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現
存
す
る
『
無
量
寿
経
』
の
ど
の
漢
訳
本
に
も
極
楽
に
天
女
が
い
る
と
い
う
記
述
は
み
ら
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
に
は
極
楽
の
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
殿
に
天
女
が
七
千
人
い
る

（
１
）
と

あ
る
。
漢
訳
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
と
の
相
違
を
ど
う
み
る
か
。
ま
た
大
乗
仏
教
に
は
女
性
は
一
度

男
に
成
ら
な
く
て
は
成
仏
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
往
生
者
は
全
員
男
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
極
楽
の
女
は
天
女
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

バ
ラ
モ
ン
文
献
に
み
ら
れ
る
天
女

『
カ
ウ
シ
ー
タ
キ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
に
天
女
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
の
は
す
で
に
再
三

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

五
百
人
の
ア
プ
サ
ラ
ス
（
天
女
）
た
ち
は
彼
の
ほ
う
に
向
か
っ
て
行
く
。
百
人
は
抹
香
を
手
に

し
、
百
人
は
香
水
を
手
に
し
、
百
人
は
果
物
を
手
に
し
、
百
人
は
豪
油
を
手
に
し
、
百
人
は
花

鬘
を
手
に
し
て
（
２
）

。

あ
る
い
は
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
に
登
場
す
る
天
女
は
こ
う
で
あ
る
。

同
様
に
、
魅
力
的
な
天
女
や
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
た
ち
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
舞
踊
、
器
楽
、
歌
、
娯
楽

に
よ
っ
て
、
神
々
の
王
イ
ン
ド
ラ
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
（
３
）
。

グ
リ
タ
ー
チ
ー
、（
略
）マ
ド
ゥ
ラ
ス
ヴ
ァ
ラ
ー
、及
び
そ
の
他
の
天
女
た
ち
が
そ
こ
こ
こ
で
踊
っ

て
い
た
。
蓮
花
の
よ
う
な
眼
を
し
た
彼
女
た
ち
は
、
大
き
な
腰
と
尻
を
し
、
揺
れ
る
乳
房
で
、

な
が
し
め
と
媚
態
と
甘
美
さ
で
心
と
理
性
を
奪
い
、
シ
ッ
ダ
た
ち
の
心
を
か
き
乱
し
て
い
た
（
４
）

。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
女
は
踊
り
を
よ
く
し
、
奉
仕
を
し
、
妖
艶
、
官
能
的
で
あ
げ
く
の
果
て
は
人

の
理
性
を
か
く
乱
す
る
存
在
と
さ
れ
る
。

仏
典
に
み
ら
れ
る
天
女

原
始
経
典
の
『
長
阿
含
経
』「
世
記
経
」
に
は
天
人
天
女
に
つ
い
て
珍
し
い
記
述
が
み
ら
れ
る
。

天
に
十
法
あ
り
。
何
等
を
十
法
と
な
す
や
。
一
に
は
、
飛
去
に
限
数
な
し
。
二
に
は
、
飛
来
に

限
数
な
し
。
三
に
は
、
去
無
礙
な
り
。
四
に
は
、
来
無
礙
な
り
。
五
に
は
、
天
身
に
皮
膚
骨
体

筋
脈
血
肉
あ
る
こ
と
な
し
。
六
に
は
、
身
に
不
浄
大
小
便
利
な
し
。
七
に
は
、
身
に
疲
極
な
し
。

八
に
は
、
天
女
は
産
ま
ず
。
九
に
は
、
天
目
は
眴
せ
ず
。
十
に
は
、
身
は
随
意
色
な
り
。
青
を

好
め
ば
則
ち
青
、
黄
を
好
め
ば
則
ち
黄
、
赤
白
の
衆
の
色
意
に
随
っ
て
現
ず
。
此
は
是
れ
諸
天

の
十
法
な
り
（
５
）

。

（
天
人
に
は
十
種
の
あ
り
か
た
が
あ
る
。
十
の
あ
り
方
と
は
何
か
。
一
に
、
限
り
な
く
遠
く

ま
で
飛
ん
で
行
け
る
こ
と
。
二
に
限
り
な
く
飛
ん
で
来
れ
る
こ
と
。
三
は
、
障
害
な
く
飛
ん

で
行
け
る
こ
と
。四
は
、障
害
な
く
飛
ん
で
来
れ
る
こ
と
。五
は
、天
人
の
身
体
に
は
皮
膚
、骨
、

筋
肉
、
血
管
、
肉
が
な
い
こ
と
。
六
は
、
大
便
、
小
便
な
ど
が
な
い
こ
と
。
七
は
、
身
体
に

疲
労
が
な
い
こ
と
。
八
は
、
天
女
に
は
出
産
が
な
い
こ
と
。
九
は
、
天
人
は
瞬
き
を
し
な
い

こ
と
。
十
は
、
身
体
の
色
を
自
由
に
で
き
、
青
を
望
め
ば
青
、
黄
色
を
望
め
ば
黄
色
、
赤
白

な
ど
の
色
に
思
う
ま
ま
で
き
る
こ
と
。
こ
れ
が
天
人
に
み
ら
れ
る
十
の
あ
り
方
で
あ
る
）。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
人
天
女
は
人
間
の
よ
う
な
肉
体
が
な
く
、
飛
行
の
力
だ
け
が
あ
る
と
い
え
る
。

理
論
書
の
『
立
世
阿
毘
曇
論
』
に
よ
る
と
、
天
の
世
界
に
は
池
が
あ
り
、
そ
の
池
に
は
無
数
の
花

が
咲
き
、
船
が
あ
り
、
天
人
天
女
た
ち
が
そ
の
花
を
採
ろ
う
と
す
れ
ば
花
の
ほ
う
か
ら
近
づ
い
て
く

る
と
い
う
。

其
の
中
に
は
男
女
の
諸
天
あ
り
て
船
に
乗
り
て
遊
戯
す
。
是
の
時
、
宝
船
は
心
に
随
っ
て
遅
・

速
な
り
。
男
女
の
諸
天
の
若
し
是
の
意
を
作
さ
く
、「
願
は
く
は
彼
に
向
は
ん
と
欲
す
」
と
。

船
は
即
ち
彼
に
到
る
。
是
の
諸
天
等
の
若
し
是
の
意
を
作
さ
く
、「
願
は
く
は
彼
の
花
を
取
り
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二

た
し
。
来
っ
て
我
所
に
至
れ
」
と
。
花
は
便
ち
自
ら
至
る
（
６
）
。

あ
る
い
は
ま
た
天
人
天
女
が
あ
い
交
歓
す
る
さ
ま
も
次
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
。

是
の
時
、
外
林
の
中
の
一
切
諸
の
花
は
開
敷
・
鮮
栄
す
る
と
き
、
諸
の
女
天
等
は
音
楽
・
謳
歌
す
。

時
に
諸
の
天
子
は
歓
喜
園
よ
り
、
林
に
出
で
て
観
聴
す
。
諸
の
天
子
等
の
外
林
の
中
に
於
て
音

楽
・
謳
歌
す
れ
ば
、
園
内
の
女
天
も
亦
出
で
て
観
聴
す
。
園
の
内
の
女
天
は
又
音
楽
を
奏
す
れ

ば
、
外
の
諸
の
天
子
は
園
に
入
り
て
観
聴
す
。
園
の
内
の
天
子
も
亦
音
楽
を
奏
す
れ
ば
、
園
外

の
女
天
も
亦
園
に
入
り
て
聴
す
。
此
の
因
縁
を
以
て
諸
の
戯
楽
を
受
く
（
７
）
。

こ
れ
は
歓
喜
園
と
あ
る
よ
う
に
帝
釈
天
の
世
界
の
紹
介
で
あ
り
、
音
楽
に
携
わ
る
天
人
天
女
に
つ

い
て
ふ
れ
た
も
の
。

『
大
毘
婆
沙
論
』
に
は
経
典
か
ら
の
引
用
と
し
て
次
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。

契
経
に
説
く
が
如
し
、「
尊
者
無
滅
の
、
一
林
中
に
在
り
て
、
樹
下
に
宴
坐
す
る
と
き
、
初
夜

の
分
を
過
ぎ
て
、
四
天
女
あ
り
、
皆
、
悦
意
と
名
け
、
端
厳
殊
妙
な
り
、
尊
者
無
滅
の
座
前
に

来
至
し
て
、
合
掌
恭
敬
し
、
双
足
を
頂
礼
し
て
、
退
い
て
一
面
に
住
し
、
尊
者
に
白
し
て
言
く
、

我
れ
等
四
天
女
は
、
能
く
四
処
に
於
て
変
化
自
在
な
り
。
一
に
は
、
欲
に
随
ひ
て
種
種
上
妙
の

色
身
を
化
作
し
、
諸
の
相
愛
す
る
者
に
た
い
し
て
は
、
我
等
、
皆
能
く
歓
娯
し
て
承
事
す
。
二

に
は
、
欲
に
随
ひ
て
種
種
上
妙
の
衣
服
を
化
作
し
、
三
に
は
、
欲
に
随
ひ
て
種
種
上
妙
の
花
香
・

飲
食
・
珍
翫
の
浴
楽
の
具
を
化
作
す
（
８
）
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
女
は
い
わ
ば
変
幻
自
在
で
あ
り
、
欲
す
る
ま
ま
に
衣
服
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
、

花
香
な
ど
願
わ
し
い
も
の
を
創
り
だ
せ
る
と
い
う
。

仏
教
詩
人
と
い
わ
れ
る
馬
鳴
の
『
サ
ウ
ン
ダ
ラ
ナ
ン
ダ
』
は
ブ
ッ
ダ
が
異
母
弟
ナ
ン
ダ
を
出
家
さ

せ
る
こ
と
を
主
題
と
し
た
物
語
で
あ
る
。そ
こ
で
は
ブ
ッ
ダ
は
ナ
ン
ダ
を
妻
か
ら
引
き
離
す
た
め
に
、

天
の
世
界
（
具
体
的
に
は
イ
ン
ド
ラ
の
世
界
）
に
連
れ
て
行
き
、
天
女
と
妻
と
の
美
貌
を
対
比
さ
せ

る
。
天
界
の
天
女
（
ア
プ
サ
ラ
ス
）
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
（
９
）
。

そ
こ
で
は
前
世
に
苦
行
と
い
う
代
価
を
払
っ
て
天
を
購
し
よ
う
と
心
定
め
す
ぐ
れ
た
苦
行
者
の

疲
れ
た
こ
こ
ろ
を
天
女
は
遊
戯
し
て
楽
し
ま
せ
る
（
10
―
33
）。

こ
の
イ
ン
ド
ラ
の
森
を
ナ
ン
ダ
は
驚
き
に
眼
を
見
開
い
て
隈
な
く
見
れ
ば
、
よ
ろ
こ
び
に
溢
れ

た
天
女
た
ち
が
自
負
に
充
ち
て
互
い
に
見
守
り
つ
つ
闊
歩
せ
り
。

（
ア
プ
サ
ラ
ス
た
ち
は
）
常
に
若
く
、
愛
欲
を
唯
一
の
な
り
わ
い
と
し
、
福
善
を
な
す
諸
天
に

共
通
す
る
快
楽
で
あ
り
、
ま
た
天
上
に
属
し
、
交
わ
り
て
過
失
な
く
苦
行
の
結
果
の
よ
り
ど
こ

ろ
で
あ
る
。

彼
女
た
ち
の
あ
る
者
は
声
高
く
、
堂
々
と
歌
っ
た
。
ま
た
あ
る
者
は
戯
れ
て
蓮
華
を
裂
き
、
ま

た
他
の
者
は
互
い
に
喜
ん
で
舞
い
、
美
し
く
肢
体
を
動
か
し
て
胸
で
胸
飾
り
を
破
っ
た
り
す
る

（
10
―
35
、
36
、
37
）。

昇
る
太
陽
の
光
が
闇
中
の
光
を
滅
す
る
よ
う
に
、
ア
プ
サ
ラ
ス
の
壮
麗
さ
は
人
間
世
界
の
女
性

の
美
し
さ
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
（
10
―
44
）。

こ
こ
で
は
天
女
の
美
貌
は
人
間
の
比
で
な
く
人
を
誘
惑
し
虜
に
し
て
し
ま
う
存
在
と
し
て
描
か
れ

る
。
こ
れ
は
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
な
ど
の
バ
ラ
モ
ン
文
献
に
み
ら
れ
る
天
女
と
酷
似
す
る
。

『
華
厳
経
』「
十
地
品
」
に
は
天
女
が
仏
陀
を
讃
え
た
言
葉
が
み
ら
れ
る
。

天
の
諸
の
婇
女
等
は
、
各
清
妙
な
る
音
を
以
て
、
同
声
に
仏
を
称
讃
し
た
て
ま
つ
り
て
、
是
の

如
き
の
言
を
説
け
り
、「
世
尊
の
久
遠
よ
り
来
、
勤
苦
し
て
求
め
た
ま
ふ
所
は
、
無
上
の
正
真

道
に
し
て
、

今
に
於
て
始
め
て
乃
ち
得
た
ま
へ
り
。
天
人
を
利
益
す
る
者
は
、
久
し
く
し
て
乃
ち
、
釈
迦
牟

尼
仏
を
見
奉
る
こ
と
を
得
ん
、
今
天
の
宮
に
至
り
た
ま
ふ
。
久
遠
よ
り
已
来
、
大
海
の
相
始
め

て
動
き
、
久
遠
の
無
量
の
世
よ
り
、
今
に
乃
ち
妙
光
を
放
ち
た
ま
ふ
。
衆
生
久
遠
よ
り
し
て
、

今
始
め
て
安
楽
を
得
、
久
し
く
し
て
乃
し
方
に
、
大
慈
悲
の
徳
音
を
聞
く
こ
と
を
得
た
り
。
諸

の
功
徳
の
岸
に
度
り
、
久
遠
に
し
て
今
乃
ち
、
聖
王
に
価
ひ
た
て
ま
つ
り
能
く
悉
く
、
き
ょ
う

慢
我
心
等
を
破
る
。
無
比
に
し
て
恭
敬
す
可
く
、
而
も
今
供
養
し
た
て
ま
つ
る
こ
と
を
得
、
能

く
諸
天
の
道
を
開
き
、
一
切
智
を
得
し
め
た
ま
ふ
。
世
尊
は
甚
だ
清
浄
に
し
て
、
無
量
な
る
こ

と
虚
空
の
如
く
、
世
法
に
染
ま
ら
ざ
る
こ
と
、
蓮
華
の
水
に
在
る
が
如
し
。
世
に
処
し
て
最
も

高
大
な
る
は
、
猶
ほ
巨
海
の
中
の
、
須
弥
大
山
王
の
如
し
、
是
の
故
に
歓
喜
し
て
礼
し
た
て
ま

つ
る
」
と
。
是
の
如
く
諸
の
天
女
は
、
各
衆
妙
の
音
を
以
て
、
敬
心
に
歌
頌
し
己
り
、
黙
然
と

し
て
仏
を
観
た
て
ま
つ
る）

（（
（

。

こ
れ
は
ブ
ッ
ダ
が
さ
と
り
を
開
い
た
た
め
に
人
び
と
は
安
楽
が
得
ら
れ
、
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
。
そ
う
し
て
一
切
知
者
、清
浄
に
し
て
広
大
な
か
た
（
ブ
ッ
ダ
）
を
讃
嘆
し
た
も
の
。

生
天
し
て
天
女
と
な
る
事
の
出
来
た
女
性
が
ブ
ッ
ダ
に
感
謝
す
る
こ
と
ば
が
『
雑
宝
蔵
経
』
に
は

認
め
ら
れ
る
。
天
の
世
界
で
帝
釈
天
が
天
女
に
問
い
、
そ
れ
に
答
え
た
こ
と
ば
が
つ
ぎ
の
三
つ
の
話

に
認
め
ら
れ
る
。

六
十
五
話

天
女
偈
を
以
て
答
え
て
言
く
、

我
昔
人
中
に
在
り　

少
し
の
甘
蔗
を
以
て
施
せ
し
に
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今
大
果
報
を
得　

諸
天
衆
の
中
に
於
て

光
明
甚
だ
か
が
や
き
赫
た
り

こ
れ
は
わ
ず
か
な
甘
味
を
施
し
た
だ
け
で
大
い
な
る
果
報
が
得
ら
れ
、
い
ま
天
の
世
界
で
輝
く
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
も
の
。

六
十
六
話　

天
女
偈
を
以
て
答
え
て
言
く
、

我
れ
上
妙
の
香
を
以
て　

最
勝
尊
を
供
養
せ
し
に

無
等
の
威
徳
を
得　

三
十
三
天
に
生
じ

而
も
大
快
楽
を
受
け　

身
よ
り
衆
妙
の
香
を
出
し

百
由
旬
に
も
聞
え　

諸
の
香
を
聞
く
を
得
る
者

悉
く
大
利
益
を
得
る
な
り

こ
れ
は
香
を
ブ
ッ
ダ
に
供
養
し
た
た
め
に
、
こ
の
上
な
い
功
徳
が
得
ら
れ
、
三
十
三
天
に
生
ま
れ
、

大
い
な
る
楽
し
み
を
享
受
で
き
、
自
分
も
香
を
嗅
が
せ
て
、
そ
れ
を
嗅
い
だ
者
に
安
楽
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
し
た
い
と
い
う
も
の
。

次
も
や
は
り
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
出
来
た
天
女
の
こ
と
ば
。

六
十
七
話　

三
界
の
堅
勝
は　

能
く
生
死
の
苦
を
抜
き

三
界
の
真
済
は　

三
垢
の
結
を
断
除
し
た
ま
へ
り

我
昔　

仏
幷
に
法
僧
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
り

三
界
の
主
た
る
ブ
ッ
ダ
は
苦
を
抜
き
煩
悩
を
断
ち
切
っ
て
お
ら
れ
る
。
わ
た
し
は
以
前
に
仏
法

僧
に
帰
依
し
た
た
め
に
生
天
と
い
う
果
報
が
得
ら
れ
た
と
い
う
。

是
の
因
縁
を
以
て
の
故
に
　
此
の
果
報
を
獲
た
る
な
り（

（（
（

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
女
性
が
生
天
後
、
天
女
と
な
り
得
た
こ
と
を
ブ
ッ
ダ
に
感
謝
し
た
も
の
で
あ
る
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
『
無
量
寿
経
』

漢
訳
の
『
無
量
寿
経
』
類
に
は
新
古
の
差
が
あ
る
が
、
現
存
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
は
そ
の
内

容
か
ら
し
て
新
し
い
部
類
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
最
も
古
い
も
の
は『
大
阿
弥
陀
経
』

で
あ
り
、
そ
れ
以
後
暫
次
、
敷
衍
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
経
末
「
流

通
分
」
に
、

そ
れ
ゆ
え
深
い
こ
こ
ろ
ざ
し
を
も
っ
て
こ
の
法
門
を
聞
き
、
受
持
す
る
た
め
に
、
体
得
す
る
た

め
に
、
詳
し
く
説
く
た
め
に
、
ま
た
実
行
す
る
た
め
に
、
い
と
も
大
い
な
る
精
進
に
つ
と
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
い
一
昼
夜
で
も
、
一
度
の
乳
し
ぼ
り
の
あ
い
だ
の
時
間
で
も
、（
こ
の

法
門
を
）
書
物
に
書
き
と
め
て
お
い
て
、
良
く
書
き
写
し
て
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（（
（

。

と
あ
る
く
だ
り
も
い
ず
れ
の
漢
訳
に
も
な
い
増
広
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
漢
訳
本
に
な
い
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
も
と
に
な
っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

原
本
に
な
い
も
の
に
単
語
の
付
加
あ
る
い
は
繰
り
返
し
で
な
い
限
り
、
漢
訳
者
が
省
略
す
る
こ
と
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
新
し
い
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
で
説
か
れ
る
く
だ
り
と
い

え
ど
も
イ
ン
ド
の
浄
土
教
徒
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
浄
土
教
徒
の
構
想
す
る
理
想

国
土
と
し
て
の
浄
土
に
は
バ
ラ
モ
ン
教
の
場
合
と
同
様
に
、
お
の
ず
か
ら
天
女
が
い
る
と
解
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

大
乗
に
み
ら
れ
る
転
女
成
男
の
思
想

阿
弥
陀
仏
の
ま
し
ま
す
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
場
合
、
女
性
は
一
度
男
に
な
ら
な
い
と
往
生
で
き

な
い
と
い
う
考
え
か
た
が
あ
る
。
こ
の
考
え
は
大
乗
仏
教
に
こ
と
の
ほ
か
顕
著
で
あ
り
、
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
法
華
経
』
や
『
無
量
寿
経
』
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。『
法
華
経
』
の

場
合
そ
の
「
提
婆
達
多
品
」
に
、
八
才
の
龍
女
の
成
仏
す
る
あ
り
さ
ま
が
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

爾
の
時
、
龍
女
に
一
宝
珠
あ
り
。
価
、
三
千
大
千
世
界
に
あ
た
い
す
。
持
し
て
以
て
仏
に
上
る
。

仏
す
な
わ
ち
之
を
受
け
た
も
う
。
龍
女
、
智
積
菩
薩
・
尊
者
舎
利
弗
に
謂
い
て
言
は
く
、「
我

れ
宝
珠
を
献
ず
。世
尊
納
受
し
た
も
う
。是
の
事
疾
な
り
や
不
や
」。答
え
て
言
う
、「
甚
だ
疾（
は

や
）し
」。女
言
う
、「
汝
の
神
力
を
以
て
我
が
成
仏
を
観
ぜ
よ
。復
た
こ
れ
よ
り
速
や
か
な
り
」と
。

時
に
当
り
、
衆
会
皆
、
龍
女
の
忽
然
の
間
に
変
じ
て
男
子
と
成
り
て
、
菩
薩
行
を
具
し
、
即
ち

南
方
の
無
垢
世
界
に
往
き
て
、
宝
蓮
華
に
坐
し
、
等
正
覚
を
成
じ
、
三
十
二
相
八
十
種
好
あ
り
。

普
く
十
方
一
切
衆
生
の
た
め
に
、
好
法
を
演
説
す
る
を
見
る）

（（
（

。

こ
れ
は
龍
女
が
仏
を
宝
珠
を
布
施
し
た
こ
と
が
機
縁
と
な
っ
て
男
と
成
り
、
修
行
し
て
成
仏
し
た

こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

次
い
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
『
無
量
寿
経
』
で
は
、

も
し
も
世
尊
よ
、
わ
た
し
が
さ
と
り
を
得
た
時
に
、
あ
ま
ね
く
無
量
・
無
数
・
不
可
思
議
・
無

比
・
無
限
量
の
諸
仏
国
土
に
お
け
る
女
た
ち
が
、
わ
た
し
の
名
を
聞
い
て
、
清
く
澄
ん
だ
こ
こ

ろ
を
生
じ
、
さ
と
り
に
向
か
う
心
を
起
こ
し
、
女
人
の
身
を
嫌
っ
た
と
し
て
、（
こ
の
世
で
の
）

一
生
を
終
え
て
再
び
女
の
身
を
受
け
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
間
は
わ
た
く
し
は
こ
の
上
な
い



大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
七
輯

4

四

正
し
い
覚
り
を
さ
と
り
ま
せ
ん
。
た
と
い
我
れ
仏
を
得
ん
に
、
十
方
無
量
不
可
思
議
の
諸
仏
世

界
に
、
其
れ
女
人
あ
り
て
、
我
が
名
字
を
聞
き
て
、
歓
喜
信
楽
し
、
菩
提
心
を
発
し
、
女
身
を

厭
い
悪
（
に
く
）
ま
ん
に
、
寿
終
え
て
後
、
復
た
女
像
と
な
ら
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ）

（（
（

。

と
あ
る
。
こ
の
願
は
も
っ
と
も
古
い
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
も
、

第
二
願
。
某
を
し
て
仏
と
な
ら
ん
時
，
我
を
し
て
国
の
中
に
婦
人
女
人
あ
る
こ
と
な
し
。
我
が

国
の
中
に
来
生
せ
ん
と
欲
せ
ば
即
ち
男
子
と
な
る
。（
略
）
是
の
願
を
得
ざ
れ
ば
、
終
に
仏
と

な
ら
ず）

（（
（

。

と
あ
る
か
ら
、
当
初
か
ら
存
在
し
た
本
願
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
極
楽
に
女
性
は
男
と
成
っ
て
か
ら
成

仏
す
る
よ
う
誓
っ
た
も
の
で
あ
る
。

往
生
人
は
天
人
と
成
る
の
か

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
世
界
で
は
死
後
、
生
天
し
天
人
天
女
と
な
る
と
い
う
が
、
極
楽
往
生
を
説
く
浄
土
教

以
外
の
大
乗
仏
教
の
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
点
を
み
る
上
で
『
法
華
経
』
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
経

典
に
は
三
通
り
の
死
後
の
世
界
お
よ
び
そ
こ
へ
の
往
生
が
説
か
れ
る
。
そ
の
一
は
、「
薬
王
菩
薩
本

事
品
」
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、『
無
量
寿
経
』
の
場
合
と
同
じ
極
楽
往
生
で
あ
る
。

宿
王
華
よ
、
も
し
ま
た
女
性
が
こ
の
法
門
を
聞
い
て
把
握
し
、
受
持
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ

の
（
生
涯
）
が
、
彼
女
の
女
性
と
し
て
の
最
後
の
生
存
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
宿
王
華
よ
、
の
ち

の
五
百
年
に
、
だ
れ
か
あ
る
女
性
が
、
こ
の
『
薬
王
の
過
去
の
因
縁
』
の
章
を
聞
い
て
、（
そ

の
教
え
の
と
お
り
に
）
修
行
す
る
と
し
よ
う
。
実
に
彼
女
は
こ
こ
か
ら
死
ん
で
、
極
楽
世
界
に

再
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
正
し
い
さ
と
り
を
得
た
尊
敬
さ
る
べ
き
世
尊
の
阿
弥
陀
如
来

が
、
菩
薩
の
集
団
に
か
こ
ま
れ
、
お
ら
れ
、
身
を
保
た
れ
、
時
を
す
ご
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
そ
の
人
は
蓮
華
の
な
か
の
獅
子
座
に
坐
っ
て
再
生
す
る
で
あ
ろ
う
。

若
し
女
人
有
り
て
、
こ
の
薬
王
菩
薩
本
事
品
を
聞
き
て
能
く
受
持
せ
ば
、
こ
の
女
身
を
尽
く
し

て
後
に
復
、
受
け
ざ
ら
ん
。
若
し
如
来
の
滅
後
、
後
の
五
百
歳
の
中
に
て
、
若
し
女
人
有
り
て
、

こ
の
経
典
を
聞
き
て
、
説
の
如
く
修
行
せ
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
命
終
し
て
、
即
ち
安
楽
世
界
の
阿

弥
陀
仏
の
、
大
菩
薩
に
囲
繞
せ
ら
る
る
住
処
に
往
き
て
、
蓮
華
の
中
の
宝
座
の
上
に
生
ま
れ
ん）

（（
（

。

こ
こ
で
は
往
生
し
た
人
を
そ
の
ま
ま
「
人
」
と
す
る
。

第
二
は
、「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
」
に
み
ら
れ
る
三
十
三
天
へ
の
往
生
で
あ
る
。

世
尊
よ
、
こ
の
経
典
を
書
写
し
、
受
持
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
は
、
私
に
喜
び
を
与
え
た
こ
と
に

な
る
で
し
ょ
う
し
、
世
尊
よ
、
こ
の
経
典
を
書
写
す
る
も
の
も
、
そ
の
意
味
を
さ
と
る
も
の
も
、

彼
ら
は
こ
の
経
典
を
書
写
す
る
（
だ
け
）
で
も
、
こ
こ
で
死
ん
で
か
ら
、
三
十
三
天
の
神
々
の

一
員
と
し
て
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。
生
ま
れ
る
や
い
な
や
、
彼
ら
の
も
と
に
八
万
四
千
の
天
女

が
近
づ
い
て
く
る
で
し
ょ
う
。
天
子
と
な
っ
た
彼
ら
は
、
太
鼓
ほ
ど
も
あ
る
宝
冠
を
つ
け
て
、

そ
れ
ら
天
女
た
ち
の
ま
ん
な
か
で
暮
ら
す
で
し
ょ
う
。

無
量
無
辺
の
諸
仏
の
所
に
お
い
て
深
く
善
根
を
種
う
れ
ば
、
諸
の
如
来
の
手
を
も
っ
て
そ
の
頭

を
摩
で
ら
る
る
こ
と
を
え
ん
。
若
し
但
、
書
写
せ
ば
、
こ
の
人
は
命
終
し
て
当
に
と
う
利
天
の

上
に
生
ま
る
べ
し
。
こ
の
時
、
八
万
四
千
の
天
女
は
衆
の
伎
楽
を
作
し
て
、
来
り
て
こ
れ
を
迎

え
ん
。
そ
の
人
、
即
ち
七
宝
の
冠
を
著
て
采
女
の
中
に
お
い
て
、
娯
楽
み
快
楽
ば
ん）

（（
（

。

こ
れ
は
死
後
三
十
三
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
説
き
、
そ
こ
に
生
ま
れ
た
人
は
天
人
と
な
り
、
天
女

と
と
も
に
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

第
三
は
、
同
じ
く
「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
」
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
や
は
り
天
界
の
一
つ
、
兜
率
天

へ
の
往
生
で
あ
る
。

彼
は
悪
し
き
境
涯
に
お
い
て
苦
し
み
の
生
を
う
け
る
こ
と
も
な
く
、
こ
の
世
で
死
ん
で
か
ら
、

ト
ウ
シ
タ
（
兜
率
）
天
の
神
々
の
一
員
と
し
て
生
を
う
け
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
か
の
弥

勒
菩
薩
大
士
が
い
て
、（
偉
大
な
人
物
の
も
つ
）
三
十
二
の
す
ぐ
れ
た
相
を
そ
な
え
、
菩
薩
の

集
団
に
と
り
か
こ
ま
れ
、
幾
百
・
千
・
コ
ー
テ
イ
・
ナ
ユ
タ
も
の
天
女
に
よ
っ
て
崇
め
ら
れ
て
、

教
え
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
良
家
の
子
ら
よ
、
良
家
の
息
子
で
も
娘
で
も
、
賢
者

な
ら
ば
誰
で
も
、
こ
の
「
正
し
い
教
え
の
白
蓮
」
と
い
う
法
門
を
敬
虔
な
態
度
で
書
写
し
、
敬
虔

な
態
度
で
教
示
し
、
敬
虔
な
態
度
で
読
誦
し
、
敬
虔
な
態
度
で
心
を
そ
そ
ぐ
べ
き
な
の
で
す
。

若
し
人
あ
り
て
、
受
持
し
読
誦
し
、
そ
の
義
趣
を
解
ら
ば
、
こ
の
人
命
終
す
る
と
き
、
千
仏
は

手
を
授
け
て
、
恐
怖
せ
ず
悪
趣
に
堕
さ
ざ
ら
し
め
た
も
う
こ
と
を
え
、
即
ち
兜
率
天
上
の
弥
勒

菩
薩
の
所
に
往
き
、
弥
勒
菩
薩
は
三
十
二
相
あ
り
て
大
菩
薩
衆
に
囲
繞
せ
ら
れ
、
百
千
万
億
の

天
女
の
眷
属
あ
り
、
す
な
わ
ち
中
に
お
い
て
生
ま
れ
ん）

（（
（

。

こ
れ
ら
三
種
の
来
世
の
う
ち
、
三
十
三
天
、
兜
率
天
に
生
ま
れ
た
者
は
い
づ
れ
も
天
人
と
な
る
と

い
う
。

「
上
善
人
」（
良
き
人
）
と
い
う
在
り
方

極
楽
に
は
天
女
以
外
に
「
上
善
人
」（satpuruṣa

）
が
い
る
と
さ
れ
る
。『
無
量
寿
経
』
類
に
よ
れ

ば
菩
薩
や
す
で
に
往
生
し
た
者
の
う
ち
、
と
り
わ
け
す
ぐ
れ
た
人
た
ち
だ
け
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
世
で
悪
を
な
し
た
人
が
「
上
善
人
」
と
な
る
に
は
、
五
百
年
と
い
う
長
い
時
間
を
経
る
必
要
が
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五

あ
る
と
い
う）

（（
（

。『
法
華
経
』
で
は
次
の
三
個
所
に
認
め
ら
れ
る
。

１
「
妙
音
菩
薩
品
」

ま
さ
に
そ
の
娑
婆
世
界
に
お
い
て
、
そ
の
妙
音
菩
薩
大
士
は
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
姿
形
を
化
作

し
て
、
こ
の
「
正
し
い
教
え
の
白
蓮
」
と
い
う
法
門
を
衆
生
た
ち
に
説
く
の
で
あ
る
。
し
か
も

こ
の
善
き
人
の
神
通
力
が
滅
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
知
恵
が
滅
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
良
家
の

子
よ
、
妙
音
菩
薩
は
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
知
の
輝
き
に
よ
っ
て
、
こ
の
娑
婆
世
界
で
知
ら
れ
て

い
る
。

こ
の
妙
音
菩
薩
は
か
く
の
如
く
種
種
に
変
化
し
、
身
を
現
し
て
こ
の
娑
婆
国
土
に
在
り
て
、
諸

の
衆
生
の
た
め
に
、
こ
の
経
典
を
説
く
も
、
神
通
・
変
化
・
智
慧
に
お
い
て
、
損
減
す
る
所
な

し
。
こ
の
菩
薩
は
、
若
干
の
智
慧
を
も
っ
て
明
ら
か
に
娑
婆
世
界
を
照
ら
し
て
、
一
切
衆
生
を

し
て
各
、
知
る
べ
き
所
を
得
せ
し
め
、
十
方
の
恒
河
沙
の
世
界
の
中
に
お
い
て
も
、
亦
復
か
く

の
如
し）

（（
（

。

こ
こ
で
は
「
菩
薩
」
を
「
良
き
人
」
と
す
る
。

２
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
」

そ
こ
で
、
無
尽
意
菩
薩
大
士
は
、
幾
百
・
千
（
金
）
に
価
す
る
真
珠
の
首
飾
り
を
自
分
の
首
か

ら
は
ず
し
て
、
観
世
音
菩
薩
大
士
に
供
養
の
品
と
し
て
贈
っ
て
、「
善
き
人
よ
、
こ
の
供
養
の

品
を
私
か
ら
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
」（
と
い
っ
た
）。
し
か
し
彼
は
受
け
取
ろ
う
と
し
な
か
っ

た
の
で
、
そ
の
時
、
無
尽
意
菩
薩
大
士
は
観
世
音
菩
薩
大
士
に
こ
う
言
っ
た
。「
良
家
の
子
よ
、

あ
な
た
は
こ
の
真
珠
の
首
飾
り
を
私
た
ち
に
慈
し
み
を
示
し
て
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
」。

無
尽
意
菩
薩
は
、
仏
に
白
し
て
言
わ
く
「
世
尊
よ
、
わ
れ
今
、
当
に
観
世
音
菩
薩
を
供
養
す
べ

し
」
と
。
即
ち
頸
の
衆
の
宝
珠
の
瓔
珞
の
価
、
百
千
両
の
金
に
直
す
る
を
解
き
て
、
以
て
之
を

与
え
て
、
こ
の
言
を
作
す
、「
仁
者
よ
、
こ
の
法
施
の
珍
し
き
宝
の
瓔
珞
を
受
け
た
ま
え
」
と
。

時
に
観
世
音
菩
薩
は
肯
え
て
こ
れ
を
受
け
ず
。
無
尽
意
は
復
、
観
世
音
菩
薩
に
白
し
て
言
わ
く

「
仁
者
よ
、
我
等
を
愍
れ
む
が
故
に
、
こ
の
瓔
珞
を
受
け
た
ま
え
」
と）

（（
（

。

こ
こ
で
は
無
尽
意
菩
薩
か
ら
観
音
菩
薩
へ
の
呼
び
か
け
と
し
て
「
良
き
人
」「
在
家
の
子
」
の
語

が
当
て
ら
れ
る
。

３
「
妙
荘
厳
王
本
事
品
」

良
家
の
子
ら
よ
、
こ
の
よ
う
に
、（
こ
れ
ら
）
薬
王
と
薬
上
菩
薩
大
士
は
思
慮
を
超
え
た
功
徳

を
そ
な
え
、
幾
百
千
万
億
も
の
多
く
の
ブ
ッ
ダ
の
も
と
で
善
根
を
植
え
て
き
た
し
、
こ
の
二
人

の
善
き
人
び
と
は
思
慮
を
超
え
た
徳
性
を
そ
な
え
て
い
て
、
こ
の
善
き
人
び
と
の
名
前
を
心
に

と
ど
め
る
で
あ
ろ
う
も
の
た
ち
は
み
な
、
神
々
を
ふ
く
む
世
間
の
人
び
と
に
よ
っ
て
敬
礼
さ
れ

る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
薬
王
・
薬
上
菩
薩
は
、
か
く
の
如
き
諸
の
大
功
徳
を
成
就
し
已
り
て
、
無
量
百
千
万
億
の

諸
仏
の
所
に
お
い
て
、
衆
の
徳
本
を
殖
え
て
不
可
思
議
の
諸
の
善
き
功
徳
を
成
就
せ
り
。
若
し

人
あ
り
て
、
こ
の
二
菩
薩
の
名
字
を
識
ら
ば
、
一
切
世
間
の
諸
の
天
・
人
民
も
亦
、
応
に
礼
拝

す
べ
し）

（（
（

。

こ
こ
で
も
二
人
の
菩
薩
を「
良
き
人
」と
呼
称
す
る
。
し
て
み
る
と
、『
法
華
経
』で
い
う「
良
き
人
」

は
い
ず
れ
も
菩
薩
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
か
ら
、
往
生
者
は
誰
で
あ
れ
「
良
き
人
」
の
部
類
で
な
く
、

特
定
の
菩
薩
だ
け
に
対
す
る
呼
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
無
量
寿
経
』で
は
往
生
す
れ
ば
い
ず
れ「
良

き
人
」
に
な
れ
る
け
れ
ど
も
、『
法
華
経
』
を
も
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
往
生
者
す
べ
て
が
「
良
き
人
」

で
な
い
と
考
え
得
る
。

天
界
と
極
楽

と
こ
ろ
で
『
無
量
寿
経
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
殿
に
天
女
は
七
千
人
と
す
る
。
天
界
に
い
る
天
女

の
数
に
つ
い
て
、た
と
え
ば
『
増
一
阿
含
経
』
で
は
「
十
八
億）

（（
（

」、『
ラ
リ
タ
ビ
ス
タ
ラ
』
で
は
「
五
千
」

「
六
万）

（（
（

」、
す
で
に
示
し
た
『
法
華
経
』
で
は
「
八
万
四
千
」
あ
る
い
は
「
幾
千
万
億
」
と
あ
る
。
い

う
な
れ
ば
無
数
で
あ
る
。し
か
る
に
七
千
人
と
さ
れ
る
の
は
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

七
と
い
う
数
は
『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
を
創
っ
た
の
が
七
人
の
聖
者
と
さ
れ
、
仏
教
で
も
ブ
ッ
ダ
誕

生
時
の
七
歩
、
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
は
出
産
後
七
日
目
に
生
天
と
象
徴
的
な
意
味
で
多
用
さ
れ
る）

（（
（

。
だ
か

ら
そ
れ
ら
と
同
じ
思
考
方
法
に
基
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
数
を
空
想
的
な
数
で
な
く
七
千

と
特
定
す
る
以
上
、
天
女
と
往
生
者
と
は
異
質
な
存
在
と
み
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
本
に
は
極
楽
で
は
天
人
と
人
間
と
の
区
別
は
な
い
と
す
る
く
だ
り
が
あ
る
。

も
し
も
世
尊
よ
、
か
の
わ
た
く
し
の
仏
国
土
に
お
い
て
、
た
だ
世
俗
の
言
い
な
ら
わ
し
で
神
々
と

か
人
間
と
い
う
名
称
で
呼
ん
で
仮
に
表
示
す
る
場
合
を
除
い
て
、
神
々
と
人
間
た
ち
と
を
区
別
す

る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
間
は
、
わ
た
く
し
は
こ
の
上
な
い
正
し
い
覚
り
を
さ
と
り
ま
せ
ん）

（（
（

。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
応
す
る
ほ
か
の
漢
訳
を
あ
げ
る
と
、

我
れ
仏
と
な
ら
ん
時
、
人
民
あ
り
て
我
が
国
に
来
生
す
る
者
、
天
人
と
世
間
人
と
異
な
り
あ
ら

ば
、
我
れ
仏
と
な
ら
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
平
等
覚
経）

（（
（

』）

設
し
我
れ
仏
を
得
ん
に
、
国
中
の
人
天
、
形
色
同
じ
か
ら
ず
し
て
好
醜
あ
ら
ば
、
正
覚
を
取
ら

じ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
無
量
寿
経）

（（
（

』）
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若
し
我
れ
仏
と
成
る
に
、
国
中
の
有
情
に
し
て
形
貌
差
別
あ
り
て
好
醜
あ
ら
ば
、
正
覚
を
取
ら

じ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
大
宝
積
経）

（（
（

』）

と
あ
り
、『
平
等
覚
経
』『
無
量
寿
経
』『
大
宝
積
経
』
の
い
ず
れ
も
が
容
貌
の
美
醜
を
と
り
あ
げ
て

い
る
。
し
て
み
る
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
も
極
楽
で
は
天
と
人
と
が
ま
っ
た
く
同
一
と
い
う
わ
け
で

な
く
、
美
醜
の
差
異
な
ど
は
な
い
こ
と
を
意
図
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

極
楽
を
構
成
す
る
諸
要
素
と
い
え
ば
、
バ
ラ
モ
ン
教
で
い
う
天
界
か
ら
の
借
用
が
よ
ほ
ど
多
い
の

も
確
か
で
あ
る
。
そ
の
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
若
干
の
も
の
を
あ
げ
れ
ば
こ
う
で
あ
る）

（（
（

。

・
ま
た
、
実
に
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
こ
れ
ら
諸
大
河
の
両
岸
は
、
種
種
の
香
り
の
あ
る
宝
石
の
木
々

で
覆
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
（
の
木
々
）
か
ら
、
種
々
の
梢
・
葉
・
花
の
房
が
垂
れ
下
が
っ
て

い
る
。
か
し
こ
に
い
る
生
け
る
者
た
ち
が
、
こ
れ
ら
の
河
岸
で
、
天
の
汚
れ
の
な
い
快
楽
の
戯

れ
に
耽
り
た
い
と
欲
し
、
か
れ
ら
が
そ
こ
の
河
に
入
る
な
ら
ば
、
欲
す
る
ま
ま
に
、
水
は
足
首

の
深
さ
に
な
る
。

・
か
れ
ら
は
、
身
体
が
飽
満
し
て
、
ど
の
よ
う
な
香
り
の
種
類
を
欲
し
よ
う
と
、
ま
さ
に
そ
の
よ

う
な
天
の
香
り
の
種
類
が
、
か
の
仏
国
土
す
べ
て
に
か
お
る
。

ま
た
、
実
に
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
か
の
極
楽
世
界
に
お
い
て
は
、
定
ま
っ
た
時
に
、
天
の
香
水

の
雲
か
ら
雨
が
降
り
、
天
の
一
切
の
色
の
花
や
、
天
の
七
つ
の
宝
石
や
、
天
の
栴
檀
の
抹
香
や
、

天
の
傘
蓋
・
は
た
・
幡
が
雨
と
降
る
。
天
の
宮
殿
や
天
の
天
幕
が
支
え
ら
れ
、
天
の
宝
石
の
傘

蓋
が
払
子
と
と
も
に
空
中
に
支
え
ら
れ
、
天
の
音
楽
が
奏
で
ら
れ
、
そ
し
て
天
の
ア
プ
サ
ラ
ス

（
天
女
）
た
ち
が
舞
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
だ
け
か
ら
み
て
も
極
楽
を
構
成
す
る
要
素
が
い
か
に
天
界
説
の
影
響
を
受
け
た
か
が
知
ら

れ
よ
う
。
し
か
し
基
本
的
に
も
成
立
史
的
に
も
他
界
観
の
上
か
ら
も
、
極
楽
と
天
界
と
は
厳
然
と
峻

別
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
天
界
の
「
天
人
」
に
比
し
て
い
え
ば
、天
界
で
な
い
極
楽
へ
の
往
生
者
は
「
天

人
」
で
な
く
「
極
楽
（
往
生
）
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

天
女
と
往
生
人

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
に
み
ら
れ
る
往
生
者
が
は
っ
き
り
天
女
と
歓
び
戯
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
一
節
は
こ
う
で
あ
る
。

か
れ
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
宮
殿
、
す
な
わ
ち
、（
ど
の
よ
う
な
）
色
・
標
識
・
形
状
、
な
い
し

高
さ
と
広
さ
と
が
あ
り
、
種
種
の
宝
石
で
で
き
た
十
万
の
小
塔
で
飾
ら
れ
、
種
種
の
天
の
布
で

覆
わ
れ
、
美
し
い
座
布
団
を
敷
い
た
宝
石
の
長
椅
子
の
あ
る
（
宮
殿
）
を
欲
し
よ
う
と
、
ま
さ

に
そ
の
よ
う
な
宮
殿
が
か
れ
ら
の
前
に
現
わ
れ
る
。
か
れ
ら
は
、
こ
れ
ら
の
、
意
の
ま
ま
に
現

出
た
諸
宮
殿
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
七
千
人
の
ア
プ
サ
ラ
ス
（
天
女
）
に
と
り
か
こ
ま
れ
、
恭
敬

さ
れ
住
し
、
戯
れ
、
悦
び
、
楽
し
む
の
で
あ
る）

（（
（

。

こ
こ
で
の
「
か
れ
ら
」（te

）
と
は
往
生
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
康
僧
鎧
訳
『
無
量

寿
経
』
の
第
三
十
六
願
に
よ
る
と
、
極
楽
は
つ
ね
に
梵
行
つ
ま
り
禁
欲
を
修
め
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
る
。

た
と
い
、
わ
れ
仏
と
な
る
を
得
ん
と
き
、
十
方
の
無
量
・
不
可
思
議
の
諸
仏
世
界
の
も
ろ
も
ろ

の
菩
薩
衆
、
わ
が
名
字
を
聞
き
て
、
寿
（
い
の
ち
）
終
わ
り
て
の
ち
、
常
に
梵
行
を
修
し
、
仏

道
を
成
ず
る
に
至
ら
ん
。
も
し
、
し
か
ら
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ）

（（
（

。

と
こ
ろ
が
こ
の
漢
訳
本
の
く
だ
り
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
漢
訳
本
で

い
う
第
三
十
六
願
を
極
楽
に
い
る
生
き
と
し
生
け
る
者
全
体
に
拡
大
解
釈
す
れ
ば
、
天
女
と
い
え
ど

も
謹
慎
中
で
梵
行
を
修
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
中
村
元
氏
は
極
楽
の
天
女
に
つ
い
て
、「
下

界
の
女
人
の
よ
う
に
争
っ
た
り
、
嫉
妬
心
を
起
こ
し
た
り
す
る
よ
う
な
女
人
は
い
な
い
。
そ
こ
に
居

る
の
は
、
美
し
く
、
す
が
す
が
し
い
天
女
で
あ
る
。
そ
し
て
常
修
梵
行
だ
か
ら
、
一
切
欲
情
を
は
な

れ
て
い
る）

（（
（

」
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
天
女
は
本
来
、
官
能
的
で
妖
艶
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
点
に

関
し
『
大
毘
婆
沙
論
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

契
経
に
説
く
、「
人
に
三
事
の
諸
天
に
勝
る
る
こ
と
有
り
。
一
、
勇
猛
な
る
こ
と
、
二
、
憶
念

す
る
こ
と
、
三
、
梵
行
す
る
こ
と
な
り
。
勇
猛
な
る
こ
と
と
は
、
謂
く
、
当
の
果
を
見
ず
し
て

而
も
能
く
諸
の
苦
行
を
修
す
る
が
故
に
。
憶
念
す
る
こ
と
と
は
、
能
く
久
時
の
所
作
、
所
説
等

の
事
を
分
明
了
了
に
憶
念
す
る
を
い
ふ
。
梵
行
す
る
こ
と
は
、
能
く
初
め
て
順
解
脱
分
、
順
決

択
分
等
の
殊
勝
の
善
根
を
植
え
、
及
び
能
く
別
解
脱
戒
を
受
持
す
る
を
い
ふ）

（（
（

。

こ
こ
で
も
人
に
比
べ
て
天
女
に
は
梵
行
つ
ま
り
さ
と
り
を
求
め
る
よ
う
な
禁
欲
の
心
構
え
が
薄
い

と
規
定
さ
れ
る
。
同
じ
『
婆
沙
論
』
に
は
、

諸
天
は
妙
欲
に
耽
著
す
る
も
の
な
る
を
も
て
、
入
正
性
離
生
と
得
果
と
離
染
等
の
事
に
於
て
増

上
に
非
ざ
る
が
故
な
り）

（（
（

。

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
禁
欲
の
心
は
劣
る
（
皆
無
と
は
し
な
い
）
と
い
う
。
極
楽
に
い
る
天
女
は
イ
ン

ド
神
話
や
原
始
経
典
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
奔
放
妖
艶
で
禁
欲
と
は
相
反
す
る
存
在
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
に
み
ら
れ
る
天
女
は
本
来
の
ま
ま
の
姿
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
往

生
人
も
「
天
女
に
と
り
ま
か
れ
、恭
敬
さ
れ
て
住
し
、戯
れ
、悦
び
、楽
し
む
」
と
考
え
ら
れ
る
。「
こ

こ
で
戯
れ
、
悦
び
、
楽
し
む
」
と
い
う
表
現
は
『
法
華
経
』
で
子
供
が
玩
具
と
「
戯
れ
、
悦
び
、
楽

し
む）

（（
（

」
と
あ
る
の
と
同
一
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
漢
訳
本
『
無
量
寿
経
』
に
従
え
ば
、
天
女
は
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禁
欲
順
守
で
あ
る
べ
き
往
生
人
に
と
っ
て
所
詮
極
楽
の
宝
石
や
鳥
と
同
じ
無
機
質
の
存
在
と
み
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
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お
け
る
香
の
歴
史
」（『
仏
教
文
化
研
究
』
第
五
十

号
、
平
成
十
八
年
）、
四
十
九
頁
参
照
。

（3）M
bh,2-7-21.

上
村
勝
彦
訳
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
筑
摩
学
芸
文
庫
２
、二
五
八
頁
。

（4）ibid,3-44-29~32.

同
訳
、
文
庫
３
、一
二
七
頁
。

（5）
『
長
阿
含
経
』
大
正
蔵
一
、一
三
二
頁
下
。

（6）
『
立
世
阿
毘
曇
論
』
大
正
蔵
三
十
二
、一
八
二
頁
中
。

（7）
『
立
世
阿
毘
曇
論
』
大
正
蔵
三
十
二
、一
八
五
頁
下
。

（8）
『
大
毘
婆
沙
論
』
大
正
蔵
二
十
七
、二
〇
六
下
―
二
〇
七
頁
上
。

（9）Saund,10-33,35,36,37,44.

松
濤
誠
廉
訳
『
端
正
な
る
ナ
ン
ダ
』、
七
五
、七
七
頁
参
照
。

（10）
『
華
厳
経
』
大
正
蔵
九
、五
五
五
頁
中
下
。

（11）
『
雑
宝
蔵
経
』
大
正
蔵
四
、四
七
四
頁
下
―
四
七
五
頁
上
。

（12）Sukh

（A

）,63p.

『
浄
土
三
部
経
』
上
、（
岩
波
文
庫
）、
一
三
二
頁
。
藤
田
宏
達
訳
『
梵
文
和

訳　

無
量
寿
経
、
阿
弥
陀
経
』、
一
四
八
頁
参
照
。

（13）
平
川
彰
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
三
七
六
頁
―
三
七
七
頁
、藤
田
宏
達
「
転
女
成
男
の
思
想
」

（
国
訳
一
切
経
月
報
、
三
蔵
三
十
九
、
昭
和
四
十
六
年
）
参
照
。

（14）Sukh

（A

）,18p.

『
浄
土
三
部
経
』
上
、（
岩
波
文
庫
）、四
十
四
頁
。
藤
田
宏
達
訳
、六
八
頁
参
照
。

『
無
量
寿
経
』
大
正
蔵
十
二
、二
六
八
頁
下
。

（15）
『
大
阿
弥
陀
経
』
大
正
蔵
十
二
、三
〇
一
頁
上
。

（16）Saddhp,419p.

松
濤
他
訳
『
法
華
経
』
一
、二
〇
二
頁
参
照
。『
妙
法
蓮
華
経
』
大
正
蔵
九
、

五
四
頁
中
下
、『
正
法
華
経
』
大
正
蔵
九
、一
二
六
頁
下
、『
添
品
法
華
経
』
九
、一
八
九
頁
中
。

（17）Saddhp,478.

松
濤
他
訳
、
二
五
二
頁
。『
妙
法
華
経
』
大
正
蔵
九
、六
一
頁
下
、『
正
法
華
経
』

九
、二
三
三
頁
中
、『
添
品
法
華
経
』
九
、一
九
五
頁
上
。

（18）Saddhp,478-479.

松
濤
他
訳
、二
五
二
―
二
五
三
頁
。『
妙
法
華
経
』
大
正
蔵
九
、六
一
頁
下
、

『
正
法
華
経
』
九
、一
三
三
頁
下
、『
添
品
法
華
経
』
九
、一
九
五
頁
上
。

（19）
拙
稿
「
極
楽
往
生
者
の
日
常
生
活
―
―
上
―
―
」（『
大
正
大
学
研
究
論
叢
』
第
八
号
、
平
成

十
一
年
）、
四
十
七
頁
―
五
十
頁
参
照
。

（20）Saddhp,434.

松
濤
他
訳
、二
一
六
―
二
一
七
頁
。『
妙
法
蓮
華
経
』大
正
蔵
九
、五
六
上
中
、『
正

法
華
経
』
九
、一
二
八
頁
中
、『
添
品
法
華
経
』
大
正
蔵
九
一
九
一
頁
上
。

（21）Saddhp,446.

『
妙
法
華
経
』
大
正
蔵
九
、五
七
頁
下
、『
正
法
華
経
』
九
、一
二
九
頁
下
、『
添

品
法
華
経
』
九
、一
九
二
頁
中
。

（22）Saddhp,470-471.

松
濤
他
訳
、
二
四
五
頁
。『
妙
法
蓮
華
経
』
大
正
蔵
九
、六
〇
頁
下
―

六
一
頁
上
、『
正
法
華
経
』
九
、一
三
二
頁
下
、『
添
品
法
華
経
』
九
、一
九
四
頁
中
。

（23）
『
増
一
阿
含
経
』
大
正
蔵
二
、七
〇
五
頁
下
。

（24）Lal,91,96.

（25）
拙
稿
「
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
の
死
と
ブ
ッ
ダ
―
―
実
母
と
子
―
―
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第

八
十
七
輯
、
平
成
十
四
年
）、
四
三
―
四
七
頁
三
参
照
。

（26）Sukh

（A

）,11.

『
浄
土
三
部
経
』、
三
三
―
三
四
頁
。
藤
田
宏
達
訳
、
五
八
頁
参
照
。

（27）
『
平
等
覚
経
』
大
正
蔵
十
二
、二
八
一
頁
上
。

（28）
『
無
量
寿
経
』
大
正
蔵
十
二
、二
六
七
頁
下
。

（29）
『
大
宝
積
経
』
大
正
十
一
、九
三
頁
中
。

（30）Sukh

（A

）,35,37,40.

藤
田
訳
、
九
七
―
九
八
頁
、
一
〇
一
頁
、
一
〇
五
頁
参
照
。

（31）Sukh

（A

）,38.

藤
田
訳
、
一
〇
二
頁
参
照
。

（32）
『
無
量
寿
経
』
大
正
蔵
十
二
、二
六
八
頁
下
。

（33）
中
村
元
『
大
乗
仏
教
の
思
想
』
同
選
集
（
決
定
版
）、
春
秋
社
、
平
成
七
年
、
七
九
〇
頁
。

（34）
『
大
毘
婆
沙
論
』
大
正
蔵
二
十
七
、八
六
七
頁
下
。

（35）
『
大
毘
婆
沙
論
』
大
正
蔵
二
十
七
、八
九
三
頁
上
。

（36）Saddhp,72.


