
役
せ
る
も

の
、
或
い
は
未
来

に
活

躍
せ
ん
と
す
る
も

の
等
無
数

の

菩

薩

が

各

々
の
個
匪
を
有

し
、
人
格
を
有
す
る
大
乗

の
菩
薩
と

し
て
説
き
だ
さ
れ
た
。

こ

の
様

に
、

ア
ビ
ダ

ル
マ
が
人
間

の
究
極
の
目
的
は
成
阿
羅
漢

で
あ

つ
て
仏

陀
と
明
確

に
区
別
し
、
し
か
も
そ
れ
は
出
家
者
中
心

に
と

か
れ
た
の
に
対
し
て
大
乗

の
菩
薩
思
想
は
出
家
、
在
家
を
と

わ
ず

一
切
衆
生
す

べ
て
成
仏
ま
ち
が

い
な
し
と
す
る
高

い
立
場
に

立
つ
て
人
間
と
い
う
も

の
を
考
察
せ
ん
と
し
た
の
で
あ

つ
た
。
そ

う
し

て
大
乗
菩

唯
03
具
体
的
実
践
道
と
し
て
六
度
が
説
か
れ
、

こ

れ
を
修
し
て

一
切
衆
生

の
た
め
に
な
ら
ず
や
成
仏
せ
ん
と
す
る
決

意
を

表
わ
す
も
の
と
し
て
誓
願
の
思
想
が
新

た
に
説
ぎ
だ
ざ
れ
、

西
紀

一
～
二
C
に
か
ず
か
ず
の
大
.乗
経
典
が
経
纂
さ
れ
、
華
厳
大

本
、

大
品
般
若

の
出
る
に
お
よ
ん
で
、
大
乗
の
菩
薩
思
想
は

一
応

完
成

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
肇

論

」

に
於

け

る
般

若

思
想

の
考

察

仲

野

禅

鮪

鳩
摩
羅
什
門
下

の
四
哲
と
祢
さ
れ
る

一
人
に
僧
肇
が
あ
る
。
長

安

の
貧
困
な
家
庭

に
育

つ
た
彼
は
自
ら
そ

の
生
計
を
助
け
る
為
、

書
物

の
筆
写
修
理
に
庭
わ
れ
、
そ
れ
に
専

心
す
る
内
に
彼
の
生
れ

な
が
ら
の
秀
れ
た
才
能
を
し
て
経
史
等

の
古
典

に
通
じ
、
殊

に
老

荘

を
愛
好
す
る
様

に
な

つ
た
。
し
か
し

こ
の
老
荘

に
於

い
て
尚
、

心
に
万
足
出
来
ぬ
点
が
あ
り
、
後
に
支
謙
訳
の
.稚
摩
経
を
見
て
こ

れ
ぞ
帰

す
べ
き
も
の
な
り
と
惑
激
し
出
家
し
て
大
栞
経
の
み
な
ら

ず
小
乗

の
三
蔵
に
も
通
ず
る
様

に
な

つ
た
。
の
ち
羅
什

に
師
事
し

た
僧
肇
は
、
羅
什
に
よ
つ
て
導
入
せ
ら
れ
た
印
度
の
般
若
系
大
乗

教
学
を
つ
ぶ
さ
に
教
授
.せ
ら
れ
、
当
時
老
荘
玄
学
の

「
無
」

の
思

想
と
般
若

の

「
空
教
義
」
と
を
論
究
ず
・る

に
盛

ん
で
あ

つ
た
格
莪

仏
教
に
対
し
、
あ
る
い
は
中
国
仏
教
思
想
界
に
対
し
て
羅
什

に
よ

つ
て
得

た
自
己
の
確
信
を
述

べ
る
に
至

つ
た
・の
で
あ
る
。
か
丶
る

彼
の
論
述
を
集
め
た
の
が
、

「
肇
論
」

で
あ
る
。
肇
論
は
四
篇
の
・

論
文
即
ち

「
物
不
遷
論
」
、

「
不
具
空
論
」
、

「
般
若
無

知
誦
」
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「
湟
槃
無
名
論
」
よ
り
成
り
、
そ
の
所
論
を
要
約
し
た
序
章

と
も

い
う

べ
き
宗
本
義
を
冠
し
て
後

に
何
人
か
に
よ

つ
て
篇
纂
さ
れ
た

も

の
で
あ
る
。

格
義
仏
教
な
る
も
の
に
よ

つ
て
仏
教

の
真

の
理
解
は
ど

う
て
い

望
め
な
か

つ
た
当
時
の
中
国
に
於
い
て
彼

の
論
理
は
老
荘
的
ijlld辞

こ
そ
用
い
て
い
る
が
、

一
応
在
来

の
仏
教
理
解
か
ら
脱
し
、
真
の

埋
解
・へ
と
向
わ
し
め
る
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
も
の
と
い
う

事

が
出
来
よ
う
。

か

丶
る
観
点
か
ら

一
応
四
篇

の
論
文

各
々
に
つ
い
て
そ
の
所
論

を
覺
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

「
物
不
遷
論
」
、

「
不
真

,

空
論
」

の
二
論
は
.、
智
度
論
、
大
品
般
若
を
始
め
中
論
を
引
用
し

い
わ
ゆ
る
竜
樹
系

の
仏
教
に
よ

つ
て
在
来

の
中
国

の
般
若
学
と
老

荘

的
な
現
象
論
の
誤
謬
を
正
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
般
若
の

智
、
即
ち
第

一
真
諦
に
立
脚
す
れ
ぼ
時
間
的
変
遷
も
否
定
さ
れ
縁

起
生
の

一
切
の
事
象
の
空
性
が
大
観
せ
ら
れ
、

こ
丶
に
無
礙
自
由

の
宗
教
的
境
地
が
開
鎖

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
事
を
力
説
し
て
い
る
。

「
般
若
無
知
論
」
.も
僧
肇
が
羅
什
よ
り
教
え
を
う
け
た
竜
樹
、
提

婆

の
股
若
義
を
理
解
し
た
所
に
立

つ
て
、
竜
樹
仏
教
を
末
だ
知
ら

ざ

る
申
圏
思
想
界

に
対
し
仏
説

の
真
義
を
伝
え
よ
う
と

す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
要
は
即
ち
対
立
性
な
き

実
在
は
、
対
立
性
な
き
知

に
よ

つ
て
把
握
さ
れ
る
事
を
説

い
た
も

の
で
あ
る
。
即
ち
対
立
を

絶
し
た
境
地
が
真

の
解
脱

の
境
地
で
あ

り
淳
槃

の
境
地
で
あ
り
、

道

の
世
界
な
る
事
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
れ
ば
有

即
無
、
無
即
有
な
る
相
即
性
、
転
換
性

を
説
く
の
で
あ
る
。
最
後

の

「
潼
槃
無
名
論
」
は
、
中
国
仏
教
界

に
於
て
最
初
に
繧
槃
と
い

う
主
題
を
取
り
上
げ
、
し
か
も
淫
槃

の
要
義
を
核
心
と
し
て
仏
教

学
上
の
諸

々
の
重
要
な
関
連
し
た
教
義

を
自
ら
整
理
し
た
と
い
う

意
義
は
何
と
し
て
も
見
逃
が
す
.事
は
出

来
な
い
。

こ
丶
で
の
要
旨

は
、
縷
槃
は
無

摯
著
な
る
体
験

の
世
界

で
あ
る
か
ら
、
分
別

の
立

場
に
立

つ
て
こ
れ
を
表
現
せ
ん
と
し
て
も
到
底

そ
の
真
を
と
ら
え

る
事
は
出
来
ぬ
と
説
く
も
の
で
あ

る
。

以
上
が
各
論
の
大
要
で
あ
る
が
、
僧

肇
が

こ
れ
だ
け
の
論
理
を

提
出
す
る
背
後

に
は
言
う

に
及
ば
ず
羅
什

に
よ
る
新
鮮
な
る
影
響

の
大
な
る
事
を
見
逃
す
事
は
出
来
な
い
。
彼
は
又
当
時
の
格
義

の

三
家
を
破
斥
し
て
い
る
。
格
義
仏
教
に
対
し
.自
己
の
意
見
を
述

ぶ

る
に
止
ど
ま
ら
ず
、
そ

の

一
々
に
つ
い
て
誤
り
を
す
る
ど
く

つ
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
三
家
と
は
即
ち
心

無
説
、
即
色
説
、
本
無
説

で
あ
る
。
こ
の
三
般
若
説
に
対
し
て
は
い
ず
れ
も
言
家
に
即
し
て
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言

象
を
否
定
し
な
い
事
を
指
滴
し
、
心
無
説
は
主
観
の
無
心

に
よ

つ
て
無
執
着
を
説
き

つ
～
も
万
物

の
空
を
い
わ
な
い
。
即
色
説
も

色

の
相
対
性
を
強
調
す
る
が
相
対
性
そ
の
も

の
は
空
匪
の
理
由

に

は

な
ら
な
い
。
本
無
説
は
本
無
を
た
つ
と
び
全

て
を
無
に
帰
し
て

言

家
を
評
価
す
る
意
欲
を
も
た
ぬ
も
の
で
あ
る
と
破
斥
す
る
の
で

あ

る
。

だ
が
こ
丶
で

一
つ
彼
が
中
論
を
引
用
し
て
論
を
進
め
て
い
る
物

不
遷
論
に
於
け
る
論
理
に
於

い
て
中
論

の
そ
れ
と
異

つ
た
理
解
を

し

て
い
る
点
が
存
す
る
。
即
ち
真
諦
は
俗

諦
を
根
拠
づ
け
、
俗
諦

は
真
諦
の
仮
設

で
あ
る
と
い
う
理
鮮
に
欠
け
る
の
で
あ
る
。
や
は

り

老
荘

に
育

つ
た
彼
は
純
粋
に
仏
教

の
翼
意
を

つ
か
む
に
至
ら
な

か

つ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
の
論
理
は
従

来

の
中
国
仏
教
界
に
対
し
老
荘
的
無
の
思
想
と
結
び

合

つ
て
理
解
さ

れ

て
い
た
般
若

学
を
正
し
、
中
国
仏

教
を
仏
教
独
自

の
教
義
顕
示

の
方
向

へ
と
大
き
く

一
歩
を
ふ
み
出
さ
し
め
た
意
義
は
大
き
い
。

「
原

始

仏
教

に
於

け

る
縁
起

に

つ
い

て
」

名

古

屋

隆

真

宗
教
実
践

の
理
論
の
中
心

で
あ
る
縁
起
説
は
、
三
法
印
の
止
組

識
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
三
法
印
即
ち
仏
教
真
埋
に
対
す
る
有

情

の
心
身
の
と
る
べ
き
態
度
は
人
間
仏
陀
に
よ

つ
て
顕
示
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
形
而
上
学
問
題
の
否
定

で
あ

つ
て
、
無
記
説

に
見
ら
れ
る
如
き
問

に
対
す
る
沈
黙
の
内
容
が
、
仏
教
真
理
に
対

す
る
有
情

の
心
身

の
と
る
べ
き
態
度
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
即
ち
法
の
認
識
に
よ
る
事
実

の
判
断
で
あ
る
。

和
辻
博
士
の
い
わ
れ
る
真
実
の
認
識
と
は
、
こ
の
法
の
認
識
で

あ

つ
て
、
真
理
と
受
け
取
る
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
自
然
的
立
場
を

止
揚
し
た
本
貴
直
観

の
立
場
に
立
ち
、
実
践
的
現
実
の
如
実
相
を

見
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
実

の
如
実
相

を
仏
陀

は
、
宗
教
的
直

観
に
よ

つ
て
み
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ

つ
て
、
無
常
な
る
も
の
を
無

常
と
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
の
法
を
無
常
だ
と
み

ら
れ
た
と
き
、
す

べ
て
の
現
象
的
存
在

は
、
苦
で
あ
り
、
無
我
で

あ
る
と
云
う
真
理
性
を
明
ら
か
に
さ
れ

、
更

に
縁
起
で
あ
る
と
云
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