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菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ

「
菩
薩
」

し
て
王
位
を
継
ぐ
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

・
ブ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

武
蔵
野
大
学

武
蔵
野
大
学

大
乗
仏
教
が
菩
薩
の
仏
教
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
大
乗
仏
教
を
担
っ
た
人
々
は
自
ら
を
菩
薩
で
あ
る
と
自
覚
し
た

人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
部
派
仏
教
の
比
丘
で
あ
る
声
聞
に
選
ん
で
自
ら
を
菩
薩
で
あ
る
と
名
乗
っ
て
、
自
分
達
の
立
場
を
声
聞

と
は
元
々
、
原
始
仏
教
・
部
派
仏
教
で
は
正
覚
以
前
の
ブ
ッ
ダ
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
。

は
、
ガ
ヤ
ー
の
菩
提
樹
の
下
で
覚
り
を
得
る
以
前
の
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
。
釈
迦
族
の
王
子
と
し
て
カ
ピ
ラ
城
に
誕
生
し
て
、

三
五
歳
に
し
て
妻
子
を
捨
て
て
王
宮
を
出
で
て
、

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

乗
に
対
し
て
菩
薩
乗
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。

大
乗
仏
教
の
起
源
に
つ
い
て
の
論
争

一
介
の
沙
門
と
な
っ
た
。
六
年
間
の

正
覚
以
前
と
い
う
の

看
護
学
部
准
教
授

高
橋

王
子
と

審
也

仏
教
文
化
研
究
所
研
究
員
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上
専
精
は
『
大
乗
仏
説
論
批
判
』
(
-
九
三
六
年

我
が
国
の
江
戸
時
代
以
前
で
は
大
乗
仏
教
は
ブ
ッ
ダ

文
明
堂
）

に
お
い
て
一
切
経

（
釈
尊
）
の
金
口
直
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
の
理
と
し
て
信
じ
ら

に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
、
こ
の
前
生
の
ブ
ッ
ダ
を
も
菩
薩
と
称
し
た
の
で
あ
る
。

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

修
行
を
経
て
ガ
ヤ
ー
の
菩
提
樹
の
下
で
覚
り
を
得
て
ブ
ッ
ダ
と
な
っ
た
。
こ
の
ブ
ッ
ダ
と
な
る
以
前
の
ゴ
ー
タ
マ
を
菩
薩

(
S
k
t

bodhisattva, Pali bodhisatta) 
~
茄
匹L
ャ
」
茄2、

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、

を
も
菩
薩
と
称
し
た
。
無
限
の
過
去
以
来
多
数
の
生
存
に
お
い
て
生
死
輪
廻
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
多
く
の
衆
生
の
困
窮
を
援
け

て
、
利
他
行
を
積
み
重
ね
て
来
た
。
そ
の
福
徳
の
結
果
と
し
て
今
生
に
お
い
て
正
覚
を
得
る
べ
き
身
と
し
て
カ
ピ
ラ
城
に
生
ま
れ

こ
の
よ
う
に
菩
薩
と
は
、
原
始
仏
教
・
部
派
仏
教
に
お
い
て
は
基
本
的
に
は
正
覚
以
前
の
前
生
を
含
め
た
ブ
ッ
ダ
を
意
味
す
る

語
で
あ
っ
た
が
、
大
乗
仏
教
は
、
自
分
達
こ
そ
菩
薩
で
あ
っ
て
ゴ
ー
タ
マ
と
同
様
に
仏
果
を
目
指
す
存
在
で
あ
る
と
自
覚
す
る
人
々

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
の
は
い
か
な
る
人
々
で
あ
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
大
乗
仏
教
が
い
か
な
る
基

盤
か
ら
成
立
し
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
確
定
的
な
答
え
は
出
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大
坂
の
町
人
学
者
富
永
仲
基
の
『
出
定
後
語
』

界
に
あ
っ
て
大
勢
を
動
か
す
程
の
力
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、

光
融
館
）

王
子
と
し
て
カ
ピ
ラ
城
に
生
ま
れ
る
以
前
の
前
生
の
ブ
ッ
ダ

の
よ
う
な
例
外
（
註
1
)

も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
仏
教

明
治
以
降
近
代
仏
教
学
の
成
立
に
よ
っ
て
、

は
釈
尊
の
金
口
直
説
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
学
界
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

に
お
い
て
大
乗
非
仏
説
論
を
展
開
し
、
宗
門
（
東
本
願
寺
）

の
離
脱
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
前
田
慧
雲
は
『
大
乗
仏
教
史
論
』
(
-
九
三
六
年

よ
う
や
く
大
乗
仏
教

い
ち
は
や
く
村

を
博
捜
し
て
大
乗
仏
説
論
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
が
、
自
ら
最
終
的
に
は
そ
れ
に
失
敗
し
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。

か
ら

し
か
し
、
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前
田
は
大
乗
仏
教
の
思
想
的
源
流
が
部
派
仏
教
の
大
衆
部
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

前
田
以
降
、
大
乗
仏
教
は
大
衆
部
か
ら
興
っ
た
と
い
う
こ
と
が
定
説
と
し
て
認
め
ら
れ
て
来
た
。
欧
米
の
学
界
に
お
い
て
も
、

前
田
の
説
を
紹
介
す
る
啓
蒙
的
な
英
語
の
書
物
（
註
2
)

に
よ
っ
て
、
大
乗
仏
教
の
大
衆
部
起
源
説
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
来
た
。

し
か
し
、
第
二
次
大
戦
以
後
、
主
と
し
て
日
本
の
学
者
に
よ
っ
て
、
大
乗
仏
教
の
起
源
に
つ
い
て
画
期
的
な
学
説
が
提
唱
さ

れ
た
。

そ
れ
は
大
乗
仏
教
の
成
立
を
思
想
の
面
の
み
な
ら
ず
、
教
団
の
歴
史
と
し
て
見
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
平
川
彰

（
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』

一
九
九

0
年）

に
よ
れ
ば
大
乗
仏
教
は
大
衆
部
の
み
な
ら
ず
、
説
一
切
有
部
な
ど
上
座
部
系
の
思
想
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
お
り
、

大
衆
部
か
ら
の
み
の
影
響
と
は
い
え
な
い
。

た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

む
し
ろ
、
教
団
の
在
り
様
か
ら
、
大
乗
仏
教
の
成
立
を
眺
め
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。

の
中
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
仏
塔
に
止
住
す
る
在
家
集
団
に
よ
っ
て
興
さ
れ

平
川
は
戒
律
の
研
究
で
は
世
界
的
な
大
家
で
あ
り
、

け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』

「
大
乗
仏
教
仏
塔
起
源
説
」
と
呼
ば
れ
て
、
我
が
国
の
学
界
で
は
、

I
I
I
 

一
九
八
九
年
、

そ
の
学
識
の
蒲
蓄
を
傾
け
て
の
主
張
で
あ
る
た
め
、
平
川
の
説
は

ほ
ぼ
不
動
の
定
説
と
し
て
受

し
か
し
、
我
が
国
で
一
九
九

0
年
代
頃
か
ら
、
平
川
よ
り
大
分
若
い
世
代
の
学
者
か
ら
平
川
説
に
対
す
る
批
判
（
註
3
)

が
種
々

提
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

仏
教
在
家
起
源
説
」
あ
る
い
は

そ
れ
ら
は
概
ね
大
乗
仏
教
は
仏
塔
な
ど
部
派
教
団
の
外
部
の
在
家
者
か
ら
興
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
教
団
の
内
部
即
ち
サ
ン
ガ
に
所
属
す
る
出
家
者
に
よ
っ
て
興
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
欧
米
の
学
者
は

元
々
平
川
の
説
に
対
し
て
否
定
的
な
意
見
が
多
く
（
註
4
)
、
こ
れ
ら
の
結
果
、
我
が
国
に
お
い
て
、

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

大
乗
仏
教
は
部
派
仏
教
の
サ
ン
ガ
（
僧
伽
）

一
九
六
八
年
春
秋
社
、
後
に
改
定
増
補
さ
れ
て

ほ
ぼ
、
確
実
な
定
説
と
考
え

「
大
乗
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講
読
の
授
業
を
受
け
た
が

2

大
乗
仏
教
論
議
に
つ
い
て
の
違
和
感

し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ら
れ
た 菩

薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

「
大
乗
仏
教
在
家
起
源
説
」

に
も
ゆ
ら
ぎ
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
乗
仏
教
の
起
源
に
つ
い
て
は
現
在
で
は
混
沌
と

発
表
者
は
大
乗
仏
教
の
起
源
に
つ
い
て
は
長
い
間
、
殆
ど
無
関
心
で
あ
っ
た
。
平
川
は
恩
師
で
あ
る
の
で
、
『
初
期
大
乗
仏
教

の
研
究
』
が
発
刊
さ
れ
た
こ
と
も
、

「
大
乗
仏
教
在
家
起
源
説
」

強
い
関
心
を
有
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
大
乗
仏
教
教
団
が
在
家
か
ら
興
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
の
違
和
感
を

覚
え
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
学
院
の
授
業
に
お
い
て
は
平
川
か
ら
は
『
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
ー
』
や
『
倶
舎
論
』

「
大
乗
仏
教
在
家
起
源
説
」

に
つ
い
て
も
知
っ
て
は
い
た
が
、

に
つ
い
て
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
。

間
題
に
つ
い
て
、
余
り
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
一
因
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
当
時
は
そ
れ
に
つ
い
て

そ
の
こ
と
も
、

の

し
か
し
、
あ
る
時
期
か
ら
大
乗
仏
典
に
関
心
を
持
っ
て
読
む
よ
う
に
な
る
と
、
原
始
経
典
に
比
較
し
て
そ
の
表
現
や
内
容
が
よ

り
雑
駁
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
。
例
え
ば
『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
極
楽
浄
土
の
荘
厳
や
如
来
の
威
神
力
や
神
変
の
描
写

は
、
原
始
仏
典
の
簡
素
な
描
写
に
比
べ
て
み
る
と
明
ら
か
に
異
な
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
原
始
仏
典
が
部
派

仏
教
の
サ
ン
ガ
の
出
家
者
に
よ
っ
て
伝
授
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
大
乗
仏
典
は
明
ら
か
に
そ
れ
と
異
な
っ
た
基
盤

か
ら
生
じ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
を
読
む
と
、
大
乗
仏
教
が
部
派
仏

教
の
サ
ン
ガ
の
外
に
あ
る
在
家
者
、
仏
塔
に
止
住
す
る
在
家
者
か
ら
起
き
た
と
い
う
意
味
が
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
え
た
の

こ
の
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埋
も
れ
た
存
在
（
註
6)

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
あ
る。

但
し、

平
川
や
平
川
説
を
支
持
し、

華
苑）

も
「
在
家
者」

と
は
正
式
な
具
足
戒
受
け
て
い
な
い
出
家
者、

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て、

こ
の
こ
と
は
論
議
に
お
い
て
誤
解
さ
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
と
思
わ
れ
る。

し
か
し、

「
在
家
者」

と
し
て
定
義
す
る
の
で
あ
る
が

そ
れ
を
補
っ
た
静
谷
正
雄
（
『
初
期
大
乗
仏
教
の
成
立
過
程』

そ
の
頃
に
は
平
川
説
に
対
す
る
批
判
も
出
始
め
て
い
た。

出
始
め
た
批
判
に
は
本
格
的
に
は
答
え
る
こ
と
も
な
く
逝
去
し
た
の
で
あ
る。

平
川
説
や
そ
れ
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
考
慮
す
る
場
合、

と
大
乗
教
団
と
の
間
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
で
あ
る。

平
川
説
に
よ
れ
ば、

大
乗
教
団
に
部
派
教
団
の
外
部
に
興
り、

外
部
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り、

は
な
い
。

平
川
は
具
足
戒
を
受
持
し
な
い
比
丘
と
い
う
広
い
意
味
で

「
在
家
者」

が
当
時
の
イ
ン
ド
仏
教
に
現
実
に
存
在
し
え
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
強
く
残
る。

平
川
批
判
派
に
よ
れ
ば、

大
乗
教
団
は
部
派
教
団
の
内
部
の
出
家
者
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り、

始
め
は
部
派
教
団
の
内
部
に

し
か
し、

大
乗
仏
教
が
部
派
仏
教
の
出
家
者
が
起
こ
し
た
も
の
で
あ
り、

部
派
仏
教
の
内
部
か
ら
生
じ、

部
派
仏
教
の
内
部
に

存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば、

大
乗
仏
教
は
例
え
ば
菩
薩
部
と
か
大
乗
部
と
し
て、

部
派
仏
教
の
一

翼
を
担
う
も
の
で

良
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し、

大
乗
仏
教
は
自
ら
を
菩
薩
乗
と
称
し
て、

声
聞
乗
・

縁
覚
乗
と
区
別
し
て
い
る
の
は
単

に
思
想
の
違
い
の
み
に
帰
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か。

菩
薩
乗
は
仏
果
を
目
指
し、

利
他
を
行
ず
る、

羅
漢
に
な
る
こ
と
の
み
を
目
指
し、

自
利
の
み
を
求
め
る、

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

一

九
七
四
年

サ
ン
ガ
の
埒
外
に
い
る
出
家
者
（
註
5)

で
あ
る
と
主
張

し
か
し、

平
川
自
身
は
最
晩
年
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て、

そ
れ
ぞ
れ
の
説
に
何
が
し
か
の
違
和
感
を
覚
え
る
の
は
部
派
教
団

両
者
は
交
わ
る
こ
と

そ
れ
に
対
し
て
声
聞
乗
は
阿

と
い
う
の
が、

菩
薩
乗
・

声
聞
乗
に
つ
い
て
の

伝
統
的
・
一

般
的

そ
の
よ
う
な
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大
乗
菩
薩
の
モ
デ
ル
は
成
道
以
前
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

解
釈
で
あ
る
。

一
方
の
縁
覚
乗
は
た
だ
一
人
孤
独
に
行
じ
て
十
一
一
因
縁
等
を
覚
り
他
の
人
々
に
説
法
教
化
を
し
な
い
。
大
乗
の
立

場
か
ら
す
れ
ば
、
自
利
の
み
あ
っ
て
利
他
の
大
悲
心
が
な
い
か
ら
仏
に
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
を
見
れ
ば
声
聞
乗
と
縁
覚

乗
の
違
い
は
二
乗
間
の
思
想
の
違
い
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
声
聞
と
縁
覚
の
存
在
様
式
の
違
い
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
菩
薩
乗
と
声
聞
乗
の
違
い
は
仏
果
を
求
め
る
の
か
、

満
か
、
自
利
の
み
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
菩
薩
と
声
聞
の
存
在
様
式
の
違
い
に
あ
る
と
も
見
る
こ
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
菩
薩
乗
の
菩
薩
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
様
式
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
し
て
見

た
vヽ
゜

菩
薩
乗
の
存
在
様
式

そ
の
場
合
、
原
始
・
部
派
仏
教
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
菩
薩
像
が
い
か
に
し
て
大
乗
仏
教
の
菩
薩
像
に
受
け
継
が
れ
て

行
っ
た
か
。
大
乗
仏
教
を
担
っ
た
現
実
の
菩
薩
教
団
の
実
体
と
い
う
二
つ
の
側
か
ら
菩
薩
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

(
1
)
大
乗
菩
薩
の
源
流

①
阿
含
経
成
道
以
前
の
ゴ
ー
タ
マ
を
菩
薩
と
称
す
る
。
前
生
を
含
ま
な
い
。
（
註
7
)

る。

3
 

阿
羅
漢
果
を
求
め
る
の
か
、
自
利
利
他
円
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③
仏
伝
（
讃
仏
乗
）
（
註
8
)

D
i
p
a
m
k
a
r
a
)
 

受
け
継
い
で
お
り
、

④
ジ
ャ
ー
タ
カ

(M性
Polvastu
大
事
）
、
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ

(Lalitavistara

『
普
曜
経
』
『
方
広
大
荘
厳
経
』
）
、
仏
本

ブ
ッ
ダ
の
超
人
的
な
偉
大
性
を
讃
嘆
す
る
。
前
生
を
含
め
て
兜
率
天
よ
り
摩
耶
夫
人
の
体
内
に
受
胎
す
る
と
こ
ろ
か
ら
成
道

ま
で
の
ゴ
ー
タ
マ
を
菩
薩
と
称
す
る
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
間
に
差
し
挟
ま
れ
て
前
生
を
も
含
む
。
ブ
ッ
ダ
が
い
か
に
し
て
正
覚
を

得
る
こ
と
が
出
来
た
か
と
い
う
こ
と
を
ブ
ッ
ダ
の
超
人
的
な
努
カ
・
能
カ
・
威
力
を
讃
嘆
し
な
が
ら
物
語
る
。
菩
薩
の
善
行
、

利
他
行
の
実
践
が
究
極
的
高
み
に
ま
で
描
写
さ
れ
る
。
ま
た
、
ブ
ッ
ダ
が
前
生
に
お
い
て
錠
光
如
来
（
デ
ィ
ー
パ
ン
カ
ラ

の
面
前
で
未
来
に
釈
迦
牟
尼
仏
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
言
（
受
記
）
を
得
る
と
い
う
物
語
も
菩
薩
と
い
う

ブ
ッ
ダ
の
超
人
的
能
力
、
威
神
カ
・
神
変
を
過
剰
に
ま
で
讃
美
す
る
点
に
お
い
て
大
乗
経
典
は
讃
仏
乗
か
ら
多
く
の
も
の
を

両
者
の
類
縁
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

本
生
話
）
（
註
9
)

ブ
ッ
ダ
の
前
生
の
物
語
。
ブ
ッ
ダ
は
前
生
に
お
い
て
、
菩
薩
と
し
て
ウ
サ
ギ
で
あ
っ
た
り
、
鹿
で
あ
っ
た
り
、
猿
で
あ
っ
た

り
、
外
道
の
修
行
者
、
国
王
、
帝
釈
天
、
樹
の
精
で
あ
っ
た
り
し
な
が
ら
無
限
の
生
死
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、

を
犠
牲
に
し
て
ま
で
利
他
行
を
実
践
し
、
功
徳
を
積
み
重
ね
た
た
め
、
現
生
に
お
い
て
正
覚
を
得
る
べ
き
身
と
し
て
、
兜
率
天

よ
り
、
摩
耶
夫
人
の
体
内
に
受
胎
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
。

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

(jataka 

概
念
を
考
え
る
場
合
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

行
集
経

マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ

②
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
菩
薩
ゴ
ー
タ
マ
の
前
生
に
及
ぶ
。

『
阿
毘
達
磨
発
智
論
』

そ
の
間
に
自
ら

『
カ
タ
ー
ヴ
ッ
ト
ゥ
』
（
論
事
な
ど
）
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さ
れ
て
い
な
い
。

乏
人
・
博
徒
・
盗
賊
に
ま
で
範
囲
が
及
ぶ
。

す
る
こ
と
が
出
来
る
。

と
も
解
釈
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
菩
薩
は

ま
た
、
衆
生
と
は
輪
廻
的
生
存
を
生
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
菩
薩
と
は

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

(
2
)
菩
薩
の
理
念

以
上
の
よ
う
に
菩
薩
の
理
念
は
誕
生
以
後
成
道
ま
で
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
並
び
に
そ
の
前
生
の
境
涯
を
含
む
。

(bodhisattva)
の
意
義
が
一
般
的
に
「
覚
り
(bodhi)
を
求
め
る
衆
生
(sattva)
」
「
覚
り
を
求
め
同
時
に
覚
り
が
確
定
し
て
い
る
衆
生
」

（註
10)

と
解
釈
さ
れ
る
の
も
以
上
の
諸
点
か
ら
自
然
に
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
菩
薩
の
存
在
様
式
は
輪
廻
的
生
存
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
前
生
に
お
い
て
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
境
涯
を
経

験
し
て
、

「
覚
り
を
求
め
つ
つ
輪
廻
的
生
存
を
生
き
る
も
の
」

「
無
限
の
生
死
輪
廻
を
生
き
つ
つ
未
来
の
正
覚
に
向
っ
て
歩
み
続
け
る
も
の
」

菩
薩

と
解
釈

そ
の
境
涯
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
善
行
を
実
践
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
現
生
に
お
い
て
正
覚
を
得
べ
き
身
と
な
っ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
よ
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
前
生
に
お
け
る
菩
薩
の
境
涯
は
多
岐
に
渡
り
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
の
人
間
・

動
物
・
諸
神
・
龍
に
ま
で
及
ぶ
。

人
間
で
は
国
王
・
比
丘
・
バ
ラ
モ
ン
・
長
者
は
言
う
に
及
ば
ず
、
仙
人
・
苦
行
者
・
外
道
・
貧

ま
た
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
動
物
も
前
生
の
菩
薩
で
あ
り
、
こ
う
も
り
・
鼠
・
魚
に
ま
で
及
ぶ
。

諸
神
で
は
帝
釈
天
・
梵
天
・
樹
神
・
海
神
さ
ら
に
は
阿
修
羅
も
含
ま
れ
る
（
註
11)
。

要
す
る
に
い
か
な
る
境
涯
の
衆
生
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
皆
菩
薩
で
有
り
得
る
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
お
い
て
は
意
識
的
に
仏
果
を

求
め
る
存
在
と
い
う
よ
り
も
、
善
行
利
他
行
を
実
践
す
る
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
条
件
は
一
切
限
定

-44-



4
 

（
多
分
）
仏
塔
に
お
い
て
三
昧
に
入
る
中
で
ブ
ッ

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
比
丘
も
ま
た
菩
薩
た
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
比
丘
も
サ
ン
ガ
の
成
員
と
し
て
の
存
在
か
、

成
道
以
前
の
ブ
ッ
ダ
の
ご
と
き
出
家
修
行
者
と
し
て
の
存
在
か
は
不
分
明
で
あ
る
が
、
仮
に
サ
ン
ガ
の
成
員
で
具
足
戒
を
受
持
す

る
比
丘
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

(
3
)
菩
薩
の
定
義

そ
れ
は
菩
薩
た
り
得
る
こ
と
の
障
害
に
は
な
ら
な
い
。

菩
薩
は
原
始
仏
教
・
部
派
仏
教
で
は
釈
尊
や
過
去
七
仏
の
前
身
•
前
生
を
い
う
。

菩
薩
は
無
限
の
生
死
を
繰
り
返
し
数
々
の
境
涯
を
経
て
、
善
行
利
他
行
を
実
践
し
た
結
果
、
現
生
に
お
い
て
正
覚
を
得
る
べ
き

身
と
な
っ
た
。

菩
薩
の
利
他
行
は
衆
生
を
教
化
し
て
苦
悩
か
ら
救
う
と
い
う
側
面
と
、

ジ
ャ
ー
タ
カ
の
よ
う
に
自
己
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
の
直

接
的
苦
悩
の
救
済
と
い
う
側
面
の
二
つ
が
あ
る
が
、
原
始
・
部
派
仏
教
で
は
前
者
の
面
は
比
較
的
稀
薄
で
あ
る
。

対
す
る
大
悲
に
よ
る
伝
道
教
化
は
ブ
ッ
ダ
と
し
て
の
仕
事
で
あ
る
。
大
乗
の
菩
薩
は
こ
の
両
方
の
面
を
受
け
継
い
で
い
る
。

大
乗
菩
薩
の
行
は
六
波
羅
蜜
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
仏
伝
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

大
乗
菩
薩
の
出
現

紀
元
前
後
頃
、
自
ら
を
菩
薩
で
あ
る
と
自
覚
す
る
人
々
が
現
れ
た
。
彼
等
は

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

以
上
を
ま
と
め
る
と
菩
薩
の
定
義
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
衆
生
に
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提
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
プ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

ダ
の
説
法
の
会
座
に
集
う
（
註
12)

と
い
う
体
験
を
得
て
、

こ
の
自
ら
を
菩
薩
で
あ
る
と
自
覚
し
た
の
は
い
か
な
る
人
々
で
あ
っ
た
の
か
？

大
乗
仏
教
に
は
出
家
菩
薩
と
在
家
菩
薩
が
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
出
家
在
家
両
者
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

そ
も
そ
も
菩
薩
は
輪
廻
的
生
存
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
境
涯
を
経
験
し
て
い
る
か
ら
、
菩
薩
と
い
う
概
念
に
は

出
家
者
も
在
家
者
も
当
然
含
ま
れ
る
。

出
家
者
と
在
家
者
と
の
グ
ル
ー
プ
が
集
団
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
れ
が
菩
薩
教
団
（
菩
薩
ガ
ナ
）

の
集
団
グ
ル
ー
プ
の
紐
帯
と
な
っ
た
の
は
、
『
法
華
経
」
『
無
量
寿
経
」
『
般
若
経
』
な
ど
の
大
乗
経
典
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

あ
る
い
は
釈
迦
仏
・
阿
弥
陀
仏
・
阿
閑
仏
な
ど
を
信
仰
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
彼
等
は
経
典
の
読
誦
・
書
写

な
ど
を
特
に
勧
め
て
グ
ル
ー
プ
を
拡
大
し
て
行
っ
た
。

で
あ
り
部
派
の
サ
ン
ガ
な
ど
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
弱
小
勢
力
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

大
乗
菩
薩
と
し
て
の
修
行
は
六
波
羅
蜜
で
、

そ
れ
を
大
乗
経
典
と
し
て
説
示
し
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

そ
の
初
期
に
お
い
て
は
仏
教
全
体
の
中
で
は
マ
イ
ナ
ー
な
存
在

そ
れ
は
特
に
出
家
者
に
は
限
定
さ
れ
な
い
行
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
菩
薩
教
団
の
性

格
が
理
解
で
き
る
。
六
波
羅
蜜
の
戒
波
羅
蜜
は
十
善
業
道
で
あ
り
、
本
来
原
始
仏
典
で
は
在
家
者
の
戒
で
あ
る
か
ら
六
波
羅
蜜
も

出
家
在
家
共
通
の
戒
で
あ
り
、
出
家
サ
ン
ガ
の
法
律
条
項
で
あ
る
波
羅
提
木
叉
と
は
根
本
的
性
格
が
異
な
る
。

大
乗
経
典
に
は
大
乗
仏
教
を
奉
ず
べ
き
も
の
を
釈
尊
が
善
男
子
・
善
女
人
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
原
語
K
巳
aputra
は
原
始
仏

典
で
は
在
家
の
信
者
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
大
乗
の
菩
薩
が
出
家
比
丘
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
前

出
家
の
菩
薩
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
修
行
者
時
代
の
ゴ
ー
タ
マ
で
あ
る
か
ら
サ
ン
ガ
の
成
員
で
は
な
か
っ
た
。
ウ
ル
ヴ
ェ
ー
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（
森
林
目
●
y
a
)

お
け
る
修
行
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
現
実
の
菩
薩
教
団
の
出
家
者
の
多
く
は
部
派
仏
教
で
具
足
戒
を
受
持
し
た
比
丘
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
等

は
サ
ン
ガ
の
比
丘
で
あ
る
と
同
時
に
菩
薩
で
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
菩
薩
に
と
っ
て
サ
ン
ガ
の
比
丘
で
あ
る
こ
と
は
無
限
の
境

つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
根
本
的
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
は
あ
く
ま
で
も
菩
薩
で
あ
る
こ
と
に

大
乗
仏
教
は
出
家
と
在
家
と
を
理
念
的
に
菩
薩
と
い
う
同
一
平
面
に
お
い
て
見
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

サ
ン
ガ
の
仏
教
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

サ
ン
ガ
の
仏
教
と
し
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
大
乗
教
団
を
考
え
る
上

で
非
常
に
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
う
。
大
乗
仏
教
に
大
乗
独
自
の
律
蔵
が
存
在
し
て
い
な
い
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

大
乗
仏
教
が
部
派
仏
教
の
サ
ン
ガ
の
内
か
ら
生
ま
れ
た
か
、
外
か
ら
生
ま
れ
た
か
と
い
う
議
論
は
そ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
な
い

部
派
仏
教
は
サ
ン
ガ
の
仏
教
で
あ
り
、
例
え
る
と
海
に
浮
か
ぶ
島
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
島
の
外
と
内
は
厳
格
に
区
別
さ
れ

そ
れ
を
互
い
に
侵
食
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
大
乗
仏
教
は
海
に
浮
か
ぶ
船
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
海
と
い

う
民
衆
世
界
を
存
在
根
拠
に
し
て
成
立
し
て
い
る
。

そ
れ
故
、

大
乗
仏
教
に
は
イ
ン
ド
の
民
衆
の
世
界
、

が
浸
入
し
て
来
て
い
る
。
大
乗
経
典
の
内
容
に
は
イ
ン
ド
民
衆
世
界
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

と
不
毛
の
論
争
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

あ
っ
た
。

涯
に
お
け
る
生
存
の

大
乗
経
典
で
は
特
に
ア
ラ
ニ
ャ

に
お
け
る
修
行
が
強
調
さ
れ
る
。

そ
の
初
期
に
お
い
て
は

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
世
界

こ
れ
は
ブ
ッ
ダ
が
ウ
ル
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
に

ラ
ー
の
森
林
の
中
で
苦
行
を
実
践
し
た
ゴ
ー
タ
マ
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
出
家
の
菩
薩
は
理
念
的
に
は
具
足
戒
を
受
持
し
た
サ
ン
ガ

の
成
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
。
こ
こ
に
平
川
説
の
根
拠
も
存
在
す
る
。
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ー
註

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
両
者
は
二
者
択
一
で
は
な
い
（
註
13/0

経
典
の
成
立
し
た
場
所
と
し
て
は
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

春
秋
社

大
乗
仏
教
は
西
暦
紀
元
前
後
、
自
ら
を
菩
薩
で
あ
る
と
自
覚
し
た
人
々
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
彼
ら
は
原
始
仏
典
・
ア
ビ
ダ

ル
マ
•
仏
伝
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
な
ど
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
前
身
前
生
の
菩
薩
像
を
範
と
し
て
、
大
乗
菩
薩
像
を
創
り
上
げ
て
い
っ
た
。

ブ
ッ
ダ
の
前
身
前
生
が
モ
デ
ル
で
あ
る
か
ら
、
出
家
在
家
の
区
別
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
境
涯
の
衆
生
が
菩
薩
で
有
り
得
る
。

彼
ら
大
乗
の
菩
薩
は
出
家
者
・
在
家
者
の
両
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
集
団
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
た
か
ら
、
自
ら
の
教
団
を
サ
ン

ガ
で
は
な
く
菩
薩
ガ
ナ
と
名
乗
っ
た
。
教
団
の
指
導
者
的
立
場
に
い
た
の
は
、
出
家
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
在
家
者
も

ま
た
菩
薩
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

大
乗
経
典
の
内
容
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

大
乗
経
典
は
仏
塔
に
お
い
て
三
昧
に
入
っ
て
ブ
ッ
ダ
の
説
法
を
聞
い
た
と
い
う
体
験
か
ら
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
仏
塔

は
そ
こ
に
生
け
る
ブ
ッ
ダ
が
お
わ
す
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
、
出
家
・
在
家
す
べ
て
の
も
の
に
開
か
れ
た
空
間
で
あ
る
か
ら
、
大
乗

一
た
び
経
典
が
成
立
す
れ
ば
、
経
典
の
書
写
•
読
誦
が
勧
め
ら
れ
、
経
典
崇
拝
が
確
立
す
る
。

富
永
仲
基

し
か
し
、

そ
れ
は
仏
塔
の
重
要
性

『
出
定
後
語
』
に
つ
い
て
は
、
中
村
元
『
近
世
日
本
の
批
判
的
精
神
』
中
村
元
選
集
別
巻

7

5

ま
と
め
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，
 

8
 

7
 

6
 

5
 

4
 

M
.
N
 4
 
etc
、

春
秋
社 前

掲
書
そ
の
他

大
東
出
版
社
第
一
篇
に
詳
し
い
。

小
谷
信
千
代
訳
『
大
乗
仏
教
興
起
時
代
の
僧
院

前
掲
書

家
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が

そ
れ
ゆ
え
に

こ
の
出
家
者
が
、
部
派
の
正
規
の
比
丘
と
は
異
質
の
宗
教
者
で
あ
っ
た

収

春
秋
社

丘」

大
乗
仏
教
1
ー
大
乗
仏
教
と
は
何
か
』
所

袴
谷
憲
昭

大
蔵
出
版

佐
々
木
閑

3

下
田
正
弘

2
 18ff. 
例
え
ば
増
田
慈
良
の
著
作
]
.
M
a
s
u
d
a
:
Origin a
n
d
 Doctorines of Early Indian B
u
d
d
h
i
s
t
 S
c
h
o
o
l
s
 (Asian M
a
j
o
r
 II) 
pp. 

一
九
九
七
年

『
イ
ン
ド
仏
教
変
移
論
な
ぜ
イ
ン
ド
仏
教
は
多
様
化
し
た
の
か
。
』
二

0
0
0
年

『
仏
教
教
団
史
論
』

G
.
S
c
h
o
p
e
n
,
 
P.Harrison, 
P.Williams, J.Silk, 
].Nattier, 
R
A
.
R
a
y
s
,
 
D
.
B
o
u
c
h
e
r
な
ど

平
川
は
「
こ
の
よ
う
に
初
期
の
大
乗
の
菩
薩
が
「
在
家
」
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
は
、
出
家
菩
薩
は
、
「
具
足
戒
」
を
受
け
た
「
比

で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
平
川
著
「
大
乗
仏
教
の
特
質
」
『
講
座

一
九
八
一
年

―1
0
0
二
年

静
谷
も
「
初
期
大
乗
教
団
が
在
家
者
を
多
く
抱
え
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
の
中
心
と
な
っ
て
活
動
し
た
の
は
、
や
は
り
出

と
い
う
事
実
は
、
第
一
一
の
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
静
谷
著

下
田
、
佐
々
木
、
袴
谷

生
活
』
二

0
0
一
年

「

p
u
b
b
e
m
e
 sa
m
b
o
d
h
a
 a
n
a
b
h
i
s
a
m
b
u
d
d
h
a
s
s
a
 bodhisattvass, e
v
a
 sato etad ahosi」

仏
伝
に
つ
い
て
は
外
薗
幸
一

『
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
の
研
究
』

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
プ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

グ
レ
ゴ
リ
・
シ
ョ
ペ
ン
著

一
九
九
四
年

ジ
ャ
ー
タ
カ
に
つ
い
て
は
干
潟
龍
祥
著
『
改
訂
増
補
本
生
経
類
の
思
想
的
研
究
』

1
0
ペ
ー
ジ

一
九
七
三
年

山
喜
房
仏
書
林
、

山
田

『
涅
槃
経
の
研
究
大
乗
経
典
研
究
方
法
試
論
』

春
秋
社

大
蔵
出
版
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13 12 

本
論
は
大
乗
仏
教
の
成
立
に
関
し
て
菩
薩
教
団
の
実
態
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
『
大
乗
仏
教

教
団
と
戒
律
』
日
本
仏
教
学
会
年
報
平
成
二
十
一
年
度
を
参
照
。
以
後
各
論
を
順
次
発
表
し
て
行
き
た
い
。

ヽ゚LV
 

菩
薩
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
プ
ッ
ダ
と
大
乗
の
菩
薩

龍
城
著
『
大
乗
仏
教
成
立
論
序
説
』

干
潟
著
前
掲
書
五
七
ペ
ー
ジ

一
九
五
五
年

平
楽
寺
書
店

附
編
「
本
生
経
類
総
合
全
表
」
を
参
照

大
乗
経
典
が
仏
塔
よ
り
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
仮
説
で
あ
る
が
、
仏
塔
ほ
ど
大
乗
経
典
が
発
生
す
る
場
所

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
仏
塔
止
住
の
在
家
教
団
が
存
在
し
た
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

11

干
潟
同
著

10 
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