
無
三
悪
趣
の
願
の
意
義

藤 

嶽 

明 

信

1

苦

悩

の

重

さ

『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
は' 

十
方
衆
生
の
救
済
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
衆
生
の
救
済
の
た
め

①
 

に
浄
土
の
建
立
が
願
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
蔵
菩
薩
自
身
が
仏
と
成
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法 

蔵
菩
薩
の
本
願
・
四
十
ハ
願
は'

た
と
い
我
、
仏
を
得
ん
に
、
国
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
あ
ら
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。(
『
大
経
』
・
真
聖
全
ー
・
ハ
頁) 

と
い
う
こ
と
か
ら
説
き
始
め
ら
れ
る
。
本
願
の
最
初
に
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
は' 

浄
土
に
は
三
悪
趣
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ 

で
は
、
こ

の

「無
三
悪
趣
の
願
」
と
は' 

如
何
な
る
浄
土
を
願
う
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
我
々
に
何
を
語
り
か
け
て
い
る
の
で 

あ
ろ
う
か
。

三
悪
趣
に
つ
い
て
、
『
無
量
寿
経
義
疏
』
に
は'

地
獄
と
い
う
は' 

地
下
牢
獄
な
り
。
是
れ
そ
の
苦
処
な
り
。
故
に
地
獄
と
い
う
。
餓
鬼
と
い
う
は
、
飢
渇
を
餓
と
名
づ
く
。
恐
怯
し 

て
畏
多
し
。

故
に
名
づ
け
て
鬼
と
な
す
。

畜
生
と
い
う
は' 

此
れ
い
ま
し
生
に
従
っ
て
畜
養
さ
る
る
を
名
と
な
す
。

一
切
世
人
、
 

あ
る
い
は
敢
食
と
な
し
、
あ
る
い
は
駆
使
と
な
し
て
こ
の
生
を
畜
養
す
。
故
に
畜
生
と
す
。(
慧
遠
『無
量
寿
経
義
疏
』
，
大
正
蔵
，
三
七



巻

，
一
〇
三頁

.
〇
)

と
、
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
に
、
地
獄
と
は
、
た
え
ず
苦
に
苛
ま
れ
る
極
苦
の
世
界
を
い
い
、
餓
鬼
と
は
、
常
に
飢
渇 

し
て
満
足
す
る
こ
と
の
な
い
苦
の
世
界
を
い
い
、
畜
生
と
は
、
畜
育
さ
れ
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
の
な
い
苦
の
世
界
を
い
う
も
の 

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
『
往
生
要
集
』
に
は
、
三
悪
趣
な
ど
六
道
に
つ
い
て
詳
細
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
、
 

三
悪
趣
の
因
に
つ
い
て
、
地
獄
に
関
し
て
は
殺
生
等
が
掲
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
餓
鬼
と
畜
生
に
関
し
て
は
、
 

慳
貪
・
嫉
妬
の
者
、
餓
鬼
道
に
堕
す
と
。(
『往
生
要
集
』
・
真
聖
全
一
・
七
四
四
頁) 

畜
生
道
を
明
さ
ば
、(
中
略)

愚
癡
無
慚
に
し
て' 

徒
に
信
旋
を
受
け
、
他
の
物
を
償
は
ざ
り
し
者
、
此
の
報
を
受
く
。(
『往
生
要
集
』 

-

真
聖
全
一
・
七
四
四
〜
五
頁)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
よ
り
す
れ
ば
、
三
悪
趣
と
は
、
殺
生
や
貪
・
瞋

・
癡
の
三
毒
に
よ
っ
て
堕
ち
る
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
そ 

の
こ
と
は
ま
た
、
殺
生
や
三
毒
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
世
界
が
三
悪
趣
で
あ
る
こ
と
を
も
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

三
悪
趣
と
い
う
こ
と
が
、
上
記
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
な
ら
ば'

「無
三
悪
趣
の
願
」
と
は
、
苦
に
苛
ま
れ
、
飢
渇
し
、
畜
養
さ
れ
る 

と
い
う
こ
と
や
、
殺
生
や
三
毒
と
い
う
こ
と
な
ど
が
、
浄
土
に
は
無
い
と
い
う
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
伺 

っ
て
く
る
と
、
三
悪
趣
、
あ
る
い
は
無
三
悪
趣
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
了
解
不
可
能
な
事
柄
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

一
応
そ
れ
な 

り
に
了
解
し
得
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
自
分
な
り
の
了
解
と
い
う
も
の
は
自
己
に
救
済
と
い
う
こ
と
を
明
ら 

か
に
し
て
ゆ
く
よ
う
な
了
解
で
あ
ろ
う
か
。
十
方
衆
生
の
救
済
を
願
う
本
願
の
第
一
願
の
内
容
と
し
て
説
か
れ
る
三
悪
趣
・
無
三
悪
趣
と 

い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
十
方
衆
生
の
救
済
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
事
柄
と
し
て
、
人
間
に
頷
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ 

う
。
そ
し
て
、
人
間
の
救
済
と
い
う
こ
と
に
深
く
関
わ
る
事
柄
と
し
て
三
悪
趣
の
問
題
が
表
さ
れ
て
い
る
の
が
、
韋
提
希
、
阿
闍
世
、
そ 

し

て

『
観
経
』
下
下
品
の
機
で
は
な
か
ろ
う
か
。
韋
提
希
は
、

唯
、
願
わ
く
は
世
尊
、
我
が
た
め
に
広
く
憂
悩
な
き
処
を
説
き
た
ま
え
。
我
当
に
往
生
す
べ
し
。
閻
浮
提
・
濁
悪
世
を
ば
楽
わ
ず
。



こ
の
濁
悪
処
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
盈
満
し
、
不
善
の
聚
多
し
。
願
わ
く
は
我
、
未
来
に
悪
声
を
聞
か
じ' 

悪
人
を
見
じ
。(
『観
経
』

-

真
聖
全
一
・
五
〇
頁)

と
、
 

広
く
浄
土
を
願
い
、
三
悪
趣
を
厭
う
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
の
浄
土
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
。
ま
た
、
阿
闍
世
は
、
 

我
今
病
重
し
。
正
法
の
王
に
お
い
て
悪
逆
害
を
興
ず
。

一
切
良
医
妙
薬
咒
術
善
巧
瞻
病
の
治
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
何
を
以 

て
の
故
に
、
我
が
父
法
王
、
法
の
ご
と
く
国
を
治
む
。
実
に
辜
な
し
。
横
に
逆
害
を
加
す
。
魚
の
陸
に
処
す
る
が
ご
と
し
。
乃
至 

我
昔
か
っ
て
智
者
説
き
て
言
う
こ
と
を
聞
き
き
、
身
口
意
業
も
し
清
浄
な
ら
ず
ば
、
当
に
知
る
べ
し
。
こ
の
人
必
ず
地
獄
に
堕
せ
ん
、
 

と
。
我
ま
た
是
の
如
し
。
い
か
ん
ぞ
当
に
安
穏
に
眠
る
こ
と
を
得
べ
き
や
。(
「信
巻17

親
全
一
・
一
六
二
頁) 

と
、
必
堕
地
獄
の
苦
を
通
し
て
、
阿
闍
世
自
身
を
救
う
「無
根
の
信
」
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
。
ま
た
、
『
観
経
』

の
九
品
の
教
説
で

は
、

下
品
下
生
と
い
う
は
、
あ
る
い
は
衆
生
あ
り
て
、
不
善
業
た
る
五
逆
・
十
悪
を
作
る
。
諸
の
不
善
を
具
せ
ん
。
此
の
如
き
の
愚
人' 

悪
業
を
以
て
の
故
に
応
に
悪
道
に
堕
す
べ
し
。
多
劫
を
経
歴
し
て
苦
を
受
く
る
こ
と
無
窮
な
る
べ
し
。
此
の
如
き
愚
人
、
命
終
の
時 

に
臨
み
て
、
善
知
識
、
種
種
安
慰
し
て
、
た
め
に
妙
法
を
説
き
、
教
え
て
念
仏
せ
し
む
る
に
遇
わ
ん
。
此
の
人
苦
に
逼
め
ら
れ
て
、
 

念
仏
す
る
に
遑
あ
ら
ず
。(
『
観
経
』,

真
聖
全
一
・
六
五
頁)

と
、
悪
道
に
堕
す
る
苦
に
逼
め
ら
れ
る
下
下
品
の
機
に
お
い
て
、
称
名
に
よ
る
往
生
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の 

救
済
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
場
面
に
深
く
関
わ
る
事
柄
と
し
て
地
獄
等
の
三
悪
趣
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

地
獄
等
の
三
悪
趣
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
人
間
は
そ
れ
を
対
象
化
し
て
了
解
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
 

三
悪
趣
と
は
何
時
あ
る
の
か
、
死
後
か
、
現
在
か
。
ま
た
、
何
処
に
あ
る
の
か' 

地
下
か
、
地
上
か
、
と
。
し
か
し
、
韋
提
希
に
よ
っ
て 

「
こ
の
濁
悪
処
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
盈
満
し
て
、

不
善
の
聚
多
し
。
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、

三
悪
趣
は
必
ず
し
も
命
終
後
の
世
界
と 

し
て
表
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
現
在
の
此
の
世
界
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
三
悪
趣
と
い
う



こ
と
が
、
死
後
の
世
界
と
し
て
固
定
化
さ
れ
実
体
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
な
い
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
 

阿
闍
世
や
下
下
品
の
機
に
お
い
て
は
、
命
終
の
後
に
悪
道
に
堕
ち
る
と
い
う
こ
と
が
恐
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
三
悪
趣
と
は
現 

在
の
あ
る
状
況
の
譬
喩
的
表
現
に
す
ぎ
な
い
と
言
い
切
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
な
い
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
命
終 

後
の
世
界
、
「未
来
」
の
世
界
と
し
て
の
三
悪
趣
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に' 

三
悪
趣
は
、
或
い
は
現
在
の
世
界
と
し
て
語
ら
れ
、
或
い
は
未
来
の
世
界
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で 

は
、
三
悪
趣
と
は
一
体
如
何
な
る
事
柄
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
韋
提
希
が
厭
う
と
こ
ろ
の
三
悪
趣
の
盈
満
す
る
濁
悪
処
と
は
、
 

夫
人
、
自
身
の
苦
に
遇
う
て' 

世
の
非
常
を
覚
る
に
、

六
道
同
じ
く
然
な
り
。

安
心
の
地
あ
る
こ
と
な
し
。(
『観
経
疏
』"

真
聖
全
ー

-

四
ハ
五
頁)

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
韋
提
希
が
幽
閉
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て' 

自
身
の
苦
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
世
界
で
あ
る
。
 

自
身
の
苦
の
内
容
と
し
て
あ
る
三
悪
趣
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
韋
提
希
は
、
厭
う
べ
き
事
柄

②
 

と
し
て
、
殊
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
品
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
三
品
に
つ
い
て
、
諸
師
は
そ
の
方
処
や
様
相
等
を
註
し
て
い
る
の
に 

対
し
て
、
善
等
は
、
 

地
獄
等
と
い
う
已
下
の
三
品
は' 

悪
果
最
も
重
け
れ
ば
な
り
。(
「序
分
義
」:

ハ
三
頁) 

と
、
「重
い
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
表
し
て
い
る
。

重
さ
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
を
担
っ
て
い
る
人
の
と
こ
ろ
に
の
み
あ
る
事
柄
で
あ
る
。
 

韋
提
希
に
と
っ
て
三
悪
趣
と
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
韋
提
希
自
身
が
押
し
潰
さ
れ
る
よ
う
な
重
い
問
題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
自
身
の 

苦
悩
の
内
容
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。
ま
た' 

阿
闍
世
や
下
下
品
の
機
に
と
っ
て' 

地
獄
等
の
悪
道
は
未
来
の
世
界 

で
あ
る
が
、
そ
こ
に
必
ず
堕
ち
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
は
、
正
し
く
現
在
で
あ
り' 

現
在
の
苦
悩
の
内
容
と
し
て
あ
る
事
柄
で
あ
る
。
 

現
在
に
お
い
て
限
り
な
い
重
さ
を
も
っ
た
こ
と
と
し
て
あ
る
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
三
悪
趣
と
は
、
自
身
の
苦 

悩
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
に
、
そ
の
方
処
や
時
節
や
様
相
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
事
柄
で
は
な
い
。
ま
た
、
眉
を
ひ
そ
め
て



眺
め
て
ゆ
け
る
よ
う
な
他
人
事
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に'

人
間
の
救
済
と
い
う
こ
と
に
深
く
関
わ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
三
悪
趣
と
い
う
こ
と
は
、
他
人
事
と
し
て
で
は
な 

く
、
徹
底
し
て
自
身
の
苦
悩
の
内
容
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。

一
人
の
苦
悩
す
る
人
間
、
迷
悶
者
の
苦
の
内
容
と
し
て
三
悪
趣
が
表
さ
れ 

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
日
常
に
お
い
て
、
三
悪
趣
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
自
己
の
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
だ 

ろ
う
か
。
確
か
に
、
人
が
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
様
々
な
困
難
や
承
服
し
か
ね
る
こ
と
、
ま
た
、
悲
し
み
や
苦
し
み
と 

い
う
も
の
に
遭
遇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
け
れ
ど
も' 

そ
れ
ら
の
こ
と
を
本
当
に
自
分
の
問
題
と
し
て
苦
悩
し
、
苦
し
み
抜
い
て
ゆ
く
と
い 

う
こ
と
は
、
人
間
に
は
出
来
難
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
ど
ん
な
に
大
き
な
問
題
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
他
人
事 

と
し
て
ゆ
け
る
な
ら
、
何
処
か
で
自
分
を
保
ち
つ
つ
そ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
ゆ
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
些
細
に
見
え
る
こ 

と
で
も
他
な
ら
ぬ
自
分
の
問
題
と
な
る
と
き
に
は
、
そ
の
人
間
に
と
っ
て
耐
え
難
い
重
さ
を
も
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ 

れ
故
に
、
様
々
の
こ
と
に
お
い
て
そ
の
重
さ
を
回
避
し
つ
つ
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
の
こ
と
が
他
人
事
と
な 

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
苦
悩
す
る
と
い
う
こ
と
は
重
さ
を
担
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
極
苦
と
表
わ
さ
れ
る
地
獄 

等
が
、
自
己
の
本
当
の
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
ゝ
人
間
に
と
っ
て
如
何
に
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
韋
提
希
、
 

阿
闍
世
ゝ
下
下
品
の
機
と
は
、
自
身
の
苦
の
重
さ
に
押
し
潰
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
こ
と
を
回
避
せ
ず
し
て
、
そ
の
と
こ
ろ
に
立
ち 

続
け
て
い
る
存
在
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
そ
の
存
在
を
し
て
立
ち
続
け
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
何
事
か
が
あ
る 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

2
 

苦

悩

の

深

さ

救
済
と
い
う
こ
と
に
深
く
関
わ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
三
悪
趣
に
は
自
己
の
苦
悩
と
し
て
の
重
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
殊 

に
三
悪
趣
と
し
て
語
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
苦
悩
の
も
つ
深
さ
と
い
う
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
韋
提



希
と
阿
闍
世
は
、

善
見
聞
き
已
り
て
、
即
ち
大
臣
と
と
も
に
其
の
父
の
王
を
収
っ
て' 

之
を
城
の
外
に
閉
ず
。
四
種
の
兵
を
以
て
之
を
守
衛
せ
し
む
。
 

毗
提
夫
人
是
の
事
を
聞
き
已
り
て
、
即
ち
王
の
所
に
至
る
。
時
に
王
を
守
り
て
、
人
を
し
て
遮
り
て
入
る
こ
と
を
聴
さ
ず
。
そ
の
時 

に
夫
人
、
瞋
恚
の
心
を
生
じ
て
、
便
ち
之
を
呵
罵
す
。
時
に
諸
の
守
人
、
即
ち
太
子
に
告
ぐ
ら
く
、
大
王
の
夫
人
、
 

父
の
王
を
見
ん 

と
欲
う
を
ば
、
不
審
、
聴
し
て
ん
や
不
や
。
善
見
聞
き
已
り
て
ま
た
瞋
嫌
を
生
じ
て
、
即
ち
母
の
所
に
往
き
て
、
前
ん
で
母
の
髪
を 

牽
き
て
、
 

刀
を
抜
き
て
斫
ら
ん
と
す
。(
「信
巻
」
・
親
全
一
・
一
八
一
〜
一
八
二
頁) 

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
母
と
子
で
あ
り
な
が
ら
、
互
い
に
瞋
り
憎
み
合
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
瞋
恚
と
は
、
不
可
意
の
対
境
に
向
っ
て 

起
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に' 

韋
提
希
と
阿
闍
世
は
、
互
い
の
心
に
適
わ
な
い
者
と
し
て
、
瞋
り
の
炎
を
燃
や
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ 

り
、
そ
れ
は
地
獄
等
と
譬
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
は
違
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
韋
提
希
も
阿
闍
世
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で.
三 

悪
趣
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
三
悪
趣
と
い
う
こ
と
は
、
自
身
の
苦
悩
の
場
面
で
語
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
韋
提
希 

や
阿
闍
世
が
そ
の
苦
悩
の
な
か
で
語
る
三
悪
趣
と
い
う
こ
と
に
は
、
単
に
瞋
嫌
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
押
え
切
れ
な
い
、
人
と 

人
と
の
間
を
生
き
る
人
間
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
深
い
問
題
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

阿
闍
世
に
よ
る
頻
婆
娑
羅
王
の
幽
閉
は
、

太
子
、
知
れ
り
ゃ
不
や
。
世
尊
年
老
い
て
堪
任
せ
る
所
無
し
。
当
に
之
を
除
い
て
我
自
ら
仏
と
作
る
べ
し
。
父
の
王
年
老
い
た
ま
え
り
。
 

ま
た
之
を
除
い
て
太
子
自
ら
正
位
に
坐
し
た
ま
う
べ
し
。
新
王
と
新
仏
と
治
化
せ
ん
。
豈
楽
し
か
ら
ざ
ら
ん
や
。(
「序
分
義
」
・
六
〇
頁) 

と
い
う
、
提
婆
達
多
の
唆
か
し
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
阿
闍
世
は
こ
の
悪
計
に
初
め
か
ら
同
意
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む 

し
ろ
逆
に
、

太
子
之
を
聞
き
て
、
極
め
て
大
き
に
瞋
怒
し
て
、
是
の
説
を
作
す
こ
と
な
か
れ
と
い
う
。(
「序
分
義
」'

ハ
〇
頁) 

と
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
瞋
り
を
も
っ
て
拒
否
し
、
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
父
を
想
う
子
の
姿
が
あ
る
。
し
か
し' 

そ
の
拒
否
は
、



太
子
瞋
る
こ
と
莫
れ
。
父
の
王
、
太
子
に
お
い
て
全
く
恩
徳
無
し
。
初
め
に
太
子
を
生
ぜ
ん
と
欲
せ
し
時
、
父
の
王
、
即
ち
夫
人
を 

遣
わ
し
て
、
百
尺
の
楼
上
に
在
っ
て
、
天
井
の
中
に
当
っ
て
生
ぜ
し
め
て' 

即
ち
地
に
堕
ち
て
死
せ
し
む
る
こ
と
を
望
め
し
か
ど
も
、
 

正
し
く
太
子
の
福
力
を
以
て
の
故
に
、
命
根
断
え
ず
。
但
小
指
の
み
を
損
せ
り
。(
「序
分
義
」'

ハ
〇
〜
六
一
頁) 

と
い
う
、
自
分
の
誕
生
は
父
に
は
望
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
崩
れ
去
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
は
、
 

父
を
想
う
子
で
あ
る
が
故
に
、
逆
に
父
を
憎
ん
で
ゆ
く
と
い
う
、
父
と
子
と
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
関
係
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
 

阿
闍
世
は' 

せ
め
て
母
だ
け
は
自
分
の
味
方
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
を
助
け
よ
う
と
す
る
韋
提
希
に
失
望
し
、
「我 

が
母
は
こ
れ
賊
な
り
、
賊
と
伴
た
り
。
」(

『
観
経
』)

と
、
強
い
怒
り
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は' 

父
と
母
と
子
で
あ
る
に
も
か
か 

わ
ら
ず
憎
し
み
合
う
と
い
う
よ
り' 

父
と
母
と
子
で
あ
る
が
故
の
愛
憎
の
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。
瞋
憎
が
不
可
意
の
対
境
に
向
っ
て
起 

る
の
に
対
し
、
貪
愛
と
は
可
意
の
対
境
に
向
っ
て
起
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
愛
憎
は
自
分
の
意
に
適
う-

適
わ
な
い
と
い
う
我
執
よ 

り
起
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
事
柄
に
違
い
な
か
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
は' 

父
-

母
・
子
が
互
い
に
相
手
を
自
分 

と
は
無
関
係
な
外
物
他
人
と
し
て
割
り
切
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
「人
間
」
と
し
て
の
苦
悩
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ 

う
か
。
例
え
ば
、
阿
闍
世
の
必
堕
地
獄
の
苦
悩
に
と
っ
て
、
六
師
外
道
の
慰
撫
は
何
故
に
全
く
無
力
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
 

六
師
に
よ
っ
て
如
何
に
阿
闍
世
の
無
罪
が
弁
明
さ
れ
よ
う
と
も' 

そ
の
こ
と
は
父
王
へ
の
逆
害
を
一
般
化
し
、
他
人
事
と
し
て
ゆ
く
と
い 

う
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
阿
闍
世
の
苦
悩
は
、
決
し
て
他
人
事
で
は
あ
り
得
な
い
父
王
に
害
を
加
え
た
と
い
う
と
こ 

ろ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
父
王
の
滅
後
も
、
阿
闍
世
は
父
王
と
の
関
係
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
関
係
を
生
き
る
阿
闍
世
の 

全
体
が
救
済
さ
れ
て
ゆ
く
道
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
以
外
に
、
阿
闍
世
の
苦
悩
は
解
か
れ
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
 

そ
も
そ
も' 

一
人
の
人
間
に
お
い
て
「他
」
が
本
当
に
問
題
と
な
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
「他
」
を 

真
剣
に
思
い
遣
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
時
に
は
既
に
思
う
「自
」
と
思
わ
れ
る
「他
」
が
分
離
し
て
い
る
の
で
は 

な
い
だ
ろ
う
か
。
阿
闍
世
は
、
他
人
の
こ
と
を
思
い
遣
っ
て
苦
悩
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
自
身
が
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
全



く
自
分
一
人
の
こ
と
を
苦
悩
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
徹
底
し
て
自
分
一
人
の
苦
悩
の
と
こ
ろ
に
、
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
事 

柄
と
し
て
父
・
「他
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
「他
」
が
本
当
に
自
己
の
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
は' 

徹
底
し
て
自
己
一
人
の
苦
悩
の
と
こ
ろ
に
そ
の
内
容
と
し
て
「他
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

韋
提
希
に
お
い
て
も
、
頻
婆
娑
羅
と
夫
妻
で
あ
り
、
阿
闍
世
と
母
子
で
あ
る
と
い
う
、
業
縁
存
在
を
生
き
る
者
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ 

に
そ
の
苦
悩
の
深
さ
が
あ
る
。
韋
提
希
は
幽
閉
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
こ
と
か
ら
は
免
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ 

ら
ず
愁
憂
惟
悴
し
て
ゆ
く
。
そ
の
理
由
を
善
導
は
三
義
を
も
っ
て
見
取
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
二
つ
は
、
 

夫
人
既
に
囚
難
を
被
っ
て
、
何
れ
の
時
に
か
更
に
如
来
の
面
お
よ
び
諸
の
弟
子
を
見
た
て
ま
つ
ら
ん
。(
「序
分
義
」
，
七
七
頁) 

夫
人
、
教
を
奉
け
て
禁
じ
て
深
宮
に
在
り
。
内
官
に
守
当
し
て
水
泄
る
こ
と
通
ぜ
ず
。
旦
夕
の
間
に
唯
死
路
を
愁
う
る
。(
「序
分
義
」 

-

七
七
頁)

と
い
う' 

今
は
も
う
仏
に
も
仏
弟
子
に
も
遇
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
と' 

何
時
死
ぬ
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
、 

韋
提
希
自
身
に 

関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

夫
人
、
既
に
自
ら
閉
じ
ら
れ
て
、
更
に
人
と
し
て
食
を
進
め
て
王
に
与
う
る
も
の
な
し
。
王
、
ま
た
我
が
難
に
在
る
を
聞
き
て
、
う 

た
た
更
に
愁
憂
せ
ん
こ
と
を
。
今
既
に
食
無
く
し
て
憂
を
加
え
ば
、
王
の
身
命
定
め
て
久
し
か
ら
ざ
る
べ
き
。(
「序
分
義
—

七
七
頁) 

と
、
表
さ
れ
る
こ
と
は
、
頻
婆
娑
羅
王
の
心
身
を
案
じ
て
憂
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
幽
閉
に
よ
っ
て
自
身
が
殺
害
さ
れ
る
こ
と 

か
ら
免
れ
た
と
い
う
こ
と
で
済
ま
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
夫
と
の
関
係
を
生
き
て
い
る
韋
提
希
が
い
る
。
自
分
の
命
が
助
か
っ
た 

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
解
消
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
韋
提
希
の
苦
悩
の
深
さ
が
あ
る
。
頻
婆
娑
羅
の
幽
閉
に
際
し
て
の
阿
闍
世
に
対
す
る
瞋 

恚
と
呵
罵
も
、
頻
婆
娑
羅
に
対
す
る
韋
提
希
の
想
い
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し' 

こ
の
よ
う
に
愛
憎
の
な
か
で
煩
悶
憂
苦
す
る
と
い
う
こ
と
は' 

王
舎
城
だ
け
に
起
る
こ
と
で
は
な
く
、
日
常
的
に
散
在
す
る 

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
決
し
て
特
殊
な
事
柄
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も' 

そ
う
い
う
愛
憎
の
な
か
に
生
き
て
い
る
自
己
が
、
本
当
に
自
分



の
問
題
と
な
る
、
す
な
わ
ち
、

「問
い
」
と
ま
で
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
に
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

韋
提
希
は
、
予
期
し
な 

い
仏
陀
の
王
宮
へ
の
出
現
に
お
い
て
、
自
ら
環
珞
を
絶
ち
、
身
を
地
に
投
げ
号
泣
し
て
、
 

世
尊' 

我
宿
何
の
罪
あ
り
て
か
、
此
の
悪
子
を
生
め
る
。(
『観
経T

真
聖
全
一
・
五
〇
頁) 

と
訴
え
る
。
そ
れ
は
、
自
身
の
罪
を
尋
ね
る
と
い
う
姿
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
は
、
負
う
べ
き
理
由
の
な
い
苦
を
負
わ
さ
れ
て
い
る 

と
い
う
こ
と
を
訴
え
る
愚
痴
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
阿
闍
世
が
我
が
子
で
な
か
っ
た
ら
と
お
も
う
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
阿
闍
世
を
受 

容
し
切
れ
な
い
と
い
う
訴
え
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

世
尊
、
復
何
等
の
因
縁
有
り
て
か
、
提
婆
達
多
と
共
に
眷
属
た
る
。(
『
観
経
』
・
真
聖
全
一
・
五
〇
頁)

と
続
く
言
葉
に
は'

ー
に
は
夫
人
怨
を
子
に
致
す
。
忽
に
父
母
に
於
て
狂
れ
て
逆
心
を
起
す
こ
と
を
明
す
。
二
に
は
恨
む
ら
く
は' 

提
婆
、
我
が
闍
世
を 

教
え
て
斯
の
悪
計
を
造
ら
し
む
。
も
し
提
婆
に
因
ら
ず
ば
、
我
児
終
に
此
の
意
無
し
と
い
う
こ
と
を
明
す
。
此
の
因
縁
の
た
め
の
故 

に
斯
の
問
を
致
す
。(
「序
分
義
」
・
ハ
二
頁)

と
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
阿
闍
世
を
怨
み
な
が
ら
も
怨
み
切
れ
ず
、
罪
を
提
婆
に
転
稼
し
て
ゆ
く
母
の
姿
が
あ
る
。
阿
闍
世
を
受
用
し
切
っ 

て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
、
怨
み
切
っ
て
捨
て
去
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
韋
提
希
の
苦
悩
の
重
さ
が
あ
り' 

深
さ
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
韋
提
希
が
世
尊
に
陳
訴
す
る
「我
宿
何
罪
」
の
言
葉
は
、
自
身
の
罪
を
問
う
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
 

自
身
の
罪
を
否
定
し
、
罪
を
阿
闍
世
に
牽
め
、
提
婆
に
牽
め
、
つ
い
に
は
世
尊
に
牽
め
る
と
い
う
責
任
転
稼
の
愚
痴
に
他
な
ら
な
い
け
れ 

ど
も
、
そ
の
よ
う
な
愚
痴
は
、
世
尊
を
目
の
前
に
し
て
出
た
こ
と
で
あ
る
。
仏
弟
子
に
よ
る
慰
撫
を
求
め
て
止
ま
な
い
韋
提
希
の
心
が' 

予
期
し
な
い
仏
陀
の
出
現
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
起
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
愚
痴
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
こ 

に
は
苦
悩
す
る
者
の
全
存
在
を
挙
げ
た
訴
え
が
あ
り
、
虚
飾
の
な
い
問
い
が
あ
る
。
そ
の
問
い
と
は
、
理
不
尺
な
現
実
を
生
き
て
ゆ
か
な 

く
て
は
な
ら
な
い
韋
提
希
自
身
の
存
在
を
問
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
受
容
も
排
捨
も
し
切
れ
な
い
阿
闍
世
と
母
と
子
で
あ
る
関
係



を
生
き
る
韋
提
希
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

韋
提
希
が
発
し
た
「問
い
」
は
、
釈
尊
の
絶
対
の
沈
黙
を
く
ぐ
っ
て
、

唯
、
願
わ
く
は
世
尊
、
我
が
た
め
に
広
く
憂
悩
な
き
処
を
説
き
た
ま
え
。
我
当
に
往
生
す
べ
し
。
閻
浮
提
，
濁
悪
世
を
ば
楽
わ
ざ
る 

な
り
。
此
の
濁
悪
処
は
、
地
獄

・
餓
鬼
・
畜
生
盈
満
し' 

不
善
の
聚
多
し
。
願
わ
く
は
我
、
未
来
に
悪
声
を
聞
か
じ
。
悪
人
を
見
じ
。
 

今
、
世
尊
に
向
い
て
、
五
体
を
地
に
投
げ
、
求
哀
し
懺
悔
す
。
唯
、
願
わ
く
は
仏
日
、
我
を
教
え
て
清
浄
の
業
処
を
観
ぜ
し
め
た
ま 

え
。(
『観
経
』-

真
聖
全
一
・
五
〇
頁)

と
い
う' 

欣
浄
厭
穢
の
「願
い
」
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
 

釈
尊
の
沈
黙
を
く
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
韋
提
希
の
苦
悩 

の
根
底
に
あ
る
願
い
が
、
韋
提
希
自
身
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
自
分
の
意
に
適
う
外
物
他
人
を
貪 

愛
し
、
意
に
適
わ
な
い
外
物
他
人
を
瞋
憎
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

こ
れ
閻
浮
の
総
て
悪
に
し
て
、
未
だ
一
処
と
し
て
貪
ず
べ
き
こ
と
有
ら
ざ
る
こ
と
を
明
す
。
但
し
、
幻
惑
の
愚
夫
な
る
を
以
て
斯
の 

長
苦
を
飲
む
。
「此
濁
悪
処
」
と
言
う
は
、
正
し
く
苦
果
を
明
す
な
り
。(
「序
分
義
：

八
三
頁) 

と
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
可
意
・
不
可
意
に
よ
っ
て
愛
憎
し
、
自
損
損
他
す
る
此
の
濁
悪
処
の
全
体
が
、
貪
る
べ
き
世
界
で
な
い
と
は
っ
き 

り
と
厭
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
厭
わ
れ
る
べ
き
濁
悪
処
の
内
容
と
し
て
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
悪
趣
が
語
ら
れ 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
三
悪
趣
と
は
、
単
に
在
る
世
界
で
も
な
く
、
ま
た
、
在
る
べ
き
世
界
で
も
な
く
、
 

然

も

「願
我
未
来
不
聞
悪
声
悪
人
」
と
い
う
は
、
此
れ
闍
王
・
調
達
の
如
き
父
を
殺
し
憎
を
破
す
。
及
び
悪
声
等
、
願
わ
く
は
、
ま 

た
聞
か
ず
見
じ
と
い
う
こ
と
を
明
す
。
但
闍
王
既
に
是
れ
親
生
の
子
な
り
。
か
み
父
母
に
於
て
殺
心
を
起
す
。
何
に
況
ん
や
、
疎
人 

に
し
て
相
害
せ
ざ
ら
ん
や
。
是
の
故
に' 

夫
人
、
親
疎
を
簡
ば
ず' 

総
じ
て
皆
頓
に
捨
つ
。(
「序
分
義
」
，
ハ
四
頁) 

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
子
が
父
を
殺
害
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
仏
陀
と
の
出
遇
い
を
通
し
て
知
ら
さ
れ
た
深
い
悲
し
み
と
願
い 

に
お
い
て
、
在
る
べ
か
ら
ざ
る
世
界
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
事
柄
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
に
、
韋
提
希
や
阿
闍
世
の
救
済
と
い
う
こ
と
に
深
く
関
わ
る
事
柄
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
地
獄
等
の
三
悪
趣
と
は 

自
身
の
苦
悩
と
し
て
の
重
さ
を
表
す
も
の
で
あ
る
し
、
そ
し
て
、
そ
の
苦
悩
が
抽
象
的
な
個
人
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
業
縁
存
在
を 

生
き
る
者
と
し
て
の
苦
悩
で
あ
る
と
い
う
、
苦
悩
の
深
さ
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
三
悪
趣
と
は
、
人 

と
人
の
関
係
を
生
き
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
け
る
正
し
く
「人
間
」
の
苦
悩
の
重
さ
と
深
さ
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て. 

三
悪
趣
と
い
う
こ
と
が
徹
底
し
て
「人
間
」
の
苦
悩
の
問
題
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
浄
土
荘
厳
の
本
願
の
第
一 

番
目
に
願
わ
れ
る
「無
三
悪
趣
の
願
」
の
意
義
と
い
う
こ
と
を
、
窺
っ
て
ゆ
け
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、

「
無
三
悪
趣 

の
願
」
と
は
、
徹
底
し
て
「人
間
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
苦
悩
す
る
存
在
に
、
「人
間
」
と
し
て
の
救
済
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は 

な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
「人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
捨
象
し
て
の
救
済
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
「
人
間
」
と
し
て
の
救
済 

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
願
は
、
十
方
衆
生
の
救
済
を
願
う
。
そ
れ
は
、
人
間
の
み
な
ら
ず
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
救
済
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
韋
提
希 

や
阿
闍
世
の
苦
悩
と
は
、
人
と
人
の
関
係
に
お
け
る
苦
悩
で
あ
り
、
し
か
も
父
・
母

・
子
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
お
け
る
苦
悩
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
如
何
に
も
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
違
い
な
か
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
の
問
題
は
、
韋
提 

希
や
阿
闍
世
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
解
か
れ
な
く
て
は
「生
き
て
も
居
ら
れ
ず
、
死
ん
で
往
く
こ
と
も
出
来
ぬ
」(
『清
沢
満
之
全
集
』
第
六
巻
，
 

二
三
〇
頁)

自
身
の
苦
悩
と
し
て
あ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な' 

自
身
の
苦
悩
と
し
て
の
問
題
と
い
う
こ
と
を
外
す
な
ら
ば
、
 

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
救
済
と
い
う
こ
と
も
、
観
念
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
い
う
こ
と 

は' 

業
縁
存
在
で
あ
る
と
い
う
自
己
の
存
在
の
深
さ
と
し
て
在
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
自
己
の
苦
悩
の
深
さ
と
し 

て
問
題
に
な
る
時
に
、
他
人
事
で
は
な
い
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、

一
人
の
人
間
が
、
自
身
の
苦
悩
に
取
り
組
み
、
 

そ
の
こ
と
を
解
い
て
ゆ
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
十
方
衆
生
の
救
済
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
具
体
的
な
場
所
が
あ
る
と 

い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
韋
提
希
や
阿
闍
世
の
苦
悩
の
内
容
と
し
て
地
獄
等
の
三
悪
趣
と
い
う
こ
と
が
表
わ
さ
れ
、
本
願
の
第
一
願



と
し
て
無
三
悪
趣
と
い
う
こ
と
が
願
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

3

無
三
悪
趣
の
願
の
意
義 

韋
提
希
の
愚
痴
の
姿
を
と
っ
た
問
い
は' 

釈
尊
の
沈
黙
を
く
ぐ
っ
て
、
欣
浄
厭
穢
の
願
い
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ 

れ
は
韋
提
希
自
身
に
よ
る
選
び
で
あ
り
、
自
己
決
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
己
決
定
は
、
 

こ
れ
は
仏
説
の
浄
土
の
無
生
を
聞
き
て
、
穢
身
を
捨
て
て
彼
の
無
為
の
楽
を
証
せ
ん
と
願
う
。(
「序
分
義
」,

八
三
頁) 

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
説
が
聞
こ
え
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
表
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
悪
趣
を
厭
う 

と
い
う
こ
と
は
、
仏
陀
の
教
え
が
聞
こ
え
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
初
め
て
お
こ
り
得
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
と
人
が 

傷
つ
け
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
悲
し
み
、
本
当
に
厭
う
よ
う
な
心
は
、
韋
提
希
に
お
こ
っ
た
心
に
は
違
い
な
い
が
、
仏 

陀
の
教
え
が
聞
こ
え
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
お
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
無
三
悪
趣
の
本
願
が
人
間
に
呼
び
掛
け 

つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
無
三
悪
趣
の
願
と
は
、
三
悪
趣
と
譬
え
ら
れ
る
よ
う
な
外
的
な
状
況
や
状
態
が
無
く
な 

っ
た
り
、
或
い
は
、
人
間
が
そ
の
こ
と
に
無
感
覚
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
三
悪
趣
と
い
う
こ
と
を
自
身 

の
問
題
と
し
、
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
本
当
に
解
か
れ
て
ゆ
く
道
を
自
身
に
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
願
う 

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
韋
提
希
や
阿
闍
世
の
救
済
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
事
柄
と
し
て
説
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
韋
提
希
の
救
済
と
い 

う
こ
と
は
、
通
請
所
求(

広
く
憂
悩
な
き
処
へ
の
往
生
を
願
う)

・
別
選
所
求(

別
し
て
阿
弥
陀
の
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う)

・
華
座
得
忍 

(
華
座
観
に
お
い
て
見
仏
得
忍
す
る)

と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
表
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
そ
の
見
仏
と
い
う
こ
と
は
、
 

そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願(
『
歎
異
抄
』
・
真
聖
全
二
・
七
九
二
頁) 

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
自
身
の
信
知
に
お
い
て' 

本
願
の
仏
に
値
遇
し
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。



自
己
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
自
己
を
救
済
す
る
如
来
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
「散
善
義
」
の
九 

品
の
教
説
と
し
て
徹
底
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
下
下
品
の
機
に
お
け
る
念
仏
往
生
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 

下
下
品
の
機
と
は
、
自
己
の
造
罪
を
熟
知
す
る
が
故
に
、
必
ず
悪
道
に
堕
す
る
こ
と
を
苦
悩
す
る
者
で
あ
る
。
確
か
に
、
韋
提
希
も
三
悪 

趣
と
い
う
こ
と
に
苦
悩
す
る
者
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

此
れ
夫
人
、
既
に
自
ら
障
り
深
く
し
て
宿
因
を
識
ら
ず
。
今
児
の
害
を
被
む
る
。
是
れ
横
に
来
れ
り
と
謂
う
。(
「序
分
義
」
，
ハ
一
頁) 

と
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
身
に
は
罪
の
覚
え
な
く
し
て
負
わ
さ
れ
て
い
る
重
荷
と
し
て
あ
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
自
身
の
罪
障
と 

い
う
こ
と
が
不
明
で
あ
り
、
「
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
」
を

「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
」
の
仏
も
不
明
で
あ
る
。
 

そ
の
韋
提
希
の
救
済
と
い
う
こ
と
が
、
見
仏
得
忍
、
そ
し
て
九
品
の
教
説
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
と
こ
ろ 

に
は
、
罪
の
身
の
自
覚
の
徹
底
と
い
う
こ
と
に
お
け
る
救
済
の
成
就
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
人
間
を 

救
済
し
て
ゆ
く
よ
う
な
、
自
身
と
本
願
へ
の
目
覚
め
の
深
さ
を
善
導
は
「深
信
の
心
な
り
」(
「散
善
義
」
，
一
七
ニ
頁)

と
表
す
。
そ
れ
は
、
 

人
間
の
意
識
よ
り
深
く
、
人
間
の
意
識
に
先
立
っ
て
在
る
、
 

人
間
存
在
の
事
実
へ
の
頷
き
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
必
堕
地
獄
の
苦
に
逼
め
ら
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
不
安
と
か
恐
怖
と
い
う
言
葉
で
は
押
さ
え 

切
れ
な
い
事
柄
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
必
堕
地
獄
の
苦
悩
と
は
、
自
己
の
造
罪
を
熟
知
す
る
が
故
の
慙
愧
と
い
う
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ 

る
か
ら
で
あ
る
。
必
堕
地
獄
に
怯
え
て
安
眠
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
述
べ
る
阿
闍
世
に
向
っ
て
、
耆
婆
は
、
 

善
哉
善
哉
、
王
、
罪
を
作
す
と
雖
も
、
心
に
重
悔
を
生
じ
て
慙
愧
を
懐
け
り
。
大
王
、
諸
仏
世
尊
常
に
是
の
言
を
説
き
た
ま
わ
く
。
 

二
の
白
法
有
り
。
能
く
衆
生
を
救
く
。

ー
に
は
慙
、
二
に
は
愧
な
り
。(
中
略)

無
慙
愧
は
名
づ
け
て
人
と
せ
ず
。
名
づ
け
て
畜
生
と 

す
。(
「信
巻17

親
全
一
・
一
六
二
頁)

と
告
げ
る
。
必
堕
地
獄
に
怯
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
救
済
な
き
造
罪
の
自
身
に
苦
悩
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の 

苦
悩
と
し
て
あ
る
慙
愧
こ
そ
が
阿
闍
世
を
し
て
「人
」
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
人

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
の
み
、



救
済
な
き
阿
闍
世
に
救
済
の
道
が
開
か
れ
て
ゆ
く
機
縁
が
あ
る
と
耆
婆
は
教
え
る
の
で
あ
る
。
必
堕
地
獄
の
苦
悩
と
は
、
人
が
人
で
あ
ろ 

う
と
す
る
苦
悩
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
が
人
た
ら
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
慙
愧
と
い
う
こ
と
を
表
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
 

そ
の
よ
う
な
必
堕
地
獄
の
苦
悩
・
慙
愧
に
お
い
て
阿
闍
世
は
、
仏
陀
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
「無
限
の
信
」
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
の
で 

あ
り
、
下
下
品
の
機
は
善
知
識
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
念
仏
往
生
の
道
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
に
、
三
悪
趣
と
か
三
悪
趣
の
な
い
浄
土
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
と
は
、
三
悪
趣
と
い
う
苦
界
を
説
く
こ 

と
に
よ
っ
て
人
を
怯
え
さ
せ
て
お
い
て
、
三
悪
趣
の
な
い
浄
土
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
人
を
安
堵
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
、
脅
逼
と 

慰
撫
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
無
三
悪
趣
の
願
と
は
、
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
人
間
が
本
当
に
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と 

を
通
し
て' 

人
間
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
道
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
、
人
間
に
呼
び
掛
け
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註
引
用
文
に
つ
い
て

ー
、
「
親
全
」
と
は
、
「
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
」

の
略
で
あ
る
。
 

一
ヽ
「
真
聖
全
」
と
は
、
「
真
宗
聖
教
全
書
」

の
略
で
あ
る
。

ー
、
「
玄
義
分
」
「
序
分
義
」
「
定
善
義
」
「
散
善
義
」
の
頁
数
は
、
「
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
第
九
巻
・
加
点
篇:0

:」

の
も
の
を
示
す
。

ー
、
漢
文
は
書
き
下
し
た
。

本
文
の
な
か
の
註
に
つ
い
て

① 

四
十
八
願
に
関
し
て
、
慧
遠
の
『
無
量
寿
経
義
疏
』(
『
大
正
蔵
』
三
七
巻
・
一
〇
三
頁
ヨ
に
は
、
「
摂
法
身
願
」(

第
十
二
・
十

三

，
十
七
願)

、
 

「
摂
浄
土
願
」(

第
三
一
・
三
二
願)

、
「
摂
衆
生
願
」(

余
の
四
三
願)

と
い
う
三
分
類
の
了
解
が
あ
る
。

ま
た
、

香
月
院
深
励
の
『
浄
土
三
部
経
講

義1

・
無
量
寿
経
講
義
』
に
は
、
「
四
十
ハ
願
が
の
こ
ら
ず
摂
浄
土
の
願
な
り
。

の
こ
ら
ず
摂
衆
生
の
願
な
り
。

の
こ
ら
ず
摂
法
身
の
願
な
り
。
」
「
四 

十
八
願
に
真
実
の
願
と
方
便
の
願
と
を
分
つ
」
等
の
了
解
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
 

慧
遠
の
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
に
は
、
「
「
地
獄
畜
生
餓
鬼
盈
満
」
と
は
三
途
の
悪
道
の
果
あ
る
こ
と
を
明
す
な
り
。
「
地
獄
」
と
は
外
国
に
名
づ
け 

て
泥
梨
と
い
う
。
雑
心
釈
に
は
楽
し
む.
へ
か
ら
ざ
る
が
故
に
名
づ
け
て
地
獄
と
す
。
地
持
釈
に
は
増
上
厭
う.
へ
き
を
い
う
。

名
づ
け
て
泥
梨
と
い
う
。



此
れ
皆
厭
心
に
約
就
し
て
以
て
釈
す
。
是
れ
当
相
に
非
ず
。
当
相
に
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
地
下
の
牢
獄
な
り
。

是
れ
彼
の
罪
人
の
受
報
の
処
故
に
地 

獄
と
い
う
。
「
畜
生
」
と
い
う
は
、
雑
心
釈
に
言
う
に
傍
行
を
以
て
名
づ
け
て
畜
生
と
な
す
。
此
れ
乃
ち
相
を
弁
ず
る
も
名
義
を
解
す
る
に
非
ず
。
名 

義
と
は
い
か
ん
。
蓋
し
乃
ち
主
の
畜
養
に
従
う
を
名
と
な
す
。

一
切
の
世
人
、
あ
る
い
は
駆
使
と
な
し
、
あ
る
い
は
瞰
食
と
な
し
て
此
の
生
を
畜
養 

す
る
。
故
に
畜
生
と
い
う
。
「
餓
鬼
」
と
い
う
は
、
雑
心
釈
に
い
わ
く
、
多
く
求
む
る
を
以
っ
て
の
故
に
名
づ
け
て
餓
鬼
と
な
す
。
此
れ
亦
相
を
弁
ず 

る
も
名
義
を
解
す
る
に
非
ず
。

正
し
く
名
義
を
解
す
れ
ば
、
飢
渇
を
餓
と
名
づ
け
、
虚
怯
多
畏
、
之
を
目
し
て
鬼
と
な
す
。
三
千
刹
土
同
じ
く
此
の 

悪
あ
り
。
故

に

「
盈
満
」
と
い
う
。
」
(

『
大
正
蔵
』
・
三
七
巻
・
一
七
七
頁
匕
〜
こ
と
あ
る
。

ま
た
、

智
顎
の
『
観
無
量
寿
仏
経
疏
』
に
は
、

「
三 

途
の
な
か
「
地
獄
」
は
泥
犁
と
名
づ
く
。
釈
し
て
不
可
楽
と
云
う
。
「
畜
生
」
は
旁
行
を
い
う
。
主
に
従
っ
て
畜
養
さ
れ
、
人
の
為
に
駆
使
せ
ら
れ
食 

瞰
せ
ら
る
。
「
餓
鬼
」
は
飢
虚
怯
畏
な
り
。
三
千
刹
土
同
じ
く
此
の
悪
あ
り
。
故

に

「
盈
満
」
と
い
う
。
」(

『
大
正
蔵
』
・
三
七
巻
・
一
九
〇
頁
。)

と 

あ
る
。


