
阿
彌
陀
彿

の
原
語

藤

田

宏

淫

一

問
題

の
所
在

阿
彌
陀
佛
が

「無
量
壽
」
A
m
i
t
a
y
u
s
 

(偶
頽
で
は
A
m
i
t
a
y
u
s

)
 と

「無

量
光
」
A
m
i
t
a
b
h
a
 

と
い
う
二
つ
の
名
を
持

つ
て
お
り
、
し
た
が
つ
て

原
語
と
し
て
こ
の
二
つ
の
梵
語
が
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
わ
が
國
で
は
こ
の
二
つ
の
梵
語
と

は
異
な

つ
た
別
の
原
語
を
想
定
す
る
読
が
提
示
さ
れ
た
。
明
治
四
十

一
(
1

)

年
、
荻
原
雲
來
博
士
が

「
微
麸
紐

(
v
i
s
n
u

)
と
阿
彌
陀
」
と
い
う
論
文

に
お
い
て
創
唱
さ
れ
た
 
A
m
i
t
a
<
A
m
r
t
a
 

説
が
そ
れ
で
あ
つ
て
、
そ
の

後
こ
の
説
は
、
諸
學
者
に
よ
つ
て
注
目
を
受
け
、
阿
彌
陀
佛
を
問
題
に

(2
)

す
る
場
合
に
は
、

必
ず
と
い
つ
て
よ
い
ほ
ど
關
説
さ
れ
て
き
た
が
、
し

か
し
未
だ
十
分
な
検
討
が
蓋
く
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
は
思
わ
れ

ぬ
の

で
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
、
そ
の
是
非
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
阿
彌
陀
佛

の
原
語
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
阿
彌

陀
佛
の
原
語
は
、
阿
彌
陀
佛
の
起
源
を
追
究
す
る
に
先
立
つ
て
、
明
ら

か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
A
m
i
t
a<
A
m
r
t
a
 
説
に
つ
い
て

ま
ず
、
荻
原
博
士
の
所
説
を
撮
要
し
て
言
う
と
、
次
の
如
く
な
る
で

あ
ろ
う
。ー

阿
彌
陀

の
原
語
は
、
そ
の
音
の
虹
く
解
す
る
と
、
A
m
i
d
a

も
し
く
は
 
A
m
i
t
aで
あ

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
A
m
i
d
a

、
は
梵
語
 
A
m
i
t
a
 

の
俗
語
と
見
倣
さ
れ
る
が
、

更
に
こ
の
A
m
i
t
aも

俗
語
と
見
れ
ば
、
そ
れ
は
梵
語
A
m
i
t
a
 (無
量
)
の
ほ
か
に
、
A
m
r
t
a

(甘
露
、
不
死
)
 に
も
相
當
す
る
と
見
倣
さ
れ
、
二
義
を
含
む

こ
と
に

な
る
。
と
こ
ろ
で
、
A
m
r
t
a
 
は
ヴ
ェ
ー
ダ
神
話
中
の
 
v
i
s
n
u
 

も
し
く

は

s
o
m
a
に
關
係
し
て
言
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
鮎
か
ら

み
て
、
阿
彌
陀
佛
は
か
か
る
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
話
よ
り
成
立
し
た
も

の
で

あ
ろ
う
。
-

以
上
の
読
に
つ
い
て
は
、
荻
原
博
士
み
ず
か
ら

「未
だ

決
し
て
確
立
せ
る
断
案
と
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
な
お
槍
討
の
蝕
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
た
く
し
は
、
當

面
の
原
語
問
題
と
し
て
は
、
こ
の
説
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
疑
問

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

一
つ
は
、
こ
の
説
は

「
阿
彌
陀
」

阿
彌
陀
佛

の
原
語

(
藤

田
)

一
五
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阿
彌
陀
佛

の
原
語

(
藤

田
)

一
六

の
原
音
を
 
A
m
i
d
a
 

ま
た
は
 
A
m
i
t
a
 

と
想
定
し
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
阿

彌
陀
の
原
語
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
果
し
て

妥
當
で
あ
る
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
、
A
m
i
t
a
 
を
俗

語
と
見
徹
し
、
そ
れ
を
梵
語
A
m
i
t
a
 の韓
設
と
す
る
見
方
に
立
つ
て

い
る
が
、
こ
れ
ま
た
果
し
て
妥
當
で
あ
る
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
二

つ
の
疑
問
は
嚴
密
に
い
え
ば
、
言
語
學
的
観
貼
か
ら
解
決
さ
る

べ
き
も

の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
そ
の
方
面
の
專
門
學
者
の
見
解
を
侯

た
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
あ
る
程
度
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

ま
ず
、
第

一
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
阿
彌
陀
と
い
う
漢
字

の
原
音
を

想
定
す
る
た
め
の
音
韻
學
的
考
察
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
カ
ー
ル

グ
レ
ン
 (
B
.
K
a
r
g
r
e
n

)
 が
再
構
し
た

「
中
古
漢
語
」
(
A
n
c
i
e
n
t
 
c
h
i
-

(
3
)

n
e
s
e
)
 に
よ
る
と
、
a
-
m
j
i
e
-
d
a
 

と
標
記

せ
ら
れ
る
か
ら
、
a
m
i
d
a

を
表
わ
し
た
も

の
と
言

つ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
こ

の
う
ち

(
4
)

「
陀
」
に
つ
い
て
は
、藤
堂
明
保
博
士
に
よ
る
と
、
d
a
と
標
記
し
て
差

し
支
え
な
く
、
唐
代
長
安
語
で
は

t
a
と
清
音
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ

た
が
、

そ
れ
以
前
、
後
漢
か
ら
東
苦

の
頃
に
、
北
方
で
す
で
に
こ
の
よ

う
な
清

昔
化
が
起
こ
つ
て
い
た
と
い
う
確
讃
は
な

い
け

れ
ど
、
「
佗
」

に

d
a
 
t
aの
爾
音
が
記
録
さ
れ
て
い
る
鮎

か
ら
み
て
、
「陀
」
に
も

(
5
)

古
く
爾
音
が
存
在
し
た
と
い
う
可
能
性
が
大
き
い
、
と
言
わ
れ
る
。
も

し
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
阿
彌
陀
の
原
語
と
し
て
は
、
a
-
m
j
i
e
-
t
a

と

い
う
標
記
 
(
ヵ
ー
ル
グ
レ
ン
)
 も
想
定
さ
れ
、
そ

の
限
り
、
そ
れ
は
梵
語

-や
パ
ー
リ
語
の
 
a
m
i
a
 
を
そ
の
ま
ま
爲
し
得

る
も
の
で
あ
つ
た
と
い

う
こ
と
が
出
來
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

こ
れ
は
、
か
つ
て
荻
原
博
士
が
想
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
と

結
果
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
原
音

を
も
つ
て
、
そ
の
ま
ま
阿
彌
陀
の
原
語
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
に

つ
い
て

は
、
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
古
い
時
代

の
音
課

語
は
、

そ
れ
に
よ
つ
て
爲
し
と
ら
れ
る
音
が
、

直
ち
に
梵
語
な
り
俗
語

な
り
の
原
語
を
表
わ
し
う
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

阿
彌
陀
佛

の
因
位

の
名
を

「曇
摩
迦
」
(大
正

二
一
・
三
〇
〇
c
)
と
音
爲

し
て
い
る
の
は
、
梵
語
 
d
h
a
r
m
a
k
a
r
a
 

を
爲

し
た
も
の
で
な
い
こ̀
と

が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
原
語
を
俗
語
と
み

て
、
梵
語
か
ら
俗
語
と

な
る
過
程
、

も
し
く
は
俗
語
か
ら
漢
課
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
の

最
後
の
シ
ラ
ブ
ル
が
略
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
最
後
の
母
音
が
落
ち

て
獲
音
せ
ら
れ
た
の
か
、
を
表
わ
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
例
は
、
古
課
経
で
は
し
ば
し
ば
見
出
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
つ
て
阿
彌
陀
と
い
う
音
課
語
に
つ
い
て
も
、

こ
の
よ
う
な
攣
化
が
行

な
わ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
に
は
、

一

慮

の
根
櫨
が
あ
る
と
言

つ
て
よ
い
。
し
た
が
つ
て
、
も
し
こ
れ
を
認
め

な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
の
理
由
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

れ
に
は
、
阿
彌
陀
の
原
語
と
し
て
 
a
m
i
d
a
 

ま
た
は
 
a
m
i
t
a
 

と
い
う

俗
語
が
用
い
ら
れ
た
實
例
を
嚢
見
す
れ
ば
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
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古
課
経

の
原
本
が
残
つ
て
い
な
い
今
日
で
は
、
ま
ず
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

現
在
可
能
な
こ
と
は
、
現
存
諸
文
鰍

の
中
に
、
こ
れ
を
支
持
す
る
よ
う

な
誰
豫
を
見
出
し
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
ケ
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
荻

原
博
士
も
、
前
記
論
文
に
お
い
て
、
漢
課
経
典

の
中
か
ら
、

こ
の
説
を

裏
づ
け
る
讃
豫
を
幾

つ
か
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
果

し
て
承
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
第
二
の
疑
問
に
つ
い
て
い
う
と
、
言

冨

が
梵
語
 
A
m
r
t
a

の
俗
語
形
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
系
統
の
俗
語
で
あ
る

か
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

亦
恐
ら
く
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す

で
に
、

ピ

ッ
シ

ェ
ル
 (
R
.
p
i
-

(
6
)
 

(
7
)

s
x
h
e
l
)
 や

ガ

イ

ガ

ー
 
(
w
.
g
e
i
g
e
r

)
 が

明

ら

か

に

し

て

い

る
よ

う

に
、

梵

語

母

音
r

が

i
に
攣

わ

る

と

い
う

こ
と

は
、

プ

ラ

ー

ク
リ

ッ

ト

に

廣

く

認

め

ら

れ

る

現

象

で
あ

る

が
、

こ

れ

が
 
a
m
r
t
a
 
に

つ

い

て

も
適

用

さ

れ

る
例

は
、

一
つ
も

指

摘

さ

れ

て

い
な

い
。

最

近
、

ブ

ラ

フ

(
j
.

(
8

)

B
r
o
u
g
h
)
 に
よ
つ
て
集
大
成
さ
れ
た

ガ
ン
ダ

ー
ラ
語
法
句
経
に
つ
い

て
み
て
も
、
a
m
r
t
a
 
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
は
 
a
m
u
d
a
 

と
せ
ら
れ
て
い
る

の
み
で
あ
る
か
ら
、
a
m
i
t
a
 

は
こ
の
系
統
の
俗
語
と
も
思
わ
れ
な
い
。

ま
た
、

コ
ー
タ
ン
語
 
(
k
h
i
t
a
n
e
s
e

)
 の
経
典
及
び
文
書
類
に
阿
彌
陀

佛
が
言
及
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ベ
イ
リ
ィ
(
h
.
w
.

(
9

)

B
a
i
l
e
y

)
 の
校
訂
本

に
よ
る
と
、
A
r
m
y
a
,
 
A
m
i
t
a
y
u
 

ま
た
は

A
m
i
t
a
b
 と
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
も
 
a
m
i
t
a
 

と
 
a
m
r
a
t
a
 

と
の
結
び

つ
き
は
示
唆
さ
れ
な
い
。

も

つ
と
も
、
荻
原
博
士
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
唯

一
の
例
で
あ
る
が
、

梵
語
の
 
A
m
r
t
o
d
a
n
a
 

(
s
u
d
d
h
o
d
a
n
a
 

の
弟
)
 に
相
當
す
る
パ
ー
り
語

(
1
0)

が
A
m
i
t
o
d
a
n
a
 

と
な
つ
て
い
る
場
合
が
あ

る
。

こ
れ
に
よ

れ
ば
、

a
m
r
t
a
 
は
パ
ー
り
語
系
の
俗
語
と
見
徹
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
が
、
し

か
し
パ
ー
り
語

で
は
 
a
m
r
t
a
 

は
a
m
r
t
a
 で
表
わ
す

の
が
常
で
あ

つ

て
、
a
m
i
t
aで
表
わ
す
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
故
、
A
m
i
t
o
d
a
n
a
 

を
梵

語
の
A
m
i
t
o
d
a
n
a
 

の
韓
託
と
見
る
の
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
は

む
し
ろ
、
南
傳
の
パ
ー
り
語
系
と
北
傳

の
梵
語
系
と
の
間
に
生
じ
た
傳

承
の
相
違
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
南
北
爾
傳
の
間
で
は
、
同

一
の
事
物
に
關
し
て
、
獲
音
上
類
似
の
言
葉
を
用
い
な
が
ら
も
、
本
來
語

根
を
異
に
し
、
意
味
も
異
な
る
例
が
、
時
と
し

て
認
め
ら
れ
る
か
ら
で

あ
魏
。

こ
の
よ
う
に
、
パ
ー
リ
語
系
の
俗
語
と
見
る

こ
と
に
も
問
題
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
現
在
の
段
階
と
し
て
は
、
a
m
i
t
a
<
a
m
r
t
a説
を
言
語
學

的
に
謹
明
し
得
る
だ
け
の
條
件
は
、
未
だ
と
と

の
つ
て
い
な
い
と
見
る

の
が
穏
當
で
あ
ろ
う
。

し
か
ら
ば
、
こ
の
説
を
裏
づ
け
る
た
め
の
方
法

が
他
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
荻
原
博
士
は
、
前
記
論

文
に
お
い
て
、
阿
彌
陀
佛
を

「不
死
」
ま
た
は

「
甘
露
」
の
意
に
解
す

る
説
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
謹
嫁
に
學
げ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
果
し
て
承
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
二
つ
の
疑
問
に
共
通
し
て
残

さ
れ
た
問
題
は
、
結
局
、
現
存
文
鰍
に
お
い
て
、
a
m
i
t
a
<
a
m
r
t
a

説

阿
彌
陀
佛

の
原
語

(
藤

田
)

一
七
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阿
彌
陀
佛

の
原
語

(
藤

田
)

一
八

を
支
持
し
う
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
鮎
に
あ

る
で
あ

ろ

う
。
現
存
文
鰍
と
い
つ
て
も
、
問
題
の
性
質
上
、
漢
繹
経
典
が
圭
と
な

る
か
ち
、
こ
れ
は
、

シ
ナ
の
課
経
史
の
上
か
ら
み
て
、

こ
の
説
が
文
鰍

學
的
に
成
立
し
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
に
し
ぼ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
視
鮎
か
ら
、
以
下
に
考
察
を
試
み
る
こ
と

に
し
た

い
。

三

「
阿
彌
陀
」
の
原
語

シ
ナ
の
課
経
史
の
上
で
、
「阿
彌
陀
」
と
い
う
音
課
語
が
最
初
に
現

わ
れ
る
の
は
、
後
漢
の
支
婁
迦
識
課
般
舟
三
昧
経
 
(大
正

二
二
・
八
九
九

a
、
九
〇
五
a
)
 で
あ

る
。

こ
れ
に
は

一
巻
本
と
三
巻
本
と
が
あ
る
が
、

「阿
彌
陀
」
を
用
い
る
貼
で
は
阿
じ
で
あ
る
か
ら
、
當
面
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
い
ず
れ
を
と
つ
て
も
不
都
合
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
経

典
の
梵
文
は
、
現
在
で
は
断
片
し
か
残
つ
て
い
な
い
の
で
、
チ
ベ
ッ
ト

(
1
2)

課
に
當
た
つ
て
調
べ
て
み
る
と
、
「
阿
彌
陀
」
に
相
當
す
る
語
と

し
て

は
、
t
s
h
e
 
d
p
a
g
 
m
e
d
 

(
A
m
i
t
a
y
u
s

)
,
h
o
d
 
d
p
a
g
 
m
e
d
 

(
A
m
i
t
a
b
h
a

)

の
二
つ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
繹
に
よ
る
限

り
、

こ
の
経
典

の
原
本
に
は
 
A
m
i
t
a
y
u
s
 
と
 
A
m
i
t
a
b
h
a

の
爾
方
が

用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
も
つ
と
も
、
チ
ベ
ッ
ト
課
は
、

以
下
に
も
鰯
れ
る
よ
う
に
、
阿
彌
陀
佛
の
名
に
關
す
る
限
り
は
、
必
ず

し
も
、

も
と
の
梵
語
を
そ
の
ま
ま
爲
し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
貼
が

あ
る
し
、
般
舟
三
昧
経
の
場
合
で
も
、
圭
と
し
て
用

い
る
の
は
 
t
s
h
e

d
p
a
g
 
m
e
d
 

の
ほ
う
に
な

つ
て
い
る
か
ら
、
も
と
の
梵
文
は
 
A
m
i
t
a
y
u
s

ば
か
り
で
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ

の
経
典
に
お
け
る
阿
彌
陀
佛
の
原
語
は
、
A
m
i
y
u
s
 
か
 
A
a
b
h
a

で
あ
つ
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
が
用
い
ら
れ

て
い
た
と
い
う
痕
跡
は
認

め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
支
婁
迦
誰
が
課
し
た
原
本
も
、
恐
ら
く

そ
う
で
あ

つ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
異
課
の
抜

阪
菩
薩
経
 
(大
正

一
三
・
九
二
二
a
)
 と
大
方

等
大
集
経
賢
護
分
 
(同

・

八
七
五
b
c
)
 に
お
い
て
も
、
同
じ
く

「
阿
彌
陀
」
の
語
を
用
い
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
 
A
m
i
d
a
 
ま
た
は
 
A
m
i
t
a
 

の
原
語
を
想
定
す

る
こ
と
は
出
來
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
支
婁
迦
識
は
無
量
清
漂
卒
等
畳
経
の
課
者
と
せ
ら
れ
て

い
る
が
、
今
日
で
は
す
べ
て
の
學
者
に
よ
つ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。

こ

れ
に
封
し
て
、

こ
の
経
典
の
異
繹
で
あ
る
阿
彌
陀
三
耶
三
佛
薩
櫻
佛
檀

過
度
人
道
経

〔通
構
、
大
阿
彌
陀
経
〕
(大
正
二

一
・
三
〇
〇
a
)
 が
、
呉
の

支
謙
の
課
出
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
部
分

の
學
者
の
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
浮
土
経
典

と
し
て

「
阿
彌
陀
」
を

用
い
た
の
は
、
こ
の
経
典
に
始
ま
る
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ

で
、
こ
の
経
典
に
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
梵
文
と
チ
ベ
ッ
ト
課
が
あ
る

が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
、
阿
彌
陀
佛

の
原
語

と
し
て
は
、
A
m
i
t
a
y
u
s

(
ガ
ー
タ
ー
で
は
A
m
i
t
a
y
u
s
 

と
A
m
i
t
a
b
h
a
 

の
爾
方
が
用
い
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
以
外
の
用
例
は
存
在
し
な
い
。
梵
文
で
は
、
全
髄
と
し
て

A
m
i
t
a
b
h
a
 

を
用
い
る
こ
と
が
多
く

(
A
m
i
t
a
y
u
(
s

)
は
全
部
で
十
三
同
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の
み
)
、
チ

ベ

ッ
ト
課

で
は
、
更

に
そ

の
傾

向

が
強

い
か
ら
 
(
t
s
h
e
 
d
p
a
g

m
e
d
は
全
部

で
九
同
に
減

つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

梵
文
と
は
完

全
に

一
致

し

な

い
)
、
こ
の
経

典

の
原

型

に

お

い
口て

は
A
m
i
t
a
b
h
a
 
を

圭

と

し

て

い

(
1
3)

た
こ
と
が
想
定
せ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
支
謙
が
繹
し
た
原
本

の
阿
彌
陀
佛
の
原
語
が
 
a
m
i
t
a
b
h
a
 

(
ま
た
は
 
A
m
i
t
a
y
u
s

)
 に
相
當
す

る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
認
め
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。
支
謙

は
、
更
に
そ
の
課
出
と
せ
ら
れ
る
老
女
人
経

(大
正
一
四
・
九

二
一b
)

及
び
慧
印
三
昧
経
 
(大
正

一
五
・
四
六
四
b
)
 に
お
い
て
も
、
「
阿
彌
陀
」

(
1
4)

を
用
い
て
い
る
が
、
爾
経
の
チ
ベ
ッ
ト
課
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
 
t
s
h
e

d
p
a
g
 
m
e
d
 

と
あ
る
か
ら
、
原
本
に
お
い
て
は
、

一
慮
 
A
m
i
t
a
y
u
s
 

で

あ
つ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

課
経
史
の
上
か
ら
い
う
と
、
支
謙
に
つ
い
で

「
阿
彌
陀
」
の
語
を
用

い
た
の
は
、
西
否

の
竺
法
護
で
あ
る
。
か
れ
の
課
出
し
た
経
典

の
中
で
、

(
1
5)

阿
彌
陀
佛
に
關
説
す
る
経
典
は
十
三
経
ほ
ど
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
八
経

に
お
い
て

「阿
彌
陀
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、

か
れ
は
こ
の
音
繹
語
を
好
ん
で
使
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
傾
向
は
、
そ
の
後
、
羅
什
の
課
経
に
お
い
て
顯
著
に
認
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て

「
阿
彌
陀
」
と
い
う
語
が
、

シ
ナ
佛
敏
に

お
い
て
永
く
、
廣
く
愛
好
さ
れ
る
に
至
つ
た
経
過
に
つ
い
て
は
、

こ
こ

で
喋
々
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
経
典
に
つ
い
て
、
梵
文
や
チ
ベ
ッ
ト
課
、

あ
る
い
は
他
の
異

課
が
あ

る
も
の
を
調

べ
て
み
る
と
、
そ
の
原
語
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、

あ
る
経
典
に
は
 A
m
i
t
a
y
u
s
、

あ
る
経
典
に
は
 
A
m
i
t
a
b
h
a
、

あ
る
経

典
に
は
そ
の
爾
方
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
以
外
の
も
の
は
見

出
さ
れ
な
い
。
わ
た
く
し
が
調
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
匙
に
つ

い
て
例
外
は

一
つ
も
認
め
ら
れ
な
か

つ
た
。

し
た
が
つ
て
、
漢
課
経

典
に
現
わ
れ
る

「
阿
彌
陀
」
の
原
語
は
、
A
m
i
t
a
y
u
s
 

ま
た
は
A
m
i
t
a
-

b
h
a
に
相
當
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
な
い
、
と
言

い
切

っ
て
よ
い
と
思
う
。

ち
な
み
に
、
阿
彌
陀
佛
の
音
繹
語
と
し
て
は

「
阿
彌
陀
婆
」
が
用
い

ら
れ
る
が
 
(
阿
の
代
り
に
埼
、
彌
の
代
り
に
餌
、
陀
の
代
り
に
多
・
略

・
跨

・

但
・韓
、
婆
の
代
り
に
幡
な
ど
も
用
い
ら
れ
る
)
、
こ
れ
は
圭
と
し
て
唐
代
以

降
の
陀
羅
尼
経
典
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
A
m
i
t
a
b
h
a
 

の
課
語
で
あ

(
1
6)

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

四

「
無
量
」
の
原
語

「阿
彌
陀
」
に
つ
い
で
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
語
は

「無
量
」

と
い
う
義
課
語
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
A
m
i
t
a
 
説
に
有
力
な
根
抵
を
與

え
る
も
の
と
し
て
、
荻
原
博
士
も
取
り
上
げ

て
お
ら
れ
る

の
で
あ

る

が
、
果
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず

「
無
量
」
の
語
を
最
初
に
使
つ
た
文
鰍
を
學
げ
る
と
す
る
と
、

後
出
阿
彌
陀
佛
偶

<失
課
>
(
大
正

二
一
・
三
六
四
b
)
 が
指
摘
せ
ら
れ
る

が
、

こ
れ
を
後
漢
代
の
課
出
と
す

る
の
は
歴
代
三
寳
紀
巻
四
 (
大
正
四

九
・
五
五
b
)
 に
始
ま
る
も
の
で
、
も
ち
ろ
ん
信
を
置
く

こ
と
は
出
來

阿
彌
陀
佛

の
原

語

(
藤

田
)

一
九
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阿
彌
陀
佛

の
原
語

(
藤

田
)

二
〇

な
い
。

こ
の
偶
の
内
容
は
、
い
わ
ゆ
る
二
十
四
願
経
に
も
と
つ
い
て
い

る
か
ら
、
古
い
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
け
れ
ど
、
他

の
異
課
本
も
な
く
、
ま
た
梵
文

・
チ
ベ
ッ
ト
課
も
傳
え
ら
れ
て
い
な
い

か
ら
、
果
し
て
課
本
で
あ
る
か
ど
う
か
も
疑
問

で
あ
る
。

の
み
な
ら

ず
、
こ
の
偶
で
は
、
ダ
ル
マ
ー
カ
ラ
比
丘
を
輩
に

「
法
比
丘
」
と
い
つ

て
い
る
貼
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
「無
量
」
と
い
う
語

は
、
恐

ら
く
偶
類
で
あ
る
た
め
に
、
字
敷
に
制
限
さ
れ
て
、
か
く
言
わ
れ
た
に

(
1
7)

過
ぎ
な

い
も
の
で
、
こ
れ
を
も
つ
て
阿
彌
陀
佛

の
原
語
を
想
定
す
る
こ

と
は
、
甚
だ
危
瞼
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
つ
て
、
課
経
史
上

「
無
量
」
を
始
め
て
用
い
た
確
實
な
文
鰍

と
し
て
は
、
支
謙
課
の
維
摩
詰
経
を
學
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

こ

の
経
典
に

一
度
現
わ
れ
る

「無
量
」
(大
正

一
四

・
五
二
九
a
)
 が
阿
彌
陀

佛
を
指

す

こ
と
は
、
羅
什
繹
 
(同
・
五
四
八
b
)
 で

「阿
彌
陀
佛
」
、
玄

(
1
8)

貼失
一諜
 (
同
・
五
七
四
b
)
で

「
無
量
壽
」
、
チ
ベ

ッ
ト
課

で
 
s
n
a
n
 
b
a

m
t
h
a
h
 
y
a
s

(
A
m
i
t
a
b
h
a

)
 と
な
一つ
て
い
る
貼
か
ら
明
ら
か
で
あ
る

が
、
同
時
に
、
そ
の
原
語
は
、
玄
葵
繹
と
チ
ベ
ッ
ト
課
と
で
は
相
違
し

て
い
る
た
め
 
A
m
i
t
a
y
u
s
 

か
 
A
m
i
t
a
b
h
a
 

か
の
い
ず
れ
か
は
決
め
難

い
け
れ
ど
、
と
も
か
く
A
m
i
t
aで
な
い
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
と
い
つ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
支
謙
は

「
阿
彌
陀
」
の
音
繹
を
用
い
る
こ
と
は
前

述
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
次
項
に
述
べ
る
よ
う
に

「
無
量

壽
」

の
課
語
を
用
い
る
こ
と
は
あ

つ
て
も

「無
量
」
の
語
を
用
い
る
こ

と
は
、

他
に
は
な
い
。
た
だ
し
、
か
れ
の
課
出
し
た
菩
薩
生
地
経

(大

正

一
四

.
八

一
四

c
)
に

現

わ

れ

る

「
無

量

壽

」

は
、

宋

元

明

三
本

及

び

宮
内

省

圖
書

寮

本

(
奮
宋
本
)
に

よ

る

と
、

「
無

量

」

と

あ

る

が
(
同
上
、

脚
注
)
、
し

か

し

こ

れ

だ
け

で
は
確

か

な
資

料

と

は

い
え

な

い
。

ま

た
、

か
り

に

「
無

量

」

の
傳

承
を

と

る

に

し

て
も
、

こ

の
経

典

の

チ

ベ

ッ
ト

(
1
9)

課
で
は
 
h
o
d
 
d
p
a
g
 
m
e
d
 

と
な

つ
て
い
る
貼
か
ら
考
え
て
、
そ
の
原

語
を
A
m
i
t
aと
見
る
こ
と
は
困
難
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
無
量
」
と
い
う
語
は
、
支
謙
に
績

い
て
、
竺
法
護
の
課
経
の
中
に

も
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
賢
劫
経
巻
六

・
千
佛
名
號

品

(大
正
一

四
・
四
六
b
、
四
七
a
)
に
三
度
學
げ
ら
れ
て
い
る

「
無
量
佛
」
が
、
そ

れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
千
佛
名
號
品
は
、

い
わ
ゆ
る
佛
名
経
の

中
で
は
最
古
の
形
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
梁
代
失
課

の
現
在
賢
劫
千
佛

名
経

(同
。
三
七
六
a
)
と
、

一
々
の
佛
名
を
封
比
す
る
こ
と
は
極
め
て

困
難
で
あ
る
。
ヴ

ェ
ラ
ー

(
F
.
W
e
l
l
e
t

)
 が
校
訂
し
た
梵

・
藏

・
漢
・

(
2
0)

蒙

・
滴
合
壁
の
賢
劫
千
佛
名
経
に
も
、

こ
の
よ
う
な
作
業
は
な
さ
れ
て

い
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
當
面
の

「
無
量
佛
」

の
原
語
を
認
定
す
る
こ

と
は
、
頗
る
む
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
賢
劫
経
の
チ
ベ
ッ
ト
繹
や

(
2
1)

ヴ

ェ
ラ
ー
校
訂
本
に
よ
つ
て
推
定
す
る
と
、
三
度
學
げ
ら
れ
る
中
の
最

初
の
「無
量
佛
」
は
、
恐
ら
く
 
h
o
d
 
d
p
g
 
m
e
d

(
t
i
g
e
n
)
,
A
m
b
h
a

(
w
e
l
l
e
r

)
 に
當
た
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
竺
法

護
に
お
い
て
も
阿
彌
陀
佛
を

「
無
量
」
で
表
わ
す
こ
と
が
あ

つ
た
と
言

つ
て
よ
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
阿
彌
陀
佛
の
原
語
を
 
A
m
i
t
a

と
見
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
出
來
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
の
諸
研
究
に
よ
る
と
、
無
量
清
浄
卒
等
畳
経
は

竺
法
護

の
課
出
で
あ
る
と
見
る
説
が
有
力
で
あ
り
、
ま
た
近
年
は
康
僧

鎧
課
と
傳
え
ら
れ
る
無
量
壽
経
を
か
れ
の
課
出
と
見
る
説
も
提
示
さ
れ

て
い
る
が
、

こ
の
二
つ
の
異
課
経
典
の
中
に

「
無
量
」
の
語
が
見
出
さ

れ
る
こ
と
は
、
注
意
に
値
い
す
る
。
竺
法
護
が
こ
の
二
経
の
課
者
で
あ

る
か
ど
う
か
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
鰯
れ
な
い
が
、

目
下
の

「無
量
」
の
用
例
に
つ
い
て
み
る
と
、

い
わ
ゆ
る
往
観
偶
の
中

に
、
李
等
毘
経
 
(大
正

二
丁

二
八
八
a
b
)
 で
は

「
無
量
」
「無
量
豊
」

「無
量
世
尊
」
、
無
量
壽
経
 
(同
・
二
七
二
C
I
二
七
三
a
)
 で
は

「無
量

畳
」
「無
量
奪
」
と
い
う
名
を
も
つ
て
、
阿
彌
陀
佛
を
表
わ
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
荻
原
博
士
に
よ
つ
て
、
A
m
i
t
a
 
説
の
有
力
な
根

振
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
の
よ
う
に

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
往
観
偶
は
、
大
阿
彌
陀
経
に
は
敏
い
て

い
る
が
、
そ
の
他
の
傳
本
に
は
存
在
す
る
の
で
、
そ
れ
与
の
用
例
を
見

る
と
、

梵
文

(『梵
藏
和
英
合
壁
浮
土
三
部
経
』
所
攻
)
で
は
A
m
i
t
a
y
u

(
v
v
.
1
.
2
.
3
.
4
.
1
1
.
1
7
,

)
と
A
m
i
t
a
p
r
a
b
h
a
 

(
v
v
.
5
,
2
0

)
 が
用
い
ら
れ
、

チ
ベ
ッ
ト
課
 
(同
上
書
所
牧
)
 で
は
 
t
s
h
e
 
d
p
a
g
 
m
e
d
 

(
v
v
.
2
,
4
,
1
1
,
1
7
,

)

h
o
d
 
d
p
a
g
 
m
e
d
 

(
v
v
.
1
,
3
,
5
,
2
0

)
 が
用
い
ら
れ
、
大
寳
積
経

・
無
量

壽
如
來
會
 
(大
正

二

・
九
八
a
)
、大
乗
無
量
壽
荘

嚴
経
 (
大
正
二
一
.

三
二
三
c
)
 で
は
、
と
も

に

「
無
量
壽
」
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
、

こ
れ
ら
に
よ

つ
て
み

れ
ば
、
「
無
量
」
の
原
語
を
A
m
i
t
a

と
見
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
卒
等
畳
経
及
び
無
量
壽

経
に
お
い
て
も

「
無
量
」
が
使
わ
れ
る
の
は
、

こ
の
往
観
偶
の
み
で
あ

る
と
い
う
貼
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
れ
は
も
と
の
言
葉
の
ま
ま
に
課

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
偶
頗
で
あ
る
た
め
に
、

こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た

に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
前
記

の
後
出
阿
彌
陀
佛
偶
の

場
合
と
同
じ
事
情
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
課
経
史
上
に
現
わ
れ
る

「無
量
」
の
顯
著
な
例
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ
つ
て
、
阿
彌
陀
佛
の
原
語
を
 
A
m
i
t
a
 

と
見

る
説
が
支
持
せ

ら
れ
な
い
こ
と
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
つ
た
と
言
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

五

「
無
量
壽
」

の
原
語

荻
原
博
士
に
よ
る
と
、
「無
量
壽
」
と
い
う

義
課
語
も
、
A
m
i
t
a<

A
m
r
t
a
 
説
を
支
持
す
る
根
抵
の

一
つ
と
考
え

ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ

ち

「無
量
壽
」
は
意
味
の
上
で
は
不
死
 
A
m
r
t
a
 
同
じ
で
あ
る
か
ら
、

、
本
來
 
A
m
r
t
a
 
で
あ
る
阿
彌
陀
佛
の
繹
語
と
し

て

「頗
る
恰
當
な
る
こ

と
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
果
し
て
、
恰
當
で
あ
ろ
う
か
。

課
経
史
の
上
か
ら
み
る
と
、
「
無
量
壽
」
を
最

初
に
用

い
た
の
は
、
支

謙
で
あ
る
。
か
れ
の
課
出
し
た
菩
薩
生
地
経
に
、
傳
承
の
相
違
は
あ
る

け
れ
ど
、
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
前
述

の
如
く

で
あ
る

が
、
そ
の
ほ
か
忙
、
無
量
門
微
密
持
経
 
(大
正

一
九

・
六
八
二
a
)
 に
も
、

こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
経
典
の
梵
文
は
、
今
日
で
は
断
片

し
か
残
つ
て
い
な
い
が
、
漢
繹
で
は
、
右
の
ほ
か
に
な
お
東
巫日
か
ら
唐

(
2
2)
 

(
2
3)

代
に
か
け
て
八
課
が
あ
り
、
更
に
チ
ベ
ッ
ト
課
も
あ
る
か
ら
、
異
本
の

阿
彌

陀
佛

の
原
語

(藤

田
)

一
二
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阿
彌

陀
佛

の
原

語

(
藤

田
)

二
二

数
と
し
て
は
不
足
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
の
異
本
を
見
る
と
、

漢
課
で
は

「無
量
壽
」
ま
た
は

「
阿
彌
陀
」
、
チ
ベ
ッ
ト
課
で
は
t
s
h
e

d
p
a
g
 
m
e
d
 

が
用

い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
経
典
に
お
け
る
阿
彌
陀

佛
の
原
語
は
 
A
m
i
t
a
y
u
s
 

で
あ
つ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

ら
ば
、
支
謙
は
 
A
m
i
t
a
y
u
s
 

に
相
當
す
る
語
を
直
課
し
た
に
過

き
な

い
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
A
m
r
t
a
と
い
う
言
葉
を
想
定
す
る
鯨
地
は

全
く
な

い
と
思
わ
れ
る
。

支
謙
に
績

い
て

「無
量
壽
」
を
用
い
る
の
は
竺
法
護
で
あ
る
が
、
更

に
そ
の
後
の
課
経
史
を
辿

つ
て
み
る
と
、
こ
の
課
語
が
極
め
て
愛
好
さ

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は

「阿
彌
陀
」
と
相
並
ぶ
も
の
で
あ
つ

(
2
4
)

た
、
と

い
つ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な

「
無
量
壽
」
の
原
語

を
、
相
當
の
梵
文
や
チ
ベ
ッ
ト
繹
、
あ
る
い
は
漢
課
異
本
に
よ
つ
て
想

定
し
て
み
る
と
、
結
果
は
す
べ
て
右
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
わ
た
く

し
が
調
査
し
た
限
り
で
は
、
や
は
り
例
外
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。
も

つ
と
も
、
断
わ
つ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
が
、
「無
量
壽
」
は

何
時
の
場
合
も
、
A
m
i
t
a
y
u
s
 

の
課
語
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
A
m
i
t
a
b
h
a
 

の
課
語
で
あ
る
場
合
も
し
ば
し
ば
あ
つ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ

の
代
表
的
な
繹
典

を
學
げ
る
と
す
れ
ば
、
康
僧
鎧

(
?
)
課

(
2
5)

の
無
量
壽
経
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
津
田
左
右
吉
博
士
も
論
謹
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
無
量
壽
経
の
梵
・藏
・漢
各
異
本
の
用
例
や
叙
述
の
仕
方
か

ら
考
え
て
、
そ
の
原
本
に
お
い
て
圭
と
し
て
用
い
て
い
た
の
は
A
m
i
-

t
a
b
h
a
 
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を

「
無
量
光
」
と
せ
ず
し

て
、
A
m
i
t
a
y
u
s の

繹
語
で
あ
る
べ
き

「
無
量
壽
」
と
し
た
と
推

測
さ
れ
る
か
ら

で
あ

る
。
何
故
そ
う
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は

「
無
量
壽
」
と
い
う
言

葉
が
、
紳
仙
説
を
喜
び
、
長
生
不
死
を
求
め
る

シ
ナ
人
の
思
想
に
ふ
さ

わ
し
く
感
ぜ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に

「
無
量
壽
」
は
シ
ナ
的
表
現
と
考
え
ら
れ
る
面
が
あ
る

に
し
て
も
、

こ
れ
に
よ
つ
て
 
A
m
r
t
a
 

を
想
定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
繹
経
史
上
A
m
r
t
a
が
阿
彌
陀
佛
と
關
係
づ

け
て
読
か
れ
る
例
が
、
他
に
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
荻
原
博

士
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
陀
羅
尼
経
典

に
現
わ
れ
る
も
の
で
、

例
え
ば
抜

一
切
業
障
根
本
得
生
浄
土
紳

究

(大
正
二
一

三
五
一
c
)
で

は

「阿
彌
利
喀
」
a
m
r
t
a
 
と
い
う
語
を
も

つ
て
、
阿
彌
陀
佛
を
讃
歎

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
陀
羅
尼
は
、

藏
経
本
と
し
て
幾
種
類

(
2
6)

も
傳
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
に
類
同
す
る
幾

っ
か
が
、
阿
彌
陀
経

末
尾
に
附
せ
ら
れ
て

一
般
に
流
布
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
敦
燵
本
に
お

(
2
7)

い
て
認
め
ら
れ
る
が
、
年
代
的
に
は
こ
れ
ら
の
殆
ど
す
べ
て
は
、
盛
唐

以
降
の
成
立
と
見
徴
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
内
容
か
ら
い
つ
て

も
、
そ
こ
で
は
阿
彌
陀
佛
を
 
A
m
i
t
a
b
h
a
 

で
表

わ
す
の
が
常

で
、

A
m
r
t
a
 
で
表
わ
し
て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。
更
に
、
宋
代
の
陀
羅
尼

経
典
に
な
る
と
、
阿
彌
陀
佛
を

「
甘
露
大
明

王
」
(大
正

一
八

・
五
五
三

a
)
と
か

「金
剛
甘
露
身
」
(大
正
二
〇

・
九
三
二
b
)
と
か
名
づ
け
る
例

も
認
め
ら
れ
る
が
、
事
情
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
れ

ら
は
要
す
る
に
、
後
世
の
陀
羅
尼
経
典
特
有
の
解
繹
と
い
う
べ
き
で
あ
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つ
て
、

こ
れ
に
よ
つ
て
、
阿
彌
陀
の
原
語
が
 
A
m
r
t
a
 

に
由
來
す
る
も

の
と
見
る
こ
と
は
、
到
底
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

六

「無
量
清
浄
」
の
原
語

A
m
i
t
a
<
A
m
r
t
a
 
読
の
直
接
的
根
櫨
に
は
な
ら
な

い
け

れ
ど
も
、

A
m
i
t
a
y
u
s
,
 
A
m
i
t
a
b
h
a
 

以
外
の
原
語
が
存
在
し

た
の
で
は
な

い

か
、
と

い
う
想
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
課
語
と
し
て

「無
量
清
浄
」
が

あ
る
。

こ
れ
は
無
量
清
浮
卒
等
箆
経
 (大
正
二
丁

二
七
九
b
)
 に
用

い

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
に
は
求
那
蹟
陀
羅
課
の
老
母
女
六
英
経

(大
正

一
四
・
九

二
一c
)
 に

一
度
現
わ
れ
る
だ
け
で
あ

る
。
季
等
畳
経

の
課
者

に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
竺
法
護
と
見
る
説
が
有
力
で
あ
る
こ
と
,

は
前
述

の
如
く
で
あ
り
、
ま
た

一
方
、
白
延
と
見
る
説
も
有
力
な
の
で

あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
老
母
女
六
英
経
よ
り
は
古
い
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、

こ
の
課
語
の
創
唱
は
卒
等
畳
経
に
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
原
語
が
何
で
あ
つ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
荻
原
博

士
も
、

そ
の
推
定
を
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
泉
芳
環

(
2
8)

教
授
に
よ
つ
て
、
こ
れ
は
原
本
の
A
m
i
t
a
-
a
b
h
a

が
A
m
i
t
a
-
s
u
b
h
a

と
讃
ま
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
定
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
推
定

は
、
前
述
の
如
く
、
卒
等
畳
経
な
ど
の
原
本
で
は
、
も
と
も

と
A
m
i
t
a
b
h
a
 

を
圭
と
し
て
い
た
と
見
る
推
定
と
抵
燭
は
し
な
い
。

し
か
し
、
普
通

「
清
浄
」
と
課
さ

れ
る
原
語

は
 
s
u
b
h
a
/
s
u
b
h
a

で

は
な
く
 
s
u
d
d
h
a
/
s
u
d
d
h
a

で
あ
る
し
、
ま
た
老
母
女
六
英
経
の
チ

(
2
9)

ベ
ッ
ト
繹
を
見
る
と
、
t
s
h
e
 
d
p
a
g
 
m
e
d
 

と
な

つ
て
い
る

か
ら
、

(他
の
漢
繹
二
本
 (大
正

一
四
・
九
二
一b
、
九
二
二
c
)
 で
は

「
阿
彌
陀
」)
、

そ
の
原
典
が
果
し
て
 
A
m
i
t
a
b
h
a
-
s
u
b
h
a

と
な

つ
て
い
た
か
ど
う

か
は

疑
わ
れ
る
。
李
等
畳
経
に
よ
る
と
、
全
禮
と
し
て
は

「無
量
清
浄
」
を

用
い
な
が
ら
も

「
阿
彌
陀
佛
」
が
八
同
 
(大
正

二
一
・
二
八
七
b
、
二
八

八
a
、
二
八
九
a
b
、
二
九
三
C
)
 も
現
わ
れ
、
そ

の
中

一
同
は

「
無
量

清
浄
阿
彌
陀
佛
」
(
二
九
三
c
)
 と
も
言
つ
て
い
る
か
ら
、

こ
の
語
は
阿

彌
陀
佛
ま
た
は
そ
の
浄
土
の
清
浄
性
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
か
も

知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
異
な
つ
た
原
語
を
想

定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
で
あ
ろ
う
。

七

む
す
び

阿
彌
陀
佛
の
義
繹
語
と
し
て
は
、
以
上
に
學
げ
た
ほ
か
に
、
よ
く
知

(
3
0)

ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は

「
無
量
光
」
が
あ
り
、
ま
た
、
ま
れ
に
は

(
3
1)

「
無
量
明
」
と
い
う
よ
う
な
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ

ら
は
 
A
m
i
t
a
b
h
a
 

の
課

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
目
下
の
問
題
と
し
て

は
、
取
り
上
げ
る
必
く要
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
以
上
の
考
察
に
よ
つ

て
、
阿
彌
陀
佛
の
原
語
は
、
A
m
i
t
a
y
u
s
 

と
A
m
i
t
a
b
h
a
 

の
二

つ
で

あ

つ
て
、
そ
れ
以
外
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う

こ
と
を
、
文
鰍
學
的
に

ほ
ぼ
確
認
で
き
た
、
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
に

よ
つ
て
阿
彌
陀
佛
の
名
義
に
關
す
る
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
で
き
た
、

と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
阿
彌
陀
」
と
い
う
音

課
は
、

こ

阿
彌
陀
佛
の
原
語

(
藤

田
)

二
三
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阿
彌
陀
佛
の
原
語

(
藤

田
)

二

四

の
二
つ
の
原
語
の
い
ず
れ
を
爲
し
た
も
の
か
、
と
い
う
問
題
が
残
つ
て

い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
如
く
、

い
ず
れ
か
の
最
後
の
シ
ラ

ブ

ル
が
略
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
最
後

の
母
音
が
落
ち
て
獲
音
せ
ら

れ
た
の
か
、
を
表
わ
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
か
く
す
れ
ば
、
A
m
i
t
a
y
u
s
 

と
A
m
i
t
a
b
h
a
 

の
い
ず
れ
に

も
適
用
さ
れ
得
る
ご
と
く
で
も
あ
る
。
最
後

の
母
音
が
落
ち
て
獲
音
せ

ら
れ
 (
し
た
が
つ
て
、
そ
の
際
は
最
後
と
な
る
子
音
に
も
攣
化
が
起
き
)

た
の
を
表
わ
し
た
も
の
と
い
う
の
は
、
實
は
宇
井
伯
壽
博
士
の
読
を
葬

借
し
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
博
士
は
、
古
い
時
代
の
昔
課

語
は
決

し
て
課
者
が
勝
手
に
略
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
完
全
な
音
課

(
3
2)

で
あ
る
、
と
學
者
の
注
意
を
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
し
か
ら
ば

「阿
彌
陀
」

も
完
全
な
昔
課
語
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
し
か
し
そ
の
言

語
學
的
根
櫨
を
示
す
こ
と
は
、
わ
た
く
し
に
は
出
來
か
ね
る
の
で
、
專

門
學
者

の
敢
示
を
侯

つ
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
阿
彌
陀

の
原
語
は
 
A
m
i
t
a
y
u
s
 

と
A
m
i
t
a
b
h
a
 

で
あ

る
、
と

い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、

阿
彌
陀
佛
の
起
源
を
考
え
る
に
當
た
つ
て
の

一
つ
の
接
貼
を
得
た
こ
と

に
な
る

で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
阿
彌
陀
佛
の
起
源
を
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
話
に

求
め
る
説
は
、
A
m
i
t
a
<
A
m
r
t
a

説
を
通
す
限
り
は
、
成
立
し
な
い
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
残
さ

れ
た
問
題

は
、
A
m
i
t
a
y
u
s
 

と

A
m
i
t
a
b
h
a
 

と
は
、
別
の
言
葉
で
あ
り
、
意
味
も
異

に
し

て
い
る
に

も
拘
ら
ず
、
何
故
に
同
じ
佛
を
表
わ
す
名
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
、
そ

れ

は
姶

め

か

ら

の

こ
と

で
あ

る

の
か
、

あ

る

い
は

い
ず

れ

か

一
っ
が

ま

ず

用

い
ら

れ

て
、

他

の

一
つ
が
後

か

ら

加

え

ら

れ

た

の

で
あ

る

か
、

一

髄
、

こ

の
二

つ

の
原

語

は

ど

こ
に
由

來

す

る

も

の

で
あ

る

か
、

と

い
う

よ

う

な

問

題

で
あ

ろ

う
。

こ

の
問

題

を

追

究

し

て
行

け

ば
、

當

然
、

阿

彌

陀
佛

の
起

源

に

關

り

を
持

つ
こ

と

に
な

る

で
あ

ろ
う
。

本

稿

の
意

圖

す

る

と

こ
ろ

は
、

む

し

ろ

そ
う

い
う

問

題

の

解

明

に

あ

る

の

で

あ

る

が
、

す

で

に
紙

敷

が

蓋

き

て
し

ま

つ
た
。

そ

れ

ら

に

つ
い

て

は

「
阿

彌

陀
佛

の
起

源

問

題

」

(
宗
敏
研
究
、

近
刊
)

に

お

い

て
考

察

す

る

つ
も

り

な

の

で
、

参

照

し

て

い
た

だ

き

た

い
と

思

う
。

1

『
新

佛
教
』
第

九
巻
第
九
號

(
明
四

一
)
、
『
荻
原

雲

來

文

集
』
(
昭

一

三
)

所
牧
、

二
一
二

-

二
三
〇
頁
。

2

矢

吹
慶
輝
博
士

『
阿
彌
陀
佛

の
研
究
』
(
明
四
四
、

増
訂
改
版
昭

二

一)

一
四
頁
、

望
月
信
享
博

士

『
浮
土
教

の
起

原

及

獲

達
』
(
昭

五
)
四

五
六

頁
、

西
尾
京
雌
教
授

「
阿
彌
陀
佛

の
名
義

に
就

て
」
宗
教
研
究
新

八

・
四

(
昭
六
)
等
。

ち
な
み

に
、
矢
吹
博
士

(
一
〇

五
頁
)
、
望

月

博

士

く
四

五

一
頁

)
は
 
A
m
i
t
a
 

読

に
左
祖

し
、
西
尾
教
授

は
A
m
r
t
a
説
を
支
持

さ
れ
て

い
る
が
、

い
ず
れ
も
荻
原
博

士
の
所
説

に
含

ま
れ
る
も

の
で
あ

る

か
ら
、

こ
こ
で
は
別
説

し
な
い
こ
と
に
す

る
。

な
お
、
最
近

で
は
中
村
元

博
士

『
浮
土
三
部
経

下
』
(
昭
三
九
)

一
九

一
頁
参
照
。

34

藤
堂
博

士
の
御
敏
示
に
よ
る
。

な
お
、

同
博

士

『
漢
字

の
語
源
研
究
1
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上
古
漢
語

の
軍
語
家
族

の
研
究
-

』
(
昭

三
八
)
五
三

一
-
二
頁

参

照
。

5

も

し

「
陀
」
に
d
a
,
 
t
aの
爾

音
が
存
在

し
た
と
す

れ
ば
、

例
え
ば
、

後
漢
代

の
古
課

か
ら
廣

く
使

わ
れ
る

「
須

陀
沮
」
「
斯
陀
含
」
(
道
行
般
若

経
巻

一
、
大

正
八

・
四
二
九

b
、

出
三
藏

記
集
巻

一
、
大
正
五
五

・
五

a

等
)

の
原

語
は
、

パ
ー
リ
語

の
 
s
o
t
p
a
n
 

(
n
a)
,
s
a
(
k
a)
d
a
g
a
m
(
i
n)に

類
似
し
た
も
の
で
あ

つ
た
、

と
言

え
よ

う
。

し

か

し
、
も

し

そ

の
原

語

が
ガ

ン
ダ
ー
ラ
語

も
し
く
は
そ
れ
に
近

い
言
語

で
あ

つ
た

と
す
れ
ば
、

こ

の
よ
う
に
は
言

え
な
い
。

プ
ラ

フ
敏
授

に
よ
つ
て
明

ら
か

に
さ
れ

て
い
る

よ
う
に
、
ガ

ン
ダ
ー
ラ
語

で
は
 
(
-
t
-
,
-
d
-

)
>
d
の
音
韻
攣
化
を
特
徴
と
し

8
6
)
、
s
i
t
a
n
 

(
s
k
t
,
 
s
r
o
t
a
h

)
 は
 
s
o
d
u
 

と
い
う

よ
う

に
、
濁
音
化
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
 
(
i
d
g
a
f
g
a
,
1
0
.
1
7
1

)
。
ち

な
み
に
、

ブ

ラ
フ
敬
授

に
よ
る
と
、
長
阿
含
巻

二

一
、
大
會
経

に
お
い
て
、
梵
語

・
パ
ー
リ
語

の

原
語
で
は
 
t
,
t
h
,
d
h
,の
音

で
あ
る
の

に
、
す

べ

て

「
陀
」
(
d
a)

の
音
繹
を
當

て
て
い
る
場
合

が

三

十

五

同

あ

る

の
は
 
(
d
f
.
e
.
w
a
l
d

t
r
a
l
a
s
i
a
t
i
s
c
h
e
n
 
s
a
n
s
k
e
i
k
a
n
o
n
,
I
,
L
e
o
p
z
o
g
,
 
1
9
3
2
,
p
.
2
4
7
)
、

こ

の
経

典

の
原

本

が

ガ

ン
ダ

ー

ラ
語

の
特

徴

を
持

つ
て

い

る

こ

と
を

思

わ

せ

る
、

と

い
う
 
(
i
b
i
d
.
p
p
.
5
2
-
5
3

)
。
し

か

し
、

こ

れ

は

「
陀

」

の
音

が

d
aゆ

の
み

で
あ
る

と
す

る

カ

ー

ル

グ

レ

ン

の
説

を
前

提

と

し

て

い

る
も

の

で
あ

る
か

ら
、

な

お

検

討

の
鯨

地

が

あ

る

と
思

う
。

678
J
.
b
r
o
u
g
h
:
o
p
.
c
i
t
.
v
v
.
5
6
(
a
m
u
d
u
)
,
1
1
5
,
2
3
5
な

お
、

p
r
a
k
r
i
t
s
.
 
p
o
o
n
a
,
 
1
9
4
8

に
お

い

て
も
、
a
m
a
t

(
p
.
2
9
5)

が

記

録

さ

れ

て

い

る

の
み

で
あ

る
。

910

I
I
.
p
.
1
1
1
e
t
c

)
 漢
課
で
は
普
通
、
「
甘
露
飯
」
と
繹

さ
れ
る
か

ら

(
出
典

略
)
、
梵
文
所
傳

に

一
致
す
る
。

た
だ
注
意
す

べ
き
は
佛
本
行
集

経

巻

五

(
大

正
三

・
六
七
六

a
)
に

「
阿
彌
都
檀
那
、

階
言
甘
露
飯
」

と
あ
る

こ

と
で
、

こ
れ
は

一
見
、
A
m
i
t
o
d
a
n
=
A
m
r
t
o
d
a
n
a
 

を
支
持
す
る
よ
う

に
思

わ
れ
る
が
、

し
か
し

「
阿
彌
都
檀
那
」

が
果

し
て
 
A
m
i
t
o
d
a
n
a
 

の

繹

か
ど
う
か
、
疑
問

で
あ

る
。
同
経
巻

一
く
 (
同

・
七
〇

一
c
)

に

「
阿

彌
多

質
多
嚥
、

階
言
甘
露
味
」

と
あ

る
の
も
、
音
課

と
意
課

と
が

一
致

し

て

い
な

い
か
ら
、
音
課

の
信
愚
性

が
疑

わ
れ
る
。
「
甘
露
味
」
(
甘
露
飯

の

妹
)

は
、
智

度
論
巻

三
 
(
大
正

二
五

・
八

三
b
)
 に
も
出

て
く

る
が
、

普

通
は
軍
に

「
甘
露
」

と
い
わ

れ
る
か
ら
 
(
大
正

一
・
三
六
四
b
、

大
正
二

四

・
一
〇
五

a
等
)
、
そ

の
原
語

は

ぎ

量

の
如
く
推
定

さ

れ

る
。

し

か
し
、

梵
語

・
パ
ー
リ
語

の
所
傳

で
は

ぎ

冨

と
あ
る
か
ら

(
m
a
h
a
-

v
a
s
t
u
,
 
I
.
p
p
.
3
5
2
,
3
5
5
;
M
s
h
a
v
a
m
s
a
 
I
I
.
2
0

)
、
こ
こ
で
も
傳
承

の

相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

11

例

え
ば
、
「
念
」
(
a
m
r
t
i

)
 の
傳

統
的

解
繹
に
お

い
て
、

パ

ー

リ
系

で

阿
彌
陀
佛

の
原
語

(
藤

田
)

二
五
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阿
彌
陀

佛

の
原
語

(
藤

田
)

二
六

a
p
o
l
a
p
a
n
a

〔
T
a(
<
a
-
√
p
i
u
浮
動

し
な
い
)
、梵
文
系
で
 
a
b
h
i
l
p
a
n
a
t
a

(
<
a
b
h
i
-
√
l
a
p

明
読
す

る
)
 と

い
う
異

な

つ
た
解
繹
を
與
え
て

い
る
が
、

こ
れ
は
獲
音
が
類
似
し

て
い
る
貼
か
ら
し
て
、

も
と
も
と
は
同

一
の
解
繹

で
あ

つ
た

の
が
、

傳
承

の
相
違
に
よ

つ
て
、

こ
の
よ
う

に
分
れ
る
に
至

つ

た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

拙
稿

「
浮
土
教
に
お
け
る
行

の
中
心
問
題
-

念
佛

の
研
究
-
」

(
日
佛
年
報
、

第
三
十
號
、

昭
和
三
十
九
年
度
)
参
照
。

1213

詳
し
く
は
拙

稿

「
阿
彌
陀
佛

の
起
源
問
題
」
(
宗
敢
研
究
、
近
刊
)
 参
照
。

1415

出
典
の
み
を
記

す
。

大
正
三

・

一
〇
七

c
、
同
九

・
二
二
三
b
、

三
七

六

a
、
同

二

丁

一
五
四

c
、
九

二
五

c
、
同

一
四

・
七
b

c
、
八

a
、

一
〇

c
、
六

四

c
、
八
六

c
、
同

一
七

・
七
七
二
b
。

16
A
m
i
t
a
y
u
s
 
の
音
繹

も
、

ま
れ
に

で
は
あ
る

が
認

め

ら

れ

る
。
例

え

ば
、

「
餌
移
庚

薩
」
(
(
a)
m
i
t
a
y
u
s
e
.
D
a
t

)
 (
無
量
壽
如
來
観
行
供
養
儀

軌
、

大
正

一
九

・
七
〇
b
)
。

17

こ
の

「
無
量
」

は
多
分
、

李
等
畳
経

の

「
無
量
清
浮
」

を
略

し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
椎
尾

辮
匡
博
士

『
佛
教
経
典
概
説
』
(
昭

八
)

三

八

八
頁
。

181920

2122

出
典

の
み
を
記
す
。

大
正

一
九

・
六
七
八

c
、
六
八
四
b
、
六

八
七
b
、

六
九

一
a
、
六
九
四
b
、

六
九
七
b
、

七
〇

一
C
、
七
〇

六

C
。

2324

龍
門
石
窟

の
造
像
記

に
表

わ
れ
る

「
無
量
壽
」
と

「
阿
彌
…陀
」

に

つ
い

て
は
、
塚
本
善
隆
博

士

『
支
那
佛
敢
史
研
究
北
魏

篇
』
(
昭

一
七
)
五

八

一
頁

以
下
参
照
。

25

津
田
博

士

『
シ
ナ
佛
敏

の
研
究
』
(
昭

三
二
)

五
三
頁
以
下
。

26

出
典

の
み
を
記
す
。

大
正

二

一
・
三
五
二

a
、
同

一
八

・
八
〇

一
a
、

同

一
九

・
七

一
b
、

八
O

b
、

同
一
二

・
四
六
八

c
等
。

27

井

ノ
ロ
泰
淳
氏

「
敦

爆
本

『
阿
彌

陀
経
』

に
つ
い
て
」
(
宗

敢

研

究

一

七
七
、
昭
三
九
)

参
照
。

28

泉
芳
環
氏

『
梵
文
無
量
壽

経

の
研
究
』
(
昭

一
四
)
、
一
二
二
頁
。

29
T
h
e
 
t
i
b
e
t
a
n
 
t
r
i
p
i
t
a
k
a
,
 
v
o
l
.

3
3
,P
.3
1
0
-3
-
3
.

30

「
無
量
光
」

が
明
確

に
阿
彌

陀
佛
を
指
す
も

の
と
し
て
用

い
ら
れ
る
の

は
、
無
量
壽
経
巻

上
 
(
大

正

二

一・
二
七
〇

a
)
 に

一
度
現

わ
れ
る

の
が
、

恐

ら
く
最
も
古
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

圭
と
し

て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な

つ
た
の
は
、
玄
突
以
降

で
あ

る
。

31

現
在
賢
劫
千
佛
名
経
 
(
大

一
四

・
三
七
六
b
、

三
八
三

c
)
 の

「
無

量

明
」

は
 
A
m
i
t
a
b
h
a
 

に
比
定

せ
ら

れ
る
 
(
F
.
w
e
l
l
e
r
:
l
o
c
.
c
i
t

)
。

ち
な
み
に
、
十
住
毘
婆
沙
論
巻
五
、

易
行
品
 
(
大
正
二
六

・
四

一
b
)
 の

「
無
量
明
」
は
 
A
m
i
t
a
b
h
a
 

で
は
な

い
。
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