
『
ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
』
と
い

う
経
典
に

昼
夜
は
過
ぎ
行
き
、
生
命
は
そ

「こ
な
わ
れ
、
人
間
の
寿
命
は
尽
き

」

る
。
小
川
の
水
の
よ
う
に

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
昼
夜
が
実

に
早
く
過
ぎ
去
っ
て
い
く
こ
と
を

日
々
実
感
し
ま
す
。
そ
ん
な
に
早

く
過
ぎ
去
ら
な
い
で
欲
し
い
と
思

っ
て
も
、
容
赦
な
く
昼
夜
は
過
ぎ

行
き
ま
す
。
こ
の
「
時
の
力
」
に

は
だ
れ
も
か
な
い
ま
せ
ん
。
ど
の

よ
う
な
権
力
者
も
富
豪
も
〈
時
〉

を
一
瞬
も
押
し
と
ど
め
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

そ
し
て
続
い
て

こ
の
容
色
は
衰
え
は
て
、
病
の

「

」

巣
で
あ
り
、
脆
く
も
亡
び
る

も
ろ

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
老
衰
の
身

で
あ
り
、
病
の
巣
で
あ
り
、
危
う

い
身
で
あ
る
こ
と
も
、
高
齢
に
な

る
と
イ
ヤ
と
い
う
ほ
ど
身
に
し
み

て
き
ま
す
。

そ
う
い
う
人
生
に
た
い
し
て
、

仏
教
は
「
長
生
き
を
せ
よ
」
と
も

説
か
な
い
し
、
ま
た
「
早
く
死
に

な
さ
い
」
と
も
言
わ
な
い
。

、

こ
の
世
に
縁
が
あ
る
間
は
生
き

こ
の
世
に
縁
が
な
く
な
れ
ば
死
ぬ

人
生
な
の
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。

で
は
こ
う
し
た
人
生
全
体
を
ど

う
見
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
れ
を
浄

、

土
の
教
え
に
照
ら
し
て
み
ま
す
と

如
来
法
蔵
様
は
第
十
八
願
に
「
欲

生
我
国
」
と
仰
せ
に
な
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。
過
ぎ
行
く
身
で
あ
り
亡

び
る
身
を
も
つ
私
た
ち
に
ア
ミ
ダ

仏
は

「
我
が
国
に
生
ま
れ
よ
う
と
願
い

な
さ
い
」
と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。
い
わ
ば
全
人
生
を
浄
土

に
生
ま
れ
る
べ
く
生
き
る
人
生
な

の
だ
と
受
け
取
り
な
さ
い
と
言
わ

れ
る
の
で
す
。

我
が
国
と
は
清
浄
安
楽
な
浄
土

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
に
生

ま
れ
た
い
と
願
い
な
さ
い
。
そ
こ

へ
と
人
生
の
方
向
を
定
め
な
さ
い

と
の
お
勧
め
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
つ
い
つ
い
こ
の
世
の

考
え
に
影
響
を
受
け
て
、
知
ら
ず

知
ら
ず
長
生
き
と
娯
楽
を
目
的
に

し
て
し
ま
い
ま
す
。

如
来
法
蔵
様
か
ら
見
れ
ば
、
生

き
て
い
る
の
は
今
だ
け
で
あ
り
、

明
日
を
も

知
れ
ぬ
無

常
の
身
を

生
き
て
い

る
と
教
え
ら
れ
る
。
今
生
き
て
い

る
そ
の
足
元
に
死
が
あ
っ
て
生
と

死
と
は
離
れ
な
い
。
生
死
は
裏
表

だ
と
。
今
は
生
が
表
だ
け
ど
縁
が

。

く
れ
ば
何
時
で
も
死
が
表
に
な
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
か
ま
だ

ま
だ
死
は
先
で
あ
り
、
今
は
元
気

だ
か
ら
死
な
ど
は
考
え
な
く
て
よ

い
よ
う
に
思
い
が
ち
で
す
。
し
か

し
そ
れ
こ
そ
凡
夫
の
思
い
で
あ
っ

て
、
実
際
は
死
は
何
時
で
も
隣
り

合
わ
せ
に
あ
る
の
で
す
。

明
治
時
代
の
大
谷
派
の
高
僧
清

沢
満
之
師
（
一
八
六
三
～
一
九
〇

三
）
は
肺
結
核
で
血
痰
が
出
る
の

で
痰
壺
を
い
つ
も
持
っ
て
生
活
を

し
て
お
ら
れ
た
お
方
で
す
が
、
師

の
言
葉
に

「
独
立
者
は
常
に
生
死
巌
頭
に
立

が
ん
と
う

在
す
べ
き
な
り
」

と
い
う
厳
し
い
お
言
葉
が
あ
り
ま

す
。独

立
者
と
は
、
何
も
の
に
も
束

縛
さ
れ
な
い
本
当
に
自
由
な
人
の

こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
自
由

を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
人
は
常
に

「
生
死
巌
頭
に
立
て
」
と
い
わ
れ

る
の
で
す
。
明
治
人
ら
し
く
非
常

に
格
調
の
高
い
言
葉
で
仰
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

「
生
死
巌
頭
」
と
は
生
と
死
の

先
端
あ
る
い
は
境
目
と
い
う
こ
と

で
、
そ
こ
に
い
つ
も
生
き
て
い
る

こ
と
を
忘
れ
る
な
と
。

清
沢
師
は
結
核
だ
っ
た
の
で
、

死
は
決
し
て
遠
い
話
で
は
な
く
て

身
近
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
い
た

の
で
す
。

し
か
し
そ
れ
は
清
沢
師
だ
け
の

事
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
の
現
実

で
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
独
立
者

い
わ
ば
本
当
に
自
由
を
得
た
人
で

あ
り
た
い
の
な
ら
、
生
と
死
の
境

目
に
何
時
も
い
る
の
だ
と
い
う
こ

と
を
忘
れ
ず
に
お
り
な
さ
い
と
の

お
勧
め
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

、

今
晩
の
い
の
ち
の
保
障
は
な
い

い
わ
ん
や
明
日
の
い
の
ち
の
保
障

も
な
い
。
縁
あ
れ
ば
い
つ
で
も
死
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岩
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は
現
実
と
な
る
。
そ
う
い
う
生
に

今
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
立
ち

な
さ
い
、
す
な
わ
ち
忘
れ
ず
に
生

き
な
さ
い
と
言
わ
れ
る
の
で
し
ょ

う
。実

際
に
は
否
応
な
し
に
そ
う
い

い
や
お
う

う
生
と
死
の
限
界
線
に
生
き
て
い

る
私
た
ち
に
対
し
て
、
仏
は
「
長

生
き
を
せ
よ
」
と
言
わ
れ
な
い
の

は
当
然
で
す
。

で
は
ど
う
南
無
阿
弥
陀
仏
は
仰

せ
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は

「
汝
は
今
生
き
て
い
る
が
明
日

、
は
死
ぬ
可
能
性
に
生
き
て
い
る
。

そ
う
い
う
危
う
い
い
の
ち
を
今
生

き
て
い
る
の
で
あ
る
。
汝
念
仏
申

、

」

せ

我
が
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
る

と
仰
せ
下
さ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。

「

、

南
無
阿
弥
陀
仏
の
仰
せ
は

我

汝
と
と
も
に
あ
り
。
汝
を
浄
土
に

生
ま
れ
さ
せ
る
」
の
仰
せ
で
す
。

こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
を
何
度
も
聞

く
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称

え
南
無
阿
弥
陀
仏
と
聞
く
。
そ
う

い
う
念
仏
生
活
と
は
、
こ
の
仰
せ

で
あ
り
、
誓
い
で
あ
り
、
救
い
主

で
あ
り
、
実
在
な
る
力
、
そ
れ
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
く
生
活
で
す
。

は
か
り
な
き
い
の
ち
の
実
在
を

知
ら
せ
て
下
さ
る
南
無
阿
弥
陀
仏

を
聞
く
。
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
を

聞
く
こ
と
は
、
単
に
死
ん
で
い
く

、

は
か
な
い
私
と
い
う
の
で
は
な
く

死
な
な
い
命
が
と
も
に
ま
し
ま
す

こ
と
を
聞
く
の
で
す
。
死
な
な
い

自
己
を
ほ
の
か
に
知
ら
せ
て
い
た

だ
く
の
で
す
。
死
ぬ
私
に
即
し
て

死
な
な
い
い
の
ち
を
お
聞
か
せ
い

た
だ
く
の
で
す
。
無
量
寿
如
来
で

あ
る
は
か
り
な
き
い
の
ち
に
摂
め

取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
く
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
如
来
様
が
「
汝
を
浄
土
に

連
れ
て
行
く
」
と
仰
せ
ら
れ
る
、

そ
の
仰
せ
を
有
難
く
、
ま
た
確
か

な
こ
と
と
お
聞
か
せ
て
い
た
だ
く

の
で
あ
り
ま
す
。

（
了
）

弥
陀
の
大
悲
ふ
か
け
れ
ば

仏
智
の
不
思
議
を
あ
ら
わ
し
て

変
成
男
子
の
願
を
た
て

へ
ん
じ
ょ
う
な
ん

し

女
人
成
仏
ち
か
い
た
り

（
浄
土
和
讃
）

（
現
代
語
訳
）
一
切
の
衆
生
を
救

う
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
あ
わ
れ
み

は
大
変
深
く
、
障
り
が
大
き
く
て

仏
に
な
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
き
た

女
性
を
こ
と
に
取
り
上
げ
て
、
不

可
思
議
な
大
悲
の
智
慧
に
よ
っ
て

十
八
願
に
か
さ
ね
て
三
十
五
願
を

建
て
、
女
性
の
往
生
を
誓
っ
て
下

さ
っ
た
。

＊

＊

＊

「
こ
の
ご
和
讃
は
阿
弥
陀
仏
の

Ｄ四
十
八
願
の
中
の
第
三
十
五
願
の

お
心
を
歌
に
さ
れ
た
も
の
で
す
」

「
第
三
十
五
願
と
は
」

Ｎ
「
そ
れ
は
、
大
無
量
寿
経
に
説

Ｄか
れ
て
い
る
法
蔵
菩
薩
の
、

た
と
い
我
、
仏
を
得
ん
に
、
十

、

方
無
量
不
可
思
議
の
諸
仏
世
界
に

そ
れ
女
人
あ
っ
て
、
我
が
名
字
を

聞
き
て
、
歓
喜
信
楽
し
、
菩
提
心

を
発
し
て
、
女
身
を
厭
悪
せ
ん
。

お
こ

え
ん

お

寿
終
り
て
の
後
、
ま
た
女
像
と
な

。

ら
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ

と
い
う
誓
願
で
す
。
こ
の
願
は
古

来
か
ら
女
人
を
浄
土
に
往
生
さ
せ

よ
う
と
の
誓
い
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
」

「
そ
れ
な
ら
ば
十
八
願
だ
け
で

Ｎい
い
の
で
は
な
い
で
す
か
」

「
三
十
五
願
が
特
に
誓
わ
れ
た

Ｄわ
け
は
、
こ
の
大
無
量
寿
経
が
説

か
れ
た
当
時
の
イ
ン
ド
の
社
会
背

景
に
関
係
が
あ
り
ま
す
」

「
ど
う
い
う
背
景
で
す
か
」

Ｎ
「

、

Ｄ

今
で
も
そ
れ
は
あ
り
ま
す
が

当
時
の
イ
ン
ド
社
会
で
は
女
性
は

男
性
に
比
し
て
劣
っ
た
存
在
だ
と

見
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う

見
方
は
、
仏
教
に
も
影
響
し
女
性

は
男
性
に
比
し
て
障
り
が
重
く
、

た
と
え
仏
道
修
行
し
て
も
仏
に
は

な
れ
な
い
と
し
ば
し
ば
い
わ
れ
て

い
た
の
で
す
」

「
そ
う
い
う
女
性
観
が
根
強
く

Ｎあ
っ
た
の
で
す
ね
」

「
で
す
か
ら
、
一
切
衆
生
を
救

Ｄう
本
願
が
建
て
ら
れ
て
も
な
お
、

女
性
は
仏
に
は
な
れ
な
い
の
だ
と

い
う
観
念
が
染
み
つ
い
て
い
る
の

で
、
さ
ら
に
こ
の
願
を
起
こ
さ
れ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

「
十
八
願
の
お
心
を
さ
ら
に
開

Ｎ示
さ
れ
た
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
そ
う
し
た

Ｄ偏
っ
た
女
性
観
に
固
執
し
や
す
い

私
た
ち
に
、
弥
陀
の
本
願
は
一
切

衆
生
を
仏
に
為
し
た
も
う
こ
と
を

さ
ら
に
強
調
す
る
た
め
に
女
性
が

往
生
す
る
こ
と
を
重
ね
て
誓
わ
れ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

「
男
尊
女
卑
と
い
う
の
は
イ
ン

Ｎド
に
限
ら
な
い
で
す
ね
。
な
ぜ
女

性
は
男
性
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
い

う
偏
見
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
」「

こ
う
い
う
偏
見
は
世
界
各
地

Ｄに
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
に
は
い
ろ

ん
な
理
由
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

、

確
か
な
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が

女
性
は
、
生
命
を
脅
か
す
ま
わ
り

の
外
敵
と
戦
う
に
は
体
力
や
武
力

に
お
い
て
劣
る
点
が
あ
っ
た
の
が

大
き
な
要
因
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
農
耕
や
漁
業

な
ど
の
生
産
に
お
け
る
力
仕
事
に

お
い
て
劣
る
と
見
ら
れ
た
の
も
一

因
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
そ
れ
は
全
体
的
な
男
女
の
優

劣
で
は
な
く
て
、
男
性
と
女
性
に

お
け
る
役
割
の
上
で
の
能
力
の
違

い
な
の
で
し
ょ
う
」

「
役
割
の
上
で
の
違
い
な
の
で

Ｎす
ね
」

「
力
仕
事
以
外
の
他
の
能
力
、

Ｄこ
と
に
新
た
な
い
の
ち
を
産
み
育

ば

弥
陀
の
大
悲
ふ
か
け
れ

（
和
讚
問
答
）

【
念
佛
寺
発
行
書
籍
】

㈠
『
木
村
無
相
・
お
念
仏
の
便
り
』

㈡
『
松
並
松
五
郎
念
仏
語
録
』

㈢
『
真
宗
の
念
仏
と
信
心
』

㈣
『
真
宗
教
学
の
諸
問
題
』

㈤
『
仏
に
遇
う
ま
で
』

㈥
『
佐
々
木
蓮
麿
・
法
味
寸
言
』



て
る
と
い
う
人
間
存
在
の
基
本
に

関
わ
る
能
力
に
お
い
て
は
、
女
性

は
圧
倒
的
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
ま
す
ね
。
ま
た
平
和
を
愛
す
る

感
性
的
な
能
力
や
こ
ま
や
か
な
ケ

ア
ー
な
ど
は
女
性
の
方
が
か
な
り

」

勝
れ
て
い
る
能
力
だ
と
思
い
ま
す

「
で
は
な
ぜ
仏
教
に
お
い
て
、

Ｎ女
性
は
仏
に
な
れ
な
い
と
い
う
よ

う
に
い
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
」

「
そ
れ
は
そ
の
こ
ろ
の
仏
教
教

Ｄ団
で
は
、
仏
道
は
出
家
し
厳
し
い

修
行
を
し
て
仏
（
阿
羅
漢
）
に
な

る
と
い
う
道
が
基
本
で
し
た
。
こ

う
し
た
道
を
歩
む
と
い
う
の
は
男

性
に
比
べ
て
女
性
は
困
難
な
点
が

」

あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

「
な
ぜ
で
す
か
」

Ｎ
「
当
時
、
イ
ン
ド
の
女
性
は
十

Ｄ

、

代
で
殆
ど
結
婚
し
た
で
し
ょ
う
が

一
端
結
婚
す
る
と
出
産
、
子
育
て

が
つ
い
て
ま
わ
り
ま
す
し
、
自
分

の
子
供
へ
の
愛
着
は
男
性
以
上
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と

出
家
を
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し

く
な
り
ま
す
。
ま
た
た
と
え
出
家

し
ま
し
て
も
、
森
の
中
な
ど
で
修

行
す
る
こ
と
は
男
性
以
上
に
ま
わ

り
の
環
境
が
安
全
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
襲
わ
れ
る
よ
う
な
所

で
は
お
ち
お
ち
修
行
は
で
き
ま
せ

ん
。
そ
れ
と
女
性
の
出
家
者
が
ま

わ
り
に
い
る
こ
と
は
、
愛
欲
を
浄

化
し
よ
う
と
す
る
男
性
の
出
家
者

に
と
っ
て
修
行
の
邪
魔
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
嫌
わ
れ
た
面
も
あ
る

。

、

と
思
い
ま
す

よ
く
あ
り
ま
す
ね

厳
し
い
修
行
の
場
所
で
は
女
人
禁

」

制
な
ん
て
い
う
所
が
あ
る
よ
う
に

「
こ
う
い
う
こ
と
は
昔
の
イ
ン

Ｎド
の
状
況
で
の
こ
と
で
し
ょ
う
が

現
代
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
」

「
現
代
で
も
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ミ

Ｄャ
ン
マ
ー
、
タ
イ
な
ど
の
南
ア
ジ

ア
の
仏
教
の
盛
ん
な
国
で
は
昔
か

ら
の
慣
習
が
残
っ
て
ま
し
て
、
仏

教
教
団
で
は
女
性
の
出
家
修
行
者

は
殆
ど
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

た
だ
在
家
者
の
ま
ま
で
専
ら
仏
教

生
活
を
真
面
目
に
す
る
女
性
は
結

構
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
北
の

ア
ジ
ア
諸
国
、
中
国
や
台
湾
や
韓

国
で
は
女
性
の
出
家
が
許
さ
れ
て

い
る
ば
か
り
か
、
女
性
の
修
行
者

は
結
構
数
が
多
い
で
す
。
し
か
も

真
面
目
に
修
行
し
て
ま
し
て
、
こ

う
し
た
国
の
仏
教
を
支
え
る
大
き

な
力
に
な
っ
て
い
ま
す
」

「
中
国
や
台
湾
や
韓
国
な
ど
で

Ｎ修
行
す
る
女
性
の
出
家
者
が
真
面

目
で
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う

こ
と
で
す
か
」

「
男
性
の
出
家
者
は
一
時
は
出

Ｄ家
し
て
修
行
を
し
て
も
、
還
俗
す

る
人
が
多
く
、
一
生
か
け
て
修
行

す
る
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い

の
が
現
状
で
す
。
そ
れ
に
比
し
て

女
性
は
一
端
出
家
し
ま
す
と
、
な

か
な
か
還
俗
せ
ず
、
真
面
目
に
修

行
を
続
け
る
人
が
多
い
の
で
す
。

ま
た
台
湾
の
仏
教
で
は
社
会
的
な

慈
悲
の
活
動
を
積
極
的
に
す
る
尼

僧
さ
ん
が
目
立
ち
ま
す
」

「
戻
り
ま
す
が
、
こ
の
第
三
十

Ｎ五
願
は
〈
変
成
男
子
の
願
〉
と
い

わ
れ
、
女
子
を
男
子
に
変
え
る
と

い
う
よ
う
な
名
前
の
願
と
し
て
表

、

」

さ
れ
た
の
は

ど
う
し
て
で
す
か

「
四
十
八
願
に
は
一
願
一
願
に

Ｄ古
来
か
ら
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い

〈

〉

て
三
十
五
願
は

変
成
男
子
の
願

と
命
名
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
た

だ
し
、
宗
祖
は
三
十
五
願
は
女
人

成
仏
あ
る
い
は
女
人
往
生
の
願
と

い
う
内
容
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て

い
ま
す
」

「
仏
説
無
量
寿
経
の
三
十
五
願

Ｎに
は
、
女
性
が
女
身
を
厭
い
、
ま

た
女
性
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い

と
の
誓
い
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
ね
。
女
性
に

Ｄま
た
生
ま
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
性

別
を
超
え
た
仏
に
し
た
い
と
い
う

、

の
が
三
十
五
願
の
意
味
で
あ
っ
て

仏
説
無
量
寿
経
の
三
十
五
願
に
は

女
性
が
ま
た
男
性
に
成
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
出
て
き
ま
せ
ん
」

「
で
は
ど
う
し
て
宗
祖
は
変
成

Ｎ男
子
の
願
名
を
こ
こ
で
使
わ
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
」

「
宗
祖
の
時
代
は
一
般
に
三
十

Ｄ五
願
は
〈
変
成
男
子
の
願
〉
と
呼

ば
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
一
般

に
変
成
男
子
の
願
と
呼
ば
れ
て
い

た
の
を
そ
の
ま
ま
お
使
い
に
な
っ

た
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
」

「
現
代
で
は
こ
れ
を
問
題
に
す

Ｎる
人
が
い
て
、
こ
こ
に
は
女
性
差

別
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
ね
」

「
え
え
、
た
だ
宗
祖
に
は
女
性

Ｄを
差
別
的
に
見
る
見
方
は
ど
こ
に

も
な
い
で
す
ね
。
む
し
ろ
人
間
は

凡
夫
と
し
て
平
等
で
あ
り
、
ま
た

全
て
の
人
は
如
来
に
大
悲
さ
れ
て

い
る
存
在
と
し
て
平
等
だ
と
見
て

お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
三

十
五
願
の
内
容
は
、
女
人
を
こ
と

に
阿
弥
陀
仏
は
大
悲
さ
れ
て
、
女

性
を
成
仏
せ
し
め
ん
と
の
誓
い
と

見
て
お
ら
れ
ま
す
」

「
聖
道
門
の
仏
教
に
お
い
て
は

Ｎ女
性
が
仏
に
な
る
こ
と
は
大
変
難

し
い
と
い
う
の
が
常
識
で
あ
り
、

女
性
は
仏
に
な
る
こ
と
が
難
し
い

、

と
い
う
嘆
き
が
あ
っ
た
の
で
す
が

そ
れ
を
こ
そ
救
い
た
も
う
如
来
の

誓
願
で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
に
弥
陀

の
大
悲
の
深
い
こ
と
を
こ
の
ご
和

。

讃
で
讃
歎
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね

で
は
〈
変

成

男
子
の
願
〉
と
い
う

へ
ん
じ
ょ
う
な
ん

し

呼
び
方
は
ま
っ
た
く
根
拠
が
な
い

の
で
し
ょ
う
か
」

「
大
経
の
異
訳
に
『
仏
説
大
乗

Ｄ無
量
寿
荘
厳
経

（
荘
厳
経
）
と
い

』

う
経
典
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
読

み
ま
す
と
、
女
性
は
死
後
浄
土
に

生
ま
れ
て
い
っ
た
ん
男
子
と
な
っ

て
、
そ
れ
か
ら
仏
の
さ
と
り
を
得

さ
せ
よ
う
と
誓
っ
て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
こ
の
経
典
が
成
立
す
る
当

時
の
、
イ
ン
ド
の
社
会
や
仏
教
教

団
の
考
え
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
に
し
ま
し
て

も
三
十
五
願
は
こ
と
に
女
性
を
浄

土
に
往
生
せ
し
め
ん
と
の
誓
い
で

す
。
そ
こ
で
宗
祖
は
、
こ
の
誓
い

は
不
可
思
議
な
仏
の
智
慧
か
ら
現

れ
て
き
た
大
悲
の
お
心
だ
と
讃
歎

さ
れ
て
い
る
の
で
す
」

（
了
）

〉

（
遠
方
法
話
予
定

○
三
月
二
日
。
福
井
別
院
。
福
井
二
組

門
徒
研
修
。
午
前
。
法
話
・
座
談

。

。

○
四
月
二
十
一
日

福
井
市

浄
尊
寺

午
前
・
午
後
。

法
話

。

。

○
四
月
二
十
九
日

姫
路
市

西
源
寺

午
後
。

法
話

○
五
月
四
日
。
福
井
別
院
。
福
井
二
組

門
徒
研
修
。
午
前
。
法
話
・
座
談

○
五
月
九
日
。
名
古
屋
市
。
高
畑
会
館

午
前
。
法
話
・
座
談

（

）

詳
し
く
は
念
佛
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い



わ
が
真
宗
に
於
て
最
も
重
要
な

も
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
如
来
の

御
名
で
あ
り
ま
す
。
宗
祖
は
教
学

も
信
仰
も
名
号
の
ほ
か
に
は
な
い

と
、
明
ら
か
に
御
示
し
に
な
り
ま

。

、

し
た

ま
こ
と
に
真
宗
の
一
流
は

如
来
の
御
名
を
究
明
す
る
以
外
に

道
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
か
っ

て
恩
師
佐
々
木
月
樵
先
生
が
「
法

然
上
人
は
一
代
佛
教
を
究
め
つ
く

き
わ

し
て
弥
陀
の
名
号
を
発
見
さ
れ
た

が
、
末
代
の
同
行
は
弥
陀
名
号
を

聞
く
ひ
と
つ
で
一
代
佛
教
を
会
得

え

と
く

す
る
」
と
申
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
ま
こ
と
に
意
味
深
い
御

言
葉
と
し
て
、
今
な
お
忘
れ
る
こ

と
が
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
今
日
の
私
共
に
と
っ

て
、
如
来
の
御
名
が
そ
れ
程
に
重

大
な
も
の
と
し
て
響
く
で
し
ょ
う

か
。
恐
ら
く
「
否
」
と
答
え
る
人

が
多
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
こ

は
お
互
い
宗
門
人
と
し
て
深
く
反

省
し
た
い
と
思
い
ま
す

よ
く

宗

。

「

門
の
危
機
」
と
い
う
声
を
聞
き
ま

す
が
、
そ
の
危
機
を
も
た
ら
す
根

本
は
、
宗
門
人
が
如
来
の
御
名
を

捨
て
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
か
に
教

、

団
が
外
面
的
に
大
き
く
栄
え
て
も

宗
門
人
が
本
尊
の
御
名
に
額
づ
け

ぬ
よ
う
で
は
宗
教
と
し
て
の
生
命

は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
命
な
き
宗
団

が
危
機
を
孕
む
の
は
寧
ろ
当
然
で

は
ら

し
ょ
う
。
で
は
、
そ
の
御
名
の
尊

厳
を
知
ら
し
め
な
い
障
害
は
何
処

に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
色
々
な
見
方
も
あ
り

ま
す
が
、
今
こ
こ
で
取
り
上
げ
て

検
討
し
た
い
こ
と
は
、
如
来
の
御

名
そ
の
も
の
が
、
生
き
た
人
生
に

觸
れ
て
来
な
い
、
実
生
活
と
没
交

渉
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。

そ
こ
で
私
は
最
も
根
本
的
な
如

来
そ
の
も
の
に
肉
迫
し
て
、
そ
の

本
質
を
究
め
、
や
が
て
御
名
の
性

き
わ

。

格
を
明
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す

つ
い
て
は
先
ず
如
と
は
何
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
仏
教
の
根

本
原
理
と
し
て
古
来
説
明
は
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
ど
う
も
は
っ
き
り

と
つ
か
め
な
い
の
で
す
。
こ
れ
に

就
い
て
は
、
古
来
の
説
き
方
に
二

つ
の
缺
陥
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

け
っ
か
ん

そ
の
一
つ
は

知
性
の
及
ば
ぬ
境

地
と
し
て
棚
上
に
し
た
こ
と
、
他

の
一
つ
は
説
明
が
余
り
に
抽
象
的

。

で
取
り
つ
き
場
が
な
い
こ
と
で
す

こ
う
し
た
説
明
で
は
何
だ
か
吾
々

の
実
生
活
と
隔
絶
し
た
感
じ
が
し

か
く
ぜ
つ

て
つ
い
て
行
く
気
に
な
れ
ぬ
の
は

当
然
だ
と
思
い
ま
す
。
先
般
中
外

日
報
に
発
表
さ
れ
た
青
年
仏
徒
の

告
白
は
明
か
に
こ
の
点
を
衝
い
て

つ

居
り
ま
す
。
い
か
に
高
い
境
地
で

あ
っ
て
も
、
現
実
の
生
活
と
何
處

ど

こ

か
に
連
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
人
間
に
と

っ
て
は
全
く
無
用
の
長
物
と
な
る

で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
真
如
な
る

も
の
は
、
人
間
の
実
生
活
と
何
處

に
連
が
り
を
持
つ
か
と
い
う
に
、

私
は
最
も
誤
魔
化
す
こ
と
の
出
来

ぬ
現
実
の
中
に
離
る
べ
か
ら
ざ
る

極
め
て

鞏

固
な
連
が
り
が
あ
る
と

き
ょ
う

こ

思
い
ま
す
。

吾
々
が
普
通
に
現
実
と
思
っ
て

い
る
世
界
は
、
実
は
真
の
現
実
で

は
な
く
、
す
で
に
心
で
畫
か
れ

彩

え
が

い
ろ
ど

ら
れ
た
虚
妄
の
世
界
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
も
、
そ
れ
を
真
の

、

現
実
と
過
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

人
間
の
抜
き
難
き
迷
妄
が
根
を
下

し
て
居
り
ま
す
。
そ
の
た
め
万
事

に
つ
い
て
矛
盾
撞

着

、
不
如
意
に

ど
う
ち
ゃ
く

当
面
し
、
い
よ
い
よ
苦
ん
で
は
い

よ
い
よ
罪
を
重
ね
、
果
て
し
な
き

苦
悩
の
旅
を
つ
づ
け
て
い
る
の
が

人
間
生
活
の
実
状
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

、

そ
こ
で
真
の
救
済
な
る
も
の
は

人
生
生
活
に
於
け
る
個
々
の
抜
苦

与
楽
で
は
な
く
、
人
間
の
根
本
的

迷
妄
か
ら
醒
め
て
真
の
現
実
、
今

さ

の
あ
り
の
ま
ま
に
還
る
ほ
か
は
な

。

、

い
と
信
じ
ま
す

平
た
く
言
え
ば

嘘
の
生
活
か
ら
真
の
生
活
に
還
る

だ
け
で
す
。
こ
う
な
る
と
、
今
ま

で
唯
佛
與
佛
の
境
界
に
棚
上
げ
し

ゆ
い
ぶ
つ
よ
ぶ
つ

て
来
た
真
如
の
至
宝
は
、
計
ら
ず

も
足
下
に
光
っ
て
居
る
こ
と
に
な

、

、

り

捜
し
求
む
べ
き
も
の
で
な
く

さ
が

眼
を
洗
え
ば
よ
い
訳
に
な
る
の
で

す
。か

よ
う
に
説
明
す
る
と
、
余
り

、

に
気
安
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
が

実
は
こ
れ
が
な
か
な
か
の
難
事
な

の
で
す
。
何
故
か
と
い
う
に
、
前

に
一
言
觸
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
人

間
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
し
て
も

自
分
の
心
で
自
分
の
世
界
を
畫
く

え
が

も
の
で
す
か
ら
、
い
か
に
真
如
は

「
そ
の
ま
ま
だ
」
と
教
え
て
も
す

ぐ
自
分
の
心
で
「
こ
の
ま
ま
」
と

つ
か
む
も
の
で
す
か
ら
、
真
実
の

「
あ
り
の
ま
ま
の
姿
」
は
見
え
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
す

こ
の
執
拗

。

し
つ
よ
う

な
心
の
計
ら
い
は
容
易
に
取
り
去

る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
昔
の

修
道
者
を
ど
れ
だ
け
泣
か
せ
た
こ

と
か
分
り
ま
せ
ん
。
こ
の
難
関
を

突
破
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
結
果

つ
い
に
真
如
そ
の
も
の
を
人
間
世

界
か
ら
離
れ
た
別
天
地
に
棚
上
げ

し
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
し
か
し

吾
々
は
何
と
い
っ
て
も
、
真
実
の

世
界
に
出
な
い
限
り
救
わ
れ
な
い

こ
と
は
明
か
で
す
。

で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

こ
こ
に
人
類
の
絶
望
性
と
最
後
の

苦
悶
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ

こ
に
唯
一
つ
残
さ
れ
た
救
い
の
道

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
己
に

対
す
る
絶
対
の
否
定
で
す
。
若
き

求
道
者
長
谷
川
次
郎
は
キ
リ
ス
ト

教
に
入
れ
と
勧
め
ら
れ
た
と
き
、

「
今
の
自
分
に
於
て
は
、
何
教
に

入
れ
ば
救
わ
れ
る
と
言
っ
た
よ
う

な
生
ぬ
る
い
言
葉
に
は
動
か
さ
れ

な
く
な
っ
た
。
い
か
に
す
れ
ば
救

わ
れ
る
か
と
い
う
要
点
は
判
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
自
己
否
定
の
一
手

あ
る
の
み
だ
」
と
答
え
た
そ
う
で

す
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
救
済
の

核
心
を
衝
い
て
お
り
ま
す
。

で
は
、
そ
の
絶
対
否
定
は
何
に

よ
っ
て
為
さ
れ
る
か
、
そ
れ
こ
そ

人
間
的
計
ら
い
の
雑
ら
ぬ
真
実
そ

の
も
の
か
ら
為
さ
れ
る
否
定
に
よ

る
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
真
実

そ
の
も
の
か
ら
為
さ
れ
る
否
定
を

受
け
る
と
は
、
真
実
の
言
葉
を
ひ

た
す
ら
に
聞
く
ほ
か
は
な
い
で
し

ょ
う

「
聞
い
た
」
と
、
自
分
が
思

。

っ
た
と
き
は
す
で
に
計
ら
い
に
墮お

ち
て
お
り
ま
す
。
自
己
の
絶
対
否

定
は
、
ま
こ
と
の
言
葉
を
聞
く
と

、

こ
ろ
に
の
み
受
け
ら
れ
る
も
の
で

「
聞
い
た
」
と
な
れ
ぬ
と
こ
ろ
が

聴
聞
の
極
意
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

点
を
最
も
明
瞭
に
御
示
し
下
さ
れ

た
御
方
は
、
我
祖
を
担
い
て
他
に

お

見
出
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
我
祖
は
大
膽
に
も
、
佛
道
の

だ
い
た
ん

万
行
を
聞
名
の
一
つ
に
納
め
ら
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

（
次
号
に
続
く
）

佐
々
木
蓮
麿

『
如
来
の
御
名
』（
上
）


