
羅
什
訳

『
阿
弥
陀
経
』
の
成
立

に

つ
い
て

静

谷

正

雄

筆
者

は
先
年
、
初
期
大
乗
仏
教
の
成
立
過
程
を
論
じ
た
小
著
を
公
け

に
し
た
が
、
そ
の
際
、
鳩
摩
羅
什
の
訳
し
た

『
阿
弥
陀
経
』
の
成
立
に

つ
い
て
は
触
れ
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
こ
の
機
会
に
筆
者
の
管
見
を
述
べ

た
い
と
思
う
。
な
お
初
め
に
断
つ
て
お
く
が
、
こ
の
小
論
の
目
的
は
あ

く
ま
で
現
存
の
什
訳

『
阿
弥
陀
経
』
の
テ
キ
ス
ト
の
成
立
に
関
し
て
で

あ
つ
て
、

〈阿
弥
陀
経
〉
の
原
初
形
態
に
ま
で
遡
つ
て
そ
の
成
立
を
考

え
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
ま
ず
羅
什
訳

『
阿
弥
陀
経
』
の
成
立
年
代
で
あ
る
が
、
結
論
か

ら
先
に

い
う
と
、

一
般
に

「
初
期
無
量
寿
経
」
な
ど
と
よ
ば
れ
る

『
大

阿
弥
陀
経
』
や

『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』
よ
り
も
新
し

い
成
立

で
あ

り
、
ま

た

『
法
華
経
』
よ
り
も
新
し
い
成
立
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
そ
う
考
え
る
理
由
で
あ
る
が
、
ま
ず
聴
衆
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
大

菩
薩
を
み
る
と
、
初
め
に
文
殊
師
利
、
次
い
で
阿
逸
多
、

さ
ら
に
乾
陀

詞
提
、

常
精
進
、

と
四
人
の
大
菩
薩
の
名
が
示
さ
れ
る
。
阿
逸
多
す
な

わ
ち
弥
勒
菩
薩
は

「初
期
無
量
寿
経
」
い
ら
い
重
要
な
役
割
を
与
え
ら

れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
文
殊
師
利
な
ど
の
三
菩
薩
は
ほ
ん
ら
い

「
初
期

無
量
寿
経
」
と
は
全
く
無
縁
の
菩
薩
で
あ
る
。
ま
ず
文
殊
で
あ
る
が
、

弥
陀
信
仰

へ
の
言
及
を
も

つ
支
謙
訳

『
無
量
門
微
密
持
経
』
や
同
じ
支

謙
訳
の

『慧
印
三
昧
経
』
な
ど
に
文
殊
が
登
場

し
て
く
る
の
で
、
文
殊

と
弥
陀
信
仰
と
の
つ
な
が
り
が
か
な
り
古
く
か

ら
生
れ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
経
典
に
お
け
る
文
殊
と
弥
陀
信
仰
の
関
係

は
き
わ
め
て
間
接
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
無
量
門
と
い
う
陀
羅
尼
や
慧

印
三
昧
と
い
う
空
観
的
観
仏
三
昧
を
宣
伝
流
布

さ
せ
る
た
め
に
、
文
殊

が
登
場
し
、
弥
陀
信
仰
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

支
謙
は

『
維
摩
経
』
を
訳
し
て
い
る
が
、
『
維
摩
経
』
で
は
、
文
殊
師
利

の
最
高
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は

『維
摩
経
』
の
成
立
を
後
二

世
紀
末
に
近
い
頃
と
考
え
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
文
殊
の
地
位
が
次
第
に

確
立
し
、
そ
れ
が

『
法
華
経
』
に
も
承
け
つ
が
れ
て
、
そ
の
最
高
性
が

一
般
に
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
と
思
う
。

『法
華
経
』
を
最
初

に

訳
出
し
た
の
は
竺
法
護
で
あ
る
が
、
彼
は
ま
た
文
殊
を
主
役
と
す
る
多

数
の
経
典
を
訳
し
て
お
り
、

こ
の
点
か
ら
み
て
、
文
殊
が
不
動
の
地
位

を
確
立
し
た
の
は
西
紀
二
〇
〇
1
二
五
〇
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

羅

什
訳

『
阿
弥
陀
経
』
の
成
立

に
つ
い
て

(
静

谷
)

-95-



羅
什
訳

『
阿
弥
陀
経
』
の
成
立
に
つ
い
て

(静

谷
)

つ
て
什
訳

『
阿
弥
陀
経
』
に
お
い
て
、
文
殊
が
弥
勒
を
さ
し
お
い
て
第

一
に
列
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
な
つ
た
時
代
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

ま
た
乾
陀
詞
提
す
な
わ
ち

○
き
き
聾
器
叶言

(香
象
・
香
手
)
は
ほ
ん

ら
い
阿
閾
仏
信
仰
と
結
合
し
た
菩
薩
で
あ
り
、
『
阿
閾
仏
国
経
』
で
は

阿
閾
仏

の
滅
後
、
そ
の
後
を
継
い
で
成
仏
す
る
と
さ
れ
、
『
小
品
般
若
』

で
は
、

い
ま
阿
閑
仏
の
所
に
あ

つ
て
菩
薩
道
を
行
じ
、
常
に
般
若
波
羅

蜜
の
行
を
離
れ
ず
、
と
さ
れ
る
菩
薩
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
本
来
的
な

性
格
は
忘
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
ら
し
く
、
初
期
大
乗
経
典
ハで
は
経

初

の
聴
衆
菩
薩
の
列
名
の
際
に
し
ば
し
ば
名
を
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、

い
わ
ゆ
る
魏
訳

『
無
量
寿
経
』
で
も
そ
の
名
を
見
出
だ
す
の
で
あ

る
。
次
の
常
精
進

(
N
i
t
y
o
d
y
u
k
t
a
)
、

そ
れ
に
羅
什
訳
に
は
欠
け
て
い
る

が
、

玄
斐
訳
や
梵
蔵
二
本
に
あ
る
 
A
n
i
k
s
i
p
t
a
d
h
u
r
a
 

(不
休
息
)
、
の
二

菩
薩
も

『
維
摩
経
』
や

『
法
華
経
』
に
聴
衆
と
し
て
列
名
さ
れ
る
が
、
と

も
に
弥
陀
信
仰
と
は
ほ
ん
ら
い
無
縁

の
菩
薩
で
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し

こ
の
よ
う
な
菩
薩
列
名
の
あ
一り
か
た
か
ら
什
訳

『
阿
弥
陀

経
』
の
作
者
の
思
想
的
系
譜
を
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
魏

訳

『
無
量
寿
経
』
や
唐
訳

『
無
量
寿
如
来
会
』
で
は
菩
薩
列
名
の
筆
頭

に
普
賢
菩
薩
を
挙
げ
、
そ
の
次
に
文
殊
を
置
い
て
い
る
の
で
、
魏
訳
や

唐
訳

の
無
量
寿
経
編
集
者
と
は
思
想
的
系
譜
を
異
に
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

『
阿
弥
陀
経
』
の
作
者
は
、
強

い
て

い
え
ば
般
若
経
系
な
い
し
法
華
経
系
で
あ
つ
て
、
魏
訳

『
無
量
寿
経
』

の
よ
う
に
華
厳
経
系
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
什
訳

『
阿
弥
陀
経
』
は
西
方
極
楽
世
界

の
叙
述
に
入
る
の
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
極
楽
浄
土
の
描
写
を

<無
量
寿
経
>
 の
描
写

と
対
照
さ
せ
る
と
、
両
経
の
描
写
の
新
古
の
区
別
は
簡
単
に
は
決
定
で

(1
)

き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
藤
田
博
士
の
詳
細

な
検
討
が
あ
り
、
博
士
も
決
定
で
き
な

い
と
さ

れ
る
。

た
だ
博

士
は

「
〈阿
弥
陀
経
〉
の
描
写
は
素
朴
な
表
現
が
多
い
だ
け
に
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
、
<無
量
寿
経
〉
の
(
一
)(諸
異
本
共
通

の
描
写
)
口

(「
初
期
無

量
寿
経
」
特
有
の
描
写
)
に
対
応
す
る
も
の
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」

と
し
て
、
「初
期
無
量
寿
経
」
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
も
の
と
考
え

て
お
ら

れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
簡
潔
な
が
ら
も

「
後
期
無
量
寿
経
」
特
有

の
描
写
に
関
連
す
る
描
写
が
『
阿
弥
陀
経
』
に
見
出
だ
さ
れ
る
事
実
は
、

『
阿
弥
陀
経
』
の
成
立
が

「初
期
無
量
寿
経
」
よ
り
も
新
し
い
と
い
う

可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
『
阿
弥
陀
経
』
の
描
写
を
、
初
期

の
原
始
性

に
も
と
ず
く
素
朴
と
み
る
か
、
あ
る
い
は
後
期

に
お
け
る
集
約
的
表
現

に
も
と
ず
く
簡
潔
と
み
る
か
は
、
そ
の
当
否
を
判
定
す
る
客
観
的
基
準

が
な
い
か
ぎ
り
、
意
見
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
は
後
者

の
、
簡
潔
を
目
的
と
し
た
集
約
的
表
現
と
考
え
た
い
。
し
た
が

つ
て
什

訳

『
阿
弥
陀
経
』
の
成
立
を

「初
期
無
量
寿
経
」
の
後
に
置
く
こ
と
に

支
障
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
浄
土

の
描
写
が
終
つ
て
、
何
故
に
阿
弥
陀
と
名
け
る
か
と
い
う

一
段
も
、

き
わ
め
て
要
領
の
よ
い
集
約
で
あ
り
、
冗
句
は

一
語
も
な
い
。
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ま
た
浄
土
往
生
者
は
す
べ
て
不
退
の
菩
薩
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
多
数

の

一
生
補
処
菩
薩
が
い
る
と
い
う
叙
述
も
、
「初
期
無
量
寿
経
」
で
は

わ
ず
か
に

『平
等
覚
経
』
の
願
文
に
そ
れ
ら
し
き
も
の
へ
の
言
及
を
見

出
だ
す
だ
け
で
あ
つ
て
、
す
で
に

「
後
期
無
量
寿
経
」
の
思
想
に
立
つ

て
い
る
。
な
ぜ
民
衆
に
人
気

の
あ
る
観
音

・
勢
至
の
二
菩
薩
を
挙
げ
な

か
つ
た

の
か
、
そ
の
理
由
は
説
明
で
き
な
い
が
、
こ
れ
も
作
者
が
思
い

切

つ
て
捨
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
あ
と
、
極
楽
に
往
生
す
る
因
行
と
し
て
、

一
日
乃
至
七
日
の

一

心
不
乱

な
る
念
仏
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
一
日
乃
至
七
日
と
い
う
型

の
念

仏
は
周
知
の
ご
と
く
『
般
舟
三
昧
経
』
に
古
く
現
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

『
般
舟
経
』
の
念
仏
は
持
戒
を
不
可
欠
と
し
、
往
生
で
は
な
く
て
見
仏

を
目
的

と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
念
仏

の
内
容
は
西
方
須
摩
提
国
に
あ
つ

て
衆
菩
薩
に
囲
ま
れ
て
説
法
し
た
も
う
阿
弥
陀
仏
を
観
念
す
る
念
仏
で

あ
る
。

し
か
し
『
阿
弥
陀
経
』
の
そ
れ
は
持
戒
を
説
か
ぬ
念
仏
で
あ
り
、

往
生
を
目
的
と
す
る
念
仏
で
あ
り
、
し
か
も
念
仏
の
内
容
は

「
か
の
世

尊

ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
如
来

の
名
を
聞
き
、
聞
い
て
思
念

(
m
a
n
a
s
i
k
a
r
a
)

」

(梵
本
、
藤
田
訳
)
す
る
念
仏
、
羅
什
が

「
執
持
名
号
」
と
訳
し
た
よ
う

に
、
仏
名
を
念
ず
る
念
仏
で
あ
る
。
そ
れ
に

『
般
舟
経
』
の
念
仏
は
見

仏
を
目
的
と
す
る
た
め
、
『
阿
弥
陀
経
』
の
よ
う
に
臨
終
来
迎
を
全

く

説
か
な

い
。
し
た
が
つ
て
両
経
は

一
日
乃
至
七
日
と
い
う
期
間
を
除
く

と
、
全
く

一
致
す
る
所
が
な
い
の
で
あ
る
。

『
阿
弥
陀
経
』
の

一日
乃
至
七
日
と
い
う
表
現
は

〈無
量
寿
経
〉
諸

本
に
み
ら
れ
な
い
も
の
で
、
こ
れ
は

『
般
舟
三
昧
経
』
を
承
け
た
も
の

に
違
い
な
い
。
し
か
し
念
仏
の
内
容
や
目
的
が
違
う
し
、
念
仏
の
得
益

と
し
て
直
ち
に
臨
終
来
迎
を
語
る
の
も
、
本
経
独
特
の
も
の
で
あ
る
。

臨
終
来
迎
は

「
初
期
無
量
寿
経
」
い
ら
い
上
輩
往
生
者

の
得
益
と
し
て

語
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
魏
訳

『
無
量
寿
経
』
で
い
う
と
、
出
家

し
て
菩
提
心
を
発
し
、

一
向
に
専
ら
無
量
寿
仏
を
念
じ
て
諸
の
功
徳
を

修
し
、
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
う
衆
生
の
得
益
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が

『
阿
弥
陀
経
』
の
作
者
は
こ
の
よ
う
な

〈無
量
寿
経
〉
の
伝
統
的
な
考

え
方
に
は
縛
ら
れ
な
い
で
、
直
ち
に

一
日
乃
至
七
日
の
念
仏
者
の
得
益

と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
念
仏
以
外
の
行
為
は
少
善
根
福
徳
と
し
て
捨
て

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
経
作
者
の
思
い
切

つ
た
自
由
な
編
集
ぷ
り
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、

一
面
に
お
い
て
魏
訳

『
無
量
寿
経
』
に

お
け
る
第
十
八
願
独
立
の
動
き
に
平
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
し

た
が
つ
て

『
阿
弥
陀
経
』
の
こ
の

一
節
も

「初
期
無
量
寿
経
」
の
段
階

よ
り
も
新
し
い
成
立
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
極
楽
の
描
写
と

同
じ
よ
う
に
、
そ
う
考
え
る
こ
と
に
支
障
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
あ

く
ま
で
消
極
的
理
由
に
と
ど
ま
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し

『
阿
弥
陀
経
』
後
半
の
、
い
わ
ゆ
る
六
方
段
に
入
る
と
、
こ

の
部
分
は
す
で
に
学
者
に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
種

の

「仏
名
経
」
を
素
材
と
し
て
編
集
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は

菩
提
流
支
訳

『
仏
名
経
』
巻
六
に

『
阿
弥
陀

経
』
の
六
方
諸
仏
名
と
ほ

ぼ
完
全
に

一
致
す
る
も
の
が
見
出
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、

こ
の
六

羅
什
訳

『
阿
弥
陀
経
』

の
成

立
に

つ
い
て

(
静

谷
)

-97-



羅
什
訳
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弥
陀
経
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成
立
に
つ
い
て

(静

谷
)

方
諸
仏
名
を
見
る
と
、
そ
ん
な
に
古
く
説
か
れ
た
も
の
と
は
考
え
が
た

い
の
で
あ
る
。
こ
の
六
方
諸
仏
名
は
東
方
諸
仏
の
筆
頭
に
阿
閾
仏
、
西

方
諸
仏

の
筆
頭
に
無
量
寿
仏
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
東

方
阿
閾
、
西
方
弥
陀
を
東
西
の
代
表
的
現
在
仏
と
し
て
同
列
に
並

べ
挙

げ
る
の
は
、
『
法
華
経
』
の
化
城
喩
品
が
最
初
ぐ
ら
い
で
、

し
た
が

つ

て

『
阿
弥
陀
経
』
の
六
方
諸
仏
名
が
生
れ
る
よ
う
に
な

つ
た
の
は
、
こ

の
後
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
今
は
そ
の
誕
生
過
程
を
明
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
が
、

そ
う
古
く
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な

お
こ
の

一
段
は
六
方
諸
仏
が
釈
尊
の
所
説
の
誠
実
性
を
証
明
す
る
も
の

と
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
末
疏
に
論
議
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『法
華
経
』

の
多
宝
如
来
の
証
誠
を
連
想
さ
せ
る
。

さ
て
六
方
諸
仏
の
讃
嘆
が
終
つ
た
後
に
、
こ
の
経
が

「
一
切
諸
仏
所

護
念
経
」
と
名
け
ら
れ
る
理
由
を
述
べ
て
、
「
こ
の
経
の
名

を
聞
く
」

ば
か
り

で
な
く
、
「
こ
れ
ら
諸
仏
の
名
を
聞
い
て
忘
れ
な
い
」
も
の
は
、

誰
で
も

一
切
諸
仏
に
護
念
せ
ら
れ
て
無
上
正
等
覚
に
お
い
て
不
退
転
を

得
る
か
ら
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
経
の
主
題

は
阿
弥
陀
仏
の
救
済
か
ら
、
六
方
諸
仏
の
護
念
と
い
う
こ
と
に
移
つ
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
一
切
諸
仏
所
護
念
経
」
の
原
語

は
s
a
r
b
a
b
u
d
d
h
a
-

p
a
r
i
g
r
a
h
a
m
 
n
a
m
a
 
d
h
a
r
m
a
p
a
r
y
a
y
a
 

で
あ
る
が
、
s
a
r
v
a
b
u
d
d
h
a
-

p
a
r
i
g
r
a
h
a
 

は
世
親

の

『
法
華
経
論
』
に
、
『法
華
経
』

の
十
七
種
異

名
の
五
番
目
に

「
仏
所
護
念
」
と
示
さ
れ
る
も
の
と
同

一
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
あ
と
、
経
は

「
わ
れ
今
諸
仏
の
不
可
思
議
功
徳
を
称
讃

す
る
が
ご
と
く
、
彼
の
諸
仏
ら
も
わ
が
不
可
思
議
功
徳
を
称
説
し
て
」

と
、
六
方
諸
仏
か
ら
釈
尊
に
主
題
が
移
つ
て
い
る
。
釈
尊
は
娑
婆
世
界

の
五
濁
悪
世
の
中
に
お
い
て
成
道
し
、

一
切
世
間
の
た
め
に
難
信
の
法

を
説
く
と
い
う
甚
難
希
有
の
事
業
を
行
じ
た
も

う
と
讃

え
る

の
で
あ

る
。こ

の
最
後
の
、
釈
尊
に
対
す
る
讃
辞
は
、
と
く
に

『
阿
弥
陀
経
』
の

成
立
が
そ
う
古
い
も

の
で
な
い
こ
と
を
語
つ
て

い
る
。
ま
ず
五
濁
悪
世

の
思
想
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
釈
尊
出
現
の
世
界

と
す
る
思
想
は
、
後
漢

時
代
の
訳
出
経
典
に
は
見
ら
れ
な
い
も
評の
で
あ

つ
て
、
呉

の
支
謙
訳

『
太
子
瑞
応
本
起
経
』
に
初
め
て
現
れ
る
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
燃

灯
仏
に
よ
る
授
記
を
語
る
所
で
、
釈
尊
の
前
生
で
あ
る
儒
童
菩
薩
が
、

授
記
を
得
た
後
に
燃
灯
仏

の
足
を
頂
礼
し
よ
う
と
し
て
、
前
に
泥
の
あ

る
の
を
見
て
頭
髪
を
泥
上
に
布
く
と
、
燃
灯
仏
は
そ
の
髪
毛
を
踏
ん
で

「
汝
は
精
進
勇
猛
で
あ
つ
て
五
濁
の
世
に
作
仏
し
て
衆
生
を
済
度
す
る

こ
と
も
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
称
讃
さ
れ
た
と
あ
る
。

こ
の
よ

う
な
釈
迦
菩
薩
の
布
髪
と
い
う
行
為
に
対
す
る
燃
灯
仏
の
讃
辞
は
、
燃

灯
授
記
物
語
と
し
て
は
異
例
の
も
の
で
あ
る
が
、
求
那
蹟
陀
羅
訳

『
過

去
現
在
因
果
経
』
で
も
布
髪
を
将
来
釈
尊
が
五
濁
悪
世
を
教
化
し
う
る

あ
か
し
で
あ
る
と
し
て
お
り
、

そ
の
よ
う
に
布
髪
の
意
味
を
説
明
す
る

人
々
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
、
釈
尊
が
五
濁
悪

世
に
出
現
し
て
無
上
正
等
覚
を
得
、
疑
惑
と
増

上
慢
に
と
ら
わ
れ
た
諸

の
衆
生
の
た
め
に
難
信

の
法
を
説
く
と
い
う
、

釈
尊
の
大
悲
に
も
と
ず
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く
甚
難
希
有
の
大
事
業

へ
の
讃
仰
の
心
情
は
次
第
に
高
ま
り
を
強
め
、

弥
陀
信
仰
の
よ
う
な
現
在
他
方
仏
信
仰
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
っ

い
に
は

『
悲
華
経
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
繊
土
成
仏

の
釈
尊
に
対
す
る

大
が
か
り
な
讃
嘆
に
ま
で
発
展
し
て
行
つ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
『悲
華

経
』
は
そ
の
訳
出
年
代
か
ら
み
て
第
四
世
紀
前
半

の
成
立
と
思
う
が
、

什
訳

『
阿
弥
陀
経
』
の
釈
尊
讃
嘆
の
部
分
は
、
『
悲
華
経
』
の
よ
う
な

浄
土
成
仏

へ
の
批
判
を
背
後
に
も

つ
た
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
成
立
は

『
悲
華
経
』
よ
り
も
古
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

『
阿
弥
陀
経
』
の
釈
尊
讃
嘆
は
簡
潔

な
が
ら
も
要
を
得

て
お

り
、
二
度
も
五
濁
悪
世
に
難
事
を
行
ず
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
の

は
、
全
体
が
簡
潔
を
む
ね
と
す
る
小
経
で
あ
る
だ
け
に
、

一
層
釈
尊
讃

仰
の
思
想
が
背
後
に
有
力
に
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
そ

し
て
そ
の
よ
う
な
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
阿
弥
陀
仏
や
阿
閾
仏

な
ど
の
諸
仏
に
対
す
る
信
仰
が
あ
る
程
度

一
般
化
し
、

そ
の
た
め
に
釈

尊
讃
仰

の
心
情
が
失
わ
れ
が
ち
に
な
つ
た
時
代
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま

た
、
そ
れ
は

一
種
の
釈
迦
信
仰
の
復
活
を
め
ざ
し
た
と
い
う
べ
き

『
法

華
経
』

の
成
立
し
た
時
代
よ
り
以
後
と
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
筆
者
は
い
わ
ゆ
る
第
三
類
を
含
む

『
法
華
経
』
の
成
立
年
代
を

(2
)

西
紀
二
〇
〇
頃
と
考
え
て
い
る
の
で
、
し
た
が

つ
て
什
訳

『
阿
弥
陀

経
』
の
釈
尊
讃
嘆
の
部
分
は
、
後
三
世
紀
か
ら
四
世
紀
前
半
に
か
け
て

の
思
想
を
伝
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
阿
弥
陀
経
』
は
大
き
く
分
け
て
、
弥
陀
信
仰
を
勧
め
る
前
半
と
、

六
方
諸
仏

の
証
誠
か
ら
釈
尊

へ
の
讃
辞
で
終
る
後
半
か
ら
成
る
が
、
両

者
は
同
時

の
製
作
で
あ

つ
て
、
前
半
が
ま
ず
成
立
し
て
、
そ
の
後
の
あ

る
時
期
に
な
つ
て
別
の
人
に
よ

つ
て
後
半
が
附
加
さ
れ
た
、
と
い
う
ふ

う
に
は
考
え
が
た
い
。
そ
う
考
え
た
人
も
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
も
し

そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
前
半
が
思
想
的
に
素

朴
で
古
い
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
極
楽
の
描
写
と
い
い
、
浄
土
往
生
の

因
行
と
い
い
、
そ
の
内
容
は
単
に
素
朴
と
言

い
き
れ
る
も

の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
簡
潔
を
目
的
と
し
た
作
者

の
、
思

い
き
つ
た
取
捨
を
経
て

生
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
六
方
諸
仏
名
の
受
持

や
、
五
濁
悪
世
に
難
事
を
行
ず
る
釈
尊

へ
の
讃
嘆
は
、
確
か
に
弥
陀
信

仰
と
は
ほ
ん
ら
い
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
什
訳

『
阿
弥
陀

経
』
の
作
者
に
と
つ
て
、
こ
れ
ら
を
加
え
る
こ
と
に
矛
盾
を
感
じ
な
か

つ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
本
経
の
作
者
は
も
と
よ
り
弥
陀
信
仰
の
流
布

を
願
つ
て
本
経
を
作

つ
た
の
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
彼
の
生
き
た
時
代

と
社
会
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
仏
名
の
受
持
が
行
わ
れ
、
釈
尊
の
繊
土
成

仏
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
本
来

の
目
的
で
あ
る
弥
陀
信

仰
の
流
布
の
た
め
に
、

こ
れ
ら
の
新
し
い
要
素
を
と
り
い
れ
て
利
用
す

る
こ
と
は
、
決
し
て
誤
つ
た
態
度
と
は
い
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
本
経
の

作
者
は
も
ち
ろ
ん

「
初
期
無
量
寿
経
」
な
い
し
魏
訳

『無
量
寿
経
』
の

テ
キ
ス
ト
を
知
つ
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
本
経
で
は
経
の
説
か

れ
た
場
所
を
王
舎
城
霊
鷲
山
と
せ
ず
に
舎
衛
城
紙
園
精
舎

と
し
、
〈無

羅
什
訳

『
阿
弥
陀
経
』

の
成
立

に
つ
い
て

(静

谷
)

-99-



羅
什
訳

『
阿
弥
陀
経
』
の
成
立
に
つ
い
て

(静

谷
)

量
寿
経
〉
で
は
全
く
活
動
す
る
こ
と
の
な
か
つ
た
舎
利
弗
を
相
手
と
し

て
、
い
わ
ゆ
る
無
間
自
説
の
経
と
し
て

一
気

に
説
き
来
た
り
説

き
去

る
。
こ
れ
は
本
経
作
者
の
、
既
存
の
も
の
に
縛
ら
れ
な
い
自
由
な
製
作

態
度
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
冒
頭
の
菩
薩
列
衆
の
最
初
に
文
殊

師
利
を
挙
げ
る
点
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

要
す

る
に
筆
者
は
羅
什
訳

『
阿
弥
陀
経
』
の
テ
キ
ス
ト
が
成
立
し
た

の
は
か
な
り
新
し
く
、
恐
ら
く
後
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
前
半
に
か
け

(3
)

て
の
成
立
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
ど
の
地
方
で
成
立
し
た
か
で
あ

る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
六
方
諸
仏
の
証
誠
と

諸
仏
名

の
受
持
を
語
る
こ
と
や
、
『
法
華
経
』
の
影
響
が
予
想
さ
れ
る

点
か
ら
考
え
る
と
、
西
北
イ
ン
ド
か
ら
中
央

ア
ジ
ア
に
か
け
て
の
地
域

と
い
う

可
能
性
が
高
い
よ
う
で
あ
る
。

な
お
蛇
足
を
加
え
る
よ
う
で
あ
る
が
、
筆
者
は
最
古
の
大
乗
仏
教
を

「原
始
大
乗
」
と
よ
び
、
こ
の

「
原
始
大
乗
」
で
は
作
仏
を
理
想
と
し

な
が
ら
も
、
「大
乗
」
の
語
を
用

い
ず
、

ま
た
不
退
転
位
を
説

い
て
も

無
生
法
忍
の
思
想
を
知
ら
な
か
つ
た
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
什
訳

『
阿
弥
陀
経
』
に
は
大
乗
の
語
も
な
け
れ
ば
無
生
法
忍
の

語
も
出

て
こ
な
い
。
ま
た
文
殊
師
利
な
ど
も
極
め
て
古
く
現
れ
た
菩
薩

で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
る
と
、

そ
の
成
立
は
古

い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
問
も
起
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
七
本
経
が
作

ら
れ
た
時
代
に
は
既
に
大
乗
仏
教
は
円
熟
期
に
あ

つ
て
、
も
は
や
強
い

て
大
乗

の
語
や
無
生
法
忍
の
語
を
ふ
り
ま
わ
す
必
要
性
は
な
く
な

つ
て

い
た

と

考

え

ら

れ

る
。

と

く

に
本

経

の
よ

う

に
簡

潔

を

む

ね

と

す

る
短

編

の
経

に
お

い

て
は
、

強

い
て
必

要

で
な

い
も

の

は
思

い
き

つ
て
捨

て

ら

れ

た

で
あ

ろ

う
。

し
た

が

つ
て

そ
う

古

い
成

立

で
は

な

い
と

い
う
筆

者

の
結

論

は
変

ら

な

い
の

で
あ

る
。

1

藤
田
宏
達

『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』

四
五
七
-

四
六
三
頁
。

2

静
谷

『
初
期
大
乗
仏
教

の
成

立
過
程
』

三
五
三
頁
。

3

楠
基
道

『
阿
弥
陀
経
成
立
史
論
』

も

『
阿
弥
陀
経
』

の
成
立
を

『
無
量

寿
経
』

よ
り
後

に
置

い
て
い
る
。

し
か
し

一
般
に
は

『
阿
弥
陀
経
』

の
成

立

を
古
く
見
る
よ
う
で
訪
る

(
望
月
博

士
は
前

一
世
紀
頃

の
成
立
、

中
村

博

士
は

『
無
量
寿
経
』

と
共
に
西
紀

一
四
〇
年
あ
る

い
は
少

し
以
前

の
成

立

と
さ
れ
る
)
。
真

野
竜
海

「
小
阿
弥
陀
経

の
成
立
」
(
印
仏
研

一
四
の
二
)

は

『
阿
弥
陀
経
』

に
五
濁

を
述

べ
る
点

に
ふ
れ
て
、
初
期
大
乗
経
典

と
し

て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
す
る
が
、
真
野
論
文

は
原
始
的
小
阿
弥
陀
経

の

成
立
を
考
え
る
の
が
主
で
あ
る
の
で
、
筆
者

の
結

論

と

は

か
み

合

わ

な

い
。

-100-


