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大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲

そ
の
関
係
、
機
能
と
実
践
の
一
断
面

宮
　
崎

泉

は
じ
め
に

　
筆
者
は
こ
れ
ま
で
ア
テ
ィ
シ
ャ
（
〉
濠
ρ
O
O
Q
b
っ
山
O
α
禽
U
ぢ
P
ヨ
一
6
弩
弓
既
習
ぎ
鋤
と
も
）
を
中
心
に
イ
ン
ド
後
期
中
観
派
の
思
想
と
実
践
を
扱

っ
て
き
た
。
そ
の
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
も
幾
度
と
な
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲
の
問
題
を
本
稿
で
あ
ら
た

め
て
扱
う
の
は
、
空
性
と
慈
悲
の
関
係
を
今
一
度
確
認
す
る
と
と
も
に
、
初
期
大
乗
仏
教
に
見
ら
れ
る
空
性
と
慈
悲
の
関
係
が
イ
ン
ド
後
期

中
観
派
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
具
体
的
な
実
践
の
考
察
を
通
し
て
示
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
空
性
と
慈
悲
の
問
題
は
大
乗

仏
教
に
お
け
る
根
源
的
な
問
題
で
も
あ
り
、
何
度
取
り
上
げ
て
も
取
り
上
げ
す
ぎ
と
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
ま
ず
大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲
の
関
係
を
初
期
大
乗
経
典
に
分
類
さ
れ
る
『
八
千
頒
般
若
経
』
に
見
る
。
そ
し
て
そ
の

基
本
的
な
関
係
を
確
認
し
た
後
、
そ
の
他
の
経
典
や
論
書
に
見
ら
れ
る
空
性
と
慈
悲
を
取
り
上
げ
、
慈
悲
の
実
践
に
対
す
る
空
性
の
機
能
を

見
て
み
た
い
。
最
後
に
、
イ
ン
ド
後
期
中
観
派
の
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
実
践
を
紹
介
し
、
後
期
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
具
体
的
な
実
践
の
例
を
考

察
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
も
『
八
千
頒
般
若
経
』
と
岡
じ
空
性
と
慈
悲
の
構
造
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲

一
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空
性
（
伽
9
鵠
《
餌
呼
9
1
）
と
は
、
般
若
経
に
お
い
て
特
に
強
調
さ
れ
た
概
念
で
、
争
覇
的
実
体
的
な
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

紀
元
後
二
、
三
世
紀
頃
に
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
2
鋤
α
q
鋤
こ
§
餌
、
龍
樹
）
が
出
て
、
そ
れ
を
理
論
的
に
大
成
し
た
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

に
従
う
一
派
が
中
観
派
で
あ
り
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
も
自
ら
を
そ
の
系
譜
に
置
い
て
い
る
。
一
方
、
慈
悲
に
つ
い
て
は
、
慈
と
悲
が
影
蝕
け
昌
と

百
毎
鼠
と
い
う
別
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
訳
語
と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
場
合
慈
と
悲
は
そ
れ
ぞ
れ
与
楽
と
憂
苦
と
説
明
さ
れ
る
こ

と
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
全
て
の
有
情
の
苦
し
み
を
取
り
除
く
こ
と
を
旨
指
す
大
乗
仏
教
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
は
抜
糸
の
側

の
悲
の
方
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
た
め
、
本
稿
の
題
目
に
は
「
慈
悲
」
の
語
を
掲
げ
た
が
、
基
本
的
に
は
空
性
と
悲
の
関
連
を
論
ず
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
空
性
の
智
慧
や
空
性
の
実
践
的
側
面
で
あ
る
空
三
昧
な
ど
も
空
性
の
一
側
面
と
考
え
る
一
方
、
利
他
の
方

便
な
ど
も
慈
悲
の
実
践
的
側
面
と
し
て
慈
悲
に
含
め
、
広
い
意
味
で
の
空
性
と
慈
悲
の
関
係
を
扱
う
。
空
性
と
慈
悲
の
関
係
で
特
に
問
題
と

な
る
の
は
、
大
乗
の
慈
悲
的
な
側
面
が
空
性
の
智
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本

稿
は
そ
こ
に
焦
点
を
あ
て
て
論
を
進
め
た
い
。

　
仏
教
の
開
祖
た
る
仏
陀
自
身
に
お
い
て
、
悟
り
の
内
容
と
慈
悲
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
有
名
な
「
梵
天
勧
請
」

の
説
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
梵
天
勧
請
」
説
話
と
は
、
仏
陀
が
悟
っ
た
後
、
そ
の
悟
り
が
あ
ま
り
に
深
淵
で
あ
る
た
め
誰

も
理
解
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
最
初
教
え
を
説
く
こ
と
を
購
躇
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
梵
天
が
三
度
ま
で
教
え
を
説
く
よ
う
懇
願
し
た

た
め
、
仏
陀
が
説
法
を
理
解
す
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
直
し
、
教
え
を
説
く
決
意
を
固
め
た
と
い
う
伝
説
で
あ
る
。
こ
の
説
話

は
、
仏
陀
の
悟
り
の
内
容
が
説
法
と
い
う
慈
悲
的
な
側
面
に
親
仁
論
理
的
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
で
は
大
乗
仏
教
に
お
い
て
空
性
の
智
慧
と
慈
悲
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
大
乗
仏
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

で
も
空
性
の
智
慧
と
慈
悲
は
矛
盾
す
る
と
い
う
理
解
が
根
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
矛
盾
が
あ
か
ら
さ
ま
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
く
、
用
例
を
探
す
の
は
難
し
い
が
、
初
期
大
乗
経
典
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
『
八
千
頒
般
若
経
熱
に
は
そ
の
矛
盾
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
大
乗
仏
教
の
実
践
で
は
空
性
の
智
を
得
る
以
前
に
最
初
に
慈
悲
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
も
慈
悲
が
空
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る



も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
空
性
の
智
と
慈
悲
が
全
く
無
関
係
と
い
う
わ
け
は
な
く
、

一
方
で
は
慈
悲
も
空
性
の
智
に
基
づ
い
て
こ
そ
完
成
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
践
の
中
で
空
性
が
慈
悲
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
機
能
す

る
の
か
は
、
六
波
羅
蜜
の
相
互
の
関
係
や
、
「
般
若
と
方
便
の
双
運
」
な
ど
を
通
し
て
知
ら
れ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
慈
悲
が
空
性
の
智

に
よ
っ
て
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
慈
悲
が
空
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

｛
　
『
八
千
頒
般
若
経
』
に
見
ら
れ
る
空
性
と
慈
悲

　
ま
ず
『
八
千
頒
般
若
経
』
（
〉
薯
器
響
器
H
涛
㌣
嘆
a
ロ
習
鍵
鋤
ヨ
鼠
）
第
二
十
章
「
巧
み
な
手
立
て
の
考
察
」
（
⊆
冨
葛
冨
誌
巴
捧
再
呈
鋤
艦
ω
餓

も
践
ぞ
錠
富
）
に
見
ら
れ
る
空
性
と
慈
悲
の
関
係
を
確
認
し
よ
う
。
梵
本
の
章
々
に
あ
る
門
巧
み
な
手
立
て
」
（
善
巧
方
便
）
が
示
す
通
り
、

こ
の
章
は
大
乗
仏
教
の
実
践
の
う
ち
慈
悲
的
な
側
面
で
あ
る
「
方
便
」
を
主
題
と
し
て
い
る
。
大
乗
の
実
践
に
は
智
慧
の
側
面
で
あ
る
「
般

若
」
と
慈
悲
の
側
面
で
あ
る
「
方
便
」
が
あ
り
、
後
述
す
る
通
り
、
こ
の
両
者
の
併
修
が
強
調
さ
れ
る
。
両
者
の
実
践
に
よ
り
仏
陀
の
悟
り

（
無
上
正
等
覚
）
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
章
に
は
そ
の
智
慧
の
側
面
と
慈
悲
の
側
面
の
関
係
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
め
章
に
説
か
れ
る
智
慧
の
側
面
は
「
三
解
脱
門
」
と
呼
ば
れ
る
瞑
想
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
三
解
脱
門
と
は
、
空
、
無
相
、
無
願
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ば
れ
る
三
つ
の
瞑
想
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
存
在
論
的
、
認
識
論
的
、
心
理
的
な
意
味
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
『
般
若
経
』
の
中
で
は
空
性
の
智

慧
の
実
践
的
な
側
面
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
三
解
脱
門
は
い
わ
ゆ
る
小
乗
仏
教
の
中
で
も
説
か
れ
、
大
乗
仏
教
特
有
の
考
え
方
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
の
『
八
千
頒
般
若
経
』
の
引
用
の
中
の
智
慧
の
側
面
で
あ
る
三
解
脱
門
と
慈
悲
の
側
面
で
あ
る
方
便
の
関
係
は
、

そ
の
点
も
踏
ま
え
た
上
で
考
え
た
方
が
理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
『
八
千
頒
般
若
経
』
に
は
梶
山
雄
一
、
丹
治
昭
義
両
博
士
に
よ
る
流
麗

な
訳
が
あ
る
の
で
、
長
い
引
用
と
な
る
が
そ
れ
を
挙
げ
よ
う
。

大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲

三
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そ
の
と
き
ス
ブ
ー
テ
ィ
長
老
が
世
尊
に
こ
う
申
し
上
げ
た
。

　
「
世
尊
よ
、
知
恵
の
完
成
へ
の
道
を
追
求
し
て
い
る
菩
薩
大
士
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
空
性
を
熟
知
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
空
性
の

精
神
集
中
（
空
三
味
）
に
は
い
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
」

世
尊
は
仰
せ
ら
れ
た
。

　
「
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、
こ
の
世
で
知
恵
の
完
成
へ
の
道
を
邉
求
す
る
菩
薩
大
士
は
、
物
質
的
存
在
は
空
で
あ
る
、
と
観
察
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
感
覚
、
表
象
、
意
欲
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
り
、
思
推
も
空
で
あ
る
、
と
観
察
ぜ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
物
質
的
存
在

（
は
空
で
あ
る
）
と
い
う
と
き
の
そ
の
、
も
の
の
本
性
（
法
性
）
を
本
性
（
と
い
う
実
体
）
と
し
て
み
な
さ
な
い
よ
う
に
、
散
乱
し
な

い
心
の
流
れ
（
心
相
続
）
を
も
っ
て
観
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
、
も
の
の
本
性
を
（
本
体
と
し
て
の
実
在
と
）
見
な
い
な
ら
ぽ
、

真
実
の
究
極
（
実
際
）
を
直
証
し
て
し
ま
う
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
」

こ
う
い
わ
れ
て
、
ス
ブ
ー
テ
ィ
長
老
は
世
尊
に
こ
う
お
尋
ね
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
「
世
尊
は
『
菩
薩
大
士
は
空
性
を
直
証
し
て
は
な
ら
な
ど
と
、
こ
う
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
世
尊
よ
、
そ
の
（
空
性
の
）
精
神
集

中
に
は
い
っ
て
い
る
菩
薩
大
士
は
、
ど
う
し
て
空
性
を
直
証
し
な
い
の
で
す
か
扁

世
尊
は
お
答
え
に
な
っ
た
。

　
「
と
い
う
の
は
、
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、
菩
薩
大
士
は
す
べ
て
の
す
ぐ
れ
た
様
相
を
そ
な
え
た
空
性
を
観
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

璽
私
は
直
証
し
よ
う
輪
と
考
え
て
観
察
す
る
の
で
は
な
い
。
㎎
そ
れ
は
直
証
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
駈
と
考
え
て
観
察
す
る
の
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

（
そ
う
で
は
な
く
て
、
）
『
私
は
熟
知
し
よ
う
臨
と
観
察
す
る
の
で
あ
る
。
『
い
ま
は
熟
知
す
る
と
き
で
あ
っ
て
、
直
証
す
る
と
き
で
は

ヘ
　
　
　
へ

な
い
臨
と
考
え
て
観
察
す
る
の
で
あ
る
。
精
神
が
集
中
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
（
瞑
想
の
）
対
象
に
心
を
し
っ
か
り
と
つ
な
ぎ
、
『
私
は

知
恵
の
完
成
を
会
得
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
直
証
し
て
は
い
け
な
い
㎞
と
考
え
る
。
そ
の
中
間
に
お
い
て
、
菩
薩
大
士
は
さ
と
り
の

（
七
）
要
素
（
覚
支
）
を
捨
て
は
し
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
煩
悩
（
漏
）
を
滅
尽
さ
せ
も
し
な
い
。
た
だ
そ
れ
を
熟
知
す
る
の
で
あ
る
。



菩
薩
大
士
が
、
解
脱
へ
の
門
戸
（
解
脱
門
）
で
あ
る
、
空
性
の
精
神
集
中
（
空
三
昧
）
に
よ
っ
て
時
を
す
ご
す
と
き
に
は
、
菩
薩
大
士

は
、
特
徴
な
き
こ
と
の
精
神
集
中
（
無
相
三
昧
）
に
よ
っ
て
も
時
を
す
ご
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
特
徴
の
な
い
こ
と
を
直
証
し

な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
と
い
う
の
は
、
菩
薩
大
士
は
そ
れ
ほ
ど
（
堅
固
に
）
成
長
し
た
善
根
の
徳
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
『
い
ま
は
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成
熟
さ
せ
る
と
き
で
あ
っ
て
、
直
証
す
る
と
き
で
は
な
い
』
と
観
察
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
知
恵
の
完
成
に
ま
も
ら
れ
て
い
な
が
ら
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

真
実
の
究
極
を
直
証
し
は
し
な
い
。
」
（
梶
山
雄
～
・
丹
治
昭
義
訳
、
傍
点
筆
者
）

　
こ
の
…
節
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
空
性
を
「
熟
知
す
る
こ
と
扁
（
唱
P
昌
己
Q
団
騨
）
と
空
性
を
「
直
証
す
る
こ
と
」
（
鼠
冨
簿
－
角
）
を
区
別

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
菩
薩
大
士
は
空
性
を
熟
知
す
べ
き
で
あ
る
が
、
直
証
し
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
後
の
引
用
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

こ
こ
で
は
空
性
を
直
証
す
る
こ
と
は
、
真
実
の
究
極
を
直
証
す
る
こ
と
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
の
引
用
で
は
、
そ
れ
は
「
声
聞

の
階
位
と
か
独
覚
の
階
位
に
と
ど
ま
る
」
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
、
利
他
を
求
め
ず
慈
悲
の
側
面
を
放
棄
し
ひ
と
り
解
脱
し
て
し
ま
う

こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
も
次
の
引
用
の
中
で
確
認
さ
れ
た
い
。
声
聞
・
独
身
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
仏
の
教
え
を
聞
い
て
さ
と
る
仏
弟
子

と
ひ
と
り
修
行
し
師
な
く
さ
と
る
修
行
者
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
小
乗
の
修
行
者
で
あ
る
。

　
次
の
引
用
に
は
三
解
脱
門
の
す
べ
て
が
説
か
れ
、
そ
の
い
ず
れ
の
瞑
想
も
直
証
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
、
世
尊
は
ス
ブ
ー
テ
ィ
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
仰
せ
ら
れ
た
。

　
「
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
菩
薩
大
士
は
あ
ら
ゆ
る
有
情
に
利
益
を
も
た
ら
し
、
同
情
的
で
あ
り
、
慈
し
み
を
よ

せ
、
憐
れ
み
を
よ
せ
、
喜
び
を
施
し
、
平
等
に
接
し
、
巧
み
な
手
立
て
と
知
恵
の
完
成
に
ま
も
ら
れ
て
い
て
、
諸
善
根
を
仏
陀
の
是
認

さ
れ
る
、
正
し
い
廻
向
の
仕
方
で
廻
向
し
て
、
空
性
、
特
徴
な
き
こ
と
、
願
望
を
離
れ
て
い
る
こ
と
と
い
う
解
脱
へ
の
門
戸
で
あ
る

（
三
種
の
）
精
神
集
中
（
三
昧
）
に
は
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
真
実
の
究
極
を
直
証
し
て
し
ま
い
は
し
な
い
。
つ
ま
り
、
声
聞
の

大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲

五
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階
位
と
か
独
覚
の
階
位
に
（
お
け
る
さ
と
り
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
）
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
と
い
う
の
は
、
彼
に
は
最
も
力
強
く
、
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最
も
堅
固
な
守
護
者
、
す
な
わ
ち
、
知
恵
の
完
成
と
巧
み
な
手
立
て
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
に
従
う
あ
ら
ゆ
る
有

情
は
捨
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
ほ
う
は
幸
せ
に
、
安
全
に
、
無
上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
を
さ
と
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、
菩
薩
大
士
が
す
べ
て
の
有
情
に
接
し
て
慈
し
み
の
心
を
支
え
と
し
て
、
彼
ら
を
深
い
慈
し
み
に
よ
っ
て
い
だ
く
と
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き
、
そ
の
と
き
に
は
、
菩
薩
大
士
は
煩
悩
に
属
す
る
も
の
、
魔
に
属
す
る
も
の
を
越
え
出
で
、
声
聞
の
階
位
と
独
言
の
階
位
と
を
越
え
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出
で
て
、
そ
の
（
慈
し
み
の
）
精
神
集
中
に
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
、
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、
煩
悩
の
滅
尽
に
劉
達
し
て

し
ま
う
こ
と
な
し
に
、
こ
の
上
な
き
完
成
で
あ
る
空
性
を
熟
知
す
る
の
で
あ
る
。
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、
菩
薩
大
士
が
解
脱
へ
の
門
戸
で
あ

る
空
性
の
精
神
集
中
に
は
い
っ
て
時
を
す
ご
す
、
そ
の
と
き
に
は
、
菩
薩
大
士
は
そ
の
時
点
で
、
特
徴
な
き
こ
と
の
精
神
集
中
に
は
い

っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
は
特
徴
な
ぎ
こ
と
の
精
神
集
中
を
直
証
し
は
し
な
い
。
」
（
梶
山
雄
一
・
丹
治
昭
義
訳
、

　
　
（
5
）

傍
点
筆
者
）

　
こ
こ
に
は
、
煩
悩
の
滅
尽
に
鋼
達
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
空
性
の
熟
知
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
煩
悩
の
滅
尽

と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
解
脱
で
あ
り
、
真
実
の
究
極
の
直
証
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
到
達
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
、
利
他
を
捨
て

る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
有
情
に
対
す
る
「
慈
し
み
の
心
」
（
ヨ
曽
箭
マ
。
馨
鋤
）
が
支
え
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
空
・
置
網
・
無
願
と
い
う
三
解
脱
門
は
そ
の
名
の
通
り
解
脱
に
導
く
も
の
で
あ
る
が
、
大
乗
の
菩
薩
は
利
他
を
求
め
る
が

故
に
、
そ
れ
ら
を
直
証
す
る
の
で
は
な
く
熟
知
せ
よ
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
声
聞
の
階
位
と
独
覚
の
階
位
も
越

え
て
、
あ
ら
ゆ
る
有
情
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
菩
薩
自
身
も
無
上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
（
無
上
正
等
覚
）
を
さ
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
こ
の
一
節
は
空
性
と
慈
悲
の
矛
盾
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
次
に
も
う
一
節
引
用
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に
は
誓
願



に
も
触
れ
ら
れ
、
慈
悲
と
空
性
の
順
序
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
、
ス
ブ
ー
テ
ィ
長
老
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
。

　
「
世
尊
よ
、
菩
薩
大
士
と
は
難
行
の
行
者
で
あ
り
ま
す
。
世
尊
よ
、
空
性
の
道
を
追
求
し
、
空
性
に
よ
っ
て
時
を
す
ご
し
、
空
性
の

精
神
集
中
に
は
い
り
な
が
ら
、
し
か
も
真
実
の
究
極
を
直
証
し
な
い
と
は
、
菩
薩
大
士
は
最
高
の
難
行
の
行
者
で
あ
り
ま
す
。
世
尊
よ
、

こ
れ
は
た
い
へ
ん
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
。
善
く
逝
け
る
入
よ
、
こ
れ
は
最
高
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
。
」

こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
、
世
尊
は
ス
ブ
ー
テ
ィ
長
老
に
こ
う
仰
せ
ら
れ
た
。

　
「
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ス
ブ
1
テ
ィ
よ
。
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
菩
薩
大
士
と
は
難
行
の
行
者
で
あ
る
。
空
性
の
道
を

追
求
し
、
空
性
に
よ
っ
て
時
を
す
ご
し
、
空
性
の
精
神
集
中
に
は
い
り
な
が
ら
、
し
か
も
真
実
の
究
極
を
直
証
し
な
い
と
は
、
菩
薩
大

士
は
最
高
の
難
行
の
行
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
と
い
う
の
は
、
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、
菩
薩
大
士
に
と
っ
て
は
、
い
か
な
る
有
情
も
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見
捨
て
る
わ
け
に
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
は
『
私
は
あ
ら
ゆ
る
有
情
を
解
放
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
』
と
い
う
、
こ
う
い
う
性

質
の
諸
誓
願
が
あ
る
の
で
あ
る
。
菩
薩
大
士
が
、
『
私
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
有
情
も
見
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
私
は
彼
ら
を

解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
、
こ
の
よ
う
に
意
を
決
し
、
空
性
と
い
う
、
解
脱
へ
の
門
戸
で
あ
る
精
神
集
中
を
実
行
し
、
特
微
な

き
こ
と
と
い
う
、
解
脱
へ
の
門
戸
で
あ
る
精
神
集
中
を
実
行
し
、
願
望
を
離
れ
る
こ
と
と
い
う
、
解
脱
へ
の
門
戸
で
あ
る
精
神
集
中
を

実
行
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
彼
は
巧
み
な
手
立
て
を
そ
な
え
た
菩
薩
大
士
で
あ
る
、
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
は
（
修
行

の
）
中
途
で
、
仏
陀
の
真
理
を
完
成
し
な
い
ま
ま
に
、
真
実
の
究
極
を
直
証
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
と
い
う

の
は
、
彼
の
巧
み
な
手
立
て
が
保
護
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
『
あ
ら
ゆ
る
有
情
を
見
捨
て
な
い
』
と
い
う
、
こ
う
い
う
心
を

お
こ発

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
こ
の
発
心
と
巧
み
な
手
立
て
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
、
中
途
で
真
実
の
究
極
を
直
証
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
し
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
梶
山
雄
一
・
丹
治
昭
義
訳
、
傍
点
筆
者
）

大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲

七



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
七
号

八

　
こ
の
よ
う
に
、
菩
薩
が
空
性
な
ど
を
直
証
し
て
し
ま
わ
な
い
の
は
、
そ
の
瞑
想
以
前
に
「
私
は
あ
ら
ゆ
る
有
情
を
解
放
し
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
」
と
い
う
誓
願
が
す
で
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
空
性
の
智
慧
に
よ
っ
て
慈
悲
的
な
側
面
が
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
先
の
引
用
と
異
な
り
「
巧
み
な
手
立
て
」
（
善
巧
方
便
）
だ
け
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
っ

て
い
る
。
空
性
を
直
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
段
階
に
あ
っ
て
も
、
誓
願
が
あ
り
善
巧
方
便
に
守
ら
れ
て
、
空
性
を
直
証
し
解
脱
し
て
し
ま
う

こ
と
な
し
に
有
情
利
益
を
実
践
す
る
者
が
菩
薩
大
士
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
次
に
そ
の
実
践
の
出
発
点
と
し
て
初
発
心
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

二
　
実
践
の
出
発
点
と
し
て
の
慈
悲

　
大
乗
の
実
践
は
初
発
心
か
ら
始
ま
る
。
発
心
と
は
、
す
べ
て
有
情
を
救
う
た
め
に
仏
に
な
ろ
う
と
い
う
決
意
（
菩
提
心
）
を
起
こ
す
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
発
心
が
初
発
心
で
あ
り
、
誓
願
を
と
も
な
う
た
め
、
誓
願
心
（
鷲
⇔
ゑ
黒
帯
銘
－
o
鐸
帥
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

大
乗
経
典
や
論
書
に
は
、
そ
の
発
心
の
原
因
や
機
縁
が
様
々
な
形
で
説
か
れ
る
が
、
そ
の
原
因
の
う
ち
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
が
慈
悲
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
も
そ
も
大
乗
仏
教
に
お
い
て
慈
悲
は
実
践
に
先
行
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
経
典
で
は
曖
昧
な
点
も
残
る
が
、
次
に
大
乗
の
実
践
に
慈
悲
が
先
行
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
発
心
の
原
因
（
因
縁
）
を
説
く
大
乗
経
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
中
か
ら
典
型
的
な
も
の
を
幾
つ
か
取
り
上
げ
た
い
。
例
え
ば
『
如
来
智
印
耐
熱
に
は
七
つ
の
発
心
の
縁
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
な
ら
ぽ
、
弥
勒
よ
、
七
つ
に
よ
っ
て
菩
薩
は
菩
提
心
を
起
こ
す
。
七
つ
と
は
何
か
、
と
い
う
な
ら
ぽ
、
す

な
わ
ち
、
ω
諸
仏
世
尊
に
よ
っ
て
菩
薩
が
菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と
、
②
正
法
（
仏
教
の
教
え
）
が
滅
び
る
蒋
に
、
正
法
を
護
持
す
る

た
め
に
、
菩
薩
が
菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と
、
㈹
様
々
な
苦
し
み
に
苦
し
ん
で
い
る
生
き
も
の
（
有
情
）
の
世
界
を
見
て
、
大
悲
を
起



こ
し
、
菩
薩
が
菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と
、
ω
菩
薩
に
よ
っ
て
菩
薩
が
菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と
、
㈲
尊
敬
し
て
、
素
晴
ら
し
く
好
ま
し

い
布
施
を
与
え
た
後
に
、
菩
薩
が
菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と
、
㈲
他
の
人
も
菩
提
心
を
起
こ
し
た
の
を
見
て
、
菩
薩
が
菩
提
心
を
起
こ

す
こ
と
、
ω
如
来
の
身
体
の
相
好
の
多
様
な
荘
厳
の
功
徳
が
賞
賛
さ
れ
円
満
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
、
菩
薩
が
菩
提
心
を
起
こ
す

こ
と
で
あ
る
。
弥
勒
よ
、
そ
れ
ら
の
七
種
に
よ
っ
て
、
菩
薩
は
菩
提
心
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。

　
弥
勒
よ
、
そ
の
う
ち
、
ω
菩
薩
が
諸
仏
世
尊
に
よ
っ
て
菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と
と
、
②
正
法
が
滅
び
る
時
に
正
法
を
護
持
す
る
た

め
に
菩
薩
が
菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と
と
、
㈹
様
々
な
苦
し
み
に
よ
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
生
き
も
の
の
世
界
を
見
た
後
、
全
て
の
生
き

も
の
に
対
し
て
大
悲
が
生
じ
、
菩
薩
が
菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と
、
弥
勒
よ
、
こ
の
三
つ
の
発
心
が
、
仏
世
尊
の
さ
と
り
を
護
持
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
で
あ
り
、
速
や
か
に
無
上
正
等
覚
か
ら
退
か
な
い
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
、
最
後
に
七
つ
の
う
ち
三
つ
が
特
に
優
れ
た
発
心
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
最
後
の
も
の
が
今
注
目
す
べ
き
慈
悲

に
基
づ
く
発
心
で
あ
る
。
も
う
一
例
と
し
て
『
大
乗
図
法
経
』
に
説
か
れ
る
発
心
の
原
因
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

良
家
の
息
子
（
善
男
子
）
よ
。
こ
の
世
界
で
、
〔
菩
薩
の
〕
種
姓
に
住
し
て
（
α
q
o
窪
9
。
ω
一
節
）
い
な
が
ら
、
〔
ま
だ
〕
菩
提
心
を
起
こ
し
て

い
な
い
菩
薩
が
、
ω
如
来
に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
如
来
の
声
聞
に
よ
り
勧
め
ら
れ
、
教
化
さ
れ
、
教
導
さ
れ
て
、
無
上
正
等
覚
に
む

け
て
、
菩
提
心
を
起
こ
す
。
こ
れ
が
第
一
の
菩
提
心
を
起
こ
す
原
因
で
あ
る
。
②
正
等
覚
の
、
あ
る
い
は
、
菩
提
心
の
功
徳
が
話
さ

れ
て
い
る
の
を
聞
い
て
、
無
上
正
等
覚
に
む
け
て
、
菩
提
心
を
起
こ
す
。
こ
れ
が
第
二
の
原
因
で
あ
る
。
③
守
っ
て
く
れ
る
も
の

（
ω
鋤
巴
鋤
昌
四
）
の
な
い
、
頼
る
所
（
薯
ぢ
簿
）
の
な
い
生
き
も
の
（
有
情
）
を
見
て
、
悲
心
（
冨
遷
9
5
層
雲
鋤
）
を
起
こ
し
、
な
い
し
、
無

上
正
等
覚
に
む
け
て
、
〔
菩
提
〕
心
を
起
こ
す
。
こ
れ
が
第
三
の
原
因
で
あ
る
。
㈲
如
来
が
全
て
の
形
相
に
満
た
さ
れ
て
い
る
の
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
V

て
、
喜
び
を
生
じ
て
、
無
上
正
等
覚
に
む
け
て
、
〔
菩
提
〕
心
を
起
こ
す
。
こ
れ
が
第
四
の
原
因
で
あ
る
。

　
　
大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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〇

　
こ
の
う
ち
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
仏
に
勧
め
ら
れ
て
発
心
す
る
場
合
と
、
有
情
に
対
す
る
大
悲
か
ら
発
心
す
る
場
合
の
二
つ
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ど
ち
ら
の
経
典
も
原
因
と
言
い
な
が
ら
、
発
心
す
る
機
縁
を
説
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
で
、
何
が
発
心
に
必
須
で
あ
る
か
は
明

ら
．
か
で
は
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
『
大
乗
十
法
経
』
の
引
用
中
の
「
種
姓
」
（
ゆ
q
o
け
鑓
）
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
る
と
、

菩
提
心
を
起
こ
す
者
が
潜
在
的
に
慈
悲
を
備
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
し
時
代
が
下
が
る
が
、
鍮
寝
端
唯
識
学
派
の
文
献
中

に
「
菩
薩
種
姓
」
を
備
え
た
者
が
ど
う
い
う
特
性
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
次
に
見
て
み
よ
う
。

最
初
の
実
践
か
ら
、
悲
慰

の
〕
種
姓
の
特
徴
（
一
3
α
q
鋤
）

（
罵
9
1
同
§
巻
）
、
確
信

　
　
　
　
（
1
0
）

と
定
義
さ
れ
る
。

（
巴
一
丁
葵
9
信
解
）
、
忍
耐
（
騨
ω
餌
雛
9
、
善
の
正
行
（
ω
鋤
昏
倒
。
胃
9
。
）
も
、
〔
菩
薩

　
こ
の
よ
う
に
、
喩
愚
行
唯
識
派
の
『
大
乗
荘
厳
経
論
臨
（
ζ
鶴
7
翻
印
鋤
昌
鋤
ω
卿
酔
『
倒
一
鋤
一
づ
騨
9
1
「
鋤
）
に
は
、
菩
薩
種
姓
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
「
悲

慰
」
（
弩
弓
煽
毒
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
大
乗
十
法
経
』
の
引
用
中
に
あ
っ
た
「
種
姓
」
（
ひ
q
9
錘
）
も
同
じ
よ
う
に
理
解
で
き
る
と
す
れ
ぽ
、

そ
こ
に
説
か
れ
て
い
た
贈
つ
の
原
因
は
そ
の
機
縁
が
異
な
る
だ
け
で
、
い
ず
れ
の
場
舎
も
潜
在
的
に
慈
悲
を
備
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も

で
ぎ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
1
）

　
『
大
日
経
鋤
「
住
心
品
」
に
は
「
一
切
智
者
の
智
慧
は
、
悲
（
剛
戸
毎
鼠
）
を
根
本
と
し
、
菩
提
心
を
因
と
し
、
方
便
を
究
寛
と
す
る
」
と

い
う
有
名
な
一
節
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
慈
悲
が
あ
ら
ゆ
る
大
乗
の
実
践
に
先
立
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
「
方
便

を
究
寛
と
す
る
」
と
説
か
れ
る
こ
と
も
示
霊
的
で
あ
る
。
「
方
便
」
を
究
寛
と
す
る
大
乗
仏
教
に
お
い
て
「
慈
悲
」
な
し
に
発
・
1
9
で
き
る
と

は
考
え
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
実
践
に
先
立
っ
て
慈
悲
が
要
請
さ
れ
る
と
す
れ
ぽ
、
慈
悲
は
そ
も
そ
も
空
性
に
先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
空
性
か
ら
論
理
的
に



導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
最
初
の
『
八
千
頒
般
若
経
』
の
引
用
で
は
む
し
ろ
両
者
は
あ
る
種
の
緊
張
関
係
を
も
っ
て
描

か
れ
て
お
り
、
矛
盾
す
る
も
の
と
い
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
慈
悲
が
大
乗
の
実
践
に
先
立
つ
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
空
性
の
智
慧
に
基
づ

く
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
空
性
が
慈
悲
に
関
わ
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
空
性
は
慈

悲
に
関
わ
る
の
か
。
次
に
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

三
　
空
性
の
…
機
能

　
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
慈
悲
が
空
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
空
性
な
し
に
は
慈
悲
は
完
成
し
な
い
。

こ
の
関
係
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
慈
悲
の
側
面
に
対
す
る
空
性
の
機
能
と
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
例
を
幾
つ
か
挙
げ

て
お
こ
う
。
ま
ず
も
う
　
箇
所
『
八
千
頒
般
若
経
』
か
ら
引
用
し
た
い
。
「
（
知
恵
の
）
完
成
と
ス
ト
ゥ
ー
パ
（
塔
）
と
の
尊
敬
に
無
量
の
功

徳
の
あ
る
こ
と
」
（
呂
類
ヨ
①
斎
α
g
§
巴
轟
惹
爵
冨
憎
置
字
感
ω
慈
毬
ω
讐
鼠
塗
輿
効
識
く
錠
鐙
）
と
い
う
第
三
章
の
｝
節
を
再
び
梶
山
博
士
の
訳
に

よ
っ
て
兇
て
み
よ
う
。

…
…
世
尊
は
お
続
け
に
な
っ
た
。

　
「
だ
か
ら
、
ア
ー
ナ
ソ
ダ
よ
、
そ
の
知
恵
は
最
高
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
完
成
と
い
う
名
前
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
（
知

恵
）
に
よ
っ
て
全
知
蔓
性
の
ほ
う
へ
ふ
り
む
け
ら
れ
た
多
く
の
幸
福
の
原
因
と
な
る
行
為
が
、
完
成
と
い
う
名
前
を
得
る
に
い
た
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
多
く
の
幸
福
の
原
因
と
な
る
行
為
が
全
知
者
性
の
ほ
う
へ
ふ
り
む
け
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
知
恵
の
完
成
は
（
他
の
）
五
つ
の
完
成
に
先
だ
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
案
内
者
で
あ
り
、
指
導
者
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
仕
方
で
、
五
つ
の
完
成
は
知
恵
の
完
成
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
知
恵
の
完
成
と
い
う
の
は
、
六
種
の
完
成
の

完
全
性
に
対
す
る
異
名
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
知
恵
の
完
成
が
宣
べ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
六
種
す
べ
て
の
完
成
が

大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲

＝
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二

宣
べ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
ア
1
ナ
ソ
ダ
よ
、
大
地
に
蒔
か
れ
た
種
子
が
す
べ
て
の
補
助
因
を
得
る
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
成
長
す
る
。
大
地
は
そ
れ

ら
の
種
子
の
基
礎
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
種
子
は
大
地
に
支
え
ら
れ
て
成
長
す
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、

知
恵
の
完
成
に
と
り
い
れ
ら
れ
て
（
他
の
）
五
種
の
完
成
は
全
知
者
性
の
な
か
に
立
つ
の
で
あ
る
。
知
恵
の
完
成
に
支
え
ら
れ
て
五
種

目
完
成
は
成
長
し
、
そ
し
て
、
知
恵
の
完
成
に
守
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
完
成
と
い
う
名
前
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ア
ー

ナ
ン
ダ
よ
、
知
恵
の
完
成
こ
そ
（
他
の
）
五
種
の
完
成
に
先
だ
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
案
内
者
で
あ
り
、
指
導
者
で
あ
る
」
（
梶
山
雄

（
1
2
）

～
訳
）
。

　
こ
こ
で
は
、
智
慧
の
完
成
（
般
若
波
羅
蜜
）
が
案
内
者
、
指
導
者
、
あ
る
い
は
ま
た
、
大
地
に
喩
え
ら
れ
、
智
慧
の
完
成
が
あ
っ
て
は
じ

め
て
そ
の
他
の
五
つ
の
完
成
（
波
羅
蜜
）
が
「
完
成
」
と
い
う
名
前
を
得
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
慈
悲
の
実
践
は
、
空
性
の
智

慧
を
得
て
は
じ
め
て
全
知
粘
性
に
ふ
り
む
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
り
、
仏
陀
の
さ
と
り
（
無
上
正
等
覚
）
に
資
す
る
も
の
と
な
っ
て
、

完
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
二
万
五
千
頒
般
若
経
回
（
℃
9
自
警
9
く
ぎ
鐙
鉱
ω
鋒
器
憎
凶
藁
葺
鑓
冒
餅
隅
雪
碁
鋤
）
に
も
う
少
し
異
体
的
な
記
述
が
あ
る
。

五
つ
の
完
成
の
中
か
ら
布
施
波
羅
蜜
の
箇
所
を
引
用
し
、
ど
の
よ
う
に
空
性
の
知
が
布
施
に
関
わ
る
か
確
認
し
て
お
こ
う
。

シ
ャ
ク
ラ
は
言
っ
た
。
「
世
尊
よ
、
ど
の
よ
う
に
菩
薩
大
士
は
実
践
し
て
布
施
波
羅
蜜
を
円
満
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
よ
う
に
戒

波
羅
蜜
を
（
…
中
略
…
）
」

世
尊
は
言
っ
た
。
「
こ
の
世
で
、
カ
ウ
シ
カ
よ
、
菩
薩
大
士
は
布
施
を
行
い
な
が
ら
、
布
施
を
与
え
る
者
（
鼠
葦
冨
）
を
認
識
し
な
い
。

布
施
を
受
け
取
る
者
（
℃
周
，
餌
瞥
凶
鐙
一
，
鯛
げ
簿
恕
罪
）
を
認
識
し
な
い
。
布
施
さ
れ
る
も
の
（
鳥
亀
巴
を
認
識
し
な
い
。
こ
れ
が
布
施
波
羅
蜜
と
い



　
　
　
　
　
（
1
3
）

わ
れ
る
の
で
あ
る
」

　
こ
の
よ
う
に
、
布
施
を
行
う
主
体
、
布
施
を
受
け
る
対
象
、
布
施
す
る
事
物
の
三
者
が
実
体
的
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
形
で
布
施

が
行
わ
れ
る
時
、
つ
ま
り
全
く
何
に
対
し
て
も
執
着
が
な
い
布
施
が
「
布
施
波
羅
蜜
」
（
布
施
の
完
成
）
と
い
う
名
称
を
得
る
。
こ
れ
は

「
三
輪
清
浄
」
と
も
い
わ
れ
、
こ
の
三
者
が
認
識
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
当
然
空
性
の
智
慧
が
か
か
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
布
施

を
は
じ
め
と
す
る
五
つ
の
実
践
が
完
成
す
る
に
は
、
空
性
の
智
慧
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
が
実
践
の
慈
悲
的
な
側
面
が
空
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

に
は
慈
悲
の
側
面
を
持
つ
実
践
が
空
性
に
よ
っ
て
完
成
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
慈
悲
の
側
面
に
空
性
が
ど
う
機
能
す

る
か
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
大
乗
の
実
践
に
お
い
て
智
慧
の
側
面
と
慈
悲
の
側
面
が
と
も
に
実
践
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
し
ぼ
し
ぼ
門
般
若
と
方
便
の
双

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

運
」
（
O
H
鋤
間
曲
O
O
9
1
く
P
一
く
彊
α
q
餌
昌
m
匹
α
げ
Q
I
＜
鱗
げ
同
　
轟
θ
9
1
吋
ひ
q
9
）
の
強
調
と
し
て
現
れ
る
。
こ
れ
は
一
面
で
は
上
述
の
慈
悲
の
側
面
が
智
慧
の
側
面
に

よ
っ
て
の
み
完
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
　
方
で
は
、
そ
の
両
者
が
本
質
的
に
相
矛
盾
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
強
調
さ
れ
る
必
要
が

出
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
般
若
と
方
便
の
昌
運
」
に
つ
い
て
は
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
実
践
の
中
で
も
う
一
度
触
れ
よ
う
。

　
さ
て
、
か
な
り
時
代
が
下
が
る
が
、
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
（
ω
餌
耳
置
①
＜
p
）
の
『
入
菩
提
行
論
』
（
ゆ
。
穿
昌
ω
p
粘
く
巴
。
鷲
旨
く
簿
鋤
轟
）

に
対
し
て
注
釈
を
著
し
た
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
（
筆
餌
旨
鐸
餌
毒
ヨ
。
。
9
九
五
〇
1
一
〇
〇
〇
年
頃
）
は
、
そ
の
注
釈
の
中
で
空
性

の
果
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
次
の
一
節
は
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
の
理
解
で
あ
る
と
は
い
え
、
空
性
と
慈
悲
の
関
係
を
考
え
る
上

で
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
最
後
に
そ
の
一
節
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
空
性
に
は
次
の
よ
う
な
果
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
悲
（
冨
霊
鼠
）
に
よ
っ
て
輪
廻
に
住
し
て
い
な
が
ら
も
、
空
性
の

大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲

＝
二
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一
四

見
解
に
も
と
づ
い
て
、
輪
廻
の
過
失
に
染
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
無
住
言
葉
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
空
性
の
果
で
あ
る
。
空

性
を
離
れ
て
こ
れ
（
無
賢
聖
梁
）
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
輪
廻
の
あ
る
限
り
、
有
情
の
た
め
に
〔
輪
廻
に
）
止
ま
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

を
望
む
者
た
ち
は
、
空
性
こ
そ
を
修
習
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
大
乗
仏
教
の
実
践
に
お
け
る
空
性
の
機
能
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
大
乗
の
実
践
の
目
的
は
あ
く
ま
で
す
べ
て
の
有
情
を

救
う
こ
と
で
あ
り
、
空
性
の
智
慧
の
獲
得
そ
の
も
の
が
目
的
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
空
性
の
智
慧
な
く
し
て
は
、
す
べ
て
の
有
情
を

救
う
こ
と
が
か
な
わ
な
い
た
め
、
空
性
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
マ
テ
ィ
は
い
う
の
で
あ
る
。

四
（
補
足
）
有
情
の
平
等
性
（
紹
簿
く
響
ω
餌
ヨ
鋤
鼠
）

　
全
て
の
生
き
も
の
（
有
情
）
に
対
し
て
遍
く
慈
悲
を
持
つ
た
め
に
は
、
全
て
の
生
き
も
の
を
平
等
に
見
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
敵
、
味

方
と
い
っ
た
好
悪
が
あ
っ
て
は
、
全
て
の
生
き
も
の
に
対
す
る
慈
悲
は
起
こ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
乗
の
慈
悲
の

実
践
に
先
立
ち
、
全
て
の
生
き
も
の
を
平
等
に
見
る
た
め
の
空
性
の
知
恵
が
必
要
に
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
。
一
例
と
し
て
、
後
期
中
観
派
に
属
す
る
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
（
七
三
0
1
七
九
置
年
頃
）
の
噸
修
翌
次
第
徳
を
挙
げ
て
お
こ

う
。

そ
れ
故
に
、
こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
世
闘
の
者
は
苦
し
み
の
炎
に
焼
か
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
、
「
私
に
と
っ
て
苦
し
み
が
好
ま
し
く

な
い
よ
う
に
、
他
の
者
に
と
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
好
ま
し
く
な
い
」
と
考
、
兄
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
て
の
有
情
に
対
し
て
悲
懸
（
耳
－

葛
）
を
修
属
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
味
方
の
側
に
い
る
者
に
対
し
て
（
ヨ
貯
，
碧
鋳
ω
霧
∬
）
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
様
々
な
苦
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

み
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
な
が
ら
、
修
繕
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
後
、
有
情
の
平
等
性
に
よ
っ
て
区
別
を
見
ず
、
「
無
始
以



ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

来
の
輪
廻
に
お
い
て
、
私
の
親
族
に
百
度
な
ら
な
か
っ
た
者
は
誰
も
い
な
い
」
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
敵
で
も
味
方
で
も
な
い
者

た
ち
に
対
し
て
（
＜
《
惹
け
窃
二
）
修
習
す
べ
き
で
あ
る
。
敵
で
も
味
方
で
も
な
い
者
た
ち
に
対
し
て
、
味
方
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

悲
（
瞬
6
毎
工
面
）
が
起
こ
っ
て
き
た
蒔
、
敵
の
側
に
い
る
者
た
ち
に
対
し
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
有
情
の
平
等
性
な
ど
に
心

を
傾
け
て
（
旨
p
鎚
ω
騨
9
1
器
爵
）
修
習
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
敵
の
側
に
い
る
者
に
も
、
味
方
の
側
に
い
る
者
の
よ
う
に
、
同
じ

よ
う
に
起
こ
っ
て
き
た
（
鋸
B
巷
惹
霞
け
鐙
V
時
、
段
階
的
に
十
方
に
い
る
顧
て
の
有
情
に
対
し
て
修
習
す
べ
き
で
あ
る
。
苦
し
ん
で
い

る
い
と
し
い
子
供
に
対
す
る
よ
う
に
、
苦
し
み
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
類
の
自
然
に
起
こ
る
（
ω
く
費
①
沼
く
餌
ぼ
馬
長
慰
が
、
あ
ら
ゆ

る
有
情
に
対
し
て
、
同
じ
よ
う
に
起
こ
る
よ
う
に
な
る
時
、
そ
れ
（
悲
慰
）
は
完
成
す
る
。
そ
し
て
「
大
悲
」
（
巳
鋤
訂
惹
霊
鼠
）
と
い

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

う
名
を
得
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
説
か
れ
る
瞑
想
の
中
で
は
「
有
情
の
平
等
性
」
の
根
拠
は
、
輪
廻
を
前
提
と
し
た
素
朴
な
も
の
で
充
分
な
の
で
あ

り
、
空
性
の
智
慧
は
必
要
な
い
。
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
に
よ
れ
ぽ
、
こ
れ
が
実
践
の
最
初
で
あ
り
、
空
性
の
実
践
は
こ
れ
よ
り
後
に
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
点
で
空
性
の
智
慧
が
有
情
の
平
等
性
の
根
拠
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
え
よ
う
。

五
　
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
説
く
実
践
に
み
ら
れ
る
空
性
と
慈
悲
の
関
係

　
最
後
に
、
後
期
イ
ン
ド
仏
教
に
お
い
て
空
性
と
慈
悲
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
説
明
さ
れ
る
か
の
一
例
と
し
て
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
説
く
実
践

を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
主
著
と
目
さ
れ
る
『
菩
提
博
多
』
（
b
σ
o
匹
三
雲
窪
岩
童
姿
冨
）
を
中
心
に
取
り

上
げ
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
自
注
『
菩
提
道
灯
細
注
』
（
｝
W
O
塵
＝
一
三
鋤
屈
α
q
蝉
鳥
圃
O
餌
I
O
g
o
識
噺
陣
騨
鱗
）
、
『
発
心
律
儀
儀
軌
次
第
』

（
Ω
詳
0
8
冷
害
ω
p
紐
く
餌
暴
く
己
ぼ
一
（
鑓
ヨ
騨
）
、
『
中
観
場
波
身
舎
開
宝
亀
』
（
離
岸
9
巴
墓
銘
亀
○
匹
α
q
げ
購
窟
－
昌
9
1
彗
鋤
－
白
藍
菖
9
ヨ
巴
8
窟
留
鐙
博
以
下

『
開
宝
簾
』
）
な
ど
の
他
の
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
著
作
も
扱
う
。

大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲

一
五
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『
菩
提
竜
灯
馳
は
、
伝
統
的
な
戒
、
定
、
慧
と
い
う
三
学
の
分
類
に
従
っ
て
大
乗
の
実
践
道
を
説
い
た
著
作
で
あ
る
。

内
容
と
実
践
の
次
第
は
そ
の
自
注
で
あ
る
『
菩
提
道
灯
細
注
㎞
の
次
の
一
文
よ
り
知
ら
れ
る
。

も
う
少
し
詳
し
い

偉
大
な
る
正
等
覚
は
二
資
糧
に
依
存
す
る
。
ま
た
二
資
糧
は
利
他
に
依
存
す
る
。
そ
れ
（
利
他
）
は
ま
た
神
通
力
（
筈
ン
こ
鼠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

存
す
る
。
ま
た
神
通
力
は
止
（
㈲
簿
嵩
の
鋤
叶
財
助
〉
に
依
存
す
る
。
止
は
戒
に
依
存
す
る
の
で
ま
ず
戒
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

に
依

　
こ
れ
は
止
（
定
）
の
説
明
に
入
る
前
の
一
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
二
資
糧
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
福
徳
と
智
慧
の
二
つ
で
あ
り
、
仏
陀

の
さ
と
り
に
向
か
う
糧
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
般
若
と
方
便
の
実
践
で
あ
る
の
で
、
勿
論
そ
こ
に
は
般
若
も
必
要
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
「
利
他
」
だ
け
が
雷
及
さ
れ
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
実
践
に
対
す
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
噌
菩
提
道
灯
臨
で
は
、
実
践
の
順
序
に

従
っ
て
、
戒
、
止
、
神
通
力
、
利
他
、
二
資
糧
の
順
に
説
明
さ
れ
る
が
、
神
通
力
は
止
の
結
果
で
あ
る
の
で
止
と
ま
と
め
て
、
そ
の
後
の
利

他
、
二
資
糧
は
「
般
若
と
方
便
の
双
運
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
形
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
㎎
菩
提
与
薬
撫
で
は
最
初
に
戒
が
説
明
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
前
に
そ
の
戒
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
を
含
む
三
種

の
人
の
区
分
や
受
戒
の
前
行
の
説
明
も
あ
る
。
三
種
の
入
の
区
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
、
輪
廻
の
中
の
安
楽
だ
け
を
自
ら
求
め
る
人
が
劣
っ
た
人
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
〔
輪
廻
的
〕
生
存

の
安
楽
を
捨
て
お
き
、
罪
業
を
離
れ
る
こ
と
を
本
性
と
し
、
自
身
の
寂
静
だ
け
を
求
め
る
入
が
、
中
程
度
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

自
身
の
〔
心
〕
相
続
に
属
す
る
苦
し
み
よ
っ
て
、
他
者
の
　
切
の
苦
し
み
の
滅
尽
を
望
む
入
が
最
高
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
二
番
目
の
者
が
い
わ
ゆ
る
小
乗
の
修
行
者
で
あ
り
、
三
番
目
の
「
最
高
の
人
」
が
大
乗
の
実
践
に
進
む
べ
き
者
で
、
『
菩
提



道
導
』
が
対
象
と
す
る
入
で
あ
る
。
こ
の
区
分
か
ら
、
「
最
高
の
人
」
に
は
「
他
者
の
苦
し
み
を
取
り
除
こ
う
」
と
い
う
「
慈
悲
」
の
心
が

前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
『
菩
提
壁
灯
』
は
受
戒
に
先
立
っ
て
供
養
、
帰
依
を
行
う
こ
と
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
戒
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
乗
の
実
践
の
次
第

が
始
ま
る
が
、
そ
の
受
戒
は
初
発
心
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
初
発
心
は
「
す
べ
て
の
有
情
を
救
お
う
」
と
い
う
誓
願
を
と
も
な
う
。
ア
テ
ィ

シ
ャ
が
著
し
た
『
発
心
律
儀
儀
軌
次
第
』
に
説
か
れ
る
誓
願
の
文
句
の
一
部
も
挙
げ
て
お
こ
う
。

…
…
以
前
の
如
来
応
早
早
等
覚
者
や
偉
大
な
地
（
段
階
）
に
入
っ
た
大
菩
薩
た
ち
が
、
無
上
正
等
覚
に
発
心
さ
れ
た
通
り
に
、
こ
れ
こ

れ
と
い
う
名
の
私
も
ま
た
、
こ
れ
か
ら
菩
提
座
に
座
る
ま
で
、
偉
大
な
る
無
上
正
等
覚
に
発
心
し
ま
す
。
救
わ
れ
て
い
な
い
者
を
救
い

ま
し
ょ
う
。
解
脱
し
て
い
な
い
者
を
解
脱
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
安
心
し
て
い
な
い
者
を
安
心
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
浬
上
し
て
い
な
い
者
を
浬

　
　
　
　
　
（
1
9
）

梁
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

　
こ
れ
が
大
乗
の
実
践
の
出
発
点
と
な
る
受
戒
儀
式
の
中
の
誓
願
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
『
開
宝
籏
』
に
こ
の
よ
う
な
発
心
の
因
と
し
て
「
種
姓
の
円
満
」
（
o
q
o
窪
器
p
三
軍
巴
）
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
種

姓
と
は
勿
論
大
乗
の
菩
薩
種
姓
で
あ
り
、
先
に
引
用
し
た
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
に
挙
げ
ら
れ
る
種
姓
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
と
考
・
鞭
て
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

が
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
は
『
菩
薩
行
方
便
境
界
神
通
変
化
経
』
（
し
d
o
山
臥
紹
臭
く
鋤
α
q
o
。
費
。
冨
《
p
≦
ω
四
旨
く
節
霞
く
響
撃
騨
画
Φ
鐙
）
や
『
菩
薩
地
』

（
切
O
創
げ
一
ω
P
け
叶
く
餌
σ
げ
蜘
筥
一
）
の
引
用
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
も
「
慈
悲
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ア
テ
ィ
シ
ャ

が
発
心
の
因
の
ひ
と
つ
に
慈
悲
を
数
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
戒
を
護
持
し
、
経
典
や
論
書
に
も
通
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
修
行
者
は
、
止
（
定
）
の
修
習
に
進
む
。
し

か
し
止
を
完
成
し
て
も
、
止
だ
け
で
は
様
々
な
障
碍
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
観
の
修
習
が
必
要
と
な
る
と
し
て
、
次
に
そ
の

大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲

～
七
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｝
八

観
の
説
明
に
入
っ
て
い
く
。

　
観
と
は
般
若
（
智
慧
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
福
徳
と
智
慧
の
二
資
糧
を
完
成
す
る
に
は
、
般
若
と
方
便
の
双
運
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
そ

の
双
運
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
に
主
題
が
展
開
す
る
た
め
、
両
者
の
併
修
の
必
要
性

が
強
調
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
般
若
と
方
便
の
矛
盾
し
た
関
係
が
は
っ
き
り
と
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
『
菩
提
道
灯
徳
は
般
若
と
方
便
の
双
運
の
必
要
性
の
根
拠
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
「
方
便
を
離
れ
た
般
若
も
、
般
若
を
離
れ
た
方
便
も
束
縛
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
故
両
者
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
そ
の
自
注
で
あ
る
『
菩
提
道
灯
細
注
』
は
こ
れ
を
『
維
摩
経
蜘
か
ら
の
引
用
と
す
る
。
こ
の
引
用
は
直
接
に
は
般
若
と
方
便
の
矛
盾
を
示

す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
方
便
を
欠
い
た
般
若
や
、
般
若
を
欠
い
た
方
便
が
独
立
し
て
存
在
す
る
可
能
性
も
暗
示
し
て
い
る
。

そ
う
な
れ
ば
も
は
や
大
乗
の
実
践
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
相
互
に
独
立
し
て
存
在
し
う
る
も
の
に
論
理
的
な
関
係
は
考
え
ら
れ
な

い
か
ら
、
こ
の
表
現
が
両
者
の
矛
盾
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
の
後
『
菩
提
道
灯
』
は
方
便
と
般
若
の
区
別
を
説
明
す
る
。
方
便
に
つ
い
て
は
、
師
ボ
！
デ
ィ
パ
ド
ラ
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
説

く
。

般
若
波
羅
蜜
を
除
く
布
施
波
羅
蜜
な
ど
の
、
全
て
の
善
の
集
ま
り
が
勝
者
た
ち
の
「
方
便
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
般
若
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

悪
・
界
・
処
が
不
生
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
を
本
質
と
し
、
空
性
を
知
る
も
の
が
「
般
若
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。



　
こ
の
よ
う
な
般
若
と
方
便
を
と
も
に
並
び
修
習
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
福
徳
と
知
慧
の
二
つ
の
資
糧
を
積
み
、
仏
陀
の

さ
と
り
で
あ
る
無
上
正
等
覚
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
般
若
と
方
便
の
区
分
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

両
者
の
対
立
が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
方
で
慈
悲
が
空
性
の
論
理
的
な
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
は
全
く
存
在
し
な

い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
実
践
の
中
で
は
般
若
と
方
便
を
双
運
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
後
も
両
者
の
説
明
だ
け
に
終
わ
る
た

め
、
『
八
千
頒
般
若
経
』
の
よ
う
な
両
者
の
矛
盾
関
係
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
矛
盾
関
係
が
示

唆
さ
れ
る
表
現
も
あ
り
、
む
し
ろ
般
若
と
方
便
の
双
運
の
強
調
は
そ
の
矛
盾
を
前
提
と
し
て
い
る
と
し
た
方
が
理
解
し
や
す
い
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。

む
　
す
　
び

　
以
上
見
て
き
た
通
り
、
初
期
大
乗
経
典
に
分
類
さ
れ
る
『
八
千
頒
般
若
経
』
に
は
、
大
乗
の
実
践
に
お
い
て
空
性
と
慈
悲
の
側
面
が
矛
盾

す
る
と
理
解
で
き
る
表
現
が
晃
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
初
発
心
の
必
要
条
件
に
慈
悲
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
空
性
か
ら
論
理

的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
有
情
に
対
す
る
平
等
心
に
必
ず
し
も
空
性
の
智
慧
が
必
要
な
い
こ
と
も
カ
マ
ラ

シ
ー
ラ
の
『
修
習
次
第
』
か
ら
知
ら
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
空
性
の
智
慧
と
慈
悲
の
関
係
は
、
後
期
大
乗
仏
教
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
構
造
を
持
つ
こ
と
を
、
一
例
と
し
て
ア
テ
ィ
シ

ャ
の
実
践
体
系
を
通
じ
て
示
し
た
。
『
菩
提
道
灯
』
に
は
両
者
の
矛
盾
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
『
菩
提
愚
筆
細

注
』
が
般
若
と
方
便
の
双
運
を
強
調
す
る
中
に
そ
の
矛
盾
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
を
挙
げ
た
。
一
方
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
が
説
く

実
践
に
お
い
て
は
、
大
乗
の
実
践
に
進
む
修
行
者
に
慈
悲
が
最
初
に
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
勿
論
本
稿
は
初
期
大
乗
仏
教
と
後
期
大
乗
仏
教
の
中
の
一
部
を
検
討
し
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
大
乗
仏
教
す
べ
て
に
智
慧
と
慈

大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
と
慈
悲

一
九
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二
〇

悲
が
矛
盾
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
慈
悲
が
空
性
の
智
慧
か
ら
生
じ
る
と
い
っ
た
表
現
が
出
て
く
る
こ
と
も
実

際
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
表
現
の
中
に
も
両
者
の
矛
盾
を
前
提
と
し
空
性
の
機
能
と
し
て
理
解
で
き
る
も
の
も
多
い
の
で
は
な
い
で

　
　
　
（
2
6
）

あ
ろ
う
か
。

　
広
く
仏
教
思
想
史
を
見
渡
せ
ぽ
、
空
性
の
智
慧
と
慈
悲
が
矛
盾
し
な
い
と
理
解
す
る
例
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
現
時
点
で
は
筆
者
は
、

般
若
と
方
便
を
矛
寵
す
る
と
理
解
す
る
伝
統
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
に
限
る
か
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
仏
教
の
中
に
は
様
々

な
潮
流
が
あ
り
す
べ
て
を
ひ
と
揺
り
に
考
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
空
性
の
智
慧
と
慈
悲
が
相
反

す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
た
方
が
一
般
的
に
理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
慈
悲
が
空
性
の
智
に
よ
っ
て
完
成
す
る
こ
と
と
、
慈
悲
が
空

性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
区
劉
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
註

（
1
）
　
本
稿
の
こ
の
本
質
的
な
点
は
、
筆
者
が
ド
イ
ツ
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
滞
在
中
に
ピ
餌
＝
き
の
冨
ω
o
げ
ヨ
潔
ぴ
9
鎧
。
。
窪
教
授
か
ら
得
た
多
く
の
示
唆
に
基
づ
く

　
も
の
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
ω
o
冨
急
け
7
効
瓢
ω
o
欝
教
授
の
成
果
は
い
．
ω
o
冨
ゴ
謬
7
二
二
ω
①
昌
（
卜
。
O
O
O
曽
γ
．
、
9
魚
。
ぼ
ご
9
毎
益
竃
凹
学

　
ひ
q
①
単
三
．
．
一
》
琶
円
霧
ω
し
ご
馨
①
7
（
＆
シ
b
ミ
、
勲
ミ
織
ミ
軌
ミ
器
黛
誘
冨
鳩
S
辱
寝
起
Q
ミ
防
ミ
蘭
書
§
8
、
麸
鳶
～
馬
箪
ミ
ミ
ミ
8
§
ミ
辞
ω
ε
魯
①
一
日
N
三
，
泌
㊦
凱
触
。
諺
・

9
①
島
◎
ぴ
q
亙
伊
竃
α
塞
ぎ
ひ
q
も
や
認
り
ゐ
。
。
q
な
ら
び
に
ぴ
e
ω
。
ぎ
き
罠
器
窪
（
“
。
8
0
σ
『
．
ζ
三
①
こ
§
儀
い
8
昏
簿
、
－
闘
辱
ミ
。
も
9
お
刈
ム
蟄
に
ま
と
め
ら
れ

　
て
い
る
。
特
に
後
者
は
本
稿
で
引
用
す
る
原
典
に
も
言
及
が
あ
る
の
で
、
そ
の
詳
細
か
つ
厳
密
な
研
究
も
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
ω
0
7
巨
窪
隔
心
。
コ

　
教
授
は
ω
冨
雪
§
ひ
q
と
い
う
語
を
用
い
て
そ
の
空
牲
と
慈
悲
の
関
係
を
説
墾
し
て
い
る
。

（
2
）
　
ω
9
ヨ
置
≦
暴
窪
（
鱒
8
0
び
）
二
）
℃
脅
愈
甲
皇
O
．

（
3
）
　
梶
山
雄
一
（
二
〇
〇
八
）
、
璽
中
観
と
空
王
㎞
、
御
牧
克
己
編
、
梶
山
雄
｝
著
作
集
4
、
春
秋
祉
、
四
五
、
二
七
四
、
三
五
六
頁
な
ど
。

（
4
）
　
梶
山
雄
～
・
丹
治
照
義
（
一
九
七
五
）
、
㎎
八
千
頒
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Emptiness　and　Compassion　in　Mahayana　Buddhism
Their　Relationship，　Function，　and　an　Aspect　of　their　Practice

　　　　　　　　Izumi　MIYAZAKI

Associate　Professor　of　Buddhist　Studies

　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　Kyoto　University

　　Emptiness（5耽ソ磁）and　compassion（んα剛煎）are　the　essence　of　Mahayana

Buddhism．　Wisdom伽η’劒and　skilful　means（ゆ卿）can　be　regarded　as　their

respective　aspects．　The　present　article　describes　the　relationship　between　empti－

ness　and　compassion，　and　the　function　of　emptiness　for　the　sake　of　compassion．

　　The属4s如s励αs勲δ一ヵ瑠’宛～砂σηz祝諏一sπ吻，　in　its　20th　chapter，　warns　against　the

direct　realization（s盈∫グ彦一砺）of　emptiness，　and　instead　recommends　thorough
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む

acquaintance（加吻’の切with　it　in　the　description　of　skilful　means　and　wisdom，

which　is　explained　here　as　the　three　doors　of　emancipation，　since　the　direct

realization　of　emptiness　leads　toπ吻伽αand　disables　froln　acting　for　the　benefit

of　others．　It　is　the　resolution（ρηη漁伽腐）made　on　the　basis　of　compassion　that

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル
prevents　Bodhisattvas　from　the　d呈rect　realization．　As　Schmithausen　has　already

pointed　out，　such　se漁tences　obvious玉y　testify　to　a　tehsion（Spa皿ung）between

emptiness　and　compassi　on．

　　At　the　very　beginning　of　the　Mahay盃na　path，　compassion　is　necessary　for　the

resolution　to　save　all　sentient　beings．　This　suggests　that　compassion　precedes

emptiness　and　will　not　be　the　result　Qf　emptiness．　It　is　true　that　the　skilful　means

as　an　aspect　of　compassion　is　completed　with　the　assistance　of　wisdom　as　an　aspect

of　emptiness，　but　this　does　not　Inean　that　emptiness　logically　leads　to　compassion．

Rather，　we　should　regard　emptiness　as　functioning　for　the　sake　of　archieving

cornpaSSIon．

　　In　late亙ndian　Buddhism，　Praj員akaramati　argues　that　protecting　ffom　the　faults

1



of　transmigration　（samsa－ra）　is　the　result　of　emptiness．　Therefore　he　advises　those

who　desire　to　stay　within　samsa－ra　for　the　benefit　of　others　to　meditate　on　empti－

ness．　This　is　worthy　of　notice　when　we　consider　the　relationship　between　empti－

ness　and　compassion．　Although　one　might　think　that　the　concept　of　emptiness　is

essential　to　treating　all　sentient　beings　equally，　the　Bha－vana－ferama　by　KamalaSila

only　suggests　the　simple　cause　of　regarding　all　sentient　beings　one’s　relatives　as

starting－point　of　the　Mahayana　path．

　　The　path　to　enlightenment　advocated　by　Atiga　（982－le54），　as　it　is　found　in　his

BodhipathaPradi－P’　a　and　other　minor　works　of　his，　also　refers　to　the　relationship

between　emptiness　and　compassion．　According　to　AtiSa，　one　who　desires　to　remove

all　the　suffering　of　others　is　qualified　for　Mahayana　Buddhism．　This　means　that

compassion　is　required　for　entering　the　Mahayana　path．　Skilful　means　must　be

employed　in　cooperation　with　the　wisdom　of　emptiness．　Although　AtiSa　clearly

does　not　mention　the　tensional　relationship　between　emptiness　and　compassion，　his

emphasis　on　practising　wisdom　and　skilful　means　as　a　pair　might　suggest　a

potential　tension．

　　It　is　true　that　some　passages，　not　mentioned　here，　apparently　say　that　compas－

sion　arises　from　the　wisdom　of　emptiness．　But　1　think　that　most　of　them　can　be

interpreted　as　reflecting　a　functional　aspect　of　emptiness．　Although　this　is　stilko

be　examined　in　more　detail，　since　the　present　article　does　not　deal　with　Mahayana

texts　exhaustively，　it　is　most　important　to　distinguish　emptiness　functioning　for　the

sake　of　compassion　from　emptiness　as　cause　of　compassion．

The　Asymmetry　of　Prenatal　and　Posthumous　Non－Existence

Naomi　TSuRuTA
　　Part－time　Lecturer

Ritsumeikan　University

　　Thomas　Nagel　suggests　that　death　is　an　evil　because　it　deprives　us　all　the　goods

that　human　life　contains．　This　idea　has　been　a　dominant　theory　in　the　literature　on

the　metaphysics　of　death，　but　have　some　difficulties．　One　of　them　is　the　asymmetry

argument　：　the　asymmetry　of　prenatal　non－existence　and　posthumous　non－exis－

tence．

　　If　Nagel’　s　theory　is　correct，　then　we　should　also　say　that　it　is　an　evil　for　a　person

2


