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て
い

る
。

前
者
に
つ

い

て

は
、

一

般
的
に
は

そ
の

漢
訳
は

「

無
上
菩
提
心

を
発
す
る
」

と

見
ら
れ
る
が

、

こ

れ

は

正
確
で

は

な
い

。

原
義
は

「

菩
提

を
発
せ

る

心
を
持
つ

」

こ

と

で

あ
る

。

即
ち

本
義
は

「

菩
提
に
対
す
る
欲

求
を
懐
く

」

こ

と
で

あ
る

。

経
験
的
に

は

そ

う
い

う
意
味
で

な
け
れ
ば

な

ら
な
い

の

で

あ
る

。

何
か

特
別
に

「

菩
提
心
」

と

い

う
心
が
あ
る

よ

う
に

考
え
て

は

静

態
的
に
な
る

。

一

種
の

回
心
で

な

け
れ
ば
な

ら
ぬ

。

「

全
く

新
な
る

精
神
的
ビ

ス

タ

を

開
拓
す
る

精
力
の

新
た
な
る
中
心
の

発
見
」

と

い

い
、

「

そ
の

後
の

そ
の

人
の

行
為
を
決

定
す
る

方
向
を

与
え
る
」

と

い

っ

て

い

る
。

　

後
者
の

漢
訳

「

発
菩
提
心
」

は

「

菩
提
の

思
想
を
目

覚
ま
す
」

と

の

意

味
に

取
り
や

す
い

が
、

そ
れ

は
誤
り
で

あ
る

。

経
験
的
に

は
「

菩
提
へ

の

欲

求
を

懐
く

」

こ

と
で

あ

り
、

正

し
く
は

「

無
上

菩
提
の

成
就
に

対
す
る

精

神
的

渇
仰
を

懐

く
」

こ

と

で

あ
る
。

今
此
所

に
あ

げ
た

漢
訳
の

二

例

は
、

い

ず
れ

も
正
し

く
は

経
験
の

所
産
か
ら
で

な

け
れ
ば
な
ら
な
い

、

丁

度
そ

れ
は

大
慧
が

警
告
し
た
如
く

「

看
経
の

眼
を

具
せ

ず
ん

ば

則
ち
経
中

深

妙
の

義
を

窺
い

測
る

事
能
は

ず
」

と

の

言

葉
を

想
起
せ

し
め
る

の

で

あ

る
。

そ
れ

は

又

真
宗
の

祖
親
鸞
が
『
教
行
信

証
』

巻
三
に

『

無
量
寿
如
来

会
』

か

ら
の

引
文
中、
「

至
心
廻
向
」

に

つ

い

て
、

正

統
の

読
み

方
に

従

え
ば

「

至
心
に

廻
向
し
て
」

だ

が

「

至
心
に

廻
向
し

た

ま

え
り

。

」

と

独

自
の

読
み

方
を

さ
れ

た
。

こ

れ

に

よ

り
て

廻

向
行
は

弥

陀
か
ら

信
者
へ

と

大

転
回

す
る

。

こ

の

驚
天

動
地
の

経
験
あ
っ

て

始
め

て

可

能
な
の

で

あ
っ

た

如
く

、

宗
教
は

全
て

、

か

か

る

宗
教
的
経

験
が
土
台
に

な
け
れ

ば

な
ら

な
い

と
い

わ
ね
ば
な
ら

な
い

。

謡
曲
に

お
け
る

仏
僧

　

−
僧
ワ

キ
の

宗
教
的

機
能
に

つ

い

て

今

泉

隆

裕

　

謡
曲
は

曲
目
に

よ
っ

て

「

幽
霊
能
」

（
一

般
的
に

は

「

夢
幻
能
」）
・

「

現

在
能
」

の

二

つ

の

区
別
が
な
さ
れ
る

。

今
回、

取
り
ト
げ
る

の

は

幽
霊
能

の

ワ

キ
で

あ
る

。

幽
霊
能
は
、

死
者
の

霊
を
中
心
と
し
て

展
開

す
る

告
白

劇
（
懺
悔
劇）

で

あ
る
。

そ
こ

に

登
場
す
る
ワ

キ
は

多
く
の

場
合、

諸
国

一

見
の

僧
で

あ
り、

こ

の

僧
ワ

キ

は

旅
の

途
上
で

在
所
の

幽
霊
（
シ

テ）

と

対

峙
す
る

こ

と

に

な
る

。

　
こ

れ
ま
で

の

能
楽
研
究
に

お

い

て

は
、

幽
霊
能
に

お
け
る

ワ

キ
は

「

観

客
の

代
表
」

と

す
る

考
え
方
が
支
配
的
で

あ
り

、

ワ

キ

は

文
字
通

り
脇
に

控
え
端
座
し
て

い

る

ば

か
り
で
、

シ

テ

の

演

技
を
た
だ

見
守
る

存
在
と

み

ら
れ、

あ
ま
り
注
日
さ
れ
て

こ

な
か

っ

た

（
野
上
豊
一

郎
「

シ

テ
一

人
主

義
」

）
。

　

し
か
し、

僧
ワ

キ
は

霊
的
存
在
と

の

交
流
者
と
い

う
意

眛
で、

シ

ャ

ー

マ

ン

的
職
能
者
と

捉
え
る
こ

と

が
可
能
で

あ
ろ

う
。

舞
台
上
に

幽
霊
を
登

場
さ
せ

る、

世

界
的
に
も

稀
有
な

芸

能
と
し

て

知
ら
れ

る

能
楽
で

あ
る

が、

そ
の

舞
台
上

で

幽
霊
を

目
の

あ
た

り
に

す
る

劇
を
仕
組
む
上
で

僧
ワ

キ
の

存
在
は
欠

く
こ

と

の

で

き
な
い

役
割
を
担
っ

て

い

る
と
考
え
る

。

本

来
な
ら
注
目
さ
れ

る
べ

き
特
性
と
い

え
よ

う
。

　

そ
こ

で

本
発

表
で

は
、

幽
霊
能
に

お
け
る
僧
ワ

キ
を

、

シ

ャ

ー

マ

ン

的

性
格
を
も
っ

た

呪
術
−

宗
教
的
職
能
者
と

し
て

把
握
し

、

こ

れ
ま
で

の

シ

ャ

ー

マ

ニ

ズ

ム

研
究
に

お
け
る

分
類
で
、

ど

の

類
型
に

該
当
す
る

か
。

ま

378（12／2）
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た
、

そ
の

類
型
に

該
当
す
る

こ

と

は

何
を
意
味
す
る

か
。

そ

し
て
、

幽
霊

能
一

曲
中
の

大
半
を

占
め

る

告
白
は

何
を
意
味
し
、

そ

れ

を

促
す
僧
ワ

キ

の

機
能
は
、

ど
の

よ

う
に

把
握
さ
れ
る

べ

き
で
、

そ
こ

か

ら
、

ど
の

よ

う

な

意
図
を

読
み

取
れ

る

の

か

を

考
察
し

た
。

　

僧
ワ

キ

が

シ

ャ

ー

マ

ン

的
な

力
能
を

有
す
る
呪
術
−

宗
教
的

職
能

者
で

な

け
れ

ば
、

そ
も
そ

も

幽
霊
を

幻
視
す
る

こ

と
は

で

き
な

い
。

能
舞
台
に

幽
霊
が

登
場
す
る

た
め

の

条
件
と

し
て
、

僧
ワ

キ

は

欠

く
こ

と
の

で

き
な

い

存
在
で

あ
り

、

僧
ワ

キ
の

視
点
を

介
し
て

観
衆
は

幽
霊
（
シ

テ
）

を

幻

視
す
る

と
い

え
る

。

　
し

か

も、

そ
の

幻
視
は

社
会
的
に、
要
請
さ

れ
た

も
の

で、

見
え
な
い

鼓

舞
に

も
と
つ

い

て

御
霊
の

祓
除
を
舞
台
E

で

繰
り
広
げ
る

。

さ
ら
に

、

そ

れ

は

安
定
的
に

な
さ

れ

る

必

要
が
あ
る

た

め
、
一
．

元

的

構
成
の

シ

ャ

ー

マ

ン

と
し

て

僧
ワ

キ
は
造
型
さ

れ
、

さ

ら

に

シ

ャ

ー

マ

ン

の

憑
依
に

関

す
る

分
類
で

は

い

え
ば

、

預

言
者
型

あ
る

い

は

見
者
型
で

あ

り
な
が
ら

、

精
霊

を

自
在
に

操
作

す
る

「

精
霊
統
御
者
」

に

相
当
す
る

こ

と
を
確
認
し
た

。

　
ま
た

、

当
然
の

こ

と
だ
が

僧
ワ
キ

は

仏
僧
で

あ
る

以
上、

幽
霊
に

対
し

て

仏
教

的
な

文
脈
か
ら

解
釈
を

加
え
る

。

幽

霊
は

地
獄
（
あ
る
い

は

修
羅

道
）

と
い

っ

た

仏
教
的

世
界
観
に

対
置
さ

れ
、

自
ら
の

お

こ

な
い

を

否
定

的

に

解
釈
し、

懺
悔
（
告
白
）

し
、

僧
ワ

キ

に

引
導
さ

れ

る

対
象
と

な

る
。

そ

こ

で

僧
ワ

キ
は
死

者
と
の

直
接
交
流
を
と
お

し
て

「

懺

悔
を

聴
い

て

や
る
」

存

在
で

あ
り、

「

引
導
を

渡
し
て

や

る
」

存
在
と
し
て

死
者
に

対
し

て

優
位
性
を

確
保
で

き
る

よ

う
に

も
な
っ

た
。

　

僧
ワ

キ
が
登

場
す
る

枠
組
み

の

な
か
で

、

死
者
は

祟
る

こ

と
も
な

く
、

地
獄
で

の

苦
患
を
告
白

す
る

に

と
ど
ま

り
、

仏
法
に

よ

り
引
導
さ
れ
る

存

在
で

し
か
な
い

。

も
は
や
死

者
は

畏
怖
の

対
象
で

な
く
な
る

。

反
対
に

、

僧
ワ

キ

は

罪
を

赦
し
、

引
導
を
渡

す
存
在
と
し

て
、

そ

の

権
限

を
増
大
さ

せ

る．、

し

か

も

告
白
を
現

前
化
す
る

劇
を

仕
組
み

、

そ

れ
を

繰
り
返

し
上

演
す
る

こ

と
で
、

仏

教
的
な

罪
の

意
識
は

世
の

中
に

浸
透
し
、

何
が

罪
な

の

か

を

観
衆
た

ち
に

意
識
さ
せ

る

こ

と
に

な
っ

た
の

で

は
な

い

か

と

考
え

た
c

　
こ

れ

ま
で

勧
進
興
行
の

場
で

死

者
供

養
を

劇
に

仕
組
む
こ

と
が

喜
捨
を

促
す
た

め

に

最
も
適
し

た
題
材
で

あ
っ

た
こ

と
は

指
摘
さ
れ

て

き
た．、

と

は

い

え、

「

告
白
劇
」

と
い

う
文
脈
に

置
き

換
え
た

な
ら

、

そ
こ

か
ら

新

た
な

幽
霊

能
の
一

面
が
読
み

取
れ
る

気
が
し

て

な
ら
な
い

。

私
だ

け
だ
ろ

う
か

。

　

宗
教
学
的

知
見
を
加
味
し
た
能

楽
研

究
の

あ
り
方
も

模
索
さ

れ

て

よ

い

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

在
家
仏
教
の

顕
れ

と

し
て

の

説
経
節

千
　
葉
　
俊
　
一

　

中
・

近
世
芸

能
（
文
芸）

で

あ
る

説

経
節
に

顕
れ
た
「

仏
教
」

と
は
、

経
典
思
想
に

源
流
を
も
ち
な
が
ら
も、

そ
れ

と

は

異
な
る

、

そ

れ

が

変
容

し

在
家
の

生
活
に

根
付
い

た
も
の

で

あ
る

、

発
表
者
は

そ
れ

を

「

在
家
仏

教
」

と
呼
ん

だ
が

、

そ
の

呼
称
は
適
切
で

は
な
か
っ

た
か
も
し

れ

な
い

と

現
時
点
で

は

考
え
て

い

る
。

仏
教
の

重

層
し

た

変
容
の

結
果
で

あ
る

日
本

仏
教
が
さ
ら
な
る

変
容
を
遂
げ

、

生
活

者
の

い

わ
ば
血
肉
と

化
し
た

も
の

が

説
経
節
を
始
め

古
典
文
芸
に

見
出
さ
れ
る

の

で

あ
る

。

　

発
表
者
は
説

経
節
を
代
表
す
る
五
作

品
に

頻
出

す
る

語
彙
・

表
現
を
抽
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