド
ラ
は
八

○
○
年
前
後
の
人
で
あ
る
が
、
四
棋
聖
の
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
（
鳩
摩
羅
什
。
三
五
〇
i
四
〇
九
）
が
す
で
に
ω
舞
奏
に
附
し
て
「
大
心
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

「
聖
心
」
の
訳
語
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
ハ
リ
バ
ド
ラ
の
解
釈
に
類
す
る
も
の
は
年
代
的
に
は
る
か
に
遠
く
遡
る
で
あ
ろ

う
。
「
右
心
」
と
い
う
解
釈
は
婁
ξ
の
と
関
連
す
る
ヴ
ェ
：
ダ
語
‘
・
碧
く
§
（
勇
者
、
戦
士
）
の
意
を
鳩
摩
羅
什
が
連
想
し
て
い
た
か
ら
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で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
菩
薩
を
偉
大
な
戦
士
に
喩
え
る
こ
と
は
、
『
般
若
経
』
に
し
ぼ
し
ぼ
用
い
ら
れ
る
、
菩
薩
が
「
大
悲
・
弘
誓

（
菩
薩
の
衆
生
済
度
の
誓
願
）
の
鎧
を
着
る
」
と
い
う
表
現
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
「
菩
薩
」
の
語
の
第
三
の
解
釈
に
お
い
て
、
仏
陀
の
「
無
上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
」
と
は
空
・
無
執
着
の
知
恵
と
い
う
自
利
と
、

あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
浬
樂
せ
し
め
よ
う
と
い
う
利
他
の
慈
悲
と
を
あ
わ
せ
も
つ
も
の
で
あ
り
、
菩
薩
と
は
そ
れ
を
追
求
す
る
大
乗
仏
教
老
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
『
般
若
経
』
に
は
す
で
に
「
不
住
浬
繋
」
（
巷
§
海
ゲ
ぎ
凱
遷
倒
審
）
の
概
念
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
菩
薩
は
最
高
の
位
に
至
っ
て
も
、
衆
生
の
最
後
の
一
人
ま
で
を
も
悟
ら
し
め
な
い
う
ち
は
、
絶
対
の
安
ら
ぎ
で
あ
る
平
滝
に
入

ら
な
い
で
こ
の
世
に
止
ま
る
、
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
ま
た
、
菩
薩
が
慈
悲
の
故
に
、
故
意
に
、
自
ら
の
意
志
を
も
っ
て
進
ん
で
苦
悩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

存
在
に
生
を
受
け
る
「
故
意
受
生
」
（
屋
な
。
ぎ
ξ
。
。
－
げ
訂
く
。
冨
冨
叶
け
一
）
の
概
念
、
さ
ら
に
『
大
無
量
寿
経
』
の
第
二
十
二
願
に
示
さ
れ
る
、
　
一

度
浄
土
に
生
ま
れ
た
菩
薩
が
そ
こ
で
成
仏
せ
ず
に
、
ふ
た
た
び
こ
の
生
死
の
世
界
に
還
っ
て
衆
生
教
化
に
従
い
、
普
賢
の
徳
を
修
す
る

「
還
相
の
菩
薩
」
も
同
じ
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
五
節
に
再
論
す
る
）
。

　
ほ
ん
ら
い
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
わ
れ
わ
れ
の
身
心
お
よ
び
環
境
が
物
質
的
存
在
・
感
覚
・
表
象
・
意
欲
・
思
惟
の
五
蔽
か
ら
の
み

成
る
、
と
い
う
五
薩
説
を
説
い
た
の
は
、
ア
ー
ト
マ
ソ
（
自
我
）
と
い
う
恒
常
・
不
変
な
実
体
の
存
在
を
否
定
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
小

乗
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
は
こ
の
五
纏
説
を
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
含
ま
な
い
多
量
の
み
は
実
在
す
る
、
と
考
え
、
十
二
処
・
十
八
界
・
五
位
七

十
五
法
な
ど
の
存
在
の
諸
範
疇
を
展
開
さ
せ
て
、
実
在
要
素
を
精
密
に
考
察
し
、
実
在
論
を
主
張
し
た
。
そ
の
実
在
要
素
の
な
か
に
ア
ー

ト
マ
ソ
は
存
在
せ
ず
、
ブ
ッ
ダ
の
無
我
説
は
継
承
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
以
外
の
七
十
五
法
の
実
在
の
主
張
が
ブ
ッ
ダ
の
五
蔽
説
の
真

意
に
か
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
『
般
若
経
』
は
ア
ー
ト
マ
ン
は
も
と
よ
り
、
ア
ピ
ダ
ル
マ
哲
学
の
数
え
挙
げ
た
威
霊
・
十

二
処
・
十
八
界
・
五
位
七
十
五
法
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
実
体
を
も
た
な
い
こ
と
、
空
な
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
術
語
的
に
表
現
す
れ

ぽ
、
小
乗
が
人
無
我
を
の
み
説
い
た
の
に
、
『
般
若
経
』
は
人
無
我
・
法
無
我
の
両
者
を
説
い
た
。

　
ブ
ッ
ダ
の
黒
影
説
自
体
が
、
自
我
が
実
在
し
な
い
以
上
、
自
己
と
他
人
と
の
差
別
は
存
在
し
な
い
、
し
た
が
っ
て
他
人
の
幸
・
不
幸
は

　
　
　
　
空
と
慈
悲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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自
己
の
幸
・
不
幸
と
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
慈
悲
の
原
理
を
そ
こ
に
含
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
慈
悲
の
原
理
を
蔽
う
て
し
ま
っ
た

の
は
小
乗
仏
教
の
実
在
す
る
諸
法
に
対
す
る
固
執
で
あ
っ
た
。
『
般
若
経
』
が
諸
法
皆
空
と
無
執
着
を
さ
と
り
の
内
容
と
し
た
と
き
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

慈
悲
の
原
理
は
ふ
た
た
び
恢
復
さ
れ
た
、
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
三
　
法
身
と
色
身

　
『
般
若
経
』
は
大
乗
の
菩
薩
大
士
の
慈
悲
を
説
く
の
に
余
念
が
な
い
が
、
仏
陀
の
慈
悲
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
仏
陀
の
「
無
上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
」
は
菩
薩
の
追
求
す
る
「
般
若
波
羅
蜜
」
（
完
全
な
る
知
恵
）
と
同
一
で
あ
り
、
空
性
の

知
恵
も
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
菩
薩
の
慈
悲
と
利
他
の
行
は
仏
陀
の
一
切
智
に
依
止
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
仏
陀

や
菩
薩
の
知
恵
の
内
容
で
あ
る
「
空
性
」
の
真
理
は
、
人
格
を
も
た
な
い
、
絶
対
の
真
理
と
し
て
、
寂
然
と
し
て
不
動
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
よ
う
に
概
念
と
活
動
を
超
越
し
た
真
理
が
い
か
に
し
て
衆
生
教
化
の
行
為
を
な
し
う
る
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
初
期
の
『
般
若

経
』
は
、
こ
の
空
性
の
真
理
と
そ
れ
を
知
恵
と
し
て
も
つ
仏
・
菩
薩
と
い
う
人
格
と
を
石
窟
と
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
し

て
、
空
性
の
真
理
そ
の
も
の
を
仏
陀
の
愚
身
、
す
な
わ
ち
「
法
身
」
と
し
て
、
仏
・
菩
薩
の
生
身
と
区
別
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
空
と
慈

悲
と
の
断
絶
が
新
た
な
闇
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
。

　
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
入
滅
し
た
と
き
に
二
つ
の
も
の
が
残
さ
れ
た
。
一
つ
は
彼
が
こ
の
世
で
人
々
に
与
え
た
教
法
で
あ
り
、
他
は
ス

ト
ゥ
ー
パ
に
蔵
さ
れ
た
彼
の
遺
骨
で
あ
る
。
小
乗
仏
教
徒
は
ゴ
ー
タ
マ
の
残
し
た
教
説
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
を
記
録
し
た
経
典
を

「
法
身
」
（
爵
賃
日
窄
冨
巻
）
と
呼
び
、
生
存
中
の
ブ
ッ
ダ
を
「
色
身
」
（
旨
窓
・
密
旨
）
と
呼
ん
だ
。
色
身
と
は
物
質
的
な
身
体
を
も
っ
た

ブ
ッ
ダ
の
生
身
の
意
で
あ
る
。

　
現
存
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
『
八
千
頒
般
若
経
』
は
か
な
り
後
代
の
此
期
を
経
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
『
般
若
経
』
の

最
古
形
を
探
る
た
め
に
は
『
八
千
頒
般
若
経
』
の
原
形
を
示
す
古
い
漢
訳
三
本
、
す
な
わ
ち
、
『
道
行
般
若
経
』
『
大
明
聖
経
』
『
懸
詞
般
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（
7
）

若
石
経
』
に
拠
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
「
法
性
」
（
山
ぴ
餌
同
コ
P
餌
沖
鋤
）
と
い
う
語
は
あ
る
が
、
「
法
身
」
と
い
う
語
は
見
い
出
さ
れ
な
い
。

し
か
し
こ
の
段
階
で
も
『
般
若
経
』
は
、
『
法
華
経
』
な
ど
が
勧
め
た
ス
ト
ゥ
ー
パ
崇
拝
よ
り
も
、
多
く
の
仏
陀
を
産
み
出
す
「
仏
母
」

で
あ
る
「
般
若
婆
羅
蜜
」
（
鷺
ε
審
走
出
ヨ
富
．
完
全
な
る
知
恵
）
と
そ
れ
を
経
典
と
し
て
書
写
す
る
こ
と
を
人
々
に
す
す
め
た
。
こ
こ
で

も
般
若
波
羅
蜜
と
そ
の
経
典
と
い
う
「
諸
仏
の
母
」
と
、
そ
の
所
産
で
あ
り
具
象
化
で
あ
る
身
体
を
有
す
る
仏
陀
と
を
区
捌
し
て
い

た
。　

「
法
身
」
と
い
う
語
が
「
色
身
」
と
射
を
な
し
て
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
ク
マ
！
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
の
漢
訳
に
な
る
『
小
品
般
若
経
』

に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
竜
樹
。
二
〇
〇
1
三
〇
〇
こ
ろ
）
は
法
身
・
色
身
の
二
身
説
を
知
っ
て
い
た
し
、
彼
は

も
と
よ
り
『
八
千
煩
般
若
経
』
を
も
熟
知
し
て
い
た
か
ら
、
仏
陀
に
つ
い
て
こ
の
二
身
説
が
形
成
さ
れ
た
の
は
遅
く
と
も
二
世
紀
の
こ
と

　
　
（
8
）

で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
法
身
と
は
法
性
（
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
真
理
）
で
あ
り
、
空
性
で
あ
り
、
般
若
波
羅
蜜
の
対
象
で
あ
る
。
他
方
、

色
身
と
は
、
歴
史
的
な
仏
陀
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
よ
う
に
、
具
象
化
し
た
身
体
を
も
っ
た
仏
身
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
仏
身

が
明
確
に
法
身
と
色
身
に
分
け
ら
れ
、
し
か
も
法
身
が
、
色
身
の
出
世
・
不
出
世
に
か
か
わ
ら
な
い
で
、
永
遠
に
、
寂
然
と
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
概
念
（
く
田
圃
o
p
分
別
）
を
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
超
越
し
た
真
理
で
あ
る
、
と
規
定
さ
れ
た
と
き
に
は
、
概
念
と
言
葉

と
活
動
な
し
に
は
行
な
え
な
い
衆
生
教
化
、
つ
ま
り
慈
悲
は
法
身
に
帰
せ
ら
れ
な
く
な
る
。

　
中
観
思
想
家
の
好
ん
で
引
用
す
る
『
如
来
秘
密
経
』
（
↓
出
島
σ
q
・
9
σ
q
島
旨
・
ω
口
耳
山
●
『
秘
密
集
会
』
に
含
ま
れ
る
）
の
一
節
は
云
う
。

　
　
シ
ャ
ー
ン
タ
マ
テ
ィ
よ
、
如
来
が
無
上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
を
覚
っ
た
そ
の
夜
と
、
〔
生
存
に
〕
執
着
せ
ず
に
般
浬
繋
（
入
滅
）

　
　
す
る
そ
の
夜
と
、
そ
の
中
問
に
お
い
て
如
来
に
よ
っ
て
は
一
語
も
発
せ
ら
れ
ず
、
語
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
語
ら
ず
、
語
ら
な
い
で

　
　
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
傾
向
、
多
様
な
種
類
の
志
願
に
応
じ
て
、
種
々
な
如
来
の
言
葉
が
流
れ

　
　
出
て
く
る
の
を
聞
く
。
彼
ら
の
【
人
一
人
に
「
こ
の
世
尊
は
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
こ
の
教
え
を
説
い
て
お
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
如

　
　
来
の
説
法
を
聞
い
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
考
え
が
浮
か
ぶ
。
そ
の
と
き
如
来
は
思
惟
せ
ず
、
区
別
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
シ
ャ
ー

　
　
　
　
空
と
慈
悲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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一
〇

　
　
ン
タ
マ
テ
ィ
よ
、
如
来
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
概
念
の
網
の
印
象
（
薫
習
）
よ
り
生
ず
る
多
様
な
言
葉
を
離
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
（
9
）

　
　
云
々
。

　
ま
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
七
世
紀
）
の
引
用
す
る
あ
る
経
の
一
悪
は
云
う
（
『
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
ー
』
第
十
八
章
）
。

　
　
あ
た
か
も
魔
法
の
楽
器
が
風
に
揺
ら
れ
て
奏
で
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
い
か
な
る
奏
者
も
い
な
い
の
に
、
音
が
流
れ
出
る
よ
う
に
。

　
　
仏
陀
の
言
葉
は
、
本
来
清
浄
な
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
志
願
に
動
か
さ
れ
て
流
れ
出
る
が
、
か
れ
〔
仏
陀
〕
に
は
い
か
な
る

　
　
思
惟
も
な
い
。

　
　
こ
だ
ま
の
声
は
内
に
も
外
に
も
あ
り
は
し
な
い
。
人
中
の
主
（
仏
陀
）
の
言
葉
も
そ
の
よ
う
に
、
内
に
も
外
に
も
あ
り
は
し
な
い
。

　
大
乗
経
典
は
、
法
性
か
ら
流
れ
出
る
自
然
の
教
化
、
と
い
う
形
で
、
法
身
の
説
法
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
寂
然
不
動
で
、

概
念
も
言
葉
も
も
た
な
い
法
身
が
ど
う
し
て
人
々
を
教
化
で
き
る
の
か
。
少
な
く
と
も
、
そ
こ
に
は
仏
陀
の
慈
悲
の
観
念
を
見
出
だ
す
こ

と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
は
異
教
徒
や
小
乗
教
徒
か
ら
し
ば
し
ば
提
出
さ
れ
た
。
と
く
に
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
『
至

論
』
二
五
・
二
四
に
お
い
て
、

　
　
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
寂
滅
し
、
多
様
な
言
葉
（
刀
H
帥
℃
儲
口
O
國
）
も
寂
減
し
て
、
平
安
で
あ
る
。
仏
陀
は
い
か
な
る
処
で
も
、
い
か
な
る
も

　
　
の
に
対
し
て
も
、
い
か
な
る
教
え
を
も
説
か
れ
な
か
っ
た
。

と
云
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
偶
や
同
じ
『
中
朝
』
第
二
十
二
章
は
如
来
の
空
性
を
強
調
し
て
い
て
、
上
記
の
よ
う
な
他
者
の
批
判
を
招

き
や
す
か
っ
た
。

　
。
ハ
ヴ
ィ
ヤ
（
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
…
カ
、
清
弁
。
五
〇
〇
一
五
七
〇
こ
ろ
）
の
『
般
若
灯
論
』
の
・
甲
で
は
、
　
異
曾
教
徒
が
、
　
最
古
同
の
真
実
（
勝
…

義
）
の
立
場
か
ら
は
、
思
惟
を
も
た
な
い
仏
陀
に
大
乗
の
教
説
も
、
慈
悲
も
な
い
。
慈
悲
の
対
象
で
あ
る
有
情
も
空
で
あ
り
、
存
在
し
な

い
の
だ
か
ら
、
仏
陀
も
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
の
反
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
反
論
に
対
し
て
バ
ヴ
ィ
ヤ
は
、
勝
義

と
し
て
、
仏
陀
も
有
情
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
認
め
た
の
ち
に
、



　
　
　
　
如
来
身
は
思
惟
の
な
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
利
益
を
与
え
ん
と
し
て
堪
え
忍
び
、
他
者
の
た
め
に
利
益
と
幸

　
　
　
　
福
を
成
就
し
よ
う
す
る
最
勝
心
に
よ
る
廻
向
と
本
願
力
と
に
も
と
づ
い
て
そ
の
〔
如
来
身
〕
か
ら
化
身
が
あ
ら
ゆ
る
形
で
現
わ
れ
る
。

　
　
　
　
そ
れ
に
依
拠
し
て
音
節
と
語
と
文
に
順
応
し
た
形
で
、
も
の
（
法
）
と
人
と
に
自
我
（
ア
ー
ト
マ
ソ
、
実
体
）
は
な
い
と
い
う
、
あ

　
　
　
　
ら
ゆ
る
異
教
徒
・
声
聞
・
独
覚
と
に
共
通
し
な
い
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
言
葉
が
、
〔
穴
〕
波
羅
蜜
な
ど
を
成
就
す
る
た
め
に
最
上

　
　
　
　
の
乗
物
（
大
乗
）
に
の
っ
て
行
く
者
た
ち
に
対
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
を
大
乗
と
い
う
。
勝
義
と
し
て
の
仏
陀
（
法
身
）
が
あ

　
　
　
　
る
と
き
に
〔
化
野
を
媒
介
と
し
て
〕
説
教
の
言
葉
が
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
教
師
も
ま
た
説
教
の
〔
代
行
〕
者
と
し
て
存
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
　
　
と
認
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
世
問
の
常
識
を
害
う
こ
と
も
な
い
。

　
　
　
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
『
中
鷺
』
第
二
五
章
に
お
い
て
は
空
性
の
否
定
面
を
強
調
し
て
い
る
が
、
彼
の
著
書
に
は
空
性
の
肯
定
面
を
強

　
　
調
す
る
思
想
も
あ
ら
わ
れ
る
。
『
中
論
』
二
四
・
一
四
お
よ
び
『
廻
謳
論
』
第
七
〇
偏
に
出
る
「
空
性
の
成
立
す
る
人
に
は
す
べ
て
が
成

　
　
話
す
る
。
空
性
の
成
立
し
な
い
人
に
は
す
べ
て
が
成
立
し
な
い
」
と
い
う
詩
偶
や
、
二
四
・
一
八
「
縁
起
な
る
も
の
を
空
性
と
説
く
。
そ

　
　
の
〔
空
性
〕
は
あ
る
も
の
に
依
っ
て
〔
あ
る
も
の
を
〕
仮
設
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
中
道
で
こ
そ
あ
る
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
三

　
　
諦
偶
」
一
こ
の
誓
言
の
解
釈
は
種
々
あ
る
が
一
な
ど
は
、
も
の
に
実
体
が
あ
る
と
き
に
は
生
成
も
変
化
も
あ
り
え
な
い
が
、
実
体
が

　
　
な
い
と
き
に
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
生
成
・
発
展
が
仮
設
（
現
象
）
と
し
て
成
立
す
る
、
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
　
　
さ
き
に
引
用
し
た
パ
ヴ
ィ
ヤ
の
教
化
論
も
、
こ
の
ナ
ー
ガ
！
ル
ジ
ュ
ナ
の
現
象
論
に
も
と
づ
き
、
仏
陀
の
二
身
説
を
解
釈
し
た
も
の
で

　
　
あ
る
。
バ
ヴ
ィ
ヤ
は
色
身
の
代
わ
り
に
「
野
仏
」
「
化
身
し
（
コ
マ
ヨ
鋤
据
－
冨
饗
）
と
い
う
語
を
用
い
る
が
、
二
語
は
ひ
と
し
く
、
ゴ
！
タ
マ
・

　
　
ブ
ッ
ダ
や
権
仮
の
菩
薩
や
、
ま
た
魔
法
の
楽
器
・
阿
修
羅
の
琴
（
こ
れ
も
奏
者
な
し
に
奏
で
ら
れ
る
）
・
こ
だ
ま
や
風
な
ど
の
自
然
現
象

　
　
ま
で
を
含
む
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
し
か
し
バ
ヴ
ィ
ヤ
の
解
釈
の
う
ち
で
も
っ
と
も
注
目
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
空
な
る
如
来
か
ら
化
身
や
そ
の
教
化
の
あ
ら
わ
れ

凱
る
根
拠
を
、
空
性
や
袈
そ
の
も
の
に
で
な
く
て
、
袈
が
成
仏
す
る
以
前
量
口
薩
で
あ
。
た
と
き
の
本
願
力
と
廻
向
と
篇
し
て
い
る

2　
　
　
　
　
　
空
と
慈
悲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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一

こ
と
で
あ
る
。
大
乗
の
菩
薩
は
そ
の
修
行
の
初
め
に
自
己
の
さ
と
り
と
衆
生
救
済
の
た
め
の
誓
願
を
建
て
る
。
「
四
弘
誓
願
」
と
か
法
蔵

菩
薩
（
の
ち
の
阿
弥
陀
仏
）
の
四
十
八
願
な
ど
は
そ
の
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
仏
陀
の
前
身
と
し
て
の
菩
薩
の
誓
願
を
「
本
願
」

（「

{
」
は
「
も
と
の
、
以
前
の
」
の
義
）
と
い
う
。
「
廻
向
」
は
大
乗
仏
教
に
お
い
て
発
生
し
た
観
念
で
、
自
己
の
善
根
や
修
行
の
功
徳

を
他
者
に
ふ
り
む
け
譲
渡
し
て
、
後
者
の
さ
と
り
を
助
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　
バ
ヴ
ィ
ヤ
は
先
の
引
用
個
所
の
少
し
前
で
も
云
う
。

　
　
本
願
の
力
と
、
菩
薩
行
を
行
じ
た
と
き
〔
布
施
・
愛
語
・
利
行
・
判
事
の
〕
四
摂
法
に
よ
っ
て
救
っ
た
有
情
た
ち
が
善
根
を
生
じ
、

　
　
積
み
、
成
熟
さ
せ
た
そ
の
因
力
と
に
よ
っ
て
、
〔
有
情
の
〕
傾
向
と
機
根
と
志
願
と
に
応
じ
て
法
を
説
く
と
い
う
教
言
が
、
布
施
な

　
　
ど
の
方
法
と
し
て
、
六
十
種
〔
の
発
声
の
仕
方
〕
を
具
え
、
あ
ら
ゆ
る
有
情
を
歓
喜
さ
せ
る
形
で
、
如
来
の
行
為
の
ご
と
く
に
生
じ

　
　
る
。
し
か
し
実
は
如
来
た
ち
は
常
に
三
昧
に
入
り
、
努
力
を
用
い
ず
、
思
惟
と
行
為
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
〔
説
法
な
ど
の
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
行
動
を
起
こ
す
い
わ
れ
は
な
い
。

　
空
・
寂
然
の
法
身
に
は
言
葉
も
行
動
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
教
化
（
仏
・
菩
薩
の
布
施
、
す
な
わ
ち
法
施
）
は
、
仏
陀
が
菩
薩
で
あ
っ

た
と
き
の
本
願
と
救
済
活
動
の
力
と
、
善
根
の
熟
し
た
有
情
た
ち
の
福
徳
と
が
あ
い
呼
応
す
る
と
こ
ろ
に
説
法
が
自
然
に
生
じ
て
く
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
エ
ッ
ケ
ル
は
こ
の
菩
薩
時
代
の
本
願
力
と
教
化
と
の
関
係
を
次
の
懸
喩
で
説
明
す
る
。
「
こ
の
場
合
の
イ
メ
ー
ジ
は
業
の
池
に
投
げ
こ

ま
れ
た
岩
石
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
菩
薩
は
〔
法
身
と
な
っ
て
〕
去
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
波
紋
は
彼
が
沈
み
消
え
た
点
か
ら
外
側

へ
、
外
側
へ
と
広
が
り
つ
づ
け
る
。
あ
る
い
は
、
消
え
た
菩
薩
は
、
業
の
宇
宙
に
あ
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
ホ
ー
ル
の
よ
う
に
、
見
え
な
い
、
入

り
こ
め
な
い
奇
異
な
も
の
で
、
そ
れ
は
た
だ
、
穴
の
ま
わ
り
か
ら
そ
の
中
へ
と
渦
巻
い
て
い
る
白
熱
物
の
雲
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
、

　
　
　
　
（
1
2
）

と
い
う
べ
き
か
」
。
ジ
ェ
ン
キ
ン
ズ
は
エ
ッ
ケ
ル
の
響
喩
を
引
用
し
た
あ
と
に
、
死
ん
だ
の
ち
に
も
そ
の
消
え
た
中
心
か
ら
何
億
光
年
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

い
う
長
い
期
間
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
光
り
を
送
り
つ
づ
け
る
星
、
と
い
う
讐
喩
を
付
け
加
え
て
い
る
。



　
　
　
バ
ヴ
ィ
ヤ
の
説
い
た
菩
薩
の
本
願
力
と
廻
向
は
、
七
〇
〇
年
ご
ろ
に
活
躍
し
た
シ
ャ
ー
ソ
テ
ィ
デ
！
ヴ
ァ
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。
エ

　
　
ッ
ケ
ル
も
引
用
す
る
シ
ャ
ー
ソ
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
の
見
事
な
讐
喩
を
こ
こ
に
示
し
て
お
く
。

　
　
　
　
如
意
珠
と
如
意
樹
が
、
人
々
の
願
い
を
満
た
す
よ
う
に
、
信
者
（
所
化
者
の
善
行
）
と
、
〔
仏
の
菩
薩
た
り
し
時
の
〕
誓
願
に
よ
っ

　
　
　
　
て
、
仏
陀
の
影
像
が
仰
が
れ
る
。

　
　
　
　
あ
た
か
も
蛇
使
い
が
、
〔
児
法
を
用
い
て
〕
柱
を
神
聖
化
し
て
死
去
す
る
に
、
彼
の
死
後
も
久
し
い
あ
い
だ
、
そ
の
柱
が
毒
な
ど
を

　
　
　
消
す
力
を
有
す
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
さ
と
り
を
求
め
る
修
行
に
随
順
し
て
〔
菩
薩
が
〕
成
就
し
た
仏
陀
の
柱
も
、
菩
薩
の
状
態
が
過
ぎ
去
っ
た
の
ち
に
な
お
、
そ
の
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
　
　
て
の
作
用
を
な
す
。

　
　
　
し
か
し
、
菩
薩
が
法
性
へ
没
入
し
た
あ
と
も
、
そ
の
本
願
力
と
廻
向
の
力
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
救
済
の
働
き
が
化
仏
・
化
身
に
よ
っ
て

　
　
行
な
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
『
般
若
経
』
や
中
観
の
本
義
か
ら
い
え
ぽ
、
仮
設
の
領
域
・
世
間
の
常
識
（
世
俗
）
に
演
じ
た
云
い
方

　
　
で
あ
っ
て
、
最
高
の
真
実
（
勝
義
）
に
お
い
て
云
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
成
仏
以
前
の
菩
薩
の
本
願
も
、
廻
向
も
、
修

　
　
行
も
、
勝
義
的
に
は
実
体
な
く
、
空
で
あ
り
、
成
仏
以
後
の
化
仏
・
化
身
の
教
化
の
働
き
も
、
幻
や
影
像
の
ご
と
く
実
体
の
な
い
も
の
で

　
　
み
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
バ
ヴ
ィ
ヤ
も
、
勝
義
と
し
て
は
慈
悲
も
空
で
あ
る
こ
と
、
化
仏
・
化
身
の
救

　
　
済
・
教
化
の
働
き
も
「
世
間
の
常
識
を
害
わ
な
い
」
か
ぎ
り
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
勝
義
の
真
理
で
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る

　
　
も
の
が
空
で
あ
る
と
い
う
勝
義
は
成
仏
の
前
後
に
お
い
て
変
る
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
『
大
智
度
論
』
は
、
慈
悲
に
三
種
あ
り
、
と
い
い
、
有
情
を
対
象
と
す
る
凡
夫
の
慈
悲
（
衆
生
縁
）
・
有
情
を
無
我
で
あ
る
と
知
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
行
な
う
小
乗
教
徒
や
大
乗
菩
薩
の
慈
悲
（
法
縁
）
・
対
象
を
も
た
ず
、
空
性
よ
り
生
ず
る
仏
陀
の
慈
悲
（
無
縁
）
を
説
く
。
し
か
し
、
こ

　
　
の
第
三
の
「
無
縁
の
慈
悲
」
に
し
て
も
、
仏
陀
も
有
情
も
そ
し
て
慈
悲
そ
の
も
の
も
空
で
あ
る
と
い
う
勝
義
の
立
場
か
ら
は
、
仮
設
に
す

53

@
ぎ
な
い
こ
と
は
変
ら
な
い
。
勝
義
に
お
い
て
は
、
如
来
は
空
で
あ
り
、
仏
陀
は
成
道
か
ら
入
滅
に
い
た
る
ま
で
一
語
も
発
し
な
か
っ
た
、

21
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一
四

と
い
う
ナ
ー
ガ
！
ル
ジ
ュ
ナ
の
言
葉
が
真
実
で
あ
り
、
ま
た
『
般
若
経
』
の
次
の
よ
う
な
云
い
方
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
認
め
ら

れ
る
。

　
「
た
と
え
ば
、
熟
練
し
た
幻
術
師
が
四
道
の
交
差
点
で
大
群
集
を
魔
法
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
す
（
銀
作
）
と
し
よ
う
。
つ
く
り
終
っ
て

か
ら
そ
の
大
群
集
を
消
し
肥
る
と
し
よ
う
。
そ
の
ば
あ
い
、
だ
れ
か
に
よ
っ
て
だ
れ
か
が
害
さ
れ
、
殺
さ
れ
、
滅
せ
ら
れ
、
消
さ
れ
た
こ

と
に
は
な
ら
な
い
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
菩
薩
大
士
は
無
量
、
無
数
の
有
清
を
浬
繋
に
導
く
け
れ
ど
も
、
浬
繋
に
は
い
る
人
も
、
浬

藥
に
導
く
い
か
な
る
人
も
存
在
し
な
い
。
も
し
菩
薩
大
士
が
、
こ
の
教
え
が
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
る
の
を
聞
い
て
、
恐
れ
ず
、
お
の
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

な
い
な
ら
ば
、
こ
の
菩
薩
大
士
は
、
そ
れ
ほ
ど
偉
大
な
甲
冑
に
よ
っ
て
身
を
固
め
て
い
る
と
知
ら
れ
る
の
だ
」
（
取
意
）
。

　
わ
れ
わ
れ
は
ふ
た
た
び
、
空
性
と
慈
悲
と
の
乖
離
と
い
う
困
難
に
た
ち
戻
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

四
　
報
身
と
慈
悲

　
さ
き
に
バ
ヴ
ィ
ヤ
と
シ
ャ
：
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
の
語
っ
て
い
た
、
菩
薩
の
本
願
と
廻
向
・
成
仏
し
た
と
き
の
法
性
（
法
身
）
へ
の
没

入
・
そ
の
後
の
化
仏
・
化
身
の
救
済
活
動
と
い
う
過
程
と
関
連
す
る
菩
薩
の
修
習
の
段
階
が
『
中
辺
分
別
論
』
に
説
か
れ
て
い
る
。
同
論

は
四
・
コ
ニ
ー
一
五
a
に
お
い
て
仏
教
者
の
修
習
・
得
果
の
段
階
を
十
八
項
厨
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
第
一
〇
か
ら
第

一
八
項
目
が
と
く
に
大
乗
の
菩
薩
の
階
位
に
関
係
し
て
い
る
。
便
宜
の
た
め
そ
の
部
分
に
対
す
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
（
世
親
。
四
〇
〇
一
四

八
○
こ
ろ
）
の
注
釈
を
掲
げ
る
。

　
「
〔
以
下
、
と
く
に
菩
薩
に
つ
い
て
）
⑩
信
じ
志
向
す
る
段
階
と
は
、
菩
薩
た
ち
に
と
っ
て
の
、
信
を
も
っ
て
行
な
う
地
（
勝
目
行
地
）

の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
で
あ
る
。
⑪
悟
入
の
段
階
は
〔
菩
薩
の
〕
最
初
の
地
（
初
地
）
に
お
い
て
あ
る
。
⑫
出
離
の
段
階
は
、
そ
れ
を
超

え
た
よ
り
高
い
六
つ
の
地
（
第
二
地
か
ら
第
七
号
ま
で
）
に
お
い
て
あ
る
。
⑬
予
言
さ
れ
る
こ
と
の
段
階
は
、
〔
仏
陀
に
な
る
で
あ
ろ
う

と
の
予
言
を
う
け
る
〕
第
八
地
に
お
い
て
あ
る
。
⑭
〔
法
を
〕
語
る
こ
と
の
段
階
は
〔
無
爵
の
弁
才
を
得
る
〕
第
九
地
に
お
い
て
あ
る
。



　
　
⑮
灌
頂
の
段
階
は
、
第
十
（
地
）
に
お
い
て
あ
る
。
⑯
〔
究
極
を
〕
獲
得
し
た
段
階
は
、
も
ろ
も
ろ
の
仏
陀
の
法
身
で
あ
る
。
⑰
〔
自
他

　
　
を
〕
利
益
す
る
段
階
と
は
、
〔
仏
陀
の
〕
受
用
身
で
あ
る
。
⑱
な
す
べ
き
こ
と
を
完
遂
す
る
段
階
と
は
、
変
化
身
で
あ
る
。
し
（
長
尾
雅
人

　
　
（
1
7
）

　
　
訳
）

　
　
　
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
、
泊
地
以
前
の
菩
薩
の
修
習
か
ら
始
め
て
、
菩
薩
の
語
々
の
階
梯
を
次
々
と
昇
り
、
第
十

　
　
地
を
越
え
た
品
位
に
お
い
て
法
身
と
な
る
が
、
そ
こ
で
菩
薩
の
修
習
が
終
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
さ
ら
に
向
下
的
に
受
用
身
と
な
っ
て
自

　
　
他
を
利
益
し
、
変
化
身
と
な
っ
て
こ
の
世
に
還
っ
て
衆
生
教
化
に
専
念
す
る
ま
で
が
、
一
貫
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
菩
薩
は

　
　
そ
の
修
行
の
初
め
に
誓
願
を
起
こ
し
、
仏
位
に
入
る
ま
で
の
汚
血
に
お
い
て
も
利
他
行
を
行
な
う
。
そ
し
て
法
身
を
得
た
の
ち
に
受
用
身

　
　
と
な
っ
て
仏
国
土
を
建
設
し
て
自
他
を
利
益
し
、
さ
ら
に
変
化
身
と
な
っ
て
こ
の
世
に
還
る
。
こ
こ
に
は
法
身
を
一
つ
の
軸
と
し
て
、
そ

　
　
の
前
と
後
と
に
菩
薩
の
慈
悲
行
の
往
還
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
『
中
辺
翠
雲
論
釈
』
に
複
注
を
書
い
た
ス
テ
イ
ラ
マ
テ
ィ
（
安
慧
。
五
一
〇
1
五
七
〇
こ
ろ
）
は
さ
ら
に
驚
く
べ
き

　
　
こ
と
を
云
う
。
彼
は
⑰
受
用
身
の
項
を
説
明
し
て
「
自
性
身
（
法
身
）
が
、
そ
の
仏
身
に
住
し
て
〔
ふ
た
た
び
〕
さ
と
り
を
開
き
（
現
成

　
　
等
覚
。
p
。
σ
三
ω
p
。
諺
匿
爵
旨
8
）
、
そ
の
仏
身
に
依
っ
て
、
究
寛
に
達
し
た
菩
薩
た
ち
と
と
も
に
、
集
会
を
通
じ
て
、
法
の
唱
論
を
享
受
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
そ
れ
（
の
仏
身
）
が
受
用
身
で
あ
る
」
と
。
現
成
等
覚
と
は
ふ
つ
う
は
ゴ
ー
タ
マ
が
菩
提
樹
下
に
お
い
て
さ
と
り
を
開
い
た
こ
と
、
あ
る

　
　
い
は
菩
薩
が
十
地
の
修
習
を
終
え
て
仏
位
に
入
り
、
法
身
を
獲
得
す
る
こ
と
を
い
う
。
し
か
る
に
ス
テ
イ
ラ
マ
テ
ィ
は
、
法
身
が
受
用
身

　
　
と
な
っ
て
、
自
利
・
利
他
を
享
受
す
る
こ
と
を
「
さ
と
り
を
開
く
」
と
云
う
の
で
あ
る
。
絶
対
の
真
理
と
し
て
の
法
身
が
色
好
を
と
り
、

　
　
仏
国
土
を
建
設
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
法
身
の
具
体
化
を
「
等
覚
を
現
成
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
身
が
そ
れ
自
身

　
　
を
脱
却
す
る
こ
と
で
あ
り
、
向
下
の
さ
と
り
、
慈
悲
の
さ
と
り
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
仏
陀
に
法
身
・
受
用
身
（
。
。
倒
膏
げ
ぎ
讐
冨
－
訂
巻
）
・
変
化
身
（
巳
§
餌
蟹
－
額
毬
）
の
三
種
を
認
め
る
三
身
説
は
楡
伽
行
派
（
唯
識
学
派
）
に

55

@
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
。
三
身
の
呼
称
や
漢
訳
に
は
相
違
が
あ
っ
て
、
法
身
に
相
当
す
る
も
の
は
自
性
身
（
の
く
捌
ぴ
冨
鼠
冨
・
額
巻
）
と
も
呼
ば

21　
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一
五
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山
ハ

れ
る
。
受
用
身
は
「
報
身
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
報
身
と
い
う
漢
訳
は
受
用
身
の
原
語
。
・
鋤
ぢ
喜
。
⑳
弾
？
湿
饗
を
訳
し
た
も
の
で
は
な
く
、

暑
冨
国
士
（
等
流
）
あ
る
い
は
く
…
窟
冨
（
異
熟
）
な
ど
が
「
報
」
と
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
報
身
は
ふ
つ
う
「
因
業
酬
報
」

と
解
さ
れ
、
因
で
あ
る
菩
薩
の
誓
願
に
む
く
い
た
果
を
享
受
す
る
仏
身
の
意
で
あ
る
か
ら
、
原
語
が
違
っ
た
に
し
て
も
、
受
用
身
に
相
当

す
る
。
受
用
身
は
、
例
え
ば
阿
弥
陀
仏
が
安
楽
国
（
極
楽
）
を
も
つ
よ
う
に
、
そ
の
仏
国
土
を
も
ち
、
楽
園
の
荘
厳
を
具
え
た
聖
域
に
お

い
て
法
楽
を
享
受
（
受
用
）
す
る
が
、
そ
の
ば
あ
い
、
自
ら
享
受
（
自
受
用
）
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
者
に
享
受
さ
せ
る
（
他
受
用
）
こ

と
を
も
含
む
。
変
化
身
は
応
身
・
化
身
・
応
化
身
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
呼
び
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
的
な
仏
陀
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ヅ

ダ
（
釈
尊
）
を
初
め
、
こ
の
地
上
に
あ
ら
わ
れ
る
種
々
の
化
仏
や
権
化
を
含
む
。
法
身
は
絶
対
の
真
理
と
し
て
常
住
で
あ
る
が
、
受
用
身

と
変
化
身
と
は
、
『
摂
大
乗
論
』
に
従
え
ば
、
無
常
で
あ
る
。
中
国
や
日
本
で
も
っ
と
も
一
般
的
な
三
身
の
呼
称
は
法
身
・
報
身
・
化
身

（
応
身
）
で
あ
る
。

　
『
般
若
経
』
や
中
観
派
の
二
身
説
に
お
い
て
は
、
法
身
と
色
身
（
化
身
）
と
の
間
の
断
絶
が
、
空
そ
の
も
の
と
し
て
の
法
身
が
い
か
に

し
て
化
仏
・
化
身
を
作
り
逸
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
困
難
な
問
題
を
残
し
て
い
た
。
こ
の
法
身
と
化
身
と
の
間
に
、
い
わ
ば
仲

保
者
と
し
て
の
報
身
仏
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
愚
老
の
間
に
橋
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
身
の
間

に
第
三
の
報
身
が
挿
入
さ
れ
た
、
と
い
う
だ
け
で
は
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
的
な
思
考
法
で
い
え
ぽ
、
法
身
と

報
身
と
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
第
四
の
仏
身
が
要
求
さ
れ
、
さ
ら
に
法
身
と
こ
の
第
四
身
を
結
び
つ
け
る
第
五
の
、
さ
ら
に
第
六
の
仏
身

が
要
求
さ
れ
て
、
い
た
ず
ら
に
無
限
遡
及
に
陥
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

　
喩
続
行
派
に
よ
っ
て
、
受
用
身
は
た
だ
第
三
の
仏
身
と
し
て
法
身
と
変
化
身
の
間
に
挿
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
受
用
身
は
「
法
身
か

ら
の
流
出
」
（
法
界
等
流
）
と
い
う
、
『
般
若
経
』
や
中
観
派
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
意
味
を
荷
っ
て
登
場
し
た
。
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
（
九
・

六
二
c
d
）
は
「
〔
自
性
身
は
、
受
用
身
〕
が
意
の
ま
ま
に
受
用
を
あ
ら
わ
す
に
つ
い
て
の
、
受
用
身
の
自
在
力
の
原
因
で
あ
る
」
と
い

（
1
9
）

う
。
ま
た
『
中
辺
分
別
論
』
（
二
・
一
四
b
）
は
、
菩
薩
の
第
三
地
に
関
連
し
て
「
最
高
の
流
出
の
意
味
」
を
語
る
が
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド



　
　
ウ
は
そ
れ
に
注
し
て
「
〔
菩
薩
は
〕
第
三
〔
地
〕
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
（
法
界
）
に
最
高
の
流
出
が
あ
る
こ
と
の
意
味
に
〔
通
暁
し
〕
、
そ

　
　
れ
に
よ
っ
て
、
法
界
か
ら
流
出
し
た
（
法
界
等
流
。
穿
Q
§
’
。
象
鯛
ε
．
鼠
憂
国
巳
鋤
）
〔
経
典
な
ど
の
〕
教
え
の
最
高
な
る
こ
と
を
知
っ
て
…

　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
…
」
と
い
う
。
ス
テ
イ
ラ
マ
テ
ィ
の
舟
船
に
も
、
「
経
典
な
ど
の
教
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
様
相
に
お
い
て
清
浄
な
る
（
空
な
る
）
、
法
身
と
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
づ
け
ら
れ
る
。
法
界
の
威
力
に
よ
っ
て
顕
わ
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
法
界
等
流
で
あ
る
」
と
あ
る
。

　
　
　
前
節
に
引
用
し
た
バ
ヴ
ィ
ヤ
や
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
の
言
い
方
で
は
、
化
身
の
教
化
の
直
接
の
原
因
は
仏
陀
が
菩
薩
で
あ
っ
た
と

　
　
き
の
誓
願
や
廻
向
の
力
に
帰
せ
ら
れ
、
仏
陀
の
法
身
と
化
身
の
教
化
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
。
喩
伽
行
派
に
お
い
て
は
、

　
　
受
用
身
お
よ
び
そ
れ
か
ら
生
ず
る
変
化
身
の
教
化
と
慈
悲
は
法
身
の
等
流
で
あ
る
、
と
明
ら
か
に
示
さ
れ
る
。
「
等
流
」
と
い
う
言
葉
は

　
　
も
と
も
と
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
に
お
い
て
、
前
瞬
間
の
物
や
心
で
あ
る
原
因
か
ら
ひ
き
つ
づ
い
て
生
ず
る
、
原
因
と
同
性
質
の
結
果
（
等
流

　
　
果
。
巳
超
碧
α
㌣
筆
算
p
）
に
与
え
ら
れ
て
い
た
語
で
あ
る
が
、
喩
伽
行
派
は
そ
の
語
を
受
用
身
に
対
し
て
転
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受

　
　
用
身
の
教
化
が
法
身
と
岡
類
・
同
質
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
中
観
派
が
法
身
を
空
性
そ
の
も
の
、
空
性
の
真
理
と
理
解
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
、
喩
伽
行
派
は
法
身
を
仏
陀
の
智
と
し
て

　
　
理
解
し
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
拠
り
所
（
依
止
。
質
疑
亀
⇔
）
と
い
う
。
そ
こ
に
法
身
が
積
極
的
に
教
化
と
慈
悲
の
基
体
と
し
て
考
え
ら

　
　
れ
る
理
由
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
喩
伽
行
派
の
考
え
方
は
、
中
観
派
と
違
っ
て
、
こ
の
学
派
が
認
識
に
一
種
の
実
在
性
を
与
え
た
こ
と
に

　
　
も
と
づ
い
て
い
る
。

　
　
　
喩
華
華
派
は
外
界
の
対
象
の
存
在
を
否
定
し
て
、
世
界
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
表
象
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
外
界
の
存
在
は
実
在
せ
ず
、

　
　
空
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
と
い
う
六
種
の
認
識
の
表
象
は
、
ア
ー
ラ
や
識
と
い
う
、
無
自
覚
的
な
下
意
識
、
い

　
　
わ
ぽ
根
源
識
と
い
う
べ
き
も
の
に
依
拠
し
て
生
起
す
る
。
ま
た
ア
ー
ラ
や
識
を
自
我
と
誤
想
す
る
自
我
意
識
（
末
那
識
。
窪
醤
ー
ヨ
9
。
冨
ω
）

　
　
も
ア
ー
ラ
や
識
か
ら
生
起
す
る
。
ア
ー
ラ
や
識
は
虚
妄
分
別
と
い
わ
れ
、
自
己
の
う
ち
に
主
観
と
客
観
を
仮
構
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
自

　
　
我
意
識
・
六
種
の
認
識
と
そ
の
表
象
が
展
開
す
る
。
ア
ー
ラ
や
識
は
、
恒
常
不
変
な
ア
ー
ト
マ
ン
と
は
違
っ
て
、
各
瞬
間
ご
と
に
変
化
し

減2　
　
　
　
　
　
空
と
慈
悲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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一
八

な
が
ら
相
続
す
る
流
れ
で
あ
り
、
前
刹
那
に
依
存
し
て
後
刹
那
の
識
が
生
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
他
に
依
る
も
の
し
（
綿
球
起
性
。

窪
目
舞
昏
鐸
？
ω
毒
げ
甑
奉
）
と
い
わ
れ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
根
源
的
認
識
と
し
て
の
ア
ー
ラ
や
識
に
実
在
性
が
与
え
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、

そ
の
実
在
性
は
決
し
て
実
体
性
で
は
な
い
。

　
ア
ー
ラ
や
識
は
三
種
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
　
一
つ
は
直
前
に
言
及
し
た
依
々
起
性
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
主
観
・
客
観
の
仮
構
に
よ

っ
て
展
開
す
る
、
自
我
意
識
と
前
六
識
と
そ
の
表
象
の
世
界
で
、
「
妄
想
さ
れ
た
も
の
」
（
舌
早
所
執
性
。
冨
誌
p
。
一
目
甲
ω
養
訂
喬
）
と
い
わ

れ
る
性
質
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ー
ラ
や
識
は
、
鍮
伽
行
に
よ
っ
て
煩
悩
障
と
所
知
障
を
断
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妄
想
さ
れ
た
性
質
を
離

れ
て
、
「
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
」
（
円
成
実
性
。
冨
暑
赫
謬
言
㌣
ω
毒
導
翠
m
）
に
転
換
さ
れ
る
。
　
こ
れ
が
ア
ー
ラ
や
識
の
第
三
の
性
質

で
あ
る
。
ア
ー
ラ
や
識
が
妄
想
さ
れ
た
も
の
を
離
れ
て
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
に
な
る
こ
と
を
「
根
拠
の
転
換
」
（
転
意
。
綴
至
聖
ら
㌣

冨
講
け
二
）
と
い
う
。
イ
ン
ド
的
な
観
念
で
は
、
実
体
と
は
あ
く
ま
で
も
自
己
同
一
性
を
保
つ
も
の
で
、
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
ア
ー
ラ
や
識
が
転
換
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
実
体
で
は
な
く
て
、
空
性
を
本
性
と
す
る
実
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

事
実
、
ア
ー
ラ
や
識
の
三
性
は
三
無
自
性
と
蓑
裏
を
な
し
て
い
る
。
「
妄
想
さ
れ
た
も
の
」
は
、
表
象
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
体
を
も

た
な
い
か
ら
、
相
無
自
性
と
呼
ば
れ
る
。
「
他
に
依
る
性
質
」
は
自
体
か
ら
生
起
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
生
無
自
性
を
真
実
と
す
る
。
「
完

全
に
成
就
さ
れ
た
性
質
」
は
真
如
に
ほ
か
な
ら
ず
、
最
高
の
真
実
と
し
て
言
葉
や
表
象
を
超
越
し
て
い
る
か
ら
勝
義
無
自
性
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
ー
ラ
や
識
は
刹
那
滅
相
続
で
あ
り
、
自
己
転
換
が
可
能
で
あ
り
、
三
種
の
無
自
性
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
な
ど
の
点
か

ら
し
て
、
そ
れ
は
実
体
で
は
な
い
。
喩
伽
行
派
が
『
般
若
経
』
の
空
の
思
想
を
継
承
し
、
そ
れ
を
中
観
派
以
上
に
発
展
さ
せ
た
、
と
自
負

す
る
理
由
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
『
摂
大
乗
論
』
は
、
「
法
身
は
転
依
（
根
拠
の
転
換
）
を
相
と
な
す
」
と
い
い
、
雑
染
分
（
汚
れ
た
部
分
）
の
禅
語
起
性
を
転
滅
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

清
浄
分
の
依
他
起
性
を
転
得
す
る
こ
と
が
法
身
の
獲
得
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
法
身
の
樹
相
を
述
べ
る
う
ち
に
、
大
円
鏡
智
・
平
等

性
智
・
妙
観
察
智
・
成
所
作
智
の
、
仏
陀
の
四
智
を
あ
げ
て
い
る
。
同
論
に
対
す
る
ア
ス
ヴ
ァ
バ
ー
ヴ
ァ
（
無
性
。
四
五
〇
一
五
三
〇
こ
ろ
）



　
　
の
注
釈
は
四
智
を
八
識
に
配
当
し
た
。
ア
ー
ラ
や
識
を
転
じ
て
大
円
鏡
智
を
、
自
我
意
識
を
転
じ
て
平
等
性
智
を
、
第
六
意
識
を
転
じ
て

　
　
妙
観
察
智
を
、
五
識
（
眼
耳
鼻
紫
外
の
認
識
）
を
転
じ
て
成
所
作
智
を
得
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ス
テ
イ
ラ
マ
テ
ィ
は
『
荘

　
　
厳
経
論
』
九
・
六
〇
の
注
に
お
い
て
、
大
円
鏡
銑
を
法
身
に
、
平
等
性
智
と
妙
観
察
智
を
受
用
身
に
、
成
所
作
智
を
変
化
身
に
配
当
す

　
　
る
。
（
こ
の
三
身
と
四
智
と
の
対
応
に
は
異
説
も
あ
る
。
）
ス
テ
イ
ラ
マ
テ
ィ
の
三
身
・
四
智
・
八
識
の
対
応
は
次
の
よ
う
に
蓑
示
さ
れ

　
　
（
2
3
）

　
　
る
。

　
　
　
　
法
　
身
“
大
円
鏡
智
↑
ア
ー
ラ
や
識
の
転
依

　　

@　

�
p
身
⊥
塀
雛
晶
蕊
翻
羅

　
　
　
　
変
化
身
H
成
所
作
智
↑
前
五
識
の
転
依

　
　
　
ア
：
ラ
や
識
の
雑
染
分
が
転
換
さ
れ
て
、
清
浄
無
垢
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
そ
の
真
相
に
お
い
て
、
主
客
の
分
捌
な
き
形
で
映
す
、

　
　
法
身
の
大
円
鏡
智
と
な
り
、
自
我
意
識
（
染
汚
末
造
）
が
転
じ
て
、
自
と
他
、
浬
樂
と
生
死
の
不
二
平
等
を
見
、
大
慈
悲
を
生
ず
る
平
等

　
　
性
理
と
な
る
。
第
六
意
識
（
誤
っ
た
思
惟
）
が
転
じ
て
、
清
浄
な
る
思
惟
・
観
察
・
教
化
の
作
用
を
も
つ
妙
観
察
智
と
な
る
。
こ
の
二
智

　
　
は
受
用
身
に
帰
せ
ら
れ
る
。
五
官
の
作
用
は
衆
生
救
済
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
な
す
べ
き
こ
と
を
成
就
す
る
成
所
作
智
と
な
り
、
変
化
身
を

　
　
現
ず
る
。
こ
の
八
識
・
四
智
・
三
身
の
関
係
は
法
性
と
慈
悲
・
教
化
の
あ
い
だ
に
き
わ
め
て
具
体
的
な
関
連
を
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、

　
　
喩
伽
行
派
の
転
依
の
思
想
な
く
し
て
は
成
就
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
自
我
意
識
が
転
益
し
て
平
等
性
命
に
成
る
、
と
い
う
こ
と
は
こ
の
図
式
の
中
で
も
と
く
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
五
畿
説
に
お
け
る
よ

　
　
う
に
、
単
に
無
我
が
強
調
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ア
ー
ラ
や
識
を
自
我
と
誤
想
す
る
自
己
執
着
が
一
転
し
て
、
い
わ
ば
逆
説
的
に
自
他
平

　
　
等
の
慈
悲
と
教
化
を
導
き
出
す
こ
と
で
、
空
性
を
軸
と
し
て
凡
夫
の
愛
着
の
煩
悩
が
仏
陀
の
慈
悲
に
転
換
す
る
過
程
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て

㎜
い
る
。
ま
た
、
ア
ー
フ
や
巻
筆
馨
議
．
第
六
出
．
議
．
前
五
識
に
対
し
て
車
輿
認
識
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
巨
ア
ー
フ
や
識
の
転

2
　
　
　
　
　
　
空
と
慈
悲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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二
〇

依
な
く
し
て
他
の
諸
識
が
独
立
に
転
質
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ア
ー
ラ
や
識
が
法
身
に
成
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
身
が
「
さ

と
り
を
開
い
て
」
受
用
身
に
成
る
こ
と
を
必
然
的
に
含
む
わ
け
で
あ
る
。
楡
予
行
派
の
八
難
と
転
依
の
理
論
に
よ
っ
て
空
と
慈
悲
の
問
題

に
も
決
着
が
つ
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

五
　
往
相
と
還
相

　
し
か
し
、
空
と
慈
悲
の
問
題
を
喩
蟹
行
派
以
上
に
追
求
し
て
、
そ
れ
を
信
仰
の
論
理
と
し
て
完
成
し
た
の
は
浄
土
教
で
あ
る
。
い
ま
浄

土
教
に
つ
い
て
詳
し
く
論
ず
る
余
裕
は
な
く
、
別
稿
を
期
す
る
よ
り
な
い
が
、
た
だ
こ
れ
ま
で
の
論
述
と
密
接
に
関
係
す
る
二
、
三
の
浄

土
教
釈
家
の
思
想
に
言
及
し
て
、
予
稿
と
の
結
び
つ
き
を
示
し
、
か
つ
は
本
稿
の
結
論
に
か
え
た
い
と
思
う
。

　
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
『
無
量
寿
経
優
婆
省
画
愚
生
偶
』
（
ω
葵
訂
く
聾
く
鴇
ぎ
冨
匹
⑦
鐙
・
略
称
『
浄
土
論
』
）
を
書
い
て
、
彼
の
阿
弥
陀
仏
信

仰
を
吐
露
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
五
郎
門
と
五
種
門
と
を
述
べ
る
。
五
玉
門
は
浄
土
願
生
の
行
者
が
行
な
う
儀
礼
で
あ
り
、
修
習
で

も
あ
り
、
礼
拝
・
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
廻
向
の
五
つ
を
い
う
。
こ
の
う
ち
、
作
願
は
止
（
精
神
統
一
の
ヨ
ー
ガ
）
に
、
観
察
は
観
（
阿

弥
陀
仏
国
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
観
察
す
る
ヨ
ー
ガ
）
に
当
り
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
喩
伽
行
唯
識
思
想
と
『
浄
土
論
』
と
の
関
連
を
示
し
て

い
る
。
五
種
門
あ
る
い
は
五
門
と
は
阿
弥
陀
仏
の
安
楽
国
に
往
生
し
た
菩
薩
の
振
舞
を
五
趣
門
の
一
々
に
相
応
す
る
形
で
記
述
し
た
も
の

で
、
近
門
（
仏
を
礼
拝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
楽
国
に
往
生
す
る
）
・
大
会
衆
門
（
仏
名
の
讃
嘆
の
功
徳
に
よ
っ
て
仏
の
説
法
の
会
座
に
加

わ
る
）
・
罫
書
（
止
の
修
習
の
功
徳
に
よ
っ
て
蓮
華
蔵
世
界
に
入
る
）
・
屋
門
（
観
の
修
習
の
功
徳
に
よ
っ
て
種
々
の
法
楽
を
享
受
す
る
Y

園
林
遊
戯
多
門
（
生
死
の
園
・
煩
悩
の
林
で
あ
る
娑
婆
世
界
に
還
っ
て
衆
生
を
教
化
す
る
）
で
あ
る
。
五
門
の
う
ち
前
四
国
を
「
入
」
の

四
門
と
い
い
、
園
林
遊
戯
地
組
を
「
出
」
の
第
五
門
と
い
う
。
こ
の
第
五
門
は
五
念
門
の
第
五
の
廻
向
に
相
応
す
る
。

　
い
ま
細
論
を
避
け
て
た
だ
ち
に
廻
向
の
問
題
に
入
る
。
五
念
門
の
う
ち
の
廻
向
は
、
「
い
か
ん
が
廻
向
す
る
。
　
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨

て
ず
し
て
、
首
と
し
て
〔
自
己
の
功
徳
を
他
の
衆
生
に
〕
廻
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
悲
心
を
成
就
し
得
ん
と
作
願
す
」
と
説
明
さ
れ
て



　
　
い
る
。
そ
し
て
、
浄
土
の
菩
薩
の
出
第
五
門
で
あ
る
園
林
遊
戯
山
門
は
「
大
慈
悲
を
も
っ
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
、
応
化
身
を

　
　
示
し
、
生
死
の
園
・
煩
悩
の
林
の
中
に
神
通
に
遊
戯
し
教
化
地
に
至
る
。
本
願
力
の
廻
向
を
も
っ
て
の
故
に
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
園
林
遊
戯
門
門
を
出
第
五
門
と
し
て
立
て
た
の
は
、
『
無
量
寿
経
』
の
四
十
八
講
中
の
第
二
十
二
願
に
「
浄
土
に

　
　
来
生
し
た
諸
菩
薩
は
次
生
に
磁
位
を
得
る
最
高
位
の
菩
薩
と
な
る
が
、
こ
の
娑
婆
世
界
や
他
の
仏
国
土
に
趣
い
て
、
弘
誓
の
鎧
を
着
て
無

　
　
量
の
衆
生
を
教
化
し
て
、
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
者
に
は
、
そ
の
自
由
に
任
せ
る
」
（
拙
意
）
と
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
還
相
の
菩
薩
の
理
想
に

　
　
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
再
三
述
べ
た
よ
う
に
、
菩
薩
が
そ
の
誓
願
に
も
と
づ
い
て
、
一
度
法
性
に
入
っ
て
も
、
ふ
た
た
び
衆

　
　
生
教
化
の
た
め
に
苦
悩
の
世
界
に
還
る
と
い
う
の
は
、
『
無
量
寿
経
』
に
限
ら
ず
、
大
乗
仏
教
に
一
般
的
な
観
念
で
あ
っ
た
。

　
　
　
浄
土
往
生
を
願
う
行
者
は
誓
願
を
建
て
、
五
念
門
の
修
習
の
功
徳
を
一
切
衆
生
に
施
与
し
て
大
悲
心
を
成
就
し
よ
う
と
願
う
。
そ
の
本

　
　
願
と
廻
向
の
力
に
よ
っ
て
、
浄
土
に
往
生
し
て
菩
薩
と
な
っ
た
彼
は
、
阿
弥
陀
仏
の
説
法
の
客
座
を
享
受
し
た
の
ち
に
、
化
身
と
な
っ
て

　
　
こ
の
人
間
世
界
に
還
っ
て
き
て
教
化
に
専
念
す
る
、
と
い
う
こ
の
構
造
は
、
さ
き
に
第
四
節
に
引
い
た
バ
ヴ
ィ
ヤ
の
描
く
、
本
願
・
廻
向

　
　
一
（
法
性
）
一
化
身
と
い
う
構
造
と
符
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
重
要
な
こ
と
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
出
第
五
門
を
説
明
す
る
中
に
用
い
る
「
本
願
力
の
廻
向
」
と
い
う
語
が
、
浄
土
往
生
を
願
う
行

　
　
者
（
こ
れ
も
菩
薩
と
い
っ
て
差
支
は
な
い
）
の
本
願
・
廻
向
な
の
か
、
阿
弥
陀
仏
の
菩
薩
で
あ
っ
た
と
き
の
本
願
・
廻
向
の
い
ず
れ
を
指

　
　
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
は
そ
れ
は
行
者
の
本
願
・
廻
向
の
意
に
と
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
が
精
査
し
た
限
り
で
は
、
ヴ
ァ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
バ
ン
ド
ゥ
は
こ
の
書
に
お
い
て
、
「
本
願
」
と
い
う
語
を
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
意
味
以
外
で
は
用
い
て
い
な
い
。

　
　
　
『
浄
土
論
』
の
注
釈
『
往
生
論
註
』
を
書
い
た
曇
鶯
（
四
七
六
－
五
四
一
一
）
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
行
者
は
五
〔
念
〕
門
を
修
し
て
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

　
　
利
・
利
他
が
成
就
す
る
故
に
無
上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
を
得
る
、
と
云
っ
た
あ
と
で
、
「
然
る
に
藪
に
其
の
本
を
求
む
る
に
阿
弥
陀
如

　
　
来
を
増
上
縁
と
な
す
…
…
凡
そ
こ
れ
彼
の
浄
土
に
生
ず
る
と
、
お
よ
び
彼
の
〔
浄
土
の
〕
菩
薩
人
天
の
起
こ
す
所
の
諸
行
は
み
な
阿
弥
陀

雌
如
来
案
願
力
に
縁
る
」
（
大
県
四
＋
養
八
四
三
、
1
八
四
四
、
）
と
い
。
て
、
塗
往
生
を
願
う
行
者
の
廻
寒
、
浄
土
呈
。
薩

2　
　
　
　
　
　
空
と
慈
悲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ご

魏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

2
　
の
園
林
遊
戯
を
含
む
す
べ
て
は
実
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
、
阿
弥
陀
仏
の
廻
向
に
よ
る
の
だ
と
解
釈
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
他
力
本
願
」
の

　
　
思
想
は
曇
驚
に
始
ま
り
、
親
鶯
（
＝
七
三
i
一
二
六
二
）
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
親
臨
は
『
当
行
信
証
』
信
巻
で
、
さ
き
に
引
用
し
た
ヴ
ァ
ス
パ
ソ
ド
ゥ
の
五
竜
門
の
廻
向
の
解
説
の
文
を
転
釈
し
て
、
「
〔
阿
弥
陀
仏
、
〕

　
　
い
か
ん
が
廻
向
し
た
ま
え
る
。
一
切
の
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て
、
心
に
常
に
作
照
し
て
、
廻
向
を
首
（
は
じ
め
、
む
ね
）
と
し
て
、

　
　
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
故
に
」
と
読
み
換
え
、
行
者
の
廻
向
が
実
は
阿
弥
陀
仏
の
廻
向
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

　
　
　
（
2
6
）

　
　
て
い
る
。
も
と
よ
り
親
鶯
は
曇
繕
の
思
想
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
「
本
願
」
と
い
う
語
を
阿
弥
陀
仏
（
か
つ
て
の
法
蔵
菩
薩
）
の
本
願
の
意
味
で
用

　
　
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
他
力
本
願
の
思
想
は
ヴ
ァ
ス
バ
ソ
ド
ゥ
に
始
ま
る
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
本
願
が
法
蔵
菩
薩
の
本
願
で
あ
る

　
　
と
す
れ
ぽ
、
五
念
門
を
修
習
す
る
行
者
と
は
実
は
法
蔵
菩
薩
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
出
第
五
門
で
化
身
と
な
っ
て
生
死
の
世
界
に

　
　
還
る
浄
土
の
菩
薩
と
は
阿
弥
陀
仏
と
い
う
報
身
の
化
罪
し
た
化
仏
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
報
身
は
法
身
な
く
し
て
あ
り
え
な
い
か
ら
、
阿

　
　
弥
陀
仏
と
は
法
身
が
向
下
的
に
「
さ
と
り
を
開
い
た
」
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
ヴ
ァ
ス
バ
ソ
ド
ゥ
の
云
う
情
念
門
一
浄

　
　
土
の
入
四
門
一
出
第
五
門
（
園
林
遊
戯
樋
門
）
と
い
う
構
造
は
、
中
観
派
の
往
還
よ
り
も
、
喩
伽
行
派
の
八
識
一
転
依
－
三
身
の
構
造
に

　
　
｝
致
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
ヴ
ァ
ス
パ
ン
ド
ゥ
は
『
浄
土
論
』
で
は
八
識
・
転
依
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
が
、
五
念
門
に
お

　
　
い
て
止
観
の
ヨ
ー
ガ
を
強
調
す
る
こ
と
は
見
逃
す
わ
け
に
い
か
な
い
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
他
の
多
く
の
唯
識
諸
論
書
・
注
釈
と
関
連
さ

　
　
せ
て
『
浄
土
論
』
を
理
解
す
れ
ぽ
、
筆
者
の
解
釈
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
曽
我
量
深
氏
は
そ
の
晩
年
に
、
法
蔵
菩
薩
と
は
ア
ー
ラ
や
識

　
　
で
あ
る
、
と
云
っ
た
。
氏
は
そ
の
趣
意
を
十
分
に
尽
す
こ
と
な
く
逝
っ
た
の
で
あ
る
が
、
筆
者
の
こ
の
論
稿
は
氏
の
見
解
の
｛
展
開
で
あ

　
　
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　
　
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
安
楽
国
の
荘
厳
功
徳
を
三
種
に
分
け
る
。
安
楽
国
の
国
土
の
清
浄
華
麗
な
風
光
を
十
七
句
あ
げ
て
観
察
し
、
つ
い

　
　
で
阿
弥
陀
仏
の
荘
厳
功
徳
を
八
句
、
菩
薩
の
荘
厳
功
徳
を
四
句
あ
げ
て
観
察
す
る
。
そ
し
て
、
上
述
の
計
二
十
九
種
の
荘
厳
は
略
し
て
一



　
　
法
句
に
入
る
が
、
一
法
句
と
は
「
清
浄
」
句
で
あ
り
、
清
浄
句
と
は
真
実
智
慧
無
為
法
身
で
あ
る
、
と
い
う
。
清
浄
に
は
二
種
あ
っ
て
、

　
　
器
世
間
（
浄
土
の
環
境
世
界
）
の
清
浄
と
、
衆
生
世
闘
（
浄
土
の
仏
・
菩
薩
）
の
清
浄
で
あ
る
。
真
実
智
慧
に
他
な
ら
ぬ
無
為
法
身
は
清

　
　
浄
の
一
句
に
尽
き
る
が
、
そ
れ
が
展
開
し
て
国
土
・
仏
・
菩
薩
の
計
二
十
九
種
荘
厳
と
し
て
展
開
し
、
そ
の
二
十
九
種
は
ま
た
一
句
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
る
清
浄
に
収
ま
る
。
こ
れ
は
ふ
つ
う
「
広
略
相
入
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
　
　
ヴ
ァ
ス
バ
ソ
ド
ゥ
は
「
報
身
」
「
受
用
身
」
と
い
う
語
は
『
浄
土
論
』
で
は
用
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
安
楽
国
の
菩
薩
は
阿
弥
陀
仏

　
　
を
見
て
平
等
法
身
を
さ
と
る
、
と
い
い
、
ま
た
無
為
法
身
が
二
十
九
種
の
荘
厳
と
し
て
展
開
す
る
、
と
い
う
。
華
麗
に
荘
厳
さ
れ
た
仏
国

　
　
土
を
も
ち
、
会
座
の
聴
衆
で
あ
る
菩
薩
・
人
天
と
と
も
に
法
楽
を
享
受
す
る
こ
と
は
受
用
身
す
な
わ
ち
報
身
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
国
土

　
　
の
菩
薩
・
人
天
は
変
化
身
で
あ
る
。
無
為
法
身
か
ら
阿
弥
陀
仏
・
菩
薩
・
国
土
の
荘
厳
が
展
開
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
『
摂
大
乗
論
』

　
　
な
ど
に
い
う
法
身
か
ら
報
身
・
変
化
身
の
展
開
す
る
こ
と
と
揆
を
一
に
す
る
。
清
浄
と
は
中
観
・
唯
識
を
問
わ
ず
、
空
性
の
こ
と
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
曇
鷺
は
五
念
門
の
う
ち
の
、
浄
土
願
生
の
行
者
の
廻
向
を
「
往
相
廻
向
」
と
呼
び
、
浄
土
の
菩
薩
の
園
林
遊
戯
を
「
還
相
廻
向
」
と
呼

　
　
ん
だ
。
そ
し
て
往
還
の
二
廻
向
は
要
す
る
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
縁
り
、
そ
れ
を
増
上
縁
と
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
増
上
縁
」

　
　
（
¢
Ω
ユ
び
博
℃
帥
け
帥
．
O
叫
9
け
矯
9
ρ
矯
P
）
と
い
う
語
は
ア
ピ
ダ
ル
マ
哲
学
で
は
、
果
の
生
起
に
対
し
て
妨
げ
と
な
ら
な
い
微
力
な
原
因
の
意
味
で
用
い
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
る
が
、
曇
鷲
を
初
め
、
浄
土
教
釈
家
は
こ
の
語
を
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
、
も
っ
と
も
強
力
な
因
縁
の
意
味
で
用
い
る
。
ち
な
み
に
、

　
　
安
楽
国
（
ω
昆
冨
爵
巳
を
「
浄
土
」
と
呼
ん
だ
の
も
曇
鷹
が
初
め
て
で
あ
っ
て
、
浄
、
清
浄
は
空
性
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
浄
土
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
呼
称
に
は
極
楽
の
非
神
話
化
の
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
厳
正
（
四
七
六
i
五
四
三
）
は
、
そ
の
年
代
か
ら
考
え
て
も
、
『
般
若
経
』
や
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
諸
著
作
に
は
通
暁
し
て
い
た
が
、

　
　
鍮
伽
行
派
の
諸
論
書
に
親
し
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
後
者
は
主
と
し
て
真
諦
（
五
四
六
年
中
国
に
渡
来
、
五
六
九
年
没
）
や
玄
婁
（
六
〇
〇
1

　
　
六
六
四
）
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
高
鷲
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
「
清
浄
」
の
一
法
句
に
よ
っ
て
示
し
た
阿
弥
陀
仏
の
等
身

鵬2　
　
　
　
　
　
空
と
慈
悲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ご
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
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@
「
真
実
智
慧
無
為
法
身
」
（
無
為
と
は
無
漏
約
の
意
）
を
「
法
性
法
身
」
と
呼
び
、
二
十
九
種
の
荘
厳
を
と
も
な
っ
た
受
用
身
と
し
て
の

　
　
阿
弥
陀
仏
を
「
方
便
法
身
」
と
呼
ん
だ
。
彼
が
喩
些
々
派
の
三
身
説
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
法
性
法
身
・
方
便

　
　
法
身
と
い
う
呼
称
は
、
法
身
・
報
身
（
受
用
身
）
と
い
う
云
い
方
よ
り
も
、
法
身
と
報
身
の
関
係
を
よ
り
密
接
に
表
わ
す
も
の
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
親
驚
は
彼
の
信
楽
の
論
理
を
構
想
す
る
さ
い
に
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
（
世
親
）
と
曇
鷺
の
思
想
に
も
っ
と
も
多
く
を
負
う
て
い
た
。
彼

　
　
は
『
教
行
信
証
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
内
容
を
往
相
・
還
相
の
二
廻
向
に
よ
っ
て
大
別
し
整
理
し
て
い
る
。
親
麓
は
念
仏
の
行
者

　
　
の
行
も
、
浄
土
往
生
も
、
そ
し
て
浄
土
の
菩
薩
の
こ
の
世
へ
の
還
来
も
、
い
い
か
え
れ
ば
行
者
の
往
相
も
還
相
も
す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
廻

　
　
向
に
よ
っ
て
の
み
あ
る
と
確
信
し
た
。
　
い
ま
親
爾
の
思
想
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
『
唯
信
紗
文
意
』
に
あ
ら
わ
れ

　
　
る
彼
の
言
葉
を
も
っ
て
本
稿
の
結
論
に
換
え
る
。

　
　
　
　
浬
桑
を
ぱ
滅
度
と
い
う
、
無
為
と
い
う
…
…
法
身
と
い
う
、
法
性
と
い
う
…
…
一
如
と
い
う
、
仏
性
と
い
う
、
仏
性
す
な
わ
ち
如
来

　
　
　
　
な
り
。
こ
の
如
来
、
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
え
り
、
す
な
わ
ち
一
切
群
生
海
の
心
な
り
。
こ
の
心
に
誓
願
を
信
楽
す
る
が
ゆ
え

　
　
　
　
に
、
こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
。
仏
性
す
な
わ
ち
法
性
な
り
。
法
性
す
な
わ
ち
法
身
な
り
。
法
身
は
色
も
な
し
、
形
も
ま
し
ま

　
　
　
　
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
心
も
お
よ
ば
れ
ず
、
言
葉
も
断
え
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
形
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
も
う
す
御
姿
を
示

　
　
　
　
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
名
の
り
た
ま
い
て
、
不
可
思
議
の
大
誓
願
を
起
こ
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
う
御
形
を
ば
、
世
親
菩
薩
は
尽
十
方
無

　
　
　
　
磯
光
如
来
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
え
り
。
こ
の
如
来
を
報
身
と
も
う
す
な
り
。
報
と
も
う
す
は
、
種
に
酬
い
た
る
な
り
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
　
　
報
身
よ
り
応
化
等
の
無
量
無
数
の
身
を
あ
ら
わ
し
て
…
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

註
（
1
）
　
第
一
節
の
叙
述
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
般
若
思
想
の
生
成
」
（
平
川
彰
他
編
『
講
座
・
大
乗
仏
教
②
般
若
思
想
』
春
秋
社

　
参
照
。

一
九
八
三
年
所
収
）
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（
2
）
　
拙
訳
『
八
千
頒
般
若
経
』
工
（
中
央
公
論
社
刊
『
大
乗
仏
典
』
2
、
一
九
七
四
年
）
一
四
一
一
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
3
）
　
国
母
凶
げ
冨
α
轟
．
》
い
ミ
ミ
ミ
亀
斜
N
自
ミ
爵
＆
N
o
薪
”
a
‘
9
≦
o
α
q
一
ゲ
鐙
斜
μ
O
Q
。
卜
σ
”
卜
3
卜
◎
”
μ
G
。
－
δ
．

（
4
）
　
『
大
智
度
論
』
に
お
け
る
多
摩
羅
什
の
「
菩
薩
」
の
語
義
解
釈
に
つ
い
て
は
ヌ
．
ω
鉱
ぴ
Q
塁
P
吻
ミ
§
嵩
葵
ミ
さ
謎
奪
ミ
ミ
奪
織
蕊
§
馬
田
（
§
挙

　
懸
軌
＆
）
。
隷
亀
蓉
Ψ
禺
。
犀
離
ω
o
置
。
く
費
訂
σ
q
噸
↓
o
瞠
鴇
P
H
O
①
O
》
ω
●
μ
刈
心
l
H
Q
o
b
⊇
W
団
箏
国
ε
ぞ
ゆ
暴
P
、
、
○
課
目
①
ζ
Φ
⇔
昌
ぎ
σ
q
ω
o
臨
昏
①
≦
o
附
ユ
。
。
．
し
d
o
自
寓
鴇
・

　
詳
話
、
碧
匹
．
鼠
Q
冨
ω
£
。
寓
話
．
ぎ
℃
多
門
碧
㎝
鑓
ヨ
田
鼠
に
冨
H
餌
葺
冨
．
”
噂
い
6
》
匿
譲
興
。
器
①
け
p
。
r
＆
‘
奪
§
N
o
讐
§
N
良
嵩
翫
b
q
袋
§
凡
詮
恥
ミ
§
勉

　
（
＜
o
ご
ヨ
Φ
ぎ
譲
。
ご
。
慈
。
剛
℃
δ
｛
①
ω
。
。
o
塊
9
≦
、
飯
①
旨
。
旨
σ
Q
o
哲
ぼ
。
。
o
Q
詳
置
目
昏
切
4
§
留
出
y
勾
黛
。
o
巳
紳
鴇
。
｛
》
。
。
冨
昌
ω
㌶
9
日
目
O
小
筒
げ
Φ
幾
勉
レ
⑩
◎
。
卜
⊃
一

　
唱
．
N
忠
中
参
照
。

（
5
）
　
長
尾
雅
人
「
仏
身
論
を
め
ぐ
り
て
」
（
『
哲
学
研
究
』
五
二
一
号
、
一
昔
ペ
ー
ジ
及
び
注
2
3
）
。
こ
の
論
文
は
同
氏
の
『
中
観
と
唯
識
』
、
岩
波
書

　
店
、
一
九
七
八
年
に
再
録
さ
れ
て
い
る
（
二
七
八
ペ
ー
ジ
及
び
注
2
3
）
。
以
下
、
岩
波
版
に
よ
る
。

（
6
）
　
西
谷
啓
治
氏
が
空
と
慈
悲
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
た
、
「
中
心
が
あ
ら
ゆ
る
所
に
あ
り
、
円
周
の
存
在
し
な
い
円
」
の
醤
喩
は
今
日
で
は
著

　
名
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
讐
喩
は
五
葱
説
に
お
け
る
「
無
我
」
と
大
乗
仏
教
の
「
空
」
の
思
想
と
の
関
連
で
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
国
。
峯
ω
窪
鼠
鼻

　
沁
ミ
鷺
6
，
謎
§
織
き
導
§
讐
題
♂
ω
Φ
蒔
巴
Φ
ざ
¢
三
●
o
｛
O
帥
ま
。
ヨ
冨
牢
①
ω
。
・
讐
巳
。
。
卜
。
”
℃
．
卜
。
卜
。
Q
。
「

（
7
）
　
こ
の
検
証
は
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
い
①
≦
♂
図
●
り
高
遠
。
器
8
ジ
．
、
6
ゲ
Φ
O
茂
Φ
鴇
ζ
9
。
ず
似
団
餌
コ
p
ω
鐸
目
隠
搾
。
。
。
。
㎡
質
強
＄
旨
o
o

　
｛
o
円
昏
。
ω
露
島
《
o
胤
ゆ
綴
目
儀
三
。
。
捗
U
①
〈
①
ぴ
唱
ヨ
①
再
、
．
ゆ
肉
毯
器
§
切
袋
ミ
跨
斜
Z
①
≦
o
o
2
一
〇
ω
り
く
o
r
＜
門
H
押
累
9
ド
リ
H
㊤
胡
●

（
8
）
　
ド
錦
魯
二
戸
P
．
．
o
o
書
窓
9
チ
①
ζ
o
子
賃
。
剛
ω
ロ
傷
傷
冨
9
9
。
嵩
山
U
冨
同
旨
仁
。
ぴ
。
を
、
、
”
》
・
国
．
≦
鋤
a
o
斜
a
二
≧
町
並
黒
馬
詳
§
切
ミ
§
ミ

　
沁
象
§
§
調
↓
冨
》
8
昌
℃
H
①
。
。
。
。
噂
U
ロ
ひ
p
日
”
累
。
巴
島
0
9
。
お
蒔
け
欝
層
喝
・
Φ
一
μ
①
■

（
9
）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
は
§
馬
§
蓉
§
縞
ミ
回
診
釦
重
書
旧
辞
落
筆
ミ
§
§
き
象
貯
等
§
§
謡
奪
黛
爵
ら
。
§
ミ
§
§
越
§
O
§
翫
ぎ
奮
ミ
”

　
巴
‘
い
。
巳
。
。
紆
ぴ
9
。
＜
⇔
ま
Φ
℃
o
口
ω
。
。
一
員
し
d
一
び
一
一
〇
爵
。
＄
b
d
亀
α
鑓
o
p
。
食
ω
『
℃
⑦
冨
話
び
ξ
σ
q
讐
目
㊤
8
－
H
G
。
．
唱
・
器
O
に
引
用
。

（
1
0
）
　
西
蔵
大
蔵
経
研
究
会
編
『
北
京
版
西
蔵
大
蔵
経
』
九
五
巻
、
↓
。
。
冨
応
。
ω
H
鉾
梶
山
「
知
恵
の
と
も
し
び
第
二
十
五
章
（
前
段
の
試
訳
）
」
（
『
密

　
教
学
』
第
十
六
・
十
七
合
併
号
、
一
九
八
○
年
）
五
八
－
五
九
ペ
ー
ジ
。
こ
の
和
訳
に
二
、
三
誤
解
が
あ
っ
た
の
で
、
本
稿
の
訳
文
を
も
っ
て
訂
正

す
る
。

　
　
　
空
と
慈
悲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



2166

　
　
　
折
口
学
研
究
　
　
第
五
｝
臼
五
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
六

（
1
1
）
　
同
右
、
梶
山
訳
五
七
べ
…
ジ
。

（
1
2
）
　
ζ
に
。
一
8
一
B
P
国
。
ぎ
野
．
．
O
冨
二
穀
雨
。
ε
窪
頃
ヨ
℃
蔓
ω
p
く
δ
二
》
ω
訓
言
。
｛
昏
①
O
◎
9
Φ
讐
。
貼
O
茜
藻
β
侮
。
ぽ
竃
p
訂
塩
冨
ご
d
簾
争

　
伽
注
鴇
℃
ゲ
鵠
。
ω
ε
ξ
、
．
．
ミ
急
。
山
岳
沁
ミ
鷺
6
，
蕊
”
＜
o
一
●
卜
。
9
宕
o
G
ド
↓
冨
C
昌
博
く
。
話
蹄
団
。
臨
O
窪
s
σ
q
P
唱
●
①
9

（
1
3
）
　
ω
8
9
象
一
窪
臨
霧
”
○
コ
切
a
穿
幹
O
o
筥
三
島
§
》
》
竃
器
8
臆
。
｛
9
〈
3
津
矯
ω
。
巳
9
↓
冨
。
・
ゲ
餌
帥
脱
奉
a
9
烹
融
蔓
ω
島
8
一
曽
同
㊤
。
。
♪

　
唱
．
8
’

（
1
4
）
　
o
o
鋤
営
団
・
〈
①
“
b
g
◎
§
馬
§
導
き
ミ
細
ミ
．
ρ
ω
①
一
。
。
。
。
．
金
倉
圓
照
訳
『
悟
り
へ
の
道
』
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
五
年
、
一
七
四
ペ
ー
ジ
（
た
だ
し

　
訳
文
を
平
易
に
す
る
た
め
筆
者
が
二
、
三
の
改
訳
を
施
し
た
）
。

（
1
5
）
　
大
正
、
巻
二
五
、
四
四
二
上
。

（
1
6
）
　
『
八
千
頒
般
若
経
』
－
（
注
（
2
）
参
照
）
三
二
i
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
1
7
）
　
『
世
親
論
集
』
（
中
央
公
論
社
刊
『
大
乗
仏
典
』
1
5
）
、
一
九
七
六
年
、
三
＝
一
－
三
噌
三
ペ
ー
ジ
。

（
1
8
）
　
図
・
ρ
℃
き
α
O
養
》
Φ
山
‘
§
叙
書
織
ミ
籍
e
辱
ぎ
鷺
－
隷
辱
爲
ミ
》
竃
O
艶
⇔
囲
b
d
p
。
欝
鑓
。
。
匡
9
・
ω
。
・
Ψ
目
O
詰
》
O
．
H
劇
ω
し
●
H
Q
Q
－
b
ρ
ρ
「
自
性
身
が
さ
と
り
を

　
開
く
よ
う
な
あ
り
方
、
そ
れ
が
受
用
身
で
あ
る
」
と
安
慧
が
云
っ
た
こ
と
は
長
尾
論
文
（
注
5
参
照
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
（
『
中
観
と
唯
識
』
、

　
二
七
四
ペ
ー
ジ
及
び
注
1
5
参
照
）
。
長
尾
氏
の
用
い
た
山
口
益
校
訂
本
に
は
こ
の
個
所
の
テ
キ
ス
ト
に
読
み
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
い
ま
は

　
パ
ン
デ
ー
や
校
訂
本
に
よ
っ
て
訳
出
し
た
。

（
1
9
）
　
o
Q
・
い
①
く
帥
旨
§
詠
3
§
今
ミ
讐
ミ
匙
馨
禽
、
鼻
↓
o
ヨ
①
お
勺
9
二
。
。
”
μ
⑩
O
メ
㍗
島
…
舟
橋
尚
哉
『
不
パ
ー
ル
写
本
対
照
に
よ
る
大
乗
荘
厳
経
論
の
研

　
究
』
、
図
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
、
一
五
八
ぺ
！
ジ
。

（
2
0
）
　
長
尾
雅
人
訳
「
中
辺
分
別
論
」
（
注
1
7
の
『
世
親
論
集
』
所
収
）
二
六
一
ペ
ー
ジ
。

（
2
1
）
ヵ
．
ρ
℃
碧
餌
①
巻
》
o
℃
・
9
f
O
．
ミ
リ
一
・
8
－
N
ド

（
2
2
）
　
大
正
、
巻
三
一
、
一
四
九
中
。

（
2
3
）
　
長
尾
雅
人
「
仏
身
論
を
め
ぐ
り
て
」
（
『
中
観
と
唯
識
』
）
二
八
一
ペ
ー
ジ
及
び
注
2
7
。

（
2
4
）
　
鴫
．
夙
克
雪
目
ρ
↓
罠
霧
h
2
0
｛
竃
・
蜂
ω
ぎ
勺
霞
⑦
い
§
傷
し
ご
巳
畠
弦
ω
B
（
『
雲
井
昭
善
博
士
古
稀
記
念
・
仏
教
と
異
宗
教
』
、
平
楽
寺
書
店
、



　
一
九
八
五
年
）
℃
．
這
①
一
路
メ

（
2
5
）
　
彦
山
‘
7
H
卜
⊃
c
。
i
H
8
・

（
2
6
）
　
『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
、
大
八
木
興
文
堂
、
一
九
四
一
年
、
二
七
一
べ
：
ジ
。
金
子
大
栄
編
『
親
彌
聖
人
著
作
全
集
』
、
法
蔵
館
、
一
九
六
四
年
、

　
一
　
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
2
7
）
　
ド
譲
¢
。
質
愚
営
P
↓
冨
ロ
ω
h
窺
。
｛
竃
⑦
鼻
。
。
…
”
や
誌
㎝
・

（
2
8
）
　
量
畠
‘
0
6
H
b
。
P

（
2
9
）
　
謹
山
二
や
お
①
1
お
S

（
3
0
）
　
金
子
大
栄
編
『
親
欝
聖
人
著
作
全
集
』
、
五
五
〇
、
五
五
一
べ
！
ジ
。

　
（
本
稿
は
昭
和
六
十
年
十
一
月
三
β
、
京
都
哲
学
会
に
お
い
て
、
「
空
」
の
題
下
に
行
な
っ
た
講
演
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
）
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う
い
ち
　
京
都
大
学
文
学
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〔
仏
教
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〕
教
授
）
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THE　OUTLINES　OF　TIHE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　OZ‘伽θげ5Z‘0んan　article　as　aPPears　i・Z　7π07・8伽ηone　numberげ砺5

magazine　is彦。うθgiven　together励彦h　the　last勿5彦almentげ漉θarticle．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Emptiness　and　Compassion

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Yuichi　Kajiyama

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　of　Buddhist　Studies，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　The　present　paper　aims　at　clarifying　the　relationship　between　the

idea　of　emptiness　（Sanyatdi）　and　that　of　compassion　（haruzia）　in

Mahayana　Buddhism．　Mahayana　scriptures　say　that　a　Buddha　in　its

Dharma－body　（dharma－fedya）　is　eonstantly　in　deep　and　immovable

meditation，　having　no　concepts，　uttering　no　words，　and　making　no

acts，　but　that　compassionate，　salvific　acts　for　all　be1ngs　are　manifested

from　him　natura11y　and　effortlessly．　This　theory　posed　a　question　of

how　Dharma－body　having　no　concepts　can　teach　beings　and　make

salvific　acts．

　　Mfidhyamika　philosophers　are　of　the　opinion　that　although　Dharma－

body　of　a　Buddha　teaches　nothing，　manifested　Buddha－bodies　（nirmdi－

4a－haora），　emanated　from　Dharma－body，　teach　Dharmas　in　various

ways　to　all　being＄，　and　that　the　compassionate　acts　by　the　manifested

Buddha－bodies　are　caused　by　the　powers　of　the　previous　vows　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



merits，　moral　as　well　as　religious，　which　the　Buddha　avowed　and

accumulated　respectively　whi！e　he　was　still　a　Bodhisattva．　Eckel　likens

this　interpretation　to　a　rock　thrown　into　a　karmic　pond：　Although

the　rock　itself　lies　deep　on　the　bottom，　ripples　created　by　the　thrown

rock　continues　for　a　long　time　to　spread　out　on　the　surface　of　the

water．　The　interpretation　of　the　Madhyamikas，　however，　left　unsolved

the　problem　of　how　Dharma－body　is　able　to　create　manifested　bodies．

The　dificulty　of　the　Madhyamika　explanation　is　due　to　the　fact　that

they　regarded　Dharma－body　as　impersonal　truth　of　emptiness．

　　Unlike　the　Mtidhyamikas，　Yogacara　thinkers　recognized　the　existence

of　ground　cognition　（dilablaviJ’fidina），　which　manifests　all　erroneous

phenomena，　including　ego－consciousness，　conceptural　thinking，　as　well

as　false　representations　of　unreal　externa！　objects．　This　ground　cogni－

tion，　however，　is　transformed　into　pure　wisdom　bereft　of　all　concepts

and　representations　by　means　of　‘transformation　of　the　basis’

（dis’rayapardiw．rtti）　or　enlightenment　that　is　made　possible　by　prolonged

and　earnest　religious　practices．　This　pure　wlsdom　is　none　other　than

Dharma－body　of　a　Buddha．　Through　the　transformation　of　the　basis，

the　former　ego－consciousness　is　changed　into　great　compassion，　and

the　previous　concepts　and　representations　into　worldly　but　pure　kno－

wledge．　Thus，　the　YogacEra　philosophers　successfully　explain　how

Dharma－body，　which　is　not　impersonal　emptiness　but　the　absolute

wisdom，　makes　all　salvific　acts　by　emanating　various　manifested

Buddha－bodies　endowed　with　cornpassion　and　worldly　knowledge．　ln

the　last　section　the　author　briefiy　explains　relationships　between　the

threefold　Buddha－body　and　the　four　kinds　of　wisdom　of　a　Buddha，

both　of　which　were　expounded　by　the　YogEcara　Buddhists．
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