
チ
ベ

ッ
ト
に
お
け
る
阿
弥
陀
経
の
受
容

|
|
訳
経
の
視
点
か
ら
|
|

ぷ‘レ:

円E

仁

正

霊頁

チベットにおける阿弥陀経の受容

は
じ
め
に

十
九
世
紀
末
、
漢
訳
文
献
に
も
と
づ
く
日
本
の
伝
統
的
な
仏
教
の
研
究
環
境
の
下
に
、
党
訴
を
柱
と
し
た
イ
ン
ド
学
的
研
究
が
新

た
な
仏
教
の
学
問
形
態
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
当
時
の
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
関
心
、
す
な
わ
ち
峨
訳
仏
典
へ
の
関
心
は
、
そ
の
よ
う
な
近

代
仏
教
学
の
展
開
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
イ
ン
ド
仏
教
の
伝
統
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
チ
ベ
ッ
ト
に
は
、
党
文

原
典
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
た
し
、
そ
の
蔵
訳
は
イ
ン
ド
の
伝
承
の
正
確
な
逐
語
訳
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
の

①
 

で
あ
る
。
そ
の
辺
り
の
事
情
は
河
口
慧
海
や
能
海
寛
の
一
言
動
か
ら
知
ら
れ
る
。
実
際
、
ラ
サ
の
ポ
タ
ラ
常
や
チ
ベ
ッ
ト
の
僧
院
か
ら
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大
量
の
党
文
写
本
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
今
再
ぴ
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
チ
ベ
ッ
ト
で
あ
る
。

@
 

さ
て
浄
土
教
に
か
か
わ
る
イ
ン
ド
学
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
南
条
文
雄
が
先
鞭
を
付
け
、
党
文
原
典
か
ら
の
〈
無
量
寿
一
勧
〉
と

④
 

〈
阿
弥
陀
経
〉
の
翻
訳
研
究
が
行
わ
れ
た
。
彼
に
続
い
て
、
寺
本
腕
雅
、
青
木
文
教
、
河
口
慧
海
等
が
蔵
訳
本
か
ら
次
々
と
翻
訳
研

究
を
行
っ
て
お
り
、
当
時
こ
の
浄
土
教
分
野
の
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
彼
ら
は
、
蔵
訳
本
に
党
文
原
典
と
は

異
な
る
読
み
方
を
す
る
箇
所
が
幾
つ
か
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
思
想
的
特
徴
に
踏
み
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
そ
の
後

も
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
研
究
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
稿
で
は
、
「
響
願
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と



し
て
〈
阿
弥
陀
経
〉
の
党
文
原
典
と
蔵
訳
本
と
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
そ
の
背
景
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
同
時
に
、
イ
ン

ド
仏
教
の
伝
統
を
継
承
す
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
い
て
阿
弥
陀
浄
土
教
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
訳
経

の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

蔵
訳
本
の
特
徴

チベットにおける阿弥陀経の受容

〈
無
世
一
寿
経
〉
お
よ
び
〈
阿
弥
陀
経
〉
の
経
腿
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
で
は
そ
の
両
者
と
も
に
=
∞
岳
g
g仲
間
〈

3
E
=
と
い
う
名

で
伝
本
さ
れ
て
い
た
。
漢
訳
の
伝
承
で
は
、
〈
阿
弥
陀
経
〉
に
鳩
摩
羅
什
訳
『
阿
弥
陀
経
』
と
玄
奨
訳
『
称
讃
浄
土
仏
摂
受
経
』
が

あ
っ
て
名
称
は
一
致
し
な
い
が
、
〈
無
量
寿
経
〉
の
漢
訳
は
『
大
阿
弥
陀
経
』
『
無
量
清
浄
平
等
党
経
』
『
大
乗
・
無
量
寿
荘
厳
経
』
な

ど
、
一
貫
し
て
仏
名
を
表
題
に
掲
げ
て
い
る
。
他
万
チ
ベ
ッ
ト
で
は
、
〈
無
量
寿
経
〉
を
「
聖
な
る
〈
無
量
光
如
来
の
荘
厳
〉
と
呼

ば
れ
る
大
乗
経
典
」
(
司
g
m
m
B
〈
6ι

令
指

B
a
r
-
σ
r
a
E
V
N
F
g
σ
3
g
s
o
m
宮

n
Y
2
3
.
日
ヨ
含
)
、
す
な
わ
ち

ζ

〉

5
1帥
σ
gぐ
可
口

H
g
z
と
い
い
、
ま
た
〈
阿
弥
陀
経
〉
を
「
聖
な
る
〈
極
楽
世
界
の
荘
厳
〉
と
呼
ば
れ
る
大
乗
経
典
」
(
司
冨
習
志

。。

〈
σ
u
o
g
gロ
間
三

σ
r
a
B
V
N
F
g
σ
E
g
p
o
m
E
n
F
2
3
4
5
色
。
)
、
す
な
わ
ち
=
ω
z
w
F雪
印
仲
間
〈
苫

}
g
=
と
い
い
、
そ
れ
ぞ
れ

別
名
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
。

チ
ベ
ッ
ト
で
は
七
世
紀
前
半
に
ゾ
ン
ツ
ェ
ン
・
ガ
ン
ポ
.
土
の
時
代
に
イ
ン
ド
と
中
同
よ
り
仏
教
が
導
入
さ
れ
、

八
世
紀
後
半
サ
ム

イ
ェ
寺
で
の
宗
論
に
お
い
て
勝
利
し
て
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
主
流
と
な
っ
た
の
は
、
シ
ャ

l
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
・
カ
マ
ラ
シ

l
ラ
の
師
弟

に
継
承
さ
れ
た
イ
ン
ド
系
漸
門
派
の
仏
教
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
性
格
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
教
川
の
も
と
、
基
本
的
に
仏
典
の
峨
訳

⑤
 

は
、
九
世
紀
は
じ
め
の
「
決
定
訳
語
」
に
よ
る
改
訂
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
諸
本
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
〈
阿
弥
陀
経
〉
に
は

イ
ン
ド
入
学
僧
ダ
l
ナ
シ

l
ラ
と
チ
ベ
ッ
ト
人
翻
訳
宵
イ
ェ
シ
ェ
デ
の
翻
訳
・
校
訂
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
ま
た
〈
無
量
寿
経
〉



⑥
 

に
は
、
イ
ン
ド
入
学
僧
ジ
ナ
ミ
ト
ラ
、
ダ

l
ナ
シ

l
ラ
、
チ
ベ
ッ
ト
人
翻
訳
宵
イ
ェ
シ
ェ
デ
の
名
が
見
え
る
。
現
存
す
る
蔵
訳
写

本
・
版
本
陶
に
は
訳
語
・
訳
文
の
差
異
は
あ
る
が
、
き
わ
め
て
部
分
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
系
統
の
伝
承
に
お
い
て
転
写
さ
れ
る
問

⑧
 

に
起
こ
っ
た
差
異
の
純
川
内
に
収
ま
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
制
訳
者
の
年
代
か
ら
九
世
紀
前
半
の
翻
訳
と
推
定
さ
れ
る
が
、
な
お
検

討
の
余
地
を
残
す
。

チペ'"トにおける阿弥陀経の受容

党
本
〈
阿
弥
陀
経
〉
と
の
典
同
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
別
椅
の
以
本
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
蔵

訳
と
の
違
い
の
顕
著
な
個
所
が
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
一
致
し
て
い
る
。
先
に
翻
訳
は
必
ず
し
も
逐
語
訳
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と

⑨
 

を
述
べ
た
が
、
〈
阿
弥
陀
経
〉
の
蔵
訳
文
を
党
本
と
比
較
し
た
と
き
、
種
々
の
相
違
点
・
問
題
点
の
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
。
そ

の
翻
訳
態
度
と
し
て
は
、
基
本
的
に
仏
教
を
受
け
入
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
人
自
身
が
読
ん
で
理
解
可
能
な
現
実
的
な
表
現
に
改
め
る
方
向

に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
思
想
的
な
面
で
は
、
イ
ン
ド
人
僧
と
共
同
し
て
翻
訳
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蔵
訳
本
は

イ
ン
ド
人
翻
訳
者
が
所
属
し
た
学
系
の
解
釈
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
旬
。
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阿
弥
陀
経
焚
本
第
十
章
と
蔵
訳
本
と
の
対
応
関
係

〈
阿
弥
陀
経
〉
に
お
い
て
、
党
本
と
蔵
訳
本
の
聞
で
顕
著
な
訳
語
・
訳
文
の
差
異
が
見
ら
れ
る
の
は
、
第
十
章
と
第
十
七
章
で
あ

る

〈
阿
弥
陀
経
〉
の
構
成
は
、
周
知
の
通
り
、
第
十
章
を
境
に
前
半
と
後
半
・
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
前
半
部
は
、
阿
弥
陀
仏
が
ま

し
ま
し
て
種
々
の
功
徳
で
荘
厳
さ
れ
た
極
楽
の
す
ば
ら
し
さ
を
釈
迦
牟
尼
仏
が
讃
嘆
し
、
善
根
を
積
ん
で
そ
の
仏
国
土
に
生
ま
れ
よ

う
と
誓
願
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。
そ
の
ま
と
め
が
第
十
章
で
あ
る
。
そ
し
て
後
半
部
は
、
釈
迦
牟
尼
は
じ
め
一
切
諸
仏
が
阿
弥
陀
仏

と
そ
の
国
土
を
讃
嘆
す
る
法
門
を
信
ず
べ
き
こ
と
を
説
き
、
信
に
も
と
づ
い
て
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
よ
う
と
誓
願
す
べ
き
こ
と
を
説



く
。
や
は
り
そ
の
ま
と
め
が
第
十
七
章
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
〈
阿
弥
陀
経
〉
の
意
趣
に
関
す
る
筆
者
な
り
の
理
解
を
示
し
て
お
く

る
の
で
あ
る
。

が
極
楽
浄
土
の
世
界
に
「
誓
願
」
を
起
こ
す
こ
と
こ
そ
、
〈
阿
弥
陀
経
〉
全
体
を
貫
く
根
本
思
想
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

そ
こ
で
ま
ず
〈
阿
弥
陀
経
〉
が
主
題
と
す
る
「
誓
願
」
(
℃

E
E昏倒
S)
に
つ
い
て
、
第
十
章
の
記
述
か
ら
取
り
あ
げ
よ
う
。
党

本
と
そ
れ
に
対
応
す
る
蔵
訳
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

チペットにおける阿弥陀経の受容

記
述

ω】

さ
ら
に
シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
よ
、
衆
生
は
か
し
こ
の
仏
国
土
に

【
党
本
第
十
章

[
生
ま
れ
る
た
め
に
]
誓
願
(
買

S
S
M
g
m
)
を
起
こ
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
何
故
か
。
シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
よ
、
何
と
な

れ
ば
、

か
し
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
善
人
た
ち
と
相
見
え
る
か
ら

で
あ
る
。
シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
よ
、
衆
生
は
少
し
ば
か
り
の
善
根

に
よ
っ
て
ア
ミ
タ
l
ユ
ス
如
来
の
仏
国
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
は

‘
‘
、
.
n
U

4
h
d
L
 

記
述

ω】

シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
よ
、
そ
れ
故
に
善
男
子
あ
る
い
は
善
女
人

は
、
か
し
こ
の
仏
国
土
に
生
ま
れ
る
た
め
に
、
恭
し
く
諸
善

- 30一

【
蔵
訳
本
同

根
を
廻
向
(
色

mog-円

1
8
g
g
R
g
m
5
3円
三
口
問

ω
ω
c

g色。

g)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
何
故
か
。
実
に

そ
の
よ
う
な
善
人
た
ち
と
相
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ャ

l

リ
プ
ト
ラ
よ
、
少
し
ば
か
り
の
善
根
に
よ
っ
て
世
尊
ア
ミ
タ

ー
ユ
ス
如
来
の
国
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。

党
本
傍
線
部
の
「
衆
生
」

(ω
旦
守
ω)
が
、
蔵
訳
で
は
「
善
男
子
・
善
友
人
」
(
ユ
m
ω
r
-
z
d
ヨュ
m
ω
W
1
Z
B。
)
と
翻
訳
あ
る

い
は
理
解
さ
れ
、
「
誓
願
」
が
「
善
根
の
廻
向
」
と
翻
訳
あ
る
い
は
理
解
さ
れ
た
。
注

H
す
べ
き
は
後
者
で
あ
る
。
蔵
訳
と
の
遠
い

は
後
に
論
じ
る
こ
と
に
し
て
、
今
は
党
本
の
前
後
の
文
脈
を
追
っ
て
い
こ
う
。

な
ぜ
紙
楽
世
界
は
願
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
極
楽
世
界
で
は
「
善
人
」

(
ω
S
g
g
含
ヨ

3
・
8
Gロ
E
窓
)
と
相
見
え
る
こ



と
が
で
き
る
と
い
う
記
述
が
こ
れ
に
続
く
。
「
善
人
」
と
は
こ
こ
で
は
「
菩
薩
」
を
指
し
、
先
に
「
清
浄
」
(
含

m
B
-
m邑色町釦)、

「
不
退
転
」
(
喜
三
吋

E
E
o
m
R
S
E
S
2
2
q
m
)、
「
一
生
補
処
」
(
許
可

m
g
m巳
m
m一
三
ぎ
悶
3
p
o
r丘
町
志
望
主

g
怠
g
)
と
い
う

概
念
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
大
乗
菩
薩
道
を
歩
み
そ
れ
を
械
め
た
聖
者
の
こ
と
を
い
う
。
そ
の
械
楽
世
界
に
生
ま
れ
る
た
め
に
必
要

な
も
の
が
次
に
示
さ
れ
る
「
普
娘
」
で
あ
る
。
「
韮
u
根」

(
E
S
S
ヨロ
E
)
と
は
、
功
徳
を
生
み
出
す
普
業
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
果
報

と
し
て
生
じ
た
功
徳
で
も
あ
る
。
替
願
を
起
こ
し
て
も
、
量
的
に
も
質
的
に
も
少
し
ば
か
り
の
普
根
で
は
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
る
こ

⑬
 

と
「
少
善
根
」
を
誠
め
る
言
葉
に
「
誓
願
」
は
結
び
つ
く
。

と
は
な
い
、

チぺ ''1トにおける阿弥陀経の受容

蔵
訳
本
の
「
諸
普
恨
の
廻
向
」
と
は
、

そ
の
よ
う
に
善
行
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
よ
り
多
く
の
功
徳
を
極
楽
世
界

に
生
ま
れ
る
た
め
に
ふ
り
向
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
誓
願
と
善
棋
と
の
結
び
つ
く
を
明
確
化
し
た
表
現
と
い
え
る
で
あ
ろ

⑬
 

、今，
F
C
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そ
の
善
根
が
具
体
的
に
は
何
を
意
味
し
、
蔵
訳
が
誓
願
を
な
ぜ
「
善
根
の
廻
向
」
と
読
み
換
え
、
ま
た
そ
の
根
拠
が
ど

こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蔵
訳
本
は
以
下
の
よ
う
に
統
く
。
党
本
も
ほ
ぼ
共
通
し
た
内
容
で
あ
る
。

問
題
は
、

記
述
偽
】

{
蔵
訳
本
同

記
述
偽
】

{
党
本
第
十
章

シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
よ
、
誰
で
あ
れ
善
男
子
あ
る
い
は
善
女
人
は

シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
よ
、
誰
で
あ
れ
善
男
子
あ
る
い
は
普

K
人

世
尊
ア
ミ
タ

l
ユ
ス
如
米
の
名
号
を
聞
く
で
あ
ろ
う
し

は
、
世
尊
ア
ミ
タ

l
ユ
ス
如
来
の
名
号
を
聞
く
で
あ
ろ
う

(ロ削ヨ
ω島

MOE召
仰

円

8
3
Z
)、
聴
聞
し
て
思
念
す
る
で
あ
ろ

(ヨ
Z
Eコ
任
。

ω)。
聴
聞
し
て
思
念
し
(
同
町

O
ω
S
ω
}
q
g
m

四
夜
、
五
夜
、
六

う
し

(mg言問

g
B
m
g巴
-sュ匂丘一)、

一
夜
、
二
夜
、
三
夜
、

一
夜
、
二
夜
、
三
夜
、

日、一円四一何回

σ山
、
命
己
)

四
夜
、

五
夜
、
六
夜
、
あ
る
い
は
七
夜
に
至
る
ま
で
、

心
が
散

夜
、
あ
る
い
は
七
夜
に
至
る
ま
で

心
が
散
乱
せ
ず
思
念
す

乱
せ
ず
思
念
す
る
で
あ
ろ
う

2
1
5
e
g丘
芹
。

5
2
2
F
R
S・

る
(
阿
古
コ

m
g
E
a
E
a
一85ω
芝
宮
山
、

E
Z
U克
也
)
な
ら



32)。
そ
の
よ
う
な
善
男
子
あ
る
い
は
善
女
人
は
や
が
て
命

終
え
る
と
き
に
、

ア
ミ
タ

l
ユ
ス

(
〉
自
問

R
q
g
)
如
来
が
声

間
サ
ン
ガ
に
固
ま
れ
菩
薩
集
同
に
恭
敬
さ
れ
て
、

か
の
命
終
え

つ
つ
あ
る
者
の
両
前
に
立
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
心
が
願

倒
す
る
こ
と
な
く

2
1
3
q
g
gの
宮
島
)
命
終
え
る
で
あ
ろ

う
。
か
れ
は
命
終
え
て
、
ま
さ
に
か
の
世
尊
ア
ミ
タ

l
ユ
ス
如

チベ"/トにおける阿弥陀経の受容

来
の
仏
凶
土
で
あ
る
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ば
、
か
の
善
男
子
あ
る
い
は
善
女
人
が
命
終
え
る
と
き

{.、

が
傾
倒
す
る
こ
と
な
く

Q
Z
E
巳

E
m
g
a
E
4
8ヨ
ω)

命
終
え
、
す
で
に
命
終
え
た
と
き
に
は
、

ア
ミ
タ

l
パ

(.0円
二
宮
間
ヨ
包
)
如
来
は
戸
間
サ
ン
ガ
に
川
ま
れ
帯
議
集

同
が
恭
敬
す
る
面
前
に
在
し
、

か
の
世
尊
ア
ミ
タ

l
パ
如
来

の
仏
国
土
で
あ
る
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
聴
聞
し
思
念
す
る
は
た
ら
き

(
g
g
g日
R
2
3
5、
す
な
わ
ち
「
念
仏
」
が
説
か
れ
る
。
聴
聞

し
念
仏
し
、
一
夜
、
二
夜
、
そ
し
て
七
夜
へ
と
継
続
し
て
念
仏
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
は
散
乱
す
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
つ
い
に
臨

終
に
は
仏
が
呪
前
し
て
心
は
傾
倒
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
に
安
定
す
る
。
そ
の
結
果
、
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る

「
岡
山
念
」
と
訳
し
た
原
語

gmgωω
工
宵
と
は
、
「
作
意
」
「
思
惟
」
な
ど
と
も
漢
訳
さ
れ
、
対
象
に
注
意
集
中
し
思
索
す
る
心
の

は
た
ら
き
を
意
味
す
る
。
党
本
に
よ
れ
ば
、
仏
名
の
聴
聞

(mgω
百
円
一
)
に
は
じ
ま
っ
て
、
聞
い
て
仏
を
注
視
し

(mg片
品
・
:

無
散
乱

s
i
r
t
-中
島
Z
)
、
無
願
倒
(
忠
一
宮
司
自

g-n一定凶)

と
い
う
の
で
あ
る
。

5
2
2一r
R
S
E
Z
)
、
繰
り
返
し
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
、

が
向
上
し
て
い
く
過
程
を
示
し
て
い
る
。
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へ
と
心

〈
般
舟
三
昧
経
〉
で
は
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
が
ェ
ー

ι
E
σ
3
q
.
(
.
5
8
8
W削
E
)
の
語
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
〈
阿
弥
陀
経
〉
と
の

影
枠
関
係
が
川
越
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
論
伽
行
派
が

E
5
8
8
w吋
州
凶
コ
を
修
行
道
体
系
に
お
い
て
重
視
す
る
点
に
近
似
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
漁
伽
師
地



論
』
に
お
い
て
、
散
漫
な
心
を
集
中
し
三
味
へ
と
向
上
さ
せ
る
九
段
階
の
心
の
安
定
(
九
種
心
住

の
実
時
間
は
、
六
種
力
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
、
四
種
作
意
と
し
て
は
た
ら
く
こ
と
が
説
か
れ
る
。

ロ凶〈凶}内問吋何回
-n
一立一
ωω
門町一円一)〉
}
1
v

て
示
さ
れ
る
「
止
」

(
B
E
R
E
)

そ
の
六
椅
力
に
は
、
聴
聞
や
思
惟
(
巳
ロ
片
山
)
、
憶
念

(ω
ヨ
ユ
一
)

の
力
が
・
説
か
れ
、

四
種
作
意
の
「
作
意
」
と
は

=
5
8
8
r
ω
5
.. 

に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
の
作
怠
の
力
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
が
「
観
」
(
三
宮

m
E
S
)
で
あ
り
、
そ
れ
が
職
伽
行
派
の
「
止
観
」

の
実
践
体
系
で
あ
っ
た
。

後
に
述
べ
る
よ
う
に
〈
阿
弥
陀
経
〉
の
誓
願
に
よ
る
極
楽
往
生
説
は
、

そ
の
よ
う
な
球
伽
行
派
か
ら
「
別
時
意
趣
」
の
教
説
と
し

チベットにおける阿弥陀経の受容

て
批
判
的
に
受
け
取
ら
れ
た
。
し
か
し
、
仏
の
教
説
は
「
意
図
を
も
っ
て
説
か
れ
た
も
の
」
(
与
E
S
B昏
苦
)
と
龍
樹
に
よ
っ
て

⑬
 

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
別
時
意
趣
説
は
悌
怠
の
人
を
誘
引
す
る
た
め
の
教
説
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
是
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

事
実
は
、
磯
伽
行
派
の
「
止
」
の
実
践
体
系
と
〈
阿
弥
陀
経
〉
の
念
仏
の
実
践
体
系
と
が
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
通
の
性
格

そ
の
点
は
念
仏
の
内
容
に
関
す
る
記
述
か
ら
首
肯
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
念
仏

- 33-

と
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

を
持
般
と
す
る
の
が
〈
阿
弥
陀
経
〉
で
あ
る
。

さ
て
上
記
の
よ
う
な
記
述
①
②
を
ま
と
め
る
言
葉
が
、
以
下
の
よ
う
に
第
十
章
の
末
尾
に
・
説
か
れ
る
。

【
党
本
第
十
章

⑬
 

記
述
③
】

記
述
偽
}

【
蔵
訳
本
同

そ
れ
故
に
シ
ャ

l
リ
プ
卜
ラ
よ
、
こ
の
道
理
を
見
て

〔
私
は
]

そ
れ
故
に
シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
よ
、
こ
の
道
理
を
見
て
、
長
日

以
下
の
よ
う
に
語
る
、
|
「
善
男
子
あ
る
い
は
善
女
人
は
、

男
子
あ
る
い
は
善
女
人
は

か
し
こ
の
仏
国
土
に
[
生
ま
れ

か

ば
な
ら
な
い
」
と
[
私
は
]
語
る
の
で
あ
る
。

た
い
と
]
恭
し
く
誓
願

2
5
3
Eヨ
)
を
起
こ
さ
な
け
れ

(n
一件同省吋

2
5
5
5
)
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
。



こ
れ
は
、
衆
生
が
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
た
め
の
条
件
を
「
誓
願
」
(
胃
州
富
山
岳
宮
山
)
に
集
約
す
る
言
葉
で
あ
る
。
党
本
で
は
記

述
①
に
は
「
誓
願
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
心
に
よ
る
誓
願
」
(
巳
芹
中
旬
S
E舎
営
ω)
と
あ
り
、
微
妙
に
表
現
が
違
っ
て
い
る
。

心
と
は
仰
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
玄
柴
訳
で
は
「
得
問
・
:
伝
受
発
願
、
如
説

で
は
「
心
に
よ
る
誓
願
」
と
い
う
場
合
の
、

修
行
生
彼
国
土
」
(
大
正
巳
ぃ

ω
g巳∞
15)
と
翻
訳
さ
れ
、
塩
田
願
は
信
と
行
の
二
つ
の
側
而
か
ら
従
え
ら
れ
て
い
る
。
記
述
②
に

チベットにおける阿弥陀経の受容

示
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
名
の
聴
聞
や
岡
山
念
と
い
う
、
善
な
る
仏
を
対
象
と
す
る
清
浄
な
心
で
あ
り
、
念
仏
の
実
践
を
通
し
て
も
た
ら

さ
れ
る
無
散
乱
、
無
顛
倒
の
心
で
あ
る
。
念
仏
の
信
的
性
格
面
を
加
味
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
仏
を
信
じ
念
仏
す
る
心
を
も
っ
て
極

楽
世
界
を
願
う
こ
と
が
、
党
本
で
は
「
心
に
よ
る
誓
願
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
文
脈
か
ら
判
断
で
き
る
。
立
て
た
誓
願
に
対
す
る

心
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
蔵
訳
本
は
「
欝
願
」
と
の
み
翻
訳
し
て
い
る
。
先
に
党
本
の
「
誓
願
」
に
対
し
、
蔵
訳
本
で
は
「
諸
説
同
根
の
廻
向
」

(且

mog-目
立

g
g
H・BBω
可

g
m
ω
g
Z仏

o
g
)
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
た
が
、
「
趨
向
」
と
は
、
た
と
え
ば
「
願
以
此
功
徳

平
等
施
一
切
同
発
菩
提
心
往
生
安
楽
園
」
(
善
導
『
観
経
疏
玄
義
分
』
帰
三
宝
偶
)
と
い
、
7
廻
向
文
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
種
の
誓
顕
で
あ
り
、
施
与
さ
れ
る
べ
き
功
徳
の
積
み
上
げ
を
前
提
と
し
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
で
は
こ
の
廻
向
句
に
相
当
す
る
も
の

が
「
誓
願
文
」
で
あ
り
、
極
楽
国
土
に
生
ま
れ
る
た
め
に
誓
願
文
を
読
諦
す
る
こ
と
が
誓
願
を
起
こ
す
こ
と
だ
と
い
う
解
釈
が
な
さ

@
 

れ
る
。
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別
時
意
趣
説
と
の
関
連

先
に
〈
阿
弥
陀
経
〉
と
「
別
時
意
趣
」
と
の
関
係
を
指
摘
し
た
が
、
党
本
の
こ
の

t
n
庄
中
旬
円

S
E
E
S
3
と
い
う
表
現
こ
そ
、

職
伽
行
派
で
問
題
祝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



@
 

『
喰
伽
師
地
論
』
に
「
別
時
怠
趣
」
の
先
駆
的
な
記
述
の
H
ん
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
川
書
で
は
、
往
生
す
る
先
の
世
界

は
「
清
浄
世
界
」
と
い
わ
れ
る
だ
け
で
、
「
極
楽
」
と
い
う
岡
有
名
を
あ
げ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
世
界
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜

生
の
三
悪
道
が
存
在
し
な
い
こ
と
と
、
そ
し
て
特
に
そ
こ
に
生
ま
れ
る
た
め
の
「
意
願
」
(
三
仏

}
q
z
ω
5
8
3
)、
す
な
わ
ち
「
心

チベットにおける阿弥陀経の受容

に
よ
る
誓
願
」
が
〈
阿
弥
陀
経
〉
と
の
接
点
と
な
る
。
主
口
薩
は
意
願
に
よ
っ
て
清
浄
世
界
に
生
ま
れ
る
、
と
説
く
菩
薩
の
諸
教
説
に

対
し
て
、
『
聡
伽
師
地
論
』
は
、
十
地
中
の
第
三
地
に
入
り
願
の
白
在
牲
を
え
た
菩
薩
が
願
い
の
ま
ま
に
受
生
す
る
こ
と
を
説
く
も

の
と
し
た
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
菩
薩
で
あ
れ
ば
誰
し
も
盟
国
願
を
も
っ
中
で
、
入
地
以
前
の
凡
夫
の
菩
薩
が
そ
の
対
象
外

と
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
附
合
え
て
、
陣
怠
の
人
に
は
彼
を
励
ま
し
て
帯
行
に
努
め
さ
せ
る
た
め
に
、

「
密
意
L
P
8
5
宮
)
を
も
っ
て
説
か
れ
た
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
密
意
説
を
承
け
て
、
無
着
と
世
親
の
兄
弟
が
著
述
に
か
か
わ
っ
た
初
期
唯
識
論
書
で
は
、
そ
の
清
浄
世
界
が
「
極
楽
世
界
」

@
 

に
特
定
さ
れ
、
「
別
時
意
趣
」
(
冨
]
E
E品
σ
E胃

am)
の
教
説
と
し
て
〈
阿
弥
陀
経
〉
が
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

@
 

別
時
意
趣
説
に
は
二
種
あ
る
が
、
ま
ず
第
一
説
を
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
か
ら
引
用
し
よ
う
。
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極
楽
世
界
に
[
生
ま
れ
た
い
と
]
誓
願
を
起
こ
す
者
は
か
し
こ
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

誓
願
に
よ
っ
て
必
ず
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
こ
と
を
説
く
。
し
か
し
、
往
生
す
る
時
は
誓
願
を
起
こ
し
た
今
の
即
時
で
は
な
く
、

修
行
を
積
み
重
ね
て
い
っ
た
先
の
別
時
に
実
現
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
説
か
れ
た
。
こ
れ
が
珠
伽
行
派
に
受
容
さ
れ
た
阿
弥
陀
仏
の

極
楽
国
主
で
あ
る
。

『
蔵
訳
小
経
』
は
そ
の
よ
う
な
別
時
意
趣
の
批
判
を
当
然
知
っ
て
い
る
。
玄
笑
訳
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
蔵
訳
本
が
響
願
に

対
し
て
「
諸
善
根
の
廻
向
」
と
い
う
翻
訳
を
与
え
た
の
も
、
善
行
の
実
践
と
結
び
つ
い
た
「
廻
向
」
の
観
念
を
も
っ
て
「
替
願
」
を



読
み
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
誓
願
を
行
の
立
場
で
意
味
づ
け
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

ま
た
極
楽
世
界
を
願
う
こ
と
は
菩
提
を
願
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
が
、
菩
提
を
求
め
る
菩
提
心

(
σ
a
F
?の宮
ω)
に
、
「
誓
願
心
」

(胃

SEE--agw)
と
「
発
趣
心
」
(
匂

g民
E
S・
巳
芹
ω)
の
二
柄
の
別
の
あ
る
こ
と
が
、
シ
ャ

l
ン
テ
イ
デ
ー
ヴ
ァ
の
『
入
技
椛
行

@
 

論
』
に
説
か
れ
る
。
そ
の
差
異
は
、
進
ん
で
行
こ
う
と
願
う
人
と
実
際
に
進
み
出
し
た
人
と
の
違
い
に
相
当
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
二

種
の
菩
提
心
は
、
カ
マ
ラ
シ

l
ラ
の
『
修
宵
次
第
』
に
受
け
継
が
れ
、
行
の
有
無
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
旬
。

イ
ン
ド
に
行
っ
た
玄
突
は
六
三

0
年
代
に
ナ
l
ラ
ン
ダ

l
僧
院
で
シ

i
ラ
パ
ド
ラ
に
師
事
し
学
ん
で
い
る
が
、
八
世
紀
に
は
シ
ャ

チベットにおける阿弥陀経の受符

ー
ン
テ
イ
デ
ー
ヴ
ア
も
ナ

l
ラ
ン
ダ

l
で
学
ん
で
い
た
。
八
附
紀
後
半
に
チ
ベ
ッ
ト
に
渡
っ
た
シ
ャ

l
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
ナ

l
ラ
ン

ダ
ー
の
学
医
で
あ
っ
た
し
、
彼
の
弟
子
が
カ
マ
ラ
シ

l
ラ
で
あ
っ
た
。
喰
伽
行
派
に
端
を
発
し
た
別
時
意
趣
の
附
.
組
は
、
発
強
日
刊
附
心

に
お
け
る
願
と
行
の
問
題
へ
と
発
展
し
、
ナ

l
ラ
ン
ダ

l
の
学
系
で
展
開
し
た
修
道
論
を
通
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
の
浄
土
教
思
想
に
ま
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で
影
響
が
及
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
別
時
意
趣
の
第
二
説
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

@
 

無
垢
月
光
如
来
の
名
を
保
持
す
る
だ
け
で
[
人
は
]
無
上
菩
提
に
決
定
し
た
者
と
な
る
。

こ
れ
は
直
接
阿
弥
陀
仏
に
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
名
の
仏
を
対
象
と
し
て
も
、
仏
名
の
保
持
(
問

g
g
g
)

と
無
上
菩
提
と
の
関
係
は
、
第
十
七
章
の
諸
仏
の
仏
名
憶
持
と
不
退
転
の
記
述
と
関
係
し
て
い
る
。



四

阿
弥
陀
経
焚
本
第
十
七
章
と
蔵
訳
本
と
の
対
応
関
係

い
わ
ゆ
る
〈
六
方
段
v

に
お
い
て
、
諸
功
徳
で
荘
厳
さ
れ
た
極
楽
国
土
を
称
讃
す
る
、
あ
る
い
は
阿
弥
陀
仏
を
称
讃
す
る
釈
迦
牟

厄
・
諸
仏
へ
の
信
、
ま
た
そ
の
言
葉
へ
の
伝
が
説
か
れ
る
。
諸
仏
へ
の
供
養
を
説
い
て
、
特
定
の
一
仏
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
へ
の

@
 

信
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
に
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
信
を

「
心
」
の
内
実
に
し
て
、
極
楽
世
界
を
求
め
る
「
誓
願
」
を
起
こ
す
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
念
仏
の

チベットにおける阿弥陀経の受容

根
拠
で
も
あ
る
。

六
方
段
に
お
い
て
、
釈
迦
牟
尼
は
じ
め
東
西
市
北
上
下
の
方
角
に
ま
し
ま
す
諸
仏
が
〈
不
可
思
議
功
徳
の
称
讃
〉
〈
一
切
諸
仏
に

よ
る
摂
取
〉
と
い
う
法
門
を
伝
ず
べ
き
こ
と
を
説
い
た
あ
と
、
後
者
の
〈
一
切
諸
仏
に
よ
る
摂
取
〉
と
い
う
法
門
名
の
巾
来
を
問
う

形
で
、
次
の
よ
う
に
第
十
七
章
に
続
く
。

【
林
凡
本
第
ト
七
章

記
ゐ
④
】

シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
よ
、
誰
で
あ
れ
善
男
子
あ
る
い
は
普
女
人

は
、
こ
の
法
門
の
名
を
聞
く
で
あ
ろ
う
し
(
ロ
削
ヨ
包

Z
E召

腎

8
3
E一
)
、
諸
仏
世
尊
の
名
を
憶
持
す
る
で
あ
ろ
う

(己

ggvL竜
自
己
)
。
そ
の
よ
う
な
か
れ
ら
は
す
べ
て
、
諸

仏
に
摂
取
さ
れ
た
者

(
E
E
E
B
ュR
Z
S
)
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
無
上
菩
提
に
お
い
て
不
退
転
の
者

2
1
E
g
・

- 37-

@
 

記
述
④
】

シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
よ
、
善
男
子
あ
る
い
は
善
女
人
は
、
こ
の
法

【
蔵
訳
本
同

門
お
よ
ぴ
諸
仏
世
尊
の
名
を
す
で
に
聞
き
(
宮
門

ω
F
2
5
8
宮『

q
R
B
)、
A
1
聞
き
、
あ
る
い
は
や
が
て
聞
く
で
あ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
な
か
れ
ら
は
す
べ
て
、
諸
仏
世
尊
に
よ
っ
て
摂
取
さ
れ

る

(ωgmω
『
問

3
m
u
g
s
-
ι
g
d
g
g
m
B
ω
}内可
2
3コ
mωω
ロ

σNロロ
m
σ
ω
)
で
あ
ろ
う
。



ュg
q削
)
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
シ
ャ

l
リ
プ

ト
ラ
よ
、
汝
ら
は
、
私
(
釈
迦
牟
尼
)
と
諸
仏
世
尊
を
信
じ

な
さ
い
な

S
E包
E
S
S
B
)、
信
受
し
な
さ
い
、
信
頼
し

な
さ
い
。

チベットにおける阿弥陀経の受容

摂
取
の
利
益
を
も
た
ら
す
行
為
に
つ
い
て
、
党
本
で
は
法
門
の
「
聴
聞
」
と
仏
名
の
「
憶
持
」
(
左
官
)
を
あ
げ
る
が
、
成
訳
本

で
は
法
門
と
仏
名
の
「
聴
聞
」
の
み
を
あ
げ
て
傍
線
部
の
「
憶
持
」
を
説
か
な
い
。
ま
た
党
本
は
不
退
転
の
利
雄
を
加
え
る
が
、
蔵

訳
本
で
は
摂
取
の
利
益
の
み
を
あ
げ
て
、
傍
線
部
の
不
退
転
の
利
益
を
説
か
な
い
点
に
注
怠
を
要
す
る
。

「
憶
持
」
(
久
島
吋
)
に
つ
い
て
い
え
ば
、
第
十
章
で
無
量
寿
仏
の
名
号
の
聴
聞
と
思
念

(5mgg
一-t
r円
)
に
よ
っ
て
臨
終
時
に
仏

が
現
前
す
る
と
説
か
れ
た
こ
と
に
対
応
す
る
が
、
文
脈
か
ら
判
断
し
て
仏
名
憶
持
に
よ
る
不
退
転
の
利
益
は
付
加
的
側
面
が
強
い
。

@
 

こ
の
仏
名
憶
持
の
念
仏
は
称
名
念
仏
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
念
仏
は
陀
羅
尼
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
が
古
く
か
ら

@
 

あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
思
想
的
に
も
、
語
源
的
に
も
、
「
思
念
」
と
「
憶
持
」
に
は
違
い
が
あ
り
、
区

qο 

別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

別
時
意
趣
の
第
二
説
中
に
説
か
れ
る
「
保
持
」
(
鳴
各
自
己
の
訟
も
、
憶
持
と
同
様
、
称
名
の
意
味
を
も
っ
と
い
う
点
で
、
〈
阿

弥
陀
経
〉
に
説
か
れ
る
仏
名
憶
持
に
よ
る
不
退
転
は
別
時
意
趣
の
第
二
説
に
通
じ
る
。
向
井
[
一
九
七
七
]
は
、
こ
の
第
十
七
章
こ

そ
喰
伽
行
派
の
別
時
意
趣
説
に
よ
る
批
判
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
小
谷
[
二

O
一
二
]
は
そ
れ
を
承
け
て
、
職
伽
行

の
実
践
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
は
た
す
「
作
音
叫
」

(
B
g
g工
}q)
の
は
た
ら
き
が
こ
の
念
仏
に
は
欠
け
て
い
る
こ
と
に
、
批
判

@
 

の
根
本
理
由
が
あ
る
と
見
る
。

さ
ら
に
第
十
七
章
は
統
く
。



{
林
凡
本
第
十
七
章

記
川
崎
⑤
】

シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
よ
、
誰
で
あ
れ
善
男
子
あ
る
い
は
善
女
人

は
、
か
の
附
尊
ア
ミ
タ

l
ユ
ス

(
〉
日
比
仰
山
、
ロ
ω)

如
来
の
仏

国
土
[
に
生
ま
れ
る
た
め
]
に
心
に
よ
る
誓
願

(nxg胃
2
・

丘
町
営
ω)
を
起
こ
す
で
あ
ろ
う
し
、
す
で
に
起
こ
し
て
い
る

チペ.~卜における阿弥陀経の受容

か
れ
ら
は
す
べ
て
、
無

上
菩
提
に
お
い
て
不
退
転
の
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た

し
、
あ
る
い
は
今
起
こ
し
て
い
る
。

[
か
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
]

か
し
こ
の
仏
国
土
に
生
ま
れ
る
で

あ
ろ
う
し
、
す
で
に
生
ま
れ
て
い
る
し
、
あ
る
い
は
今
生
ま

れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
よ
、
信

あ
る
(
腎
包
缶
百
三
善
男
子
お
よ
川
町
善
女
人
は
か
し
こ
の

仏
国
土
に
心
に
よ
る
誓
願
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

【
蔵
訳
本
同

⑧
 

記
述
⑤
}

シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
よ
、
善
男
子
あ
る
い
は
善
女
人
は

か
の
世

尊
ア
ミ
タ

l
パ

(.0己
令
指
白
色
)
如
来
の
仏
国
土
で
あ
る
極

楽
世
界
に
心
に
よ
る
誓
願

(85ω

芝
町
ωヨ
g
B
)
を
A
1
起
こ

し
て
い
る
。

か
れ
ら
は
す
べ
て
、
無
上
菩
提
か
ら
今
退
転
し
な

い
し
、
す
で
に
起
こ
し
た
者
も
退
転
し
な
か
っ
た
し
、
あ
る
い

は
起
こ
す
で
あ
ろ
う
者
も
退
転
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

n
y
 

qδ 

こ
こ
で
再
ぴ
阿
弥
陀
仏
、
す
な
わ
ち
無
量
寿
仏
・
無
量
光
仏
が
鷲
場
し
、
党
・
蔵
と
も
に
「
心
に
よ
る
誓
願
」
が
説
か
れ
る
。
こ

の
文
脈
の
主
題
は
信
で
あ
る
か
ら
、
「
心
に
よ
る
誓
願
」
と
は
信
に
も
と
づ
く
誓
願
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
党
本
で
は
、

そ
の
得
益
に
「
無
上
菩
提
に
お
け
る
不
退
転
L

と
「
極
楽
世
界
へ
の
往
生
」

の
二
つ
を
あ
げ
る
。

一
方
、
成
訳
本
で
は
そ
の
得
益
は

不
退
転
に
限
定
さ
れ
、
党
本
の
傍
線
部
の
往
生
に
つ
い
て
は
説
か
れ
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
第
十
章
で
極
楽
世
界
へ

の
往
生
は
死
後
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
た
点
は
、
こ
の
場
合
の
往
生
の
時
節
に
か
か
わ
っ
て
重
要
で
あ
る
。

こ
の
蔵
訳
の
相
違
は
、
原
本
の
相
違
に
起
因
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
意
図
的
な
改
訳
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



党
本
が
誓
願
を
信
の
観
点
か
ら
説
い
た
こ
と
で
、
止
観
行
を
旨
と
す
る
瑞
伽
行
派
か
ら
、
極
楽
世
界
へ
の
往
生
説
は
慨
怠
の
者
を

励
ま
す
た
め
に
、
言
葉
通
り
で
は
な
い
意
味
を
説
く
別
時
意
趣
の
教
え
と
し
て
批
判
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
蔵
訳
は
、

往
生
の
基
本
構
造
と
し
て
「
信
」
と
「
誓
願
」
と
の
関
係
を
堅
持
し
つ
つ
、
「
思
念
」
「
作
意
」

(
E
S
a
g
g
)
を
強
調
し
て
念
仏

の
行
に
よ
り
極
楽
世
界
へ
の
往
生
が
死
後
に
実
現
し
う
る
こ
と
を
-
説
い
た
。
減
訳
は
、
党
本
の
記
述
④
⑤
の
傍
線
部
に
対
す
る
別
時

怠
趣
の
批
判
を
阿
避
す
べ
く
、
言
葉
通
り
の
怠
昧
を
表
現
し
た
翻
訳
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

チベットにおける削除陀紙の受容

五

蔵
訳
本
阿
弥
陀
経
と
無
量
寿
経
と
の
関
係

で
は
『
蔵
訳
小
経
』
第
十
章
と
第
卜
七
章
の
忠
必
的
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
〈
無
批
寿
経
〉
と
ど
の
よ
う

に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

- 40一

ま
ず
第
十
七
章
に
つ
い
て
、
往
生
の
衆
生
を
三
種
類
に
分
け
る
〈
無
量
寿
経
〉
の
三
輩
段
に
先
立
つ
第
二
十
六
章
で
は
、
阿
弥
陀

仏
の
仏
名
が
十
方
の
諸
仏
に
よ
っ
て
誉
め
称
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
を
問
う
形
で
〈
無
量
寿
経
〉
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

誰
で
あ
れ
衆
生
が
か
の
附
尊
ア
ミ
タ

l
パ
の
名
を
聞
き

(
B
Z
y
s
p
a
-
B
B
ω
S
0
3
5
m
g
gロ
昨
日
)
、
聞
き
終
わ
っ
て
た
と
え

心
房
二
度
起
こ
す
(
目
白

ω
g
r克
己
富
岡
a
m
a
o
r
R
E
o
G削
倉
吉
)
だ
け
で
も
、
位
向
き
な
思
い
で

S
8
5
3
P
ω
m
宮
口
gw

包
芝
山
E
3
5
)
浄
一
信
(
品
目
m
g
-
望
ωω
包
ω)
を
と
も
な
っ
た
[
心
]
を
起
こ
す
な
ら
ば
、
彼
ら
は
す
べ
て
無
上
菩
提
か
ら
退

@
 

転
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

阿
弥
陀
仏
の
仏
名
に
は
功
徳
が
あ
り
、
そ
の
聴
聞
に
は
じ
ま
り
、
聴
聞
に
依
拠
し
て
菩
提
を
求
め
よ
う
と
い
う
直
向
き
な
怠
欲
が



あ
っ
て
、
信
を
と
も
な
っ
た
発
心
が
不
退
転
を
も
た
ら
す
と
い
う
。
こ
れ
は
『
蔵
訳
小
経
』
第
十
七
章
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
内
容
で
あ

こ
の
浄
信
を
と
も
な
っ
た
発
心
こ
そ

t
巳
=
中
古
『

2
5
5
5
4
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
不
退
転
と
関
係

づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
内
存
の
，
d
p
g・℃
S
D一岳山口
ω=
が
、
〈
無
量
寿
経
〉
に
お
け
る
第
三
の
衆
生
、
す
な
わ
ち
下
輩
の

た
だ
願
う
の
み
で
念
仏
の
実
践
も
と
も
な
わ
な
い
者
が
往
生
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
き
、
『
党
本
小
経
』
第
十
七

場
合
の
よ
う
に
、

卒
、
記
述
⑤
の
往
生
説
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
蔵
訳
小
経
』
は
そ
の
よ
う
な
善
根
を
柿
ま
な
い
衆
生
を
切
り
捨
て
る
形

@
 

に
な
っ
て
い
る
。

チベットにおける阿弥陀経の受容

で
は
上
積
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
党
・
蔵
と
も
に
上
輩
の
往
生
条
件
を
整
理
す
る
と
以
下
の
四
項
け
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

川
か
の
如
来
を
姿
形
の
点
か
ら
繰
り
返
し
思
念
す
る
こ
と

(母

σNFE
問
ωZmω
宮
内
凶

O
E
m
s
-
U
2
3口
問
円
宮
口
間
三
コ
問
主
主

ωσ
句。仏
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円】

p
g回世

E
5凶
mmwg召
℃

cg-M
匂
ロ
ロ

ω円
削
}
内
山

Z
Z
ヨ
即
日
記

ωロ
S
ュ
笥
ω三
一
)

ω
多
数
・
無
量
の
善
根
を
生
じ
る
こ
と

(島問。

g
.一
ユ

gσω
宮
山
口
問
℃
。
門
戸
℃

ω
m
g
g
a
司

ω
ω
}
q
a
E
-
σ
ω
『〈

mw℃
何
回
ユ
ヨ
一
宮
召

g

-
g
E
E
ヨロ
E
ヨ
ω
S
S
E
-叩
司
自
己
)

ω
設
け
提
に
心
を
廻
向
す
る
こ
と

(σ
ヨ
ロ

m
n
z
z
u
Z
ω
O
B
ω
可

g
m
ω
g
g口
問
。

2
0・
Z
昏
凶

E
n
x
g召
宮
ユ
信
仰
ヨ
ヨ
)

ω
か
の
世
界
に
生
ま
れ
よ
う
と
誓
願
す
る
こ
と
三
百

2
2
m
1
5
ω
ヨ

ω号『
ω
S
o
g「
ω
E
S
E
S
吾川
Z
B
-
Z可
三
。
玄
色
町
削
片
山
〈

ロ℃何回目】

ω芹
何
回
一
可
。
甘
口
凶
信
一
色
『
凶

mw可凶口一一一)

上
輩
で
は
こ
れ
ら
の
項
目
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
臨
終
時
に
兄
仏
し
、

心
の
澄
浄
を
得
て
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
臨
終
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
兄
仏
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。



ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
善
男
子
あ
る
い
は
帯

K
人
は
誰
で
も
、

A
I
こ
の
時
に
ア
ミ
タ

l
パ
如
米
に
見
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か

と
思
う
も
の
は
、
無
上
菩
提
に
心
を
起
こ
し
(
苫
ロ
悶

E
m
旬
向
丘
N。
寝
苦

4.σ
ヨ
ロ
m
与
吾
宮

ω
O
B
ω
σ
ω
S
o
p
自
己
冨
品
ユ
召

g
B
E
r
g召
σ
o
s
g
n芦
E
B
C
G削
弘
吉
)
、
す
ぐ
れ
た
意
欲

(
F
a
Eご
U
S
E
-出・
ω島
弓
削
mmqm)
を
相
続
し
て
か
し
こ
の
仏
国

土
に
生
ま
れ
る
た
め
に
心
を
正
し
く
懸
け

(ωgmω
認
可
g
r
1
N
E
E悶
含
『

ω
S
o
g吋
σ
E
E岨ご)町三円

85ω
宮
口
問
仏
m
w
m
E円

σ
gロ
m
g
ω
g
E
σ
昆
島
M
m
Z
2
5
巳件同州
5
8
5匂
円
。
唱
。
宮
古
巳
丹
Mqo)
、
諸
善
根
を
生
じ
て
廻
向
す
べ
き
で
あ
る
(
仏
海

σ巴
ユ
g

@
 

g
g
r可
注
目
出
円

σ
3
N
E口
問
可
。
口
問
ω
g
g口問。
σ
R
V
3・
r
z
E
E
B包削口一

g
宮
ユ
但
削
同
ロ
ミ
昨
mw〈可削口一)。

チベットにおける阿弥陀経の受容

こ
こ
に
は
念
仏
、
善
根
、
姻
向
、
発
菩
提
心
、
誓
願
の
.
項
日
が
挙
げ
ら
れ
、
『
党
本
小
経
』
に
説
か
れ
な
か
っ
た
「
組
向
」
も
説

か
れ
る
。
『
蔵
訳
小
経
』
第
十
章
に
「
諸
善
根
の
廻
向
」
と
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
無
量
寿
経
〉
上
輩
の
文
に
経
典
、
の
根
拠
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を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

結

論

仏
教
の
歴
史
に
お
い
て
、
特
に
大
乗
仏
教
に
な
る
と
誓
願
や
念
仏
が
重
要
な
位
置
を
山
め
て
発
展
し
て
き
た
。
四
、
五
靴
紀
の
イ

ン
ド
で
は
、
た
だ
願
う
だ
け
で
善
行
を
と
も
な
わ
な
い
誓
願
や
、
忠
念
を
と
も
な
わ
な
い
称
名
の
み
の
念
仏
に
よ
っ
て
、
輪
廻
世
界

を
逃
れ
あ
る
い
は
菩
薩
道
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
浄
土
信
仰
の
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
別
時
意

趣
の
教
説
と
し
て
世
親
を
は
じ
め
織
伽
行
派
に
よ
る
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
〈
阿
弥
陀
経
〉
で
あ
っ
た
。

チ
ベ
ッ
ト
に
翻
訳
さ
れ
た
〈
阿
弥
陀
経
〉
の
第
十
七
章
で
は
、
別
時
意
趣
説
と
し
て
批
判
対
象
と
な
っ
た
部
分
は
全
く
訳
出
さ
れ

な
か
っ
た
。
第
卜
章
で
は
、
党
本
で
「
智
願
」
の
語
で
表
現
さ
れ
て
い
た
も
の
が
「
善
根
の
組
向
」
に
読
み
換
え
ら
れ
て
い
る
。
そ



の
姐
'
川
と
は
、
普
般
を
前
提
と
す
る
許
願
で
あ
り
、
念
仏
の
行
を
と
も
な
っ
て
誓
願
が
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
怠
閃
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
蔵
訳
小
経
』
に
お
い
て
、
世
親
を
は
じ
め
球
伽
行
派
の
別
時
意
趣
説
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
発
菩
提
心

に
と
も
な
う
誓
願
に
行
の
有
無
を
論
じ
て
修
行
道
を
体
系
化
し
た
、

カ
マ
ラ
シ

i
ラ
を
は
じ
め
ナ

l
ラ
ン
ダ

l
の
学
系
に
属
す
る
イ

ン
ド
漸
門
派
の
仏
教
を
チ
ベ
ッ
ト
が
継
承
す
る
こ
と
に
起
凶
す
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
経
典
が
説
く
意
味
を
言
葉
通
り
に

明
解
し
、

そ
の
意
味
を
現
実
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
チ
ベ
ッ
ト
人
の
姿
勢
を
窺
、
フ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

チベットにおける阿弥陀経の受脊

こ
の
よ
う
な
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
方
向
性
が
、
観
恕
行
を
市
視
す
る
ツ
オ
ン
カ
パ
の
浄
上
教
思
想
へ
と
連
な
る
が
、
そ
う
し
た
点
は

今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

本
稿
は
、
二

O
一
二
年
八
月
に
中
国
蔵
学
研
究
中
心
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
北
京
国
際
チ
ベ
ッ
ト
学
セ
ミ
ナ
ー
に
於
け
る

発
表
原
稿
t
Oロ
吾
o
m，
g
g
B
ω
え
〉
55ω
〆

P
H
E
F自
己
回
豆
島
一
ω吉
宮
、
吋

5
0昨
日
吋
『
ゅ
の
。

E
S己
主
吾
』

ω宮口
2
0
H
V
C
5
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件
円
J
L

P
U
-
-
一」ロ

F
m凶
ロ
仏
国
己
門
庄
一

ω
ヨ
=
を
も
と
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

註①
河
口
慧
海
『
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
記
』
(
講
談
社
学
術
文
庫
加
)
、
二
一
頁
以
下
参
照
。

②
南
条
文
雄
『
支
那
五
訳
対
照
党
文
和
訳
仏
説
無
量
寿
経
・
支
那
二
訳
対
照
党
文
和
訳
仏
説
阿
弥
陀
経
』
(
無
我
山
房
、
一
九

O
八
年
)
。

③
以
下
、
〈
無
量
寿
経
〉
と
い
う
表
記
は
法
蔵
説
話
を
合
む
句
N
h
b
b
h
g
S
Q
N
M
E
の
諸
本
を
総
称
す
る
場
合
に
用
い
、
〈
阿
弥
陀
経
〉
は
法
蔵

説
話
を
含
ま
な
い
担
与
さ
さ
宮
内
志
向
、
ミ
の
諸
本
を
総
称
す
る
。
特
に
党
本
や
蔵
訳
本
を
個
別
に
指
す
場
合
に
は
、
『
党
本
小
経
』
、
『
蔵
訳
小

経
』
な
ど
と
表
記
す
る
。

④

ω寺
本
腕
稚
『
蔵
漢
和
三
体
A
H
壁
仏
説
無
量
寿
経
・
仏
説
阿
弥
陀
経
』
(
丙
午
出
版
社
、

九
一

O
年
よ
り
掲
載
て
ま
た
北
京
版
の
影
印
覆
刻
本
を
収
録
す
る
。

一
九
二
八
年
、
雑
誌
『
無
尽
燈
』
に
は



チペヴトにおける阿弥陀経の受符

ω青
木
文
教
『
阿
峨
阪
本
大
無
武
寿
経
同
訳
』
(
光
好
会
、
一
九
二
八
年
、
雑
誌
『
大
来
』
に
は
一
九
二
三
年
よ
り
掲
峨
)

ω河
口
慧
海
「
雄
和
対
訳
無
ほ
寿
経
阿
弥
陀
経
」
(
荻
似
裳
米
編
『
党
蔵
和
英
A
H
壁
浄
仁
三
部
経
』
一
九
=
二
年
所
収
)
、
〈
阿
弥

陀
経
〉
に
関
し
て
は
、
デ
ル
ゲ
版
・
ナ
ル
タ
ン
版
・
北
京
版
の
三
本
を
校
合
し
た
校
訂
テ
キ
ス
ト
を
収
録
す
る
。
ま
た
〈
無
量
寿
経
〉
に

関
し
て
は
、
ナ
ル
タ
ン
版
・
デ
ル
ゲ
版
・
北
京
版
・
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
写
本
の
三
本
を
校
合
し
た
校
訂
テ
キ
ス
ト
を
収
録
す
る
。

⑤
山
口
瑞
胤
『
チ
ベ
ッ
ト
』
(
下
)
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
)
コ
二

O
頁
、
今
枝
由
郎
「
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
の
編
集
と
開
版
」

(
山
石
波
講
座
・
東
洋
思
想
第
二
巻
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
』
所
収
、
岩
波
書
庖
、
一
九
八
九
年
)
三
二
七
頁
以
下
参
照
。

⑥
〈
阿
弥
陀
経
〉
に
関
し
て
は
、
北
京
版
・
ナ
ル
タ
ン
版
・
チ
ョ
ネ
版
に
は
そ
の
記
述
が
な
く
、
ト
ク
パ
レ
ス
写
本
・
デ
ル
ゲ
版
・
ラ
サ

版
に
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
〈
無
抵
寿
経
〉
に
関
し
て
は
、
ト
ク
パ
レ
ス
写
本
・
ナ
ル
タ
ン
版
・
デ
ル
ゲ
版
・
チ
ョ
ネ
版
・
ウ
ル
ガ

版
・
ラ
サ
版
に
あ
る
が
、
た
だ
北
京
版
の
み
「
ル
イ
ゲ
ン
ツ
ェ
ン
」
と
な
っ
て
い
る
。
雌
川
『
浄
土
三
部
経
の
研
究
』
(
れ
波
内
山
、
二

O
O
七
年
)
五
七
頁
お
よ
び
一
二
六
頁
参
照
。

⑦
小
野
田
俊
蔵
「
蔵
訳
阿
弥
陀
経
校
A
n
表
」
(
香
川
孝
雄
博
士
古
希
記
念
論
集
『
悌
教
学
浄
土
学
研
究
』
所
収
、
永
田
文
口
日
堂
、
二

0
0

一
年
)
で
は
、
北
京
版
、
デ
ル
ゲ
版
、
ナ
ル
タ
ン
版
、
ラ
サ
版
、
ウ
ル
ガ
版
、
ト
ク
パ
レ
ス
写
本
、
シ
ェ
カ
ル
写
本
、
プ
ダ
ク
写
本
、
ギ

ャ
ン
ツ
ェ
写
本
の
九
種
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
校
合
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
〈
無
量
寿
経
〉
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
に
は
「
浄
土
教
の
総
合

的
研
究
」
研
究
班
編
『
蔵
訳
無
量
寿
経
罪
、
本
校
舎
表
(
稿
本
)
』
(
仰
教
大
学
総
合
研
究
所
、
一
九
九
九
年
)
が
あ
る
。
本
稿
で
の
引
用
は
、

両
紙
と
も
底
本
に
北
京
版

(
F
W
)

を
川
い
、
上
記
二
積
の
校
訂
本
を
参
照
し
随
時
相
応
し
い
読
み
を
採
用
し
た
。

⑧
テ
ィ
ソ
ン
・
デ
ツ
ェ
ン
一
七
(
七
阿
二

l
七
九
七
年
)
の
時
代
に
、
ジ
ナ
ミ
ト
ラ
、
ダ
l
ナ
シ

l
ラ
な
ど
が
翻
訳
に
か
か
わ
り
、
テ
ィ

デ
・
ソ
ン
ツ
ェ
ン
王
の
時
代
に
決
定
釈
語
に
も
と
づ
い
て
一
円
…
制
さ
れ
た
。
プ
ト
ン
『
仏
教
山
と
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
長
『
古

代
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
』
下
巻
(
一
九
五
九
年
)
所
収
を
参
照
し
た
。
ま
た
イ
ェ
シ
ェ
デ
は
、
党
掛
か
ら
の
訳
語
を
統
一
す
る
た
め
に
編
集

さ
れ
た
語
葉
集
、
『
翻
訳
名
義
集
』
(
ミ
お
宮
ミ
H
h
e
h
N
H
H

む
の
編
者
の
一
人
で
あ
る
。

⑨
中
村
元
「
阿
弥
陀
経
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
つ
い
て
」
(
『
岩
井
博
上
古
稀
記
念
論
文
集
・
典
籍
研
究
』
所
収
、
一
九
六
三
年
)
に
は
、
個
々
の

事
例
を
提
示
し
て
、
蔵
訳
本
が
批
判
的
な
検
討
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
同
「
〔
付
篇
乙
浄
土
経
典
の
翻
訳
に
見
ら
れ
る
チ

ベ
ッ
ト
人
の
思
惟
方
法
」
(
中
村
元
選
集
[
決
定
版
]
第
四
巻
『
チ
ベ
ッ
ト
人
・
韓
同
人
の
思
惟
方
法
』
所
収
、
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
)

参
照
。
香
川
孝
雄
『
浄
土
教
の
成
立
史
的
研
究
』
(
山
喜
一
防
仏
書
林
、
一
九
九
三
年
)
、
三
三
七
頁
以
下
参
照
。
ま
た
藤
田
[
二

O
O
七]、

五
二
問
頁
以
下
参
照
。

- 44一



体制・円、説記長-aA
叩ど柄拘川1

エ

③
 
ト
ム
入

r
~
訴
さ
iJ
立
吋
￡
当
，

Iト
ヤ

1ト
・
>
-
入
ト
吋
入
山
S
堂
ど

!
l
~
'
迫
骨
湾

1
:
き
よ
こ
話
=
ご
ま
~
"
"
'
E
;
;
~
謹
話
J
い
さ
主
砲
♂
布
二
'

ム
J
ニ
小
ト
-
H
4
i
~

\L..約ヰヰ.;..!..lJ二小O
~
寝
起
~
~
~
~
誌
や
~
吋
小
~
~
宅
時
~
'

時
Jミ己午J

士
4早
着
È
E;;絵筆事ヰミ

Zh→
〈
刷
会
í
'
~
'
J
-
入H

年J~軍
兵
キ

j時
。

必
<
~
r
.
当
~
r"
ト
Y

ト
ム
ミ
玉
訴
封
書
当

J
(
-
K
側
主
題
ギ
，

1
 ~<
g
r
叶
)
'
亘
叫
~
.
j
酌
~
~
。

③
Fujita 

ed. 
(Larger 

a
n
d
 
Smaller 

S
u
k
h
r1vativyuha 

S
u
t
m
s
，

 Kyoto: 
H
o
z
o
k
a
n
，
 2011)

，
 88
.1
7-89

.4: 
tatra 

khalu 
p
u
n
a
)J 

sariputra 
b
u
d
d
h
a
l
q，etre 

sattvai
l) 
prat)idhanarp 

kartavyar
l1 
I

 tat 
k
a
s
m
a
d
 dheto

l) 
I

 yatra 
hi 

n
a
m
a
 tatharupail) 

satpuru~ail) saha s
a
m
a
v
a
d
h
a
n
a
r
p
 bhavati I

 navaramatrakel)a sariputra 
kusalamülenãmitãyu~as tathagatasya 

buddhaksetre sattva u
p
a
p
a
d
y
a
l)te 

/
 

②
P
e
k
 V

o
1.
30. 

No.783
，

 C
h
u
 222a2-4: sha ri'i 

b
u
 de lta 

bas n
a
 rigs kyi b

u
 '
a
m
 /

 rigs kyi b
u
 m
o
s
 sangs rgyas kyi 

zhing der s
k
y
e
 b
a
r
 b
y
a
 b
a
 i
 phyir d

g
e
 b
a
 'i 
rtsa b

a
 r
n
a
m
s

思
lS
par y

o
n
g
s
 su b

s
d
o
 b
a
r
 bya'o 1/ 

de ci
'i 
phyir zhe n

a
 I

 
'di 

ltar skyes b
u
 d
a
m
 p
a
 d
e
 lta b

u
 d
a
g
 d
a
n
g
 p
h
r
a
d
 par

・g
y
u
r
b
a
'i 
phyir ro /

 
/

 sha ri
'i 
b
u
 d
g
e
 ba'i rtsa b

a
 n
g
a
n
 n
g
o
n
 

t
s
a
m
 gyis ni 

b
c
o
m
 ldan 'das d

e
 bzhin gshegs p

a
 tshe d

p
a
g
 m
e
d
 de'i 

zhing d
u
 s
k
y
e
 bar m

i
 'gyur ro 1/ 

②
 

'J E;;-P<醤
!.1~

i
制
令
嶋
巨
語
ミ
王
将
誌
記
鉱
工
l'

f
l'(ト令、・

H
て
一
気
』
織

11
掛
「
判
[
i
~
J
法

1
H
~
O

t!!聖母...
rて

-
=
-
1
l
l
再
結
』
憾

!Ilg
混

『
十
斗
組

JI
(Dasuttara-suttanta)

為
崎
喝
。

1権
主
特
製

r
*
盛時阜~E;;挺7t's

J
(
1
1
"
巴
*
~
吉
正
併
引
叶
騨
-
~
訴
斗
~
士
ゅ
申

!llIfi盛
一
』

代
十
宣
誓
，

1
~
~
同
社
)
体
竪

o
ll""':_..L)曜』斗吋￡

.2'
民都E;;.;..!玉;li

曜
会
見
!
_
)
~
~
鑑
J
さ
を
罫
杓

4二
時
Y
・
的
迫
田
山
，

2
~
1
主
J

ばコ噌

;
 

ニ
~
~
主
己
記
炉
や
や

j
刈

(patiriipa-desa吋
so)'

g
地
〈
以
君
事
国
+
か

J
..lJ

(sappurisii
阿

部
ayo)'

e
-w:....i'・i-!::l...)ニ蜘醤

ω
:;W'

J
和

十
，

 
J..lJ 

(atta-sammapaQidh
i)' 

~
~
~
車
1~1思

料
~
:
!
!
!
t
杓
，
;
;
~
，
J
.lJ 

(pubbe kata-punnata)' 
E;; 
g
]
l
!
f
!
!
.
1
哨
.
.
l
J
古
い
ニ
時
。
密
主
~
~
訴

誕
吾
~
!
1
~
三
七
4二
時
，

J.記
.
.
.
.
i
'
E
;
g
:
:
~
E
;
;
君
主
二
ミ
ミ
〈
室
長
裂
選
>
E
;
~
足
ふ
〈
醤
e
護
者
.
寄
託
特
.
l
J
ヤ
F
い
二
時

'J
..lJ~'

1;記
J

い~....i'長手.J~♀

ベ
、
小
。
2
:
~
!
f
鞠
醤
ミ
ミ
凶
S
吋
小
!
.
1
~
~
蛍
や
士
.~ζ;

t-QE;~..lJ二小.lC
Ë
~
"
宅
時
。

②
 

'J
E;;.l{[~!.1C"ニい'樹立件当

rÌÈI越
経
E
;
;

1々
ミ
ミ
漕
楼
~
;
Ç
時
吋
小

!.læ~~ミ
ど
時

J
(rミ

ヨ
糧
室
長
望
組
E
;
J
:
5
I
糧
わ
〈
黒
話
~
嬰
令
炉
/

r-K 

併.0
1
 -1 

t
 P主

当
'
亘
〈
ば
，

1
 ~1
1
1
1
叶
)
.
l
J
ニ
ニ
'
壬
主

1同
[

1
 -F!1~11

1
]
当
「
魚
~
"
V
電
車
制
属
千
J
崎
，
=
，
'
ホ
γ
ト
ム
〈
誌
に
建

国
会
)
~
~
斗
側
、
と
心
い
や
吋
い
ニ
-
\
.
.
!

J
 .l，

.
)
繰
標
炉
時
。

⑤
 
F
u吋lji凶t凶a

e吋d.8ω9
.4←
-1ぼ3正:

y問a
l)
kascωcic c

h
aお訂r匂

u叫1此tr悶a
k王u叫d

a叩
p
u叫1比tro

v涌
a
k王u叫lla吋

d
u凶11血hi焔t恒a

v樋
a
t句asya

b凶
h
a昭g

a肝
v
a討
to

'r冶冶'mi
凶n凶1吋it凶a

y
u時1均号卵a部s

t句at出h
a勾g

a剖taお
syar羽a

 

n
a
m
a
d
h
e
y
a
r
p
 srosyati 

srutva 
ca manasikarisyati 

/
 ekaratrarp 

v
a
 dviratrarp 

v
a
 triratrarp 

v
a
 caturatrarp 

v
a
 

pancaratrarp v
a
 sa

<;lratrarp v
a
 saptaratrarp vavik$iptacitto manasikari~yati /

 ya
d
a
 sa kulaputro v

a
 kuladuhita 



協和刷、SJF君主三主時-C柄拘斗4h-YJ干

v
a
 kalarp 

k
a
r
I!;;yati 

tasya 
kalarp kuruvata

l) 
so 

'mitayus 
tathagata

l) 
sravakasarpghapariv

J;to 
bodhisattvaga-

oapurask
J;ta

}J. 
purata

l) 
sthasyati /

 so 'viparyastacitta
l) 
kalarp kari!?yati ca /

 sa kalarp k
J;tv

a
 tasyaivamitayu!?as 

tathagatasya buddhak$etre sukhavatyarp lokadhatav upapatsyate /
 

③
P
e
k
 V
o
L
3
0
，
 No.783. C

h
u
 222a4-7: sha ri'i 

b
u
 rigs kyi b

u
・a

m
rigs kyi b

u
 m

o
 ga

n
g
 gis b

c
o
m
 ldan 'das de bzhin 

gshegs p
a
 tshe d

p
a
g
 m
e
d
 de'i 

m
t
s
h
a
n
 thos la

出
os

nas k
y
a
n
g
 yid la b

y
e
d
 cing n

u
b
 gcig g

a
m
 /

 nu
b
 gnyis s

a
m
 /

 

n
u
b
 g
s
u
m
 m

a
m
 /

 nu
b
 bzhi '

a
m
 /

 nu
b
 lnga '

a
m
 /

 nu
b
 drug g

a
m
 /

 nu
b
 b
d
u
n
 d
u
 g
y
e
n
g
 b
a
 m
e
d
 pa'i 

s
e
m
s
 kyis yid 

la 
b
y
e
d
 n
a
 /

 rigs kyi b
u
'
a
m
 /

 rigs kyi b
u
 m

o
 d
e
 'chi 

ba'i dus kyi tshe phyin ci 
log m

e
d
 pa'i 

s
e
m
s
 kyis 'chi 

ba'i 

dus b
y
a
s
 nas 'chi ba'i dus b

y
a
s
 p
a
 d
e
 d
e
 bzhin gshegs p

a
 'od d

p
a
g
 m
e
d
 n
y
a
n
 thos kyi dge 'dun gyis yongs su bskor 

cing b
y
a
n
g
 c
h
u
b
 s
e
m
s
 dpa'i tshogs kyis m

d
u
n
 gyis bltas p

a
'i 
m
d
u
n
 n
a
 b
z
h
u
g
s
 p
a
 b
c
o
m
 ldan .

 
das d

e
 bzhin gshegs 

p
a
 'od d

p
a
g
 m
e
d
 de'i 

sangs
昭
y
a
s
kyi zhing 'jig 

rten gyi k
h
a
m
s
 b
d
e
 b
a
 c
a
n
 d
u
 skye bar 'gyur ro /

 
/
 

企
6
~
理
主
壊
活
~
:
r
:
言
語
S
同
規
!
.
1
0
ニ
ド
'
運
馬
*
~
t
i
醤

3左
足
:
;
1
~
輔
蛍

liZ濯
~
'
J
~
t
i
差是
J
ニ
。
a
t
I
士
主
這
3主
併
摺
ミ
ミ
布
ニ
リ
~
i
-
.
\
J
型

信
S
容
量
選
手
.
J
~
宅
時
リ
~
-
I
み

1年
翠
_
.
)
'
司
:
æ
*
t
i
g
f
樫
!
.
1
*
，
~
ヤ
〈
縛
会

11揺
さ
ヨ
J
い
ニ
I
'
Q

O
l
-t宍樺33:

ti'
醤
築
様
予
言
e
制
る
ム
-
6
'
V
"
さ
さ
t
{
.
l
J
~
ヤ

ニ
屯

iレ
'
可
ト
Y
ト
ム
揺
!
.
1
塘
重
量
布
二
J

誕:;:::-'~-I宅時.lJ
1酢
時
。
『
伝
わ
〈
黒
属
鹿
綱
取
惑
星
・
亙
主
主
起
訴
起
.
1

(
道
運
諮
，

1
~
-
\
J
同
叶
)
'

11gr 
0
1
眠
S
柑
体
竪
。

②
 

「
祖
霊
安

J
(
~
出
30

:
 45015c

・451b9)O
~
趨
令
記
入

Jti'
事長

l
K
起

・
溶

け
排

記
・

掠
川

併
記

・
按
E

羽
生
己
・
給
凶
悪
E
室
・
接
K

海
患
・
最
長
~
~
芸
道
保
患
・
最
長
〈
昏
士
三

1
!
塑
・
超
長
平
ミ
排
窓
~
持
母
。
-
t
t
(
，
.
;
.
!
i(
詰
軍
兵
~
t
i
'
醤
豆
宍
・

5さ
挙
兵
・
単
科
宍
・
同
長
宍
・

2E
端

午
弐
・
封
書

E
ミ
レ
時
三
，
:
，
'

i
5
1
穏
と
柑
~
t
i
-
t
弐
室
閥
単
と
桶
・

4写
室
主
〈
間

i語
道
士
制
・
議
室
主
〈
問
返
送
と
輔
.

J員~'ß
IE問

返
送
と
純
平
.
J
~
宅
時
。
可
ト
γ
ト

ム
S
ト
会
民
主
三
悟
.HT

醤
斗
士
主
，

'
J
~
~

l!!l0
組
合

J君!科会~_.).{.!
r主
手
掛
~
J

ミ
ミ
制
K
~
毒

~t邑
斗
課
長
￡
い
ニ
時

'
J
~
会

J長
ゃ
い
~
令
_
.
)
.
{
.
!
。

ト
え
れ
足
早
.
J

ti
→=l
S
将
棋
士
~
+
<
~
布
連
{
と

1部iIll~-I屯('
.{.! ，

 
J.
l
J
る
車
-
&
~
二
時
。

r
，
入
争
土
~'HÞ昼

、
ト
て
ト
ム
起
訴
図
!
偉
唱
者
、

J
(
底

~n!
l
!
特
例
理
主
判

剰
盤
同
特
鐸
争
〈
減

f
Î
>
'
入
、

1ト
S
培
~
~
-
þ
<
ピ

ト
一

主
連

酷
な

指
』

活
経

語
，

1
1
0
0
同
叶
)

-1動産。

③
 

r
，
ト
ム
ネ
-
t
-
-
.
ト
士
、
一
.
1

(t対
立
同
当
樗
)
織

E
掛
<
<
喜
重
体
主
。

③
 
Fujita ed. 89.13-15

・・
tasmat

tarhi sar匂
u
t
r
e
d
a
m
arthavasarp s

a
r
p
p
a
s
y
a
m
a
n
a
 evarp v

a
d
a
m
i
 satk

J;tya kulaputre
・

o
a
 v
a
 kuladuhitra v

a
 tatra buddhak$etre cittapra

l)idhanarp k
a
r
t
a
v
y
a
m
 /

 
/
 

⑧
P
e
k
 V
o
L
3
0
，

 No.783. C
h
u
 222a7-8: sha ri'i 

b
u
 de lta b

a
s
 n
a
 d
o
n
 gyi d

b
a
n
g
 d
e
 m
t
h
o
n
g
 nas rigs kyi b

u
・a

m
/
 rigs 

t.O 
申



チベットにおける阿弥陀経の受符

}
内

1σ
ロヨ
cωgDmω
吋
阿
古
ω}笠
谷
一
口
問
己
負
担
出
宮
吋
山
山
田
同
区
回
目
包
与
℃
R
σ
3
5
N
y
g
号
尖
包
豆
包
含
¥
¥

@
〈
無
量
寿
経
v

上
輩
の
、
善
根
を
廻
向
し
て
誓
願
を
起
こ
す
文
に
関
し
て
説
か
れ
る
ゲ
ル
ク
派
の
解
釈
で
あ
る
。
梶
漬
亮
俊
『
チ
ベ
ッ

ト
の
浄
土
思
想
の
研
究
』
(
永
田
文
昌
堂
、
二

O
O三
年
て
三
八
頁
参
照

D

⑫
『
喰
伽
師
地
論
』
巻
七
九
、
摂
決
揮
分
中
菩
雌
地
に
は
、
「
彼
従
有
二
種
。
一
者
清
浄
。
二
者
不
清
浄
。
於
消
浄
世
界
中
。
無
郎
落
迦
傍

生
餓
鬼
可
得
。
亦
無
欲
界
色
無
色
界
。
亦
無
苦
受
可
得
。
純
菩
離
僧
於
中
止
住
。
日
疋
故
説
名
清
浮
世
界
。
巳
入
第
三
地
菩
薩
。
山
願
自
在

力
放
。
於
彼
受
生
。
無
有
異
生
及
非
異
生
聾
聞
燭
覚
。
若
異
生
菩
薩
得
生
於
彼
。
問
若
無
鼻
、
生
菩
薩
。
及
非
異
生
聾
問
燭
質
得
生
彼
者
。

何
因
縁
故
。
菩
薩
教
中
作
如
是
説
。
若
菩
薩
等
意
願
於
彼
。
知
是
一
切
皆
山
富
往
生
。
生
日
潟
化
悔
怠
種
類
未
集
善
根
所
化
衆
生
故
。
密
意
作

如
是
説
。
所
以
者
何
。
彼
由
如
是
蒙
勧
動
時
便
捨
悌
怠
。
於
善
法
中
勤
修
加
行
。
従
此
漸
漸
於
彼
生
。
首
得
法
性
。
聴
知
日
疋
名
此
中
密

・
誌
」
(
大
正

ωC
一amnNωla♂
ご
と
あ
る
。
北
京
版

-
5
2
ω
l
E・
デ
ル
ゲ
版
N
二
百
吋
I
U
∞
ω印・

@
別
時
意
趣
を
説
く
文
献
に
は
、
無
着
と
世
親
の
兄
弟
が
著
し
た
と
さ
れ
る
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
(
碩
・
釈
)
、
『
摂
大
乗
論
』
(
本
・
釈
)
、

お
よ
び
無
着
著
『
阿
毘
達
磨
集
論
』
と
そ
れ
に
対
す
る
安
慧
の
註
釈
書
、
『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
が
あ
る
。
ま
た
別
時
意
趣
に
関
す
る
研

究
に
は
、
向
井
亮
「
世
親
造
『
浄
土
論
』
の
背
景
|
「
別
時
意
」
説
と
の
関
連
か
ら
|
L
(
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
四
二
、
一
九
七
七

年
)
、
藤
田
祥
道
「
別
時
意
説
に
関
す
る
諸
文
献
」
(
浄
土
真
宗
教
学
研
究
所
編
『
平
成

3
年
度
研
究
生
報
告
論
文
』
、
一
九
九
二
年
)
が

あ
る
。
特
に
藤
田
論
文
に
は
党
・
蔵
・
漢
の
文
献
資
料
が
網
羅
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
最
新
の
研
究
と
し
て
、
小
谷
信
千
代
『
世
親
浄

土
論
の
諸
問
題
』
(
二

O
一
二
年
安
居
講
本
、
京
本
願
寺
出
版
部
、
二

O
一
二
年
)
が
あ
り
、
同
書
か
ら
は
大
変
有
益
な
示
唆
を
得
た
。

@
ミ
忌
A
Y円州

S
S，
ぬ
ま
守
苦
言
ミ
・
守
岳
会
、
Q
U
C
Z
己
主
∞
口
可
0
2
5削
〈
旦
芯
召
℃
円

8
5
5
5ヨ
E
「

Z
3
E
z
g
g
u
m
E
Z
Eロ
g
一円一¥

@

シ

ャ

l
ン
テ
イ
デ

l
ヴ
ァ
著
『
入
菩
提
行
論
』
(
出
ミ

ξsqbea宿
三
第
一
章
第

l
五
1

十
七
倍
。
生
井
知
日
紹
「
誓
願
に
つ
い
て
|
菩

提
心
思
想
と
の
関
連
か
ら
|
」
(
『
日
本
仏
教
学
会
年
報

l
仏
教
に
お
け
る
誓
願
|
』
六
十
所
収
、
一
九
九
五
年
)
参
照
。

@
前
者
は
「
行
を
欠
く
も
の
」
(
胃
丘
一
宮

E
・1
E
E
)
に
相
当
し
、
後
者
は
「
行
を
本
質
と
す
る
も
の
」
(
胃

ω
Z
E
E
-品
E
)
に
相
当
す

る
。
切
さ

S
怠
還
さ
と
・

5
N・
Z-
。
・
、
吋
去
の
戸
き
ミ
ミ
匂
ミ
弘
氏
雨
宮

M
3
R
N
号
、
足
立
同
町

3
.
3
H
h
g
s
bぎ
ミ
ミ

p
s
b
g，E
・

旬
S

M
除

3.凡
ヘ
ミ
え
吋
志
内
同
町
S

M

3
員
な
き
た
吾
、
ミ
さ
札
柏
町
ミ
を
ミ
民
主
片
岡
ミ
h
~
p，h
v

匂
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ

e
m
q
z
o
ュo-再
出
}
m
w

河
。
ョ
m
-
M
・M

・月。ヨ何回唱】也印∞・一

郷
正
道
(
研
究
代
表
)
『
瑞
伽
行
中
観
派
の
修
道
論
の
解
明
|
『
修
脅
次
第
』
の
研
究

l
』
(
二

O
O
八
年
度
i
二
O
一
0
年
度
科
学
研
究

費
補
助
金
、
基
盤
研
究

(C)
成
果
報
告
書
、
二

O
一
一
年
三
月
)
註
⑩
参
照
。

@

ミ
h
N
?
q
h吋

ssa誌
を
芯
言
言
・
主
品
向
Y
R
N
v
n
ロ包}内・
H

∞一三吉川田

E
g
E
S匂
『

ω
σ
E
ω
3
3
g同町削問
ω冨
ω可
ω
コ
削
ヨ
包
zov占
m
g
g
o
mヨ
削
可
。
.

- 47-



総ωm円、岩山中邑げ賢明守一一時士認けニトザEJ干

o
a
 niyato b

h
a
v
a
t
y
 anuttarayarp s

a
m
y
a
k
s
a
r
p
b
o
d
h
a
v
 iti 

/
 

⑧
 

~..)J吋当，
t'>'...L..令1ト

一
三
+
:
~
t
ã
:
誌
記
~
4
こさ互主主令<!l~'

I
 ~翌
三
ミ
ヨ
S
悲
繍
~
~
~
江
主
主
主
望
謡
選
考
ミ
蝿
・

2プ拘.:;;~
JJ
..)J:cミ足拘

￡
ν
二
時
。
議
*
M
ü
~

rャ
入
!
t
.
.
.
~
訴
f言
語
S
這
綜

.......J
熟
産
。
-
I
t
{
l
~
く
義
頃
持
者
説
〉
己
主
'
程
~
~
悲
縮
会

Jこ記.!.l
tと
小
リ
.
.
)
J
-
\
い
さ
:
俳

人
J
_
)
~
i
奇
麗
込
書
霊
長
.
:
;
;
'
結
~
.
.
)
J
室
長
記
~
.
.
)
J
~
盟
;
-
-
{
主
~
~
番
必
J
~
r
-
Q
リ
ム
J
~
~
嶋
崎
。

⑧
Fujita 

ed. 
92.20

.，..93.6: 
y
e
 kecic chariputra kulaputra v

a
 kuladuhitaro v

a
s
y
a
 d
h
a
r
m
a
p
a
r
y
a
y
a
s
y
a
 n
a
m
a
d
h
e
y
a
-

rp 
sro

!i;yanti 
te$arpca 

b
u
d
d
h
a
n
a
r
p
 
bhagavatarp 

n
a
m
a
d
h
e
y
a
r
p
 
dharayi$yanti 

sarve 
te 

buddhaparigrhita 
bha-

vi$yanty avinivartaniyas ca bhavi$yanty anuttarayarp s
a
m
y
a
k
s
a
r
p
b
o
d
h
a
u
 /

 tasmat tarhi sariputra sraddadha-

dhvarp patiyathavakalpayatha m
a
m
a
 c
a
 t~ãrp ca b

u
d
d
h
a
n
a
r
p
 bhagavatarp /

 

⑧
P
e
k
 V

o
1.
30

，
 No.783

，
 Ch
u
 223b7-8: sha ri'i 

b
u
 rigs kyi b

u
・a

m
/

 rigs kyi b
u
 m

o
 ga
n
g
 d
a
g
 chos kyi r

n
a
m
 grangs 

'di 
d
a
n
g
 /

 sangs rgyas b
c
o
m
 ldan 'das d

e
 d
a
g
 gi 

m
t
s
h
a
n
 thos par g

y
l1r

 pa
 d
a
n
g
 /

 thos p
a
 d
a
n
g
 /

 thos par 'gY
l1r

 

b
a
 d
e
 d
a
g
 t
h
a
m
s
 c
a
d
 sangs rgyas b

c
o
m
 ldan '

 
d
a
s
 r
n
a
m
s
 kyis y

o
n
g
s
 S

l1 
b
Z
l1n

g
 b
a
r
 'gy

l1r
 ro /

 
/

 

③
 
盤
5
H
~
制
「
俗
語
.
.
)
J
#
叫

j
(f
号
制
紅
併
話
訴
え
や
』
法
EJ

r:¥I"
1

 ~<
ヰ
ミ
叶
)

1
 1
 1
 1ぽ，

r
~
→
~
川
器
製
e
定
号
式
』
互
に
，
(
~
~
体
産
。

⑧
 

民
側
担
室
主
『
主
主
曜
日

Eさ
ま
き
な
き
豆
摂

J
(
採
択
宅
謹
，

1
 ~<
♀
叶
)
'

111
1
¥
副
主
ト
講
和
室
。

⑧
 
毛
ぬ

[
1
1
0
I
 1
 1]' 

i(
g
}
~
ミ
ト
熟
産
。

⑧
Fujita 

ed. 
93.7-93.13: 

y
e
 kecic 

charip
l1tra 

kulap
l1tra 

v
a
 kuladuhitaro v

a
 tasya b

h
a
g
a
v
a
t
o
 'mitayu$as 

tath-

agatasya b
l1ddhak$etre cittapraoidhanarp kari$yanti krtavanto v

a
 kurvanti v

a
 sarve te 

'vinivartaniya bhavi$-

yanty a
n
l1ttarayarp s

a
m
y
a
k
s
a
r
p
b
o
d
h
a
u
 tatra c

a
 b
u
d
d
h
a
k
~
t
r
a
 l1papatsyanty u

p
a
p
a
n
n
a
 vopapadyanti v

a
 /

 tasmat 

tarhi sarip
l1tra sraddhai

1) 
kulaputrai

1) 
kuladuhitrbhis ca tatra buddhak$etre cittapraoidhir utpadayitavya

1) 
/
 /
 

⑧
P
e
k
 V
o
1.
30

‘No.783
，

 Ch
l1 223b8-224a1: sha r

i'i
 bu
 s
e
m
s
 c
a
n
 g
a
n
g
 d
a
g
 b
c
o
m
 ldan 'das de bzhin gshegs p

a
 'od d

p
a
g
 

m
e
d
 de'i sangs rgyas kyi zhing 'jig rten gyi k

h
a
m
s
 b
d
e
 b
a
 c
a
n
 d
u
 s
e
m
s
 kyis s

m
o
n
 par b

y
e
d
 p
a
 '
a
m
 /

 by
a
 b
a
 '
a
m
 /

 

b
y
e
d
 p
a
r
 'gyur b

a
 d
e
 d
a
g
 t
h
a
m
s
 c
a
d
 bla n

a
 m
e
d
 p
a
 y
a
n
g
 d
a
g
 par rdzogs pa'i b

y
a
n
g
 ch

l1b
 las phyir m

i
 ldog g

o
 /

 

phyir m
a
 log g

o
 /

 phyir m
i
 ldog par 'gyur ro /

 
/

 

⑧
P
e
k
 V

o
1.22

，
 No.760(5) ，

 Tshi 294a5-7. 

⑧
 

Tト
Y
ト
，
ι
ミ
三
訴
~
-
K

4ぎ
栴
'
ト
え
そ
，
~
長

(dGe
lugs pa) 

~
 ~
五
~
~
持
母
ト
恥
入
食
て

(Tsong kha pa 
I
 111，
ど
平
一
I
E
J
I
~
社
)

。。『
ポ



の
浄
土
教
理
解
は
、
『
日
以
上
国
の
開
門
と
い
う
極
楽
国
土
に
生
ま
れ
る
た
め
の
誓
願
文
』

(RV同
E
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史
認
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S
E
M
M
N
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与
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品
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ぜ
ミ

R
ぜ
・
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ぬ
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)
に
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刻
さ
れ
て
い
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。
問
者
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
上
申
の
立
場
か
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極
楽
国
土
と
阿
弥

陀
仏
の
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訟
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説
い
て
、
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概
念
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れ
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行
と
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訂
版
を
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る
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場
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れ
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。
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ム
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ン
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仏
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ト
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浄
土
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講
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、
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九
九
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)
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に
一
二
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以
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照
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た
梶
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]
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は
、
『
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上
国
の
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門
と
い
う
極
楽
国
土
に
生
ま
れ
る
た
め
の
誓
願
文
』
の
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代
語
訳
が
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れ
て
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る
。
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般
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