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D
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v
a
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n
d
r
a
 

の
 
P
r
a
jn
a
jn
m
a
 
P
r
a
k
a
s
a
 は

金

剛

乗

大

印
派

の

所

依

の
小

論

の

一
つ
著

者

は
十

世

紀

末

の
 
m
a
t
r
ip
a
 の
弟

子

と

デ

プ

ゴ

ン
は
云

ふ

此
書

の
概

要

を

把

握

す

る

こ

と

に

依

て

般

若
 
p
r
ajn
a
 と

知
 
jn
a
n
a
 と
を

明

に
せ

ん

と

思

ふ
。

 

先

ず

般

若

を

何

故

に

示
す

か

に

つ

い

て

「
纏

腱

界

の
そ

れ

ら

は

存

す

る
こ
と
な
し
と
観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
て
室
で
あ
る

「般
若
知
」
と
は

そ
れ
自
身
是
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
般
若
知
を
説
く

(序

偶
終
)
こ
れ
世
尊
の
卓
越
せ
る
無
所
得
の
大
悲
で

-
切
種
の
最
勝
を
具

す
る
無
上
眞
如
と
名
ず
く
る
別
名
を
有
し
無
自
性
で
あ
り
又
本
願
力
で

成
さ
れ
た
任
運
無
功
用
に
專
念

(
双
入
)
し

一
切
衆
生
を

一
つ
に
利
盆

す
る
身
を
受
持
し
て
大
樂
の
享

受
た
る
深
甚
廣
大
な
教
」
で
あ
る
。

「
然
ら
ば
何
故
に
此
れ
を
説
く
か

(
蓋
し
)
貧
著
等
が
長
く
輪
廻
の
悪

趣
に
流
轄
す
る
因
で
あ
る
に
よ
り
、

こ
れ
は
又
諸
有
情
が
長
時
に
執
著

し
て
恐
怖
を
生
じ
迷
い
を
致
す
か
ら
慰
ん
で
往
昔
に
な
し
た
罪
悪
の
業

を
作
る
こ
と
に
よ
り
地
獄
餓
鬼
畜
生
等
の
大
苦
を
経
験
し
て
執
著
等
と

結
合
す
る
是
の
如
き
持
毒
者
等
に
乳
を
灌
ぐ
如
く
数
喜
を
増
す
こ
と
を

見
ざ
る
や
と
云
ふ
に
、
そ
れ
は
眞
実
で
、
善
知
識
と
離
れ
た
そ
れ
ら
執

著
者
は
貧
欲
と
相
憲
し
て
專
ら
苦
憐
を
致
す
か
ら
、
そ
の
も
の
の
爲
に

聲
聞
乗
縁
毘
乗
等

の
多
く
の
教
が
あ
る
。
次
に
又
よ
く
貧
欲
を
離
れ
た

者
達
が
貧
著
に
於
て
瞑
悉
し
て
反
感
を
懐
く
か
ら
そ
れ
を
實
に
苦
悩
す

る
、
そ
れ
ら
の
爲
に
食
欲
を
説
い
た
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
又

 

「貧
欲
と
離
食
と
に
再
び
又
疑
念
を
起
す
で
あ
ら
う
。

 
彼
等
に
貧
欲
を
棄
て
さ
せ
ん
爲
に
食
欲
と
離
貧
と
に
燭
れ
し
め
ず
」

と
説
く
、
或
は

 

「貧
欲
を
離
れ
る
が
如
き
威
嚇
は
三
界
に
他
に
な
し
。

 

そ
の
故
に
汝
は
決
し
て
貧
欲
を
離
れ
よ
う
と
な
 す
な
」
と
世
尊
は
説
か
れ

 

た
。

貧
欲
を
離
れ
え
ざ
る
所
の
者
等
に
大
貧
欲
を
示
し
て
是
の
如
く
又

 

「何
か
に
食
著
す
る
そ
の
境
を
貧
ぼ
る
事
を
離
れ
て
そ
れ
を
棄
て
る
。
そ
し

 

て
無
垢
慧
の
喩
伽
に
よ
つ
て
取
ら
ず
、
棄
て
る
こ
と
も
な
す
な
」

と
説
い
て
い
る
。

 
次
に
般
若
知
は
何
に
か
を
云
ひ
㈲
般
若
と
知

と
の
合
成
語
で
あ
る
こ
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と
を
示
す

「
吉
鮮
サ
ラ
バ
師
に
よ
る
と
又

『或
者
は
諸
境
を
執
著
し
、
或
者
は
境
に
繋
縛
せ
ら
れ
る
が
、
何
つ
れ
の
境

 

に
於
て
も
最
勝
者
は
毘
を
得
る
』

と
説
け

り

 

さ
れ
ば
貧
欲
の
諸
有
情
に
は
貧
欲
を
離
れ
る
こ
と
に
導
き
。
貧
欲
を

離
れ
た
者
に
は
食
欲
の
中
道
に
よ
り
て
、
食
欲
の
中
道
に
依
る
者
に
は

大
貧
欲

で
導
く
、
そ
こ
で
諸
有
情
を
最
勝
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
此

の
無
上
甚
深
の
般
若
知
を
説
く
。
そ
こ
で
世
尊
に
よ
つ
て

 

「唯

一片
の
毒
に
よ
つ
て
総
て
の
人
を
死
に
致
ら
し
め
ん
に
、
そ
の
毒
を
毒

 

で
あ
る
と
知
る
な
ら
ば
、
毒
に
よ
つ
て
毒
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
」

と
読
く
。
他
に
も
又

 

「食
欲
は
菩
提
の
支
分
な
り
瞑
患
も
菩
提
の
支
分
な
り
」

と
云
ふ
等
と
あ
る
。
知
成
就
に
よ
る
と

「例

へ
ば
精
 R
a
sa
 の
洞
 g
u
ha
 の
銅
が
、
美
し
い
金
に
な
る
如
く
、
知

の
精
の
洞
で
煩
悩
は
善
と
な
る
」
、

と
説
く
、
だ
か
ら
五
纏
た
る
色
受
想
行
識
と
云
ふ
存
在
は
清
浄
な
る
大

日

・
寳
生

・
阿
彌
陀

・
不
室
成
就

・
阿
閾
で
あ
り
、
十
二
虜
と
は
六
根

と
六
境
。
十
八
界
は
眼
界
、
眼
識
界
」
並
に
耳
識
界
等
と
知
ら
れ
る
。

四
大
有

と
は
地
水
火
風
界
で
、
自
相
を
執
る
が
故
に
界
で
あ
る
。
有
と

無
と
の
分
別
は
室
な

る
が
故
に
四
邊

(有

・
無

・
亦
有
亦
無

・
非
有

・
非

無
)
を
離

れ
て
、
,
 
不
生
不
滅
、
無
自
性
を
知
る
を
般
若
と
云
ふ
。
そ
れ

は
又

「
象
よ
り
生
ず
る
も
の
は
不
生
で
あ
る
、
そ
こ
に
生
の
自
性
は
存
す
る
に
あ

 

ら
ず
、
教
に
よ
る
が
故
に
室
性
で
あ
る
。
室
性
を
知
る
も
の
は
不
放
逸
 ap
r-

m
ad
a
 で
あ
る
」

と
云
ふ
。
入
眞
實
論
 
T
a
ttv
a
v
a
ta
m
 
の
中

に
も

 

「凡
そ
戯
論
の
境
は
存
在
せ
ず
、
故
に
語
の
境
に
も
な
ち
な
い
。
執
金
剛
が

 

知
ら
し
め
し
て
、
そ
れ
が
即
ち
明
 v
i
dya
 の
自
性
に
於
る
般
若
 p
rajn
a
 と

 

云
ふ
も
の
で
あ
る
事
を
よ
く
宣
布
ざ
れ
た
」

と
あ
る
。
故
に
縁
起
の
種

々
の
心
は
、
唯
大
樂

の
自
知
の
み
で
あ
つ
て

「無
縁

の
大
悲
」
と
云
わ
れ
る
別
名
の
あ
る
知
 jn
a
n
a
 で
あ
る
。
般
若

p
ra
jn
a
 も
又
そ
う
で
あ
り
知
 jn
a
n
a
 も
亦
そ
う
で
あ
る
か
ら
 p
rajn
a
-

jn
an
a
 と
語
が
合
成
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
」

般
若
知
は
業
支
分
母
と

し
て
喩
伽
の
形
を
示
す

「
一
切
相
の
最
勝
を
具

す

る
室
 
Su
n
y
p
 と
世

尊
母
般
若
波
羅
蜜
と
に
て
業
支
分
母
 K
a
rm
an
g
i
 た
る

一
切
の
色
身

に
佳
す
る
の
で
あ
る
。
…
…

「世
俗
の
身
膣
を
取
り
乍
ら
般
若
の
彼
岸
に
到
達
さ
れ
る
。

知
成
就
に
よ
る
と
又

「
二
根
よ
り
生
ず
る
樂
は
、
眞
實
で
る
と
若
者
は
云
ふ
が
、
そ
れ
を
又
大
樂

 

で
あ
る
と
は
最
勝
佛
は
読
か
れ
ず
」

 
と
云
ふ
等
で
業
印
は
倶
生
の
自
性
に
あ
ら
ず
、
棄
て
ら
れ
る
の
だ
か

ら
と
云
ふ
な
ら
ば
そ
れ
も
眞
實
で
、
そ
の
業
印

は
虚
儒

だ
か
ら
で
あ

る
。
業
は
所
作
で
あ
つ
て
身
口
意
の
有
相
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
つ
て
標
織
さ
れ
た
印
は
儀
軌
の
自
髄
に
於

て
業
印
と
読
か
れ
る
。
法
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六
〇

印
は
眞
諦
で
虚
儒
で
な
い
か
ら

(龍
樹
の
四
印
決
定
に
 O
m
 法
印
は
法
界

の
自
性
に
て
戯
論
を
離
れ
無
分
別
自
然
で
あ
る
。
生
起
を
離
れ
て
悲
の
自
性
、

最
勝
歓
喜
で
一
髄
の
妙
方
便
と
な
る
。
相
績
不
断
、
倶
生
の
自
性
で
般
若
を
件

う
も
の
よ
り
生
ず
る
無
分
別
な
る
も
の
は
法
印
と
知
る
べ
し
)
相
と
異
な
ら

ざ
る
を
以
て

(眞
諦
と
)
別
な
も
の
に
あ
ら
ず
。
大
印
は
無
自
性
を
謹

す
る
有
相
な
も
の
で
そ
れ
は
自
然

(法
爾
)
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
盧

儒
に
成
る
は
虚
儒
の
般
若
に
依
る
業

・甲法

・
大
印
の
眞
實
相
は
河
の
流

れ
の
不
断
な
る
如
き
、
大
樂

の
自
性
、

一
切
相

の
無
上
眞
如

の
眞
實

性
、
不
壌
な
も
の

一
切
知

々
、
生
起
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
も
の
だ
け

で
あ
る
。
故
に
龍
樹
に
よ
る
と
等
流
果
と
読
く
。

 
倶
生
の
顯
現
に
は
又
倶
生
の
影
が
随
逐
す
る
か
ら
。
そ
れ
は
又
我
が

聖
師
に
よ
る
と

「大
印
を
知
ら
ず
に
業
印
だ
け
を
成
就
す
る
と
、
そ
の
た
め
筋
肉
の
衰
弱
を

 
來
た
し
喩
伽
行
者
が
そ
れ
に
よ
つ
て
苦
痛
を
叫
ぶ
に
至
る
」

そ
れ
は
ど
う
し
て
か

「大
欲
と
云
ふ
は
大
印
、
無
邊
な
る
樂
の
自
性
、

一
切
法

の
自
髄
が
大
欲
で
、
室
悲
の
二
つ
の
双
入
の
自
性
で
あ
つ
て
、

貧
欲
で
貧
欲
を
明
か
に
究
寛
し
た
所
に
樂
に
し
て
欲
な
る
も
の
で
、
こ

れ
は
業
印
を
理
解
せ
ず
経
験
せ
ず
経
験
せ
ず
し
て
は
現
在
前
す
る
能
わ

ず
」
…
…
先
ず
初
め
に
業
印
を
示
す
の
は
矛
盾
で
な
い
、
奪
師
の
敏
示

に
よ
る
と

「業
印
を
よ
く
成
就
し
て
、
法
印
を
観
想
す
。
そ
の
上
に
大
印
が
あ
つ
て
。

何
れ
か
ら
も
、
三
昧
が
起
る
」

と
説
く
…
…
唯
歓
喜
の
み
の
等
流
果
と

(是

の
如
き
を
或
師
は
説
く
)

異
熟
果
と
離
繋
果
と
そ
れ
か
ら
次
第
に
士
用
果
を
成
ず
る
。
奪
師
は
又

「業
印
に
は
種
々
相
あ
り
。
異
熟
よ
り
生
ず
る
は
法
印
、
離
相
は
大
印
。
獲

 
得
に
は
三
昧
印
」
と
説
く
云
々
「抱
擁
接
吻
等
の
種
々
相
を
説
く
、
結
果
は

 

そ
れ
を
遮
し
て
樂
の
知
を
行
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
我
れ
が
樂
を
行
ず
と
云
ふ

は
實
は
大
勝
喜
樂
 P
ra
tosa
 を
行
ず
る
事
で
あ
る
」

と
説
か
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
最
勝
、歓
喜
と
離
歓
喜
と
の
中
間
に
佳
し
て

強
引
力
と
錯
誤
力
と
を
捨
て
、
貧
欲
と
離
貧
欲

と
で
寂
静
な
る
室
性
と

悲
と
の
別
れ
な
い
倶
生
を
彼
の
蝉
師
の
面
授

に
よ
り
て
會
得
す
る
の
で

あ
る
云
々
般
若
支
分
母
の
智
慧
を
示
す
」
に
外

な
ら
ぬ
と
す
る

四

印

四

刹

那

四

歓

喜

四

果

業

印

種

々

歓

喜

等

流

法

印

異

熟

最
勝
歓
喜

異

熟

大

印

払佳

目

肉

冷

離

歓

喜

離

繋

三

昧

印

獲

得

倶
生
歓
喜

士

用

次
に
般
若
知
を
如
何
に
成
就
す
る
か
に
つ
き
七
支
成
就
を
示
す

「
そ

め
時
又
諸
般
若
波
羅
密
乗
の
成
就
の
邊
は
何
ず
れ
も
無
数
却
で
等
正
畳

に
到
る
が
眞
言
の
理
趣

で
は
此
の
生
に
於
て
佛

或
は
金
剛

サ
ッ
タ
に
な

ろ
う
と
、
七
支
分
を
具
す
る
こ
と
で
成
就
す
る
。

 

「受
用
圓
渦
に
、
接
吻
、
大
樂
、
無
自
性
と
悲
心
充
満
、
相
績
不
断
と
無
障

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7

碍
と
で
、
七
支
を
具
す
る
そ
れ
を
我
れ
成
就
せ
ん
と
願
ふ
」
…
…

そ
れ
は
業
印
の
支
分
母
無
し
に
は
享
樂
を
知
る
能
わ
ず
。
そ
れ
は
又

悦
惚
状
態
で
も
な
い
。
外
面
の
印
は
等
流
果
と
説
か
れ
る
も
、
そ
れ
但

-503-



の
報
告

で
は
な
い
。

七
支

を
具
し
て
又
室
性
と
悲
と
無
別
な
る
智
を
得
て
是
の
如
く
受
用

を
圓
満

し
、
享
樂
す
る
縁
起
法
か
ら

一
切
相
が
現
ず
る
の
で
あ
る
。
接

吻
と
は
室
性
と
悲
と
が
結
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。
大
樂
と
云
ふ
は
有
と

無
等
の

一
切
分
別
を
棄
て
る
か
ら
で
あ
る
。
無
自
性
と
は
生
起
す
る
も

の
で
な

い
こ
と
悲
心
充
満
と
は
大
悲
性
と
な
る
か
ら
。
相
績
不
断
と
は

常
に
相
績
す
る
か
ら
。
無
障
碍
と
は
無
量

の
故

で
あ

る

(
バ
ラ

ッ
乗

に
封
し
サ
ハ
ジ
ヤ
を
以
下
細
か
に
封
比
し
つ
ゝ
読
く
が
略
す
)
波
羅
密
乗

で

は
無
数
却

の
間
修
行
せ
ね
ば
正
畳
は
得
ら
れ
な
い
。
眞
言
乗
で
は
此
の

生
に
於
て
獲
得
せ
ら
れ
る
と
云
ふ
考

へ
は
次
の
様
で
あ
る
。
他
の
何
ず

れ
の
佛

に
依
る
と
も
唯
そ
れ
だ
け
で
は
等
正
畳
は
得
ら
れ
な
い
。
大
印

の
樂
の
自
性
た
る
接
吻
が
な
い
か
ら
で
文
殊
等
の
諸
大
喜
薩
の
智
の
味

を
受
用
す
る
受
用
身
は
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
,
 
室
性
と
悲
と
の
結

合
た
る
接
吻
が
存
し
な
い
。
唯
の
生
起
次
第
の
み
か
或
は
是
の
如
き
等

で
は
自
知
に
よ
る
室
性
で
樂
の
有
相
、の
智
と
し
て
、
二
根
讐
入
に
よ
り

て
生
起
す
る
が
如
き
を
誰
も
経
験
し
な
い
か
ら
。
そ
れ
故
、

そ
れ
を
修

習
し
な

い
も
の
は
大
樂
よ
り
な
れ
る
金
剛
サ
ッ
タ
の
地
位
は
観
察
さ
れ

ず
、
そ

こ
で
こ
の
大
欲
の
理
趣
で
金
剛
サ
ッ
タ
を
成
就
せ
ん
と
す
る
が

故
に
、
接
吻
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ご
ン
に
佛
果
と
差
異
が

あ
る
か
ら
持
金
剛
 
V
a
jra
d
h
a
ra
 と
云
ふ
。
然

る
に

ハ
ラ
ミ

ツ
の
理

趣
で
も
又
受
用
身
を
成
就
し
て
聖
者
慈
尊
が
説
く
。

そ
の
三
十
二
の
勝
相
と
、
妙
随
好
よ
り
成
れ
る
も
の
は
、
大
乗
で
直
ち
に
受

 
用
す
る
所
で
あ
る
か
ら
牟
尼
の
受
用
身
を
稀
求
す
。
と
読
く

 
此
の
存
在
は
如
何
と
云
ふ
に
絵
は
受
用
身
を
碍
え
る
つ
も
り
も
な
く

又
等
正
畳
が
無
い
と
云
ふ
で
も
な
い
。

 
凡
そ
此
界
の
衆
生
は
皆
成
佛
す
る
。
そ
れ
は
機
根
を
具
せ
ざ
る
も
の
は
誰
も

な
い
か
ら

と
読
く
が
故
で
あ
る
。
次
に
三
輪
不
可
得

の
施

ハ
ラ
ミ
ッ
等
を
修

し
、
初
地
を
得
て
三
無
敷
却
で
十
地
を
成
就
し
、
無
自
性
を
現
前
し
て
、

輻
智
の
資
糧
を
積
集
す
る
に
、
唯
遊
戯
の
如
く
に
佛
事
を
行
じ
て
正
等
」

畳
を
得
る
が
故
に
、
短
時
に
し
て
能
く
成
ず
る
。
時
に

一
切
の
如
來
、

カ
ル
マ

來
り
て
撮
持
す
る
を
見
て
彼
等
は
業
の
理
趣
で
親
近
す
る
を
得
て
弾
指

須
隻
の
聞
に
等
正
豊
を
現
成
す
る
さ
て
眞
言
乗
で
は
た
と
い
五
無
間
業

を
な
し
た
も
の
で
も
佛
種
性
等
の
縁
を
具
し
て
勝
れ
た
善
知
識
に
親
近

し
、
業
印
の
方
便
で
如
實
に
義
利
を
成
就
し
、
如
實
に
教
示
を
受
持
し
、

不
善
の
罪
悪
を
棄
て
た
も
の
は
善
行
と
方
便
と
に
よ
り
、
勝
慧
を
以
て

唯
弾
指
の
間
に
布
施
等
の
無
上
功
徳
の
資
糧
を
圓
瀾
し
て
此
の
生
で
佛

果
、
持
金
剛
の
果
を
得
る
こ
と
は
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
。
是
の
如
き
は

『
呼
金
剛
経
』
に
よ
る
と

五
無
間
業
を
な
す
と
、
殺
生
を
喜
ぶ
と
、
吹
に
又
賎
し
い
生
れ
と
怒
り
迷
へ

 

る
者
と
し
て
、
醜
悪
の
手
足
を
持
ち
乍
ら
、
そ
れ
で
も
観
想
す
る
な
ら
ば

佛
國
土
に
生
ず
る
で
あ
ら
う
。

と
説
く
ゆ
又
そ
れ
に
よ
る
と

 
此
の
大
乗
は
因
と
果
と
の
地
に
至
る
乗
と
眞
言
乗

と
の
二

つ
を
示

デ

ィ

バ

チ

ャ
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六

二

す
。

と
読
き
爾
乗
共
、
眞
實
と
云
ふ
考

へ
で
あ
る
。
施
で
初
地
歓
喜
に

住
す
と
云
ふ
等
の
故
に
六
波
羅
密
を
修
し
、
そ
れ
ぐ

を
成
し
得
て

後
、
不
退
轄
に
な
り
速
に
無
上
正
畳
を
成
就
す
る
こ
と
で
あ
る
。
初
地

は
最
勝

成
就
と
説
い
て
、
波
羅
密
乗
を
示
す
が
故
に
、
そ
の
大
乗
波
羅

密

の
修
行
で
何
故
成
就
し
得
な
い
か
と
云
ふ
に
、

い
や
そ
れ
は
そ
う
で

な
い
。
氣
に
か
け
乍
ら
も
、
そ
ん
な
に
長
ぐ
な
る
と
、
績
か
な
い
で
又

輪
廻
す

る
。
こ
れ
業
印
等

の
大
樂
成
就
法
を
離
れ
る
が
故
と
彼
等
は
地

を
得
て
も
又
小
乗
に
落
ち
る
か
ら
で
あ
る
。

 

そ
こ
で
又
世
尊
は

 

佛
子
が
地
を
得
て
も
慧
が
堅
固
で
な
い
か
ら
乃
至
八
地
に
到
る
ま
で
は
、
か

 

れ
ら
は
小
乗
に
堕
す
る
怖
れ
が
あ
る
。
此
の
秘
密
の
大
輪
に
入
る
も
の
は
、

 

佛
の
自
性
た
る
、
そ
の
大
乗
に
乗
じ
て
無
畏
を
成
ず
る
」
と
読
く
。
又

 

六
つ
の
難
行
苦
行
に
依
り
て
成
就
さ
れ
ず
。
五
欲
を
受
用
す
る
こ
と
に
依
り

 

て
速
か
に
成
就
す
る

 

と
読
く
。
そ
れ
は

 

波
羅
密
の
理
趣
で
は
長
く
苦
ん
だ
結
果
成
熟
す
る
が
眞
言
の
理
趣
で
は
何
の

 

苦
難
も
無
く
て
、
速
か
に
正
畳
す
る

 
と
示
す
か
ら
で
あ
る
。

一
切
法
自
性
清
浄
な
り
と
考
え
る
そ
れ
は
自

畳
知
謹

せ
ね
ば
な
い
の
に
(今
は
そ
の
)
自
知
は
又
大
樂
な
り
と
云
ふ
。

 
次
に
眞
如
の
み
に
依

つ
て
大
乗
の
義
を
云
う
も
の
は
こ
れ
無
知
に
し

て
眞
言

の
眞
實
性
の
了
解
を
謹
せ
ず
し
て
、
そ
れ
を
現
前
す
る
こ
と
は

出
來
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
又

一
切
法
は
室
性
と
云
わ
な
い
者
も

あ
る
。
よ
つ
て

<こ
の
一
切
法
の
自
膿
を
よ
く
観
察
す
る
こ
と
は
困
難

な
り
>
と
説
ぐ
。
誰
で
も
樂
と
苦
と
の
分
別
を
離
れ
る
と
云
う
が
、
そ

れ
は
眞
實
だ
が
鯨
等
は
最
勝

(歓
喜
)
と
離
漱
喜
と
の
中
間
に
自
知
を

成
就
す
る
の
で
あ
つ
て
苦
道
を
安
樂
だ
と
誰
る
こ
と
で
は
な
い
。

 

世
奪
は
又

 

欲
に
あ
ら
ず
離
欲
に
非
ず
、
中
道
も
亦
不
可
得
な
り

 

そ
の
三
者
を
棄
つ
る
も
の
、
こ
れ
倶
生
の
菩
提
と
云
ふ

と
説
く
又

自
知
を
未
だ
誰
せ
ざ
る
智
で
、
修
す
る
の
は
佛
の
清
浄
智
で
な
い
か
ら
そ
れ

は
智
者
に
よ
り
て
棄
て
れ
る

と
も
説
く
、
具
吉
鮮
サ
ラ
バ
師
は
又

 

分
別
を
静
め
れ
ば
又
そ
の
慧
も
寂
静
に
な
る
。
と
或
劣
慧
者
は
云
ひ
は
や
す

 

け
れ
ど
も
、
そ
の
妙
慧
を
執
じ
て
何
に
成
ろ
う
そ
 
室
を
措
い
て
は
何
事
も

 
出
き
な
い
。
一
切
の
分
別
を
改
め
か
え
た
智
慧
。
そ
れ
こ
そ
最
勝
樂
を
顯
明

 

に
す
る
。
こ
れ
こ
そ
爲
す
べ
き
を
爲
し
た
智
慧
者
と
云
ふ
も
の
で
、
そ
れ
の

 
出
來
な
い
よ
う
な
者
は
二
足
獣

(
二
足
は
人
間
の
や
う
で
心
は
動
物
だ
)
で

あ
る
。

他
に
又
貧
著
で
調
伏
す
る
も
の
ゝ
爲
に
此
れ
を
示
す
け
れ
ど
も
眞
實

で
な
い
と
て
そ
れ
は
佛
の
語
で
は
な
い
。
貧
欲
者
を
調
伏
の
爲
に
大
欲

を
示
す
は
背
理
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
貧
欲
を
寂
滅
せ
ん
が
た
め
に
苦
し

か
ら
ず
と
示
す
の
で
は
な
い
か
と
云
ふ
に

 
貧
欲
と
離
欲
と
の
爲
に
主
奪
は
干
等
に
建
て
ら
れ
た
。
こ
れ
離
欲
と
欲
と
の

中
間
に
於
て
大
欲
が
破
壊
す
る
の
で
あ
る
云
々
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要
す
る
に

<そ
の
乗
は
唯

一
の
み
、
此
れ
大
乗
で
あ
る
教
も
亦
唯

一

つ
の
み
、

此
れ
大
欲
で
あ
る
>
と
説
く
」
と
印
ち
眞
言
乗
サ

ハ
ジ
ヤ
で

あ
る
。

最
後
に
大
眞
言
乗
を
分
類
し
て
云
ふ

くそ
こ
で
大
眞
言
乗
を
表
示
す

れ
ば
二

つ
で
、
生
起
次
第
と
究
寛
次
第
で
あ
る
。
生
起
次
第
に
は
二
種

に
分
れ
て
、
外
の
生
起
次
第
と
甚
深
生
起
次
第
で
あ
る
。
究
寛
次
第
は

三
つ
に
分
れ
て
究
寛
と
成
就
と
自
性
と
の
次
第
で
あ
る
。
外
の
生
起
次

第
は

く六
灌
頂
で
如
來
に
安
佳
す
る
こ
と
。
甚
深
生
起
次
第
は
業
印
母

の
智
で
執
金
剛
に
安
佳
す
る
こ
と
。
究
寛
次
第
は
法
印
で
樂
の
自
性
を

得
る
所
、

此
れ
は
此
れ
だ
と
云
ふ
現
在
の
智
で
あ
る
。
帥
ち
刹
那
に
無

所
得
の
大
悲
が
現
前
す
る
故
に
、
能
執
所
執
の
観
念
の
混
亡
し
た
最
勝

樂
を
云
ふ
。
青
等

の
相
あ
る

一
切
諸
法
の
印
は
律
儀
 
sa
m
v
a
ra
 で
同

一
味
で
あ
り
、
無
自
性
で
而
も
有
自
性
だ
か
ら
法
印
と
云
ふ
。
三
昧
印

は
成
就
次
第
で
あ

つ
て
、
有
情
の
利
釜
を
な
す
故
に
、
般
若
と
方
便
と

よ
り
成
れ
る
三
十
二
相
等
の
一
切
の
功
徳
を
具
ハす
る
呼
金
剛
 
h
e
v
ajr
a

と
妙
金
剛
等
の
相
あ
る
受
用
身

・
攣
化
身
と
M
輪
の
自
性
明
な
も
の
は

三
昧
印
、

云
々

亦
自
性
次
第
は
普
賢
等
と
な
つ
た
も
の
で
不
思
議
の
殊
勝
な
る
編
智

に
よ
り
て
、
上
師
の
敏
示
で
任
運
に

一
刹
那
に
現
等
畳
す
る

一
切
知
性

で
あ
つ
て
、
此
れ
が
大
印
と
説
か
れ
る
云

々
此
大
印
は
諸
印
を
撮
め
て

大
印
だ
け
で
廣
く

一
切
印
を
総
括
す
る
。

以
上
抜
葦
し
た
如
く
此
の
論
は
倶
生
乗
の
般
若
論
で
あ
り
、
般
若
の

世
俗

へ
等
流
す
る
知
で
あ
る
。
そ
れ
を
自
知
と
し
て
表
し
て
い
る
。
自

知
は
直
観
で
あ
る
。
軍
に
自
知
の
み
で
は
盲
目

で
あ
り
、
亦
軍
に
般
若

の
み
で
は
世
俗
か
ら
は
室
虚
で
あ
る
。
般
若
自
知
に
於
て
世
俗
の

一
切

の
有
は
我
、
我
所
執
の
煩
悩
で
は
な
く
般
若
を
世
俗
に
實
現
す
る
そ
れ

が
方
便
と
な
る
。
世
俗
の

一
切
有
を
し
て
方
便
に
改
造
す
る
働
き
が
般

若
知
の
働
き
で
あ
る
。
人
の
生
命
を
う
ば
う
毒

で
は
な
く
毒
を
除
く
毒

で
あ
る
。

 
山
口
先
生
の

「
動
佛
と
静
佛
」
の
十

一
般
若

の
慧
か
ら
大
悲

へ
の
韓

同
に

「
先
に
言
ふ
如
く
般
若
波
羅
密
な
る
智
慧
は
無
二
智
で
あ
り
、
能

所
寂
滅
の
室
で
あ
る
が
そ
う
い
ふ
室
な
る
慧
を
捉

へ
室
に
停
滞
し
て
い

る
こ
と
は
室
な
る
智
慧
の
本
義
に
違
背
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
封

し
て
空
な
る
智
慧
の
本
義
を
完
う
じ
る
こ
と
は
、
室
が
室
に
停
滞
せ
ず

し
て
吾

々
が
限
り
な
く
我

・
我
所
執
に
捉

へ
ら
れ
る
姿
を
見
出
し
て
、

そ
れ
を
批
到
し
、
そ
の
執
著
の
煩
悩
が
打
破
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

郎
ち
限
り
な
く
般
若
波
羅
密
化
の
行
ぜ
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
然
る
に

我
執
我
所
執
の
煩
悩
が
打
破
せ
ら
れ
、
眞
如
化
せ
ら
れ
る
こ
と
以
外
に

慈
慾
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
云

々
い
ま
述
べ
た
や
う
な

悲
の
は
た
ら
く
と
こ
ろ
は
清
浄
化
の
行
は
れ
る
所

で
あ
る
。
そ
れ
は
大

悲
は
我
執
、
我
所
執

の
有
の
世
間
に
出
て
、
そ

の
世
間
の
所
執
を
打
破

す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
に
般
若
の
智
慧
が
無
二
智
と
云
ふ
出
世

間

の
も
の
で
あ
つ
た
の
に
封
し
、

い
ま
そ
う
い
う
大
悲
を
清
二浮
世
間
一

智
と
云
ふ
。
世
間
を
封
象
と
す
る
限
り
、
そ
の
智
に
は
能
所
主
客
が
は

デ

ィ

バ

チ

ャ

ン
ド
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般
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六
四

た
ら
い
て
い
る
態
で
あ
る
。

 

は
た
ら
き
な
が
ら
能
所
の
實
盤
と
し
て
の
執
著
を
打
破
す
る
。
そ
れ

が
清
澤
の
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
云
々
般
若
部
大
悲
と
し
て
の

展
開
で
あ
る
。」

 

此
の

「
世
聞
を
清
浮
に
す
る
智
」
「
般
若
印
大
悲
」
は

「
般
若
知
」

と
同
じ
次
元
に
示
さ
れ
た
も
の
と
思
ふ
。

P
m
jn
op
a
y
a
v
i
n
i
c
c
a
y
a
 

sia
h
i
 に

彼
の
自
性
を
知
ら
ざ
る
無

蓋
の
衆
生
を
利
釜
せ
ん
爲
に
、
具
吉
鮮
ア
ナ
ン
ガ
金
剛
、
吾
は
眞
實
を

概
説
せ
ん

嬰
童
が
誤
り
て
、
眞
に
あ
ら
ざ
る
も
の
を
偏
計
す
る
こ
と

に
よ
り
有

は
、
偏
計
よ
り
成
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
が
輪
廻
で
あ
る
と
慧

者
は
読
け
り

劣
慧
の
彼
等
は
有
に
大
い
に
執
著
す
る
も
の
と
し
て
存

す
る
限
り
輪
廻

の
獄
に
佳
す
る
に
、
ど
う
し
て
自
他
の
利
盆
が
存
し
得

ん
や
瑚
知
と
所
知
と
に
分
け
て
、
結
合
に
よ
つ
て
全
て
を
観
察
し
て
、

諸
法
の
自
性
無
き
性
は
般
若
の
眞
實
と
読
か
れ
る
。
15
無
蓋

の
苦
よ
り

超
出
せ
ん
と
す
る
有
情
に
愛
著
を
以
て
執
著
す
る
所

の
も
の
は
悲
と
名

づ
く
と
云
ふ
圃
常
に
相
慮
す
る
喩
伽
行
で
、
人
が
現
に
願
ふ
所
の
果
を

與

へ
る
所

の
も
の
を
方
便
と
名
つ
く
と
云
ふ
17
水
と
乳
と
混
合
す
る
如

く
、

二
無
き
喩
伽
行
に
於
て
、
二
者
を
撮
す
る
所
の
存
在
を
般
若
方
便

と
名
つ
く
と
説
く
。

18
是
の
如
く
何
れ
も
加

へ
る
こ
と
も
減
ず
る
こ
と

も
不
可
能
に
て
、
加

へ
る
こ
と
も
減
ず
る
こ
と
も
棄
て
る
は
諸
法
の
眞

實
性
と
読
く
19
能
執
と
所
執
と
を
離
れ
、
有
と
無
と
を
棄
て

ゝ
能
相
と

所
相
と
を
解
脱
す
る
自
性
は
清
浄
無
垢
で
あ
る
御
二
で
も
な
く
不
二
で

も
な
い
。
滅
し
た
る

一
切
に
善
佳
し
て
、
各
々
自
知
で
不
動
に
し
て
方

便
と
般
若
と
齪
さ
ざ
る
21
そ
れ
こ
そ

一
切
佛
の
最
勝
稀
有
な
る
佳
虜
で

善
く
本
尊
を
圓
満
す
る
を
法
界
と
構
す
。

22
三
世
諸
佛
の
所
依
と
す
る

所
の
無
佳
所
浬
桀
に
て
悦
意
の
自
加
持
の
佳
所
最
高
善
の
般
若
波
羅
密

で
あ
る
。
23
三
乗
と
三
身
と
千
萬
無
敷
の
眞
言

と
印
、

M
輪
と
世
間
と

そ
れ
よ
り
越

へ
る
こ
と
と
劉
天
と
阿
修
羅
と
人
と
餓
鬼
等
是
の
如
き
そ

の
他
も
、
そ
の
も
の
よ
り
獲
生
し
て
、
又
そ

の
も
の
に
復
飯
す

る
。

劉
無
蓋
な
る
諸
人
を
如
意
寳
珠
の
如
く
全
て
安
住
せ
し
む
る
般
若

と
方
便
と
の
自
性
に
よ
り
て
修
行
と
解
脱
と
を
正
し
く
享
け
る
26
そ
の

も
の
を
正
し
く
謹
し
て
往
昔
に
は
善
逝
が
正
畳
し
、
現
に
は

一
切
が
正

畳
し
、
未
來
に
も
亦
正
畳
す
る
で
あ
ろ
う
。
衆

生
利
釜
の
爲
に
。
27
無

邊
の
樂
を
構
成
す
る
を
以
て
吉
鮮
大
樂
と
名
つ
く
、
彼
の
最
勝
な
る
普

賢
と
共
に
現
等
毘
を
成
じ
た
い
。
28
比
い
な
い
慈
悲
は
三
趣
の
あ
ら
ゆ

る
苦
悩
を
克
服
す
る
こ
と
の
み
に
專
念
し
、
種

々
無
量
な
る
所
知
の
聚

に
愛
著
す
る
こ
と
か
ら
解
睨
す
る
最
勝
慧
を
等
撮
し
て
自
他
の
利
盆
と

安
樂
と
の
身
が
そ
の
も
の
で
あ
る
と
牟
尼
王
が
、説
く
」
(
般
若
方
便
を
説

く
第
一
章
の
抜
葦
で
あ
る
)

輪
廻

(
S
)
と
浬
盤

(
N
)
と
の
異
質
的
二
元
性
 
(
s
Z
)
 
を
等

質
化
す
る
般
若
方
便
伺

一
、
室
悲

一
味
の
喩
伽
が
サ
ハ
ジ
ヤ
の
二
根
の

結
合
で
あ
る

(
P
u
)
般
若
が
方
便
と

一
髄
に
成
る
に
は
自
知
に
よ
る

般
若
知
 
(
P
.
j
)
 

こ
そ
倶
生
乗

の
般
若

の
形
態
で
あ
る

n(PDjs>
n)

此
の
抜
葦
を
結
語
と
す
る
。

-507-


