
阿

闍

世

論
(
上)

目 

次

ー
 

王

舎

城

の

悲

劇

!

正
法
と
王
権
——

二

阿

闍

世

の

遍

歴

—

六
師
外
道
・
耆
婆
の
勧
め
——
 

三

月

愛

三

昧

(

以
下
次
号)

!

仏
性
と
一
阚
提
！—

四

獲
 

信

!

一
子
地
の
菩
薩
行!

ー
 

王
舎
城
の
悲
劇

一
!

正
法
と
王
権!

神 

戸 

和 

磨

マ
カ
ダ
国
の
王
舎
城
に
起
こ
っ
た
悲
劇
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
仏
陀
時
代
の
直
前
は
十
六
の
中
小
の
諸
国
が
分
立
状
態
で
あ
り
、

そ
れ 

ら
の
国
は
王
制
と
部
族
共
和
制
の
あ
り
方
に
分
か
れ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
対
立
の
な
か
で
、
専
制
君
主
国
が
部
族
共
和
国
を
圧
制
し
て



い
く
の
で
あ
る
。
北
の
コ
ー
サ
ラ
国
、
東
の
マ
カ
ダ
国
、
 

西
の
ヴ
ァ
ツ
ァ
国' 

西
南
の
ア
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
国
の
四
大
国
が
力
を
も
ち
、
さ
ら 

に
、
そ
の
四
大
国
は
マ
カ
ダ
国
と
ア
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
国
の
二
大
国
と
な
り' 

最
終
的
に
は
マ
カ
ダ
国
が
ア
ヴ7

ン
テ
ィ
国
を
倒
し' 

ガ
ン
デ 

ス
川
流
域
一
帯
の
覇
者
と
し
て
王
権
を
ふ
る
う
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
政
治
的
に
は
王
権
の
確
立
と
イ
ン
ド
古
来
の
バ
ラ
モ
ン
の
司
祭
者
に
よ
る
文
化' 

そ
し
て
、

反
バ
ラ
モ
ン
の
六
師
外
道
の 

思
想
の
な
か
に
仏
教
は
興
起
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
政
治
、
文
化
、
諸
思
想
が
複
雑
に
絡
み
合
う
な
か
に
、

王
舎
城
の
悲
劇 

は
起
こ
っ
た
と
い
え
る
。

親
鸞
は
、
 

そ
の
王
舎
城
の
悲
劇
を
、

浄
邦
縁
熟
し
て
、
調
達
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
め
、
浄
邦
機
彰
わ
れ
て
、
釈
迦
韋
提
を
し
て
安
養
を
選
ば
し
む
。(

総
序) 

と' 

仏
教
興
起
の
大
き
な
機
縁
と
し
て
把
捉
し
て
い
る
。

そ

の

こ

と

は

『
浄
土
和
讃
』

の
最
後
に
書
き
記
し
た
と
こ
ろ
の
、

阿
弥
陀
如
来 

釈
迦
牟
尼
如
来 

頻
婆
沙
羅
王 

提
婆
尊
者

観
世
音
菩
薩 

大
勢
至
菩
薩 

富
楼
那
尊
者 

大
目
犍
蓮 

阿
難
尊
者 

韋
提
夫
人 

耆
婆
大
臣 

月
光
大
臣 

阿
闍
世
王 

雨
行
大
臣



守
門
者

と
い
う
、

そ
の
よ
う
に
王
舎
城
を
取
り
巻
く
人
々
を
見
て
も
、 

政
治
的
、
思
想
的
対
立
の
な
か
で
人
間
の
善
悪
の
葛
藤
が
さ
ま
ざ
ま
に
渦 

巻
く
中
に
、

王
舎
城
の
人
々
は
生
き
た
と
推
察
で
き
よ
う
。

一
体
、
そ
れ
な
ら
ば
王
舎
城
の
悲
劇
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

言
う
ま
で
も
な
く
、

そ
の
こ
と
は
王
位
継
承
の
問
題
を
め
ぐ
る 

な
か
で
、
提
婆
達
多
の
悪
計
に
よ
っ
て
父
王
頻
婆
、沙
羅
を
わ
が
子
阿
闍
世
が
弑
逆
す
る
な
か
に
、

王
舎
城
を
生
き
た
人
々
は
混
乱
、
暗
黒
、
 

危
険
な
世' 

さ
ら
に
は
、
傲
慢
で' 

不
遜
の
偽
り
に
満
ち
た
人
間
自
体
の
悲
劇
を
見
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、

そ
の
悲
劇
は' 

決

し

て- 

王
舎
城
に
起
こ
っ
た
お
家
騒
動
、

ひ
と
り
の
悪
い
子
が
わ
が
父
を
殺
害
し
母
を
殺
さ
ん
と
し
た
と
い
う
事
件
史
と
し
て
の
了
解
に
と
ど
ま 

る
も
の
で
は
な
い
。

か
ゝ
る
事
件' 

悲
劇
の
事
態
に
は' 

さ
ま
ざ
ま
の
要
因
、
複
雑
に
絡
み
合
う
諸
事
情
が
推
察
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な 

中
で
、
 

注
目
さ
れ
る
、」
と
は
、
仏

法
(

正
法)

の

秩

序

と

王

権(

剣)

の
支
配
の
対
決
の
な
か
の
悲
劇
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ 

し
て
、

そ
の
背
景
に
は
、
古
く
か
ら
の
イ
ン
ド
社
会
の
生
活
習
慣
と
し
て
あ
る
バ
ラ
モ
ン
の
司
祭
文
化' 

ま
た
、
バ
ラ
モ
ン
教
に
拮
抗
す 

る
六
師
外
道
の
思
想
の
な
か
に
、
仏
道
と
は
何
か
が
、
人
間
の
生
き
る
業
縁
の
大
地
に
身
命
を
掛
け
て
戦
い
と
ら
れ
て
い
く'

戦
い
の
な 

か
の
悲
劇
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

い
い
換
え
れ
ば
、
仏
法
興
隆
の
志
願
が
こ
の
地
上
の
歴
史
に
証
し
さ
れ
、
建
立
さ
れ
て
い
く
大
い
な
る 

機
縁
で
あ
っ
た
と
了
解
で
き
よ
う
。

ま
ず
、
は
じ
め
に
王
舎
城
内
に
起
こ
っ
た
阿
闍
世
王
に
よ
る
頻
婆
沙
羅
王
弑
逆
の
仏
法
と
王
法
の
関
係
を
尋
ね
る
こ
と
か
ら
考
え
て
み 

た
い
。

頻
婆
沙
羅
王
と
阿
闍
世
王
と
は' 

確
か
に
父
子
の
関
係
で
あ
る
が
、

そ
の
父
と
子
の
間
に
は
信
条
、
生
き
方
の
決
定
的
な
相
違
が 

あ
っ
た
と
い
え
る
。
親

鸞

の

『
教
行
信
証
』
引

意

の

『
涅
槃
経
』

の
経
文
を
尋
ね
て
い
く
と
き'

提
婆
達
多
悪
人
の
言
に
随
っ
て
、

正
法
の
王
に
横
に
逆
害
を
加
す
。

耆
婆' 

我
今
病
重
し
、

正
法
の
王
に
お
い
て
悪
逆
を
興
ず
。(

信
巻)

と' 

し
ば
し
ば
繰
リ
返
え
さ
れ
る
阿
闍
世
の
悔
俊
の
表
白
に
は
、
頻

婆

沙

羅

王
は

阿

闍

世

王

に

と

っ
て

「
父
王
」(

信
巻)

で
あ
る
と
同
時



に
、
ど
こ
ま
で
も
仏
陀
の
教
え
に
帰
依
し
、

「正
法
の
王
」\,

仏
弟
子
と
し
て
生
き
た
人
で.
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
・
る
。
 

摩

掲

陀

国

王
セ

ー

ニ
ャ

・
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
は' 

如
法
者
、
法
に
従
へ
る
王
に
し
て' 

婆
羅
門
及
び
居
士
に
対
し
て
も
、
 

都
市
の
住
民 

に
対
し
て
も' 

亦
一
般
人
民
に
対
し
て
も
哀
愍
の
情
深
か
り
き
、

又

実

に

人
々

は

王
を

称
讃
し
て

『
是
の
如
く
の
如
法
者
に
し
て
法 

に
従
へ
る
我
等
の
王
は
、
我
等
に
幸
福
を
与
え
て
死
に
逝
け
り
、
是
の
如
く
我
等
は
か
の
如
法
者
に
し
て
法
に
従
へ
る
王
の
国
土
に 

於
て' 

斯
く
幸
福
に
生
存
せ
り
』

と
言
へ
り
。
実
に
彼
も
亦
仏
を
信
じ
法
を
信
じ
僧
伽
を
・
信
じ
、
教
に
於
て
よ
く
行
へ
る
も
の
な
り 

き
。(

南
伝
大
蔵
経
第
七
巻;

長
部
経
典
一
ハ
ニ
ー
〇
五
——
一
三
ハ)

と
伝
え
る
経
文
に
よ
。
て
も
、
釈
尊
の
教
え
に
遇
い
、

正

法
(

ダ
ル
マ)

を
王
と
し
て' 

阿
弥
陀
如
来
に
帰
命
し
僧
伽
念
持
の
共
同
体
に. 

在
俗
の
仏
弟
子
と
し
て
生
き
た
、
稀
有
の
人
で
あ
っ
た.
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、:

現
在
の
阿
闍
世
王
は
「

そ

の

「
正
法
の
王
」
を
既
に
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
良
心
の
呵
責
と
深
い
悔
恨
の
情
に
、
悔
い
て
も
悔 

い
て
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
自
ら
の
愚
か
さ
「
歎
き
の
な
か
に
生
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
長
く
地
上
の
王
権
の
み
に
執
わ
れ 

て
き
た
我
が
身
の
行
為
の
無
知' 

そ
し
て
父
王
を
殺
害
し
、
父
王
の
死
に
よ
っ
て
、
は

じ

め

て

知

っ

た

「
正
法
の
王
」
，
の
偉
大
さ
で
あ
っ 

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ

の

こ

と

は

『
沙
門
果
経
』

に
、

予
は
狂
愚
な
る
ま
ゝ
に
、
痴
冥
な
る
ま
ゝ
に
、
 

不
善
な
る
ま
ゝ
に
、
罪
過
に
よ
り
て
制
伏
せ
ら
れ' 

王
権
を
獲
得
せ
む
が
為
に
、
予 

は
か
の
正
し
き
父
法
王
を
弑
し
ぬ
。

大
徳
よ' 

予
は
罪
過
を
罪
過
と
し
て
確
認
し
、
以
て
将
来
必
ず
自
制
す
べ
き
こ
と
を' 

世
尊
の 

受
納
し
給
は
む
こ
と
を
。(

前
同
第
六
巻
，
長
部
経
典
一
・
一
ニ
七)

と
い
う
一
文
に
よ
っ
て
も
、

よ
く
そ
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
に' 

王
舎
城
の
悲
劇
は
、
親
子
の
愛
憎
渦
巻
く
な
か
の
人
間
の
善
悪
の
葛
藤
で
あ
る
。

と
同
時
に' 

さ
ら
に
深
く'

頻
婆
沙 

羅

王
が

阿

弥

陀

如

来

に

帰

命

し

た

「
正
法
」
(

仏
法)

の

秩

序

と

阿

闍

世

王

の

「
剣
」
(

王
権)

の
支
配
の
な
か
で
の
悲
劇
で
あ
る
。

『
涅 

槃
経
』
が
指
示
す
る
よ
う
に' 

剣
に
生
き
た
阿
闍
世
王
が
、
 

良
医
耆
婆
の
勧
め
と
父
頻
婆
沙
羅
王
の
死
の
発
遣
に
よ
っ
て
、
 

は
じ
め
て
釈



尊
の
教
え' 

正
法
に
帰
命
す
る
懺
悔
の
告
白
の
な
か
に
、
人
が
人
と
し
て
生
き
る
仏
道
、
易
行
難
信
の
道
が
教
示
さ
れ
て
い
る
。
 

か
よ
う
に
尋
ね
て
く
る
と
き
、

王
舎
城
の
悲
劇
は' 

イ
ン
ド
の
マ
カ
ダ
国
の
王
城
に
起
こ
っ
た
事
件
、
悲
劇
に
と
ど
ま
ら
ず
、
私
た
ち 

の
こ
の
世
の
歴
史
の
無
明
、
人
が
人
と
し
て
生
き
る
根
底
に
潜
む
闇
—

、

つ
ま
り
、
虚
無
的
非
意
志
に
誘
因
し
て
生
起
し
て
く
る
歴
史
の 

悲
劇
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
の
闇
は
、
人
が
人
と
し
て
生
き
る
個
人
の
中
の
誠
実
さ
と
邪
悪
さ
の
営
み
の
な
か
に
、
ま
た
、
社
会
生
活
に
お
い
て
は
正
義
を
目
標 

と
し
つ
つ
も
、
虚
偽
と
権
力
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
く
組
織
の
力
、

そ
の
根
底
に
大
き
な
溝
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
人
生
の
謎
で
あ
る
。
 

親
鸞
は
、
そ
の
深
く
、
暗
い
深
淵
で
あ
る
虚
無
的
非
意
志
か
ら
生
起
し
て
く
る
地
上
の
不
法
、
地
上
の
恐
怖(

不
安)
'
 

地
上
の
苦
痛
を 

は
っ
き
り
と
凝
視
す
る
な
か
に
、
人
間
の
難
度
海
、
無
明
海
を
超
え
で
て
生
き
る
仏
道
の
自
証
を' 

難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
し
、

無
碍
の
光
明
は
無
明
の
闇
を
破
す
。(

総
序)

と
指
し
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
親
鸞
の
仏
道
の
わ
が
信
念
で
あ
り' 

そ
の
弘
誓
一
乗
海
、
無
上
涅
槃
の
機
の
自
証
が
歴
史
の
上
に
何
を
証 

示
し
て
く
る
か
を
、

よ
く
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

二

王
舎
城
の
悲
劇
の
な
か
で
は
、
頻
婆
沙
羅
王
、
韋
提
希
、
阿
闍
世
王
、
そ
れ
ら
の
中
心
人
物
を
取
り
巻
く
侍
臣
、

そ
れ
ら
の
人
々
は
、
 

バ
ラ
モ
ン
教
、
あ
る
い
は
六
師
外
道
を
信
奉
す
る
者
、
さ
ら
に
は' 

仏
、
仏
弟
子
の
教
え
に
生
き
ん
と
す
る
人
、

そ
こ
に
は
人
間
の
依
っ 

て
立
つ
根
拠
で
あ
る
、
信
仰
、
思
想
が
さ
ま
ざ
ま
の
人
に
よ
っ
て
暗
中
模
索
さ
れ
、
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
 

そ
の
王
舎
城
を
生
き
る
人
々
の
悲
劇
に
、
親
鸞
、
善
導
が
見
据
え
て
い
く
、
眼
指
し
は
何
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は' 

決
し
て
外
な
る
事
件 

史
で
は
な
く
、

ひ
と
つ
の
事
件
史
を
通
し
て
の
、
人
間
の
内
面
の
凝
視
に
あ
っ
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
善

導

の

『
観
経
疏
』

で
は
、
聖



道
の
諸
師
の
大
権
の
聖
者
と
い
う
了
解
と
は
違
っ
て
、
実
業
の
凡
夫
と
し
て
の
人
間
の
複
雑
に
絡
み
合
う
業
縁
の
大
地
に
生
き
る
韋
提
希 

の
苦
悶
と
呻
吟
の
な
か
で
の
救
済
に
あ
る
。

ま
た
、
親

鸞

に

お

い

て

は

「
信
巻
」
引

意

の

『
涅
槃
経
』
、

長
い
阿
闍
世
王
物
語
の
省
察
に
お
い
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

阿
闍
世
王 

の
深
い
罪
へ
の
困
窮
と
、

そ
こ
か
ら
の
解
脱
へ
の
道
に
眼
は
注
が
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

善

導

光

明

行 

者

与-
一
韋

独
明
一
ー
仏
正
意
一 

名

号

顕
-

因

縁
-

矜
一
ー
袁
定
散
与
一
ー
逆
悪
一 

開
一-
入

本

願

大

智

海

一

正
受
一
一
金
剛
心
一

提
一
等
獲
二
三
忍
ー

慶

喜

一

念

相

応

後

即
証
二
法 

性 

之 

常

楽

一
(

正
信
偈)

と
証
示
さ
れ
る
よ
う
に
、 

仏
陀
を
思
慕
し
て
定
散
心
の
宗
教
的
要
求
に
生
き
ん
と
す
る
韋
提
希
に
対
し
て
、
全
く
仏
陀
の
教
え
に
帰
仰
を 

も
た
な
い
逆
悪
の
阿
闍
世
が
、

「
韋

提

と

等

し

く

三

忍(

喜

・
悟

・
無
生
忍)

を
得
」

る
法
性
常
楽
の
み
や
こ
へ
の
覚
知
を
促
す
、

仏
法 

の
広
大
性
が
説
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
逆
悪
と
い
わ
れ
る
事
柄
は
、
決
し
て
物
理
的
に
、
あ
る
い
は' 

道
徳
的
に
悪
を
な
し
た
と
い
う
人
間
の
行
為
に
停
る
の
で
な 

く
、

五
逆
、
謗
法
を
生
き
る
実
存
の
正
視
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
生
の
根
源
的
規
定
で
あ
る
仏
法
に
違
逆
し
て
生
き
る
人
間
存
在
に
あ
る
。
 

「
正
法
の
王
」
を
殺
害
し
、

そ
の
こ
と
に
深
く
苦
悶
し
て
喘
え
ぐ
の
で
あ
る
が
、

そ
の
阿
闍
世
王
に
、
弘
誓
一
乗
海
の
仏
性
の
深
広
性
が
、
 

唯
除
の
悲
心
の
機
に
、
悪
人
成
仏
の
願
意
を
以
て
の
自
証
を
顕
揚
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
阿
闍
世
王
の
逆
悪
と
は
、

釈
尊
に
帰
依
し
、

「
正
法
の
王
」
と
し
て
僧
伽
の
共
同
的
世
界
に
生
き
た
頻
婆
沙
羅
王
、
韋
提 

希
に
対
向
し
て' 

つ
ね
に
提
婆
達
多
と
共
に
生
き
る
、

釈
尊
の
殺
害
を
企
図
す
る
非
僧
伽
の
方
向
性
に
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、

「
諸
の
法 

蔵
を' 

こ
と
ご
と
く
我
に
付
属
せ
ん
」(

『
観
経
疏
』)

と
す
る
自
我
を
支
配
権
と
す
る
提
婆
達
多
を
尊
者
と
し
て
仰
ぎ
、

「
新
仏' 

新
王
」 

(

前
同)

と
し
て
貪
欲
な
剣
の
支
配
に
よ
っ
て
、

王
権
を
自
ら
の
恣
い
ま
ま
に
生
き
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
父
王
頻
婆
沙
羅
王



と
は
全
く
信
条
を
異
に
し
た
生
き
方
で
あ
り
、
最
後
に
は
父
王
殺
害
へ
と
駆
り
た
て
ゝ
い
く
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、

父
王
殺
害
の
後
の
、
あ
の
阿
闍
世
王
の
深
い
悔̂

、
後
悔
の
念
は
、
無
知
に
し
て
父
へ
の
無
謀
な
反
逆
を
な
し
た
愚
行
の
深 

い
自
省
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

『
観
無
量
寿
経
』

の
描
写
に
よ
れ
ば
、

そ
の
父
子
の
信
条
の
違
い
、
人
間
的
感
情
の
縫
れ
か
ら
の
煩
悩
の
狂
い
は
、

父
頻
婆
沙
羅
王
を 

七
重
の
獄
に
幽
閉
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
幽
閉
の
事
情
を
知
っ
た
韋
提
希
は
、
夫
を
気
遣
い
い
た
わ
り
、
そ
の
牢
獄
に
三
七
日
間 

食
事
を
運
び
、
夫
の
生
存
を
願
い
続
け
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
韋
提
希
の
日
々
の
妻
と
し
て
の
母
の
様
子
を
知
っ
た
阿
闍
世
は' 

激 

し
く
憤
る
の
で
あ
る
。

我
母
は
こ
れ
賊
な
り
、
賊
と
伴
な
り
、
沙
門
は
悪
人
な
り
、
幻
惑
の
呪
術
を
も
っ
て
、

こ
の
悪
王
を
多
日' 

死
せ
ざ
ら
し
む
。

(

『
観
経
』) 

こ
の
阿
闍
世
王
の
怒
り
は
、
確
か
に
三
七
日
間
、
食
事
を
牢
獄
に
運
び
、
父
王
を
生
存
さ
せ
た
と
こ
ろ
の
わ
が
母
へ
の
憤
り
で
あ
る
が
、
 

そ
の
根
は
、

「
沙
門
は
悪
人
な
り
、

幻
惑
の
呪
術
を
も
っ
て' 

こ
の
悪
王
を
多
日'

死
せ
ざ
ら
し
む
」

と
い
う
描
写
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ 

る
よ
う
に
、
仏

陀

の

教

え

を

「
幻
惑
の
呪
術
」
と
し
て
無
視
し
、

そ
の
仏
の
教
え
に
生
き
ん
と
す
る
沙
門
、
頻

婆

沙

羅

を

「
悪
人
」
、

「
悪 

王
」
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
の
よ
う
に
、
仏
と
仏
の
教
え
に
生
き
ん
と
す
る
人
々
の
信
条
、
生
活
の
あ
り
方
を
は
っ
き
り
と
否
認
し
て
い
る 

こ
と
を
、
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
点
か
ら
推
察
さ
れ
る
こ
と
は' 

阿
闍
世
王
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
教
を
中
心
と
す
る
生
活
習
慣
の
な
か
で
、
バ
ラ
モ
ン 

の
呪
祭
文
化
が
衰
退
し
て
い
く
な
か
で
、

ク
シ
ャ
ト
リ
ア
の
王
権
の
支
配
、
野
心
に
生
き
た
人
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

そ

の

こ

と

は

『
遊
行
経
』
、
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅!
!

大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
ー
経
』

の
は
じ
め
に
も
、
阿
闍
世
王
が
、

マ
カ
ダ
国
の
大
臣
、
 

バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
ヴ
ァ
ッ
サ
カ
ー
ラ
に
、
世
尊
に
私
が
こ
う
い
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
こ
い
。

そ
し
て
、
世
尊
は
ど
う
言
わ
れ
る
か
。
 

こ
の
ヴ
ァ
ッ
ジ
族
は
こ
の
よ
う
に
繁
栄
し' 

こ
の
よ
う
に
勢
力
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
は
、

か
れ
ら
を
征
服
し
よ
う
。

ヴ7

ッ



ジ
族
を
根
絶
し
よ
う
。

ヴ
ァ
ッ
ジ
族
を
滅
ぼ
そ
う
。

ヴ
ァ
ッ
ジ
族
を
無
理
に
で
も
破
滅
に
陥
れ
よ
う
一
と
〇(

『
岩
波
文
庫
』 

九) 

こ
の
一
文
に
お
い
て
も' 

阿
闍
世
王
の
生
き
方
の
一
面
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て' 

父
王
殺
害
後' 

六

師

外

道
(

バ
ラ
モ
ン
教 

に
対
向
す
る
新
し
い
思
想)

の
侍
臣
に
指
示
を
受
け
る
阿
闍
世
の
様
子
に
お
い
て
も
、

阿
闍
世
王
の
信
条
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
窺
い
知 

る
こ
と
か
て
き
よ
う
。

そ
の
よ
う
に
阿
闍
世
の
生
き
た
王
舎
城
の
周
辺
は
、
仏
教
、
バ
ラ
モ
ン
教' 

六
師
外
道
等
の
諸
思
想
と
、

そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
を
信
条 

と
し
て
生
き
た
、

人
間
の
生
き
方
、
思
想
の
葛
藤
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

さ
て
、

そ
の
よ
う
な
確
か
め
の
な
か
で
、
現
在
、
し
ば
し
ば
問
題
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
経
文
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

大
王
、

臣
聞
く
、
『
毘
陀
論
経
』

に
説
か
く
、

劫
初
よ
り
こ
の
か
た
、

も
ろ
も
ろ
の
悪
王
あ
り
て
国
位
を
貪
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
父 

を
殺
害
す
る
こ
と
一
万
ハ
千
な
り
。
未
だ
む
が
し
に
も
聞
か
ず
、
無
道
に
母
を
害
す
る
こ
と
あ
る
お
ば
、

王
い
ま
こ
の
殺
逆
の
事
を 

な
さ
ば
、
刹
利
種
を
汚
が
し
て
ん
。

臣
聞
く
に
忍
び
ず
、

こ
れ
旃
陀
羅
な
り
。

宜
し
く
此
に
住
す
べ
か
ら
ず
。(

『
観
経
』) 

こ
の
一
文
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
も
注
目
し
て'

『
観
経
和
讃
』

に
、
 

阿
闍
世
王
は
瞋
怒
し
て 

我
母
是
賊
と
し
め
し
て
ぞ 

無
道
に
母
を
害
せ
ん
と 

つ
る
ぎ
を
ぬ
き
て
む
か
い
け
る 

耆
婆
月
光
ね
ん
ご
ろ
に 

是
旃
陀
羅
と
は
じ
し
め
て 

不
宜
住
此
と
奏
し
て
ぞ 

闍
王
の
逆
心
い
さ
め
け
る



と
示
し
、

「
是
旃
陀
羅
」

の
一
語
に
、

阿
闍
世
王
の
母
へ
の
殺
逆
の
心
が
消
失
し
て
い
く
心
境
を
読
み
と
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
わ
れ
る 

「
旃
陀
羅
」
と
は
、
『
仏
教
語
大
辞
典
』(

中
村
元
著)

に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

(
5
0
若
^

貸

の

音

字

。
厳

熾

・

暴

悪

・
屠
者
・
殺
者
な
ど
と
漢
訳
す
る
。

イ
ン
ド
に
お
け
る
四
姓
外
の
賤
民
。

狩

猟

・

屠

殺

・
刑 

戳
な
ど
を
業
と
す
る
。
最
も
賤
し
く
、

カ
ー
ス
ト
外
の
者
と
み
な
さ
れ
た
。
彼
ら
は
蔑
視' 

嫌
悪
さ
れ' 

人
間
と
は
み
な
さ
れ
ず
、 

犬
や
豚
と
同
類
と
み
な
さ
れ
た
。(

下
巻
・
八
三
八)

一
体
、
な
ぜ
阿
闍
世
王
は
母
を
殺
逆
せ
ん
と
し
て
、

激
し
く
火
の
よ
う
に
憤
っ
た
心
が' 

近

臣

の

「
『
毘
陀
論
経
』

に
説
か
く:

：:

」 

と
い
う
一
言
に
、
激
昇
す
る
心
が
、
水
を
さ
す
よ
う
に
我
に
か
え
ら
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
呪
祭
文
化
を
築 

い
て
き
た
バ
ラ
や
ン
教
に
よ
る
当
時
の
人
々
の
社
会
生
活
の
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
侵
す
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

そ
の
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
い
る
社
会
的
規
定
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
占
ベ
『
観
経
』

の

な

か

で

の

「
『
毘
陀
論
経
』

に
説
か
く:

：:

」 

と
い
う
、
『
毘
陀
論
経
』

と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。

1

大
体
、

い
ま
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、

ヴ
ェ
ー
ダ
の
書
と
い
う
了
解
が
な
さ
れ 

て
い
る
。

ま
た
、
善

導

の

『
観
経
疏
』

に
依
っ
て
も
、

古
今
書
史
歴
帝
之
文
記
を
引
く

と
註
釈
さ
れ
て
い
る
点
か
ら' 

仏
教
の
経
典
類
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
か
ら
、
も
う
少
し
、

ヴ
ェ
ー
ダ
の
書
の
ど
う
い 

う
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
か
を
類
推
し
て
い
き
た
い
。

経
文
の̂

容
か
ら
推
察
す
る
と
き' 

ま
ず
留
意
さ
れ
る
こ
と
は' 

「旃
陀
羅
」
(

チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ)
'
 

「
刹
利
種
」
(

ク
シ
ャ
ト
リ
ア)

と 

い
う
カ
ー
ス
ト
制
の
身
分
的
階
級
規
定
の
言
葉
に
注
視
さ
れ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
ら
の
言
葉
は' 

当
時
の
イ
ン
ド
の
ア
ー
リ
ア 

文
化
の
血
の
純
潔
に
よ
る
ヴ
ァ
ル
ナ(
色)

の
四
つ
の
社
会
的
階
級
制
度
を
規
定
し
て
い
る
点
か
ら
、
『
りI

グ

・
ヴ
ェ
ー
ダ
』

の
神
の
讃 

歌
、
儀
式
を
支
柱
と
し
た
と
こ
ろ
の
社
会
の
し
く
み
、
生
活
規
定
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
古
書
に
基
づ
く
と
い
え
よ
う
。

そ

れ

は

『
ダ 

ル

マ"

ス

ー

ト

ラ(

律
法
経)

』
、
後
世
、
古
代
イ
ン
ド
の
法
典
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
た
『
マ
ヌ
の
法
典
』
、

ヒ
ン
ド
ウ
ー
文
化
の
社
会
組
織



の
維
持
と
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
の
書
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
も
う
一
度
、
『
観
経
』
引

意

の

『
毘
陀
論
経
』

の
文
を
省
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

！ 
I

I

ヽ
 

-  

国
位
を
貪
る
ゆ
え
に
、
そ
の
父
を
殺
害
す
る
こ
と
一
万
ハ
千
な
り
、
 

ま
た
聞
か
ず
無
道
に
母
を
害
す
る
こ
と
あ
る
お
ば
、

王
い
ま
こ 

の
殺
逆
の
事
を
な
さ
ば
、

刹
利
種
を
汚
が
し
て
ん
。

臣
聞
く
に
忍
び
ず
、

こ

れ

旃

陀

羅

卸

。
 

と
い
う
、3

:
、3

:
線
の
二
つ
の
事
柄
が
指
し
示
す
古
代
イ
ン
ド
の
二
つ
の
社
会
的
習
慣
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は' 

先

に

示

し

た

親

鸞

の

『
和
讃
』

に
お
い
て
も
注
視
さ
れ
て
い
る
留
意
点
は
同
じ
で
あ
る
。
 

そ
の
確
か
め
に
お
い
て' 

そ
の
二
線
の
事
柄
は
何
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
何
線
に
お
い
て
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
の
家 

族
観
念
は
、
家
父
長
制
で
は
な
く
母
系
制
で
あ
っ
た
こ
と' 

さ
ら
に' 
⑹

線
に
お
い
て
は
、

カ
ー
ス
ト
制
度
の
社
会
的
規
定
に
基
づ
い
て 

い
る
点
が
注
意
さ
れ
よ
う
。

は
じ
め
の
・
母
系
制
に
つ
い
て
は
、
阿
闍
世
が
み
ず
か
ら
を
名
の
る
時
、

「
ヴ

ィ

デ

ー

ハ

国

の

女(

韋
提
希
夫 

人)

の
子
」(

『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
』)

と
い
う
点
お
い
て
も'

そ
の
影
響
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、

父
よ
り
母
を
重
ん
ず
る
イ
ン
ド
社
会
の
習

②
 

慣
は
、
『
ダ

ル

マ"

ス

ー

ト

ラ(

律
法
経)

』

に
、
「
母
は
父
、
師
よ
り
も
尊
し
」
、

「
子
は
常
に
母
に
従
う
べ
し
」
と
示
さ
れ
、
ま
た
、
『
マ
ヌ 

の
法
典
』

で
は
、

母
へ
の
孝
順
に
よ
り
て
彼
は
此
界
を
得
、

父
へ
の
孝
順
に
よ
り
空
界
を
得
、

師
へ
の
服
従
に
よ
り
梵
界
を
獲
得
す
。(

二

・
三
二
三
、
 

岩
波
文
庫
七
一)

③
 

父
は
死
よ
り
も
百
倍
、
而

も

母

は

父

よ

り

も(

な
ほ)

千
倍
多
く
敬
せ
ら
る
べ
し
。(

一7

一
四
五
、
前
同
六
こ 

と
表
わ
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
も
、
母
系
制
の
家
族
観
念
が
注
視
さ
れ
る
。
 

か
か
る
情
景
を
想
い
え
が
く
時' 

阿

闍

世

王

に

対

す

る

近

臣

達

の

「
無
道
に
母
を
害
す
る
」
と
い
う
一
言
が
、
阿
闍
世
の
心
に
い
か
に 

重
く
の
し
か
ゝ
っ
た
で
あ
ろ
う
か' 

そ
の
こ
と
が
窺
い
知
ら
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
次

の

「
刹
利
種
を
汚
が
さ
ん
、
 

臣
聞
く
に
忍
び
ず
、

こ 

れ
旃
陀
羅
な
り
、

宜
し
く
此
に
住
す
べ
か
ら
ず
」

と
い
う
四
姓
の
階
級
規
定
を
な
し
て
い
る
一
文
は
、

イ
ン
ド
社
会
に
お
け
る
人
間
規
定



を
な
く
し
て
い
る
身
分
的
秩
序
で
あ
る
。
『
マ
ヌ
の
法
典
』

で
は' 

そ
の
四
姓
の
規
定
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
 

バ

ラ

モ

ン

に

は(

ヴ
ェ
ー
ダ)

教
授
と
学
習
、
自
己
又
は
他
人
の
た
め
の
行
祭
、
布
施
を
與
へ
、
又
受
く
る
こ
と
を
定
め
た
り
。 

ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
に
は
、
人
民
を
保
護
、
施
與
、

供
儀
、(

ヴ
ェ
ー
ダ)

の
学
習' 

及
び
感
覚
的
対
象
に
対
す
る
無
執
着
を
指
定
せ
り
。
 

ヴ
ァ
イ
シ
ャ
に
は
、
牧
畜' 

施
與' 

供

儀
(

ヴ
ェ
ー
ダ
の)

学
習
、
商
業
、
金
銭
の
貸
與
、
及
び
土
地
の
耕
作
を
指
定
せ
り
。
 

さ
れ
ど
主
宰
神
は
、

こ

れ

ら

の
(

他
の)

三
種
姓
に
甘
ん
じ
て
奉
仕
す
べ
き
唯
一
の
職
能
を
、

シ
ュ
ー
ド
ラ
に
命
じ
た
り
。

(

岩
波
文
庫
三
七) 

こ
の
四
姓
の
身
分
的
秩
序
は' 

さ

ら

に

『
リ

ー

グ

・
ヴ
ェI

ダ
讃
歌
』
(

原
人
の
歌)

に
は
、
 

彼

に

は

ブ

ラ

ー

フ

マ

ナ(

バ
ラ
モ
ン
、
祭
官
階
級)

な
り
き
。

両

腕

は

ラ

ー

ジ

ャ

ニ

ア(

王

族

・
武
人
階
級)

と
な
さ
れ
た
り
。
彼 

の
両
腿
は
す

な
わ
ち

ヴ

ァ

イ

シ

ア(

庶
民
階
級)

な
り
。

両

足

よ

り

シ

ュ

ー

ド

ラ(

奴
婢
階
級)

生
じ
た
り
。(
岩
波
文
庫
三
三) 

と
い
う
よ
う
に
、
プ

ル

シ

ャ
(

原
人)

を
犠
牲
と
し
て
神
々
の
行
な
っ
た
祭
式
の
結
果
、

そ
の
各
部
分
か
ら
万
物
が
展
開
す
る
。

人
間
の 

あ
り
様
が
、
梵

天

の

口

か

ら

生

ま

れ

た

者(

バ
ラ
モ
ン)

、
腕

か

ら

生

ま

れ

た

者(

ラ
ー
ジ
ャ
ニ
ア)

、
腿

か

ら

生

ま

れ

た

者(

ヴ
ァ
イ
シ 

ヤ)
'
,

足

か

ら

生

ま

れ

た

者(

シ
ュI

ド
ラ)

と
い
う' 

生
ま
れ
た
こ
と
自
体
が
、
 

創
造
神
の
差
別
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
祭
祀
の
宗
教 

や
、

四
つ
の
ヴ
ァ
ル
ナ(

色)

の
人
間
規
定
に
よ
っ
て
、
社
会
の
し
く
み
を
築
い
て
い
る
バ
ラ
モ
ン
教
の
根
本
聖
典
で
あ
る
。

こ
の
四
つ
の 

カ
ー
ス
ト
制
度
は' 

今
日
も
な
お
イ
ン
ド
の
社
会
生
活
の
根
強
い
習
慣
、

不

文

律

の

「
風
礼
」(

『
観
経
疏
』)

と
な
っ
て
い
る
。
 

そ
の
よ
う
な
社
会
的
規
定' 

身
分
的
秩
序
を
示
す
古
書
に
よ
っ
て
、
 

刹
利
種
を
汚
が
さ
ん
、
臣
聞
く
に
忍
び
ず
、

こ
れ
旃
陀
羅
な
り' 

宜
し
く
此
に
住
す
べ
か
ら
ず
。
 

と
、
阿
闍
世
王
は
、
近
臣
達
に
カ
ー
ス
ト
制
の
王
族
か
ら
四
姓
以
外
の
旃
陀
羅(

チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ)

、

不
可
触
民
——

「
人
外
の
人
」
、
犬
や 

豚

と

同

類

に

み

な

さ

れ

た

汚

辱(

差
別)

を
受
け
、
社
会
制
度
の
王
族
の
地
位
か
ら
排
除
さ
れ
る
言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
の
こ
と
は
、
人
間
の
激
し
い
憤
っ
た
感
情
の
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
不
文
律
の
習
慣
、
捷
を
逆
手
に
と
っ
た
誡
め
と
も
了



解
で
き
る
。

「
殺
逆
の
こ
と
を
な
せ
ば
旃
陀
羅
で
あ
る
」

と
、

王
族
の
阿
闍
世
王
に
人
間
を

非
人
間
化
し
た
旃
陀
羅(

チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ)

、 

悪
人
と
名
称
を
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
闍
世
王
の
王
権
と
野
心
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
気
込
み
は
、
身
辺
の
者
に
身
捨
て
ら
れ
て
は 

と
、
全
く
意
気
消
沈
し
、

母
殺
害
へ
の
危
害
は
か
ろ
う
じ
て
と
ど
ま
っ
た
と
も
い
え
る
。

か
ゝ
る
状
況
の
な
か
で
、
母
韋
提
希
の
命
は
助
け
ら
れ
た
が
、
幽
閉
の
身
と
な
り
牢
獄
に
繫
が
れ
、
そ
の
王
族
の
汚
名
と
恥
辱
の
な
か 

に
、

そ
の
事
態
を
通
し
て
、
な
ぜ
人
間
が
善
悪
の
業
に
お
い
て
差
別
の
な
か
に
葛
藤
と
殺
害
を
生
き
る
の
か
、

そ
の
穢
土
を
生
き
る
人
間 

業
の
歪
み
、
悲
惨
さ
に
深
く
傷
つ
き
愁
憂
憔
悴
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
苦
悶
の
な
か
に
、

い
ま
、
韋
提
希
は
身
を
正
し' 

全
身
全
霊
を
も
っ
て
釈
尊
の
教
え
を
聞
思
し
た
い
と
い
う
強
い
願
望
が
は
た
ら 

い
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
虚
妄
と
虚
偽
の
迷
誤
の
な
か
に
新
し
く
出
直
し
た
い
と
、
善
悪
の
穢
土
の
業
の
直
中
に
「
清
浄
業
処
」(

『
観
経
』) 

の
正
因
を
獲
得
す
る
願
生
心
が
明
示
さ
れ
て
く
る
の
が
、

『
観
無
量
寿
経
』

の
韋
提
希
夫
人
を
主
人
公
と
し
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

か
よ 

う
に
、

母
韋
提
希
は
、
当
時
の
風
礼
、
生
活
信
条
で
あ
る
社
会
制
度
か
ら
除
外
さ
れ
る
恥
辱
、
汚

名
(

差
別)

と
、

さ
ら
に
は
、
わ
が
子 

か
ら
幽
閉
の
身
と
し
て
牢
獄
に
繫
が
れ
、
深
く
傷
つ
き
困
窮
す
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
人
間
は
か
く
も
善
悪
の
業
に
よ
っ
て
、
差
別
を
う 

み
、
差

別

を

受

け

て

「
自
害
害
彼
、
彼
此
俱
害
」(

『
大
経
』)

の
な
か
に
歪
み
、
憎
み
争
う
対
立
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
く
の
か
、

そ
の
人 

間
の
あ
り
様
の
悲
痛
さ
と
動
哭
の
な
か
に
、
仏
陀
の
教
え
を
穢
土
の
業
の
現
実
に
問
い
尋
ね
た
人
と
い
え
る
。

王
権
の
た
め
に
父
王
を
殺
害
し' 

母
を
殺
さ
ん
と
弑
逆
し' 

侍

臣

達

か

ら

は

旃

陀

羅(

チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ)

—' 

賤
種
、
悪
人
と
名
称
さ 

れ
る
な
か
に' 

韋

提

希

の

王

妃

の

嬰

珞

が

象

徴

す

る

「
貴
中
之
貴
、
尊
中
之
尊
」(

『
観
経
疏
』)

と
し
て
の
尊
位
は
崩
れ
落
ち
、

親
子
の
共 

業
と
自
ら
の
不
共
業
の
業
縁
の
大
地
に
苦
悩
す
る
韋
提
希
は
、

そ
の
悲
痛
さ
の
な
か
か
ら
、
仏

陀

の

教

え

に

未

来

世

一

切

衆

生

の

「
清
浄 

業
処
」

の
正
因
を
問
い
尋
ね
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
大
い
な
る
志
願
を
苦
悶
の
な
か
に
背
負
い
き
れ
な
い
業
の
喘
え
ぎ
と
し
て
求
め
た
に 

違
い
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
釈
尊
の
教
え
は'



如
来
往
昔
、
婆
羅
門
を
殺
す
。(

大
正
蔵
第
十
二
巻
・
『
涅
槃
経
』
四
五
九
よ)

と
示
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
仏
陀
の
教
え
と
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
四
姓
の
カ
ー
ス
ト
制
度
に
対
し
て
の
活
人
剣
、
 

ア

ン

チ

・
カ
ー
ス
ト
の
僧 

伽
念
持
、
 

共
同
的
世
界
を
志
願
し' 

証
し
し
た
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
体
、
人
が
人
と
し
て
生
き
る
生
命
の
、
平
等
の
実
在
基
盤
は
ど
こ
に
あ
る
か
を' 

釈
尊
は
、
最

も

端

的

に

「婆
羅
門
を
殺
す
」
と
い 

う
智
剣
——

、
〃
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
〃
の
生
命
の
実
在
基
盤
、
原
初
の
祈
り
を
以
て
、

私
た
ち
の
地
上
に
、

ア
ン
チ
・
カ
ー
ス
ト
の
僧 

伽
の
生
成
、
共
同
体
の
実
現
を
教
示
し
た
人
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
僧
伽
念
持
の
道
は' 

私
た
ち
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
の
、
 

四
大
河
、
海
に
入
り
已
れ
ば
復
本
の
名
字
無
し
、
但
名
け
て
海
と
為
す
。(

中
略)

四
姓
有
り
、
出
家
学
道
せ
ば
、
復
本
の
姓
無
し
。
 

但
沙
門
釈
迦
の
子
と
い
う
の
み
。(

大
正
蔵
第
二
巻
、
六.
五
ハ
、

。)

と
い
う
、

仏
弟
子
の
道
の
顕
揚
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
仏
陀
の
教
え
を' 

苦

悩

す

る

凡

夫

と

し

て

「
清
浄
業
処
」

に
往
生
す
る
一
乗
成 

仏
の
正
因
を
、
韋
提
希
は
業
縁
の
大
地
に
求
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

か
く
尋
ね
て
き
た
よ
う
に
、

王
舎
城
の
悲
劇
が
私
た
ち
に
問
い
か
け
て
い
る
課
題
は' 

仏

法
(

正
法)

と

王

法(

王
権)

の
問
題
で
あ
り
、
 

さ
ら
に
は
社
会
制
度
の
差
別
構
造' 

し
く
み
の
な
か
で

の
善
悪
の
宿
業
に
苦
悩
し
て
生
き
る
人
間
の
問
題(

差
別)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

し
か
る
に
、

私
た
ち
の
よ
く
善
悪
の
宿
業
を
生
き
る
と
い
う
実
存
、

「
宿
業
」

と
い
う
言
葉
が
指
し
示
す
事
柄
は' 

決
し
て
人
間
の
心 

情
、
あ
る
い
は
、
心
理
と
い
う
領
域
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
自

ら

が

生

き

る

代

替

不

可

能

の

身(

不
共
業
丫
の
問
題
で
あ
る
と
同
時 

に'

ど
こ
ま
で
も
関
係
存
在
を
生
き
る
親
子
、
 

社
会
、

国

家

と

い

う

人

倫(

共
業)

を
包
ん
で
い
る
人
間
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
る
と
い 

え
よ
う
。

そ
の
こ
と
は
韋
提
希
の
苦
悶
の
表
白
で
あ
る
と
こ
ろ
の'

世
尊
、
我' 

宿
何
の
罪
あ
り
て
か
、

こ
の
悪
子
を
生
ず
る
。

世
尊
復
何
等
の
因
縁
ま
し
ま
し
て
か
、
提
婆
達
多
と
共
に
眷
属
た
る
。

(

『
観
経
』) 

と
い
う
文
に
お
い
て
も
、
共
業
、

不
共
業
の
な
か
で
苦
悩
す
る
韋
提
希
の
心
根
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
善
導
は
こ
の
経
文
を
、



未
審
、
宿
業
因
縁
、
殃
咎
有
て
し
か
も
此
の
児
と
共
に
母
子
た
る
。

こ
れ
夫
人
既
に
自
ら
障
り
深
く
し
て
宿
因
を
識
ら
ず
。

(

『
観
経
疏
』) 

と' 

こ
こ
に
韋
提
希
が
、
 

王
舎
城
の
悲
劇
、
 

そ

の

「
宿
業
因
縁
」

の
な
か
で
、
 

ど
の
よ
う
に
願
生
道
を
志
願
し
て
い
く
か
、
 

そ
こ
に
大
切 

な
仏
道
の
機
縁
が
あ
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、

王
舎
城
の
悲
劇
で
あ
る
宿
業
因
縁
、
そ

の

「
宿
業
」

了
解
は
、

し
ば
し
ば
問
題
視
さ
れ
る
カ
ー
ス
ト
制
度
を
是
認
す
る
と
こ 

ろ

の

宿

業

了

解(

後
に
問
題
に
す
る
宿
作
因
論)

に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
十
分
に
注
視
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

思
う
に
、
人
間
の
実
存
、
 

そ
れ
は
無
明
煩
悩
の
自
我
形
成
に
よ
っ
て
、

自

他

の

差

別

構

造

を

生

き

る

「
衆
生
の
業
識
」(

『
観
経
疏
』)

に 

依
拠
し
た
存
在
で
あ
る
。

そ

の

「
衆
生
の
業
識
」
(

無

明

・
罪)

が
、
ど
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
光
明
土'

「
清
浄
業
処
」

の
正
因
を
獲
得 

し
、
未
来
世
一
切
衆
生
の
平
等
成
仏
、
共
同
的
世
界
を
こ
の
現
生
に
大
乗
正
定
聚
之
機
と
し
て
自
証
し
て
く
る
の
か
、
そ
こ
に
韋
提
希
の 

仏
道
の
志
願
が
あ
り
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
、
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
の
な
か
で
生
き
る
、

そ
の
信
仰
形
成
の
主
体
は
何
か
を
明
確
に 

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

註①
 

中

村

元

著

『
イ
ン
ド
古
代
史
』
上
(

春
秋
社
版)

四
〇
頁
。

@
 

山
崎
元
一
著
『
ア
シ
ョ
ー
カ
王
と
そ
の
時
代
』(

春
秋
社)

六
七
頁
。

@
 

辻
直

四

郎

著

『
イ
ン
ド
文
明
の
曙
』(

岩
波
新
書)

九
五
頁
。

二

阿

闍

世

の

遍

歴

——

六
師
外
道
・
耆
婆
の
勧
め!
—

一

西

谷

啓

治

師

は

『
宗
教
と
は
何
か
』

の
な
か
で
、
業

を

無

始

無

終

な

る

「
時
」
を
生
き
る
人
間
の
問
題
に
捉
え
、
第
一
に
、

そ
の
無
始



無
終
の
時
間
は
、
人
間
存
在
に
お
い
て
は
重
荷
と
負
課
、

そ
し
て
、
創
造
と
自
由
に
あ
る
と
い
う
性
格
を
示
し
つ
つ
、

そ
し
て
、

そ
の
背 

後
に
無
限
衝
動
を
宿
し
て
い
る
。
第
二
に
、
そ
の
無
始
無
終
な
る
時
間
は' 

そ

の

根

底

に

無

限

の

開

け(

虚
無)

を
秘
め
つ
つ
、
わ
れ
わ 

れ
の
生
は
、
始
め
と
終
り
を
も
つ
諸
系
列
の
な
か
で
、
刹
那
に
生
き
る
、

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
反
復
を
許
さ
な
い
無
始
無
終
の
時 

に
あ
る
。

そ

の

よ

う

に

人

の

生

き

る

「
時
」
と
は
、

「
人
間
の
有
限
性
は
無
限
な
る
有
限
性
と
し
て
実
存
」

し
、

輪
廻
、
転
生
の
神
話
的
な
時
間 

表

象

を

も

っ

て

示

さ

れ

る

「
業

」

の
時
間
態
に
あ
る
。

い
い
換
え
れ
ば
、
私

た

ち

の

生

き

る

「
時
」
と
は
、
虚

無

に

面

接

し

た

「
無
明
」 

—'

自
己
—
内
—

閉
鎖
性
の
あ
り
方
の
営
み
に
あ
る
が
、

そ
の
生
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
、

「
空
」
(

無
我)

の
性
起
と
し
て
無
限
の
課 

題
を
負
う
、
根
源
的
自
発
性
と
し
て
の
遊
戯
、
菩
薩
道
に
ど
の
よ
う
に
転
依
す
る
か
が
、
仏
教
の
指
示
す
る
事
柄
と
し
て
推
究
さ
れ
て
い 

る
。か

よ
う
に
、

「
業
」
と
は
、
人

間

の

生

き

る

時

が

「
無
限
な
有
限
性
」

と
し
て
、
〈
あ
る
——
な
す
一
，あ
る
〉

と
い
う
行
為
の
反
復
と
集
積 

の
な
か
に
、
魂
の
帰
趨
す
る
場
を
求
め
て
生
き
る
神
話
的
な
時
間
表
象
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
る
に
、
業
と
い
う
神
話
的
な
時
間
表
象
は
、
仏
教
の
教
義
の
枠
内
に
限
定
さ
れ
る
言
語
領
域
の
事
柄
で
は
な
く'

人
間
の
生
き
る 

業
、
私
た
ち
の
生
活' 

文
化
で
あ
る
過
去
、
現
在
、
未
来
の
集
積
の
な
か
で
の
、
人
間
の
主
体
の
形
成
と
な
っ
て
い
る
源
に
ほ
か
な
ら
な 

い"

そ
し
て
、

そ
の
人
間
の
業
の
営
み
は
、
業
識
で
む
る
魂
の
帰
趨
す
る
場
所
が' 

ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
業
了
解
の
決
定 

的
な
相
違
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

た
と
え
ば' 

ヒ
ン
ド
ウ
ー
の

聖

典

『
バ
カ
ヴ
ァ
ッ
ド
ギ
ー
タ
ー
』

第
三
章
五
偈
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば' 

人
間
の
行
為
、
業
は
、
 

何
と
な
れ
ば' 

何
人
も
一
瞬
間
た
り
と
い
え
ど
も' 

行

作
を

な

さ
ず

し
て(

讣
吕!11

;!

.?”)

在
る
こ
と
な
し
。
何
と
な
れ
ば' 

あ
ら
ゆ 

る

人

は

プ

ラ

ク

リ

テ

ィ(

自
性)

属

す

る

グ

ナ
(

儿
徳
・
性
質)

に
よ
り
、
 

心
な
ら
ず
も
行
作
を
な
さ
し
め
ら
る
。

(

辻
直
四
郎
訳
、
『、イ
ン
ド
古
典
叢
書
』

六
二)



と
い
う
よ
う
に
、
人
間
は

誰
れ

し
も

が

身

・
ロ

・
意
の
三
業
に
よ
っ
て
、

日
毎
に
決
断
と
行
為
を
な
し
、

そ
の
行
為
の
結
果
、
果
報
の
招 

く
善
悪
の
負
荷
の
な
か
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
の
業' 

行
為
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
く 

か
が
、
私
た
ち
の
人
生
の
問
題
、
人
間
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、

そ
の
業
の
問
題
は
、

ひ
と
り
ひ
と
り 

の

生

の

あ

り

方(

不
共
業)

で
あ
る
と
同
時
に
、

世

間
(

世
界)

I

内
—
存

在

と

し

て

の

共

同

体(

共
業)

の
営
み
で
あ
る
。
 

思
う
に' 

人
間
と
は' 

頭

脳
(

理
性)

と
身
体
を
備
え
つ
つ
、
直
立
歩
行
の
体
位
を
と
っ
て
二
本
足
で
前
に
向
っ
て
歩
い
て
い
く
自
由 

へ
の
可
能
性
に
生
き
る
存
在
で
あ
る
。

そ
し
て' 

そ
の
一
歩
一
歩
は
、
自
己
を
認
知
し
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
な
か
を
生
き
る
自
覚
的'
 

間
柄
的
な
営
み
を
な
し
て
い
る
。

そ
の
点' 

人
間
と
は
、
他
の
動
物
、
植
物
の
よ
う
に
環
境
に
対
し
て
瞑
合
的
な
あ
り
方
で
は
な
く
、
自 

己
の
周
り
を
遠̂

見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
世
間(

世
界)

—
内
—
存
在
を
生
き
る
〇

い
い
換
え
れ
ば
、
馬
が
水
を
飲
む
と
い
う
営
み
は
、
自
然
、
本
能
の
欲
求
に
従
い
、
環
境
に
対
し
て
は
瞑
合
的
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に 

対
し
て
、
人
が
水
を
飲
む
行
為
は
、
私
は
い
ま
水
を
飲
む
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
同
時
に
、

こ
の
水
に
は
、
放
射
能
物
質
は
入
っ
て
い
る 

だ
ろ
う
か' 

ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
環
境
に
対
し
て
距
離
を
も
ち' 

自
ら
の
主
体
、
自
由
意
志
に
て
判
断
を
も
ち' 

世
界
に
か
か
わ
っ
て
い 

く
存
在
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に' 

人
間
と
は
環
境
に
対
し
て
も
、
ま
た
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、

お
互
い
が
他
と
入
れ
変
え
る
こ
と
を
許
さ
な
い 

代
替
不
可
能
の
個
体
と
し
て' 

お
互
い
を
重
ん
じ
る
共
同
体
に
よ
っ
て
、
人
倫
の
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
人
と
人
と
の
間
と
は
、

た

と

え

ば

「
山
ア
ラ
シ
の
ジ
レ
ン
マ
」
と
い
う
寓
話
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
予
盾
と
葛 

藤
の
な
か
に
あ
る
と
い
え
る
。

「
あ
る
冬
の
朝' 

寒
さ
に
こ
ご
え
た
山
ア
ラ
シ
の
カ
ッ
プ
ル
が
、
お
互
い
を
暖
め
あ
お
う
と
近
づ
い
た
が
、
彼
ら
は
近
づ
け
ば
近
づ 

く
ほ
ど
自
分
た
ち
の
棘
で
お
互
い
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
山
ア
ラ
シ
は
、
近
づ
い
た
り
離
れ
た
り
を
繰
り
返
え
し
た
あ
げ
く 

適
度
に
暖
か
く
、
し
か
も
あ
ま
り
お
互
い
に
傷
つ
け
な
い
で
す
む
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
距
離
を
見
つ
け
出
し
た
」



人

間

の

「
間
」
—' 

そ
れ
は
夫
婦
、
親
子
、
男
女
、
お
互
い
が
親
し
く
な
り
、
近
づ
き
合
え
ば
合
う
ほ
ど
、
利
害
関
係
も
密
接
に
な
り
、 

②

二
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
ー
山
ア
ラ
シ
の
棘
—
が
相
手
を
傷
つ
け
、
憎
み
争
う
感
情
と
な
っ
て
く
る
。

い
ま' 

王
舎
城
の
悲
劇
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
条
、
生
き
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
棘
が
人
を
傷
つ
け
、
殺
害
す
る
と
い 

う' 

人
間
の
創
造
的
に
し
て
同
時
に
破
壊
的
な
る
も
の
、
ま
た
、
調
和
的
に
し
て
同
時
に
闘
争
的
に
な
る
、

そ
の
破
壊' 

闘
争
の
面
が
露 

呈
し
た
、
人
間
の
無
明
の
闇
か
ら
生
起
し
て
く
る
人
が
人
と
し
て
生
き
る
穢
土
の
業
、
 

歴
史
の
悲
劇
と
い
え
る
。

二

父
を
害
す
る
に
因
り
て
、

己
が
心
に
悔
熱
を
生
ず
。

心
に
悔
熱
す
る
が
故
に
徧
体
に
瘡
を
生
ず
。
其
の
瘡
臭
穢
に
し
て
附
近
す
可
か 

ら
ず
。

尋
ち
自
ら
念
言
す
ら
く
、
我
れ
今
此
の
身
に
已
に
華
報
を
受
け
た
り
、
地
獄
の
果
報
、
将
に
近
づ
き
て
遠
か
ら
ず
。(

信
巻) 

自
ら
の
行
為' 

業
が
う
み
だ
す
悲
劇
性
は
、
 

殺
父
の
罪
に
苦
し
む
阿
闍
世
の
呵
責
は' 

日
常
的
信
頼
の
絆' 

自
と
他
の
間
を
結
ん
で
い 

る
精
神
的
支
柱
が
喪
失
し
た
と
こ
ろ
に
生
起
し
て
く
る
「
地
獄
の
果
報
」I

、
堕
地
獄
へ
の
恐
れ
と
い
え
る
。

そ
の
恐
れ
、

不
安
は
、

た 

だ
一
人
に
見
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
孤
独
感
に
停
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
全
存
在
が
世
界
の
深
さ
に
落
ち
込
ん
で
い
く'

虚
無
の 

深
淵
に
対
面
し
て
い
る
阿
闍
世
の
不
安
と
い
え
る
。

一
体
、 

こ
の
恐
れ
、

こ
の
不
安
を
癒
し
て
く
れ
る
人
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
ら
の
生
の
地
底' 

基
盤
が
無
の
暗
黒
、
闇
に
す
い
こ
ま 

れ
て
い
く
、

父
殺
害
の
良
心
の
呵
責
に
よ
る
悔
熱
と
、
鎮
ま
る
こ
と
の
な
い
不
安
に
お
び
え
る
阿
闍
世
の
心
根
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
に' 

阿
闍
世
王
は
侍
臣
達
の
信
奉
す
る
六
師
外
道
の
見
解
の
な
か
を
彷
徨
し
つ
つ
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
仏
陀
の 

教
え
に
接
近
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
、
六
師
外
道
の
思
想
と
は
い
か
な
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
六
師
外
道
の
思
想
は
、

長
く
正
統
バ
ラ 

モ
ン
と
し
て
の
尊
祐
論
と
し
て
培
ち
か
わ
れ
、

ヴ
ェ
ー
ダ
を
権
威
と
し
た
祭
祀
、
供
儀
に
よ
っ
た
呪
術
的
宗
教
の
あ
り
方
に
対
す
る
抵
抗



の
思
想
で
あ
る
。

そ
の
あ
り
方
は
、
梵
天
の
創
造
神
を
否
定
し
、

現
実
所
与
の
対
象
を
人
間
の
歴
史
内
の
因
果
律
に
よ
っ
て
見
定
め
、
人 

間

の

生

命

の

あ

り

方

を

宿

作

因

論(

必
然
説)

、
無

因

無

縁

論(

偶
然
説)

に
帰
結
し
て
い
く
思
想
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
の
三
種
外
道
の
思
想
は
、
次
の
よ
う
に
図
示
さ
れ
る
。

一—

I

宿
作
因
論

一—

ニ
ガ
ン
タ
・
ナ
ー
タ
ブ
ッ
タ(

作
用
論) 

一

―
-

バ
ク
タ
・
カ
ッ
チ
ャ
ー
ヤ

ナ
(

七
身
論)

一—

マ
ッ
カ
リ
・
ゴ
ー
サ
ー
ラ
(

十
二
要
素
論)

三
種
外
道
——

ロ
、
尊

祐

論
-
-
-

正
統
バ
ラ
モ
ン
派
の
有
神
論

ー
ー
ア
ジ
タ
・
ケ
ー
サ

カ

ン

バ

ラ(

四
大
種
説
、
断
滅
論
、
無
作
用
論)

——
皿
、
無
因
無
縁
論
—
一

ー
 

ー—
ブ

ー
ラ
ナ
・
カ
ッ
サ
パ(

無
作
用
論) 

ー
 

ー—

マ
ッ
カ
リ
・
ゴ
ー
サ
ー
ラ
(

無
因
論)

一
 

③
 

ー
ー
懐
疑
論
、
詭
弁
論!
!

サ
ン
ジ
ャ
ヤ
・
ベ
ー
ラ
ッ
テ
ィ
ブ
ヨ
ダ(

無
知
論)

い
ま
、
そ
の
思
想
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。

〔
宿
作
因
論
〕

比
丘
衆
よ
、

一
類
の
沙
門' 

婆
羅
門
あ
り
、

か
く
の
如
く
説
き
、

か
く
の
如
く
見
る
。!

す
べ
て
こ
の
士
夫
人
は
、
或
い
は
楽
、
 

或
い
は
苦
、
或
い
は
非
苦
非
楽
を
領
受
す
、

こ
の
一
切
の
因
は
前
世
に
作
れ
り
、
と
。

〔尊
祐
論
〕

比
丘
衆
よ
、

一
類
の
沙
門
、
 

婆
羅
門
あ
り
、

か
く
の
如
く
説
き
、

か
く
の
如
く
見
る
。!

!

す
べ
て
こ
の
士
夫
人
は
、
或
い
は
楽
、
 

或
い
は
苦
、
或
い
は
非
苦
非
楽
を
領
受
す
、

こ
の
一
切
の
因
は
神
の
化
作
な
り
、
と
。

〔
無
因
無
縁
論
〕



比
丘
衆
よ
、

一
類
の
沙
門
、
婆
羅
門
あ
り
、

か
く
の
如
く
説
き
、

か
く
の
如
く
見
る
。!

す
べ
て
の
人
々
は
、
或
い
は
楽
、
或
い 

は
苦
、
或
い
は
非
苦
非
楽
を
領
受
す
、

こ
の
一
切
は
無
因
無
縁
よ
り
す
、
と
。(

南
伝
大
蔵
経
、
増
支
部
経
典
十
七
巻
、
二
八
〇) 

か
ゝ
る
点
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
宿
作
因
論
、
無
因
無
縁
論
の
六
師
外
道
の
主
張
は
、
人
間
の
行
為
の
す
べ
て
、

た
と
え
ば
殺
生
、
 

偷
盗
、
妄
語
、
非
梵
行
の
行
為
を
神
の
化
作
、
梵
天
の
化
作
の
因
と
す
る
と
こ
ろ
の
尊
祐
論
の
否
定
で
あ
る
。

そ
し
て
、

人
間
の
善
悪
の 

行
為
、
業
を
一
方
に
お
い
て
は' 

過
去
世
の
業
報
を
因
と
す
る
必
然
説
に
帰
結
す
る
あ
り
方
、
ま
た
他
方
に
お
い
て
は
、
無
因
無
縁
の
偶 

然
説
に
帰
結
す
る
見
解
に
あ
る
と
い
え
る
。

そ
の
こ
と
に
対
し
て
、
仏
陀
の
説
く
道
は
、

「
苦
は
自
作
な
り
や
」

「
迦
葉
よ
。

し
か
ら
ず
」

「
苦
は
他
作
な
り
ゃ
」

「
迦
葉
よ
。

し
か
ら
ず
」

「
苦
は
自
作
に
し
て
他
作
な
り
や
」

「
迦
葉
よ
、
し
か
ら
ず
」

「
苦
は
自
作
に
非
ず
、
他
作
に
非
ず' 

無
因
生
な
り
ゃ
」
。

「
迦
葉
よ' 

し
か
ら
ず
」(

大
正
蔵
第
二
巻
、
九

九

・
巴 

と
い
う
自
作
、
他
作
、

無
因
生
の
否
定
に
あ
る
。

即
ち
、

「
他
作
」

と
し
て
の
人
間
を
超
え
た
超
越
の
神
の
支
配
と
す
る
尊
祐
論
を
否
定 

し
、
ま
た
、

「
自
作
」

と
し
て
の
可
知
の
人
間
認
識
の
領
域
か
ら
の
宿
作
因
論
を
否
定
し
、
ま
た
、

「
無
因
生
」

と
し
て
の
不
可
知
を
認
識 

領
域
と
す
る
無
因
無
縁
論
の
否
定
を
通
し
て'

「
縁
起
の
法
」
の
道
理
を
説
示
す
る
と
こ
ろ
に' 

仏
陀
の
自
内
証
は
あ
る
。
 

そ
れ
は' 

人
間
の
認
識
の
可
知' 

不
可
知
を
超
え
た
領
域-
-

、

つ
ま
り'

「
無
明
」

の
自
我
を
越
え
た
と
こ
ろ
の
究
極
の
実
在
で
あ 

る

「
智
慧
」

に
覚
知
す
る
道
で
あ
る
。

人
間
と
は
、
自
分
の
眼
を
自
分
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、 

自
己
に
値
遇
す

る
こ

と

の
で

き
な

い
原
理
的
困
難
さ(

不
可
能) 

の
な
か
に
あ
る
。

そ
の
無
明
の
自
己
の
深
坑
を
究
め
る
と
こ
ろ
に
、
真

実

の

自

己
(

智
慧)

に
め
ざ
め
る
道
が
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
十 

ニ
因
縁
を
以
て

説
示
さ
れ
る
ヽ
〈
無
明
—
行
—
識
——
名
色
—

六
入
——
触

—
受
—
愛
—
取
——
有
——
生
—
老
死
〉

の

憂

・
悲
'

古

・
悩
の
生
存



を
生
き
る
生
死
的
自
己
、
迷
い
の
起
因
す
る
と
こ
ろ
の
順
観
に
よ
っ
て
、
生

命

の

原

初

の

決

定

で

あ

る

「
無
明
の
滅
」
—
、
般
若
智
の
自 

証
を
逆
観
し
て
く
る
と
こ
ろ
の
生
死
的
自
己
を
解
脱
す
る
覚
者
的
自
己
—
、
 

つ
ま
り
、
 

「
縁
起
の
法
」
を
自
覚
的
立
脚
地
と
す
る
こ
と
を 

い
う
。

そ

の

「
縁
起
の
法
」
と
は
、

こ
の
縁
起
の
法
は
、
如
来
が
世
に
出
ず
る
も
出
で
ざ
る
も
法
と
し
て
定
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
自
作
で
も
な
く
他
作
で
も
な
い
。

縁 

起
法
住
で
あ
り
、
法
空
、
法
如
、
法
爾
で
あ
り
、

又' 

法
は
如
を
離
れ
ず
如
と
も
異
な
ら
ず
、
実
諦' 

真
実
、

不
顚
倒
で
あ
る
。

(

大
正
蔵
二
、
ハ
四
・
む) 

と
示
さ
れ
る
。

仏
陀
は
、

そ

の

「
縁
起
の
法
」
を
自
覚
的
立
脚
地
と
し
て' 

新
し
い
自
己
、
生
命
の
開
始
を
促
す
の
で
あ
る
。

三

そ

の

仏

陀

の

指

示

す

る

「
縁
起
の
法
」

に
阿
闍
世
が
値
遇
す
る
に
は' 

長
い
時
間
を
要
し
た
。

阿
闍
世
王
を
取
り
巻
く
近
臣
達
は
、
自 

分
達
の
信
奉
す
る
六
師
外
道
の
思
想
へ
導
か
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て' 

そ
の
こ
と
は
、

阿
闍
世
自
身
が
長
く
、

つ
ら
い
旅
路
を
く 

ぐ
り
ぬ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
己
究
明
の
道
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

月
称
大
臣
の
勧
め
る
プ
ー
ラ
ナ
・
カ
ッ
サ
パ
、
蔵
徳
大
臣
の
勧
め
る
コ
ッ
カ
リ
・
ゴ
ー
サ
ー
ラ
、
実
徳
大
臣
の
勧
め
る
サ
ン

ジ
ャ
ヤ

・
 

ベ
ー
ラ
ッ
テ
ィ
プ
ッ
ダ
、 

悉
知
義
大
臣
の
勧
め
る
ア
シ
ダ
ー
・
ケ
ー
サ
カ
ン
バ
ラ' 

吉
徳
大
臣
の
勧
め
る
バ
ク
タ
・
カ
ッ
チ
ャ
ー
ヤ
ナ
、
 

無
所
畏
大
臣
の
勧
め
る
ニ
ガ
ン
タ
・
ナ
ー
タ
ブ
ッ
タ
と
い
う
、
六
師
外
道
の
思
想
の
な
か
で
彷
徨
し
つ
つ
、

道
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
 

一
体
、
阿
闍
世
王
は
ど
の
よ
う
な
思
想
に
値
遇
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
二
、
三
の
考
え
を
尋
ね
て
み
よ
う
。
 

蔵
徳
大
臣
の
勧
め
る
マ
ッ
カ
リ
ー
・
ゴ
ー
サ
ー
ラ
は
宿
命
論
者
で
あ
り
、
人
間
の
努
力
や
精
進
な
ど
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
輪
廻
浄
化 

を
説
く
の
で
あ
る
。



実
に
か
く
の
ご
と
く'

桝
に
よ
り
て
量
り
定
め
ら
れ
た
る
楽
と
苦
と
は' 

輪

廻

の

中

に

お

い

て

終

〔
滅
〕
す
る
こ
と
な
く'

ま
た
消 

長
し
増
減
す
る
こ
と
な
し
。

あ
た
か
も
投
げ
ら
れ
た
る
糸
麹
が
、

〔
そ
の
捲
か
れ
た
糸
の
〕
終
る
ま
で
解
け
て
い
く
か
の
ご
と
く
、
 

愚
者
も
賢
者
も' 

流
転
輪
廻
を
完
了
し
て
後
、
始
め
て
、
苦

の

終

〔
滅
〕

を
為
す
べ
し
と
。

(

南
伝
大
蔵
経
第
六
巻
、
長
部
経
典
、
「
沙
門
果
経
」
、
ハ
四) 

そ
の
よ
う
な
輪
廻
浄
化' 

自
然
必
然
の
な
り
ゆ
き
に
身
を
ま
か
し
て
い
く
世
界
観
を
信
奉
す
る
蔵
徳
大
臣
は
、
阿

闍

世

王

に

「
法
に
二 

種
あ
り
。

一
つ
に
は
出
家' 

二
つ
に
は
王
法
な
り
」(

信
巻)

と
分
け
つ
つ
、
 

王
法
は
、

い
わ
く'

そ
の
父
を
害
せ
り
、
す
な
わ
ち
王
国
土
こ
れ
逆
な
り
と
云
う
と
い
え
ど
も
実
に
罪
あ
る
こ
と
な
け
ん
。
迦
羅

 々

虫
の
か
な
ら
ず
母
の
腹
を
壊
り
て
、
し
か
し
て
後
す
な
わ
ち
生
ず
る
が
ご
と
し
、
生
の
法
か
く
の
ご
と
し
。

母
の
身
を
破
る
と
い
え 

ど
も' 

実
に
罪
な
し
。(

中
略)

治
国
の
法
、
法
と
し
て
か
く
の
ご
と
く
な
る
べ
し
。

父
王
を
殺
す
と
い
え
ど
も
、
実
に
罪
あ
る
こ
と 

な
け
ん
。(

信
巻)

と
い
う
よ
う
に' 

人

間

の

問

題

を

迦

羅

々

虫(

黒
虫)

の
例
に
た
と
え
て
、
動
物
の
生
法
に
還
元
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

ま
た' 

悉

知
義

大
臣
は

ア
シ
ダ
・
ケ
ー
サ
カ
ン
バ
ラ
を
信
奉
し
て
い
る
。

こ
の
ア
シ
ダ
は
、
人
は
四
大
要
素
に
よ
っ
て
成
り
、

死
す
る 

時
に
は
、
身
体
を
造
っ
て
い
る
地
な
る
要
素
は
外
界
の
地
身
に
、
水
な
る
要
素
は
水
身
に' 

火
な
る
要
素
は
火
身
に
、
風
な
る
要
素
は
風 

身
に
還
元
し
、
諸
根
は
虚
空
に
転
入
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
愚
か
な
る
者
も
、
賢
き
者
も
、
身
終
わ
り
て' 

断
滅
し
、
壊
失 

す
れ
ば
死
後
ま
た
何
物
も
あ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
、
断
滅
論
の
見
解
で
あ
る
。

そ
の
ア
シ
ダ
の
考
え
に
よ
る
悉
知
義
大
臣
は
、

願
わ
く
ば
大
王
、
愁
苦
を
放
捨
せ
よ
、
 

王
聞
か
ず
や
。
む
か
し
王
あ
り
き
、
 

名

づ

け

て

「
羅
摩
」
と
日
い
き
。

そ
の
父
を
害
し
己
り 

て
王
位
を
紹
ぐ
こ
と
を
得
た
り
き
、
跋
提
大
王
、

毘
楼
真
王' 

那
喉
沙
王
、
迦
帝
迦
王' 

毘
舎
伕
王
、
月
光
明
王' 

日
光
明
王
、
 

愛 

王
、
持
多
人
王
、

か
く
の
ご
と
き
ら
の
王' 

み
な
そ
の
父
を
害
し
て
王
位
を
紹
ぐ
こ
と
得
た
り
き
。

し
か
る
に
一
人
と
し
て
王
の
地



獄
に
入
る
者
な
し
。

い
ま
現
在
に
、

毘
瑠
璃
王
、
優
陀
邪
王
、
悪
性
王
、
鼠
王
、
蓮
華
王' 

か
く
の
ご
と
き
ら
の
王
、

み
な
そ
の
父 

を
害
せ
り
き
。

こ
と
ご
と
く 


と
し
て
王
の
愁
悩
を
生
ず
る
者
な
し
。

地
獄' 

餓
鬼' 

天
中
と
言
う
と
い
え
ど
も
、
誰
か
見
る
者
あ 

る
や
。

と
い
う
よ
う
に
、
断
滅
論
に
て
人
間
の
問
題
を
物
質
の
領
域
に
還
元
し
、

こ
の
地
上
を
、
〃
王
即
法
〃
と
い
う
王
権
に
よ
る
支
配
、

王
権 

の
依
拠
に
よ
る
殺
の
正
当
化
を
肯
定
す
る
説
と
い
え
る
。

こ
と
に' 

こ
の
文
に
て.
留
意
す
る
こ
と
は
、
な

ぜ

親

鸞

は

「
信
巻
」

の
劈
頭
に
、

こ
の
悉
知
義
大
臣
の
言
葉
を
引
意
し
て
い
る
か
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
仏

法
(

正
法)

と

王

法
(

王
権)

の
対
峙
点' 

帰
依
三
宝
の
信
心
の
鋭
い
批
判
の
眼
が
、
人
間
の
根
底
の 

問
題
を
貫
い
て
、

不
帰
三
宝
の
王
権
批
判
と
し
て
凝
視
さ
れ
て
い
る' 

と
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
吉
徳
大
臣
は
、
バ
ク
タ
・
カ
ッ
チ
ャ
ー
ヤ
ナ
を
信
奉
し
て
い
る
。

バ
ク
タ
の
考
え
は' 

先
の
ア
シ
ダ
の
唯
物
論
的
見
解
に
よ
り 

つ
つ
、
人
間
の
諸
要
素
を
地
身
、
水
身
、
火
身
、
風
身
の
四
大
と
し
つ
つ
、

そ
こ
に
楽
、
苦
、
霊
魂
の
精
神
的
要
素
を
併
せ
て
、
霊
魂
の 

不
滅
を
説
く
常
見
論
で
あ
る
。

そ
の
霊
魂
と
は
、

能
殺
者
な
く'

ま
た
殺
さ
し
む
る
者
も
な
く
、
能
聞
者
な
く
、

ま
た
聞
か
し
む
る
者
も
な
く
、
能
識
者
な
く
、
ま
た
識
ら
し
む
る
者 

も
な
し
。
も
し
、
人
利
刀
を
も
っ
て
頭
を
切
断
せ
む
に
、

そ
れ
に
依
り
て
何
び
と
も
何
び
と
の
生
命
を
奪
う
こ
と
な
し
。

た
だ
こ
れ 

七

身
(

地

・
水

・
火

・
風

・
苦

・
楽

・
霊)

の
間
隙
に
、

刀
剣
の
貫
通
せ
し
む
に
過
ぎ
ず
。(

前

同

『
沙
門
果
経
』
ハ
六) 

と
い
う
、
観
念
に
よ
っ
て
実
体
化
さ
れ
た
霊
魂
論
を
説
く
の
で
あ
る
。

そ
の
バ
ク
タ
の
考
え
に
よ
る
吉
徳
大
臣
は
、
 

婆
蘇
仙
人
唱
え
て
言
わ
く
、

「
羊
を
殺
し
て
人
天
の
楽
を
得
、

こ

れ

を

「
地
獄
」
と
名
づ
く
。
ま
た'

「
地
」
は
命
に
名
づ
く
、

「
獄
」 

は
長
に
名
づ
く
。

殺
生
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
寿
命
の
長
き
を
得
。(

信
巻)

と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
精

神

の

苦

悩

の

内

面

で

あ

る

「
殺
生
」
罪
の
地
獄
を
人
間
的
に
肯
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
殺
生
は
、
 

「
寿
命
の
長
き
を
得
」

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
殺
の
肯
定
論
で
あ
り
、
衆
生
の
生
命
の
痛
み
を
見
失
っ
た
強
い
者
勝
ち
の
論
理
で
あ



る
。

そ
の
よ
う
な
考
え
は
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
の
社
会
の
底
流
と
な
っ
て
い
る
強
い
者
勝
ち
の
競
争
原
理
、
弱
肉
強
食
論
に
も
深
く 

繫
が
っ
て
い
る
、
罪
の
存
在
を
欠
如
し
た
生
の
あ
り
方
と
い
え
る
。

そ
れ
故
、
吉
徳
大
臣
は
、
罪
の
身
に
苦
悩
す
る
阿
闍
世
王
に
対
し
て'

斧
、
樹
を
斫
る
に
、
斧
ま
た
罪
な
き
が
ご
と
し
。
鎌

、
草
を
刈
る
に
、
鎌
実
に
罪
な
き
が
ご
と
し
。

刀' 

人
を
殺
す
に
、

刀
実
に
人 

に
あ
ら
ず' 

刀
す
で
に
罪
な
き
が
ご
と
し
。
人
、

い
か
ん
ぞ
罪
あ
ら
ん
や
。(

信
巻)

と
い
う
、
人
間
の
魂
を
痛
み
な
き
物
質
の
領
域
、
鎌
、

刀
と
い
う
道
具
、
技
巧
の
な
か
に
還
元
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、

い
の 

ち
の
実
在
、
痛
み
を
見
る
眼
が
な
い' 

人

が

王

権
(
一
権
力)

の
虚
偽
に
生
き
る
時
の' 

非
情
の
論
理
と
い
え
る
。

か
よ
う
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
六
師
外
道
を
信
奉
す
る
大
臣
達
に
は
、

王
権' 

す
な
わ
ち
、

ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
論
理
に
、

た
と
え
生
き 

る
に
し
て
も' 

人
間
の
苦
し
み
、
悲
し
み
、
痛

み

が

〈
わ
れ
〉
—
〈
そ
れ
〉

の
物
化
の
関
係
の
な
か
に
二
兀
化
さ
れ
、
人
間
に
と
っ
て
大
切 

な

〈
わ
れ
〉
——
〈
な
ん
じ
〉
と
い
う
生
命
の
関
係!
!

、
共
に
生
き
、
共
に
悩
み
、

共
に
歓
ぶ
と
い
う
魂
の
共
苦
、
共
悲
の
コ
ン
パ
ニ
オ
ン 

(

共
同
体)

は
全
く
な
い
と
い
え
る
。

阿
闍
世
王
に
と
っ
て
は
、
侍
臣
達
に' 

何
度
も
〃
あ
な
た
に
は
罪
は
な
い
——

〃
と
言
わ
れ
れ
ば
言
わ
れ
る
程
、
精
神
は
い
よ
い
よ
孤 

立
し
て
い
く
物
化
の
な
か
に
、

つ
ら
さ
を
じ
っ
と
耐
え
て
い
く
底
知
れ
な
い
苦
悩
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

-

そ

の

よ

う

な

広

漠

と

し

た

精

神(

魂)

の
孤
立
の
な
か
に
、
〈
わ
れ
〉
一
〈
な
ん
じ
〉

の
関
係
を
知
り
、
〈
な
ん
じ
〉

と
喚
び
か
け
て
く
る 

声
を
聞
け
と
、

そ
の
于
載
一
遇
の
好
機
を
じ
っ
と
待
ち
続
け' 

教
え
て
く
れ
た
人
が
、

た
だ
ひ
と
り
だ
け
、
阿
闍
世
の
側
近
に
い
た
こ
と 

は
、
ど
ん
な
に
幸
恵
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

耆
婆
、
答
え
て
言
わ
く
、
善
き
か
な
、
善
き
か
な' 

王' 

罪
を
作
す
と
い
え
ど
も
、
心
に
重
悔
を
生
じ
て
慙
愧
を
懐
け
り
、
大
王
、
 

諸
仏
世
尊
常
に
こ
の
言
を
説
き
た
ま
わ
く'

「
二
つ
の
白
法
あ
り
、 

よ
く
衆
生
を
救
く' 

一
つ
に
は
慙' 

二
つ
に
は
愧
な
り
。

「慙
」 

は
自
ら
罪
を
作
ら
ず
、

「愧

」
は
他
を
教
え
て
作
ち
し
め
ず
。

「
慙
」
は
内
に
自
ら
羞
恥
す
。

「愧
」
は
発
露
し
て
人
に
向
か
う
。
「慙
」



は
人
に
羞
ず'

「愧

」

は
天
に
羞
ず
。

こ

れ

を

「慙
愧
」
と
名
づ
く
。

「
無
慙
愧
」

は

名

づ

け

て

「
人
」
と
せ
ず
。
名

づ

け

て

「
畜
生
」 

と
す
。
慙
愧
あ
る
が
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
よ
く
父
母
、
師
長
を
恭
敬
す
。
慙
愧
あ
る
が
ゆ
え
に
、

父
母
、
兄
弟' 

姉
妹
あ
る
こ
と
を 

説
く
。
善
い
か
な
大
王
、

具
に
慙
愧
あ
り
と
。(

信
巻)

阿
闍
世
王
は
、
は
じ
め
て
あ
な
た
は
罪
の
故
に
苦
し
ん
で
い
る
と
、
教
示
し
て
く
れ
る
人
に
出
遇
っ
た
の
で
あ
る
。

「
具
に
慙
愧
あ
り
」 

!

ヽ
阿
闍
世
の
長
い' 

つ
ら
い
心
の
遍
歴
の
な
か
で
、

正
直
に
人
間
を

み
つ
め
〃
慙
愧
あ
る
が
ゆ
え
に
人(

師
長
、
父
母
、
兄
弟
、
姉 

妹)

で
あ
る
”
——

、

こ
の
教
言
は
、 

ど
ん
な
に
か
苦
悩
す
る
阿
闍
世
王
の
心
根
に
安
慰
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
。

”
汝
、

具
に
慙
愧
あ
り
”
——

ヽ
こ
の
耆
婆
の
教
言
に' 

重
い
足
ど
り
で
は
あ
る
が' 

仏
陀
の
在
ま
す
と
こ
ろ
へ
行
こ
う
と' 

阿
闍
世 

王
の
一
歩
は' 

い
ま
新
し
い
天
地
に
向
っ
て
、
踏
み
だ
さ
れ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

四

か
よ
う
に
、

王
権
に
生
き
た
阿
闍
世
王
が' 

仏
陀
の
正
法
、

「
白
法
」

に
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、

近
づ
い
て
い
く
、

そ
の
心
根
を
知 

る
と
き
、
人
が
仏
陀
の
教
言
に
値
遇
す
る
こ
と
は
、

い
か
に
難
信
の
道
の
り
で
あ
る
か
が
窺
い
知
ら
れ
る
。

人
あ
り
て
西
に
向
か
い
て
行
か
ん
と
欲
す
。(

二
河
譬)

人

が

人

と

し

て

あ

る

こ

と

は

「
西
に
向
か
っ
て
行
か
ん
と
欲
す
」

と
い
う
、

そ
の
道
を
求
め
る
こ
こ
ろ
は' 

苦
悩
の
な
か
か
ら
に
じ
み 

で
る
宿
業
本
能
の
根
源
か
ら
の
祈
り
、
促
し
と
い
え
る
。

し
か
し
、

そ

の

自

己

覚

知

の

道

の

り

は

「
百
千
の
里
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、 

自
ら
の
力
に
よ
っ
て
は
超
え
難
い
大
き
な
溝
に
、
直
面
す
る
至
難
さ
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

人
の
発
願
に
立
つ
、

「
至
心
発
願
欲
生
我
国
」

の
道
は
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
の
状
況
の
な
か
で
、 

南
北
に
避
り
走
ら
ん
と
欲
す
。(

前
同)

と
い
う
、
 

さ
迷
い
の
な
か
に
、

ひ
と
た
び
決
意
し
た
こ
と
が
何
度
も
揺
れ
動
く
の
で
あ
る
。
阿
闍
世
王
が
六
師
外
道
を
信
奉
す
る
侍
臣
達



に
道
を
尋
ね
て
い
く
。

そ
の
心
根
は
、
自
他
の
業
縁
の
迷
路
の
な
か
で
自
責
と
後
悔
の
念
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
罪
の
姿
で
あ
る
。

そ
こ
に 

は
何
度
と
な
く'

自
ら
の
罪
の
身
を
安
全
地
帯
へ
と
自
己
回
避
を
試
み
る
と-
」
ろ
の' 

深
い
人
間
の
自
我
執
念
が
自
我
執
念
の
こ
こ
ろ
と 

し
て
、
断
念
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
厳
し
い
通
路
を
く
ぐ
り
ぬ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
 

そ
し
て
、
良
医
耆
婆
の
と
こ
ろ
に
た
ど
り
つ
い
た
時
は
、
自
ら
の
歩
み
の
徒
労
に
、
す
っ
か
り
と
疲
労
困
憊
し
き
っ
て
い
る
、
く
ず
れ 

る
ば
か
り
の
心
境
で
は
な
か
っ
た
か
と
窺
う
の
で
あ
る
。

〃
汝
、
具
に
慙
愧
あ
れ"

——

、
そ
の
こ
と
は' 

ど

の

よ

う

な

「
良
医' 

妙
薬
、
呪
術
、
善
巧
瞻
病
」(

信
巻)

に
お
い
て
も
、
治
癒
さ 

れ

な

い

難

治

の

「瘡

」

の
身
、

五

逆

・
謗

法

，
一
闡
提
の
身
を
知
れ
——

、

と
い
う
教
言
で
あ
る
。
仏
陀
、
真

理
(

法)

の
一
言
の
み
が. 

冷
厳
な
事
実
を
つ
ね
に
教
示
し
、
人

を

人

と

し
て

起
き

上
が
ら

せ

る

安

慰(

大
悲)

の
大
地
を
指
示
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
(

し
ば
し
ば
、
 

阿
闍
世
の
病
に
つ
い
て
、

「瘡

」

の
で
き
た
阿
闍
世
と
読
ま
れ
る
が'

『
涅
槃
経
』

の
文
脈
か
ら
い
え
ば
、

阿

闍

世

の

「瘡

」

と
読
み' 

罪 

の
深
さ
を
み
つ
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。)

親
鸞
は
、
難
治
、
難

病

の

瘡

の

身

を

「
信
巻
」

に
引
意
し
て
、

『
涅
槃
経
』
(

現
病
品)

に
言
わ
く
、
迦
葉
、
世
に
三
人
あ
り
、

そ
の
病
治
し
が
た
し
。

一
つ
に
は
謗
大
乗
、

二
つ
に
は
五
逆
罪
、
 

三
つ
に
は
一
闡
提
な
り
。

か
く
の
ご
と
き
の
三
病' 

世
の
中
の
極
重
な
り
。

こ
と
ご
と
く
声
聞' 

縁
覚
、
菩
薩
の
よ
く
治
す
る
と
こ 

ろ
に
あ
ら
ず
、
善
男
子
、

た
と
え
ば
病
あ
れ
ば
必
ず
死
す
る
に
治
な
か
ら
ん
に
、

。

と
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
文
は
、
人
が
人
と
し
て
生
き
る
理
性
的
人
間
、

工
作
的
人
間
、
そ
の
枠
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
か
く
も
、
人
が
人 

と
し
て
生
き
る
こ
と
が
問
わ
れ
る
か
と
い
う
疑
念
も
お
こ
り
う
る
。

し
か
し
、
仏
智
に
所
照
さ
れ
る
自
覚
と
は
、
人
の
も
の
な
ら
真
理
に 

自
我
の
妄
執
が
、
徹
頭
徹
尾
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

人
と
は
何
か
——

、

い
み
じ
く
も
、

ド

ス
ト

エ

フ

ス
キ
ー

が

人

間
と

は

「
無
翼
な
ー 

一
本
足
の
、
恩
を
知
ら
ぬ
動
物
」
ー
(

『
地
下
生
活
者
の 

手
記
』)

と
言
っ
て
い
る
が' 

人
が
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
、 

自
我
の
思
い
と
欲
動
の
な
か
に' 

い
の
ち
の
背
後
の
力
を
自
ら
の
力
と
し



て' 

自
負
の
な
か
に
無
化
し
て
い
く
忘
恩
さ
を
も
っ
て
生
き
る
存
在
と
い
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
に
、
自
我
の
、
自
負
の
力
の
み
に
生
き
る
身
に
、
病

者

の

自

覚(

五

逆

・
謗
法
・
一
闡
提)

を
促
し
め
て
く
る
の
で
あ
る
。

私

た
ち

に

と

っ

て

馴

み

深

い

「
正
信
念
仏
偈
」

に
は
、
 

邪

見

糯

慢

悪

衆

生
 

信

楽

受

持

甚

以

難
 

難

中

之

難

無

レ

過

レ

斯 

と
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
悪
衆
生
」

の
身
の
信
知' 

懺
悔
の
大
地
に
——

、

無
碍
光
仏
の
法
身
の
讃
嘆
、

名
号
の
教
勅
を
以
て
覚

知
を
促
す
如
来
の
発
願
回
向
の
自
証
を
、
懺
悔
の
大
地
に
見
開
く
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
、

五

逆

罪

・
謗

大

乗

・
一
闡
提
の
病
の
身
、

そ

の

こ

と

は

「
必
ず
死
す
る
に
治
な
か
ら
ん
」

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
 

『
涅
槃
経
』

に

示

さ

れ

る

「
必
死
の
一
闡
提
」
(

大
正
蔵
第
十
二
巻
、
四
一
九
・2

、

「
生
盲
の
一
闡
提
」(

前

囘

四

一

九

，
こ

と

し

て

、
 

仏

法

に

覚

知

な

き

「
死
せ
る
人
」
(

化
身
土
巻)

——

、

「瘡
」
(

罪)

の
身
で
あ
り
な
が
ら
、

「
瘡
」
な
き
身
と
し
て
、

つ
ね
に
自
我
に
傲
り
、
 

自
負
の
力
を
も
っ
て
、
生
命
の
共
通
の
低
み
を
見
失
い
、
わ
れ
一
人
高
き
に
昇
ろ
う
と
す
る
倨
傲
の
な
か
に
生
き
る
、
邪
見
の
身
が
信
知 

さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

そ
れ
故
、

一

闡

提

は

「
完
く
瘡
無
き
者
」-
-

ヽ
痛
み
な
き
人
間
と
し
て
省
察
さ
れ
て
い
る
。

善
男
子' 

人
手
に
瘡
あ
る
も
の
、
毒
薬
を
捉
持
す
れ
ば
、
毒
則
ち
随
っ
て
入
る
も
、
若
瘡
無
き
者
は
、
毒
則
ち
入
ら
ざ
る
が
如
し
。
 

一
闡
提
の
輩
も
亦
復
是
の
如
し
、
菩
提
の
因
無
し
。
瘡
な
き
者
に' 

毒
入
る
こ
と
を
得
ざ
る
が
如
し
。
所
謂
瘡
と
は
、

即
ち
是
れ
無 

上
菩
提
の
因
縁
な
り
。
毒
と
は
即
ち
是
れ
第
一
の
妙
薬
な
り
。
完
く
瘡
無
き
者
と
は' 

一
闡
提
を
謂
ふ
。

(

大
正
蔵
第
十
二
巻
、
四
一
八
・
し) 

か
よ
う
に
、

一
闡
提
と
は
、
〃
汝
、
具
に
慙
愧
あ
り
”
——

、
と
い
う
教
言
の
勧
め
に
、
慙
愧
す
る
こ
と
の
罪
の
自
覚
を
欠
如
し
た
、
無



罪
性
の
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

つ
ま
り' 

仏
陀
が
教
言
す
る
生
命
の
家
郷
”

〃
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
〃
の
生
命
の
実
在
基
盤
に
生
盲(

無 

明)

な
、
仏
智
疑
惑
の
人
間
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
罪
の
自
覚
を
欠
如
し
た
一
闡
提' 

謗
法
の
身
の
い
の
ち
の
営
み
こ
そ
、

「
五
逆
」

と
い
わ
れ
る
。
 

恩
田
に
背
き
福
田
に
違
す
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、

こ

れ

を

名

づ

け

て

「逆
」

と
す
。(

信
巻) 

仏
法
——

ヽ
仏
性
の
大
地
の
恩
田
を
見
失
っ
て
し
ま
い
、
自
我
の
力
の
み
に
執
し
て
生
き
る
い
の
ち
の
違
逆
性
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に. 

自
我
の
倨
傲
を
生
き
る
あ
り
方
が
、

「
縁
起
の
法
」
、
 

「
仏
性
カ
の
因
縁
」

に
覚
知
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

忘
恩
不
逞
に
も
大
地
を
足
げ
り 

し
て
い
た
、
大
地
の
恩
田
に
気
づ
く
罪
の
自
覚
、
——

、
如

来

の

痛

み(

大
悲)

を
大
地
と
し
た
感
覚
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て
、

有
情
利
益
は
お
も
う
ま
じ 

如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
ば
、
 

い
か
で
か
苦
海
を
わ
た
る
べ
し
。

無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て 

ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
な
け
れ
ど
も
、
 

弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば 

功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
も
う
。(

「
悲
歎
述
懐
和
讃
」) 

と
い
う
、

「
小
慈
小
悲
も
な
き
身
」
、
「
無
慚
無
愧
の
こ
の
身
」
(

一
闡
提)

の
信
知
に
あ
る
。
し
か
し
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
法
は
、

そ 

の
罪
の
身
に
、
無
量
億
劫
如
来
大
悲
の
願
心
を
以
て
、

「
死
」
す
る
者
に
起
き'

「
生
」
き
る
力
を
促
す
根
源
の
力
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
 

如
来
ゝ
菩
薩
の
誓
願
で
あ
る
法
蔵
願
心
の
地
涌
に
覚
知
し
て
生
き
る
、
新
し
い
自
己
の
誕
生
が
あ
る
。



大

王

は

今

一

闡

提

に

非

ず

。
(

大
正
蔵
第
十
二
巻
、
四
七
八
・3

と
、
月
愛
三
昧
の
仏
法
の
大
悲
の
な
か
に
蘇
生
し
て
い
く
願
心
に
生
き
る
白
法
を
、
さ
迷
い
多
か
っ
た
孤
独
の' 

無
人
空
迥
の
沢
の
な
か 

に
、
道
は' 

四
五
寸
の
細
い
線
上
で
あ
る
が' 

そ
こ
に
立
つ
勇
気
を
見
開
く
の
で
あ
る
。

そ
の
道
へ
の
覚
知
は
、
阿
闍
世
の
長
い
、

つ
ら 

い
こ
こ
ろ
の
遍
歴
、
旅
路
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

註①
 

西
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『
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教
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か
』
「
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史
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二
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頁
。

②
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著
『
モ
ラ
ト
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ア
ム
人
間
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時
代
』

ー
 
~

九
頁
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③
④
 

雲
井
昭

善

著

『
仏
教
興
起
時
代
の
思
想
研
究
』
三
〇
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頁
。
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。


