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弟

子

阿

難

に

つ

い

て

——1

浄
土
教
経
典
に
つ
い
て
の
ー
試
論
——
——

凡
そ
大
乗
経
典
に
お
い
て
は
、
そ
の
経
典
に
よ
っ
て
顕
わ
さ
れ 

る
真
理
の
内
容
が
、
そ
れ
を
聴
聞
し
受
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

対
告
衆
を
、
数
多
く
の
仏
弟
子
の
中
か
ら
特
に
選
出
す
る
と
い
う 

態
で
も
っ
て
、
象
徴
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
 

仏
弟
子
の
抱
え
て
い
る
問
題
に
応
じ
て
、
仏
陀
は
そ
れ
に
相
応
し 

て
真
理
を
開
顕
せ
ら
れ
た
と
見
る
の
が
、
よ
り
真
実
に
近
い
で
あ 

ろ
う
。

周
知
の
如
く
、
浄
土
教
経
典
の
中
、
如
来
の
出
世
本
懐
を
顕
わ 

さ

れ

た

『
大
無
量
寿
経
』

は
、
特
に
阿
難
と
弥
勒
に
対
し
て
説
か 

れ
た
も
の
で
あ
り
、
浄
土
教
縁
起
を
明
か
さ
れ
た
『観
無
量
寿
経
』 

は
、
阿
難
と
韋
提
希
、
及
び
未
来
世
の
衆
生
に
対
し
て
説
か
れ
た 

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
浄
土
教
経
典
が
、
数
多
く
の
声
聞
弟
子 

の
中
に
あ
っ
て
も
、
殊
に
阿
難
に
対
し
て
、
深
い
因
縁
を
も
つ
も 

の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
更
に
他
の

幡 

谷 

明 

主
要
な
大
乗
経
典
に
お
け
る
阿
難
の
位
置
を
伺
う
こ
と
に
よ
っ
て 

よ
り
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
維

摩

経

・
法

華

経

・
涅
槃
経
等
の
諸
経
典
は
、
夫 

々
の
経
典
に
お
け
る
成
立
順
序
と
い
う
細
部
の
問
題
を
離
れ
て
、
 

現
に
完
成
し
た
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
経
典
に
依
る
限
り 

そ
れ
ら
は
何
れ
も
阿
難
の
存
在
を
重
要
視
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と 

が
窺
わ
れ
る
が
、

『
大
経
』
及

び

『
観
経
』

ほ
ど
に
、
阿
難
の
存 

在
を
重
視
し
、
阿
難
の
問
題
の
上
に
焦
点
を
当
て
て
、
仏
陀
の
真 

意
を
開
顕
し
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
更
に
広
く
大
乗 

の
諸
経
典
に
当
っ
て
見
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
恐
ら
く
浄
土 

教
経
典
ほ
ど
、
特
に
阿
難
を
対
告
衆
と
し
て
重
視
す
る
経
典
は
他 

に
見
出
し
得
な
い
と
云
っ
て
も
、
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
よ
う
に 

思
わ
れ
る
。

で
は
、
浄
土
教
経
典
が
、
特
に
阿
難
を
対
告
衆
と
し
て
選
ば
な
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け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
的
理
由
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
も
の 

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

小
論
は
そ
の
点
に
つ
い
て
、
故
赤
沼
智
善
先
生
の
『
印
度
固
有 

名
詞
辞
典
』
を
手
懸
り
と
し
、
更
に
二
三
の
大
乗
経
典
を
も
参
照 

す
る
こ
と
に
依
っ
て
、

『
大
経
』
及

び

『
観
経
』

に
お
け
る
阿
難 

の
位
置
を
窺
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一

周
知
の
如
く
、

『
大
経
』
は
、
阿
難
会
と
弥
勒
会
と
の
ー 

ー
会
か 

ら
成
立
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
も
つ
深
い
宗
教
的
意
味
を
、
初 

め
て
明
確
に
し
て
下
さ
っ
た
の
は
曾
我
先
生
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

す
な
わ
ち
、

『
大
経
』
が
上
下
ニ
巻
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
な
構 

造
の
上
に
成
立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
最
初
に
適
確
に
理
解
し
た
の 

は
、
何
と
言
っ
て
も
呉
訳(

支
謙
も
し
く
は
支
讖)

と
魏
訳(

康
僧
鎧) 

の
訳
経
者
で
あ
り
、
彼
等
が
本
来
一
巻
で
あ
っ
た
筈
の
『
無
量
寿 

経
』

を
飜
訳
す
る
に
当
っ
て
一
そ
の
こ
と
は
現
存
の
梵
本
及
び
チ
べ 

ッ
ト
本
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
呉
訳
と
魏
訳
を
除
く
他
の
三
訳 

の
分
巻
の
仕
方
は
必
ら
ず
し
も
適
確
と
は
言
い
得
な
い
よ
う
に
思
う
—
、
 

そ
れ
を
現
在
の
如
く
二
巻
に
分
け
た
の
は
、
実
に
優
れ
た
見
解
で 

あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
浄
影
寺
慧 

遠(

義
記)

に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
、
新
羅
の
憬
興(

述
文
賛)

に
よ
っ

て
整
め
ら
れ
、
今
日
ま
で
継
承
せ
ら
れ
て
来
た
『
大
経
』
観
、
す 

な
わ
ち
、
上
巻
は
如
来
浄
土
の
因
果
を
明
か
し
下
巻
は
衆
生
往
生 

の
因
果
を
顕
わ
す
と
い
う
見
方
は
、
既
に
漢
訳
経
典
が
上
下
ニ
巻 

に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
上
に
成
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
に
他 

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
伝
統
的
解
釈
が
、
極
め
て
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言 

う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
を
承
け
つ
つ
更
に
そ
こ
に
阿
難
会
と
弥 

勒
会
と
の
二
会
の
も
つ
宗
教
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
下
さ
っ
た 

曾
我
先
生
の
説
は
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

す
な
わ
ち
、
曾
我
先
生
の
御
指
示
に
依
る
と
、
上
巻
に
説
か
れ 

た
如
来
浄
土
の
因
果
と
、
下
巻
の
前
半
に
示
さ
れ
た
衆
生
往
生
の 

因
果
と
は
、
出
家
者
と
し
て
の
阿
難
に
対
す
る
教
え
で
あ
る
が
、
 

下
巻
の
悲
化
段
以
下
は
、
殊
に
善
悪
の
問
題
に
か
か
わ
り
果
て
て 

ゆ
く
よ
り
他
は
な
い
、
在
家
止
住
の
者
に
対
し
て
の
教
え
で
あ
り' 

そ
こ
に
顕
わ
さ
れ
た
二
十
願
の
問
題
、
す
な
わ
ち
本
願
の
信
を
得 

た
人
に
お
い
て
、
始
め
て
そ
の
内
面
に
見
出
さ
れ
る
仏
智
疑
惑
の 

罪
の
深
さ
は
、
末
世
の
衆
生
の
代
表
者
で
あ
る
弥
勒
に
よ
っ
て
の 

み
問
わ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
依
る
と
、
 

曾
我
先
生
は
、
阿
難
と
弥
勒
を
出
家
と
在
家
を
代
表
す
る
も
の
と 

見
ら
れ
、

『
大
経
』

に
顕
わ
さ
れ
た
本
願
の
宗
教
は
、
殊
に
在
家 

止
住
の
凡
夫
の
為
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
て
下
さ
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っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
は
そ
の
よ
う
な
先
生
の
御
指
示
に
従 

い
、

『
大
経
』
が
阿
難
会
と
弥
勒
会
と
の
二
会
か
ら
成
立
っ
て
い 

る
意
味
を
、
私
な
り
に
理
解
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

そ
れ
に
つ
い
て
、
先
ず
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、

『
大
経
』

の
梵 

本
及
び
チ
ベ
ッ
ト
本
は
、
証
信
序
の
対
告
衆
に
つ
い
て
説
く
筒
所 

に
、
次
の
如
き
解
説
を
加
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
こ
れ
ら
の
人
々
と
、
そ
の
他
の
人
々
と
は
、
(

当
時)

一
人 

だ
け
を
除
い
て
、
す
な
わ
ち
修
行
の
道
に
お
い
て
な
す
べ
き
と
こ 

ろ
が
残
っ
て
い
た
ア
ー
ナ
ン
ダ
を
除
い
て
、
み
な
長
老
で
あ
り
、
 

直
々
の
大
弟
子
た
ち
で
あ
っ
た
。
」

こ
れ
に
依
る
と
阿
難
は
了
本
際
ル(

僑
陳
如)

以
下
三
十
人
の
声 

聞
弟
子
と
共
に
、
霊
鷲
山
の
会
座
に
あ
り
な
が
ら'

「
未
だ
修
行
の 

道
に
お
い
て
な
す
べ
き
と
こ
ろ
が
残
っ
て
い
た
」
有
学
位
の
者
と 

し
て
、
他
の
既
に
無
学
位
に
達
し
た
声
聞
弟
子
か
ら
区
別
さ
れ
て 

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
阿
難
が
こ
の
よ
う
に
有
学
位
の
弟
子
と 

し
て
、
他
の
声
聞
か
ら
区
別
せ
ら
れ
る
の
は
、
必
ら
ず
し
も
『
大 

経
』

の
み
に
限
ら
な
い
の
で
、
屢

々

『
大
経
』
と
並
べ
て
採
り
挙 

げ

ら

れ

る

『
法
華
経
』
序
品
の
梵
本
に
も
、
同
じ
こ
と
が
見
出
さ 

れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
る
と
、

「㈠

ア
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
タ
〇
カ
ウ
ン
デ
ィ
ヌ
ヤ
長
老
と
…(
二
六) 

ラ
ー
フ
ラ
長
老
と
で
、

こ
れ
ら
の
長
老
た
ち
と
、
そ
の
他
の
偉
大

な
弟
子
た
ち
も
い
た
。
ま
た
、
学
修
中
の(

ニ
七)

ア
ー
ナ
ン
ダ
長 

老
も
い
た
。
ま
た
、
そ
の
他
、
学
修
中
あ
る
い
は
学
修
の
完
了
し 

た
一
万
二
千
人
の
僧
も
い
た
。:.

」

と
説
か
れ
お
り
、
厳
密
に
言
え
ば
、

「
阿
難
一
人
を
除
い
て
」
と 

説

く

『
大
経
』
と'

「
採
学
修
中
の
ア
ー
ナ
ン
ダ
長
老
も
い
た
」
と 

説

く

『
法
華
経
』
と
で
は
、
そ
こ
に
語
感
か
ら
来
る
相
異
が
あ
る 

し
、
ま
た
事
実
そ
こ
に
は
、

『
大
経
』
が
特
に
そ
の
阿
難
を
対
告 

衆
と
す
る
の
に
対
し
て
、

『
法
華
経
』
が
阿
難
も
対
告
衆
と
す
る 

と
い
う
相
異
が
あ
る
が
、

こ
こ
に
大
乗
仏
教
徒
の
阿
難
観
と
も
言 

う
べ
き
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ 

ろ
う
。(

竜
樹
の
『
智
度
論
」
巻
三
に
、

そ
の
こ
と
が
解
釈
せ
ら
れ
て
い 

る
こ
と
を
、
佐
々
木
紀
氏
か
ら
聞
い
た
が
、
そ
れ
に
当
っ
て
見
る
こ
と
が 

出
来
な
か
っ
た
。)

た
だ
そ
れ
に
つ
い
て
、
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と 

は
、

『
大
経
』
及

び

『
法
華
経
』
共
に
、
そ
の
解
説
が
施
さ
れ
て 

い
る
の
は
、
梵
本
或
い
は
チ
ベ
ッ
ト
本
の
み
で
、

『
大
経
』

の
漢 

訳
の
五
本
、
及

び

『
法
華
経
』

の
漢
訳
の
三
本
の
相
当
筒
所
に
は 

そ
れ
が
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
桜
部
先
生
の
教
示 

に
依
る
と
、
漢
訳
経
典
は
、
修
辞
等
に
お
い
て
原
典
に
な
い
言
葉 

を
附
加
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
原
典
に
あ
る
言
葉
を
削
除
す
る
こ 

と
は
殆
ど
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
殊
に
今
の
場
合
の
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よ
う
な
重
要
な
解
説
を
、
漢
訳
者
が
故
意
に
除
外
す
る
こ
と
は
、
 

到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
中
国
に 

伝
来
せ
ら
れ
た
『
大
経
』
及

び

『
法
華
経
』

の
原
本
は
、
現
存
の 

梵
本
と
は
異
っ
た
、
す
な
わ
ち
先
の
如
き
解
説
の
な
い
も
の
で
あ 

っ
た
と
考
え
る
よ
り
他
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
解 

説

が

『
大
経
』
を
領
解
す
る
に
当
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を 

も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
後
に
論
述
す
る
如
く 

漢
訳
経
典
に
は
直
接
そ
れ
が
見
出
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
経
文
の 

背
後
に
は
充
分
そ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か 

ら
、

こ
こ
で
は
先
ず
解
説
の
内
容
に
つ
い
て
伺
い
、
次
に
そ
の
意 

味
を
他
の
経
典
を
依
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
考
察
し
て
ゆ
く
こ 

と
に
す
る
。

有
学
と
無
学
に
つ
い
て
は
、
通
常
一
般
に
次
の
如
く
概
念
規
定 

が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
無
学
と
は
、
見
惑
・
思
惑
の
全 

部
を
断
じ
て
学
修
す
べ
き
も
の
の
な
く
な
っ
た
阿
羅
漢
を
言
い
、
 

有
学
は
そ
れ
に
対
し
て
、
断
ず
べ
き
煩
悩
が
残
存
す
る
故
に
、
尚 

未
だ
学
修
す
べ
き
も
の
を
有
す
る
預
流
果
・
一
来
果
・
不
還
果
等 

の
聖
者
を
指
す
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
仏
教
に
お
け
る
学
修 

の
根
本
的
性
格
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
仏
教
に
お
け 

る
学
修
の
意
義
は
、
実
に
か
か
っ
て
煩
悩
を
断
ず
る
と
い
う
そ
の 

一
点
に
存
す
る
の
で
、
そ
れ
は
決
し
て
知
識
の
蓄
積
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
否
寧
ろ
知
識
と
し
て
の
学
は 

そ
れ
自
体
煩
悩
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
が
、
 

仏
教
に
お
け
る
学
の
根
本
的
性
格
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で 

あ
ろ
う
。
故
に
今
、
阿
難
が
有
学
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
も
、
阿 

難
が
未
離
欲
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
陀
の 

教
法
を
学
ぶ
こ
と
に
お
い
て
不
足
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味 

す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
す

な

わ

ち

『
涅
槃 

経
』

の
惰
陳
如
品
を
初
め
と
し
て
、
多
く
の
大
乗
経
典
は
、
阿
難
が 

仏
陀
常
随
直
呢
の
弟
子
と
し
て
、
二
十
五
年
間
に
わ
た
っ
て
よ
く 

釈
尊
に
仕
え
、
十
大
弟
子
の
中
に
お
い
て
も
多
聞
第
一
と
言
わ
れ 

る
程
、
智
慧
に
お
い
て
優
れ
て
い
た
こ
と
を
讃
嘆
し
て
い
る
。
し 

か
し
そ
れ
と
共
に
、
阿

含

の

『
起
世
経
』
を
始
め
と
し
て
多
く
の 

経
典
は
、
阿
難
は
殊
に
恩
愛
の
情
が
深
く
、
そ
の
為
や
や
も
す
れ 

ば
思
慮
に
欠
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
釈
尊
在
世
中 

に
は
遂
に
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
出
来
な
い
で
、
釈
尊
滅
後
に
阿 

闍
世
の
保
護
の
下
に
王
舎
城
に
お
い
て
第
一
結
集
が
行
わ
れ
た
際 

摩
訶
迦
葉
に
五
つ
の
過
失
を
摘
発
せ
ら
れ
、
厳
し
く
叱
嘖
せ
ら
れ 

る
に
至
っ
て
、
漸
や
く
未
離
欲
の
境
地
を
脱
す
る
に
至
っ
た
と
い 

っ
た
事
柄
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
阿
難
の
未
離
欲
を
語
る 

例
証
は
、
経
典
の
随
処
に
見
出
さ
れ
、
故
山
辺
習
学
先
生
の
『
仏 

弟
子
伝
』

に
は
そ
れ
が
数
多
く
引
用
せ
ら
れ
、
編
年
態
形
式
で
整
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理
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
た
だ
一
つ
、
 

『
維
摩
経
』

の
弟
子
品
に
、
阿
含
の
伝
承
に
依
り
つ
つ
そ
の
要
を 

得
た
も
の
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
見
て
お
き
た
い
と
思 

う
。

『
維
摩
経
』

の
弟
子
品
に
お
け
る
解
説
が
、
如
何
に
優
れ
た 

も
の
で
あ
る
か
は' 

既
に
金
子
大
栄
先
生
の
名
著
『弟
子
の
智
慧
』 

に
よ
っ
て
広
く
一
般
に
熟
知
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
経
典
に
お
い
て 

は
、
阿
難
の
前
の
羅
喉
羅
が
、
出
家
の
功
徳
と
い
う
問
題
を
通
し 

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
阿
難
の
項
は
声
聞
の
在
り
方
と 

い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
。 

す

な

わ

ち

『
維
摩
経
』

で
は
、
釈
尊
が
病
気
に
か
か
ら
れ
た
の
を 

心
配
し
て
い
る
阿
難
に
対
し
、
維
摩
居
士
は
次
の
如
く
説
い
て
い 

る
。

「
阿
難
よ
、
諸
の
如
来
の
身
は
即
ち
是
れ
法
身
な
り
、
思
欲
の 

身
に
非
ず
。
仏
は
世
の
尊
た
り
、
三
界
を
超
え
た
り
。
仏
身
は
無 

漏
な
り
、
諸
漏
已
に
尺
き
た
り
。
仏
身
は
無
為
な
り
、
諸
数
に
堕 

せ
ず
。
此
の
如
き
の
身
に
し
て
、
当
に
何
の
疾
か
あ
る
べ
き
。
当 

に
何
の
悩
か
有
る
べ
き
ゃ
。
」

こ

れ

が

『
維
摩
経
』

の
根
本
的
立
場
で
あ
る
般
若
思
想
に
基
づ 

く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
更
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ 

に
引
続
い
て
阿
難
が
維
摩
の
教
え
に
遇
う
て
、

「
仏
に
近
づ
き
っ 

つ
、
誤
り
聴
く
こ
と
無
き
を
得
ん
や
」
と
慚
愧
し
た
時
、
空
中
か

ら
声
が
あ
っ
て
、

「
阿
難
よ
、
居
士
の
言
の
如
し
、
但
仏
は
、
五 

濁
悪
世
に
出
で
て
、
現
に
斯
の
法
を
行
じ
て
、
衆
生
を
度
脱
せ
し 

め
ん
が
為
な
ら
く
の
み
、
行
け
、
阿
難
よ
、
乳
を
取
り
て
慚
づ
る 

こ
と
勿
れ
」
と
勧
励
せ
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
注 

意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
何
故
な
ら
ば
、

こ
の
前
半
の 

部
分
は
、
阿
難
が
肉
身
す
な
わ
ち
応
化
身
と
し
て
の
釈
尊
に
深
く 

執
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
遮
遣
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
半
の
部
分 

は
、

一
度
釈
尊
が
法
身
で
あ
る
こ
と
を
開
顕
し
た
立
場
に
お
い
て 

は
、
釈
尊
が
応
化
身
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ 

と
を
顕
わ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

吾
々
は
こ
こ
で
、

こ
の
前
半
の
部
分
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て 

『
起
世
経
』

に
説
か
れ
た
、
次
の
如
き
極
め
て
印
象
深
い
経
説
を 

注
意
し
た
い
と
思
う
。

そ
こ
で
は
、
仏
陀
の
入
滅
の
近
き
こ
と
を
知
っ
た
阿
難
が
、
未 

離
欲
で
あ
る
が
故
に
別
離
を
悲
し
む
情
に
堪
え
ず
、
愁
悩
し
て
お 

っ
た
の
に
対
し
、
釈
尊
が
訓
戒
を
与
え
て
涅
槃
せ
ら
れ
た
の
に
も 

拘
ら
ず
、
阿
難
は
直
ち
に
王
舎
城
に
お
け
る
結
集
に
も
参
加
せ 

ず
、
拘
尸
城
に
止
ま
っ
て
、
七
日
間
に
わ
た
り
舎
利
を
供
養
し
、
 

次
い
で
祇
園
精
舎
に
至
っ
て
仏
座
を
礼
拝
し
、
最
後
の
供
養
を
し 

て
、
漸
や
く
王
舎
城
に
至
り
結
集
に
参
加
し
よ
う
と
し
た
が
、
迦 

葉
に
叱
嘖
せ
ら
れ
大
い
に
懺
悔
し
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
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こ
れ
等
、

『
起
世
経
』
や

『
維
摩
経
』

の
前
半
の
み
を
見
て
、
 

直
ち
に
阿
難
の
未
離
欲
を
責
め
る
の
は
、
決
し
て
経
典
を
正
し
く 

理
解
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
確
か
に
、
阿 

難
に
お
け
る
声
聞
根
性
と
言
わ
れ
る
も
の
を
、
厳
し
く
問
う
て
い 

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
こ
そ
阿
難
に
お
け
る
凡
夫 

性
と
い
う
も
の
が
窮
わ
れ
る
こ
と
も
、
否
定
し
得
な
い
の
で
あ 

る
。
近
年
、
平
川
博
士
を
初
め
一
部
の
学
者
に
よ
っ
て
、
大
乗
仏 

教
興
起
の
問
題
に
つ
い
て
、
舎
利
塔
を
中
心
と
す
る
在
家
信
者
層 

の
動
向
が
注
目
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
今
の
阿
難
の
問
題
を 

照
し
合
わ
す
時
、
そ
こ
に
は
深
い
意
味
が
孕
ま
れ
て
い
る
こ
と
を 

知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。
既
に
宇
井
博
士
等
に
よ
っ
て 

指
摘
せ
ら
れ
た
如
く
、
仏
教
の
思
想
史
的
展
開
は
、
或
る
意
味
に 

お
い
て
、
仏
弟
子
に
依
る
仏
陀
観
の
展
開
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も 

決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
。

『
法
華
経
』
や

『
涅
槃
経
』
等
に
よ 

っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
大
乗
経
典
の
根
本
課
題
の
一
つ
で
あ
る
法
身 

の
常
住
性
の
問
題
も
、
恐
ら
く
は
か
か
る
肉
身
と
し
て
の
釈
尊
と 

の
別
離
の
悲
し
み
の
中
か
ら
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
仏
陀
に 

対
す
る
憶
念
が
仏
教
の
歴
史
を
支
え
て
来
た
の
で
あ
る
と
言
っ
て 

も
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
『
維
摩
経
』 

が
肉
身
と
し
て
の
釈
尊
に
対
す
る
恩
愛
の
情
を
否
定
し
去
っ
た 

後
、
再
び
そ
の
意
味
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
洵
に
意

味
深
い
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

尚
こ
こ
で
、
『
維
摩
経
』

の
弟
子
品
に
お
け
る
阿
難
の
位
置
に
関 

連
し
て
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
阿
難
は
羅 

喉
羅
と
並
べ
て
、
仏
弟
子
中
の
最
後
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ 

る
。

こ
れ
は
必
ら
ず
し
も
、
全
て
の
大
乗
経
典
が
そ
の
よ
う
な
態 

を
と
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
——
例

え

ば

『
阿
弥
陀
経
』

で 

は
、
阿
難
と
羅
喉
羅
は
並
べ
て
は
あ
る
が
、
そ
の
位
置
は
対
告
衆 

の
中
間
に
あ
る
—
、
『
大
経
』
『
法
華
経
』
等
で
は
、
『
維
摩
経
』
と 

同
様
、

一
番
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
殊

に

『
法
華
経
』

の
授
学 

無
学

人
記
品(

こ
れ
は
所
謂
迹
門
の
最
後
の
部
分
に
当
る)

で
は
、
声 

聞
弟
子
の
中
、
最
後
に
授
記
を
与
え
ら
れ
た
仏
弟
子
と
し
て
、
無 

学
の
羅
喉
羅
と
有
学
の
阿
難
が
と
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は 

恐
ら
く
、
羅
猴
羅
は
釈
尊
出
家
の
年
に
生
れ
た
実
子
で
あ
り
、
阿 

難
は
釈
尊
の
従
兄
弟
で
羅
喉
羅
と
同
年
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
依 

る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
数
多
く
の
声
聞
弟
子
の
中 

に
あ
っ
て
も
、
最
後
ま
で
釈
尊
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
者 

が
、

こ
の
二
人
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
そ
う
と
す
る
意
図
が
含
ま
れ 

て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
れ
に
つ
い
て
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、

『
涅
槃
経
』

の
一
番
最 

後
の
部
分
で
あ
る
僑
陳
如
品
の
内
容
で
あ
ろ
う
。
横
超
博
士
に
依 

る
と
、

『
涅
槃
経
』
が
現
在
の
十
三
品
四
十
巻
の
経
典
と
し
て
編
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成
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
大
体
七
集
も
し
く
は
ハ
集
が
あ
っ
た
と
考 

え
ら
れ
て
お
り
、
僑
陳
如
品
の
一
品
は
そ
の
最
後
の
編
成
に
依
っ 

て
附
加
さ
れ
た
も
の
と
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。
今
そ
の
惰
陳
如
品 

に
つ
い
て
、
注
意
を
求
め
る
の
は
、

『
涅
槃
経
』

に
お
い
て
、
阿 

難
が
登
場
す
る
の
は
、

こ
の
最
後
の
会
座
が
最
初
で
あ
り
、
し
か 

も
そ
の
登
場
の
仕
方
が
、
極
め
て
特
異
性
を
帯
び
て
い
る
か
ら
で 

あ
る
。

す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
釈
尊
が
最
初
の
弟
子
で
あ
る
僑
陳
如
—— 

漢
訳
と
魏
訳
は
知
本
際
賢
者
も
し
く
は
了
本
際
と
訳
す
—

に
対
し
突
然 

阿
難
の
所
在
を
尋
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
殊
菩
薩 

が
、

こ
の
会
座
に
集
ま
れ
る
大
衆
の
中
に
は
、

『
涅
槃
経
』
を
受 

持
す
る
に
相
応
し
い
無
数
の
諸
菩
薩
が
居
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
仏 

陀
は
何
故
今
に
な
っ
て
阿
難
の
所
在
を
尋
ね
ら
れ
る
の
か
、
と
問 

う
た
こ
と
に
答
え
て
、
釈
尊
は
阿
難
が
侍
者
と
な
っ
た
因
縁
を
詳 

し
く
説
き
、
そ
の
後
の
阿
難
の
功
績
を
讃
え
、
今
阿
難
の
所
在
を 

尋
ね
る
の
は
、

こ

の

『
涅
槃
経
』
を
受
持
せ
し
め
る
為
で
あ
る
と 

語
ら
れ
て
い
る
。
釈
尊
が
阿
難
と
の
因
縁
の
不
可
思
議
を
語
ら
れ 

る
の
は
、
た
だ
に
こ
の
経
典
に
限
る
も
の
で
は
な
く
、
『
法
華
経
』 

の
授
学
無
学
人
記
品
に
も
、

「
諸
の
善
男
子
よ
、
わ
れ
と
阿
難
と 

は
等
し
く
、
空
王
仏
の
所
に
お
い
て
、
同
時
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三 

菩
薩
の
心
を
発
せ
り
。
阿
難
は
常
に
多
聞
を
楽
い
、
わ
れ
は
常
に

勤
め
て
精
進
せ
り
。

こ
の
故
に
、
わ
れ
は
已
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三 

菩
薩
を
成
ず
る
こ
と
を
得
た
り
。
し
か
る
に
阿
難
は
、
わ
が
法
を 

護
持
し
、
ま
た
将
来
の
諸
仏
の
法
蔵
を
も
護
り
て
、
諸
々
の
菩
薩
衆 

を
教
化
し
成
就
せ
し
め
ん
。
そ
の
本
願
は
、
か
く
の
如
し
。
故
に 

こ
の
記
を
獲
た
る
な
り
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
阿 

難
は
、

「
即
時
に
過
去
の
無
量
の
千
万
億
の
諸
仏
の
法
蔵
を
憶
念 

す
る
に
、
通
達
し
て
無
礙
な
る
こ
と
、
今
、
聞
く
所
の
如
く
ま
た 

本
願
を
も
識
れ
り
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
等
の
経
説
は
、
如
何
に
釈
尊
が
阿
難
を
深
く
護
念
せ
ら
れ 

て
い
た
か
を
、
よ
く
物
語
っ
て
お
り
、

『
大
経
』

に
お
け
る
阿
難 

に
つ
い
て
窺
う
場
合
、
極
め
て
重
要
な
素
材
を
な
す
も
の
と
言
え 

る
で
あ
ろ
う
。

二

前
上
、
梵
本
及
び
チ
ベ
ッ
ト
本
に
見
ら
れ
る
阿
難
に
つ
い
て
の 

解
説
を
中
心
に
、
阿
難
が
有
学
位
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
を
、
二 

三
の
大
乗
経
典
を
参
照
し
つ
つ
考
察
し
て
来
た
が
、
次
に
主
と
し 

て

魏

訳

の

『
大
経
』

に
拠
り
、
浄
土
教
経
典
に
お
け
る
阿
難
の
位 

置
に
つ
い
て
窺
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

そ
れ
に
つ
い
て
、
先
ず
最
初
に
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
宗
祖
が 

『
大
経
意
和
讃
』

の
劈
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
次
の
和
讃
で
あ
ろ
う
。
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尊
者
阿
難
座
よ
り
た
ち
世
尊
の
威
光
を
胆
仰
し
生
希
有
心 

と
お
ど
ろ
か
し
未
曾
見
と
ぞ
あ
や
し
み
し 

如
来
の
光
瑞
希
有
に
し
て
阿
難
は
な
は
だ
こ
こ
ろ
よ
く
如 

是
之
義
と
と
へ
り
し
に
出
世
の
本
意
あ
ら
は
せ
り 

大
寂
定
に
い
り
た
ま
ひ 

如
来
の
光
顔
た
へ
に
し
て 

阿
難
の 

慧
見
を
み
そ
な
は
し
問
斯
慧
義
と
ほ
め
た
ま
ふ 

如
来
興
世
の
本
意
に
は 

本
願
真
実
ひ
ら
き
て
ぞ 

難
値
難
見 

と
と
き
た
ま
ひ
猶
霊
瑞
華
と
し
め
し
け
る 

こ
の
四
首
の
和
讃
が
、
異
訳
等
を
も
参
照
し
て
、

『
大
経
』

の 

発
起
序
の
内
容
を
讃
仰
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
更
言 

う
ま
で
も
な
い
が
、
宗

祖

が

『
大
経
意
和
讃
』
を
、
阿
難
の
問
い 

に
つ
い
て
説
き
起
さ
れ
、
初
め
の
三
首
を
も
っ
て
、
阿
難
の
問
い 

を
讃
仰
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
実
に
感
銘
深
い
こ
と
と
言
わ
ず
に 

お
れ
な
い
。

こ
こ
に
吾
々
は
、
宗
祖
が
如
何
に
阿
難
の
問
い
に
対 

し
て
深
い
謝
念
を
抱
い
て
お
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
見
出
す
の 

で
あ
り
、
如
来
の
本
願
が
阿
難
の
問
い
を
縁
と
し
て
開
か
れ
た
こ 

と
に
、
言
い
知
れ
な
い
感
動
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
洵
に
そ
の
問 

い
こ
そ
は
、
阿
難
に
お
い
て
永
く
憶
念
さ
れ
続
け
て
来
た
も
の
で 

あ
り
、
釈
尊
に
よ
っ
て
久
し
く
待
ち
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ 

る
が
、
そ
れ
が
今
や
漸
や
く
に
し
て
時
節
到
来
し
宿
善
開
発
し
て 

開
か
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
、
経
典
は
吾
々
の
上
に
語
り
告
げ
て

い
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
宗
祖
に
お
い
て
は
、
阿
難
が
釈
尊
に
遇 

い
得
た
こ
と
の
深
い
感
動
の
中
に
、
自

ら

が

『
大
経
』

に
遇
い
得 

た
こ
と
の
深
い
感
動
を
見
出
し
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の 

で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、

『
教
行
信
証
』

の
中
に
あ
っ
て
も
、
最 

も
簡
明
直
截
な
『
教
巻
』

に
お
い
て
、

『
大
経
』

の
大
意
・
宗
体 

釈
に
弓
続
き
、
自

ら

「
何
を
以
っ
て
か
出
世
の
大
事
な
り
と
知
る 

こ
と
を
得
る
と
な
ら
ば
」
と
徴
起
し
て
、
発
起
序
に
お
け
る
、
阿 

難
と
釈
尊
の
間
に
か
わ
さ
れ
た
、
極
め
て
深
い
歴
史
的
意
義
を
も 

つ
応
答
の
文
を
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
上
に
、

一
層
明
瞭
に 

汲
取
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
そ
こ
で
、
魏
訳
に
次
い
で
引
用 

せ
ら
れ
て
い
る
唐
訳
及
び
漢
訳
の
経
文
は
、
前
者
が
阿
難
の
問
い 

を
讃
嘆
せ
ら
れ
た
部
分
で
あ
り
、
後
者
が
阿
難
の
給
仕
の
無
駄
で 

な
か
っ
た
こ
と
を
証
誠
せ
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
言
つ
て 

宗
祖
が
そ
こ
で
「
出
世
の
大
事
」
と
言
わ
れ
た
の
は
、
た
だ
釈
尊 

の
み
に
拘
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
同
時
に
仏
弟
子
そ
の
も 

の
の
出
世
本
懐
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
こ
に
見
出
さ 

れ
て
い
た
が
為
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
、
窺
い
知
ら
れ
る
の
で
あ 

る
。
故

に

『
教
巻
』

の
引
文
は
、
釈
尊
の
徳
を
讃
仰
す
る
こ
と
よ 

り
も
、
寧
ろ
阿
難
の
問
い
を
讃
嘆
す
る
こ
と
の
上
に
、
そ
の
主
題 

が
置
か
れ
て
い
た
と
領
解
し
て
も
、
決
し
て
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
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と
思
う
。

そ
し
て
、

『
大
経
』

に
顕
わ
さ
れ
た
阿
難
の
問
題
は
、
先
き
に 

述
べ
た
他
の
大
乗
経
典
に
示
さ
れ
た
阿
難
像
と
、
決
し
て
無
関
係 

な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
次
に
そ
の
相
互
関
係
を
見
な
が 

ら
、

『
大
経
』

に
お
け
る
阿
難
の
特
異
性
に
つ
い
て
、
窺
っ
て
ゆ 

き
た
い
と
思
う
。

『
大
経
』

の
発
起
序
は
、
久
し
く
釈
尊
の
人
格
・
肉
身
に
執
わ 

れ
て
い
た
阿
難
が
、
始
め
て
応
身
と
し
て
の
釈
尊
の
相
の
上
に
法 

身
の
徳
を
見
出
し
、
釈
尊
が
本
来
如
来
で
あ
る
こ
と
を
感
得
す
る 

に
至
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
魏
訳
及
び
唐
訳
に
、

「
阿 

難
、
当
に
知
る
べ
し
。
如
来
の
正
覚
は
そ
の
智
量
り
難
く
、
導
御 

す
る
所
多
し
、
慧
見
無
礙
に
し
て
能
く
遏
絶
す
る
な
く
、

一
滾
の 

力
を
も
っ
て
能
く
寿
命
を
住
す
る
こ
と
、
億
百
千
劫
無
数
無
量
に 

し
て
復
此
れ
に
過
ぎ
ん
」(
1

唐
訳
と
魏
訳
は
少
し
経
文
を
異
に
す
る 

が
、
文
意
は
同
じ
で
あ
る1
)

と
説
か
れ
て
い
る
の
は
、

先
き
に
引 

用

し

た

『
維
摩
経
』
弟
子
品
の
解
説
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ 

り
、
応
身
と
法
身
の
内
面
的
相
即
関
係
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ 

と
は
、
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
阿
難
が
釈
尊
に
対
し
て
、
そ
の
大
寂
定
の
内
景
で
あ 

り
、
普
等
三
昧
と
も
云
わ
れ
る
仏
々
相
念
の
境
地
を
問
い
尋
ね
た 

の
は
、
先
き
に
引
用
し
た
『
法
華
経
』

の
授
学
無
学
人
記
品
に
、

釈
尊
か
ら
授
記
を
得
た
阿
難
に
つ
い
て
、

「
即
時
、
過
去
の
無
量 

の
千
万
億
の
諸
仏
の
法
蔵
を
憶
念
す
る
に
、
通
達
し
て
無
礙
な
る 

こ
と
、
今
聞
く
所
の
如
し
。
ま
た
本
願
を
も
識
れ
り
」
と
説
か
れ 

て
い
た
こ
と
と
、
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ 

ろ
う
。

或
い
は
亦
、
釈
尊
が
阿
難
に
対
し
て
、
世
自
在
王
仏
と
法
蔵
菩 

薩
と
の
対
応
を
通
し
て
、
如
来
の
本
願
を
説
き
顕
わ
さ
れ
た
の
は 

古

く

は

『
阿
含
経
』

に
阿
難
と
釈
尊
と
の
対
話
と
し
て
説
か
れ
、
 

『
涅
槃
経
』

に
継
承
せ
ら
れ
た
、

「
一
切
梵
行
の
因
は
善
知
識
な 

り
、

一
切
梵
行
の
因
無
量
な
り
と
雖
も
、
善
知
識
を
説
け
ば
則
ち 

已
に
摂
尽
し
ぬ
」(

『
化
身
土
巻
』
に
引
用)

と
い
う
教
説
を
受
け
る 

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
亦
、
釈
尊
の
阿
難
に
対
す
る
遺
誡
と
し
て 

『
阿
含
経
』

に
説
か
れ
て
い
る
「
自
灯
明
自
帰
依
、
法
灯
明
法
帰 

依
」
と
い
う
教
言
の
意
味
を
、
具
体
的
に
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る 

と
、
見
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

故
に
も
し
、
か
く
の
如
く
『
大
経
』

に
お
け
る
阿
難
の
問
題
を 

他
の
諸
経
典
と
の
関
連
性
に
お
い
て
見
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に 

は
実
に
無
数
の
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ 

る
が
、
そ
れ
ら
諸
経
典
に
お
け
る
阿
難
像
と
異
っ
て
、
ま
さ
し
く 

『
大
経
』

に
お
け
る
阿
難
の
み
が
も
つ
特
異
性
は
、
最
初
に
も
述 

べ
た
如
く
、
未
離
欲
の
衆
生
を
代
表
す
る
阿
難
の
問
い
を
縁
と
し
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て
、
如
来
の
本
願
が
始
め
て
群
萌
の
歴
史
の
上
に
開
顕
せ
ら
れ
る 

に
至
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

周
知
の
如
く
、

『
大
経
』

は
そ
の
一
部
始
終
に
わ
た
っ
て
、
如 

来
の
本
音
で
あ
る
大
悲
の
本
願
を
説
き
顕
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る 

が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
曾

我

先

生

が

『
大
無
量
寿
経
聴
記
』

に
お 

い
て
指
摘
せ
ら
れ
た
如
く
、

『
大
経
』

は

「
欲
聞
」(

序
分
の
終) 

に
始
ま
っ
て
「
得

聞
(

流
通
分
の
終)

に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
り 

「
聞
其
名
号
」
を
も
っ
て
一
貫
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
も 

の
で
あ
る
。
故

に

『
大
経
』
が
解
空
第
一
の
須
卄
音
提
や
、
智
慧
第 

ー
の
舎
利
弗
や
、
或
い
は
神
通
第
一
の
目
蓮
等
を
対
告
衆
と
せ
ず 

多
聞
第
一
の
阿
難
を
対
告
衆
と
せ
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
も
そ
こ
に 

あ
り
、
し

か

も

『
大
経
』

は
、
そ
の
多
聞
第
一
の
阿
難
を
通
し
て 

真
に
聞
き
開
か
る
べ
き
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ 

た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ 

こ
に
、
梵
本
及
び
チ
ベ
ッ
ト
本
に
お
い
て
、
阿
難
一
人
が
有
学
位 

で
あ
る
と
説
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
意
味
と
、
有
学
位 

か
ら
の
超
越
の
方
向
が
解
明
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の 

で
あ
る
。

三 

で
は
、
次
に
悲
化
段
以
下
に
対
告
衆
と
し
て
登
場
す
る
弥
勒
菩

薩
と
、
前
上
見
て
来
た
阿
難
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の 

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
窺
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
が
、

こ
こ
で 

は
そ
れ
に
先
立
っ
て
、

一
ニ
の
形
式
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
触
れ 

て
お
き
た
い
と
思
う
。

そ
の
一
つ
は
、
証
信
序
に
お
け
る
大
乗
の
対
告
衆
に
つ
い
て
、
 

呉
訳
と
漢
訳
と
宋
訳
は
、
菩
薩
名
を
記
述
せ
ず
、
唐
訳
と
魏
訳
は 

慈
氏
菩
薩
等
の
出
家
の
菩
薩
及
び
賢
護
等
の
在
家
の
菩
薩
の
名
を 

数
多
く
列
挙
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
梵
本
及
び
チ
ベ
ッ
ト
本
は 

た
だ
弥
勒
菩
薩
の
名
前
の
み
を
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
に 

は
経
典
史
学
の
立
場
か
ら
見
て
、
注
意
す
べ
き
問
題
が
含
ま
れ
て 

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
今
の
場
合
、
梵
本
及
び
チ
ベ
ッ
ト
本 

に
、
弥
勒
菩
薩
の
み
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
何 

故
な
ら
ば
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
そ
れ
等
は
声
聞
弟
子
の
所
で
は 

特
に
阿
難
の
み
を
有
学
位
の
者
と
し
て
取
り
挙
げ
て
い
た
が' 

今 

大
乗
の
菩
薩
と
し
て
弥
勒
の
み
を
挙
げ
て
い
る
の
は
『
大
経
』
に 

お
け
る
対
告
衆
の
中
心
が
、
阿
難
と
弥
勒
に
あ
る
こ
と
を
、
既
に 

序
文
の
所
で
顕
わ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

そ
し
て
そ
れ
と
関
連
し
て
、

今
一
つ
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
 

『
大
経
』
を
阿
難
会
と
弥
勒
会
に
明
確
に
区
別
し
て
い
る
の
は
、
 

梵
本
及
び
チ
ベ
ッ
ト
本
の
み
で
あ
っ
て
、
漢
訳
で
は
必
ら
ず
し
も 

そ
れ
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
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あ
る6周

知
の
如
く
、
梵
本
及
び
チ
ベ
ッ
ト
本
に
は
、
漢
訳
の
悲
化
段 

に
相
当
す
る
部
分
を
欠
い
て
お
り
、
正
説
の
衆
生
往
生
の
因
果
の 

教
え
か
ら
、
直
ち
に
智
慧
段
の
前
半
に
当
る
阿
難
の
礼
拝
見
仏
に 

移
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
を
阿
難
会
と
し
て
、
智
慧
段
の 

後
半
以
下
は
弥
勒
の
み
を
対
告
衆
と
す
る
弥
勒
会
と
し
て
説
か
れ 

て
お
り
、
二
会
は
明
確
に
区
別
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
漢
訳
の
五
訳
に
は
、
呉
訳
及
び
漢
訳
に
は
悲
化 

段
は
あ
る
が
智
慧
段
を
欠
き
、
宋
訳
及
び
唐
訳
に
は
智
慧
段
は
あ 

る
が
悲
化
段
を
欠
い
て
お
り
、
魏
訳
に
の
み
悲
化
段
と
智
慧
段
が 

具
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
如
く
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
不
同
が
あ 

る
。
従
っ
て
魏
訳
に
見
ら
れ
る
如
く
、
弥
勒
会
の
中
に
も
阿
難
が 

登
場
す
る
形
を
と
っ
て
お
り
、
梵
本
等
と
は
異
っ
て
い
る
。
そ
し 

て
同
じ
智
慧
段
の
胎
化
の
得
失
の
筒
所
に
お
い
て
も
、
宋
訳
及
び 

唐
訳
は
、
梵
本
等
と
同
じ
く
弥
勒
の
み
を
対
告
衆
と
せ
ら
れ
て
い 

る
の
に
対
し
て
、
魏
訳
の
み
は
阿
難
と
弥
勒
を
対
告
衆
と
せ
ら
れ 

て
い
る
と
い
う
相
異
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
言 

っ
て
、

『
大
経
』
が
阿
難
会
と
弥
勒
会
と
の
二
会
か
ら
成
立
っ
て 

い
る
と
領
解
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
必
要
は
な
く
、
寧
ろ
そ
の
よ 

う
な
態
に
お
い
て
二
会
の
意
味
が
、
よ
り
明
確
に
説
示
せ
ら
れ
て 

い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
魏
訳
が
他
の
四
訳
及
び
梵
本
等
と

相
違
す
る
特
異
性
に
つ
い
て
は
、
他
日
更
め
て
詳
細
に
検
討
し
て 

ゆ
く
こ
と
と
し
て' 

こ
こ
で
は
阿
難
会
と
弥
勒
会
の
関
係
を
、
極 

め
て
概
括
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
先
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

『
増
一
阿
含
』
等 

に
、
釈
尊
は
最
初
に
法
を
摩
訶
迦
葉
に
伝
え
ら
れ
、
摩
訶
迦
葉
は 

更
に
そ
れ
を
阿
難
に
伝
え
た
と
い
う
法
宝
の
伝
統
が
示
さ
れ
て
い 

る
の
に
対
し
、

『
維
摩
経
』
等
に
は
、
弥
勒
が
出
現
す
る
ま
で
法 

宝
の
保
持
が
阿
難
に
委
託
せ
ら
れ
た
と
言
わ
れ
、

『
法
華
経
』
に 

は
特
に
阿
難
に
よ
る
法
宝
の
保
持
を
、
正
法
・
像
法
の
世
ま
で
と 

説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
故

に

今

の

『
大
経
』
に
お
け
る 

阿
難
会
と
弥
勒
会
の
関
係
も
、
阿
難
か
ら
弥
勒
へ
法
が
伝
統
せ
ら 

れ
た
こ
と
を
表
わ
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る 

と
す
れ
ば
、
弥
勒
会
に
お
け
る
悲
化
段
及
び
智
慧
段
は
、
殊
に
未 

来
世
の
一
切
衆
生
を
問
題
に
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
体 

流
通
分
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
こ
と
は
、
次
の
如
く
、
悲
化
段
の
終
り
の
経
文
と
、
流
通 

分
の
始
め
の
経
文
と
が
、
相
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知 

ら
れ
る
。

(

悲
化
段)

「
我
れ
世
を
去
り
て
後
、
経
道
漸
や
く
滅
し
、
人
民 

諂
偽
な
ら
ん
。
復
衆
悪
を
為
ら
ん
。
五
焼
五
痛
還
え
り
て
前
法
の 

如
く
な
ら
ん
、
と
き
久
し
く
し
て
後
転
た
劇
し
か
ら
ん
。
悉
く
説
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く
べ
か
ら
ず
。
我
れ
但
汝
が
為
に
略
し
て
こ
れ
を
言
う
な
ら
く
の 

み
。
」 

。
〇
。
。

。
。:

(

流
通
分)

「
当
来
の
世
、
経
道
滅
尺
せ
ん
に
、
我
れ
慈
悲
哀
愍 

を
以
っ
て
、

特
に
此
の
経
を
留
め
て
、

止
住
す
る
こ
と
百
歳
せ 

ん
。
そ
れ
衆
生
有
り
て
斯
の
経
に
値
う
者
は
、
意
の
所
願
に
随
っ 

て
、
皆
得
度
す
べ
し
。
」

洵
に
こ
の
経
道
滅
尽
の
世
に
お
け
る
三
毒
五
悪
の
現
実
こ
そ
は 

本
願
の
名
号
が
聞
き
開
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
世
界
で
あ
り
『
大
経
』 

の
み
が
真
実
教
で
あ
る
こ
と
の
証
明
せ
ら
れ
て
ゆ
く
世
界
に
他
な 

ら
な
い
の
で
あ
る
。
(

法
然
上
人
は
選
択
集
の
特
留
章
に
「特
留
此
経
」 

を

「特
留
名
号
」
と
し
て
阴
か
さ
れ
て
い
る)

そ
れ
だ
け
に
、
未
離
欲 

の
為
、
た
だ
一
人
有
学
位
に
あ
る
者
と
せ
ら
れ
た
阿
難
の
み
が
、
 

唯
一
の
対
告
衆
と
し
て
選
び
出
さ
れ
、
そ
の
阿
難
が
救
わ
れ
る
道 

を
開
き
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と 

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
吾
々
は
、
釈
尊
が 

醇
々
と
し
て
如
来
の
本
願
を
説
き
示
さ
れ
る
の
を
、
「
唯
然
々
々
」 

と
自
ら
の
胸
中
深
く
頷
き
つ
つ
聴
聞
し
て
い
る
阿
難
の
上
に
、
「
弥 

陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
ー 

人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
述
懐
さ
れ
た
宗
祖
の
心
境
を
見
出
す
の 

で
あ
る
。

当
初
は
観
経
に
お
け
る
阿
難
に
つ
い
て
も
論
述
す
る
予
定
で
あ
っ
た

が
、
締
切
期
日
に
間
に
合
わ
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い 

て
は
、
十
一
月
に
開
か
れ
る
大
谷
学
会
秋
季
公
開
講
演
会
に
お
い
て
発 

表
す
る
積
り
で
あ
る
。
 

(

四
〇 

・
 
- 

〇 - 

一
八) 

〔補

記

〕

智

度

論(

巻
三)

に
は
、
阿
難
に
つ
い
て
、㈠

阿
難
を
除
く
理
由
—
未 

離
欲
の
故
に
—
、㈡

阿
難
は
常
随
直
呢
の
弟
子
で
あ
り
な
が
ら
仏
滅
後 

ま
で
無
学
位
に
進
む
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
理
由
、㈢

阿
難
と
い
う
名 

の
因
縁
の
三
問
を
採
り
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
第
二
番
の
問
題
に
つ
い 

て
は
次
の
如
く
釈
明
し
て
い
る
。

⑴

阿
難
は
諸
弟
子
中
多
聞
第
一
で
あ
る
こ
と
を
本
領
と
し
た
故
に
、
 

供
給
供
養
の
弟
子
に
留
っ
て
、
阿
羅
漢
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ 

る
。

何
阿
難
は
種
々
の
読
経
を
聞
き
持
誦
し
利
観
し
た
故
に
、
智
慧
は
多 

か
っ
た
が
摂
心
が
少
な
か
っ
た
為
に
、
須
陀
疽
に
留
っ
た
の
で
あ 

る
。

の
阿
難
は
最
後
ま
で
世
尊
に
供
給
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
故
に
、
阿 

羅
漢
道
を
得
て
居
り
な
が
ら
、
敢
え
て
自
ら
供
給
の
人
に
留
っ
た
の 

で
あ
る
。

㈡

処
と
時
と
人
と
の
三
事
が
合
致
し
な
か
っ
た
が
為
で
あ
る
。
 

励
阿
難
は
世
々
王
者
の
種
で
あ
っ
て
端
正
無
比
で
あ
り
福
徳
無
量
で 

あ
っ
た
為
、
他
の
弟
子
の
如
く
世
法
を
厭
う
こ
と
が
少
な
か
っ
た
が 

為
で
あ
る
。

こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
小
論
に
お
い
て
窺
っ
て
来
た
か
ら
、
こ 

こ
で
は
別
に
解
説
を
加
え
な
い
こ
と
に
す
る
。
(

四
〇
・ 

ー
ー
・
一
〇)
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