
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
八
巻
第
二
号

平
成
十
二
年
三
月

三
五

観

経

変

に

つ

い

て

―

敦
煌
莫
高
窟
第
二
〇
九
窟
を
中
心
と
し
て
―

釋

舎

幸

紀

一

問
題
の
所
在

西
方
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
っ
た
人
々
が
、
『無
量
寿
経
』
や

『観

無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
極
楽
世
界
を
求
め
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま

　
ユ
　

で
の
諸
学
者
の
研
究
に
よ
つ
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
往
生
思
想
に

か
か
わ
る
こ
と
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
す
る
重
要
な
要
素
を
も
っ
て
い
る
が
、

そ
の
特
性
は

『無
量
寿
経
』
が
救
済
法

の
真
実
を
説
く
の
に
対
し
、
『観

無
量
寿
経
』
は
救

い
の
対
象
で
あ
る
人
間

の
真
実
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ

る
。親

鸞

は

『教
行
信
証
』
総
序
に
お
い
て
、
「し
か
れ
ば
浄
邦
縁
熟
し

て
調
達
閣
世
を
し
て
、
逆
言
を
興
せ
し
む
。
浄
業
機
あ
ら
わ
れ
て
、
繹

迦
章
堤

を
し
て
安
養
を
え
ら
ば
し
め
た
ま
え
り
」
と
言
つ
た
ご
と
く
、

章
堤
希
や
阿
閣
世
な
ど
が
王
舎
城
を
舞
台
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
悲
劇

の
人
生
模
様
を
機
縁
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏

の
救
い
の
真
実
を
す
す
め
て

い
る
。
西
方
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
た
い
と
願
つ
た
人
々
が
、
中
国
や
日

本
で
も
数
多
く
あ
っ
た
。既
に
諸
学
者

の
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、

中
国
の
唐
時
代
を
み
れ
ば
よ
い
。
西
方
願
生
者

が
数
多
く
輩
出
し
た
こ

と
を
も
っ
て
も
窺
い
知
ら
れ
る
。
そ
の
中
、
中
国

の
浄
土
教

の
第
三
祖

に
あ
た
る
善
導
大
師
は
、
『観
無
量
寿
経
』
(以
下
、
『観
経
』
と
略
す
)
に

た
い
す
る
見
解
を
慧
遠
や
吉
蔵
を
ど
の
天
台
系

の
諸
師
と
異
な
る
立
場

を
示
し
た
。
曇
鸞
大
師
や
道
緯
禅
師
に
求
め
、
そ
の
流
れ
を
集
大
成
し

た
。彼

の

『観
経
』
に
対
す
る
見
解
は
、
『観
無
量
寿
仏
経
疏
』

(以
下
、

『観
経
疏
』
と
略
す
)
四
巻

の
そ
れ
ぞ
れ
の
巻

に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
内
、

「玄
義
分
」
に
は

『観
経
』

に
つ
い
て
の
理
解
を
総

括
的
に
述
べ
て
お
り
、

「序
分
義
」
・
「定
善
義
」
・
「散
善
義
」
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
経
文
に
つ
い
て
の
彼
の
解
釈
を
ほ
ど

こ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
帰
結
を
い
え
ば
、
悪
を
重

ね
な
く
て
は
生
き
ら
れ
な

い
者
で
も
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
を
信
じ
て
、
念
仏
を
と
な
え
る
身
と
な

れ
ば
、
仏
の
さ
と
り
を
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
悪

人
凡
夫

の
称
名
念
仏
往
生
を
説
く
こ
と
に
あ

っ
た
と
、
言
つ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
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三
六

周
知

の
よ
う
に
、
『観
経
』
に
説
く
と
こ
ろ
の
阿
閣
世

・
提
婆

・
頻

婆
沙
羅

・
章
堤
希
ら
が
ひ
き
お
こ
し
た
王
舎
城
悲
劇
の
物
語
は
、
鎌
倉

時
代
に
興
起
し
た
新
仏
教
の
祖
師
た
ち
に
共
通
し
た
問
題
で
あ
つ
た
と

思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
日
蓮
は

『開
目
抄
』
の
中

で
、
章
堤
希
が

む
か
し

『観
経
』

の
中
で
い
っ
た
、

「私

宿

何

の
罪
が
あ
っ
て
、
此
の
悪
子
を

生
む
。
世
尊
よ
、
復
何
等

の
因
縁
あ
つ
て
、
提
婆
達
多
と
共
に
春
属
た

　
　
　

る
や
」
と
い
う
問
を
か
か
げ
、
そ
れ
に
答
え
る
と
い
う
形
で
自
身

の
思

　3
　

想
を
展
開
し
て
い
る
し
、
道
元
も

『鎌
倉
名
越
白
衣
舎
示
誠
』
の
中
に
、

『涅
槃
経
』
か
ら
阿
閣
世
物
語
を
抜
き
書
き
し
て
い
る
。

親
鸞
自
身
も
、
『教
行
信
証
』

の

「総
序
」
に
い
う
分
だ
け
で
な
く
、

　　
　

「信
巻
」
に
も

『涅
槃
経
』
の
阿
閣
世
物
語
を
長
く
引
用
し
て
い
る
。
こ

の
経
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「化
身
土
巻
」
や

『観
経
和
讃
』
か

ら
う
か
が
え
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
『観
経
疏
』
に
対
し
て
も
、
特
に

注
意
を
は
ら
っ
て
い
る
。
直
接
的
に
は

「証
巻
」
の
中
に
、
光
明
寺

の

疏
に
云
く
と
し
て

「玄
義
分
」
の

言

二
弘
願

一者

。
如
二
大
経
説

一。

一
切
善
悪
凡
夫
得

レ
生
者
莫

レ
不
下
皆
乗

二阿

弥

陀
仏

大
願
業

力

一爲
中
増
上
縁

二也

。
又
仏
密
意
弘
深

。
教
門

離
レ
曉
。

三
賢

十

聖
弗

二測
所

一レ闊
。

況
我
信
外
軽

毛
敢
知
二
旨
趣

一。
仰
惟
釈
迦
此
方
発
遣

。
弥

陀

即
彼
国
来
迎

。
彼
喚
此
遣
。
豊

容
レ
不
レ
去
也
。

唯
可
下
勲

心
奉
法
華
命
為

レ

(5
)

期

。

捨

二
此

稼

身

一。

即

証

中
彼

法

之

常

楽
上
。

と
い
う
文
を
引
用
し
て
、
仏
の
増
上
縁
に
よ
っ
て
極
楽

へ
生
ま
れ
る
こ

と
を
説
き
、

つ
い
で
二
尊
の
喚
遣
と
常
楽

の
証
を
示
し
て
い
る
。
続

い

て

「証

巻

」

に
、

又

云

く

と

し

て

「定

善

義

」

の
文

、

西
方
寂
静
無
為
楽
。
畢
寛
肖
遙
離
二
有
無

一。
大
悲
薫

レ
心
遊
法
界

一。

分
身
利

レ物
等
無
レ
殊
。
或
現
二
神
通

一而
説

レ
法
或

現
二
相
好

一入
二
無
余

一。
変

現

荘
厳
随

レ意

出
。
群
生
見
者

罪
皆

除
。
又
讃

云
。
帰
去
来
。
魔
郷
不
レ
可
レ停

。

暖
劫
來
流

二
転
六
道

一尽
皆
経
。
到
処
無

二
余
楽

一。
唯
聞

二愁
歎
声

一。
畢

二此
生

　
　

　

平

一後

。
彼

二
涅
槃

城

一。

を
引
用
し
て
、
西
方
願
生
の
心
情
を
披
渥
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
『観
経
』

の
組
織
を
み
て
い
く
と
、

慧
遠
等

の
天
台
系

の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
正
宗
分

に
示
す

「弥
陀
仏
国
土

観
」
の
十
三
観
と
、

「九
品
往
生
人
観
」

の
三
観
と
を
あ
わ
せ
た
十
六

観
の
説
法
全
体
が
、
章
堤
希

の
願
に
答
え
る
も

の
と
し
て
、
釈
尊
が
説

示
し
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
浄
土
の
美
し
い
相
や
九
品

の
往
生
人
が
浄
土
に
生
ま
れ
て
ゆ
く
す
が
た
を
、
自
身
の
心
に
し
ず
め

る
だ
け
で
な
く
、
観
察
す
る
た
め
の
観
経
を
説

い
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
た
。

塚
本
善
隆
博
士

の
説
に
従
え
ば
、
『観
経
変

』
は
中
央
の
浄
土
図
を

囲
む
左
右

の
両
縁
あ
る
い
は
左
右
下

の
三
縁

に
、
『観
経
』

の
序
に
あ

た
る
王
舎
城
の
悲
劇
、章
堤
希
に
よ
つ
て
望
ま
れ
た
十
六
観
の
描
写
は
、

　
7
v

よ
く
理
解
で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
敦
煌
の

『観
経
変
』
に

は

『観
経
』

の
本
文
に
な
い
説
話

の
場
面
、

「阿
閣
世
太
子
の
本
生
説

　　
　

話
」
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て

塚
本
博
士
は
、
善
導

の

『観
経
疏
』
の
中
に
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
だ
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三
七

け
で
な
く
、
特
に

『観
経
変
』
を
用
い
る
通
俗
説
経
を
よ
り
効
果
的
に

す
る
た
め
に
、
序
分
段
に
絵
画
と
し
て
付
加
し
た
も
の
だ
、
と
い
っ
て

い
る
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
莫
高
窟
第
四
三

一
窟
に
示
さ
れ
て
い
る
ご
と

く
、
大
変
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

そ
の

一
方

で
、
曇
鸞
系

の
流
れ
を
受
け
た
善
導
大
師
は
慧
遠

の
よ
う

な
理
解

は
正
し
く
な
い
と
い
い
、
「弥
陀
仏
国
土
観
」
に
示
す
十
三
観

は
、
心
を
静

め
て
浄
土
を
観
察
す
る
善
行

(定
善
義
)

に
相
当
し
、
散

心
に
よ

る
善
行

(散
善
義
)
に
あ
た
る
と
し
た
。

こ
れ
は
未
来
世
の
悪

人
や
凡
夫
を
救
う
た
め
に
、
釈
尊
が
自
発
的
に
説
示
し
た
も
の
だ
、
と

い
う
。
中
で
も
下
三
品
は
悪
人
が
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ

る
こ
と
が
で
き
る
と
み
た
の
で
あ
る
。

先
に
も
言
及
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
阿
弥
陀
仏
の
第
十
八
願

の
力
に

よ
る
称
名
念
仏
に
ょ
る
往
生
を
説

い
た
も
の
と
、
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

塚
本
博
士
の
言
う
と
こ
ろ
を
強
化
し
た
と
思
わ
れ
る
論
文
が
、
最
近

の

『敦
煌
研
究
』
に
発
義
さ
れ
た
。
梁
尉
英
氏

の

「観
経
六
縁
変
相
釈
説
」

　　
　

が
そ
れ

で
あ

る
。
彼

の
言
う
と

こ
ろ
に
従
え
ば
、
『観
経
』

の
序
文
に

あ
た
る
と
こ
ろ
、
善
導
大
師

の

『観
経
疏
』
の

「序
分
義
」
に
相
当
す

る
部
分

が
、
莫
高
窟
第

二
の
九
窟

の
壁
画

に
み
ら
れ
る
と
い
う
。
以
下
、

こ
の
点

に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
た
い
。

二

観
経
六
縁
変
相
図
と
そ
の
位
置

梁
尉
英
氏

の
言
う
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
松
本
栄

一
氏

の

『敦
煌
画

の
研
究
』
に
論
じ
て
い
る
、
「敦
煌
画

に
お
け
る
各
種
変
相
の

研
究
」
中
の

「阿
弥
陀
浄
土
変
相
及
び
観
経
変
相
」
に
言
及
す
る
内
容

が
、
そ
の
前
提
と
し
て
第
二
の
九
窟
の
壁
画
を
、
梁
尉
英
氏
は

「観
経

六
縁
変
相
図
と
そ
の
位
置
関
係
と
し
て
示
し
た
。
図
そ
の
も

の
は
不
鮮

明
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
も
の
が
敦
煌
文
物
研
究
所
編

『中
国
石
窟

敦
煌
莫
高
窟
(三)
』

の
中
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

『変

相
天
意
図
』
と

『疏
』
(『経
』
の
中
に
示
す
)
と
の
文
を
対
照
さ
せ
て
お

き
た
い
。

『経
』

悲
劇
を
縁

と
し
て

(禁
父
縁
)

そ
の
と
き
、
王
舎
大
城

に
、
ひ
と
り

の
太
子

あ
り
き
。
阿
闇

世
と
名
つ
く
。

①
↓

調
達
悪
友

の
教

に
随
順

し
て
、

父
の
王

の
頻
婆
沙
羅

を
収
執
し
、
幽
閉

し

て

七
重

の
室

の
内

に

お
き
、

も
ろ
も
ろ

の
群
臣

を
制

し

て
、
ひ
と
り

も
往

く

こ

↑
①

と
を
え
ざ
ら
し

む
、
〔①

第

一
扇
第

二
画
面

阿
閣
世
幽
二
禁
父
王

一。
『
疏
』
大

②
↓

正

三
七

・
二
五
四

C
〕
国

の
大
夫

人
あ
り
、
章
堤
希

と
名
つ
く
。
大

王
を
恭

敬
す
。
操

浴
清

浄

に
し
て
、
蘇
蜜

を
も

っ
て
麩
に
和
し
、
用

い
て
そ

の
身

に

ぬ
り
、

も
ろ
も
ろ

の
理
路

の
な
か
に
蒲
桃

の
漿

を

い
れ
、
ひ
そ

か
に
も

っ
て

↑
　

王
に
す

す
む
。

〔②

第

三
扇
第

二
画
面

夫

人
密
奉

二
王
食

一。
『
疏
』

大
正
三

七

・
二
五

四
C
〕

③
↓

そ

の
と
き

に
、
大
王
、
麩
を
食

し
漿

を
飲

み
、
水

を
求

め
て
口
に
す
す
ぐ
、

口
を
す

す
ぎ

お
わ
り

て
合
掌

恭
敬
し
、
者

閣
堀
に
む
か

い
、
遙

か
に
世
尊
を

礼
し

て
こ

の
言

を
な
す

「
大
目
腱
連

は

こ
れ
わ
が
親

友
な
り
。
願

わ
く

は
慈

↑
　

悲
を

お
こ
し
て
、
わ
れ

に
八
戒
を
授
け
た
ま
え
」
と
。

〔③
第

一
扇

第
三
画
面
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三
八

因
禁
請

法
。

『疏
』
大
正

三
七

・
二
五
四

c
―

二
五
五

a
〕

④
↓と

き
に
目
健
連

は
鷹
隼

の
飛
ぶ

が
ご
と
く

に
し
て
、
疾

く
王

の
と

こ
ろ

に

至

る
。
日
日

か
く

の
ご
と
く

に
し

て
、
王

に
八
戒

を
授

く
。
世
尊

ま
た
、
尊

↑
④

者
富

楼
那
を
遣
わ
し

て
、
王

の
た
め
に
法
を
説
か
し
む
。
〔④
第

二
扇
第

一
画

面

因
レ請

得
レ
蒙
二
経
法

一。

『疏
』
大
正
三
七

・
二
五
五
b
〕

か
く

の
ご
と
き
時

の
あ

い
だ
、
三
七
日
を
経
た
り
。
王

は
麩
蜜

を
食

し
、
聞

く

こ
と
を
得

る
が
ゆ
え

に
、
顔
色
和
悦
な
り
。

(大
正

一
二

.
三

四

一
a
)

『
経
』

破

れ
去

っ
た
期
待

(禁
母
縁
)

①
↓と

き

に
阿
闊

世
、

守
門

の
者

に
問

わ
く

「父

の
王
は

い
ま
な

お
存
在

せ
り

や
」
と
。
と
き

に
守
門

の
人
も
う
し

て
言
さ
く

「大

王
よ
、
国

の
大
夫
人
、
身

に
麩
蜜
を

ぬ
り
理
路

に
漿
を

い
れ
、
も
ち

て
王

に
す
す

む
。
沙
門
目
連

お
よ

↑
①

び
富

楼
那
、
空

よ
り
来

り

て
、
王

の
た
め
に
法

を
説

く
、
禁
制

す
べ
か
ら
ず

」

と
。

〔①
第

二
扇
第
五
画
面

闇
王
問
二
父
音

信

一。
大
正
三
七

・
二
五
五

c
〕

②
↓と

き

に
阿
閣
世
、

お

の
語

を
聞
き

お
わ
り

て
、

そ
の
母
を
怒
り

て

い
わ
く

「わ
が
母
な
り
、

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
し
て
多

日
死
せ
ざ
ら
む
」
。
す
な
わ
ち
、
利

剣

↑
②

を
執
り

て
そ
の
母
を
害
せ
ん
と
欲
す
。

〔②
第

二
扇
第

二
画
面

閣
王
執

レ
剣

殺
レ
母
。
『
疏
』
大
正
三
七

・
二
五
六

a
〕

③
↓と

き
に

ひ
と
り

の
臣
あ
り
。
名
を
ば
月
光
と

い
う
。
聡

明
多

智
な

り
。

お

よ
び
者
婆
と

王

の
た
め

に
礼

を
な

し
て
も
う
さ
く

「大

王
よ
、
臣

は

『章

陀

論

経
』
に
説

く
を
聞

く
。
劫
初
よ
り

こ
の
か
た
、
も
ろ
も

ろ
の
悪
王

あ
る
て
、

王
位
を
貧

る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
父
を
殺
害
す

る
こ
と

一
万

八
千

な
り
。

い
ま

だ
む
か
し

に
も
無
道

に
母

を
害
す

る
こ
と
あ

る
を
聞
か
ず

。
王

い
ま

こ

の
殺

逆

の
こ
と
を
な
さ
ば
、
刹
利
種

を
汚
さ
ん
。
臣
き
く

に
し

の
び
ず

。

こ
れ
栴

陀
羅
な
り
。
よ
ろ
し
く

こ
こ
に
住
す

べ
か
ら
ず

と
。

と
き
に
ふ
た
り

の
大
臣
、

こ
の
語
を
説
き

お
わ
り

て
、
手

を
も

っ
て
剣

を

お
さ
え
、
劫
行
し

て
し
り
ぞ
く
。
と
き

に
阿
閣
世
、
驚
怖

し
憧
櫻

し

て
者
婆

に
告
げ

て

い
わ
く

「な
ん

じ
、
わ
が
た
め
に
せ
ざ

ら
ん
や
。
」
者
婆

も
う
し
て

↑
③

も
う
さ
く

「大
王
、
慎
ん

で
母
を
害
す

る
こ
と
な
か
れ
」
と
。
〔③
第

二
扇
第

三
画
面

二
臣
切
諫

。
『疏

』
大
正
三
七

・
二
五
六

a
-

c
〕

④
↓王

こ
の
語
を
聞
き

て
繊
悔

し
、
た
す
け
ん

こ
と
を
求

む
。

す
な

わ
ち
、
剣

を
す
て
、
と
ど
ま
り

て
母
を
害
せ
ず
。
内
官
に
勅
語
し

て
深
宮

に
閉
置

し
、
ま

↑
④

た
出

さ
し
め
ず
。

〔④
第

二
扇
第

四
画
面

放
レ
母
脱
二
干
死
難

一。
『
疏
』
大
正

三
七

・
二
五
六
C
〕

(大
正
十

二

二
二
四

一
a
-
b
)

『経
』

罪

な
き
罰

の
苦

悩

(厭
苦
縁
)

①
↓と

き
に
章
堤
希
、
幽
閉

せ
ら
れ
お

わ
り

て
愁
憂
憔
惇

す
。
遙
か

に
者
闊
山

に
む
か

い
、
仏

の
た

め
に
礼
を
な
し

て
こ
の
言
を
な

さ
く

「如
来
世
尊
、

む

か
し

の
と
き
、

つ
ね

に
阿

難
を

つ
か

わ
し
来
ら

し
め
て
、

わ
れ
を
慰
問

し
た

ま

い
き
。
わ
れ

い
ま
愁
憂

す
。
世
尊

は
威
重

に
し
て
、
見

た

て
ま

つ
る
こ
と

を
得

る
に
由
な
し
。
願

わ
く
は
目
蓮
と
尊
者
阿
難

と
を
遣

わ
し
、

わ
が
た
め

に
相

見
せ
し
た
ま
え
」

と
。

こ
の
語

を
な
し

お
わ
り
て
悲

泣
雨
涙

し
、
遙

か

↑
①

に
仏

に
む
か

い
て
礼

し
た

て
ま

つ
る
。

…
・-

〔①
第

一
扇

第
四
画
面

世
尊

自
来
二
赴
請

一。

『疏

』
大
正
三
七

・
二
五
七
b
〕

③
↓

い
ま
だ
頭

を
あ
げ
ざ

る
あ

い
だ

に

『
そ
の
と
き
世
尊
、
者

閣
堀
山

に
ま
し

ま
し
て
、
章

堤
希

の
こ
こ
ろ

の
所
念

を
知
り
、
す

な
わ
ち
大
目
腱
連

お
よ
び

す
　

阿
難

に
勅

し

て
、
空

よ
り
し

て
来
ら

し
め
た

も
う
』
。

〔③

第

一
扇
第

一
画
面
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観
経
変

に

っ
い
て

(釋

舎
)

三
九

二
経
レ応
二
夫
人
之
請

一。

『
疏
』
大
正
三
七

・
二
五
七
b
〕

②
↓仏

は
者
閣
堀

山
よ
り
没

し

て
、
王
宮

に
お
い

て
出
で
た
も
う
。
と

き
に
章

堤

希
、
礼
し
お
わ
り
て
頭

を
あ
ぐ

る
に
、
世
尊
釈

迦
牟
尼
仏
を
見
た

て
ま

つ

る
。
身
は
紫
金
色

に
し
て
、

百
宝

の
蓮
華

に
坐

し
た
ま
え
り
。
目
蓮

は
左

に

↑
②

侍

し
、
阿
難
は
右
に
在

り
。
〔②
第

一
扇
第

五
画
面

世
尊
隠
現
二
王
宮

一。
『疏

』

④
↓

大

正
三
七

・
二
五
七

b
〕
釈

梵
護

世

の
諸
天
虚
空

の
な
か
に
あ
り

て
、

あ
ま

↑
④

ね

く
天
草
を
雨
ふ
ら
し
、
も

っ
て
供
養

し
た
て
ま

っ
る
。
〔④
第

二
扇
第

一
画

面

諸
天
聞
レ
法
供
養
。

『疏

』
大
正
三
七

・
二
五
七
b
〕

と
き
に
童
堤
希
、
仏
世
尊
を
見
た

て
ま

つ
り

て
、
み
ず
か
ら
理
路
を
絶

ち
、

身
を
あ
げ

て
地
に
投
げ
、
号
泣
し

て
仏

に
む
か

い
て
も
う
さ
く

「世

尊
よ
、
わ

れ

む
か
し
何

の
罪

あ
り

て
か
、

こ
の
悪
子

を
生
ず

る
。
世
尊

ま
た
、

な
ん
ら

の
因
縁
あ
り

て
か
、
提
婆

達
多

と
と
も

に
春
属
た

る
」
と
。

(大
正

一
二

・
三

四

一
b
)

『経

』

浄
土

を
求
め
て

(欣

浄
縁

)

「唯
願
わ
く
は
世
尊
、
わ
が

に
広
く
憂
悩

な
き

と
こ
ろ
を
説
き
た
ま
え
。
わ

れ
ま
さ

に
往
生
す

べ
し
。
閻

浮
提

濁
悪
世

を
ば

ね
が
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
、

わ
れ
未
来

に

悪

声
を
聞
か
ず
、
悪
人
も
見
ざ

ら
ん
。

い
ま
、

世
尊
に
む
か

い
て
、
五
体
を

地

に
投
げ
求
哀
繊
悔
す
。
唯

願
わ
く

は
、
仏

日
わ
れ
を
教

え
て
、

清
浄
業
処

を
観
ぜ

し
め
た
ま
え
」

と
。

そ

の
と
き
世
尊
、
眉
間

の
光
を
放
ち

た
も
う
。
そ

の
光

は
金
色
な
り
。
あ

ま

ね
く
十

万
諸
仏

の
浄
妙

の
国
土
み
な

な
か
に
お

い
て
現
ず

。
或

は
国
土
あ

り
七
宝
合
成

せ
り
。
ま
た
国
土
あ
り
純
ら

こ
れ
蓮
華
な
り
。

(略
)
…
…

①
↓と

き
に
章
堤
希
、
仏

に
も
う
し
て
も
う
さ
く

「世
尊

よ
、

こ
の
も
ろ
も

ろ

の
仏
土
ま

た
清
浄

に
し
て
、

み
な
光

明
あ
り
と

い
え

ど
も
、

わ
れ

い
ま
極
楽

↑
①

世
界

の
阿
弥
陀
仏

の
所
に
生
ま
れ
ん
と
楽

う
。
〔①
第
三
扇
第

一
画
面

章
堤

希
別
選
二
所
求

一
(弥
陀
浄
土
)
。
『疏
』

大
正

三
七

・
二
五
八
b
〕

②
↓

↑
②

唯
願
わ
く

は
世
尊
、
わ
れ

に
思
惟

を
教
え
、
わ
れ

に
正
受
を
教
え
た
ま
え
」

と
。

〔②
第

三
扇
第
三
画
面

章
堤
希
請
修

二別

行

一
(思
惟

・
正
受

)
。
『
疏
』

大
正

三
七

・
二
五
八

b
-

c
〕

(大
正

一
二

・
三
四

一
b
―

c
)

『
経
』

仏

の
み
知
り
た
も
う

(散
善
顕
行
縁
)

そ
の
と
き
世
尊
、
即
便
微
笑
し
た
も
う
。
五
色

の
光

あ
り

て
仏

の
み
口
よ

り
出
ず
。

一

一
の
光
は
頻
婆
沙
羅

の
頂
を
照

ら
す
。
そ

の
と
き

に
大
王
、

幽

閉

に
あ
り
と

い
え
ど
も
、
心
眼
さ
わ
り
な
く

し
て
、
遙
か

に
世
尊

を
見

た
て

ま

っ
り
て
頭
面

に
て
礼
を
な
す
。
自
然

に
増
進
し

て
阿
那
含

と
な

る
。

①
↓そ

の
と
き
世
尊
、
章
堤
希

に
告
げ
た

ま
わ
く

「な
ん
じ

い
ま
知

れ
り
や

い

な
や
。
阿
弥

陀
仏

こ

こ
を
去

る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
な
ん
じ
ま
さ
に
繋
念

し
て
、

諦

か
に
彼

の
国

の
浄
業
成
者
を
観
ず

べ
し
。

わ
れ

い
ま
な
ん

じ
が
た
め
に
広

く
も
ろ
も

ろ
の
讐
を
説
き
、
ま

た
未
来
世

の

一
切
凡
夫

の
、
浄
業

を
修

せ
ん

↑
①

と
お
も
わ
ん
も

の
を
し

て
、
西
方
極
楽
国
土

に
生
ず

る
こ
と
を
得

し
め
ん
。

〔①
第

四
扇

第

一
画
面

仏
更
観

レ機
自
開

二
三
福

之
行

一。
『
疏
』
大
正
三
七

・

二
五
七

c
l
二
五
八

a
」

②
↓彼

の
国

に
生
ぜ
ん

と
お
も

わ
ん
も

の
は
、
ま
さ

に
三
福

を
修

す

べ
し
。

ひ

と

つ
に
は
父
母

に
孝
養

し
、
師
長

に
奉

事
し
、
慈
心

に
し
て
殺
さ
ず

、
十
善

業

を
修
す
。

ふ
た

っ
に
は
三
帰

を
受
持

し
、
衆
戒

を
具
足

し
、
威

儀
を
犯
さ

ず

。

み

つ
に
は
菩
提

心
を
発

し
、

因
果

を
深
信
し
、
大
乗

を
読
諦

し
、
行
者
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観
経
変

に

つ
い
て

(釋

舎
)

四
〇

↑
②

を
勧
進

す
。
か
く

の
ご
と
き

の
三
事
を
名
づ
け

て
浄
業

と
な
す
」
と
。
〔②
第

四
扇

三
画

面

勧

二修

三
福

一。

『疏
』

大
正
三
七

・
二
五
九

a
ー

二
六
〇

a
〕

仏
、
章

堤
希
に
告
げ
た
ま

わ
く

「
ま
ん
じ

い
ま
知

れ
る
や

い
な
や
。

こ
の
三

種

の
業

は
過
去

・
未
来

・
現
在

の
三
世

の
諸
仏

の
浄
業

の
正
因
な
り
」
と
。

(大
正

一
二

・
三
四

一
c
)

『経

』

ァ
ミ
ダ

の
国
を
願
う

(定
善
示
観
縁
)

①
↓仏

、
阿
難

お
よ
び
章
堤
希

に
告
げ

た
ま
わ
く

「諦

に
聴

き
諦

に
聴

け
。

よ

く

こ
れ
を
思
念

せ
よ
。
よ
く

こ
れ

を
思
念

せ
よ
。
如
来

は

い
ま
、
未
来
世

の

一
切
衆
生

の
、
煩
脳
賊

の
た

め
に
害

せ
ら
れ

る
も

の
の
た
め
に
、
清
浄

の
業

を
説

か
ん
。
よ
い
か
な
章
堤
希
、

こ
こ
ろ
よ
く

こ
の
事
を
聞
え
り
。
阿
難

よ
、

②
↓

な
ん
じ
ま
さ
に
受
持

し
て
、
ひ
ろ
く
多
衆

の
た
め

に
仏
語
を
宣
説
す
べ
し
。
如

来

は

い
ま
、
章
堤
希

お
よ
び
未
来
世

の

一
切
衆
生

を
教
え

て
、
西
方
極
楽
世

界

を
観

ぜ
し

め
ん
。
仏
力
を
も

っ
て

の
ゆ
え

に
、

ま
さ
に
か

の
清
浄

の
国
土

を
見

る
と
、
明
鏡

を
と
り

て
み
ず

か
ら
面

像
を
見

る
が
ご
と
く
な
る
を
得

べ

し
。
彼

の
国
土

ゆ
え

に
、
と
き

に
応

じ
て
、
す

な
わ
ち
無
生

法
忍
を
得
ん
と
。

仏
、
章

堤
希

に
告
げ
た
ま
わ
く

「
な
ん
じ

は
こ
れ
凡
夫

な
り
。

心
想
巖
劣

に
し

て

い
ま
だ
天
眼
を
得
ざ
れ
ば
、
遠

く
観

る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
諸
仏
如
来

↑
②

に
異

の
方
便

ま
し
ま
し
て
、
な
ん
じ

を
し

て
見
る

こ
と
を
得
し
む
」
と
。
…
…

〔②

第

四
扇
第

四
画
面

勧
二
修
得
益

一。

『疏
』

大
正
三
七

・
二
六
〇
b
-

c
〕

と
き

に
章
堤
希
、
仏

に
も
う
し
て
も
う
さ
く

「世
尊
よ
、
わ
が
ご
と
き
は
、

い
ま
仏
力

を
も

っ
て
の
ゆ
え

に
、
彼

の
国
土
を
見

た
て
ま

つ
る
。
も
し
仏

滅

後

の
も

ろ
も
ろ

の
衆
生
等
は
、
濁
悪
不
善

に
し

て
五
苦

に
せ
め
ら
れ
ん
。

い
す
　

か
に
し

て
か
、

ま
さ

に
阿
弥
陀
仏

の
極
楽

世
界

を
見

た

て
ま

つ
る
べ
き
や
」

と
。

〔①
第

四
扇
第

二
画
面

仏
説
二定
善

示
観

一。

『疏
』
大
正
三
七

・
二
六
〇

-

二
七
〇

a
〕

(大
正

一
二

・
三
四

一
c
)

以
上
、
『経
』
と

『疏
』
と
を
対
照
し
て
み
た
が
、
そ
こ
か
ら
導
き

だ
さ
れ
て
る
こ
と
は
、
第
二
〇
九
窟

の
壁
画

の
様
子
と

一
致
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。

っ
ま
り
、
『往
生
西
方
浄
土

瑞
応
刷
伝
』

の
中
に
四

十
八
人
の
西
方
願
生
者
の
事
蹟
を
集
録
し
て
い
る
が
、
そ
の

一
二
番
目

　れ
　

に
善
導
を
と
り
あ
げ
、
「浄
土
変
相
を
画
く
こ
と
百
舗
」
と
伝
え
る
こ

と
と
符
合
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
『観
経
』
や

『観
経

疏
』
に
は
説
か
れ
て
い
な
い

「未
生
怨
因
縁
図
相
」
が
敦
煌
画

の
中
に

み
ら
れ
る
た
め
、
松
本
栄

一
氏
は
善
導
流
を
も

っ
て
こ
れ
を
律
す
る
こ

と
は
難
い
と
い
わ
れ
、
『観
経
変
相
』
の
形
式
と
し
て
、

(イ)
浄
土
変
相
形
式

に
し
て
外
縁
を
有

す
る
も

の

(ロ)

浄
土
変
相
形
式

に
し
て
外
縁
を
有
せ
ざ

る
も

の

　　
　

(か)

浄
土
変
相
形
式
を
採

た
ざ

る
も

の

の
三
種
を
と
り
あ
げ

て
説
明
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
中
、
に
っ
い
て
の

に
つ
い
て
、
『観
経
疏
』
序
分
義
の
疏
釈
内
容

が
興
味
を
引
く
。
そ
こ

に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

又
阿
閣
世

と

い
う

は
乃
ち
是
西
国

の
正
音
な
り
。
此

の
地

の
往
翻

に
は
未
生

怨
と
名
づ
け
、

ま
た
折
指
と
名
つ
く
。

問

い
て
曰
く
、
何
が
故
ぞ
未
生
怨
と
名
づ
け
、
及
び
折
指

と
名

つ
く

る
や
。
答

し
ゃ
く
に
ち

え

て
曰
く
、
此
皆

昔

日
の
因
縁
を
挙

ぐ
。
故
に
此

の
名
あ
り
。
因
縁
と
言
う
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四

一

も

と

は
、
元
本

父
の
王

子
息
有

る
こ
と
無
し
。
処
処

に
神
に
求
む
れ

ど
も
、
寛
に

も

ひつ

得

る
こ
と
能

わ
ず

。
忽

ち
に
相
師
有
り

て
、
王

に
奏
し

て
言
さ

く
、
臣
知
れ

り
。
山

の
中

に

一
の
仙
人
有
り
。
久
し

か
ら
ず
し

て
寿
を
捨

て
、

命
終
し
已

り

て
後
必
ず
当

に
王

の
与
に
子

と
作

る
べ
し
と
。
王
聞
き

て
歓
喜

す
。
此

の

い
つ

人
何
れ

の
時

に
か
捨

命
す

る
。
相
師
、
王

に
答
う
。
更

に
三
年

を
経

て
命
終

す

べ
し
と
。
王
言

く
、
我
今
年
老

い
て
国

に
継
祀
な
し
。
更

に
三
年
を
満

っ

る
ま

で
何

に
由
り

て
か
待

つ
べ
き
と
。
王
即
ち
使

い
を
遣
わ
し

て
山
に
入
ら

し

め
、
往
き

て
仙
人

に
請

し

て
日
わ
し
む
。
大
王
子
無
く
、
闡

け

て
紹
継
な

く
る

し
。
処
々

に
神
を
求

む
る
に
、
得

る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る

に
能
わ
ざ

る
に
困
し

む
。
及
ち
相
師
有

り

て
大
仙
を
謄
見

る
に
、
久
し
か
ら
ず

し
て
捨

命
し

て
、
王

の
与
に
子
と
作

る
べ
し
と
。
請

い
願
わ
く
は
大
仏
、
恩
を
垂

れ
て
早
く
赴
き

た
ま
え
と
。

使

人
教

え
を
受
け

て
山

に
入
り
、
仙
人

の
所
に
到
り

て
、
具

に
王
請

の
因
縁

を
説

く
。

仙
人
使
者

に
報

え
て
言
わ
く
、
我
更
に
三
年
を

へ
て
始

め

て
命
終

す
べ
し
。
王

の
即
ち
赴

け
と
勅

す

る
は
、

こ
の
事
不
可
な
り
と
。

使

い
仙

の

教

え
を
奉

け
て
、
還

り
て
大

王

に
報
ず

る
に
、
具

に
仙

の
意
を
述

ぶ
。
王
曰

く
、
我

は

こ
れ

一
国

の
主

な
り
。
所
有
人
物

み
な
我
に
帰
属
す
。

い
ま
故
に

礼

を
も

っ
て
相

屈
す

る
に
、

乃
ち
我
が
意
を
承
け
ざ
る
や
。
王
更

に
使
者

に

勅
す
。
卿
往

き

て
重
ね

て
請
ぜ

ん
に
も
し
得
ず

ば
、
当

に
即
ち
之

を
殺
す

べ

し
。
既

に
命
終

し
已
り

な
ば
、

我
が
与
に
子
と
作
ら
ざ

る
べ
け

ん
や
と
。
使

い

 

人
勅
を
受

け
て
、

仙
人

の
所

に
至

り
て
、
具
に
王

の
意
を
道
う
。

仙
人
使

い

の
説
を
聞

く
と
錐

も
、
意

に
ま
た
受

け
ず

。
使
人
勅
を
奉
け

て
即

ち
之
を
殺

さ
ん
と
欲
す
。

仙
人
曰
く
、
卿
当

に
王

に
語

る

べ
し
。
我
が
命
未

だ
尽
き
ざ

る
に
、
王
心

口

を
も

て
人
を

し
て
我
を
殺
さ
し
む
。
我
も

し
王
の
与

に
児
を
作
ら
ば
、

還
心

口
を
も

て
人
を

し

て
王
を
殺
さ
し

め
ん
と
。
仙
人
此

の
語
を
道

い
已
り

て
即

ち
死
を
受
く
。

既
に
死
し
已
り

て
、
即
ち

王
宮

に
託

し

て
生
を
受

く
。
其

の

日

の
夜

に
当
り

て
夫
人
即
ち
有
身
す
と
覚

ゆ
。
王
聞

き

て
歓
喜
す
。

天
明
け

て
即
ち
相
師

を
喚

び

て
、
も

て
夫
人
を
観
ぜ

し
む
。

是
男
な
り
や
是

女
な
り

や
。
祖
師
観
巳

り

て
王
に
報
え

て
言

わ
く
、
是

の
児
は
女
に
あ
ら
ず

。
此

の

児
王

に
お
い
て
損

あ

る
べ
し
と
。
王

曰
く

、
我

が
国
土
は
み
な
文

を
捨

属
す

べ
し
。
縦

い
損

す
る
と

こ
ろ
有
り
と
も
、
吾

ま
た
畏

れ
無

し
と
。

(略
)
…
…

落
し

て
地

に
あ
ら
ん

に
、
豊
死

せ
ざ

る
べ
け
ん
や
。
吾

ま
た
憂
う

る

こ
と
な

く
、
声
も
露
れ

じ
と
。

は
か
り
ご
と

も
っ
ば

夫
人
即
ち
王

の

計

を
可
と

し
、
そ

の
生

む
時

に
及
び

て

一
ら
前

の
法

の
ご
と

く
す
。
生

み
已
り

て
地
に
堕

つ
る
に
、
命
便

ち
断

え
ず
、
た
だ
手

の
小
指
を

(
12

)

損
す
。
因

り
て
即
ち
外
人
同

じ
く
唱

え
て
折
指
太

子
と
言
う
。

…
…

(傍
点

筆
者
)

こ
の
よ
う
な
ま
と
ま
っ
た
説
話
が

『観
経
』

の
序
文
の
内

に
加
え
ら

れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
傍
点
の
部
分
に
注
意
を
は
ら
い
な
が
ら
、
善
導

大
師
の

『観
経
疏
』
を
み
る
と
き
、
(a)

「父
王

の
幽
閉
」
か
ら

「釈
尊

の
没
山
出
宮
」
ま
で
の
相
図
に
加
え
て
、
㈲

「父
王
の
宿
殊
」

(未
生
怨

因
縁
図
相
)
が
加
え
ら
れ
、
(c)
十
六
観

(あ
る
い
は
士

二
観
)

の
外
縁
に

示
さ
れ
る
も
の
が
で
き
あ
が
っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ま
で
み
え
て
き
た

よ
う
に
、
梁
尉
英
氏
が

「観
経
六
縁
変
相
釈
説
」
に
指
摘
す
る
善
導
大

師
の

『疏
』
を
図
示
化
し
た
と
い
つ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
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四
二

三

、
結
び

に
か
え

て

以
上

の
ご
と
く
、
松
本
博
士
や
塚
本
博
士
が
指
摘
さ
れ
た
の
は
別

の

「観
経
変
相
」
が
壁
画
と
し
て
画
か
れ
て
お
り
、
梁
尉
英
氏

の
い
う
ご

と
く
第
二

の
九
窟

の
描
図

の

一
部
が
善
導
大
師
の

『観
経
疏
』
の
内
容

と

一
致
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
慧
遠
や
吉
蔵

の
系
統
と
は
異
な
っ

た
、
曇
鸞
や
道
緯
の
系
統
、
こ
と
に
善
導
大
師

の
い
う
と
こ
ろ
の
内
容

が
具
現
化

し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
莫
高
窟
第
二
〇
九
窟

の
中
心

は
阿
弥
陀
仏
で
は
な
く
、
弥
勒
菩
薩
だ
と
い
う
説
も
あ
る
の
で
檢
討
す

べ
き
問
題

を
も
っ
て
い
る
。
い
ま
は
注
目
に
あ
た
い
す
る
論
文
が
発
表

さ
れ
た
こ
と
と
、
そ
の
紹
介
と
を
兼
ね
て
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

1

日
本

の
著
作

・
論
文

に
限
定
し
、
そ

の
主
要

な
も

の
を
あ
げ

る
と
、

(イ)
松
本
栄

一
著

『敦
煌
画

の
研
究
』
、

一
九
三
七
年
。

(ロ)

塚
本
善
隆
著

『唐
中

期

の
浄
土
教
』
、

一
九
三
三
年

。

(ハ)

『塚
本
善
隆
著
作
集

』

四
、

一
九
七
六
年
。

(ニ)
中
村

興
二
稿

「西
方

浄
土
変

の
研
究
」

(
『日
本
美
術

工
芸
』

所
収
。
同

稿

「わ
が
国

の
浄
土
変
相

と
敦
煌
」

(敦
煌
文
物
研
究

所
編

『
中
国
石
窟

敦
煌
莫
高
窟

三
』
)
、

一
九
八

一
年
。

(ホ)
岡
崎
敬
稿

「大
谷
探
検

隊
と
敦
煌
莫
高
窟
」

(西
城
文
化
研
究

、
第

一
)

一
九
五
八
年
。

2

『昭
和
定
本

日
蓮
聖

人
遺
文
』
、
五
七
五
頁
。

3

大
久
保
道
舟
著

『
道
元
禅
師
伝

の
研
究
』

二
九
七
頁
以
下
。

4

『
定
本
教
行
信
証

』
、

一
六

四
頁
以
下
。

5

註

(4)

一
九
九
頁
以
下

。

6

註

(4
)二
〇
〇
頁

以
下

。

7

塚
本
善
隆
稿

「浄

土
変

史
概
説
」

(『
仏
教
芸
術
』
26
)
、

三
六
頁
。

8

松
本
栄

一
著

『敦

煌
画

の
研
究
』

四
五
頁
以
下
。

9

梁
尉
英
稿

「観
経
大
縁
変

相
図
釈
説
」
(『
敦
煌
研
究

』

一
九
九
八
年
、
二

期
)

二
〇
-

二
八
頁

。

10

大
正
蔵

五

一
巻

一
〇
五

b
-

c
。

=

註
(8)
五
頁

。

12

大
正
蔵

三
七
巻

二
五
三

b
-

c
。

<キ
ー

ワ
ー
ド
>

善
導

、
『
観
経
疏
』
、
莫
高
窟
壁
画

(高
田
短
期
大
学
教
授
〉
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