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写
本
一
切
経
と
刊
本
大
蔵
経 

落
合
　
俊
典

　

最
近
の
仏
教
研
究
の
中
で
、
特
に
漢
訳
経
典
の
テ
キ
ス
ト
研
究

は
新
時
代
を
迎
え
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

活
字
本
し
か
無
か
っ
た
時
代
か
ら
比
べ
れ
ば
、
写
本
一
切
経
や

刊
本
大
蔵
経
な
ど
が
、
揃
い
も
揃
っ
て
並
び
置
か
れ
た
様
子
を
想

像
す
る
と
圧
倒
さ
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

写
本
一
切
経
を
見
て
み
ま
す
と
正
倉
院
聖
語
蔵
の
隋
唐
写
経

二
四
三
巻
、
同
天
平
十
二
年
御
願
経
七
五
〇
巻
、
同
神
護
景
雲

二
年
御
願
経
七
四
二
巻
が
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
に
美
し
い
姿
を
見

せ
始
め
ま
し
た
（
丸
善
。
二
〇
〇
〇
年
～
）
。
そ
れ
に
加
え
て
金
剛
寺

一
切
経
（
四
五
〇
〇
巻
）
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
本
学
。
二
〇
一
〇
年
～
）

が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
だ
画
面
に
出
て
き
て
い
ま
せ
ん
が
、

恐
ら
く
近
い
将
来
に
全
容
を
表
わ
す
は
ず
の
七
寺
一
切
経
（
四
九

五
四
巻
）
、
興
聖
寺
一
切
経
（
五
二
九
四
巻
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
完
成
す
れ
ば
合
わ
せ
て
一
万
巻
を
越

す
大
画
像
群
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
現
在
進
行
中
の
国
際
敦
煌

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（International�D
unhuang��Project

）
が
提

供
す
る
敦
煌
写
経
・
写
本
の
画
像
集
成
も
厖
大
で
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
は
テ
キ
ス
ト
研
究
に
不
可
欠
の
資
料
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

一
方
、
刊
本
大
蔵
経
は
従
来
の
影
印
版
大
蔵
経
（
高
麗
再
雕
版
・

磧
砂
版
・
趙
城
金
蔵
版
・
嘉
興
版
・
乾
隆
版
・
洪
武
南
蔵
・
永
楽
北
蔵
等
々
）

に
加
え
て
刊
本
大
蔵
経
の
濫
觴
と
な
っ
た
開
宝
蔵
そ
の
も
の
が

精
巧
な
レ
プ
リ
カ
と
し
て
昨
年
上
梓
（
開
宝
遺
珍
。
二
〇
一
〇
年
）
さ

れ
ま
し
た（

１
）。

現
存
す
る
開
宝
蔵
は
僅
か
十
二
巻
に
過
ぎ
ま
せ
ん

が
、
刊
本
大
蔵
経
に
関
す
る
諸
問
題
を
検
討
す
る
上
で
必
要
欠

く
べ
か
ら
ざ
る
重
要
資
料
な
の
で
す
。

　

ま
ず
開
宝
蔵
と
比
較
検
討
す
る
文
献
は
、
開
宝
蔵
の
覆
刻
版

と
言
わ
れ
て
い
る
趙
城
金
蔵
版
と
高
麗
初
雕
版
で
す
。
後
者
に

つ
い
て
は
、
韓
国
の
高
麗
大
蔵
経
研
究
所
が
撮
影
集
成
し
た
約

一
八
〇
〇
巻
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、

そ
う
な
っ
た
の
は
昨
年
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　

中
国
、
韓
国
、
日
本
ば
か
り
で
な
く
敦
煌
本
を
所
蔵
す
る
イ
ギ

リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
シ
ア
な
ど
が
ま
さ
に
蘭
菊
の
秀
芳
を
競
う

か
の
よ
う
に
公
開
を
速
め
て
い
ま
す
。
い
え
、
こ
れ
は
単
な
る
競

争
で
は
な
く
、
学
術
の
あ
り
方
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
正
確
さ
は

当
然
の
こ
と
と
し
て
、
広
く
世
界
に
向
け
て
公
開
す
る
こ
と
が
肝

要
で
す
。
こ
の
基
礎
的
学
術
基
盤
の
上
に
、
よ
り
一
層
深
化
し

た
研
究
が
な
さ
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

近
年
の
テ
キ
ス
ト
の
校
訂
に
関
し
て
は
先
ず
筆
頭
に
活
字
本

大
正
蔵
の
校
訂
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
大
正
蔵
は
、
高
麗
再
雕
版

を
底
本
と
し
、
宋
・
元
・
明
版
の
三
本
を
対
校
本
と
し
、
さ
ら
に

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
の
宋
版
（
開
元
寺
版
・
東
禅
寺
版
）
や
聖
語
蔵
の

奈
良
写
経
な
ど
も
対
校
し
た
も
の
で
、
世
界
の
主
要
な
大
学
・
研

究
所
・
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
台
湾
の
法

鼓
山
大
学
中
華
佛
学
研
究
所
が
テ
キ
ス
ト
化（
C�

B�

E�

T�

A
）し
、

日
本
で
は
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
研
究
会
が
テ
キ
ス
ト

デ
ー
タ
（
S�

A�

T
）
を
完
成
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
大
変
便

利
で
あ
り
、
広
い
書
棚
を
必
要
と
も
し
な
い
し
、
検
索
は
瞬
時
に

出
来
て
し
ま
う
「
す
ぐ
れ
も
の
」
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
C�

B�

E�

T�

A
や
S�

A�

T
の
依
拠
し
た
大
正
蔵
本
に
は

様
々
な
問
題
点
が
存
し
て
お
り
、
個
々
の
経
典
を
、
現
在
揃
い
つ

つ
あ
る
諸
資
料
、
中
で
も
日
本
古
写
経
を
参
照
し
て
詳
細
に
比

較
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

本
年
は
、
高
麗
初
雕
版
が
開
雕
さ
れ
て
千
年
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
（
千

年
紀
）
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
記
念
す
べ
き
年
に
新
た
な
校
訂
を
行
う

条
件
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
千
年
後
に
も
本
年
が
記
憶

に
呼
び
起
こ
さ
れ
る
に
違
い
な
い
と
確
信
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
１
）方
廣
錩
・
李
際
寧
主
編『
開
宝
遺
珍
』、文
物
出
版
社
、二
〇
一
〇
年
一
〇
月
。

収
載
さ
れ
た
経
巻
は
以
下
の
十
二
点
で
あ
る
。
①
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻

二
〇
六（
山
西
省
博
物
院
蔵
）、②
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
五
八
一（
中
国

仏
教
図
書
文
物
館
蔵
）、③
大
宝
積
経
巻
一
一
一（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
）、

④
大
方
等
大
集
経
巻
四
三（
上
海
市
図
書
館
蔵
）、⑤
妙
法
蓮
華
経
巻
七（
山

西
省
高
平
県
文
博
館
蔵
）、⑥
阿
惟
越
致
遮
経
巻
上（
中
国
国
家
図
書
館

蔵
）、⑦
大
雲
経
請
雨
品
巻
六
四（
山
西
省
高
平
県
文
博
館
蔵
）、⑧
雑
阿

含
経
巻
三
〇（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
）、⑨
雑
阿
含
経
巻
三
九（
中
国
国
家

図
書
館
蔵
）、⑩
十
誦
尼
律
巻
四
六（
日
本
書
道
博
物
館
蔵
）、⑪
仏
本
行

集
経
巻
一
九（
日
本
南
禅
寺
蔵
）、⑫
御
制
秘
蔵
詮
巻
一
三（
美
国
哈
仏
大

学
賽
克
勒
博
物
館
蔵
）[A

rthur�M
.Sackler�1913-1987]

。

（
本
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト「
東
ア
ジ
ア
仏
教
写
本
研
究
拠
点
の
形
成
」研
究
代
表
者
）
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いとくら：�私たちが調査している古写経を収める「経蔵」からの造語。「経」を意味するサンスクリット語 “sutra” には「いと」などの
意味があり、また「経」には「たていと」という読みがあることから、「経蔵」を「いとくら」と読んでニュースレターのタイトル
としました。
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奈
良
の
法
隆
寺
に
あ
る
国
宝
『
玉
虫
厨
子
』
は
、

お
そ
ら
く
日
本
最
古
の
仏
教
美
術
工
芸
品
で
、
そ

の
厨
子
に
描
か
れ
た
二
つ
の
絵
「
施
身
聞
偈
図
」

と
「
捨
身
飼
虎
図
」
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
よ
く

知
ら
れ
た
、
菩
薩
の
前
世
の
物
語
（
本
生
話
）
で
あ

る
。
最
初
の
話
は
、
仏
陀
が
い
な
い
世
に
お
い
て
、

仏
法
を
知
り
た
い
と
望
ん
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
の
奥
深

く
に
ま
で
入
っ
て
行
っ
た
婆
羅
門
が
、「
諸
行
無

常
、
是
生
滅
法
」
と
い
う
詩
半
分
を
唱
え
る
声
を

聴
き
、
そ
の
後
半
を
聴
き
た
い
と
思
っ
て
あ
た
り

を
見
回
し
た
と
こ
ろ
、
恐
ろ
し
い
羅
刹
鬼
が
唱
え

た
こ
と
が
わ
か
り
、
是
非
と
も
残
り
を
教
え
て
欲

し
い
と
請
い
願
っ
た
。
す
る
と

羅
刹
は
空
腹
の
余
り
こ
れ
以
上

唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言

う
の
で
、で
は
教
え
て
く
だ
さ
っ

た
ら
、
す
ぐ
に
私
の
身
体
を
食

べ
物
と
し
て
捧
げ
る
か
ら
と
約

束
し
て
、
詩
の
残
り
「
生
滅
滅

已　

寂
滅
為
楽
」
を
聴
き
、
そ

れ
を
岩
や
道
や
木
に
書
き
記
し

た
後
、
絶
壁
か
ら
羅
刹
の
口
め

が
け
て
飛
び
降
り
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
羅
刹
は

実
は
帝
釈
天
が
菩
薩
の
心
を
試
す
た
め
に
化
け
て

い
た
も
の
で
、
空
中
で
本
来
の
姿
を
現
し
、
婆
羅

門
を
抱
き
留
め
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
日
本
で

は
、『
今
昔
物
語
集
』に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
て
、

そ
こ
で
は
「
雪
山
童
子
」
と
名
付
け
ら
れ
、
若
い
青

年
修
行
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
持
た
れ
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
「
捨
身
飼
虎
図
」
は
、
菩
薩
が
山

の
奥
深
く
で
、
出
産
を
終
え
た
ば
か
り
の
母
虎
が

餓
え
の
余
り
、
乳
も
出
ず
、
と
う
と
う
生
ま
れ
た

ば
か
り
の
我
が
仔
を
食
べ
て
し
ま
い
そ
う
な
様
子

を
見
て
、
や
は
り
高
い
崖
の
上
か
ら
身
を
投
げ
、

地
に
横
た
わ
っ
た
そ
の
身
体
に
母
虎
と
七
匹
の
子

虎
が
群
が
っ
て
貪
り
喰
う
と
い
う
図
で
あ
る
。
こ

ち
ら
は
、
帝
釈
天
が
試
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

菩
薩
は
本
当
に
死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
日
本

の
美
術
研
究
者
は
、
こ
の
絵
を
「
捨
身
飼
虎
図
」

と
呼
ん
で
い
る
が
、
実
は
仏
教
経
典
で
は
、「
投
身

餓
虎
」
と
い
う
表
現
の
方
が
多
く
出
て
く
る
。「
捨

身
飼
虎
」
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
『
金
光
明
経
』

と
そ
の
関
連
文
献
に
し
か
現
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
り
、『
玉
虫
厨
子
』
の
絵
は
『
金
光
明
経
』
に
基

づ
い
て
い
る
と
い
う
の
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
。

と
い
う
の
も
も
う
一
つ
の
有
力
候
補
で
あ
る
『
賢

愚
経
』
で
は
同
じ
よ
う
な
話
が
あ
る
が
、
子
虎
の

数
が
二
頭
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
も
と
も
と
南
方
に
伝
わ
っ

た
上
座
仏
教
の
パ
ー
リ
語
の
説
話
文
献
を
研
究
し

て
い
た
筆
者
が
、
こ
の
物
語
に
注
目
す
る
に
至
っ

た
い
き
さ
つ
を
少
し
書
い
て
み
た
い
。
筆
者
は

二
〇
〇
八
年
に
初
め
て
ス
リ
ラ
ン
カ
に
行
く
機
会

を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
驚
い
た
こ
と
は
、

ド
イ
ツ
で
研
究
し
た
『
ラ
サ
ヴ
ァ
ー
ヒ
ニ
ー
』
の
最

初
の
物
語
「
ダ
ン
マ
ソ
ン
ダ
カ
王
物
語
」
が
、
ス
リ

ラ
ン
カ
の
い
く
つ
か
の
寺
院
の
壁
に
描
か
れ
て
い

た
こ
と
だ
。
そ
の
最
初
の
話
は
、
ま
さ
に『
玉
虫
厨

子
』
の
「
施
身
聞
偈
」
の
話
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本

人
で
あ
る
私
に
は
、
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
が
、
漢
字
で

書
か
れ
た
仏
教
文
献
を
知
ら
な
い
上
座
仏
教
の

人
々
は
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仏
教
学
者
も

全
く
知
ら
な
い
。
そ
し
て
も
っ
と
驚
い
た
こ
と
は
、

そ
の
ス
リ
ラ
ン
カ
の「
施
身
聞
偈
」の
絵
と
並
ん
で
、

「
捨
身
飼
虎
」
の
絵
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
と

い
う
の
も
こ
の
二
つ
の
物
語
は
上
座
仏
教
の
パ
ー

リ
語
の
仏
教
文
献
に
は
無
い
か
ら
だ
。
そ
れ
な
の

に
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
徒
は
、
ま
る
で
日
本
人
が

「
猿
の
生
き
肝
」
の
話
や
「
兎
本
生
」
の
話
を
知
っ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
話
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ど
う
や
ら
、
家
庭
や
お
寺
の
日
曜
学
校
で
こ

う
い
う
話
を
聴
い
て
い
る
か
ら
ら
し
い
。
で
も
、
も

と
も
と
ど
の
本
に
出
て
く
る
の
か
と
い
う
問
い
に

は
、
お
坊
さ
ん
で
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
筆
者
は
こ
の「
投
身
餓
虎
」
物
語
を
詳

し
く
調
べ
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る（

１
）。�

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る『
金
光
明
経
』や『
賢
愚
経
』

で
は
、
菩
薩
は
国
王
の
三
人
の
王
子
の
末
子
で
、

名
前
は
摩
訶
薩
埵（Skt.�M

ahāsattva

）で
あ
る
。

他
に
も
『
仏
説
菩
薩
本
行
経
』
、
漢
訳
『
菩
薩
本
生

鬘
論
』
、�『
仏
説
要
行
捨
身
経
』
に
あ
る
が
、
こ
の

三
つ
の
経
典
は
由
来
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
だ
い
た

い
『
金
光
明
経
』
や
『
賢
愚
経
』
に
基
づ
い
て
、
中

古
写
経
紹
介
・
そ
の
六

古
写
経
紹
介
・
そ
の
六

―
餓
え
た
母
虎
に
菩
薩
が
身
体
を
与
え
た
前
世
物
語
―

『
仏
説
菩
薩
投
身
餓
虎
起
塔
因
縁
経
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　      

松 

村 

淳 

子

中央アジア・クムトラ石窟の壁画
ここには子虎は描かれていない。
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国
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
し
か
も
王
子
の

固
有
名
詞
が
、「
摩
訶
薩
埵
」
と
い
う
の
も
妙
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、「
菩
薩
摩
訶
薩
」
と
菩
薩
を
呼
ぶ

よ
う
に
、「
摩
訶
薩
埵
」
を
簡
単
に
す
る
と
「
摩
訶

薩
」
で
、
偉
大
な
る
人
物
と
い
う
意
味
で
菩
薩
と

同
義
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な

名
前
が
、
固
有
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
、中

央
ア
ジ
ア
あ
た
り
の
大
乗
仏
教
徒
の
間
で
出
来
上

が
っ
た
物
語
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
虎
に
肉
身
を
与
え
た
物
語
は
他
に

も
幾
つ
か
の
経
典
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
菩
薩
は

婆
羅
門
修
行
者
で
、
名
前
も
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
王
子
で
は
な
く
、
山
の
中
で
他
の
修
行

者
と
修
行
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
あ
る
日
、
一
人

あ
る
い
は
二
人
の
仲
間
と
森
を
歩
い
て
い
る
と
、

谷
底
に
出
産
を
終
え
た
ば
か
り
で
餓
え
た
虎
が
い

る
の
を
見
つ
け
る
。
菩
薩
は
仲
間
に
肉
を
探
し
に

行
か
せ
る
が
、
虎
は
死
ん
だ
ば
か
り
の
温
か
い
血

肉
し
か
食
べ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
断

崖
か
ら
身
を
躍
ら
せ
て
、
自
分
の
身
体
を
餓
え
た

虎
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
虎
の
子
の
数
は
二
だ
っ

た
り
、
七
だ
っ
た
り
、
子
ど
も
も
な
く
た
だ
餓
え

た
雌
虎
と
い
う
話
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
物
語
は
主
人
公
が
王
子
か
婆
羅

門
か
と
い
う
二
種
類
に
大
き
く
わ
け
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
『
仏

説
菩
薩
投
身
餓
虎
起
塔
因
縁
経
』（
大
正
新
脩
大
蔵
経

N
o.172

）
で
は
、
菩
薩
は
、
最
初
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地

方
の
あ
る
王
国
の
太
子
で
あ
り
、
後
に
山
中
で
修

行
者
に
な
り
、
そ
こ
で
、
七
頭
の
子
虎
を
産
ん
で

餓
え
て
い
る
母
虎
を
見
て
、
そ
の
身
体
を
与
え
る

と
い
う
、
か
な
り
変
わ
っ
た
物
語
に
な
っ
て
い
る
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
物
語
の
筋
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

　

釈
迦
牟
尼
仏
は
あ
る
と
き
、ガ
ン
ダ
ー
ラ
国
の
毘

沙
門
波
羅
と
い
う
場
所
に
赴
か
れ
、
そ
こ
で
次
の

よ
う
な
話
を
さ
れ
た
。
九
劫
の
昔
、
菩
薩
は
乾
陀

摩
提
（
ガ
ン
ダ
マ
テ
ィ
）
国
の
栴
檀
摩
提
（
チ
ャ
ン
ダ
ナ
マ

テ
ィ
）
と
い
う
太
子
で
あ
っ
た
。
太
子
は
布
施
を
行

う
の
が
大
好
き
で
あ
っ
た
。
父
王
が
太
子
の
た
め

に
立
派
な
庭
園
を
造
っ
た
の
で
、
太
子
は
多
く
の

御
付
き
の
者
達
や
女
官
達
に
囲
ま
れ
て
、
そ
の
庭

園
に
遊
び
に
行
っ
た
が
、そ
の
帰
り
、
沿
道
に
は
多

く
の
貧
し
い
人
々
が
や
っ
て
き
て
、
太
子
か
ら
様
々

な
品
物
を
受
け
取
っ
た
。
け
れ
ど
も
太
子
が
す
べ

て
持
っ
て
い
る
品
物
を
貧
し
い
人
々
に
分
け
与
え

て
、
城
に
戻
っ
て
も
、
ま
だ
国
内
の
す
べ
て
の
貧
民

に
布
施
が
行
き
渡
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
思
っ
て
、

食
事
も
喉
を
通
ら
な
い
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

太
子
の
様
子
を
見
た
王
が
、訳
を
尋
ね
た
の
で
、国

庫
に
あ
る
財
宝
を
、
国
内
の
貧
し
い
人
々
に
分
け

与
え
て
も
ら
え
な
い
か
と
王
子
は
懇
願
し
た
が
、
国

王
は
、
国
庫
の
財
宝
は
危
急
の
時
の
備
え
で
あ
り
、

そ
れ
を
使
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
拒
ん
だ
。
太
子

の
様
子
を
見
か
ね
た
大
臣
は
、
自
分
の
財
産
を

使
っ
て
欲
し
い
と
申
し
出
て
、そ
れ
も
す
べ
て
布
施

し
て
し
ま
っ
た
。
施
し
の
た
め
の
資
金
も
な
く
、
ま

た
母
后
の
嘆
き
を
見
て
、
王
子
は
密
か
に
裴
提
舍

（
ヴ
ィ
デ
ィ
シ
ャ
ー
、
ガ
ン
ジ
ス
河
流
域
の
国
）
と
い
う
国

に
行
き
、
自
分
自
身
を
あ
る
婆
羅
門
に
奴
隷
と
し

て
売
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
身
を
売
っ
た
お
金
も
す
べ

て
布
施
し
て
、
彼
自
身
は
山
に
木
を
取
り
に
行
き

そ
れ
を
売
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る

日
、
山
で
大
き
な
牛ご

頭ず

栴せ
ん

檀だ
ん

の
塊
を
見
つ
け
た
。

牛
頭
栴
檀
は
、
す
べ
て
の
病
気
を
治
す
力
の
あ
る

貴
重
な
栴
檀
の
種
類
で
あ
る
。

　

一
方
、
そ
の
国
の
王
は
、
生
ま
れ
つ
き
癩
病（
２
）に
苦

し
め
ら
れ
て
い
た
。
ど
の
医
者
も
国
王
を
治
す
こ

と
が
出
来
な
い
の
で
、
怒
り
、
医
者
な
ど
役
立
た
ず

だ
と
、
市
中
の
医
者
を
集
め
て
処
刑
し
て
し
ま
っ

た
。
そ
こ
へ
、あ
る
医
者
が「
恐
れ
な
が
ら
、王
様
、

私
も
見
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
牛
頭
栴
檀
と
い

う
薬
が
王
様
の
病
気
を
治
す
と
聞
い
た
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
す
」
と
王
様
に
申
し
上
げ
た
。
国
王
は
す

ぐ
に
、「
牛
頭
栴
檀
を
持
っ
て
き
て
自
分
の
病
気
を

治
し
た
者
に
は
自
分
の
国
の
半
分
を
与
え
る
」
と

い
う
お
触
れ
を
出
し
た
。
そ
の
お
触
れ
を
聴
い
た

婆
羅
門
は
自
分
の
奴
隷
に
な
っ
て
い
る
菩
薩
に
、

「
そ
の
牛
頭
栴
檀
を
王
様
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
行
こ

う
。
そ
う
す
れ
ば
、あ
な
た
も
貧
し
い
生
活
か
ら
抜

け
出
せ
る
し
、
自
分
も
そ
の
利
益
に
与
か
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
言
っ
て
、
牛
頭
栴
檀
を
持
っ
て
一
緒
に

王
宮
に
行
っ
た
。
牛
頭
栴
檀
を
身
体
に
塗
っ
た
王

は
た
ち
ど
こ
ろ
に
快
癒
し
、約
束
通
り
に
国
土
は
も

と
よ
り
、
王
宮
も
王
の
財
産
も
す
べ
て
を
半
分
に

し
て
、
菩
薩
で
あ
る
太
子
に
与
え
た
。
そ
し
て
奴

隷
姿
の
太
子
を
見
て
、「
あ
な
た
は
と
て
も
普
通
の

奴
隷
と
は
思
え
な
い
高
貴
な
雰
囲
気
を
お
持
ち
だ
。

何
か
子
細
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
ら
話
し
て
く
れ
な
い

か
」
と
問
い
か
け
る
と
、
太
子
は
自
分
の
身
分
を
打

ち
明
け
、こ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
話
し
た
。

　

太
子
が
密
か
に
出
奔
し
て
し
ま
っ
た
故
郷
の
国

で
は
、
母
后
と
太
子
妃
は
、
ひ
ど
く
嘆
き
悲
し
み
、

女
官
共
々
、
髪
を
振
り
乱
し
て
四
方
八
方
を
探
し

スリランカのアルヴィハーラ石窟寺院の壁画
この絵自体は最近新しく描かれたらしいが、寺院は紀元前1世紀に、

仏典が最初に書写されたところとして知られている。

金剛寺蔵『仏説菩薩投身餓虎起塔因縁経』巻首
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回
っ
た
。
そ
し
て
母
后
は
国
王
に
、「
あ
な
た
が
国

庫
の
財
産
を
惜
し
ん
だ
か
ら
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
」
と
非
難
さ
え
し
た
。

　

一
方
、
チ
ャ
ン
ダ
ナ
マ
テ
ィ
王
子
は
ヴ
ィ
デ
ィ

シ
ャ
ー
国
王
か
ら
も
ら
っ
た
財
産
で
ま
た
施
し
を

し
た
後
、
輝
か
し
く
素
晴
ら
し
い
行
列
を
仕
立
て

て
も
ら
い
故
郷
に
帰
っ
た
。
知
ら
せ
を
受
け
取
っ

た
父
王
も
道
の
途
中
ま
で
出
迎
え
に
行
き
、
手
を

取
り
合
っ
て
歓
び
、
チ
ャ
ン
ダ
ナ
マ
テ
ィ
王
子
は

父
母
に
心
配
を
か
け
た
こ
と
を
詫
び
、
共
に
王
宮

に
帰
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
仏
道
を
求
め
る
太
子
の
心
は
変
わ

ら
ず
、
暫
く
し
て
太
子
は
山
奥
で
修
行
し
て
い
る

師
匠
の
こ
と
を
訊
い
て
、
法
話
を
聞
き
に
出
か
け

た
。
す
っ
か
り
そ
の
法
話
に
心
酔
し
た
太
子
は
、

そ
の
ま
ま
山
奥
で
五
〇
〇
人
の
仲
間
達
と
修
行
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

母
后
と
太
子
の
妃
は
、
山
に
籠
も
っ
て
国
に
還

ろ
う
と
し
な
い
王
子
の
心
を
翻
そ
う
と
、
多
く
の

施
物
を
持
っ
て
山
奥
の
修
行
者
達
の
も
と
へ
出
か

け
、
太
子
に
国
に
戻
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
懇
願
し

た
。
し
か
し
太
子
の
修
行
を
し
た
い
と
い
う
意
思

が
と
て
も
堅
固
で
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
覚
り
、

悲
し
み
な
が
ら
国
に
還
っ
た
。
国
王
も
落
胆
は
し

た
も
の
の
、
王
后
と
太
子
妃
が
あ
ま
り
に
嘆
く
の

を
諫
め
て
、「
こ
の
よ
う
に
道
を
求
め
る
と
い
う
こ

と
は
非
凡
な
こ
と
な
の
だ
。
そ
の
志
を
尊
重
し
な

さ
い
。
し
か
も
山
は
遠
く
な
い
し
、
時
々
は
会
え

る
で
は
な
い
か
。
食
べ
物
や
飲
み
物
を
届
け
て
消

息
を
聞
く
こ
と
も
で
き
る
で
は
な
い
か
」
と
言
っ

た
。
そ
れ
で
、
王
后
と
太
子
妃
も
納
得
し
、
時
々
、

美
味
し
い
食
事
を
届
け
さ
せ
、
太
子
も
ま
た
時
に

は
父
母
に
挨
拶
に
来
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
何
年

か
を
過
ご
し
た
。

　

あ
る
日
、
そ
の
山
の
深
い
谷
で
一
頭
の
母
虎
が

七
頭
の
子
ど
も
を
生
ん
だ
が
、
大
雪
の
降
る
中
で

食
べ
物
も
得
ら
れ
ず
、
餓
死
寸
前
と
な
っ
て
い
た

母
虎
は
つ
い
に
餓
え
に
耐
え
か
ね
て
自
分
の
子
を

食
べ
よ
う
と
し
た
。
山
の
上
に
い
た
修
行
者
達
は

そ
れ
を
見
て
、「
誰
か
捨
身
を
し
て
衆
生
を
救
う

者
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
、
今
は
ま
さ
に
そ
の
時
だ
」

と
話
し
た
。
太
子
は
そ
れ
を
訊
い
て
、「
私
の
願
が

叶
う
と
き
が
来
た
」
と
、
師
匠
と
修
行
者
仲
間
の

元
へ
行
き
、「
私
が
捨
身
を
し
ま
す
。
ど
う
か
み
な

さ
ん
喜
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
。
師
匠
は
、

「
君
は
ま
だ
学
問
を
始
め
て
日
も
浅
い
。
な
ぜ
自

分
の
大
事
な
身
体
を
捨
て
よ
う
と
す
る
の
か
」
と

言
っ
た
。
す
る
と
太
子
は
、「
私
は
昔
、
自
分
の
身

体
を
千
回
捨
て
る
と
願
を
立
て
ま
し
た
。
す
で
に

過
去
世
に
九
百
九
十
九
回
捨
身
を
し
た
の
で
、
こ

れ
で
千
回
の
捨
身
と
い
う
願
を
満
た
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
」
と
言
っ
た
。
師
匠
と
仲
間
の
修
行

者
達
は
涙
を
浮
か
べ
て
、
太
子
が
断
崖
絶
壁
に
向

か
う
の
を
見
送
り
に
行
っ
た
。

　

さ
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
あ
る
長
者
が

五
〇
〇
人
の
男
女
と
一
緒
に
山
上
に
供
養
の
飲
食

を
持
っ
て
や
っ
て
き
た
が
、
太
子
が
捨
身
を
す
る

と
い
う
の
を
訊
い
て
、
彼
ら
も
悲
し
み
な
が
ら
崖

の
上
ま
で
付
き
従
っ
て
行
っ
た
。
太
子
は
大
勢
の

前
で
、
自
分
の
大
誓
願
を
述
べ
た
。「
私
は
今
捨
身

を
し
て
衆
生
の
命
を
救
い
、早
く
悟
り
を
完
成
し
、

金
剛
身
を
得
て
、
ま
だ
救
わ
れ
な
い
人
を
救
い
、

悟
れ
な
い
人
を
悟
ら
せ
る
の
だ
」
。
そ
う
宣
言
し

て
、
太
子
は
合
掌
し
て
虎
の
前
に
身
を
投
げ
た
。

虎
の
母
子
は
菩
薩
の
肉
を
食
べ
て
命
を
つ
な
ぐ
こ

と
が
で
き
た
。
出
来
事
を
知
っ
た
国
王
、
王
后
、

太
子
妃
、
そ
し
て
多
く
の
人
々
は
、
太
子
の
遺
骸

を
丁
重
に
荼
毘
に
付
し
、
遺
骨
を
宝
の
器
に
入
れ

て
大
き
な
仏
塔
を
建
て
た
。

　

こ
の
経
典
は
、
一
見
単
な
る
菩
薩
の
前
世
物
語

で
あ
る
が
、
仏
教
思
想
の
上
か
ら
も
重
要
な
こ
と

が
い
ろ
い
ろ
と
見
え
て
く
る
。
筆
者
が
注
目
し
て

い
る
こ
と
の
一
つ
は
、
菩
薩
が
身
肉
を
人
々
に
食

べ
さ
せ
る
話
が
、
他
に
も
い
く
つ
か
あ
り
、
そ
れ
は

単
に
餓
死
寸
前
の
者
の
命
を
救
う
行
為
で
は
な

く
、
身
肉
を
食
べ
た
も
の
は
、
菩
薩
の
功
徳
の
分

け
前
を
も
ら
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
菩
薩
は
、
仏
陀
に
な
る
ま
で
の
修
行
の
身

で
あ
り
、
大
乗
で
は
菩
薩
が
仏
陀
に
な
る
た
め
の

修
行
そ
の
も
の
が
重
要
な
の
だ
が
、
こ
の
投
身
餓

虎
物
語
は
、「
捨
身
」
と
い
う
強
烈
な
自
己
犠
牲
を

菩
薩
行
の
最
高
の
も
の
と
す
る
大
乗
菩
薩
行
を
強

調
す
る
流
れ
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
々
は
、

懺さ
ん

悔げ

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
功
徳
を
得

ら
れ
る
と
い
う
、
こ
れ
も
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
興
味
深
い
経
典
に
注
目
し
た
と
こ
ろ
、
本

学
の
古
写
経
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
日
本
の

寺
院
の
い
く
つ
か
に
写
本
が
あ
る
こ
と
を
突
き
止

め
、
と
り
あ
え
ず
金
剛
寺
写
本
を
撮
影
し
て
い
る

こ
と
を
、
落
合
俊
典
教
授
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

写
本
の
状
態
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
の
で
、
読
め
な

い
部
分
も
あ
る
が
、
宮
内
庁
所
蔵
の
『
聖
語
蔵
』

の
デ
ジ
タ
ル
版
も
参
照
し
て
、『
大
正
新
脩
大
蔵

経
』
と
合
わ
せ
て
み
る
と
、
非
常
に
異
読
が
多
い

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
特
に
顕
著
な
例
は
、
こ
の
経

典
の
後
書
き
に
当
た
る
部
分
で
あ
る
。
釈
迦
仏
が

説
法
を
終
え
る
と
、「
こ
の
話
を
［
釈
迦
仏
か
ら
］

聞
い
た
［
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
］
国
王
は
、
そ
の
場
所
に

大
塔
を
建
て
、
菩
薩
投
身
餓
虎
塔
と
名
付
け
た
。

法
盛
が
訪
れ
た
現
在
、
塔
の
東
に
は
大
き
な
精
舎

が
あ
り
、
常
に
五
千
人
の
僧
侶
が
い
た
。
諸
国
か

ら
癩
病（

２
）そ

の
他
あ
ら
ゆ
る
不
治
の
病
を
持
つ
人
々

が
訪
れ
塔
を
供
養
し
懺
悔
を
す
る
と
ど
ん
な
病
気

で
も
治
る
の
で
、
訪
れ
る
人
は
絶
え
る
こ
と
が
な

か
っ
た
」
と
締
め
括
ら
れ
る
の
だ
が
、『
高
麗
大
蔵

経
』
を
底
本
と
し
た
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
で
は
、

そ
の
前
に
「
丹
郷
本
續
有
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
「
丹
郷
本
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
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話
の
続
き
が
載
っ
て
い
る
と
い
う
断
り
書
き
だ
。

こ
の
断
り
書
き
は
、
こ
れ
以
下
の
続
き
は
他
の
本

に
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え
て
し

ま
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
丹
郷
本
續
有
」
と
い
う
フ

レ
ー
ズ
は
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
が
参
照
し
た
、

宋
本
、
元
本
、
明
本
、
ま
た
聖
語
蔵
、
金
剛
寺
所
蔵

写
本
の
い
ず
れ
に
も
な
く
、
普
通
に
上
記
の
部
分

が
話
の
最
後
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
丹
郷

本
續
有
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
『
高
麗
大
蔵
経
』
に

し
か
見
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
『
高
麗
大
蔵
経
』

に
基
づ
い
た
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
の
本
文
は
再

検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
経
典
が
版
木

に
彫
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
よ
り
は
る
か
以
前
に
手

書
き
写
本
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
古
写
経
が
、
仏

教
典
籍
の
研
究
に
非
常
に
重
要
だ
と
い
う
こ
と

を
、
筆
者
も
身
を
以
て
知
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
経
典
の
訳
者
、
法
盛
と
い
う

僧
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、

彼
の
生
涯
も
と
て
も
興
味
深
い
。
彼
の
伝
記
は
、

五
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
名
僧
伝
』
と
い
う
書
物

に
出
て
い
た
が
、
そ
の
後
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
鎌
倉
時
代
に
『
名
僧
伝
抄
』

と
い
う
抜
粋
集
が
作
ら
れ
、
幸
い
に
、
法
盛
の
簡

単
な
伝
記
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
落
合
俊
典
教

授
の
研
究
で
、
彼
が
残
し
た
旅
行
記
『
歴
国
伝
』

四
巻
も
、
日
本
に
伝
わ
り
十
二
世
紀
こ
ろ
ま
で
は

存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　

法
盛
は
中
国
で
も
中
央
ア
ジ
ア
の
ル
ー
ト
に

あ
っ
た
高
昌
国
（
ト
ル
フ
ァ
ン
）
の
寺
で
幼
い
と
き

か
ら
仏
教
を
熱
心
に
学
ん
で
い
た
。
そ
し
て
十
九

歳
の
時
（
四
二
五
年
ご
ろ
）
、
印
度
の
各
地
を
旅
し
て

戻
っ
て
き
た
智
猛
と
い
う
僧
侶
が
立
ち
寄
り
、
そ

の
冒
険
譚
を
聞
い
て
感
動
し
、
師
友
二
十
九
人
と

共
に
、
天
竺
に
向
か
っ
た
。
法
顕
の
印
度
旅
行
よ

り
ほ
ぼ
二
〇
年
後
で
あ
る
。
そ
し
て
、
投
身
餓
虎

を
記
念
す
る
塔
と
僧
院
が
あ
っ
た
場
所
に
も
直
接

訪
れ
て
、
そ
の
写
本
を
入
手
し
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
彼
が
訳
し
た
の
は
こ
の
経
典
一
つ
だ
が
、
今

は
失
わ
れ
た
旅
行
記
『
歴
国
伝
』
四
巻
も
書
い
て

い
た
よ
う
で
、
そ
れ
も
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
ら

し
い
。
こ
の
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
『
歴
国
伝
』

だ
が
、
実
は
失
わ
れ
た
『
名
僧
伝
』
の
著
者
で
も
あ

る
五
世
紀
の
宝
唱
と
い
う
学
僧
が
編
纂
し
た
、
世

界
最
初
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
中
国
語
辞
典
で
あ

る『
翻
梵
語
』の
中
に
五
十
九
語
が
引
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
巻
数
ご
と
に
並
べ
る
と
、
法
盛
が
ど
う
い

う
ル
ー
ト
で
旅
を
し
た
か
が
だ
い
た
い
わ
か
る
。

さ
ら
に
『
翻
梵
語
』
に
は
、
や
は
り
失
わ
れ
た
曇
無

竭
（
法
勇
）
の
旅
行
記
『
外
国
伝
』
か
ら
の
引
用
も

六
十
語
あ
ま
り
も
あ
る
。
曇
無
竭
（
法
勇
）
は
幽
州

黄
龍
国
（
満
州
あ
た
り
）
の
人
で
、
四
二
〇
年
に

二
十
五
人
の
仲
間
と
天
竺
行
き
に
出
発
し
て
お

り
、
そ
の
途
中
高
昌
国
に
寄
っ
て
い
る
。
そ
の
年

代
、
人
数
、
ル
ー
ト
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
筆
者
は
、
法
盛
が
「
師
友
二
十
九
人
」
と
一

緒
に
出
か
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ち
ょ

う
ど
、
四
二
五
～
四
二
六
年
頃
、
曇
無
竭
の
一
行

が
高
昌
国
に
至
り
、
そ
こ
に
法
盛
の
仲
間
が
加

わ
っ
て
西
に
旅
を
続
け
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像

し
て
い
る
。『
歴
国
伝
』
と
『
外
国
伝
』
に
出
て
く
る

地
名
を
、
昔
、
小
野
玄
妙
博
士
が
注
目
し
て
、
地

図
を
睨
み
な
が
ら
研
究
に
手
を
染
め
ら
れ
、
い
ず

れ
深
く
研
究
し
た
い
と
願
っ
て
お
ら
れ
た
。
た
だ

問
題
は
、
小
野
博
士
が
『
歴
国
伝
』
の
著
者
が
智

猛
で
、『
外
国
伝
』
の
著
者
が
法
盛
で
あ
る
と
勘
違

い
さ
れ
た
こ
と
だ
。
そ
の
た
め
少
し
時
間
が
ず
れ
、

一
緒
に
行
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
こ
の
二
つ
の
旅
行
記
並
び
に
曇
無
竭
に
つ
い
て

わ
か
っ
て
い
る
伝
記
で
は
、
二
人
と
も
最
後
は
ス

リ
ラ
ン
カ
に
行
き
、
海
路
中
国
に
戻
っ
て
い
る
。

た
だ
、
法
顕
が
ガ
ン
ジ
ス
川
河
口
の
港
か
ら
船
で

ス
リ
ラ
ン
カ
に
行
っ
た
の
に
対
し
て
、
彼
ら
二
人

は
さ
ら
に
南
に
旅
行
し
て
か
ら
ス
リ
ラ
ン
カ
に

渡
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
法
顕
は
そ
も
そ
も
出
発

し
た
と
き
に
六
十
歳
の
高
齢
で
あ
っ
た
の
で
、
あ

ま
り
長
い
旅
行
は
出
来
な
か
っ
た
（
た
っ
た
（
！
）

十
二
～
十
三
年
）
し
、
早
く
中
国
に
帰
っ
て
、
手
に

入
れ
た
経
典
を
訳
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

困
難
と
危
険
を
顧
み
ず
、
仏
教
へ
の
篤
い
信
仰

心
に
支
え
ら
れ
て
、
パ
ミ
ー
ル
高
原
の
雪
の
冷
た

さ
、
イ
ン
ダ
ス
川
上
流
域
の
深
い
谷
を
挟
む
崖
道

の
命
が
け
の
旅
を
乗
り
越
え
て
、
投
身
餓
虎
塔（
現

在
の
マ
ル
ダ
ー
ン
あ
た
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
に
辿
り

着
き
、
参
拝
し
た
求
法
僧
達
は
、
菩
薩
の
慈
悲
心

に
思
い
を
馳
せ
、
勇
猛
心
を
あ
ら
た
め
て
奮
い
立

た
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

【
註
】　

（
１
）�

ス
リ
ラ
ン
カ
で
知
ら
れ
て
い
る
文
献
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、

そ
の
後
だ
い
た
い
わ
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

た
だ
四
一
〇
年
か
ら
四
一
二
年
頃
ス
リ
ラ
ン
カ
に
滞
在
し

た
法
顕
は
、
こ
の
物
語
が
ス
リ
ラ
ン
カ
で
知
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
ま
た
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
も
同
じ

仏
塔
に
参
拝
し
、そ
の
精
舎
の
盛
ん
な
様
を
記
し
て
い
る
。

（
２
）�

こ
の
表
記
に
つ
い
て
は
あ
え
て
原
文
通
り
と
す
る
。

（�

本
学
教
授�

）

金剛寺蔵『仏説菩薩投身餓虎起塔因縁経』巻尾
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河
内
長
野
に
所
在
す
る
天
野
山
金
剛
寺
に
二
本
の
『
宝ほ

う
き
ょ
う
い
ん
だ

篋
印
陀

羅ら
に
き
ょ
う

尼
経
』
が
伝
来
す
る
。
一
切
経
を
所
蔵
す
る
寺
と
し
て
も
知
ら

れ
る
古
刹
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
切
経
書
写
の
事
業
と
は
趣
を
異

に
、
書
写
者
個
人
の
供
養
の
跡
を
残
し
、
本
経
に
対
す
る
信
仰
と

文
化
的
な
背
景
が
料
紙
に
刻
ま
れ
た
「
装
飾
古
写
経
」
と
し
て
注

目
さ
れ
る
。

　

そ
の
一
つ
は
、
故
人
に
纏
わ
る
と
み
ら
れ
る
消
息
や
和
歌
、
今

様
（
平
安
後
期
流
行
の
歌
謡
）
の
書
の
紙
継
ぎ
に
よ
り
調
巻
さ
れ

た
料
紙
の
表
、
当
初
の
墨
書
の
上
に
、
本
経
が
金
泥
で
重
ね
書
き

さ
れ
る
か
た
ち
で
書
写
さ
れ
て
い
る
。
大
正
十
一
年
四
月
に
旧
国

宝
指
定
さ
れ
、
現
在
は
重
要
文
化
財
と
し
て
東
京
国
立
博
物
館
に

寄
託
さ
れ
て
い
る
。
縦
一
三
．二
糎
（
修
補
部
を
除
く
本
紙
）
と
い

う
小
巻
は
宝
篋
印
塔
へ
の
納
経
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
、
鍮ち

ゅ
う
で
い泥

の

界
線
と
金
泥
に
よ
る
経
文
字
と
が
贅
を
こ
ら
し
た
書
写
当
時
の
荘

厳
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
料
紙
内
に
は
葦あ

し
で手

文
字
が
あ
し
ら
わ
れ
た

箇
所
も
あ
り（

１
）、『

葦
手
下
絵
和
漢
朗
詠
集
』
や
『
久
能
寺
経
』
、『
平

家
納
経
』
な
ど
に
通
じ
る
装
飾
を
留
め
る
。
ま
た
、
経
の
後
段
に

位
置
す
る
陀
羅
尼
の
書
写
部
分
に
は
漉
き
返
し
（
宿
紙
）
が
用
い

ら
れ
て
お
り
、
故
人
に
対
す
る
供
養
の
意
を
汲
む
こ
と
が
で
き
る
。

巻
子
の
中
程
に
位
置
す
る
結
縁
文
の
末
尾
に
は
「
嘉
応
二
年
八
月

十
五
日
、
馳
疎
筆
了
、
安
応
聖
人
最
末
弟
砂
門
寂
真
」
と
あ
り
、
経

の
書
写
も
こ
の
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
を
下
ら
ぬ
平
安
末
か
ら
鎌

倉
初
期
頃
ま
で
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
を
仮
に
「
金
泥
写

経
本
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
田
中
塊
堂
氏
『
日
本
写
経
総
覧
』

（
昭
和
二
十
八
年
）
に
載
る
。
な
お
貴
重
図
書
影
本
刊
行
会
よ
り

モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
原
寸
複
製
（
鈴
木
三
七
氏
解
説
、
昭
和
七
年
）
が

刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

い
ま
一
つ
は
、
紙
継
ぎ
さ
れ
た
消
息
を
紙
背
に
し
て
本
経
が
書

写
さ
れ
る
も
の
で
、
明
治
四
十
三
年
四
月
に
旧
国
宝
指
定
さ
れ
、

現
在
は
重
要
文
化
財
と
し
て
金
剛
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
縦

二
五
．七
糎
（
本
紙
）
、
料
紙
の
表
裏
に
具
引
き
の
荘
厳
が
施
さ
れ

る
こ
と
で
、
経
自
体
が
厳
か
な
輝
き
を
保
っ
て
い
る
。
経
の
本
文

部
の
書
写
は
鎌
倉
前
期
と
推
定
さ
れ
、
末
尾
に
時
代
の
下
る
鎌
倉

後
期
と
推
定
さ
れ
る
中
国
呉
越
王
銭せ

ん
こ
う
し
ゅ
く

弘
俶
の
宝
篋
印
塔
に
関
す
る

「
宝
篋
印
経
記
」
が
後
補
さ
れ
る
。
こ
れ
を
仮
に
「
墨
書
写
経
本
」

（
表
紙
写
真
）
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

い
ま
こ
こ
に
両
経
の
研
究
史
を
つ
ぶ
さ
に
記
す
紙
幅
は
な
い
が
、

そ
の
発
見
か
ら
現
在
に
至
る
研
究
の
眼
差
し
に
少
し
く
ふ
れ
る
な
ら

ば
、「
金
泥
写
経
本
」は
、大
正
十
年
に
黒
板
勝
美
氏
に
よ
り
発
見
さ

れ
、
料
紙
に
今
様
や
和
歌
が
見
い
だ
さ
れ
た
こ
と
か
ら
主
に
国
文
学

研
究
者
か
ら
の
注
目
を
集
め
た
。『
新
編
国
歌
大
観
』
第
十
巻�

補
遺

編
（
平
成
四
年
）
や
『
続
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
一
中
古
編
「
新
編
今

様
集
」（
昭
和
三
十
九
年
）に
そ
れ
ぞ
れ
新
出
の
和
歌
・
今
様
と
し
て

収
録
さ
れ
た
。
和
歌
に
つ
い
て
は
近
藤
喜
博
、
中
村
文
氏
ら
に（

２
）、

今

様
に
つ
い
て
は
佐
佐
木
信
綱
、植
木
朝
子
氏
ら
に
注
釈
を
交
え
た
研

究
が
あ
る（

３
）。

そ
の
装
飾
経
と
し
て
の
意
義
に
つ
い
て
は
島
谷
弘
幸
氏

に
古
筆
学
研
究
か
ら
の
詳
論
が
あ
る（

４
）。

筆
者
が
本
経
に
関
心
を
抱

い
た
契
機
は
、
こ
の
「
金
泥
写
経
本
」
に
今
様
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
後
白
河
法
皇
編
纂
の
『
梁り

ょ
う
じ
ん
ひ
し
ょ
う

塵
秘
抄
』
な
ど
、

こ
れ
ま
で
に
詞
章
が
知
ら
れ
る
今
様
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
新
出
の

十
三
首
で
あ
り
、『
梁
塵
秘
抄
口く

で
ん
し
ゅ
う

伝
集
』
の
編
纂
時
期
と
重
な
る
嘉

応
年
間
の
書
写
と
し
て
、
現
存
す
る
今
様
の
な
か
に
お
い
て
古
さ
を

誇
る
。
何
よ
り
も
経
典
書
写
と
い
う
実
際
の
信
仰
を
伴
う
料
紙
と

歌
と
が
一
体
と
な
っ
た
事
例
は
稀
少
で
あ
り
、
経
典
研
究
と
と
も
に

解
明
さ
れ
る
こ
と
の
重
き
を
感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
今
様
段
は
、
西
行
出
家
の
誘
因
と
さ
れ
た
友
の
死
を
悼
む

和
歌
（『
西
行
物
語
』）
に
相
似
た
「
昨
日
見
し
人
今
日
は
な
し
」
と

い
う
歌
を
冒
頭
に
配
置
し
、
故
人
が
女
性
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ

る
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
須
磨
・
明
石
、
御
法
の
巻
の
紫
上
の
心
情

に
重
な
る
歌
を
含
み
、
阿
弥
陀
浄
土
へ
の
往
生
へ
帰
結
す
る
歌
を

末
尾
に
据
え
、
極
楽
往
生
を
願
う
結
縁
文
で
結
ば
れ
る
。
こ
こ
ま

で
の
筆
が
一
連
を
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
故
人
に
対
す
る
思
い
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と
往
生
ま
で
の
物
語
を
既
存
も
し
く
は
新
作
を
含
め
た
今
様
を
用

い
て
配
列
・
構
成
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
和
歌
段
は
、

中
村
氏
の
研
究
に
よ
り
後
白
河
院
女
御
の
平
滋
子
（
後
に
建
春
門

院
）
の
皇
后
宮
女
房
と
高
倉
帝
の
家
臣
が
大
井
河
へ
遊
覧
し
た
仁

安
三
年
（
一
一
六
八
）
の
紅
葉
詠
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
落
飾
し
て
仁
和
寺
法
金
剛
院
に
止
住
す
る
上
西
門
院
か
ら

も
歌
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
り
、
建
春
門
院
周
辺
で
今
様
を
謡
う
環

境
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
（『
た
ま
き
は
る
』）
な
ど
か
ら
も
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
当
初
の
墨
書
・
調
巻
・
写
経
か
ら
金
剛
寺
へ
の
伝
来
を

も
含
め
、
院
政
期
の
女
院
文
化
圏
（
王
権
）
が
そ
の
背
景
に
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
経
内
の
陀
羅
尼
と
は
別
に
末

尾
に
後
補
さ
れ
る
二
度
の
陀
羅
尼
の
書
写
は
、
忌
年
ご
と
に
陀
羅

尼
を
新
写
し
て
加
え
て
ゆ
く
本
経
の
供
養
法
を
反
映
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
。

　

一
方
の
「
墨
書
写
経
本
」
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
言
及
は
認
め
ら

れ
な
い
が
、
前
掲
の
近
藤
氏
の
指
摘
の
ほ
か
、
荻
野
仲
三
郎
氏
が

高
山
寺
十
無
盡
院
蔵
の
「
宝
篋
印
経
記
」
を
付
す
永
暦
元
年

（
一
一
六
〇
）
の
『
宝
篋
印
陀
羅
尼
経
』（
栗
原
柳
庵
の
『
題
跋
備
考
』

収
載
で
知
ら
れ
る
）
の
存
在
に
ふ
れ
、
同
金
剛
寺
本
の
発
見
に
つ

い
て
記
し
て
い
る（

５
）。

　

金
剛
寺
本
を
離
れ
て
本
経
に
関
す
る
研
究
を
追
え
ば
、
近
年
、

寺
院
史
研
究
か
ら
の
指
摘
が
注
目
さ
れ
る
。
上
川
通
夫
氏
に
呉
越

国
や
宋
国
の
仏
教
事
情
と
の
関
連
か
ら
日
本
へ
の
本
経
の
請
来
や

舎
利
を
本
尊
と
す
る
如に

ょ
い
ほ
う
じ
ゅ
ほ
う

意
宝
珠
法
の
成
立
に
関
す
る
卓
越
し
た
論

が
あ
り
、皿
井
舞
氏
に『
覚
禅
鈔
』の
造
塔
法
に
関
す
る
視
点
か
ら
、

西
山
美
香
氏
に
鎌
倉
将
軍
の
八
万
四
千
塔
供
養
を
明
か
す
視
点
か

ら
の
言
及
が
あ
る
。
ま
た
平
岡
定
海
氏
に
東
大
寺
再
興
重
源
の
意

匠
に
よ
る
本
経
の
運
慶
作
南
大
門
仁
王
（
阿
吽
）
像
の
胎
内
納
入

に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る（

６
）。

な
お
考
古
学
で
は
主
に
鎌
倉
期
以
降

に
造
立
さ
れ
る
石
造
宝
篋
印
塔
の
研
究
が
主
で
あ
る
な
か
、
三
木

治
子
氏
に
経
典
と
の
関
係
を
視
座
に
入
れ
た
網
羅
的
な
論
が
あ

り
、
金
剛
寺
に
関
す
る
言
及
も
あ
る（

７
）。

総
じ
て
舎
利
信
仰
の
歴
史

と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
本
経
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
が
、
そ
の
請
来
と
流
布
の
実
情
に
つ
い
て
、
経
典
本
文
の
文
献

学
的
な
精
査
か
ら
捉
え
得
る
こ
と
の
い
く
つ
か
を
、
金
剛
寺
本
に

照
ら
し
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

本
経
の
正
式
な
名
称
で
あ
る
が
、「
一
切
如
来
心
秘
密
全
身
舎

利
宝
篋
印
陀
羅
尼
経
」
と
称
し
、
一
切
如
来
の
全
身
舎
利
の
功
徳

を
積
聚
す
る
陀
羅
尼
の
意
で
、
経
内
に
は
「
尊
勝
陀
羅
尼
」
や
「
阿

弥
陀
根
本
陀
羅
尼
」
と
と
も
に
三
陀
羅
尼
の
一
つ
で
あ
る
「
宝
篋

印
陀
羅
尼
」（
四
十
句
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
経
の
伝
え
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
仏
陀
は
摩
伽
陀
国
の
あ
る
婆
羅
門
の
邸
へ
供
養
に

向
か
う
途
次
、
古
朽
の
塔
を
発
見
さ
れ
た
。
塔
上
に
大
光
明
が
放

た
れ
、
讃
嘆
の
声
が
わ
き
起
こ
る
な
か
、
塔
は
如
来
の
全
身
舎
利

を
納
め
る
も
の
で
、
そ
の
塔
中
に
陀
羅
尼
の
法
要
が
在
る
と
の
深

大
な
功
徳
を
お
説
き
に
な
ら
れ
た
、
と
い
う
。
本
経
が
宝
篋
印
塔

へ
納
め
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
経
典
を
「
法
舎
利
」
と
す
る
信
仰
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り
、
造
塔
・
書
写
の
作
善
が
説
か
れ
て
い
る
。

　

中
国
唐
代
の
経
典
目
録
で
あ
る
『
開
元
録
』
や
『
貞
元
録
』
に
撰

述
さ
れ
、
空
海
・
円
仁
・
円
珍
三
家
の
『
請
来
目
録
』
に
経
名
が
み

ら
れ
る
。
本
経
典
は
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
十
九
巻�

密
教
部
二

（
以
下
、
大
正
蔵
）に
二
本
が
収
め
ら
れ（

８
）、い

ず
れ
も
不
空
三
蔵
の
訳

本
と
さ
れ
る
も
の
の
、
両
本
に
は
異
同
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
大
正
蔵
Ａ
本
（N

o.1022A

）は
高
麗
版
大
蔵
経
を
底
本
と
し
、

大
正
蔵
Ｂ
本
（N

o.1022B

）
は
江
戸
期
の
享
和
版
長
谷
寺
蔵
本
を

底
本
と
し
て
、
脚
注
に
「
此
経
麗
本
（
高
麗
本
）
ト
大
異
ア
ル
故
ニ

別
ニ
コ
レ
ヲ
載
ス
」
と
記
さ
れ
る
。
金
剛
寺
伝
来
の
二
本
は
と
も
に

Ｂ
本
、
い
わ
ゆ
る
流
布
本
の
系
統
に
相
当
す
る
古
写
経
と
い
え
る
。

現
在
、
本
文
を
確
認
し
得
る
古
写
経
の
多
く
は
こ
の
Ｂ
本
の
系
統

に
属
す
る
。
本
経
の
重
要
性
に
比
し
て
、
経
典
自
体
の
先
行
研
究

は
中
野
隆
行
氏
の
『
宝
篋
印
陀
羅
尼
経
広
本
の
日
本
成
立
に
関
す

る
一
試
論�

平
安
末
期
台
密
所
伝
の
諸
本
の
分
析
』
や
「
宝
篋
印
陀

羅
尼
経
論
・
後
期
―
総
括
お
よ
び
大
陸
に
お
け
る
展
開
―（

９
）」の

研
究

を
お
い
て
ほ
か
に
な
く
、
同
氏
は
校
本
研
究
を
丹
念
に
追
及
さ
れ
る

な
か
で
、Ｂ
本
は
日
本
撰
述
で
あ
る
と
の
見
解
を
提
示
さ
れ
た
。

　

一
切
経
諸
本
の
校
合
に
よ
り
浮
か
び
上
が
る
日
本
撰
述
と
思
し

い
箇
所
は
、
陀
羅
尼
部
の
後
段
、
経
末
の
改
変
・
増
広
部
に
あ
る
。

日
本
撰
述
経
典
の
研
究
を
遂
行
さ
れ
る
落
合
俊
典
氏
の
提
言
に
よ

れ
ば
、
和
習
、す
な
わ
ち
思
想
用
語
に
加
え
て
日
本
漢
文
を
多
用
し

て
い
る
か
否
か
が
そ
の
判
断
基
準
に
な
る
と
さ
れ
、
そ
の
頻
出
の
程

度
を
計
測
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
さ
れ
る）
（（
（

。
当
該
の
利
生
段
に

は
「
地
獄
門
破
、
菩
提
道
開
」
な
ど
と
い
っ
た
和
様
の
漢
文
用
法
が

所
々
に
認
め
ら
れ
る）
（（
（

。
ま
た
内
容
的
に
は
、
造
塔
・
塔
前
で
の
同
陀

羅
尼
に
よ
る
「
法
要
」
の
功
徳
が
掲
げ
ら
れ
、
地
獄
に
堕
ち
た
悪
人

の
子
孫
が
亡
者
の
名
を
称
え
て
陀
羅
尼
を
誦
み
上
げ
れ
ば
亡
者
は

た
ち
ま
ち
極
楽
界
に
至
る
、
と
い
う
功
徳
か
ら
語
り
出
さ
れ
、
官
位

栄
耀
、寿
命
富
饒
、怨
家
盗
賊
、怨
念
呪
詛
、疫
癘
邪
気
、善
夫
良
婦
、

賢
男
美
女
な
ど
の
利
生
譚た

ん

が
並
ぶ
。
こ
う
し
た
流
布
本
系
の
利
生

譚
は
、
陀
羅
尼
の
前
段
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
「
末
法
」
に
も
不
滅

の
経
で
あ
る
と
の
本
経
の
功
徳
を
前
提
に
、具
体
的
事
例
が
唱
導
体

で
綴
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
後
世
菩
提
・
現
世
福
徳
の
た
め
に
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釈
尊
（
宝
篋
印
塔
中
安
置
の
舎
利
説
、
大
日
如
来
説
）
を
本
尊
と
し

て
修
す
る
諸
尊
法
と
し
て
の
「
宝
篋
印
陀
羅
尼
経
法
」
と
い
う
秘
法

の
執
行
が
、当
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
盛
行
し
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
本
経
は
、
江
戸
期
の
学
僧
の
も
と
で
再
び
画
期
を
迎

え
る
こ
と
と
な
る
。
長
谷
寺
の
亮り

ょ
う
た
い汰

が
注
釈
を
手
が
け
た『
宝
篋
印

陀
羅
尼
経
鈔
』（
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
））
を
は
じ
め
と
し
、
大
正

蔵
が
Ａ
本
の
対
校
に
掲
げ
た
浄じ

ょ
う
ご
ん厳

の
黄
檗
版
加
点
本
（
元
禄
十
六

年
（
一
七
〇
三
）
尊
教
再
校
）
や
、
そ
の
弟
子
蓮れ

ん
た
い体

に
よ
る
『
宝
篋
印

陀
羅
尼
和
解
秘
略
釈
』（
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
））
な
ど
が
あ
る
。
そ

う
し
た
な
か
で
台
密
の
学
僧
覚
千
の
『
自
在
金
剛
集
』
第
三
「
宝
篋

印
経）
（（
（

」（
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
頃
）
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち「
此
経
ハ
和
本
勝
レ
タ
リ
。
亮
汰
ノ
註
ア
ル
経
ナ
リ
。
和
本
ニ

ハ
亡
者
ノ
追
福
ニ
ナ
ル
コ
ト
説
テ
ア
リ
。
亡
者
ノ
為
ニ
ハ
此
経
勝

レ
タ
リ
ト
。
鳥
羽
ノ
僧
正
ノ
給
へ
リ
ト
聞
ク
。
今
ノ
明
本
ニ
ハ
脱

セ
リ
」
と
い
う
。「
明
本
」
す
な
わ
ち
明
の
万
暦
版
を
覆
刻
し
た
黄
檗

版
一
切
経
（
鉄
眼
版
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
））
に
は
、「
和
本
」
に

あ
る
亡
者
の
追
福
の
こ
と
は
な
い
と
の
見
解
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
「
和
本
」
と
は
「
唐
本
」
に
対
す
る
和
書
の
意
で
、
大
正
蔵
Ｂ
本

の
底
本
と
な
っ
た
長
谷
寺
の
享
和
版
（
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
））
を

示
し
、
そ
の
秀
逸
な
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
日
本
撰
述
経
典
に
対
す

る
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、
鳥
羽
僧
正
範は

ん

俊じ
ゅ
んが

亡
者
の
追
悼
に
本
経
が
勝
れ
て
い
る
と
述
べ
た
、
と
い
う
院

政
期
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
和
本
」（
大
正
蔵
Ｂ

本
系
）
の
利
生
譚
の
中
に
は
、
同
陀
羅
尼
の
法
要
は
「
如
意
宝
珠
」

の
一
切
の
願
を
満
た
す
功
徳
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
あ
り
、範
俊
が

舎
利
、
す
な
わ
ち
宝
珠
を
本
尊
と
す
る
最
極
深
秘
の
如
意
宝
珠
法

の
修
法
を
勧
め
る
見
地
か
ら
本
経
に
対
し
て
残
し
た
言
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
法
然
上
人
門
下
の
長
西
が
撰
述
し
た
『
浄
土
依
憑
経

論
章
疏
目
録
』
の
群
経
録
に
『
無
量
寿
経
』
や
『
阿
弥
陀
経
』
な
ど

の
浄
土
経
典
に
並
び
書
目
が
挙
が
る
。『
徒
然
草
』
に
同
上
人
門
下

の
乗
願
房
が
往
生
の
効
験
が
あ
る
最
た
る
経
典
と
し
て
本
経
を
挙

げ
た
話
が
載
る
が
、
こ
れ
ら
は
流
布
本
系
の
利
生
譚
に
相
応
し
、
当

代
に
お
け
る
本
経
の
趨
勢
を
捉
え
た
逸
話
と
し
て
興
味
深
い
。

　

一
方
で
、
本
経
の
書
写
の
歴
史
に
は
、
空
海
の
『
三
十
帖
策
子
』

に
収
録
さ
れ
た
最
古
本
や
真
福
寺
蔵
金
剛
寿
院
（
叡
山
）
書
写
本
、

一
切
経
収
蔵
本
な
ど
、
大
正
蔵
Ａ
本
系
の
古
写
経
の
存
在
も
あ
る
。

中
国
の
経
録
に
記
載
さ
れ
、
一
切
経
の
請
来
・
書
写
と
い
う
過
程

を
経
て
現
存
す
る
本
経
と
、
陀
羅
尼
後
段
の
利
生
譚
に
わ
が
国
独

自
の
展
開
を
み
せ
る
双
方
の
書
写
本
を
丹
念
に
追
う
こ
と
が
、
わ

が
国
に
お
け
る
本
経
の
受
容
の
あ
り
方
を
顕
著
に
す
る
道
で
あ
ろ

う
。
金
剛
寺
伝
来
の
二
本
は
、
大
正
蔵
の
底
本
を
遡
る
成
立
年
代

で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
具
体
的
な
舎
利
信
仰
の
痕
跡
を
経
典
内
に

留
め
て
お
り
、
本
経
を
め
ぐ
る
歴
史
的
、
文
化
的
様
相
を
広
く
見
い

だ
し
得
る
古
写
経
と
し
て
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

以
下
、
本
経
に
関
わ
る
金
剛
寺
の
舎
利
信
仰
に
つ
い
て
少
し
ば

か
り
ふ
れ
て
お
く
。
金
剛
寺
は
、
阿
育
王
（
ア
シ
ョ
ー
カ
王
）
造
立

の
塔
を
基
と
し
て
聖
武
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
行
基
が
開
基
し
た
と

伝
え
ら
れ
、
後
白
河
院
の
帰
依
と
庇
護
の
も
と
、
中
興
の
阿
観
上
人

（
一
一
三
六
―
一
二
〇
七
）
に
よ
り
承
安
元
年
に
造
営
が
始
め
ら
れ
、
治

承
二
年
（
一
一
七
八
）
に
金
堂
の
建
立
、
同
四
年
（
一
一
八
〇
）
に
院
の

異
母
妹
八
条
女
院
（
一
一
三
七
―
一
二
一
一
）
の
祈
願
所
と
な
っ
た
と

い
う
寺
歴
が
あ
る
。
そ
の
後
、
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
に
後
白
河
院

皇
子
守
覚
法
親
王
の
も
と
で
仁
和
寺
北
院
末
と
な
っ
て
今
日
に

至
っ
て
い
る
（
真
言
宗
御
室
派
）
。

　
『
河
内
名
所
図
会
』（
以
下
『
図
会
』）
金
剛
寺
の
項
の
「
天
野
山
什

宝
大
略
」に
よ
れ
ば
、「
天
竺
阿
育
王
鉄
塔�

正
和
三
年
忍
実
上
人�

当

山
塔
の
尾
に
て
感
得
し
給
ふ
な
り�

日
本
三
箇
の
霊
宝
の
其
一
な
り
」

と
あ
り
、
釈
尊
の
舎
利
を
め
ぐ
る
阿
育
王
信
仰
が
伝
え
ら
れ
る
が
、

『
河
州
錦
部
郡
天
野
山
金
剛
寺
古
記
寫）
（（
（

』
に
は
、
本
願
（
阿
観
）
よ
り

九
代
目
の
学
頭
と
さ
れ
る
阿
闍
梨
忍
実
の
鉄
塔
感
得
の
伝
承
が
載

る
。
す
な
わ
ち
往
古
に
鉄
塔
の
御
奉
納
所
と
さ
れ
る
も
そ
の
所
在
地

は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
上
人
が
御
影
堂
か
ら
塔
尾
に
光
明
が
上
が
る

の
を
見
て
尋
ね
行
き
、
鉄
塔
を
発
見
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
天
竺
阿

育
王
に
準
え
た
呉
越
王
銭
弘
俶
の
八
万
四
千
塔
供
養
の
鉄
塔
伝
承

と
思
わ
れ
る
が
、
当
該
の
鉄
塔
は
実
際
に
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）

の
再
興
時
ま
で
多
宝
塔
（
塔
婆
）
の
真
柱
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
さ

れ
、
同
寺
の
銭
弘
俶
塔
（
銅
製
、
河
内
長
野
市
指
定
文
化
財
、
昭
和

四
十
七
年
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る）
（（
（

。
鉄
塔
感
得
の

正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
は
「
墨
書
写
経
本
」に
後
補
さ
れ
る
「
宝
篋
印

経
記
」の
推
定
年
代
に
も
近
く
、
当
代
に
銭
弘
俶
塔
を
多
宝
塔
に
納

め
る
に
臨
ん
で
同
記
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 「金泥写経本」今様
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中
国
へ
渡
っ
た
日
本
古
写
経

　

我
々
は
成
田
空
港
か
ら
中
国
国
家
図
書
館
の

あ
る
北
京
へ
飛
び
立
っ
た
。
成
田
よ
り
北
京
へ

は
、
便
に
も
よ
る
が
四
時
間
弱
で
着
く
。
北
京

首
都
国
際
空
港
は
、
二
〇
〇
八
年
に
巨
大
な
第

三
タ
ー
ミ
ナ
ル
が
オ
ー
プ
ン
し
、ア
ジ
ア
最
大
規

模
の
空
港
と
な
っ
て
い
る
。
日
系
航
空
機
は
そ

の
新
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
降
り
立
つ
。
到
着
ロ
ビ
ー

は
天
井
が
高
く
開
放
的
だ
。
空
港
か
ら
北
京
中

心
部
へ
は
地
下
鉄
・
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
な
ど
の
交

通
機
関
が
あ
る
。
タ
ク
シ
ー
で
中
国
国
家
図
書

館
付
近
ま
で
は
一
時
間
と
か
か
ら
な
い
。

　

中
国
国
家
図
書
館
は
、か
つ
て「
北
京
図
書
館
」

（
略
称
「
北
図
」）
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、

一
九
九
八
年
現
在
の
名
に
改
称
さ
れ
た
。
国
家

図
書
館
に
は
総
館
と
古
籍
館
が
あ
る
。
総
館
は

故
宮
の
北
西
方
向
・
北
京
動
物
園
の
西
に
位
置

し
、
古
籍
館
は
北
海
公
園
西
側
に
あ
る
。
古
写

経
調
査
で
い
つ
も
訪
れ
る
の
は
総
館
で
あ
り
、

「
中
国
国
家
図
書
館
」
と
言
う
と
き
は
こ
ち
ら
を

指
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
総
館
は
、
地
下
鉄
四

号
線
「
国
家
図
書
館
駅
」
が
目
の
前
に
あ
り
、
交

通
の
便
は
以
前
と
比
べ
て
大
変
よ
く
な
っ
た
。

と
は
い
え
、ホ
テ
ル
は
近
く
が
よ
い
。
図
書
館
か

ら
徒
歩
約
一
〇
分
の
ホ
テ
ル
を
い
つ
も
予
約
す

る
。
日
系
で
使
い
や
す
く
、
近
く
に
フ
ラ
ン
ス
系

ス
ー
パ
ー
が
あ
る
と
い
う
の
も
理
由
だ
。

　

総
館
に
は
南
区
と
北
区
が
あ
る
。
南
区
は

一
九
八
七
年
に
完
成
し
た
本
来
の
館
で
あ
る
。

重
厚
な
構
え
の
建
物
で
、
正
面
か
ら
見
る
と
左

右
に
回
廊
が
伸
び
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

二
〇
〇
八
年
そ
の
北
側
に
新
館
が
建
設
さ
れ

た
。
そ
れ
が
北
区
で
あ
る
。
お
し
ゃ
れ
な
カ

フ
ェ
も
あ
っ
て
く
つ
ろ
げ
る
。
南
区
に
善
本
特

蔵
閲
覧
室
が
あ
り
、
我
々
は
そ
こ
で
調
査
を
す

る
。
南
区
は
二
〇
一
一
年
五
月
よ
り
改
修
工
事

に
入
っ
て
お
り
現
在
は
使
用
で
き
な
い
。
工
事

は
二
〇
一
三
年
完
了
予
定
で
あ
る
。
善
本
特
蔵

閲
覧
室
は
二
階
に
あ
る
。
重
厚
な
机
と
椅
子
、

そ
し
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ダ
ー
も
並
ん
で

い
る
。
机
は
広
く
巻
子
本
な
ど
の
調
査
も
行
い

や
す
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
木
製
の
文
鎮
も
貸

し
て
く
れ
る
。
調
査
で
は
、い
つ
も
善
本
特
蔵
部

副
研
究
館
員
の
李
際
寧
氏
に
お
世
話
に
な
る
。

李
氏
は
、
本
学
落
合
教
授
と
旧
知
の
仲
で
あ
り
、

本
学
に
客
員
研
究
員
と
し
て
来
ら
れ
た
こ
と
も

あ
る
。
知
人
が
来
た
と
な
る
と
他
の
係
員
も
親

切
に
扱
っ
て
く
れ
て
手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
に
進

む
。
貴
重
書
閲
覧
と
も
な
る
と
、
正
規
の
手
続

き
だ
け
で
な
く
人
間
関
係
も
重
要
で
あ
る
こ
と

が
感
じ
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。

　

当
館
は
約
二
、九
〇
〇
万
冊
（
二
〇
一
〇
年
現

在
）
も
の
蔵
書
を
有
す
る
。
敦
煌
遺
書
・
趙
城

金
蔵
・
永
楽
大
典
・
四
庫
全
書
は
殊
に
有
名
で

あ
る
。
仏
教
古
籍
で
は
、
趙
城
金
蔵
な
ど
の
他

に
、
明
治
期
な
ど
に
日
本
よ
り
流
出
し
た
古
写

本
も
蔵
し
て
い
る
。
中
に
は
奈
良
写
経
も
含
ま

れ
る
。
私
は
、
趙
城
金
蔵
本
『
賢
愚
経
』
巻
第
六

と
日
本
古
写
経
数
点
を
閲
覧
し
た
。
趙
城
金
蔵

の
影
印
は『
中
華
大
蔵
経
』に
収
め
ら
れ
て
お
り
、

誰
で
も
簡
単
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
実
際
に
見
た
金
蔵
本
『
賢
愚
経
』
に
は
、

影
印
本
に
は
な
い
朱
印
が
巻
末
に
押
さ
れ
て

あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
驚
い
た
。
や
は
り
原
物
は

実
見
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
経
の
来
歴
も

わ
か
る
と
い
う
も
の
だ
。
調
査
の
醍
醐
味
は
ま

さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
日
本
古
写
経
で
は
、
袋
中

（
一
五
五
二
―
一
六
三
九
）の
蒐
集
し
た
古
写
経

を
中
心
に
調
査
を
し
た
。
平
安
鎌
倉
写
経
数
点

の
他
に
、
奈
良
写
経
も
一
点
実
見
し
た
。
そ
れ

は
袋
中
蒐
集
経
で
は
な
か
っ
た
が
、
北
京
で
奈

良
写
経
を
調
査
で
き
た
意
義
は
大
き
い
。

　

外
国
で
日
本
古
写
経
を
調
査
す
る
と
少
々
不

思
議
な
感
覚
を
覚
え
る
。
ま
る
で
海
外
で
日
本

人
に
出
会
っ
た
よ
う
な
感
覚
、
更
に
、
一
体
ど

の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
地
ま
で
や
っ
て
来
た
の

か
と
い
う
点
に
興
味
を
覚
え
る
。
袋
中
蒐
集
経

の
場
合
は
、
江
戸
末
期
に
寺
外
へ
流
出
し
た
も

の
を
、
明
治
期
に
来
日
し
て
い
た
楊
守
敬

（
一
八
三
九
―
一
九
一
五
）
が
入
手
し
て
中
国

へ
持
ち
帰
り
、
紆
余
曲
折
を
経
て
中
国
国
家
図

書
館
所
蔵
と
な
っ
た
。
海
外
で
の
古
写
経
調
査

で
は
、
そ
う
い
っ
た
流
出
の
歴
史
を
感
じ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
。
来
歴
も
含
め
て
分
析
す
る
こ

と
が
古
写
経
研
究
に
は
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
「
か
つ
て
私
は
日
本
に
い
た
の
だ
」
と
い
う

古
写
経
の
声
を
聞
い
て
、
発
展
目
覚
ま
し
い
北

京
を
後
に
し
た
。

　
【
謝
辞
】

　
　

�

調
査
中
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
李
際
寧
氏
は
じ
め
中
国
国

家
図
書
館
の
方
々
、
ま
た
当
館
所
蔵
の
日
本
古
写
経
を
ご

教
示
い
た
だ
い
た
梶
浦
晋
氏
に
深
く
感
謝
致
し
ま
す
。

（
三
宅��

徹
誠
）

調
査
日
記

中
国
国
家
図
書
館

中国国家図書館（総館）　南区正面
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現
在
、�

パ
リ
国
立
高
等
研
究
院
（
E�

P�

H�

E
）

宗
教
史
学
科
、
お
よ
び
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
日
本

学
科
に
提
出
す
る
博
士
論
文
を
準
備
中
で
、
論

文
執
筆
に
あ
た
り
依
拠
す
べ
き
基
本
的
参
考
史

料
を
参
照
す
る
た
め
に
日
本
古
写
経
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
利
用
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
博
士

論
文
で
は
、
14
世
紀
に
活
躍
し
た
真
言
宗
の
僧

侶
文
観
房
弘
真
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
の
で

す
が
、
従
来
認
知
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
文も

ん

観か
ん

の

著
作
の
存
在
が
、
近
年
日
本
各
地
で
次
々
に
確

認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
未
翻
刻

の
聖
教
を
読
み
解
く
こ
と
が
研
究
の
出
発
点
と

な
っ
て
い
ま
す
。�

　

日
本
中
世
の
聖
教
に
は
、
仏
教
経
典
（
経
、

疏
な
ど
）
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な

先
人
の
経
典
は
聖
教
で
展
開
さ
れ
る
教
理
や
儀

礼
を
正
統
化
す
る
た
め
の
論
理
の
要
と
な
っ
て

い
ま
す
。
文
観
関
連
の
聖
教
の
場
合
、
高
麗
版

を
典
拠
と
す
る
大
正
新
脩
大
蔵
経
に
収
録
さ
れ

て
い
る
経
典
原
文
と
、
文
観
に
よ
る
引
用
が
一

致
し
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
先
行
研
究
に
お

い
て
は
こ
う
し
た
箇
所
が
文
観
に
よ
る
創
造
や

曲
解
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
立
川
流
と
い
う
異

端
宗
派
の
大
成
者
と
し
て
の
文
観
の
人
物
像
を

裏
付
け
る
教
理
上
の
根
拠
の
一
つ
に
も
な
っ
て

き
た
と
言
え
ま
す
。

　

具
体
例
を
一
点
挙
げ
れ
ば
、『
御
遺
告
大
事
』

（
仁
和
寺
本
、
嘉
暦
二
年�

（
一
三
二
七
））
に
お

い
て
、
菩
提
心
論
が
展
開
さ
れ
る
「
内
心
中
観
」

と
呼
ば
れ
る
箇
所
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で

文
観
は
「
於
内
心
中
、
観
日
月
輪
」
と
著
し
て

い
ま
す
。
従
来
の
仏
教
研
究
で
必
ず
参
照
さ
れ

て
き
た
大
蔵
経
で
の
『
菩
提
心
論
』
に
は
「
於

内
心
中
。
観
白
月
輪
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
解
釈
は
日
本
中
世
に
生
ま
れ
た
「
異
説
」
と

し
て
理
解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本

古
写
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

「
観
日
月
輪
」
が
江
戸
時
代
の
『
菩
提
心
論
』
版

本
に
も
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
、
こ
れ
が
異
説
で
あ
る
と
断
定

す
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
様
な
差
異
が
生
じ
て
い
る
理
由
に
は
、

写
本
に
お
け
る
写
し
間
違
い
や
筆
者
自
身
の
誤

り
だ
け
で
な
く
、
従
来
研
究
で
経
典
典
拠
の
基

本
と
さ
れ
て
き
た
高
麗
本
の
経
典
と
、
実
際
に

日
本
中
世
に
お
い
て
普
及
し
、
使
用
さ
れ
て
き

た
経
典
・
古
写
経
が
異
な
る
と
い
う
史
的
背
景

も
考
え
得
る
の
で
は
無
い
で
し
ょ
う
か
。
上
記

の
例
か
ら
も
分
か
る
様
に
、基
本
経
典
の
版
本
・

写
本
に
よ
る
原
文
の
異
同
は
、
聖
教
に
展
開
さ

れ
る
思
想
や
、
そ
れ
を
著
し
た
人
物
の
歴
史
解

釈
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
因
子
と
言
え

ま
す
。
文
観
関
連
聖
教
に
限
ら
ず
、
日
本
中
世

の
聖
教
を
翻
刻
し
、
当
時
の
仏
教
世
界
の
文
脈

に
位
置
づ
け
る
上
で
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
の
み

を
絶
対
的
な
経
典
の
典
拠
と
せ
ず
、
日
本
古
写

経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
収
録
さ
れ
る
よ
う
な
日
本

伝
来
の
経
典
を
参
照
を
す
る
こ
と
が
重
要
と

な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
外
国
人
研
究
員
）

「
日
本
古
写
経
を
利
用
し
た
仏
典
研
究
へ
の
助
成
」紹
介

古
写
経
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
研
究
上
に
お
け
る
活
用

ラ
ポ
ー 

ガ
エ
タ
ン

『菩提心論』江戸期版本

平
成
二
二・二
三
年
度 

 ﹁
日
本
古
写
経
を
利
用
し
た
仏
典
研
究
へ
の

助
成
金
﹂給
付
の
報
告

　

本
学
で
は
平
成
二
二
・
二
三
年
度
に
、
古
写

経
を
積
極
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
若
手
研

究
者
に
対
し
て
の
研
究
助
成
金
を
公
募
に
よ

り
給
付
致
し
ま
し
た
。

　

��【
助
成
内
容
】　　

一
人
年
間
五
〇
万
円

　
　

　
〈
平
成
二
二
年
度
受
給
者
〉	

・�エリック�

グ
リ
ー
ン（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
生
）�

・�

趙　

青
山
（
名
古
屋
大
学
蘭
州
大
学
聯
合
培
養
博
士
研
究
生
）�

・�

ラ
ポ
ー�

ガエタ
ン（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
外
国
人
研
究
員
）�

　
〈
平
成
二
三
年
度
受
給
者
〉	

・
薊　

法
明
（
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
）�

・
伍　

小
劼�（
中
国
人
民
大
学
佛
教
與
宗
教
學
理
論
研
究
所
研
究
員
）�

・
藤
井　

淳
（
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
仏
教
学
科
専
任
講
師
）�

＊
所
属
、
役
職
等
は
応
募
当
時
の
も
の
で
す
。

宮
井
里
佳・本
井
牧
子 

編
著

『
金
蔵
論　

本
文
と
研
究
』

　
　
　

平
成
二
三
年
度　

新
村
出
賞
受
賞
！

　

本
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
分
担
者
の
本
井

牧
子
氏
、
学
外
研
究
協
力
者
の
宮
井
里
佳
氏
に

よ
る
研
究
成
果
『
金
蔵
論　

本
文
と
研
究
』
が

新
村
出
賞
（
新
村
出
記
念
財
団
主
催
）
を
受
賞

致
し
ま
し
た
。

　

臨川書店　
2011 年 2 月刊��
定価 15,750 円
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国
際
仏
教
学
会（
略
称
I�

A�

B�

S
＝International

A
ssociation�of�B

uddhist�Studies

）
は
、

一
九
七
八
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
開
催
さ
れ
た

学
術
大
会
を
嚆
矢
と
し
て
、
昨
今
で
は
三
年
に
一

度
の
頻
度
で
開
催
さ
れ
て
い
る
、
世
界
最
大
規
模

の
仏
教
学
会
で
あ
る
。
第
一
六
回
目
の
学
術
大
会

を
迎
え
た
今
回
は
、
台
湾
の
法
鼓
佛
教
学
院
を
会

場
と
し
て
開
催
さ
れ
た
。
台
北
市
内
か
ら
車
で
小

一
時
間
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る
当
学
院
は
、
今
日
仏

教
学
者
の
間
で
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
C�

B�

E�

T�

A

（
漢
訳
仏
典
の
デ
ー
タ
C�

D
）
な
ど
の
各
種
出
版
物

を
出
し
、
ま
た
仏
教
を
専
門
的
に
学
ぶ
学
生
を
擁

す
る
台
湾
屈
指
の
仏
教
系
教
育
研
究
機
関
で
あ
る

と
と
も
に
、
僧
俗
の
両
方
に
対
し
て
坐
禅
な
ど
の

実
践
指
導
を
行
う
寺
院
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
世
界

三
二
カ
国
か
ら
約
六
〇
〇
人
の
研
究
者
が
集
ま

り
、
六
月
二
〇
日
か
ら
二
五
日
ま
で
の
六
日
間
に

わ
た
っ
て
約
五
〇
〇
の
研
究
発
表
が
行
わ
れ
た
。

部
会
と
パ
ネ
ル
の
数
は
合
計
で
一
〇
〇
近
く
に
も

の
ぼ
っ
た
。

　

当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
日
本
古
写
経
の
研
究
成

果
を
海
外
に
も
紹
介
す
べ
く
、
特
別
に
パ
ネ
ル
を

設
け
（
パ
ネ
ル
名
“The�A

ncient�Japanese�
M
anuscripts

”）
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
代
表
者
で

あ
る
落
合
俊
典
（
本
学
教
授
）
を
は
じ
め
と
す
る

六
名
が
英
文
に
よ
る
研
究
発
表
を
行
っ
た
。
司
会

進
行
は
デ
レ
ア
ヌ�

フ
ロ
リ
ン
（
本
学
教
授
）
が
務

め
た
。
発
表
者
お
よ
び
英
文
発
表
題
目
（
括
弧
内

は
そ
の
和
訳
）
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
落
合
俊
典
（
本
学
教
授
）

“On�A
ncient�Japanese�M

anuscript�Copies�
of�the� D

īrghanakhaparip

 
・

rcchā-sūtra

”（
日

本
古
写
経
本
の
『
長
爪
梵
志
請
問
経
』
に
つ
い
て
）

②
松
村
淳
子
（
本
学
教
授
）

“A�U
nique�V

yāghrī-jātaka�V
ersion�from

�
Gandhāra:�T

he� F
oshuo�pusa�toushen�(yi)�

ehu�qita�yinyuan�jing�(T
.172)

”（
ガ
ン
ダ
ー

ラ
所
縁
の
捨
身
飼
虎
物
語
―
『
仏
説
菩
薩
投
身

（
飴
）
餓
虎
起
塔
因
縁
経
』）

　
③
斉
藤
達
也
（
本
学
図
書
館
員
）

“Features�of�the�K
ongō-ji�V

ersion�of�
F
urther�B

iog
raphies�of�E

m
inent�

M
onks:�W

ith�a�Focus�on�the�Biography�of�
X
uanzang�in�the�Fourth�Fascicle

”（
金
剛
寺

本
『
続
高
僧
伝
』
の
特
徴�

―�

巻
四
玄
奘
伝
を
中

心
に
）

④ 

林
寺
正
俊
（
本
学
日
本
古
写
経
研
究
所　

主
任

研
究
員
）

“The�N
ew
ly�Found�T

ext�of�the� Puxian�
pusa�xing�yuan�zan�(Bhadracaryāpra n

・idhāna)�

in�the�K
ongō-ji�M

anuscript�Collection

”（
金

剛
寺
一
切
経
中
の
新
出
本
『
普
賢
菩
薩
行
願
讃
』）

⑤
池 

麗
梅
（
鶴
見
大
学
准
教
授
）

“Reception�and�T
ransform

ation�of�the�
H
uiji�Jin'gang�shuo�shentong�dam

an�
tuoluoni�fashu�lingyaom

en

”（『
穢
積
金
剛
説

神
通
大
満
陀
羅
尼
法
術
霊
要
門
』の
受
容
と
変
容
）

⑥ 
定
源
（
王 

招
国
）（
本
学
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

研
究
員
）

“New
ly�D

iscovered�Japanese�M
anuscript�

C
opies�of�the� L

iang�B
iographies�of�

E
m
inent�M

onks:�A
n�Exam

ination�of�the�
Problem

�of�the�Text� ,��s�D
evelopm

ent�based�
on�a�Com

parison�w
ith�Printed�Editions

”
（
新
出
の
日
本
古
写
経『
梁
高
僧
伝
』�

―
刊
本
と
の

比
較
に
基
づ
く
成
立
問
題
の
一
試
論
）

　

会
場
に
は
常
に
二
五
～
三
〇
人
程
の
研
究
者
が

い
て
、
各
発
表
を
熱
心
に
聞
い
て
お
り
、
発
表
毎

に
活
発
な
質
疑
応
答
や
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

当
パ
ネ
ル
と
同
じ
時
間
帯
に
は
他
に
一
〇
も
の
部

会
が
開
か
れ
て
お
り
、「
あ
い
に
く
古
写
経
パ
ネ
ル

は
聴
き
に
行
け
な
い
」
と
残
念
が
っ
て
い
た
研
究

者
も
い
た
。

　

な
お
、
パ
ネ
ル
会
場
に
は
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

の
成
果
出
版
物
を
展
示
し
、
来
場
者
に
は
ニ
ュ
ー

ス
レ
タ
ー
「
い
と
く
ら
」
を
配
布
し
て
、
日
本
古
写

経
研
究
と
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
紹
介
に
努
め
た
。

（
本
学
日
本
古
写
経
研
究
所
主
任
研
究
員
）

活
動
記
録

パネル発表の様子

会場の法鼓佛教学院

日
本
古
写
経
研
究
を
世
界
に
紹
介

国
際
仏
教
学
会
で
の
パ
ネ
ル
発
表

林
寺 
正
俊
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二
〇
一
一
年
三
月
二
四
～
二
六
日
、
カ
ナ
ダ
・

バ
ン
ク
ー
バ
ー
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア

大
学
に
お
い
て
第
８
回
仏
教
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
仏

教
文
献
学
お
よ
び
写
本
学
に
お
け
る
最
新
の
研
究

状
況
」（R

eading�under�the�Lines:�Som
e�

C
utting-edge�P

rogress�in�B
uddhist�

Philology�and�M
anuscriptology

）
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

本
学
日
本
古
写
経
研
究
所
か
ら
は
林
寺
正
俊
主

任
研
究
員
が
参
加
し
、
日
本
古
写
経
の
調
査
と
研

究
を
進
め
て
い
る
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
紹

介
す
る
と
共
に
、
本
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
て
公

開
中
の
日
本
古
写
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
実
演
を
行

い
ま
し
た
。

　

昨
年
度
第
２
回
公
開
研
究
会
、
並
び
に
今
年
度

第
１
回
公
開
研
究
会
に
つ
い
て
、
概
要
を
報
告
致

し
ま
す
（
発
表
者
の
所
属
、
役
職
等
は
研
究
会
開

催
当
時
の
も
の
で
す
）
。

○
平
成
22
年
度
第
２
回
公
開
研
究
会

　

平
成
22
年
11
月
13
日
（
土
）

   

午
後
３
時
～
４
時
半

　

於 

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学 

春
日
講
堂

中
御
門��

敬
教（
知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
研
究
員
）

　
「
源
信
僧
都
と
『
普
賢
講
作
法
』

　
　

�

―
原
本
・
写
本
、
書
写
問
題
を
中
心
に
―
」

堀　

伸
一
郎
（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
附
置

　
　
　
　
　

�

国
際
仏
教
学
研
究
所
専
任
研
究
員
）

　

�「Sukhāvatīvyūha

ネ
パ
ー
ル
写
本
の
識
語

に
つ
い
て
」

　

中
御
門
氏
は
、源
信
僧
都（
九
四
二
―
一
〇
一
七
）

撰
『
普
賢
講
作
法
』
の
現
存
最
古
写
本
と
目
さ
れ

る
、
比
叡
山
坂
本
西
教
寺
蔵
本
に
つ
い
て
、
裏
書

き
さ
れ
る
修
補
の
記
述
、
並
び
に
巻
首
の
貼
紙
剥

落
跡
よ
り
、
そ
の
伝
来
の
経
緯
と
し
て
芦
浦
観
音

寺
瞬
興
に
よ
っ
て
、
葛
川
息
障
明
王
院
か
ら
伝
来

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

ま
た
院
政
期
書
写
の
随
心
院
蔵
本
、
同
じ
く
源
信

の
著
作
で
あ
る
『
霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
』
の

聖
衆
来
迎
寺
所
蔵
本
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、

平
安
末
期
か
ら
院
政
期
に
お
け
る
学
僧
の
聖
教
書

写
の
実
態
に
も
言
及
さ
れ
た
。

�

堀
氏
はK
otatsu�F

ujita,� T
he�L

arger�

Sukhāvatīvyūha:�R
om
anized�T

ext�of�the�

Sanskrit�M
anuscripts�from

�N
epal,�Part�II�

(T
okyo:�Sankibo�Press,�1993),�pp.�1478-

1479

に
掲
載
さ
れ
るSukhāvatīvyūha
梵
文
ネ

パ
ー
ル
写
本
K1
の
識
語
に
つ
い
て
、
詳
細
な
読
解

を
行
わ
れ
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
本
識
語
は
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
ネ
ワ
ー
ル
語
が
混
在
す
る
も
の

で
あ
り
、
筆
写
者
は
、Am

r

4 tānanda

、
筆
写
完
了

日
は
西
暦
一
七
九
八
年
一
月
一
三
日
で
あ
る
こ

と
、
写
本
作
成
の
目
的
や
経
緯
等
を
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
ネ
パ
ー
ル
写
本
識
語
の
有
す
る
情
報
量
の

豊
富
さ
に
注
目
さ
れ
、
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築

の
有
用
性
に
言
及
さ
れ
た
。

○
平
成
23
年
度
第
１
回
公
開
研
究
会

　

平
成
23
年
５
月
21
日
（
土
）

   

午
後
３
時
～
４
時
半

　

於 

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学 

春
日
講
堂

上
杉��

智
英
（
本
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
）

　
「
高
麗
大
蔵
経
再
雕
版
の
来
歴

�　
　

―『
高
麗
国
新
雕
大
蔵
校
正
別
録
』を
通
じ
て
―
」

小
島��

裕
子
（
学
習
院
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
「
金
剛
寺
伝
来
の
『
宝
篋
印
陀
羅
尼
経
』
二
本

　
　

�

―
古
写
経
に
刻
ま
れ
た
歴
史
と
文
化
―
」

　

上
杉
氏
は
高
麗
大
蔵
経
再
雕
版
編
輯
時
に
お
け

る
校
正
記
録
で
あ
る
守
其
等
撰
『
高
麗
国
新
雕
大

蔵
校
正
別
録
』
巻
一
二
所
収
の
「
大
智
度
論
第

十
四
巻
」
の
校
異
に
つ
い
て
、
実
際
に
高
麗
初
雕

本
・
再
雕
本
・
房
山
石
経
本
の
『
大
智
度
論
』
巻

十
四
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
麗
再
雕
本
が

開
宝
蔵
本
を
底
本
と
し
て
版
下
を
作
成
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
証
左
と
し

て
、
高
麗
初
雕
版
が
欠
筆
せ
ず
、
再
雕
版
が
欠
筆

し
て
い
る
事
例
を
呈
示
さ
れ
た
。

　

小
島
氏
は
天
野
山
金
剛
寺
に
伝
来
す
る
二
本
の

『
宝
篋
印
陀
羅
尼
経
』
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
紹

介
す
る
と
共
に
、
そ
の
研
究
史
を
整
理
さ
れ
、
従

来
、
料
紙
に
見
出
さ
れ
る
和
歌
や
今
様
に
対
す
る

文
学
、
消
息
経
に
対
す
る
古
筆
学
な
ど
、
個
別
研

究
の
視
座
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
金

剛
寺
蔵
『
宝
篋
印
陀
羅
尼
経
』
に
対
し
、
故
人
の

墨
書
と
願
主
の
写
経
の
文
字
と
が
渾
然
一
体
と
な

る
こ
と
が
同
経
書
写
の
最
た
る
価
値
で
あ
る
と
の

視
点
に
立
た
れ
、
消
息
経
、
荘
厳
経
（
葦
手
絵
）
、

追
善
供
養
、
今
様
成
仏
観
・
和
歌
即
陀
羅
尼
観
、

女
院
・
女
房
の
信
仰
等
の
文
化
的
背
景
を
総
合
的

に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
経
が
当
に
院
政
期

文
化
の
精
華
で
あ
る
こ
と
を
顕
彰
さ
れ
た
。

　

平
成
22
年
度
第
２
回
公
開
研
究
会
、
平
成
22
年

度
第
１
回
公
開
研
究
会
と
も
に
、
多
数
の
ご
来
場

を
賜
り
、
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後

と
も
一
層
の
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

公

開

研

究

会

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ・コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

第
８
回
仏
教
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ムへの
参
加

平成23年度第1回公開研究会の様子

～
大
学
移
転
の
お
知
ら
せ
～

　

昨
年
３
月
に
、
本
学
は
港
区
よ
り
文
京
区
へ

移
転
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

詳
し
い
住
所
は
裏
表
紙
を
ご
覧
下
さ
い
。
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今
後
の
予
定

　

平
成
24
年
度
の
予
定
は
以
下
の
通
り
で
す
。

◇
公
開
研
究
会
◇

　

５
月
と
11
月
に
、
本
学
春
日
講
堂
に
て
開
催
予
定

で
す
。

◇
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
◇

　

７
月
21
日（
土
）に『
宝
篋
印
陀
羅
尼
経
』を
テ
ー

マ
と
し
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
、
本
学
春
日
講
堂
に

て
開
催
予
定
で
す
。

既
刊
書

○『
い
と
く
ら
』1
～
6
号（
非
売
品
）

　

本
書
は
本
学
日
本
古
写
経
研
究
所
の
ホ
ー
ムペー
ジ

上
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
バッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を

希
望
さ
れ
る
方
は
下
記
連
絡
先
に
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

○
日
本
古
写
経
善
本
叢
刊（
非
売
品
）

　

第
１
輯
『
玄
應
撰
一
切
經
音
義
二
十
五
卷
』

　

第
２
輯
『
大
乘
起
信
論
』

　

第
３
輯�『
金
剛
寺
藏�

觀
無
量
壽
經�

無
量
壽
經
優

�

婆
提
舍
願
生
偈
註
卷
下
』

　

第
４
輯
『
集
諸
經
禮
懺
儀
卷
下
』

○『
日
本
現
存
八
種
一
切
経
対
照
目
録
』（
非
売
品
）

　

本
書
は
本
学
日
本
古
写
経
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

○�『
佛
教
文
獻
と
文
學
　
日
臺
共
同
ワ
ー
ク
　
　
　

シ
ョッ
プ
の
記
録
　
2�

0�

0�

7
』（
非
売
品
）

○�『
愛
知
縣
新
城
市
德
運
寺
古
寫
經
調
査
報
告
書
　

德
運
寺
の
古
寫
經
』（
非
売
品
）

○�『
古
写
経
研
究
の
最
前
線
―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
講
演

資
料
集
成
―
』（
非
売
品
）

ス
タ
ッ
フ
紹
介

研
究
代
表
者

落
合
俊
典（
本
学
教
授
）

研
究
分
担
者

デ
レ
ア
ヌ�

フ
ロ
リ
ン（
本
学
教
授
）

松
村
淳
子（
本
学
教
授
）

藤
井
教
公（
北
海
道
大
学
教
授
）

赤
尾
栄
慶�（
京
都
国
立
博
物
館
学
芸
部
副
部
長　
　

（
上
席
研
究
員
））

高
田
時
雄（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
教
授
）

金
水　

敏（
大
阪
大
学
教
授
）

本
井
牧
子（
筑
波
大
学
助
教
）

林
寺
正
俊（
本
学
附
置
日
本
古
写
経
研
究
所
主
任

　
　

�　

���

研
究
員
）

三
宅
徹
誠（
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
嘱
託
研
究
員
）

学
内
研
究
協
力
者

今
西
順
吉（
本
学
教
授
・
学
長
）

津
田
眞
一（
本
学
教
授
）

木
村
清
孝（
本
学
特
任
教
授
）

末
木
康
弘（
本
学
附
属
図
書
館
副
館
長
）

斉
藤
達
也（
本
学
附
属
図
書
館
員
）

堀
伸
一
郎（
本
学
附
置
国
際
仏
教
学
研
究
所
副
所
長
）

赤
塚
祐
道
・
小
島
裕
子
・
田
戸
大
智

　
　

�（
本
学
附
置
日
本
古
写
経
研
究
所
特
任
研
究
員
）

蕭　

文
真
・
曹　

�

凌�

（
本
学
特
別
研
究
生
）

そ
の
他
、学
外
研
究
協
力
者
多
数
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員（
PD
）

上
杉
智
英・定
源（
王
招
国
）・南　

宏
信

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
補
助
員 （
RA
）

楊　

婷
婷

�　

�������　
（
平
成
23
年
12
月
現
在
）
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「東アジア仏教写本研究拠点の形成」ニュースレター
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