
本
論
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
既
に
京
都
大
学
名
誉
教
授
で
あ
る
故
長
尾
雅
人
先
生
の
。
大
乗
荘
厳
経
論
」
和
訳
と
註
解
ｌ
長
尾
雅
人
研

究
ノ
ー
ト
ー
」
が
四
分
冊
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
龍
谷
大
学
で
は
長
尾
先
生
が
非
常
勤
講
師
と
し
て
本
論
を
講
義
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か

け
と
し
て
、
先
生
を
囲
む
「
大
乗
荘
厳
経
論
」
の
研
究
会
が
発
足
し
た
。
そ
の
研
究
会
で
先
生
の
遺
さ
れ
た
和
訳
と
註
解
に
依
り
つ
つ
独

あ
る
ｃ 近

年
（
平
成
二
十
五
年
）
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
叢
書
の
一
冊
と
し
て
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
第
十
七
「
供
養
・
師
事
・
無
量
」
の
章

（
漢
訳
の
第
十
八
供
養
・
第
十
九
親
近
・
第
二
十
梵
住
の
三
品
に
相
当
）
を
和
訳
し
注
解
し
た
業
績
が
出
版
さ
れ
た
。
当
『
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』

編
集
部
よ
り
書
評
の
依
頼
を
受
け
た
も
の
の
、
「
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
研
究
よ
り
遠
ざ
か
っ
て
久
し
く
、
批
評
し
得
る
だ
け
の
充
分
な
準

備
も
整
っ
て
い
な
い
。
お
断
り
す
べ
き
が
本
来
か
と
思
っ
た
が
、
附
論
と
し
て
収
め
ら
れ
た
二
編
の
論
文
が
本
書
の
内
容
を
極
め
て
興
味

深
く
紹
介
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
導
か
れ
て
和
訳
と
注
解
を
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
批
評
は
で
き
ず
と
も
本
書
が
仏
教
学
の
み
な
ら

ず
真
宗
学
の
研
究
を
も
資
益
す
る
勝
れ
た
業
績
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
だ
け
で
も
意
義
あ
る
こ
と
と
、
甚
だ
無
謀
無
責
任
な
こ
と
を
思

い
つ
い
て
依
頼
を
お
引
き
受
け
し
た
こ
と
で
あ
る
。
読
者
諸
賢
と
本
書
の
執
筆
者
各
位
に
は
失
礼
を
前
以
て
お
詫
び
申
し
上
げ
る
次
第
で

書
評
・
紹
介

往
還
二
廻
向
論
の
源
流
を
求
め
て

近
年
刊
行
さ
れ
た
。
大
乗
荘
厳
経
論
」
第
皿
章
の
和
訳
と
注
解

ｌ
供
養
・
師
事
・
無
量
と
く
に
悲
無
量
ｌ
」
の
紹
介
の
た
め
に

小
谷
信
千
代
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「
は
し
が
き
」
で
は
、
能
任
正
顕
教
授
に
よ
っ
て
、
本
書
の
編
集
責
任
者
の
立
場
か
ら
本
書
刊
行
の
趣
旨
と
刊
行
す
る
た
め
の
研
究
会

に
お
け
る
役
割
分
担
等
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
筆
者
の
興
味
か
ら
す
れ
ば
、
長
尾
先
生
の
「
大
悲
」
へ
の
ご
関
心
が
、
曇
鴬
の
往

相
・
還
相
の
二
種
廻
向
の
概
念
を
「
向
上
・
向
下
の
概
念
に
読
み
替
え
イ
ン
ド
の
文
脈
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
智
慧
と
慈

悲
を
双
輪
と
し
て
浬
梁
に
向
か
う
仏
教
の
基
本
構
造
を
明
ら
か
に
」
し
よ
う
と
す
る
お
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
大
変
重
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

「
序
説
」
で
は
荒
牧
典
俊
京
都
大
学
名
誉
教
授
が
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
第
十
七
章
と
第
十
八
章
に
説
か
れ
る
菩
薩
行
の
思
想
史
的
背
景

を
、
『
十
地
経
」
「
初
地
」
か
ら
始
め
て
『
菩
薩
地
」
「
旧
層
」
「
新
層
」
を
経
て
本
論
へ
と
至
る
過
程
に
位
置
づ
け
る
べ
く
詳
細
な
論
述
を

し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
冒
頭
に
本
論
第
十
七
章
の
「
大
悲
」
論
に
注
目
さ
れ
た
研
究
者
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン

教
授
の
お
弟
子
Ｍ
・
マ
ィ
ト
リ
・
ム
ル
テ
ィ
氏
が
お
ら
れ
、
こ
の
章
を
主
題
と
し
て
博
士
論
文
を
書
か
れ
て
大
著
ミ
ミ
ミ
ミ
§
》
ミ
ミ
、
‐

ミ
、
、
尽
員
⑮
ミ
ミ
○
ミ
ミ
ミ
ミ
を
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
マ
イ
ト
リ
・
ム
ル
テ
ィ
氏
は
現
在
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク

自
の
翻
訳
と
注
解
と
を
加
え
て
研
究
を
刊
行
す
る
こ
と
が
企
画
さ
れ
、
二
○
○
九
年
に
二
大
乗
荘
厳
経
論
」
和
訳
と
注
解
ｌ
大
乗
の
確
立

ｌ
」
が
出
版
さ
れ
、
本
書
は
研
究
会
と
し
て
は
第
二
回
目
の
刊
行
業
績
で
あ
る
。

本
論
第
十
七
章
が
研
究
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
「
四
無
量
」
中
第
二
十
九
偶
以
下
の
「
悲
の
弁
別
」
か
ら
解
読
が
始
め
ら
れ
た
理
由
を
、

早
島
理
教
授
は
「
あ
と
が
き
」
に
長
尾
先
生
が
「
晩
年
大
切
に
読
ま
れ
た
こ
の
テ
ー
マ
を
研
究
会
も
継
承
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
」
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
。
教
授
の
こ
の
お
言
葉
に
本
書
の
特
性
と
美
質
の
所
以
が
窺
わ
れ
る
。
筆
者
が
附
論
に
収
め
ら
れ
た
二
論
文
に
興
味
を

惹
か
れ
た
の
も
、
そ
の
論
文
の
一
つ
が
、
先
生
が
ご
自
身
の
強
い
関
心
事
で
あ
っ
た
四
無
量
中
の
悲
無
量
を
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
他
の
一
編
が
先
生
の
そ
の
論
旨
を
よ
く
理
解
し
、
本
論
第
十
七
章
の
文
脈
を
巧
み
に
追
っ
て
菩
薩
行
に
お
け
る
悲
と
慈
の
意
味
を

明
確
に
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
二
論
文
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
と
し
て
、
先
ず
は
本
耆
の
構
成

に
簡
単
に
目
を
通
し
て
お
き
た
い
。

３言
う



大
学
の
教
授
で
あ
り
、
本
学
の
シ
ョ
バ
・
ラ
ニ
・
ダ
シ
ュ
准
教
授
の
友
人
で
あ
り
、
女
史
が
科
研
費
の
補
助
を
受
け
て
研
究
さ
れ
て
い
る

貝
葉
写
本
の
協
同
研
究
者
と
し
て
し
ば
し
ば
来
校
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
も
馴
染
み
深
い
気
鋭
の
研
究
者
で
あ
る
。

本
編
は
（
１
）
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
第
十
七
章
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
校
訂
テ
ク
ス
ト
及
び
和
訳
、
（
２
）
注
解
、
（
３
）
チ
ベ
ッ
ト
訳
及

び
漢
訳
テ
ク
ス
ト
の
三
部
門
よ
り
成
る
。
（
１
）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
校
訂
テ
ク
ス
ト
と
和
訳
は
左
右
見
開
き
に
提
示
さ
れ
、
学
習
及
び
研

究
の
便
が
図
ら
れ
て
い
る
。
長
尾
先
生
の
雪
大
乗
荘
厳
経
論
」
和
訳
と
註
解
」
は
適
宜
「
長
尾
ノ
ー
ト
」
と
し
て
（
２
）
注
解
で
言
及

さ
れ
、
そ
の
害
に
異
論
や
補
遺
の
あ
る
場
合
は
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
。
安
慧
・
無
性
の
釈
疏
も
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
。

和
訳
と
注
解
は
次
の
よ
う
に
書
名
よ
り
も
多
少
詳
し
い
題
が
附
さ
れ
て
始
ま
る
。

言
呂
ご
目
四
目
可
陛
四
日
訂
ｓ
ｇ
射
冨
第
加
章
甸
且
尉
①
乱
胃
四
日
目
且
言
顧
目

供
養
と
師
事
（
親
近
）
と
［
四
］
無
量
（
梵
住
）
の
［
考
察
の
］
章

漢
訳
郡
供
養
品
（
第
十
八
）
・
親
近
品
（
第
十
九
）
・
梵
住
品
（
第
二
十
）

冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
筆
者
に
は
翻
訳
の
如
何
に
つ
い
て
論
評
す
る
準
備
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
本
書
中
に
主
題
的
に
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
「
樹
木
に
害
え
ら
れ
る
悲
」
に
関
す
る
五
偶
を
掲
示
し
て
、
こ
れ
か
ら
し
よ
う
と
す
る
二
論
文
の
紹
介
を
容
易
に
す
る

準
備
と
し
た
い
。

こ
の
悲
と
い
う
大
き
な
樹
木
は
、
最
初
に
は
根
が
あ
り
、
最
後
に
は
最
勝
の
果
実
が
あ
る
。
〔
す
な
わ
ち
、
根
は
〕
悲
で
あ
り
、
〔
幹

は
〕
忍
耐
で
あ
り
、
〔
枝
は
〕
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
り
、
〔
葉
は
〕
誓
願
で
あ
り
、
〔
花
は
〕
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
〔
そ
し
て
、
果

実
は
〕
衆
生
を
成
熟
す
る
こ
と
で
あ
る
。
奄
誤
奄

悲
と
い
う
根
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
〔
菩
薩
が
〕
難
行
苦
行
を
忍
耐
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
〔
難
行
苦
行
の
〕
苦
を
忍
耐
し
な

い
な
ら
ば
、
智
者
（
菩
薩
）
は
決
し
て
衆
生
利
益
を
思
惟
す
る
こ
と
は
な
い
。
蚤
笥
至
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本
編
に
続
い
て
以
下
の
よ
う
な
諸
氏
に
よ
る
六
編
の
附
論
が
載
せ
ら
れ
、
そ
の
後
に
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
第
十
七
章
の
梵
和
索
引
と
要

語
索
引
と
が
附
さ
れ
て
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

一
「
大
乗
荘
厳
経
論
』
ゴ
ル
寺
伝
存
貝
葉
写
本
の
翻
刻

’
第
五
十
四
葉
池
第
十
七
章
二
十
七
’
三
十
九
偶
Ｉ
加
納
和
雄

二
ヴ
ァ
イ
ロ
ー
チ
ャ
ナ
ラ
ク
シ
タ
作
「
大
乗
荘
厳
経
論
』
注

’
第
十
七
章
注
釈
箇
所
の
テ
ク
ス
ト
と
試
訳
Ｉ
加
納
和
雄

三
「
大
乗
荘
厳
経
論
』
に
説
か
れ
た
菩
薩
の
悲
》
序
文
長
尾
雅
人
（
大
西
薫
訳
）

四
「
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
構
成
と
第
十
七
章

ｌ
「
供
養
・
師
事
（
親
近
）
・
無
量
の
章
」
の
構
造
Ｉ
内
藤
昭
文

五
「
菩
薩
地
」
「
供
養
・
師
事
・
無
量
の
章
」
試
訳
若
原
雄
昭

〔
菩
薩
の
〕
叡
智
が
〔
衆
生
利
益
の
〕
思
惟
を
欠
い
て
い
る
な
ら
ば
、
白
浄
の
生
に
生
ま
れ
よ
う
と
誓
願
す
る
こ
と
は
な
い
。
〔
菩

薩
が
〕
勝
れ
た
生
に
到
ら
な
い
な
ら
ば
、
決
し
て
衆
生
を
成
熟
さ
せ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
奎
認
菫

［
１
］
慈
は
悲
〔
と
い
う
根
〕
を
潤
す
も
の
で
あ
る
。
［
２
］
そ
れ
（
悲
）
か
ら
〔
生
じ
た
〕
苦
に
お
い
て
安
楽
が
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
〔
忍
耐
と
い
う
幹
が
〕
太
く
成
長
す
る
。
［
３
］
広
範
囲
に
〔
思
惟
と
い
う
〕
枝
が
伸
び
る
こ
と
は
、
〔
衆
生
利
益
を
〕
如
理

に
思
索
す
る
こ
と
（
如
理
作
意
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
〔
以
上
の
よ
う
に
〕
知
る
べ
き
で
あ
る
。
二
＄
歪

［
４
］
〔
古
い
誓
願
と
い
う
〕
葉
を
お
と
し
〔
新
し
い
誓
願
と
い
う
葉
を
〕
つ
け
る
の
は
、
〔
勝
れ
た
生
を
得
た
い
と
い
う
〕
諸
の
誓

願
の
相
続
が
断
絶
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔
自
分
自
身
と
衆
生
と
い
う
〕
二
種
の
縁
を
具
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
［
５
］
花
も
、
ま

た
［
６
］
そ
れ
か
ら
生
じ
る
〔
衆
生
成
熟
と
い
う
〕
果
実
も
無
駄
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
空
き
宝

rーF
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本
論
中
特
に
注
意
を
惹
か
れ
る
の
は
、
本
来
諭
伽
行
派
の
実
践
的
側
面
に
属
し
て
い
る
と
思
え
る
悲
の
考
察
が
、
第
三
十
二
偶
に
お
い

て
こ
の
学
派
に
特
有
の
「
不
住
浬
檗
」
の
理
論
が
唐
突
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
的
側
面
で
あ
る
智
慧
と
の
関
係
に
お
い
て

説
明
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
先
生
の
ご
指
摘
で
あ
る
。
先
生
は
、
智
慧
は
賢
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
を
空
性
す
な
わ
ち
「
否

定
性
」
と
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
浬
藥
に
達
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
向
上
的
で
あ
り
、
慈
悲
は
空
性
で
あ
る
浬
藥
か
ら
降
り
て

く
る
の
で
、
向
下
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
「
降
り
て
く
る
」
こ
と
に
関
し
て
、
先
生
は
説
明
を
他
の
論
文
に
讓
っ
て
、
こ
こ
で
は

た
だ
「
否
定
が
不
可
思
議
に
も
肯
定
に
転
じ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」
（
二
六
○
頁
）
と
し
か
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
。
そ
の
論
文
は
レ
ス
リ
ー

河
村
編
訳
の
豈
含
§
旨
ミ
冨
国
員
弓
箇
ミ
ミ
所
収
の
弓
笥
。
‐
ロ
胃
①
８
。
且
シ
ｎ
号
ご
旨
四
目
巨
降
臣
○
侭
冨
で
あ
る
と
注
記
さ
れ
て

こ
こ
で
筆
者
が
興
味
深
く
感
じ
紹
介
し
た
い
と
思
う
の
は
、
附
論
の
三
と
四
と
に
載
せ
ら
れ
た
二
つ
の
論
文
で
あ
る
。
前
者
は
長
尾
先

生
が
本
論
第
十
七
章
第
二
十
九
’
六
十
四
偶
の
「
大
悲
」
論
を
自
ら
テ
ク
ス
ト
を
校
訂
し
英
訳
し
序
文
と
注
解
と
を
附
し
て
刊
行
さ
れ
た

弓
馬
国
＆
臣
の
胃
ぐ
爵
○
○
日
ｇ
の
巴
○
ロ
ロ
①
の
Ｒ
号
＆
冒
昏
①
』
昏
香
ミ
ミ
昌
冒
昌
言
量
訂
愚
の
序
文
を
大
西
薫
氏
が
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

先
生
は
悲
が
特
に
選
ば
れ
詳
し
く
説
明
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
注
釈
者
が
「
四
無
量
の
う
ち
も
っ
と
も
重
要
で
も
っ
と
も
中
心
的
な

も
の
だ
か
ら
」
と
述
べ
る
語
を
上
げ
て
お
ら
れ
る
（
二
五
九
頁
）
。
先
に
挙
げ
た
「
樹
木
に
書
え
ら
れ
る
悲
」
に
関
す
る
五
偶
を
先
生
は
次

の
よ
う
に
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
譽
職
で
は
、
悲
の
樹
が
語
ら
れ
、
悲
そ
の
も
の
が
樹
の
根
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
水
を
か
け
る
の
は
日
巴
ｇ

（
慈
）
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
そ
の
幹
、
枝
な
ど
が
繁
く
す
く
す
く
と
育
ち
、
悲
の
樹
は
花
開
き
、
よ
い
果
実
を
実
ら
せ
る
の
で
あ

、
４
ニ
ー
ノ
（

し
↓
を

六
第
十
七
章
全
六
十
六
偶
の
韻
律

こ
の
譽
職
で
は
、

（
慈
）
で
あ
る
。

る
。
（
二
六
二
頁
）

岩
本
明
美
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同
書
に
は
弓
馬
国
呂
巨
の
胃
弓
煙
罵
言
目
の
８
号
』
の
弓
○
民
匡
な
る
論
文
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
真
宗
学
を
専
門
と
さ
れ
る
幡
谷
明
大
谷

大
学
名
誉
教
授
が
御
著
書
『
大
乗
至
極
の
真
宗
」
（
方
丈
堂
出
版
、
二
○
一
三
年
）
の
中
で
そ
れ
に
触
れ
て
、
こ
の
論
文
を
菩
薩
の
無
住
処

浬
藥
・
還
相
廻
向
を
「
大
乗
荘
厳
経
論
』
等
の
文
献
に
基
づ
い
て
詳
細
に
論
述
し
た
貴
重
な
業
績
と
し
て
賞
賛
し
て
お
ら
れ
る
。
真
宗
学

に
係
わ
る
研
究
者
の
間
で
近
年
還
相
廻
向
の
解
釈
を
巡
っ
て
議
論
が
起
こ
っ
て
い
る
と
聞
く
。
こ
の
種
の
議
論
を
耳
に
す
る
度
に
思
う
の

は
、
な
ぜ
イ
ン
ド
仏
教
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
す
る
努
力
を
少
し
は
し
よ
う
と
し
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
還
相
廻
向
を
巡

っ
て
行
わ
れ
る
議
論
に
参
考
に
な
る
よ
う
な
イ
ン
ド
仏
教
文
献
に
関
す
る
研
究
が
僅
少
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
真
宗
学
者
の
怠
慢

を
嘆
き
誹
っ
て
ば
か
り
も
い
ら
れ
な
い
。
曇
鶯
の
二
種
廻
向
の
概
念
を
イ
ン
ド
仏
教
の
文
献
学
的
視
点
か
ら
考
察
し
よ
う
と
さ
れ
た
長
尾

先
生
の
思
想
研
究
が
、
そ
し
て
そ
の
研
究
の
貴
重
な
る
文
献
資
料
「
長
尾
雅
人
研
究
ノ
ー
ト
（
３
）
」
及
び
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
こ
の

『
大
乗
荘
厳
経
論
」
第
十
七
章
の
注
釈
的
研
究
が
注
目
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

附
論
四
の
内
藤
昭
文
氏
の
論
文
は
、
曇
鶯
の
二
種
廻
向
を
向
上
と
向
下
の
概
念
に
よ
っ
て
考
察
し
よ
う
と
さ
れ
た
長
尾
先
生
の
研
究
の

意
図
を
よ
く
理
解
し
、
先
に
引
用
し
た
「
樹
木
に
書
え
ら
れ
る
悲
」
に
関
す
る
五
偶
を
精
確
に
考
察
し
て
お
ら
れ
る
。
第
三
十
七
’
三
十

八
偶
に
説
か
れ
る
樹
木
に
譽
え
ら
れ
る
悲
の
成
長
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

菩
薩
自
ら
に
悲
が
な
け
れ
ば
難
行
を
堪
え
忍
べ
な
い
し
、
堪
え
忍
べ
な
け
れ
ば
衆
生
利
益
を
思
惟
し
な
い
。
思
惟
が
な
け
れ
ば
、
衆

生
済
度
に
相
応
し
い
清
浄
な
「
生
」
を
願
わ
な
い
。
願
わ
な
け
れ
ば
、
相
応
し
い
勝
れ
た
生
を
受
け
な
い
。
そ
の
生
を
受
け
な
け
れ

ば
、
衆
生
を
成
熟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
（
三
○
三
頁
）

そ
し
て
第
三
十
九
’
四
十
偶
で
「
慈
」
が
「
灌
水
（
の
①
百
）
」
に
害
え
ら
れ
て
「
慈
」
に
よ
っ
て
「
悲
」
が
成
長
す
る
様
子
は
次
の
ょ

う
に
説
明
さ
れ
る
。

根
か
ら
幹
が
生
長
し
、
最
後
の
果
を
つ
け
る
に
至
る
ま
で
、
「
根
に
水
が
灌
が
れ
る
こ
と
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
根

で
あ
る
「
悲
」
が
成
長
し
衆
生
の
苦
を
忍
受
（
忍
辱
）
し
て
こ
そ
、
衆
生
成
熟
と
い
う
利
他
の
手
段
を
「
思
惟
」
し
、
そ
の
手
段
の

戸 向
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た
め
の
「
願
」
を
発
し
、
衆
生
救
済
に
相
応
し
い
「
生
」
を
受
け
、
「
衆
生
を
成
熟
」
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
常

に
「
灌
水
」
に
害
え
ら
れ
る
「
慈
」
が
は
た
ら
き
続
け
て
こ
そ
、
衆
生
を
成
熟
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
三
○
三
頁
）

「
相
応
し
い
勝
れ
た
生
を
受
け
な
い
」
等
と
説
か
れ
る
「
生
」
が
菩
薩
が
「
不
住
浬
藥
」
の
故
に
生
ま
れ
変
わ
る
「
生
」
を
意
味
す
る

こ
と
は
、
四
無
量
の
異
熟
果
を
説
く
第
二
十
二
偶
に
「
欲
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
」
が
説
か
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
こ
こ
に
は
「
悲
」
が
首
と
な
っ
て
菩
薩
の
不
住
浬
藥
の
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
一
つ
と
っ
て
も

長
尾
先
生
の
ご
研
究
と
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
内
藤
氏
の
研
究
は
評
価
に
値
す
る
が
、
更
に
氏
は
、
長
尾
先
生
が
追
求
し
よ
う
と
さ
れ
た
曇

鶯
の
二
種
廻
向
を
イ
ン
ド
仏
教
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
す
る
と
い
う
課
題
に
、
長
尾
先
生
が
留
保
さ
れ
た
「
大
悲
の
根
に
灌
水
す
る
も
の
が

何
故
に
慈
（
日
脚
］
日
長
尾
部
慈
愛
）
で
あ
る
か
」
（
「
長
尾
雅
人
研
究
ノ
ー
ト
（
３
）
」
一
五
六
頁
注
１
参
照
）
と
い
う
問
題
を
次
に
引
用
す
る
よ

う
な
第
十
九
偶
に
説
か
れ
る
「
慈
」
の
意
味
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
考
え
る
方
法
と
資
料
と
を
提
示
し
て
下
さ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
「
本
願
力
廻
向
」
「
如
来
の
廻
向
」
を
イ
ン
ド
仏
教
文
献
に
遡
っ
て
考
え
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

内
藤
氏
は
「
大
悲
の
根
に
灌
水
す
る
も
の
が
何
故
に
慈
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
そ
れ
を
菩
薩
の
で
は
な
い
諸
仏

の
慈
を
指
す
も
の
と
理
解
す
る
と
い
う
提
案
を
さ
れ
る
。
こ
の
提
案
は
極
め
て
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
氏
は
「
慈
の
無
縁
」
を
説
く

第
十
九
偶
に
戻
っ
て
考
察
す
る
。
そ
こ
に
は
慈
が
無
縁
で
あ
る
こ
と
の
四
つ
の
理
由
が
次
の
よ
う
に
説
示
さ
れ
る
。

［
１
］
真
如
を
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
。

［
２
］
〔
無
生
法
〕
忍
を
体
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
清
浄
に
な
る
か
ら
。

［
３
］
〔
身
体
と
言
葉
の
〕
二
種
の
〔
自
在
の
〕
行
為
が
あ
る
か
ら
。

［
４
］
〔
貧
欲
等
の
〕
煩
悩
が
滅
尽
し
て
い
る
か
ら
。

こ
の
説
示
に
対
し
て
内
藤
氏
は
違
和
感
を
覚
え
る
と
言
わ
れ
る
。
氏
に
違
和
感
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
は
、

第
十
九
偶
以
外
で
は
主
語
は
「
慈
な
ど
」
で
あ
り
四
無
量
全
体
で
あ
る
の
に
、
こ
の
偶
と
そ
の
世
親
釈
で
は
「
慈
」
だ
け
で
あ
り
、
「
な
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ど
」
が
な
い
こ
と
。
第
二
に
は
、
第
十
七
’
十
八
偶
で
は
四
無
量
に
つ
い
て
は
、
衆
生
縁
・
法
縁
・
無
縁
の
順
序
で
説
示
さ
れ
て
い
る
の

に
、
第
十
九
偶
で
は
「
無
縁
」
の
み
に
言
及
す
る
こ
と
。
第
三
に
は
、
上
記
の
［
１
］
か
ら
［
４
］
へ
の
説
示
が
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
」

の
通
常
の
菩
薩
の
修
習
の
下
位
か
ら
上
位
へ
で
は
な
く
、
上
位
か
ら
下
位
の
段
階
へ
の
順
序
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

氏
は
違
和
感
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
れ
ら
三
点
に
整
合
性
を
も
た
ら
し
違
和
感
を
除
去
す
る
た
め
に
、
第
十
九
偶
が
特
に
「
無
縁
の

慈
」
を
論
じ
る
こ
と
は
、
本
章
第
三
十
六
Ｉ
四
十
で
展
開
さ
れ
る
「
樹
木
に
害
え
ら
れ
る
悲
」
と
関
連
づ
け
て
理
解
す
べ
き
（
二
一
四
’

一
二
五
頁
）
こ
と
に
思
い
至
る
。
つ
ま
り
「
灌
水
」
に
誉
え
ら
れ
る
「
慈
」
が
こ
の
「
無
縁
の
慈
の
修
習
」
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を

こ
の
着
想
は
氏
の
違
和
感
を
完
全
に
払
拭
し
た
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
「
樹
木
に
書
え
ら
れ
る
悲
」
の
修
習
が
「
無
縁
の

慈
の
修
習
」
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
、
菩
薩
が
「
無
縁
の
慈
」
と
い
う
諸
仏
の
功
徳
を
前
以
て
修
習
し
て

い
た
こ
と
が
「
灌
水
」
と
し
て
菩
薩
に
貯
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
菩
薩
の
修
習
す
る
「
悲
」
と
い
う
樹
木
の
根
が
潤
さ
れ
成
長

す
る
、
と
い
う
悲
の
修
習
の
次
第
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
着
想
に
よ
っ
て
、
第
一
点
の
こ
こ
に
は
な
ぜ
四
無
量
の
慈
の
み
が
説
か
れ
る

の
か
と
い
う
疑
問
は
、
仏
の
無
縁
の
慈
の
修
習
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
、

同
じ
理
由
に
よ
っ
て
第
二
点
の
こ
こ
に
は
な
ぜ
「
無
縁
」
の
慈
の
み
が
説
か
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
解
消
さ
れ
る
。
し
か
し
第
三
点
の

説
示
の
順
序
に
関
し
て
は
、
内
藤
氏
の
説
明
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
違
和
感
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
実
は
こ
こ

に
こ
そ
曇
鶯
の
二
種
廻
向
を
イ
ン
ド
仏
教
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
す
る
た
め
の
文
献
資
料
を
発
見
す
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
以

下
に
氏
の
説
明
に
基
づ
き
つ
つ
、
氏
の
お
考
え
か
ら
外
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
筆
者
の
推
測
を
も
加
え
て
［
１
］
か
ら
［
４
］
へ
の
説

示
の
順
序
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
・

第
十
九
偶
及
び
注
釈
に
は
、
［
２
］
の
み
は
世
親
釈
に
よ
っ
て
第
八
地
の
菩
薩
の
階
位
を
指
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
他
の
三
つ

が
ど
の
階
位
に
相
当
す
る
か
は
説
明
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
氏
は
菩
薩
の
慈
が
無
縁
と
さ
れ
る
理
由
を
［
４
］
か
ら
［
１
］
へ
順
次
検
討
す

慈
」
を
論
じ
る
｝

一
二
五
頁
）
こ
と

思
い
つ
か
れ
た
、
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こ
の
よ
う
な
根
気
を
要
す
る
詳
細
な
検
討
を
経
て
、
氏
は
［
４
］
か
ら
［
１
］
の
説
示
の
方
向
は
向
上
的
な
菩
薩
の
修
習
す
る
「
慈
」

を
意
味
し
、
［
１
］
か
ら
［
４
］
は
向
下
的
な
菩
薩
の
修
習
を
意
味
す
る
と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
氏
は
菩
薩
の
修
習
す
る

「
慈
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
こ
と
を
記
し
て
お
ら
れ
る
。
多
少
長
く
な
る
が
示
唆
に
富
む
発
言
な
の
で
そ
の
ま
ま
引
用
し
た

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
階
位
を
確
定
す
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
。

［
４
］
の
理
由
を
述
べ
る
語
か
ら
、
こ
の
階
位
に
お
い
て
菩
薩
が
〔
負
欲
等
の
〕
煩
悩
を
対
象
と
し
て
慈
を
修
習
す
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
修
習
の
結
果
「
煩
悩
が
滅
尽
し
て
い
る
」
が
故
に
、
「
滅
尽
」
は
「
対
象
が
な
い
」
「
無
縁
」
を
意
味
す
る
か
ら
、
そ

の
修
習
は
「
無
縁
の
慈
」
の
修
習
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
見
道
へ
の
悟
入
の
段
階
に
相
当
す
る
階
位
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

［
３
］
の
〔
身
体
と
言
葉
の
〕
二
種
の
〔
自
在
の
〕
行
為
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
か
ら
は
、
こ
の
階
位
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
と

内
藤
氏
は
言
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
氏
は
「
煩
悩
の
な
く
な
っ
た
意
業
か
ら
生
じ
る
身
業
と
口
業
は
、
煩
悩
に
よ
る
分
別
が
な
く
な
っ
た

「
慈
」
か
ら
流
出
し
た
も
の
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
「
無
縁
の
慈
」
と
い
う
」
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ

れ
は
、
氏
が
注
侭
に
そ
れ
が
「
無
分
別
智
」
に
よ
る
「
法
縁
」
の
修
習
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
参
考
に
、
以
下
の
よ

う
に
解
釈
す
る
方
が
理
解
し
易
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
試
案
を
提
示
し
た
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
階
位
に
お
い
て
菩
薩
は
煩
悩
が
滅
尽
し

た
意
業
と
口
業
を
対
象
と
し
て
慈
を
修
習
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
修
習
の
結
果
、
分
別
が
な
く
な
り
「
〔
自
在
の
〕
行

為
が
あ
る
か
ら
」
、
分
別
の
「
対
象
が
な
い
」
「
無
縁
の
慈
」
が
修
習
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
修
道
の
段
階
に
相
当
す
る
、
と
。
［
２
］

は
世
親
釈
か
ら
第
八
地
の
菩
薩
の
階
位
を
指
す
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
［
１
］
真
如
を
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
、
に
つ
い
て
氏
は
、
そ

れ
は
［
２
］
の
究
極
的
な
あ
り
方
で
あ
り
、
無
縁
の
大
慈
を
修
習
す
る
「
究
極
の
菩
薩
」
の
階
位
を
示
す
も
の
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。

１
０

１
Ｖ

（
三
○
六
頁
）

こ
の
向
下
的
な
順
序
は
、
第
十
九
偶
の
「
慈
」
が
向
上
的
に
修
習
し
て
い
る
菩
薩
自
身
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
菩
薩
が
「
供
養
」
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右
に
引
用
し
た
文
で
氏
は
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
奇
妙
に
感
じ
た
［
１
］
か
ら
［
４
］
の
向
下
的
な
順
序
が
、
菩
薩
の
「
慈
」
の
修
習
の

順
序
を
示
す
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
第
十
九
偶
の
「
慈
」
が
向
上
的
に
修
習
し
て
い
る
菩
薩
自
身
の
も
の
で
な
く
、
そ
の
菩

薩
が
「
供
養
」
し
た
諸
仏
の
「
慈
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
う
注
目
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
氏
は
、

［
１
］
か
ら
［
４
］
の
順
序
は
「
諸
仏
の
慈
」
が
向
下
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
言
お
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
樹
木
の
根
で
あ
る
悲
を
潤
し
育
て
る
灌
水
で
あ
る
慈
は
、
嘗
て
菩
薩
が
供
養
し
て
菩
薩
の
中
に
貯
え
ら
れ
て
い
る
諸
仏
の
無
縁
の

大
慈
で
あ
り
、
第
十
九
偶
に
説
か
れ
る
菩
薩
の
慈
の
修
習
に
お
い
て
も
、
そ
の
修
習
を
完
成
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
菩
薩
の
す
べ
て
の
階

位
に
お
い
て
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
長
尾
先
生
に
な
ら
っ
て
向
上
的
・
向
下
的
な
慈
の
は
た
ら
き
と
呼
ば
れ
た
も
の
と
推
測
す

る
。
こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
と
き
、
菩
薩
が
悲
を
成
就
し
て
「
究
寛
の
菩
薩
」
つ
ま
り
「
仏
」
と
な
る
た
め
に
悲
を
潤
し
育
て
る
「
灌

［
４
］
か
ら
［
１
］
の
方
向
を
向
上
的
な
菩
薩
の
修
習
と
呼
び
、
［
１
］
か
ら
［
４
］
の
方
向
を
向
下
的
な
菩
薩
の
修
習
と
呼
ぶ
こ
と
に

つ
い
て
多
少
補
足
説
明
が
必
要
か
も
知
れ
な
い
。
［
４
］
か
ら
［
１
］
の
方
向
を
向
上
的
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
、
［
４
］
は
見
道
に
悟
入

し
た
菩
薩
の
階
位
で
あ
り
、
［
１
］
は
究
寛
の
菩
薩
の
階
位
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
向
上
的
な
修
習
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
問
題
は
な
い
よ
う

に
見
え
る
。
他
方
、
［
１
］
か
ら
［
４
］
の
方
向
を
向
下
的
な
菩
薩
の
修
習
と
呼
ぶ
こ
と
は
奇
妙
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
奇
妙
で
な
い
こ

と
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
右
に
引
用
し
た
文
を
考
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
内
藤
氏
の
説
明
は
不
充
分
で
あ
る
よ
う

ｒ
に
田
い
え
う
っ
○

す
る
諸
仏
の
「
慈
」
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
の
修
習
の
成
就
し
た
「
究
寛
の
菩
薩
」
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
無
縁
の
大
慈
」
は
、
修
習
過
程
の
菩
薩
で
は
な
く
、
仏
陀
の
大
慈
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
「
究
寛
の

菩
薩
」
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
偶
の
意
味
は
、
「
究
寛
の
菩
薩
」
で
さ
え
、
「
供
養
」
を
通
し
て
諸
仏
の
「
慈
」
を
蒙
っ
て

波
羅
蜜
や
四
無
量
を
修
習
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
し
て
そ
れ
以
下
の
菩
薩
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
三
○
七
頁
）
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水
」
と
し
て
向
上
的
な
方
向
で
は
た
ら
く
「
諸
仏
の
大
慈
」
と
、
菩
薩
が
仏
と
な
っ
た
と
き
、
下
位
の
そ
れ
ぞ
れ
の
階
位
に
い
る
菩
薩
に

向
か
っ
て
向
下
的
な
方
向
で
は
た
ら
く
「
諸
仏
の
大
慈
」
と
の
、
向
上
・
向
下
二
種
の
「
諸
仏
の
大
慈
」
の
は
た
ら
き
と
し
て
、
［
４
］

か
ら
［
１
］
を
向
上
的
と
呼
び
［
１
］
か
ら
［
４
］
を
向
下
的
と
呼
ば
れ
た
氏
の
意
図
は
よ
り
明
瞭
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

［
４
］
か
ら
［
１
］
の
方
向
こ
そ
向
上
的
な
菩
薩
が
修
習
す
る
「
慈
」
を
意
味
し
、
［
１
］
か
ら
［
４
］
は
向
下
的
な
順
序
の
説
示
と
な

る
、
と
言
わ
れ
る
氏
の
語
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
も
よ
く
符
合
す
る
。

菩
薩
自
ら
に
悲
が
な
け
れ
ば
難
行
を
堪
え
忍
べ
な
い
し
、
堪
え
忍
べ
な
け
れ
ば
衆
生
利
益
を
思
惟
し
な
い
。
思
惟
が
な
け
れ
ば
、
衆

生
済
度
に
相
応
し
い
清
浄
な
「
生
」
を
願
わ
な
い
。
願
わ
な
け
れ
ば
、
相
応
し
い
勝
れ
た
生
を
受
け
な
い
。
そ
の
生
を
受
け
な
け
れ

ば
、
衆
生
を
成
熟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
（
三
○
三
頁
）

こ
こ
に
「
衆
生
済
度
に
相
応
し
い
清
浄
な
生
」
と
か
「
相
応
し
い
勝
れ
た
生
を
受
け
な
い
」
等
と
説
か
れ
る
「
生
」
が
、
菩
薩
が
「
不

住
浬
梁
」
の
故
に
生
ま
れ
変
わ
る
「
生
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
生
」
は
「
不
住
浬
梁
」

に
よ
っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
生
、
つ
ま
り
曇
鴬
の
言
う
還
相
の
生
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
そ
の
生
が
菩
薩
が
流
転
輪
廻
の
苦
を
も
厭
わ
ず
敢

え
て
選
び
取
っ
た
「
衆
生
済
度
に
相
応
し
い
」
生
と
説
か
れ
る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
［
１
］
か
ら
［
４
］
に
向
下
的
と
呼
ば
れ
る
、
菩
薩

の
生
ま
れ
変
わ
る
、
順
次
に
下
位
に
示
さ
れ
る
境
涯
へ
の
生
に
相
当
す
る
。
そ
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
実
現
さ
せ
る
も
の
は
菩
薩
の
悲
で
あ

る
が
、
悲
を
潤
し
育
て
る
も
の
が
「
諸
仏
の
大
慈
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
悲
を
潤
し
育
て
る
も
の
が
「
諸
仏
の
大
慈
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
廻
向
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
上
で
貴
重
な
示
唆
を
与
え
る
。
菩
薩
の
向
上
的
修
習
が
諸
仏
の
向
上
的
な
慈
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
還
相
の
生
が
諸
仏
の
向
下
的
な
慈
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
第
十
九
偶
と
第
三
十
六
Ｉ
四
十
偏
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ

の
章
に
は
、
諸
仏
の
大
慈
が
菩
薩
に
達
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
菩
薩
の
悲
を
成
長
さ
せ
、
次
第
に
菩
薩
の
行
を
完
成
に
向
か
っ
て
向
上
せ
し

め
、
そ
の
行
が
完
成
し
浬
藥
が
得
ら
れ
た
時
に
は
、
そ
の
諸
仏
の
大
慈
は
菩
薩
を
そ
こ
に
留
ま
ら
せ
ず
に
（
不
住
浬
梁
）
衆
生
済
度
の
生
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へ
向
下
せ
し
め
る
と
い
う
、
向
上
・
向
下
の
二
方
向
に
は
た
ら
く
諸
仏
の
大
慈
が
説
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
偶
を
こ
の

よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
曇
鷲
の
言
う
往
相
・
還
相
の
二
種
の
廻
向
が
イ
ン
ド
仏
教
的
な
形
態
で
説
か
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
曇
鶯
の
二
種
廻
向
に
た
い
す
る
理
解
は
親
鶯
の
次
の
よ
う
な
正
像
末
和
讃
を
補
佛
と
さ
せ
る
。

往
相
回
向
の
大
慈
よ
り
還
相
廻
向
の
大
悲
を
諺
７

如
来
の
廻
向
な
か
り
せ
ば
浄
土
の
菩
提
い
か
が
せ
ん

曇
鶯
の
二
種
廻
向
論
が
阿
弥
陀
如
来
と
そ
の
浄
土
と
い
う
概
念
と
密
接
に
関
係
し
て
構
想
さ
れ
た
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
概
念
と
の

関
係
の
下
で
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
二
種
廻
向
論
を
琉
伽
行
派
の
「
大
乗
荘
厳
経
論
」
に

説
か
れ
る
菩
薩
の
修
習
法
の
み
に
基
づ
い
て
理
解
す
べ
き
で
な
い
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
菩
薩
行
の
中
に
智
慧
と
慈
悲
を

ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
就
中
、
仏
の
慈
悲
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
課
題
が
イ
ン
ド
で
も
中
国
で
も
自
覚
さ
れ
、
『
大
乗
荘

厳
経
論
釈
」
「
浄
土
論
』
を
著
作
中
の
世
親
が
そ
れ
に
つ
い
て
抱
い
た
と
同
種
の
構
想
を
『
浄
土
論
』
を
注
釈
し
て
い
た
曇
鶯
が
着
想
し
、

そ
れ
を
如
来
の
二
種
廻
向
論
へ
と
展
開
し
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
決
し
て
無
謀
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
想
定
を
検
証
す
る
貴
重

な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
本
書
を
推
薦
し
た
い
と
考
え
、
こ
こ
に
紹
介
の
拙
文
を
草
し
た
次
第
で
あ
る
。

能
任
正
顕
編
二
大
乗
荘
厳
経
論
』
第
加
章
の
和
訳
と
注
解
ｌ
供
養
・
師
事
・
無
量
と
く
に
悲
無
量
ｌ
」

（
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
叢
書
三
○
）
自
照
社
出
版
二
○
一
三
年

二
十
三
八
五
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（
定
価
五
、
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一
六
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）
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