
本
有
今
無
偶
と
は
、
浬
樂
経
の
菩
薩
品
中
に
提
出
さ
れ
て
い
る

一
偶
頌
で
あ
る
。
こ
の
偶
頌
の
目
的
は
佛
性
は
究
極
に
於
て
常
で

あ
る
か
無
常
で
あ
る
か
の
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
る
の
で
、
そ
れ

は
ま
た
浬
藥
の
常
楽
我
浄
に
つ
い
て
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に

な
る
。
佛
性
が
常
住
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
浬
藥
の

常
楽
我
浄
を
証
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
も
し
佛
性
が
無
常
で
あ
る

な
ら
ば
、
ど
う
し
て
浬
藥
と
か
不
浬
梁
と
か
と
言
い
得
る
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
故
に
こ
の
偶
頌
は
浬
藥
経
の
中
で
一
つ
の
最
も
重
要

な
箇
所
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
氏

浬
渠
思
想
に
お
け
る
一
つ
の
最
も
重
要
な
焦
点
と
云
っ
て
も
よ
い
。

こ
の
偶
頌
は
菩
薩
品
中
の
所
述
に
依
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
純
陀

の
疑
問
に
対
し
て
引
き
起
さ
れ
た
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、

実
は
菩
薩
品
に
お
い
て
、
ま
た
是
非
と
も
提
出
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
ゞ
大
般
浬
藥
の
思
想

浬
藥
経
中
の
本
有
今
無
偶
に
つ
い
て

Ｉ
佛
性
・
浬
藥
の
常
住
と
い
わ
れ
る
意
味
Ｉや

そ
の
意
義
及
び
佛
性
、
如
来
の
常
住
の
問
題
は
前
の
哀
歎
品
や

四
相
品
、
如
来
性
品
等
に
詳
し
く
述
舗
へ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
常
住
と
い
う
こ
と
が
結
局
如
何
な
る
意
味
で
あ
る
か
に
つ
い

て
は
、
ま
だ
判
然
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
浬
樂
の
常
楽
我

浄
に
つ
い
て
そ
の
常
の
定
義
如
何
、
佛
性
の
定
義
如
何
と
い
う
こ

と
等
は
、
巻
一
か
ら
巻
八
ま
で
の
前
数
巻
で
は
ま
だ
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
菩
薩
品
に
来
っ
て
当
然

そ
の
問
題
が
提
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
所
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
経

文
の
説
話
に
つ
い
て
い
え
ば
、
文
殊
が
純
陀
に
は
ま
だ
疑
心
が
あ

る
の
を
知
っ
て
、
世
尊
に
再
び
疑
問
を
解
明
さ
れ
る
よ
う
に
要
請

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
経
文
の
組
織
及
び
そ

の
編
集
体
系
に
つ
い
て
み
る
も
、
こ
の
品
に
於
て
そ
う
し
た
こ
と

が
提
出
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
必
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
こ
こ
で

は
編
集
の
体
系
に
つ
い
て
は
ふ
れ
な
い
で
、
経
文
の
内
容
自
体
に

張

自
室
垂

、＝造

儒
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つ
い
て
の
み
述
＄
へ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
は
純
陀
の
疑
問
に
対

す
る
答
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
純
陀
の
疑
問
が
何
で
あ
る

か
を
先
ず
経
文
に
就
い
て
み
る
に
次
の
如
く
で
あ
る
。

雨
時
文
殊
師
利
白
佛
言
・
世
尊
・
今
此
純
陀
猶
有
疑
心
・
唯

願
如
来
重
為
分
別
令
得
除
断
・
佛
言
・
善
男
子
・
云
何
疑
心

…
…
純
陀
心
疑
如
来
常
住
・
以
得
知
見
佛
性
力
故
・
若
見
佛

性
而
為
常
者
・
本
未
見
時
応
是
無
常
・
後
亦
応
爾
・
何
以
故

・
如
世
間
物
・
本
無
今
有
已
有
還
無
・
如
是
等
物
悉
是
無
常

・
以
是
義
故
・
諸
佛
菩
薩
声
聞
縁
覚
無
有
差
別
・
爾
時
世
尊

即
説
偶
言
本
有
今
無
・
本
無
今
有
・
三
世
有
法
・
無
有
是
処
。

こ
れ
が
便
ち
こ
の
偶
頌
の
提
出
さ
れ
た
縁
由
で
あ
る
。
で
は
純
陀

の
疑
心
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
「
若
し
佛
性
を
見

て
常
と
な
さ
ぱ
、
本
と
未
だ
み
ざ
る
時
は
応
に
こ
れ
無
常
な
る
ぺ

し
、
若
し
本
と
無
常
な
ら
ば
後
も
亦
し
か
る
べ
し
」
と
い
う
問
難

で
あ
る
。
こ
の
句
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
正
し
く

浬
藥
問
題
の
要
点
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
佛
性
が
常
で
あ

る
」
こ
と
を
見
る
な
ら
ば
、
浬
藥
の
常
楽
我
浄
を
証
得
し
、
「
初

め
に
未
だ
み
ざ
る
時
は
無
常
な
る
今
へ
し
」
と
い
う
こ
と
は
、
未
だ

常
楽
我
浄
を
見
な
い
間
は
、
常
楽
我
浄
の
体
が
ま
た
無
常
で
あ
る

に
ち
が
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
無
常
の
因
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
も
の
は
＄
勿
論
ま
た
無
常
の
果
で
あ
る
蕊
へ
き
で
あ
り
、
こ
れ
は

因
果
律
の
必
然
的
な
法
則
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
後
亦
た
ま
さ
に

爾
る
《
へ
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
問
題
の
核
心
を
つ
い
た
も
の

で
あ
っ
て
、
た
図
純
陀
の
疑
難
を
代
表
す
る
だ
け
で
な
く
、
声
聞

縁
覚
或
は
菩
薩
衆
の
疑
問
を
も
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
経
文
の
体
系
か
ら
い
え
ば
、
疑
う
か
否
か
は
問
題
で
な
く
、

そ
れ
は
佛
身
浬
藥
の
中
心
で
あ
る
。

し
か
し
残
念
な
こ
と
に
は
、
こ
の
菩
薩
品
中
に
は
純
陀
の
疑
難

に
対
し
て
詳
細
に
答
え
た
所
も
な
け
れ
ば
又
直
接
解
答
し
た
と
い

う
所
も
な
い
。
却
っ
て
此
の
品
が
本
有
今
無
の
一
偶
を
も
っ
て
別

の
問
題
に
転
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
文
殊
師
利
が
純
陀
に
代

っ
て
提
出
し
た
質
疑
を
論
ず
る
こ
と
に
は
、
少
し
も
か
氏
わ
り
が

な
い
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
は
或
は
当
時
の
本
経
の
編
集
者
が
此

の
質
疑
の
当
面
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
を
ゆ
る
が
せ
に
し
た
と
言

え
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
こ
こ
で
は
菩
薩
品
の
経
文
に
つ
い
て

一
つ
の
詳
細
な
研
究
批
判
を
行
い
、
そ
の
当
面
の
質
疑
を
如
何
に

ゆ
る
が
せ
に
し
、
偶
文
の
解
釈
か
ら
別
の
問
題
へ
と
転
化
し
去
っ

た
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

文
殊
師
利
が
提
出
し
た
質
疑
の
結
語
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

は
次
の
如
く
で
あ
る
。

如
世
間
物
・
本
無
今
有
已
有
還
無
・
如
是
等
物
悉
是
無
常
・

以
是
義
故
・
諸
佛
菩
薩
声
聞
縁
覚
無
有
差
別
。

／ 訂
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こ
の
結
語
の
内
容
か
ら
み
る
と
γ
そ
の
問
難
は
「
か
く
の
如
き
等

の
物
は
悉
く
こ
れ
無
常
な
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
若

し
諸
佛
菩
薩
声
聞
縁
覚
が
本
無
今
有
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
た
「
か

く
の
如
き
ら
の
物
は
悉
く
こ
れ
無
常
な
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
と

何
の
違
い
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
世
尊
の
答
は
こ
う
て
あ

っ
た
。

本
有
今
無
・
本
無
今
有
…
…
以
是
義
故
・
諸
佛
菩
薩
声
聞
縁

覚
・
亦
有
差
別
亦
無
差
別

と
、
却
っ
て
差
別
の
な
い
問
題
を
用
い
て
、
諸
佛
菩
薩
と
声
聞
縁

覚
の
間
の
差
別
不
差
別
の
問
題
の
上
へ
と
転
化
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
問
わ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
対
し
て
答
え
た
も
の
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
特
に
文
殊
師
利
が

善
戦
・
誠
如
聖
言
・
我
今
始
解
諸
佛
菩
薩
声
聞
縁
覚
・
亦
有

差
別
亦
無
差
別

と
讃
め
て
い
る
の
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
は
已
に
述
需
へ

た
文
殊
が
純
陀
に
代
っ
て
提
出
し
た
質
疑
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
本

無
今
有
・
已
有
還
無
」
の
「
差
別
あ
る
こ
と
な
し
」
の
問
題
を
完

全
に
脱
却
し
て
い
る
。
こ
れ
を
も
し
、
こ
の
品
の
編
集
者
が
無
視

し
た
為
と
い
う
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
即
ち
本
無
今

有
の
偶
の
後
に
一
つ
の
脱
湘
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
ど
う
し
て
答
と
質
問
と
が
か
く
も
関
連
な
き
も
の
と
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
後
の
方
へ
来
て
更
に

譽
如
長
者
多
畜
乳
牛
・
有
種
女
色
・
・
…
：
牛
色
各
異
。
其
乳

云
何
．
皆
同
一
色
。
…
…

と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
、
諸
佛
菩
薩
声
聞
縁
覚
の
性
が
無
差
別
で

あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
更
に

如
彼
金
鉱
・
除
諸
津
械
・
以
是
義
故
・
一
切
衆
生
・
同
一
佛

性
・
無
有
差
別
。

と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
、
以
て
衆
生
と
聖
者
の
平
等
な
る
性
相
を

証
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
こ
と
と

佛
性
の
「
本
未
見
時
・
応
是
無
常
・
若
本
無
常
、
後
亦
応
爾
」
と

と
い
う
問
題
と
が
何
の
関
連
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
又

「
本
有
今
無
・
本
無
今
有
・
三
世
有
法
・
無
有
是
処
」
と
い
う
問

迦
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
無
今
有
の
一
偶
の

主
旨
は
、
佛
性
が
有
為
法
の
所
摂
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す

る
に
あ
る
の
で
あ
り
、
佛
性
は
三
世
有
法
の
所
摂
で
は
な
い
の
に

由
る
。
そ
の
こ
と
と
「
本
無
今
有
・
已
有
還
無
・
如
是
等
物
・
悉

是
無
常
」
の
意
義
と
は
異
っ
て
い
る
が
、
そ
の
同
じ
で
な
い
と
い

う
こ
と
は
差
別
で
あ
り
、
こ
の
差
別
は
即
ち
前
者
は
有
為
法
に
入

る
世
間
の
も
の
の
如
く
無
常
で
、
後
者
は
三
世
有
法
に
入
ら
ぬ
佛

性
如
来
の
如
く
常
住
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
諸
佛
菩

薩
声
聞
縁
覚
は
差
別
あ
る
こ
と
な
し
の
句
の
内
に
は
、
同
時
に
又
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有
差
別
と
無
差
別
と
の
問
題
を
合
せ
含
ん
で
い
る
。
声
聞
縁
覚
は

三
世
有
法
の
所
摂
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
三
世
有
法
の
所
摂
で

は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
三
世
有
法
の
所
摂
で
あ
る
な
ら
ば
、

声
聞
縁
覚
と
「
已
有
還
無
」
と
い
わ
れ
る
世
間
の
物
と
は
同
じ
く

無
常
で
あ
る
こ
と
に
な
る
し
、
又
も
し
三
世
の
所
摂
で
な
い
と
す

る
な
ら
ば
、
何
故
に
経
中
に
二
乗
の
人
物
は
無
常
で
あ
り
、
諸
佛

②

菩
薩
は
常
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

更
に
も
し
常
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
声
聞
縁
覚
と
諸
佛
菩
薩

は
平
等
で
あ
る
。
へ
き
で
あ
り
、
既
に
平
等
で
あ
る
も
の
が
、
如
何

に
し
て
大
般
浬
梁
経
の
中
に
又
㈲
二
乗
の
人
物
は
顛
倒
法
で
あ
る

③

と
叱
責
し
て
大
乗
に
進
趣
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
か
ら

考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
菩
薩
品
は
直
接
に
純
陀
の
疑
難
に
解
答
す

る
こ
と
を
し
な
い
で
、
反
っ
て
諸
佛
菩
薩
と
声
聞
縁
覚
と
の
間
に

差
別
が
あ
る
と
か
差
別
が
な
い
と
か
い
う
問
題
に
転
じ
て
解
説
し

て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
意
義
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
同
時

に
ま
た
本
有
今
無
の
偶
の
問
題
に
関
連
し
て
く
る
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
様
な
関
連
は
結
局
純
陀
の
疑
難
と
は
直
接
の

関
係
を
持
た
な
い
。
そ
れ
故
に
私
は
か
の
「
本
有
今
無
・
本
無
今

有
・
三
世
有
法
・
無
有
是
処
」
の
一
偶
の
後
は
、
主
題
を
変
化
さ

せ
て
し
ま
っ
た
と
判
断
す
る
。
或
は
、
後
の
編
集
者
が
こ
の
問
題

の
直
接
的
解
釈
を
漏
ら
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
善
男
子
．

以
是
義
故
・
諸
佛
菩
薩
声
聞
縁
覚
・
亦
有
差
別
・
亦
無
差
別
」
と

い
う
よ
り
以
下
は
、
別
に
一
つ
の
主
題
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
と

解
せ
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
こ
こ
で
は
そ
れ
以
上
推
論
す
る
必
要
は
な
い
。

今
は
唯
本
有
今
無
偶
だ
け
を
と
り
あ
げ
↑
結
局
こ
の
偶
は
純
陀
の

疑
問
に
対
し
如
何
に
答
え
て
い
る
か
、
又
こ
の
偶
の
内
容
及
び
意

義
を
如
何
に
解
釈
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
を
考
察
し
て
み

た
い
。
以
上
の
点
は
師
子
乢
品
の
中
で
は
じ
め
て
正
確
に
解
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
所
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
純
陀
の
疑
問
と

し
た
問
題
の
答
も
は
っ
き
り
し
て
来
る
。
梵
行
品
（
巻
十
五
）
の
中

で
解
釈
が
下
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
：
そ
れ
は
直
接
に
「
本
未

見
時
応
是
無
常
・
若
本
無
常
後
亦
応
爾
」
と
い
う
疑
問
に
答
え
よ

う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
省
略
し
て
論
述
せ
ぬ

こ
と
に
す
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
師
子
乢
品
及
び
そ
の
他
の
品
の

中
で
此
の
一
偶
の
解
釈
に
関
係
あ
る
所
だ
け
を
論
じ
、
如
何
に
す

れ
ば
浬
藥
の
真
義
、
及
び
そ
の
常
と
無
常
の
意
義
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
を
調
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

先
ず
我
友
は
本
有
今
無
・
本
無
今
有
と
い
う
語
句
の
定
義
は
如

何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
題
に
し
た
い
。
い
わ
ゆ
る
本
有
今
無

と
は
即
ち
一
切
の
初
め
に
有
っ
た
も
の
が
今
は
却
っ
て
無
い
と
い

う
意
味
で
あ
り
、
本
無
今
有
と
は
則
ち
初
め
に
有
で
な
か
っ
た
も
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の
が
今
は
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
表
面
的
に
み

る
と
後
の
一
句
（
本
無
今
有
）
は
た
し
か
に
一
往
真
理
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
一
切
の
も
の
が
既
に
本
有
で
な
け
れ
ば
、
則
ち

本
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
各
種

の
存
在
の
現
象
か
ら
み
れ
ば
ま
た
実
際
に
本
か
ら
具
有
し
て
い
な

い
も
の
が
縁
を
待
っ
て
後
に
生
ず
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
待
縁
而
生
と
い
う
こ
と
は
一
般
人
か
ら
看

た
な
ら
ば
↑
本
無
今
有
と
い
う
こ
と
と
異
る
こ
と
が
な
い
。
例
え

ば
巻
二
十
四
の
徳
王
品
中
に
説
か
れ
る

如
水
乳
雑
・
臥
至
一
日
・
終
不
成
酩
・
若
以
一
滞
頗
求
樹
汁

投
之
於
中
・
即
便
成
酩
・
若
本
有
酩
．
何
故
待
縁
。

と
い
い
、
或
は
又
師
子
乢
品
巻
二
十
六
中
に
説
か
れ
る

警
如
有
人
・
有
筆
紙
墨
和
合
成
字
・
而
是
紙
中
本
無
有
字
・

以
本
無
故
仮
縁
而
成
・
若
本
有
者
・
何
須
衆
縁
。

等
に
す
ゃ
へ
て
明
瞭
に
万
法
本
無
仮
縁
而
生
の
定
義
が
説
明
さ
れ
て

い
て
、
既
に
本
無
今
有
で
あ
り
、
こ
れ
と
菩
薩
品
中
に
提
出
さ
れ

て
い
る
「
如
世
間
物
・
本
無
今
有
・
已
有
還
無
」
と
い
う
こ
と
と
は

意
義
が
同
じ
こ
と
に
な
る
。
既
に
同
じ
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
何
故

に
世
尊
は
又
「
本
有
今
無
・
本
無
今
有
・
三
世
有
法
・
無
有
是
処
」

の
一
喝
を
用
い
て
否
定
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に

こ
の
偶
頌
の
意
味
は
、
た
だ
「
本
有
今
無
」
を
否
定
す
る
だ
け
で

な
く
「
本
無
今
有
」
を
も
否
定
し
て
し
ま
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

三
世
の
有
為
法
は
す
＄
へ
て
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
所
謂
「
無

有
是
処
」
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
今
こ
の
師
子
乳
品
中

に
「
本
無
有
字
・
以
本
無
故
・
仮
縁
而
成
」
と
い
う
の
は
又
何
を

主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
即
ち
佛
教
が

外
道
と
同
じ
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
誠
に
浬
藥
経
の
本
有

今
無
偶
論
に
「
若
本
有
今
無
・
則
是
常
見
・
若
過
三
世
・
則
是
断

４
見
」
と
云
っ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
蓋
し
「
以
本
無
故
・
仮
縁
而

成
」
と
は
そ
の
意
味
は
因
縁
和
合
し
て
生
ず
る
こ
と
を
説
明
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
此
と
実
執
の
本
有
論
や
本
無
論
と
は
そ
の
趣

を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
縁
を
仮
っ
て
成
ず
る
も
の
の
有
は

「
本
有
今
無
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
又
「
本
無
今
有
」
と

い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
此
の
よ
う
な
所
謂
「
有
」

は
一
般
の
常
識
的
な
概
念
上
に
対
立
し
た
有
で
も
次
第
相
続
の
有

で
も
な
い
。
そ
こ
で
巻
廿
六
の
師
子
呪
品
の
中
で
師
子
肌
菩
薩
と

世
尊
が
、
乳
中
に
酪
性
が
あ
る
か
な
い
か
を
弁
論
し
て
こ
れ
を
例

と
し
て
い
る
の
を
参
照
し
て
み
る
に
、
師
子
乳
は
「
乳
中
に
は
必

ず
酪
性
が
あ
る
、
若
し
酪
の
性
が
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
酩
を
生
ず

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
此
の
酪

性
が
本
有
の
も
の
で
あ
る
の
に
、
世
尊
が
、
酪
性
が
絶
対
に
な
い
、

も
し
酪
性
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
乳
は
酩
で
な
い
の
か
、
酩
は

64



乳
で
は
な
い
が
、
因
縁
を
待
っ
て
始
め
て
酩
と
な
る
と
い
う
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。

又
臂
を
あ
げ
て

世
人
無
子
是
故
聴
婦
・
婦
若
懐
妊
不
得
言
女
・
若
言
是
女
有

児
性
故
・
故
応
聰
者
・
是
義
不
然
・
何
以
故
。
若
有
児
性
亦

応
有
孫
・
若
有
孫
者
則
是
兄
弟
・
何
以
故
一
腹
生
故
・
是
故

我
言
女
無
児
性
・
若
其
乳
中
有
酪
性
者
．
何
故
一
時
不
見
五

味
。

と
云
っ
て
い
る
の
は
、
此
れ
は
一
切
物
の
本
有
性
を
徹
底
的
に
否

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
や
は
り
そ

の
本
を
完
全
に
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
巻
二
十
六
の

師
子
乢
品
に

譽
如
種
橘
・
芽
生
子
滅
芽
亦
甘
甜
・
乃
至
生
果
・
味
亦
如
是

熱
已
乃
酷
・
善
男
子
・
而
是
酷
味
子
芽
乃
至
生
果
悉
無
・
随

本
熟
時
形
色
相
現
則
生
酷
味
・
而
是
酷
味
本
無
今
有
・
雌
本

無
今
有
非
不
因
本
・
如
是
本
子
雌
復
過
去
・
故
得
名
有
。

と
い
う
。
こ
の
文
は
は
っ
き
り
と
「
本
」
の
あ
る
こ
と
承
認
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
の
「
本
」
と
い
う
の
は
一
般
に

い
う
実
有
的
な
観
念
の
本
有
の
「
本
」
と
か
、
或
は
本
無
の
「
本
」

と
か
い
う
本
で
は
な
い
。
そ
れ
は
実
在
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
否
定
す
る
趣
旨
は
、
佛
教
の
縁
起
と
い
う
意
味
を
顕
わ

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
以
本
無
故
・
仮
縁
而
成
・

若
本
有
者
・
何
須
衆
縁
」
と
い
う
よ
う
に
、
万
法
は
こ
の
よ
う
で

あ
り
↑
佛
性
も
又
そ
う
で
あ
る
。
故
に

一
切
衆
生
有
佛
性
者
。
何
故
修
習
無
量
功
徳
・
若
言
修
調
是

了
因
者
・
已
同
酪
壊
・
若
言
因
中
定
有
果
者
・
戒
定
智
慧
・

則
無
増
長
。
（
巻
二
十
六
・
）

と
説
き
、
又

一
切
諸
法
・
因
縁
故
生
・
因
縁
故
滅
・
善
男
子
。
若
諸
衆
生

内
有
佛
性
者
。
一
切
衆
生
応
有
佛
身
・
如
我
今
也
。

と
い
っ
て
い
る
の
が
正
し
く
そ
れ
で
あ
り
、
本
有
今
無
偶
に
拠
っ

て
論
ず
れ
ば
、
こ
の
経
に
説
か
れ
て
い
る
佛
性
は
す
な
わ
ち
縁
起

説
上
の
佛
性
で
あ
っ
て
、
「
本
有
今
無
」
だ
と
か
「
本
無
今
有
」
と

い
う
佛
性
で
は
な
い
。
但
し
上
記
の
「
以
本
無
故
・
待
縁
而
成
」

に
つ
い
て
み
る
に
↑
一
般
的
な
い
わ
ゆ
る
「
本
無
今
有
」
の
意
味

に
似
て
い
る
。
若
し
「
本
無
今
有
」
の
意
味
が
そ
の
よ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
佛
性
も
ま
た
「
已
有
還
無
」
と
い
う
必
然
の
法
則
に
堕

す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
こ
と
は
本
経
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
当
然
許
容
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
経
中
に
此
の

よ
う
な
意
味
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
に
否
認
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
徳
王
品
巻
十
九
に

浬
梁
之
体
非
本
無
今
有
・
若
浬
藥
体
本
無
今
有
者
・
則
非
無
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漏
常
住
之
法
・
有
佛
無
佛
性
相
常
住
・
以
諸
衆
生
煩
悩
覆
故

・
不
見
浬
藥
便
謂
為
無
・
菩
薩
以
戒
定
慧
勤
修
其
心
・
断
煩

悩
已
便
得
見
之
・
当
知
混
盤
是
常
住
法
・
非
本
無
今
有
・
是

故
名
常
。

と
い
う
。
こ
こ
に
浬
喋
の
体
と
い
う
の
は
、
即
ち
佛
性
の
こ
と
で

あ
る
。
又
嶮
を
挙
げ
て

譽
如
盲
人
・
不
見
日
月
・
良
医
治
之
・
則
便
得
見
・
而
是
日

月
・
非
是
本
無
今
有
・
浬
梁
亦
爾
・
先
自
有
之
・
非
適
今
也
。

と
も
云
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
み
な
佛
性
は
本
無
今
有
で
あ
る
こ
と

を
断
然
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
述
寺
へ

て
く
る
と
、
徳
王
品
（
巻
十
九
）
の
所
説
と
師
子
乢
品
（
巻
妬
・
ど

の
所
説
と
は
矛
盾
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
又
徳
王
品
の
中

に
お
い
て
も
出
入
が
あ
る
。
例
え
ば
そ
の
品
に

若
本
有
酩
。
何
故
待
縁
・
衆
生
佛
性
・
亦
復
如
是
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
と
「
譽
如
盲
人
・
不
見
日
月
」
と
は
、
あ
た
か
も

相
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
盲
人
が
日
月
を
み
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
す
な
わ
ち
日
月
が
盲
人
の
先
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を

承
認
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
盲
人
に
先
ん
じ
て
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
本
有
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
、

こ
の
よ
う
に
字
面
に
は
確
か
に
矛
盾
が
あ
る
が
、
然
し
経
文
の
本

義
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
本
無
今
有
」
論
者

の
実
在
観
を
対
治
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
の
日
月
盲

人
の
臂
は
虚
空
の
職
と
対
照
し
て
考
え
て
み
て
こ
そ
そ
れ
が
本
有

的
な
存
在
と
い
う
意
味
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
結
び
つ
け
を
後
に
譲
っ
て
、
こ
こ
に
は
再

び
師
子
乢
品
中
よ
り
一
節
を
引
い
て
本
無
今
有
の
実
在
観
を
否
定

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
よ
う
。

即
ち
師
子
乢
品
第
二
十
五
巻
に

善
男
子
・
佛
性
者
非
陰
界
入
・
非
本
無
今
有
・
非
已
有
還
無
・

従
善
因
縁
衆
生
得
見
・
菩
如
黒
鉄
入
火
則
赤
出
冷
還
黒
・
而

是
黒
色
非
内
非
外
因
縁
故
有
・
佛
性
亦
爾
・
一
切
衆
生
煩
悩

火
滅
則
得
聞
見
・
善
男
子
・
如
種
滅
已
芽
則
得
生
・
而
是
芽

性
非
内
非
外
．
乃
至
華
果
亦
復
如
是
従
縁
故
有
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
即
ち
本
無
今
有
を
否
認
し
て
い
る
こ
と
明
ら
か

で
あ
る
。
但
し
本
無
今
有
を
否
認
し
た
と
は
言
っ
て
も
、
そ
う
か

と
言
っ
て
本
有
今
無
だ
と
い
う
の
で
も
な
い
。
そ
れ
で
あ
る
か

ら
「
如
種
滅
已
芽
則
得
生
、
而
是
芽
性
非
内
非
外
」
と
言
っ
て
い

る
。
そ
れ
が
生
ず
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
「
従
縁
故
有
」
と
云
う

に
由
る
の
で
あ
る
か
ら
、
縁
に
よ
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
「
有
」
は
、

本
無
今
有
の
有
で
は
な
く
、
亦
た
本
有
今
無
の
有
で
も
な
い
。
こ

の
よ
う
な
有
と
は
結
局
如
何
に
し
て
理
解
出
来
る
も
の
か
、
迦
葉

品
中
の
答
説
と
さ
れ
て
い
る
以
下
の
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
巻
三

66



十
二
に
云
く
、

若
有
問
言
・
是
子
能
生
果
不
・
是
果
能
生
子
不
・
応
定
答
言

亦
生
不
生
・
世
尊
如
世
人
説
乳
中
有
酩
・
是
義
如
何
・
善
男

子
・
若
有
説
言
・
乳
中
有
酩
是
名
執
着
・
若
言
無
酩
是
名

虚
妄
・
碓
是
二
事
応
定
説
言
亦
有
亦
無
．
何
故
名
有
・
従
乳

生
酩
・
因
即
是
乳
・
果
即
是
酪
・
是
名
為
有
・
云
何
名
無
・

色
味
各
異
・
服
用
不
同
。

又

若
言
乳
中
定
有
酩
性
・
酩
中
亦
応
定
有
乳
性
・
何
因
縁
故
乳

中
出
酪
酩
不
出
乳
・
若
無
因
縁
当
知
是
陥
本
無
今
有
・
是
故

智
者
応
言
乳
中
非
有
酩
性
非
無
陥
性
。

と
述
隷
へ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
佛
性
の
問
鼬

に
対
し
て
も
一
つ
の
結
論
を
下
し
て
同
巻
に
次
の
如
く
説
く
。

是
故
如
来
・
於
是
経
中
説
如
是
言
・
一
切
衆
生
定
有
佛
性
是

名
為
著
・
若
無
佛
性
是
名
虚
妄
。
智
者
応
説
衆
生
佛
性
亦
有

亦
無
。

そ
の
解
答
す
る
所
に
よ
れ
ば
従
縁
而
有
の
「
有
」
で
あ
る
こ
と
明

か
で
あ
る
が
、
で
は
そ
の
意
味
は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。
縁
起

の
有
は
固
定
の
有
で
な
く
虚
無
の
有
で
も
な
い
。
本
有
今
無
の
有

は
固
定
的
な
有
で
あ
り
、
本
無
今
有
の
有
は
虚
無
の
有
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
れ
は
一
つ
の
概
念
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
真
有
、
若
し
く

は
妙
有
と
い
う
べ
き
も
の
て
あ
る
。
又
迦
葉
品
中
に

衆
生
佛
性
非
有
非
無
・
所
以
者
何
．
佛
性
雌
有
非
如
虚
空
・

何
以
故
世
間
虚
空
雌
以
無
量
善
巧
方
便
不
可
得
見
・
佛
性
可

見
・
是
故
雌
有
・
非
如
虚
空
・
佛
性
雛
無
不
同
兎
角
・
何
以

故
・
亀
毛
兎
角
・
雛
以
無
量
善
巧
方
便
不
可
得
生
・
佛
性
可

生
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
非
有
非
無
中
の
妙
有
と
し
て
の
存
在
で

あ
る
。
こ
の
妙
有
は
三
世
の
所
摂
で
な
い
か
ら
常
住
で
あ
る
。
佛

性
或
は
浬
樂
が
常
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
時
、
こ
の
経
は
又
佛

性
を
虚
空
に
比
讓
へ
て
瞼
え
、
虚
空
の
性
を
も
っ
て
佛
性
の
常
住
を

説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
巻
三
十
二
に
は

如
佛
所
説
・
衆
生
佛
性
猶
如
虚
空
・
云
何
名
為
虚
空
耶
・
善

男
子
・
虚
空
之
性
非
過
去
非
未
来
非
現
在
・
佛
性
亦
爾
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
職
を
借
り
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
職
を
借
り

た
目
的
は
三
世
の
有
法
を
否
定
す
る
に
あ
っ
て
、
真
実
に
対
比
さ

せ
る
時
に
は
、
世
尊
は
又
口
を
極
め
て
佛
性
或
は
浬
藥
が
虚
空
の

如
く
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
続
い
て

若
言
浬
盤
非
三
世
摂
・
虚
空
亦
爾
者
・
是
義
不
然
・
何
以

故
③
浬
喋
是
有
・
可
見
・
可
証
・
是
色
・
足
迩
・
章
句
。
是

有
・
是
相
・
是
縁
・
是
帰
依
処
・
寂
静
・
光
明
・
安
隠
・
彼

岸
・
是
故
得
名
非
三
世
摂
・
虚
空
之
性
・
無
如
是
法
・
是
故
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名
無
。

と
説
か
れ
て
い
る
所
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

然
ら
ば
な
ぜ
経
中
に
あ
っ
て
こ
の
よ
う
に
反
覆
し
て
虚
空
を
も

っ
て
比
嶮
と
す
る
か
と
い
う
に
、

虚
空
無
故
非
三
世
摂
・
佛
性
常
故
非
三
世
摂
。
虚
空
無
故
非

内
非
外
・
佛
性
常
故
非
内
非
外
・
故
説
佛
性
猶
如
虚
空
。

（
巻
三
十
三
）

と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
雌
由
よ
り
い
え
ば
．
そ
れ
は
先
所
引
の

「
譽
如
盲
人
・
不
見
日
月
」
の
文
も
又
巧
み
に
解
く
こ
と
が
で
き

て
矛
盾
も
し
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
浬
梁
或
は
佛
性
は
必
ず

本
有
今
無
と
本
無
今
有
の
一
辺
に
堕
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
故
に
、
本
経
に
説
く
と
こ
ろ
の
佛
性
の
常
、
浬
藥
の
有
は
均
し

く
相
対
的
な
有
無
の
「
有
」
で
も
な
く
常
と
無
常
と
を
対
立
せ
し

め
る
「
常
」
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
絶
対
的
に
概
念
を

超
え
た
と
こ
ろ
の
真
常
の
常
、
妙
有
の
有
で
あ
る
。
こ
の
真
常
妙

有
の
深
義
が
そ
の
ま
Ⅸ
「
本
有
今
無
・
本
無
今
有
・
三
世
有
法
．

無
有
是
処
」
の
一
偶
中
に
顕
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に

此
の
偶
が
単
に
純
陀
の
た
め
に
惑
を
解
釈
す
る
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
又
大
乗
菩
薩
の
た
め
の
疑
問
の
釈
と
も
な
る
。
こ
れ
は
又
と

り
も
な
お
さ
ず
正
し
く
大
般
浬
梁
経
の
中
心
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
又
大
乗
浬
樂
思
想
の
妙
義
と
な
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

〔
註
〕

⑩
梵
行
品
巻
十
五
に
「
我
為
化
度
衆
生
故
而
作
是
説
、
亦
為
声
聞
牌

支
佛
故
叩
作
是
説
・
亦
為
文
殊
川
利
怯
王
子
故
而
作
是
説
・
不
但
正

為
純
陀
一
人
説
是
偶
也
・
」
と
税
か
れ
て
い
る
。
此
は
大
衆
が
み
な

同
じ
疑
問
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
故
に
世
尊
は

大
衆
の
為
に
こ
の
本
有
今
無
偶
を
説
か
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
る

』
ヘ
ノ
○

②
巻
十
五
・
梵
行
品
第
二
十
三
の
二
。

③
四
相
品
・
四
倒
品
・
梵
行
品
な
ど
に
、
二
乗
の
人
は
常
計
無
常
。

無
常
計
常
・
我
計
無
我
・
無
我
計
我
と
説
か
れ
て
い
る
。
故
に
そ
れ

は
顛
倒
法
た
る
所
以
が
知
ら
れ
る
。

④
大
正
大
祓
二
六
・
Ｐ
二
八
一
・
天
親
菩
薩
造
と
称
せ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
の
真
偽
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
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