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刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考

落

合

俊

典

ま
え
が
き

貞
観
一
九
年
︵
六
四
五
︶
正
月
︑
天
竺
か
ら
長
安
に
帰
国
し
た
玄
奘
を
迎
え
た
の
は
︑
宮
闕
の
高
官
ば
か
り
で
な
く
数
多
の
群
衆

が
雲
霞
の
如
く
集
ま
っ
た
と
﹃
大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
﹄
は
伝
え
る
︒
国
禁
を
犯
し
て
渡
竺
し
た
玄
奘
は
︑
唐
王
朝
の
栄
華
を

さ
ら
に
輝
か
せ
る
期
待
の
人
物
と
し
て
凱
旋
を
果
た
し
た
︒
唐
王
朝
の
版
図
拡
大
期
と
い
う
幸
運
に
巡
り
合
わ
せ
た
と
は
い
え
︑
求

法
僧
玄
奘
の
不
撓
不
屈
の
精
神
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

玄
奘
の
五
天
竺
旅
程
の
中
で
最
大
の
危
難
は
︑
玉
門
関
を
出
て
数
日
後
に
砂
漠
を
渡
る
際
に
方
角
を
見
失
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
︒
そ
の
時
︑
玄
奘
は
観
音
菩
薩
と
﹃
般
若
心
経
﹄
を
誦
し
て
一
命
を
保
っ
た
と
い
う(�
)︒
こ
の
伝
記
の
記
述
は
︑
後
人
を
少
し
く

悩
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
︒

『般
若
心
経
﹄
は
︑
玄
奘
訳
を
も
っ
て
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
玄
奘
が
天
竺
に
渡
る
前
に
誦
し
た
経
典
は
そ
も
そ
も
何
も
の

な
の
か
と
な
る
が
︑﹃
般
若
心
経
﹄
は
古
来
十
訳
六
存
四
欠
で
あ
り
︑
驚
く
に
足
ら
な
い(�
)︒
し
か
し
︑
玄
奘
訳
以
前
に
は
呉
の
優
婆

塞
支
謙
訳
﹃
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
呪
経
﹄︑
羅
什
訳
﹃
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
大
明
呪
経
﹄
の
二
訳
が
あ
っ
た
と
い
う
が
︑
唐
代
に
は
支
謙

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
研
究
紀
要
第
十
五
号

平
成
二
三
年
五
月

一



訳
は
欠
本
と
な
っ
て
い
て
羅
什
訳
だ
け
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
と
玄
奘
は
羅
什
訳
﹃
般
若
心
経
﹄
を
誦
し
た
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
羅
什
訳
本
は
最
も
信
頼
に
足
る
﹃
出
三
蔵
記
集
﹄
の
羅
什
訳
経
伝
に
見
え
な
い
ば
か
り
か
玄
奘
以
前
の
経

録
に
も
見
当
た
ら
な
い
︒
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
羅
什
訳
本
を
検
証
す
る
と
羅
什
訳
﹃
大
品
般
若
経
﹄
の
訳
語
と
相

応
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
羅
什
以
降
の
編
集
に
な
る
も
の
と
の
説
を
支
持
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

で
は
果
た
し
て
玄
奘
の
念
じ
た
﹃
般
若
心
経
﹄
は
何
で
あ
っ
た
の
か
︑
当
時
現
に
存
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
甚
だ
疑
問
と
せ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
本
稿
に
お
い
て
は
こ
の
課
題
を
追
求
す
る
の
が
主
題
で
は
な
い
︒

玄
奘
帰
国
後
人
口
に
膾
炙
し
た
所
謂
玄
奘
訳
﹃
般
若
心
経
﹄
を
玄
奘
訳
と
措
定
し
︑
そ
の
展
開
を
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
の
で
あ

る
︒
就
中
︑
意
外
な
人
物
の
手
に
成
る
注
釈
書
が
日
本
に
伝
来
し
現
存
し
て
い
た
事
実
を
紹
介
し
て
い
く
︒

＊

＊

さ
て
︑
玄
奘
訳
﹃
般
若
心
経
﹄
の
注
釈
書
は
数
多
い
が
︑
現
存
す
る
唐
代
の
注
釈
書
と
な
る
と
僅
か
ば
か
り
で
あ
る
︒
そ
れ
も
大

半
は
学
僧
の
手
に
な
る
書
で
あ
り
︑
一
般
知
識
人
の
注
釈
書
な
ど
と
い
う
も
の
は
絶
え
て
知
ら
な
い
︒
ま
し
て
や
役
人
の
書
と
な
れ

ば
極
め
て
珍
し
い
注
釈
と
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
稀
覯
本
中
の
稀
覯
本
と
も
言
え
る
写
本
が
︑
日
本
の
真
言
寺
院
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
︒
書
写
年
代
は
一
四
世
紀
前
葉
で
あ
り
︑
書
名
は
外
題
に
﹃
注
心
経
并
序
﹄︑
内
題
に
﹃
般
若
波

羅
蜜
多
心
経
并
序
﹄
と
あ
る
︒
内
題
下
に
あ
る
撰
者
号
は
﹁
刑
部
郎
中
封
無
待
撰
注
﹂
と
唐
朝
尚
書
省
の
刑
部
の
役
職
名
を
有
し
て

い
る
で
は
な
い
か
︒
し
か
も
︑
こ
の
書
物
は
成
立
し
た
と
想
定
さ
れ
る
唐
中
期
か
ら
数
え
て
約
六
〇
〇
年
後
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
驚
き
は
大
き
い
︒
果
た
し
て
唐
代
官
僚
の
注
釈
書
と
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

日
本
の
奈
良
朝
国
家
が
模
範
と
し
た
唐
朝
に
あ
っ
て
︑
そ
の
中
央
官
僚
と
し
て
任
に
あ
っ
た
人
物
が
﹃
般
若
心
経
﹄
を
研
究
し
た

と
い
う
こ
と
が
興
味
深
い
︒
我
々
は
こ
の
よ
う
な
役
人
に
し
て
著
述
を
な
す
人
物
を
身
近
に
知
っ
て
い
る
︒
明
治
政
府
の
軍
医
︑
そ

し
て
帝
室
博
物
館
館
長
と
な
っ
た
森
林
太
郎
︑
す
な
わ
ち
作
家
森
鷗
外
で
あ
る
︒
一
方
唐
王
朝
に
あ
っ
て
そ
の
人
は
刑
部
郎
中
で
あ

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

二



っ
た
︒
六
省
︵
尚
書
省
︑
中
書
省
︑
門
下
省
︑
秘
書
省
︑
殿
中
省
︑
内
侍
省
︶
の
一
つ
︑
尚
書
省
の
六
部
︵
吏
部
︑
戸
部
︑
兵
部
︑
礼
部
︑
刑

部
︑
工
部
︶
の
一
で
あ
る
刑
部
は
刑
罰
︑
司
法
を
管
轄
し
︑
今
日
の
法
務
省
な
ど
に
当
た
る
官
庁
で
あ
る
︒
そ
の
郎
中
は
従
五
品
で

あ
っ
た
︒
唐
朝
の
盛
大
さ
か
ら
言
え
ば
帝
室
博
物
館
館
長
よ
り
は
る
か
に
権
威
の
あ
る
職
階
の
貴
紳
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒

と
ま
れ
こ
の
よ
う
な
唐
朝
の
高
級
官
僚
に
よ
る
﹃
般
若
心
経
﹄
研
究
書
の
古
写
本
が
日
本
に
現
存
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
仏
教

研
究
だ
け
に
限
ら
ず
日
本
文
化
の
包
容
性
を
示
す
指
標
と
し
て
注
目
し
た
い
︒
こ
の
珍
し
い
写
本
は
大
須
観
音
と
し
て
名
高
い
名
古

屋
の
真
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
黒
板
勝
美
編
の
﹃
真
福
寺
善
本
目
録
﹄
︵
続
輯(�
)︶
︑
お
よ
び
智
山
伝
法
院
が
編
集
し
た
目
録(�
)に
は

掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
写
本
は
真
福
寺
経
蔵
の
七
一
合
の
聖
教
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
装
幀
は
粘
葉
装
︵
縦
二
二
・
三
㎝
×
横
一
三
・
三

㎝
︒
粘
葉
装
︒
墨
付
き
二
六
丁(	
)︒
片
面
六
行
︑
一
行
一
九
字
前
後
︒
総
二
八
一
行
︶
で
文
字
数
は
五
千
字
ほ
ど
に
及
ぶ
︒
書
写
年
代

は
裏
表
紙
の
左
端
の
柱
心
に
小
文
字
で
﹁
元
亨
二
年
四
月
廿
九
日
書
写
了

一
交
了
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
年
代
︵
西
暦
一

三
二
二
年
︶
が
後
の
時
代
の
補
筆
で
な
い
こ
と
が
表
紙
の
二
文
字
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
︒
表
紙
に
は
︑
真
福
寺
の
聖
教
蒐
集
に
絶

大
な
力
を
発
揮
し
た
初
代
住
職
能
信(

)︵

一
二
九
一
～
一
三
五
三
︶
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
本
書
を
重

視
し
て
い
た
こ
と
が
推
し
量
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
種
々
の
貴
重
な
善
本
を
有
す
る
真
福
寺
の
典
籍
の
中
で
本
書
は
全
く
注
目
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
︒

そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
と
次
の
二
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
一
つ
は
︑
真
福
寺
歴
代
の
学
僧
か
ら
み
て
真
言
密
教
と
直
接
的
に
関

係
す
る
資
料
で
は
な
く
︑
か
つ
仏
教
専
門
家
か
ら
み
て
専
門
性
に
欠
け
る
一
面
袞
た
だ
し
一
般
知
識
人
か
ら
み
る
と
理
解
し
易
い
こ
と
に

な
る
袞
が
存
し
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
が
︑
こ
れ
は
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
必
ず
し
も
一
般
的
入
門
書
な
ど
で
は
な
く
︑
知
識

人
や
学
僧
共
々
読
み
応
え
の
あ
る
注
釈
書
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

二
つ
に
は
︑
刑
部
郎
中
封
無
待
と
い
う
人
物
が
殆
ど
未
知
の
人
物
に
近
い
と
い
う
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
日
本
の

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

三



一
四
世
紀
前
葉
の
写
本
が
︑
七
世
紀
唐
朝
の
高
級
役
人
が
撰
述
し
た
書
だ
と
は
思
い
も
よ
ら
な
い
し
︑
封
無
待
と
い
う
中
国
の
人
物

名
と
し
て
は
些
か
馴
染
み
の
無
い
名
前
の
た
め
に
興
味
を
抱
か
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
け
れ
ど
も
封
氏
一
族
は
名
家
で
あ
っ
た
︒

実
に
唐
朝
初
期
に
は
宰
相
を
一
人
出
し
て
い
る
し
︑
他
の
名
家
と
比
較
し
て
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
が
︑
一
族
は
高
級
役
人
を

輩
出
し
て
い
る
︒
宰
相
と
な
っ
た
封
倫
︵
封
徳
彝
︶
は
渤
海
の
封
氏
と
言
わ
れ
た
人
物
で
あ
る(�
)︒
封
無
待
は
そ
の
一
族
の
系
譜
に
連

な
る
︒

そ
れ
で
は
︑
僅
か
に
知
ら
れ
る
刑
部
郎
中
封
無
待
の
人
と
な
り
を
述
べ
︑
さ
ら
に
唐
代
に
お
け
る
玄
奘
訳
﹃
般
若
心
経
﹄
の
注
釈

書
を
挙
げ
︑
つ
い
で
本
文
を
紹
介
し
︑
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
︒
ま
た
本
稿
末
に
校
訂
本
文
を
載
せ
た
︒

一
︑
刑
部
郎
中
封
無
待

真
福
寺
写
本
の
撰
者
号
に
見
ら
れ
る
﹁
刑
部
郎
中
封
無
待
﹂
は
﹃
新
唐
書
﹄
の
宰
相
世
系
表
に
見
ら
れ
る
︒
封
一
族
の
世
系
表
に

﹁
無
待
刑
部
郎
中
﹂
と
あ
る(�
)︒
こ
の
正
史
の
記
述
と
真
福
寺
写
本
の
撰
者
号
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
か
ら
唐
朝
の
役
人
︑
刑
部
郎
中

封
無
待
の
著
者
に
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
後
世
の
者
が
彼
に
仮
託
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
場
合
︑
仮
託
撰
述
地
と
し
て
お
よ
そ
三
通
り
想
定
さ
れ
る
︒
一
つ
は
中
国
︵
唐
・
五
代
・
宋
・
元
︶
に
お
け
る
仮
託
︒
二
つ
は

日
本
︵
奈
良
・
平
安
・
鎌
倉
・
南
北
朝
︶
︑
三
つ
は
朝
鮮
半
島
で
あ
る
︒
後
者
二
と
三
は
︑
本
書
が
日
本
漢
文
︑
朝
鮮
漢
文
で
あ
る
か
否

か
が
そ
の
決
め
手
と
な
る
が
︑
通
読
し
た
限
り
で
は
判
読
し
難
い
箇
所
は
幾
つ
か
見
ら
れ
る
も
の
の
明
ら
か
に
日
本
漢
文
や
朝
鮮
漢

文
と
分
か
る
文
章
は
現
れ
て
こ
な
い
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
恐
ら
く
は
中
国
の
書
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

中
国
で
刑
部
郎
中
封
無
待
に
仮
託
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︒
通
常
仮
託
す
る
場
合
は
︑
被
仮
託

者
は
有
名
学
僧
な
り
著
名
人
が
想
定
さ
れ
る
が
︑
刑
部
郎
中
封
無
待
は
そ
の
肩
書
き
の
役
所
自
体
が
刑
罰
司
法
を
管
掌
す
る
特
異
な

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

四



機
関
で
あ
り
︑
か
つ
ま
た
封
無
待
自
身
も
仏
教
側
か
ら
見
れ
ば
全
く
の
無
名
人
で
あ
る
︒
も
し
仮
託
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
仮
託

者
は
こ
の
よ
う
な
無
名
役
人
を
選
び
つ
つ
一
体
何
を
主
張
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
こ
で
も
う

一
度
仮
託
者
の
立
場
に
立
っ
て
本
文
を
通
読
し
て
み
る
と
︑
仏
教
注
釈
書
に
は
見
ら
れ
な
い
解
説
が
随
所
に
現
わ
れ
︑
知
識
人
と
し

て
の
著
者
の
立
場
が
行
間
に
垣
間
見
ら
れ
る
︒
仏
教
側
が
仮
託
す
る
理
由
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
︒
ま
し
て
や
一
般
人
が
封
無

待
に
仮
託
す
る
こ
と
な
ど
起
こ
り
得
な
い
︒
後
述
す
る
本
書
の
序
と
本
文
の
真
摯
な
姿
勢
を
読
み
取
る
と
き
こ
の
こ
と
は
十
分
理
解

で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

さ
て
仮
託
説
を
排
除
し
︑
真
撰
説
に
立
つ
と
し
て
︑
封
無
待
の
一
族
は
ど
の
よ
う
な
名
家
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
そ
こ
か

ら
彼
が
仏
教
に
関
心
を
抱
い
た
直
接
的
︑
間
接
的
契
機
を
探
っ
て
み
る
こ
と
は
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
︒
史
書
を
繙
い
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒

封
無
待
の
名
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹃
新
唐
書
﹄
の
宰
相
世
系
表
お
よ
び
﹃
元
和
姓
纂
﹄
か
ら
一
族
は
多
く
の
役
人
を
輩
出
し
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
も
っ
と
も
宰
相
世
系
表
の
他
の
一
族
と
比
較
す
る
と
名
家
中
の
名
家
と
い
う
ほ
ど
で
な
い
こ
と
は
事
実
で

あ
る
︒

無
待
の
父
は
践
一
と
い
う
︒
史
書
に
官
位
は
書
か
れ
て
い
な
い
︒
無
待
か
ら
は
祖
父
に
あ
た
る
践
一
の
父
の
名
は
道
弘
で
あ
る
︒

高
宗
︵
在
位
六
四
九
～
六
八
三
︶
の
頃
︑
右
司
郎
中
お
よ
び
虢
州
刺
史
に
な
っ
て
い
る
︒
道
弘
の
名
は
﹃
元
和
姓
纂
﹄
で
は
道
宏
と
あ

る
︒
ま
た
﹃
太
平
広
記
﹄
巻
二
四
八
に
は
左
司
郎
中
と
左
右
の
字
が
異
な
っ
て
い
る
︒
道
弘
の
父
︑
無
待
の
曾
祖
父
は
封
君
夷
で
あ

る
︒
無
官
で
あ
る
が
︑
君
夷
と
同
時
代
に
一
族
か
ら
宰
相
を
出
し
て
い
る
︒
封
倫
で
あ
る
︒
字
は
德
彝
と
言
っ
た
︒
唐
朝
の
高
祖
︑

太
宗
︵
在
位
六
二
六
～
六
四
九
︶
に
事
え
て
い
る
︒
新
旧
唐
書
の
列
伝
︵﹃
新
唐
書
﹄
巻
一
〇
〇
︒﹃
旧
唐
書
﹄
巻
六
三
︒︶
に
立
伝
さ
れ
て

い
る
︒
こ
の
時
が
一
族
の
最
も
華
や
か
な
時
代
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
︑
無
待
の
弟
の
子
孫
︵
曾
孫
︶
に
封
思
業
と
い
う
歴
史

の
舞
台
に
登
場
す
る
人
物
が
で
る
︒
原
百
代
の
﹃
武
則
天
﹄
の
第
二
四
集
を
引
用
し
て
み
よ
う
︒

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶
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久
視
元
年
︵
七
〇
〇
︶

閏
七
月
︑
阿
悉
吉
薄
露
が
造
反
し
た
︒
左
金
吾
将
軍
・
田
揚
名
︑
殿
中
侍
御
史
・
封
思
業
を
派
遣
し
て
︑
討
伐
さ
せ
た
︒
大

周
軍
が
ス
イ
ヤ
ー
ブ
ま
で
到
着
す
る
と
︑
阿
悉
吉
薄
露
は
夜
半
︑
城
の
そ
ば
で
掠
奪
し
て
去
っ
た
︒
封
思
業
は
騎
兵
で
追
撃
し

た
が
︑
敗
北
し
た
︒
田
揚
名
は
西
突
厥
の
斛
瑟
羅
の
衆
を
率
い
て
敵
の
城
を
攻
撃
し
た
が
︑
十
日
余
り
攻
め
て
も
落
と
せ
な
か

っ
た
︒

九
月
︑
阿
悉
吉
薄
露
が
偽
っ
て
降
伏
し
た
と
こ
ろ
︑
封
思
業
は
こ
れ
を
誘
い
込
ん
で
斬
り
︑
遂
に
そ
の
衆
を
捕
ら
え
た
︒

︵
原
百
代
著
﹃
武
則
天
﹄
全
五
巻
︒
毎
日
新
聞
社
︒
昭
和
五
七
年
)

こ
れ
ら
は
﹃
資
治
通
鑑
﹄
巻
二
〇
七
の
記
事
を
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
西
突
蕨
の
都
で
あ
っ
た
ス
イ
ヤ
ー
ブ
︵
玄
奘
が
砕
葉
城

と
称
し
た
国
︒
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
に
あ
る
︶
ま
で
封
思
業
は
軍
を
引
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
封
思
業
の
よ
う
な
活
躍
を
し
た
人
物
は
さ
す
が
に
一
族
に
見
ら
れ
な
い
が
︑
宰
相
世
系
表
に
は
都
合
六
一
名
の
封
姓
の
名
が

挙
が
っ
て
い
る
︒
そ
の
内
官
位
に
上
っ
た
も
の
は
二
九
名
で
あ
る
︒
こ
の
中
で
封
無
待
の
職
階
は
決
し
て
上
位
で
は
な
い
が
当
代
に

あ
っ
て
は
中
央
官
庁
に
身
を
置
く
高
級
官
僚
と
し
て
羽
振
り
が
良
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

だ
が
︑
封
無
待
は
俗
世
に
流
さ
れ
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
︒
恐
ら
く
孜
々
と
し
て
刑
法
等
の
法
律
を
学
ん
だ
だ
け
で
は
な

く
︑
文
人
の
教
養
も
充
分
積
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
関
心
は
仏
教
に
も
向
け
ら
れ
た
︒
彼
は
若
い
と
き
か
ら
仏
教
に
関
心
を

抱
き
修
学
し
た
と
い
う
︒
本
書
の
序
は
ま
さ
に
彼
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒

般
若
波
羅
蜜
多
心
經
者
大
般
若
經
中
略
出
也
︒
文
少
義
深
︒
詞
簡
理
博
︒
網
羅
一
切
種
智
︒
包
括
十
二
部
經
︒
所
謂
迷
途
之
導

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶
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引
︒
彼
岸
之
舟
楫
者
也
︒
余
少
好
佛
法
早
窺
釋
典
︑
至
於
般
若
之
義
︒
常
以
聽
習
爲
光
︒
今
覧
此
經
尤
所
嘉
尚
︒
聊
因
暇
日
輒
爲

注
釋
︒
雖
詞
意
述
近
︑
不
足
通
簡
名
流
︒
而
約
文
中
義
︒
亦
欲
示
諸
同
好
所
希
︒
懐
道
君
子
︑
幸
能
靜
以
思
之
︒

般
若
波
羅
蜜
多
心
経
と
は
大
般
若
経
中
よ
り
の
略
出
な
り
︒
文
少
け
れ
ど
も
義
は
深
し
︒
詞
は
簡
な
れ
ど
も
理
は
博
し
︒
一
切
種
智
を
網
羅
し
︑

十
二
部
経
を
包
括
す
︒
所
謂
迷
途
の
導
引
︑
彼
岸
の
舟
楫
な
る
も
の
な
り
︒
余
︑
少
き
よ
り
仏
法
を
好
み
︑
早
く
釈
典
を
窺
い
て
般
若
の
義
に
至

れ
り
︒
常
に
聴
習
を
以
て
光
と
為
す
︒
今
︑
此
の
経
を
覧
る
に
︑
尤
も
嘉
尚
す
る
所
な
り
︒
聊
か
暇
日
あ
る
に
因
り
て
輒
ち
注
釈
を
為
せ
り
︒
詞

意
は
近
き
を
述
ぶ
と
雖
も
名
流
を
通
簡
す
る
に
足
ら
ず
︒
而
し
て
文
に
約
し
て
義
に
中
て
り
︒
亦
た
諸
の
同
好
の
希
う
と
こ
ろ
を
示
さ
ん
と
欲
す
︒

懐
道
の
君
子
よ
︑
幸
い
に
能
く
静
か
に
以
っ
て
之
を
思
え
︒

こ
の
序
に
よ
れ
ば
著
者
は
若
い
時
か
ら
仏
教
に
興
味
を
抱
き
︑
経
典
を
読
ん
だ
と
い
う
︒
そ
の
中
で
特
に
般
若
の
教
え
を
聞
い
て
︑

学
僧
が
般
若
経
典
の
講
説
を
す
る
の
を
喜
ん
だ
と
述
べ
る
︒
そ
の
後
︑
公
務
に
若
干
の
余
裕
が
出
た
の
で
般
若
経
典
の
中
で
最
も
枢

要
な
る
﹃
般
若
心
経
﹄
に
注
釈
を
為
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

｢早
く
釈
典
を
窺
い
て
﹂
と
言
う
の
で
あ
る
が
︑
通
常
一
般
人
が
仏
典
を
自
由
に
閲
覧
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
今
日
の
よ
う
な

図
書
館
な
ど
無
い
時
代
で
あ
る
︒
ま
た
名
家
の
者
と
い
え
ど
も
自
由
に
寺
院
に
出
入
り
し
て
仏
典
を
﹁
窺
﹂
う
こ
と
な
ど
容
易
で
は

な
い
︒
だ
が
︑
そ
れ
を
容
易
に
し
た
家
風
が
封
家
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
唐
の
後
世
に
封
演
︵
生
没
年
未
詳
︶
に
よ
っ

て
撰
述
さ
れ
た
﹃
封
氏
聞
見
記
﹄
十
巻
な
ど
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
︑
封
氏
一
族
が
相
当
数
の
蔵
書
を
有
す
る
知
識
人
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
巻
二
に
は
典
籍
の
記
事
が
見
ら
れ
て
︑
隋
代
と
唐
代
の
典
籍
の
総
数
を
挙
げ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
﹃
隋
書
﹄
経

籍
志
や
﹃
旧
唐
書
﹄
芸
文
志
な
ど
か
ら
計
算
で
き
る
の
で
あ
る
が
︑
関
心
の
高
さ
が
如
実
に
分
か
る
の
で
あ
る
︒

見
在
三
万
六
千
七
百
巻
︑
著
在
隋
書
経
籍
志
︒
自
后
書
帙
頗
増
︒
開
元
中
定
四
部
目
録
大
凡
五
万
八
百
五
十
二
巻
︒
此
自
漢
以
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﹃
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︵
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来
典
籍
之
大
数
也
︒

(﹃
封
氏
聞
見
記
﹄
巻
二(�
))

さ
て
︑
で
は
封
無
待
は
実
際
何
時
の
時
代
に
刑
部
郎
中
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
先
に
一
族
の
活
躍
を
検
証
し
て
み
て
︑
封
無

待
の
活
躍
時
代
が
ほ
ぼ
推
定
で
き
そ
う
に
な
っ
て
き
た
が
︑
こ
こ
が
難
関
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
絶
対
的
な
上
下
の
限
定
を
挙
げ
て
お
こ
う
︒
封
無
待
の
上
限
は
玄
奘
訳
﹃
般
若
心
経
﹄
が
訳
さ
れ
た
貞
観
二
三
年
︵
六
四

九
︶
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
ま
た
下
限
は
﹃
元
和
姓
纂
﹄
︵
八
一
二
年
︶
が
編
集
さ
れ
た
年
次
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
絞
り

込
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
は
少
し
く
疑
問
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
︒
封
無
待
の
弟
の
曾
孫
に
あ
た
る
封
思
業
の

活
躍
が
久
視
元
年
︵
七
〇
〇
︶
と
す
る
と
︑
封
無
待
の
生
没
年
の
可
能
性
の
幅
は
そ
の
前
後
五
〇
年
間
に
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

が
︑
そ
の
間


代
も
続
く
の
は
い
か
に
も
解
せ
な
い
︒

封
無
待
の
息
と
同
時
代
の
拓
城
県
令
封
利
建
は
天
宝
十
三
載
︵
七
五
四
︶
の
金
石
文
が
﹃
全
唐
文
﹄
巻
三
六
二
に
採
録
さ
れ
て
い

る
︒
宰
相
世
系
表
か
ら
類
推
で
き
る
の
は
則
天
武
后
の
大
周
時
代
が
終
わ
り
︑
玄
宗
時
代
に
入
っ
た
頃
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
何
故
︑

封
思
業
が
武
后
時
代
に
ま
で
来
る
の
か
矛
盾
し
て
い
る
︒
恐
ら
く
は
宰
相
世
系
表
に
誤
り
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
︑
さ
り
と
て
﹃
資

治
通
鑑
﹄
の
記
事
を
否
定
で
き
る
何
ら
か
の
資
料
を
有
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
︒

と
こ
ろ
が
岑
仲
勉
の
﹃
元
和
姓
纂
四
校
記
﹄
に
は
封
無
待
の
妻
︑
李
氏
の
没
年
を
墓
誌
よ
り
引
用
し
て
開
元
八
年
︵
七
二
〇
︶
と

し
て
い
る(
)︒
10

践
一
生
無
待
刑
部
郎
中

千
唐
有
鄧
州
刺
史
封
公
故
夫
人
李
氏
誌
︑
卒
開
元
八
年
︑
以
下
文
考
之
︑
即
無
待
之
妻
︒
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﹃
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︵
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︶
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こ
れ
を
信
用
す
れ
ば
︑
刑
部
郎
中
封
無
待
の
活
躍
時
代
は
高
宗
・
則
天
時
代
か
ら
玄
宗
時
代
頃
ま
で
と
な
る
だ
ろ
う
︒
封
無
待
の

活
躍
年
代
に
つ
い
て
現
在
収
集
で
き
た
資
料
か
ら
読
み
解
け
る
の
は
以
上
の
範
囲
に
留
ま
る
︒

一
歩
手
前
ま
で
い
っ
た
感
は
す
る
が
︑
最
後
ま
で
詰
め
切
れ
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
検
討
す
る
余
地
は
あ
り
そ
う
だ
が
︑
封
無
待
の

活
躍
年
代
は
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
ま
で
と
い
う
一
定
の
成
果
が
出
た
こ
と
を
も
っ
て
今
回
の
小
考
は
済
ま
せ
た
い
と
考
え

る
︒

二
︑
玄
奘
訳
﹃
般
若
心
経
﹄
と
そ
の
注
釈
書

玄
奘
︵
六
〇
二
～
六
六
四
︶
の
﹃
般
若
心
経
﹄
が
訳
出
さ
れ
た
の
は
︑﹃
開
元
録
﹄
巻
九
に
よ
れ
ば
貞
観
二
三
年
︵
六
四
九
︶
五
月
二

四
日
の
こ
と
で
長
安
の
南
郊
に
位
置
す
る
終
南
山
翆
微
宮
に
お
い
て
訳
さ
れ
た
と
い
う(
)︒
こ
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
内
容
的
に
疑
問
が

11

存
す
る
が
︑
と
も
か
く
も
以
後
本
書
は
唐
の
朝
野
で
取
り
上
げ
ら
れ
流
行
し
て
い
っ
た
︒
周
知
の
よ
う
に
非
常
に
短
い
経
典
で
あ
る

が
︑
東
ア
ジ
ア
仏
教
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
︑
唐
代
に
お
い
て
も
注
釈
書
は
相
当
数
現
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
現
存
す
る
も

の
は
方
廣
錩
氏
に
よ
る
と
一
二
点
に
過
ぎ
な
い
と
い
う(
)︒
た
だ
し
一
二
番
目
の
大
顚
宝
通
撰
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
註
解
﹄
一
巻
は

12

福
井
文
雅
説
に
従
っ
て
除
外
し
た
︒
そ
れ
ら
を
以
下
に
列
挙
し
て
み
た
い
︒

一
︑
唐
窮
基
撰
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
幽
賛
﹄
二
巻
︵﹃
大
正
蔵
﹄
三
三
巻
︑﹃
続
蔵
﹄
一
袞
四
一
袞
三
︶

二
︑
唐
円
測
撰
﹃
仏
説
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
賛
﹄
一
巻
︵﹃
大
正
蔵
﹄
三
三
巻
︑﹃
続
蔵
﹄
一
袞
四
一
袞
四
︶

三
︑
唐
慧
浄
撰
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
疏
﹄
一
巻
︵﹃
続
蔵
﹄
一
袞
四
一
袞
三
︑
他
︶

四
︑
唐
智
詵
六
〇
九
袞
七
〇
二
撰
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
疏
﹄
一
巻(
)︵

北
爲
五
二
︑
崑
一
二
︑
闕
九
︑

八
三
九
︑

二
一
七
八

13

S.

P.

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

九



四
九
四
〇
︶

P.

五
︑
唐
佚
作
者
名
撰
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
疏
﹄
一
巻
︵﹃
西
域
文
化
研
究
﹄
第
一
巻
︒
法
蔵
館
︶

六
︑
唐
靖
邁
撰
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
疏
﹄
一
巻
︵﹃
続
蔵
﹄
一
袞
四
一
袞
三
︶

七
︑
唐
法
蔵
撰
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
略
疏
﹄
︵﹃
大
正
蔵
﹄
三
三
巻
︒﹃
卍
蔵
﹄
三
四
袞
一
〇
︶

八
︑
唐
明
曠
撰
﹃
般
若
心
経
疏
﹄
一
巻
︵﹃
続
蔵
﹄
一
袞
四
一
袞
四
︶

九
︑
唐
慧
忠
・
宋
道
楷
・
宋
懐
深
撰
﹃
三
註
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
﹄
︵﹃
続
蔵
﹄
一
袞
四
二
袞
四
︶

一
〇
︑
唐
浄
覚
撰
﹃
註
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
﹄
一
巻
︵
柳
田
聖
山
﹃
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
﹄
法
蔵
館
︒
一
九
六
七
年
︒︶

一
一
︑
唐
︵
？
︶
智
融
撰
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
註
﹄
︵﹃
挟
註
六
家
心
経
﹄
の
﹁
道
曰
﹂
に
該
当
す
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
︶

こ
れ
ら
現
存
す
る
唐
代
の
﹃
般
若
心
経
﹄
注
釈
書
を
列
挙
し
た
の
は
刑
部
郎
中
封
無
待
が
何
に
依
拠
し
て
撰
述
し
た
か
を
探
る
最

も
良
い
方
途
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
注
釈
書
は
宗
派
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
末
疏
の
撰
述
者
が
ど
の
よ
う

な
系
統
に
属
す
る
学
僧
か
否
か
で
典
拠
し
た
本
注
釈
書
が
推
定
で
き
る
︒
し
か
し
︑
本
書
の
作
者
は
学
僧
で
も
な
く
︑
ど
こ
の
寺
院

で
修
学
し
た
の
か
も
知
ら
れ
な
い
役
人
の
手
に
な
る
書
物
で
あ
る
︒
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
今
日
的
状
況
に
類

似
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
︒
果
た
し
て
刑
部
郎
中
封
無
待
は
実
践
的
修
行
を
経
験
せ
ず
し
て
書
物
だ
け
に
よ
っ
て
撰
述
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒
封
無
待
の
伝
記
的
解
明
は
困
難
と
し
て
も
参
考
に
し
た
仏
教
注
釈
書
が
存
在
し
た
に
違
い
な
い
︒
も
っ
と
も
そ
れ
は

﹃
般
若
心
経
﹄
注
釈
書
だ
け
で
な
く
︑
他
の
経
典
の
注
釈
書
︑
あ
る
い
は
唐
代
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
慧
遠
撰
﹃
大
乗
大
義
章
﹄
等

の
辞
書
類
や
﹃
玄
応
音
義
﹄︑﹃
翻
梵
語
﹄
な
ど
の
参
考
典
籍
を
手
に
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
本
書
の
研
究
に
よ
っ
て
唐
代
の
一
般

知
識
人
が
ど
の
程
度
理
解
し
て
い
た
の
か
が
如
実
に
分
か
る
の
は
興
味
深
い
︒

一
方
︑
日
本
へ
の
唐
本
伝
来
の
具
体
相
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

一
〇



奈
良
時
代
で
は
︑
石
田
茂
作
編
の
﹃
奈
良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録(
)﹄
に
よ
れ
ば
︑
以
下
の
一
三
書
目
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒

14

二
〇
七
〇

心
経
疏
︵
円
測
︶
二
巻
⁝
⁝
般
若
心
経
讃
︵
？
︶

存
︵﹃
続
蔵
﹄
一
袞
四
一
︶

二
〇
七
一

多
心
経
疏
︵
円
測
︶
一
巻
⁝
同

二
〇
七
二

般
若
心
経
疏
︵
円
測
︶
一
巻
⁝
同

二
〇
七
三

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
心
経
疏
︵
円
測
︶
一
巻
⁝

二
〇
七
四

多
心
経
疏
︵
靖
邁
︶
一
巻
⁝
般
若
心
経
疏
︑
存
︵﹃
続
蔵
﹄
一
袞
四
一
︶

二
〇
七
五

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
疏
︵
靖
邁
︶
一
巻
⁝
同

二
〇
七
六

般
若
心
経
疏
︵
靖
邁
︶
一
巻
⁝
同

二
〇
七
七

註
心
経
︵
袞
︶
一
巻
⁝
智
照(
)︑
未
詳

15

二
〇
七
八

註
般
若
心
経
︵
袞
︶
二
巻
⁝
？

二
〇
七
九

子
註
多
心
経
︵
袞
︶
一
巻
⁝
？

二
〇
八
〇

註
多
心
経
︵
袞
︶
一
巻
⁝
？

二
〇
八
一

般
若
心
経
抄
︵
袞
︶
一
巻
⁝
不
明
︑
未
詳

二
〇
八
二

心
経
抄
︵
袞
︶
一
巻
⁝
同
︑

こ
の
中
︑
現
存
す
る
注
釈
書
と
同
定
さ
れ
て
い
る
の
は
円
測
撰
と
靖
邁
撰
の
二
書
だ
け
で
あ
る
︒
そ
の
他
の
中
で
︑
二
〇
七
七
註
心

経
︑
二
〇
七
八
註
般
若
心
経
︑
二
〇
七
九
子
註
多
心
経
︑
二
〇
八
〇
註
多
心
経
な
ど
の
書
名
が
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
と
の
関

係
を
想
起
さ
せ
る
が
︑
こ
の
記
述
の
み
に
依
る
同
定
は
不
可
能
で
あ
る
︒

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

一
一



そ
の
後
の
目
録
で
は
︑
奈
良
か
ら
平
安
に
入
り
︑
入
唐
し
た
僧
侶
の
将
来
目
録
が
存
す
る
中
︑
円
珍
の
目
録
に
は

般
若
心
経
注

一
巻

と
い
う
書
目
が
あ
り
︑﹃
注
心
経
﹄
を
想
起
さ
せ
る
︒
し
か
し
確
た
る
徴
証
は
な
い
︒

ま
た
︑﹃
霊
嚴
寺
和
尚
請
来
法
門
道
具
等
目
録(
)﹄
に
は
︑
四
点
の
注
釈
書
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
﹃
注
心
経
并
序
﹄
と
思
わ
れ
る
書

16

名
は
存
し
な
い
︒

ま
た
平
安
中
期
に
は
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
法
金
剛
院
蔵
の
﹃
大
小
乗
経
律
論
疏
記
目
録
﹄
巻
上(
)に
は
以
下
の
十
点
が
あ
げ

17

ら
れ
て
い
る
︒

心
経
疏
二
巻

八
十
紙

心
経
幽
賛
二
巻

基
師

百
紙

般
若
心
経
疏
三
巻

測
法
師

百
二
十
紙

心
経
疏
一
巻

法
蔵

三
十
一
紙

心
経
疏
集
一
巻

慈
□
徳
撰

三
十
紙

心
経
疏
一
巻

測
法
師

□
二
紙

心
経
疏
一
巻

靖
邁
師

二
十
一
紙

心
経
賛
一
巻

三
十
一
紙

心
経
疏
二
巻

四
十
五
紙

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

一
二



心
経
記
一
巻

□
紙

こ
の
目
録
の
特
色
は
大
半
の
書
目
に
紙
数
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
章
疏
類
の
一
紙
の
法
量
は
一
定
し
て
い
な
い
が
︑
あ
る

程
度
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
︒
な
お
︑
本
書
は
興
福
寺
の
現
存
目
録
と
推
定
さ
れ
る(
)︒

採
録
さ
れ
た
書
の
中
︑
現
存
す
る
と
思
わ
れ

18

る
の
は
基
師
︑
法
蔵
︑
測
法
師
︑
靖
邁
師
撰
の
四
点
で
あ
る
︒﹃
注
心
経
并
序
﹄
に
近
い
書
名
は
﹁
心
経
記
﹂
で
あ
ろ
う
が
︑
恐
ら

く
こ
れ
は
別
の
書
で
あ
ろ
う
︒

七
寺
蔵
の
﹃
古
聖
教
目
録
﹄︵
擬
題
︶
の
成
立
年
代
は
未
詳
で
あ
る
が
︑
書
写
年
代
は
一
二
世
紀
末
で
あ
る
︒
こ
こ
の
般
若
経
疏

部
に
は
実
に
三
一
点
も
見
ら
れ
る
が
︑
五
点
は
訳
経
で
あ
り
︑
注
釈
書
は
二
六
点
と
な
る
︒

一
応
全
て
列
挙
し
て
み
よ
う
︒

般
若
心
経
秘
鍵
一
巻

遍
智
撰

般
若
心
経
一
巻

賜
紫
三
蔵
般
若
訳

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
一
巻

普
遍
智
蔵
心
経
一
巻

法
月
訳

大
明
度
呪
経
一
巻

鳩
摩
羅
什

新
訳
般
若
心
経
一
巻

般
若
訳

般
若
心
経
幽
賛

上
下

四
十
枚

基
師

般
若
心
経
十
七
尊
釈
一
巻

般
若
心
経
疏
集
一
巻

賀
道(
)
19

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

一
三



般
若
心
経
私
記
一
巻

武
敏

般
若
心
経
略
疏
一
巻

法
蔵

理
趣
釈
一
巻

安
然

般
若
心
経
幽
賛
一
巻

賀
道

般
若
心
経
梵
本
一
巻

般
若
心
経
理
鏡
一
巻

般
若
心
経
註
解
一
巻

法
進

般
若
心
経
私
記
一
巻

法
蔵

七
枚

般
若
心
経
観
行
儀
軌
一
巻

阿
目
伽
訳

般
若
心
述
義
一
巻

智
光

般
若
心
経
秘
鍵
一
巻

遍
照

般
若
心
経
疏
一
巻

十
七
枚

円
測

般
若
心
経
疏
一
巻

慧
浄

般
若
心
経
疏
一
巻

智
蔵

般
若
心
経
略
讃
一
巻

基
師

般
若
心
経
疏
一
巻

智
周

般
若
心
経
疏
一
巻

靖
邁

般
若
心
経
略
疏
一
巻

提
婆
撰

般
若
心
経
私
記
一
巻

十
八
枚

不
知
名

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

一
四



般
若
心
経
註
疏

上
下

敏
之
撰

般
若
心
経
儀
軌
一
巻

真
訳

多
く
の
書
目
が
あ
げ
ら
れ
な
が
ら
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
は
架
蔵
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
︒

下
っ
て
十
一
世
紀
に
成
っ
た
平
安
時
代
の
代
表
的
な
章
疏
集
伝
記
の
目
録
︑﹃
東
域
伝
灯
目
録
﹄
︵
一
〇
九
四
年
︶
に
は
︑
一
四
書

目
が
採
録
さ
れ
て
い
る(
)︒
20

一
︑
般
若
心
経
幽
賛
二
巻

基
撰

二
︑
同
略
賛
一
巻

同
上

三
︑
同
幽
賛
解
節
記
六
巻

山
𨳝
寺
沙
門
護
命
撰

四
︑
同
経
疏
一
巻

靖
邁
撰

五
︑
同
経
疏
一
巻

円
測
撰

六
︑
同
疏
一
巻

智
開

七
︑
同
疏
一
巻

魏
国
西
寺
沙
門
法
蔵
撰
云
略
疏
依
此
疏
智
証
大
師
料
簡
一
巻
云
云

八
︑
同
註
経
一
巻

武
敏
撰
註

九
︑
同
疏
集
抄
一
巻

嘉
遁
集

一
〇
︑
同
註
経
一
巻

文
鑑
撰

一
一
︑
同
幽
賛
記
一
巻

善
珠
撰
或
為
六
巻

一
二
︑
同
略
釈
一
巻

興
福
寺
真
興
撰

一
三
︑
同
経
疏
集
一
巻

叡
山
円
仁

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

一
五



一
四
︑
同
経
秘
鍵
一
巻

叡
山
円
珍
撰
与
料
簡
一
巻
同
異
可
詳
依
法
蔵
疏
云
云

こ
の
﹃
東
域
伝
灯
目
録
﹄
に
も
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
に
該
当
す
る
よ
う
な
書
目
は
見
ら
れ
な
い
︒
そ
う
す
る
と
既
に
忘
れ
去

ら
れ
た
注
釈
書
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
或
い
は
日
本
伝
来
は
こ
の
後
の
出
来
事
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
と
も
か
く
も
書

籍
目
録
類
か
ら
は
同
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
明
確
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
中
国
資
料
か
ら
も
関
連
す
る
情

報
は
得
ら
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
真
福
寺
本
は
元
亨
二
年
︵
一
三
二
二
︶
の
書
写
奥
書
が
見
え
る
の
で
同
時
代
資
料
に
は
記
録
が
残
っ
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
だ
ろ
う
︒

そ
こ
で
杲
宝
︵
一
三
〇
六
～
一
三
六
二
︶
口
説
・
観
宝
記
と
さ
れ
る
﹃
宝
冊
抄
﹄
︵
一
三
五
〇
年
︶
を
見
る
と
︑
巻
六
の
﹁
三
国
釈
家

事
﹂
に
古
来
の
般
若
心
経
の
注
釈
書
三
十
一
書
が
列
挙
さ
れ
て
い
る(
)︒
こ
の
中
に
﹁
同
経
註
一
巻
︵
無
待
︶﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

21

ま
さ
に
封
無
待
撰
の
﹃
注
心
経
并
序
﹄
と
見
な
し
て
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
︒

三
国
釈
家
事

問
︒
当
経
釈
家
有
幾
許
乎
︒
答
︒
真
興
略
釈
云
︒
造
此
経
疏
十
人
各
撰
︒
提
婆
法
師
中
天
竺
国
基
測
邁
啓
法
蔵
智
関
等
師
及
与

武
敏
並
唐
空
海
智
光
日
本
或
有
疏
鈔
無
作
者
名
︒
今
依
基
疏
︒

般
若
心
経
義
一
巻

智
関
撰

同
経
要
決
義
一
巻

同
経
注
二
巻

一
巻
浄
覚
師
撰

同
経
疏
一
巻

献
誠
法
師
撰

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

一
六



已
上
四
部
霊
岩
円
行
録
載
之

同
経
幽
賛
二
巻

基
撰

同
経
略
賛
一
巻

同
上

同
経
疏
一
巻

円
測
撰

同
経
疏
一
巻

孤
山
智
円
撰

同
経
疏
一
巻

靖
邁
撰

同
経
疏
一
巻

唐
蔵
撰
智
証
請
来

同
疏
連
珠
記

玉
峰
沙
門
師
会
述

同
経
顕
幽
記
二
巻

智
曇

同
科
文
一
巻

同
上

同
経
註
一
巻

中
天
竺
提
婆

同
経
註
一
巻

文
鑑

同
経
註
一
巻

忠
国
師

同
経
註
一
巻

武
敏

同
経
註
一
巻

無
待

同
経
註
一
巻

法
雲

同
経
十
六
会
一
巻

同
経
序
注
経
一
巻

同
経
頌
一
巻

已
上
三
部
不
知
記
者

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

一
七



同
経
疏
詒
謀
抄

釈
智
円
疏

同
経
疏
一
巻

或
述
義
日
本
智
光

同
経
疏
集
一
巻

叡
山
円
仁

同
経
料
簡
一
巻

同
上
依
法
蔵
疏

同
経
開
題

智
証

同
経
幽
賛
記
二
巻

善
珠
或
六
巻

幽
賛
解
節
記
六
巻

山
田
寺
護
命
撰

同
経
疏
集
鈔
一
巻

沙
門
嘉
遁
集

同
経
略
釈
一
巻

真
興
撰

し
か
も
︑
こ
の
﹃
宝
冊
抄
﹄
巻
六
に
引
用
文
が
見
ら
れ
る
︒

又
注
心
経
無
待
云
︒
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
者
大
般
若
経
中
略
出
也
︒
文
少
義
深
︒
詞
簡
理
博
︒
網
羅
一
切
種
智
︒
包
括
十
二
部

経
文(
)︒
22

こ
の
文
章
は
︑
真
福
寺
本
の
二
行
か
ら
三
行
に
か
け
て
同
文
が
見
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
宥
快
︵
一
三
四
五
～
一
四
一
六
︶
撰
﹃
般
若
心
経
秘
鍵
鈔
﹄
巻
三
に
も

注
心
経
無
待
中
五
種
般
若
挙
之
也(
)︒
23

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

一
八



と
あ
る
が
︑﹁
注
心
経
無
待
の
中
に
五
種
般
若
︑
こ
れ
を
挙
ぐ
る
な
り
﹂
と
い
う
文
で
あ
り
︑
こ
れ
は
真
福
寺
本
の
三
七
行
か
ら
三

八
行
の
文
︑
す
な
わ
ち
﹁
准
據
教
文
有
五
種
般
若
︑
一
實
相
般
若
︑
二
觀
照
般
若
︑
三
境
界
般
若
︑
四
文
字
般
若
︑
五
眷
屬
般
若
︒﹂

を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う(
)︒
24

以
上
の
よ
う
に
一
四
～
一
五
世
紀
の
文
献
に
見
ら
れ
る
引
用
文
か
ら
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
﹄
は
確
実
に
日
本
で
展
開
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
の
伝
来
に
つ
い
て
は
︑
奈
良
時
代
や
平
安
時
代
の
諸
資
料
に
相
似
し
た
書
名
が
散
見
す
る
が
︑

特
定
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
な
い
︒

三
︑
刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
并
序
﹄
に
つ
い
て

上
述
し
た
よ
う
に
真
福
寺
蔵
の
刑
部
郎
中
封
無
待
撰
注
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
并
序
﹄
は
元
亨
二
年
︵
一
三
二
二
︶
四
月
二
十
九

日
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
底
本
と
さ
れ
た
写
本
が
何
処
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
唐
朝
或
い
は

そ
の
後
の
王
朝
か
ら
伝
来
し
た
時
期
や
将
来
者
に
つ
い
て
の
文
献
記
録
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
あ
た
ら
な
い
︒
本
書
が
成
立
し
た
と
推

定
さ
れ
る
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
葉
の
時
代
に
日
本
に
伝
来
し
た
と
す
る
な
ら
ば
正
倉
院
文
書
等
に
記
録
が
残
っ
て
も
良
さ
そ

う
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
た
そ
の
痕
跡
も
定
か
で
な
い
︒
も
っ
と
も
本
書
の
外
題
の
﹃
注
心
経
﹄
と
い
う
書
名
は
︑
天
平
十
二
年
︵
七

四
〇
︶
の
記
録
と
し
て
撰
述
者
不
明
の
﹃
註
心
経
﹄
一
巻
と
同
名
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
石
田
茂
作
氏
は
﹃
義
天
録
﹄
に
掲
載
さ

れ
る
﹁
注
一
巻

智
昭
︵
照
︶
述
﹂
を
こ
れ
に
当
て
て
い
る
が(
)︑
短
い
書
名
だ
け
で
具
体
的
な
撰
述
者
を
推
定
す
る
の
は
避
け
な
け

25

れ
ば
な
ら
な
い
︒

上
述
の
よ
う
に
本
書
の
伝
来
が
不
明
で
あ
る
の
は
︑
も
と
も
と
さ
し
た
る
注
目
を
浴
び
な
か
っ
た
証
左
で
も
あ
ろ
う
︒
逆
に
本
書

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

一
九



の
価
値
に
気
付
き
︑
書
写
さ
せ
た
真
福
寺
の
能
信
の
眼
力
は
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
希
代
の
学
僧
で
あ
っ
た
れ

ば
こ
そ
歴
史
に
残
る
善
本
︑
稀
覯
本
が
多
く
伝
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

で
は
次
に
本
書
の
概
要
を
述
べ
て
み
た
い
︒
本
書
は
一
巻
で
あ
る
が
︑
そ
の
分
量
は
文
字
数
に
す
る
と
約
五
千
字
で
あ
る
︒
巻
頭

に
簡
略
な
序
を
記
し
︑
次
に
﹃
般
若
心
経
﹄
を
二
二
に
分
け
︑
そ
の
文
節
に
従
っ
て
注
を
書
い
て
い
る
︒
序
に
は
撰
述
意
図
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
第
一
節
で
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
︒
経
本
文
に
対
す
る
注
の
特
徴
は
他
の
唐
代
学
僧
の
注
疏
に
は
見
ら
れ
な
い

比
較
的
自
由
な
学
風
が
あ
る
︒

㈠

撰
注
本
文
の
最
初
は
経
文
の
経
題
﹁
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
﹂
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
︒

注
云
︒
般
若
者
此
翻
爲
智
慧
︒
波
羅
蜜
多
者
此
翻
爲
彼
岸
︒
到
總
而
言
之
謂
乗
︒
此
智
慧
之
力
︒
到
彼
涅
槃
之
岸
︒
故
云
般
若
波

羅
蜜
多
︒
諸
經
説
般
若
波
羅
蜜
︒
例
無
多
字
︒
此
有
多
者
︑
但
西
國
梵
語
有
長
聲
蓋
由
吐
音
︑
賖
促
不
同
︒
故
使
語
聲
長
短
有
異
︒

是
以
翻
譯
之
人
︒
取
長
聲
者
則
存
多
︒
取
短
聲
者
則
略
去
︒
更
無
別
義
︒

注
し
て
云
く
︒
般
若
と
は
此
に
翻
し
て
智
慧
と
な
す
︒
波
羅
蜜
多
と
は
此
に
翻
し
て
彼
岸
と
な
す
︒
到
︑
總
じ
て
之
を
言
わ
ば
乗
と
謂
う
︒
此
れ

智
慧
の
力
な
り
︒
彼
の
涅
槃
の
岸
に
到
る
が
故
に
般
若
波
羅
蜜
多
と
云
う
︒
諸
經
に
般
若
波
羅
蜜
を
説
く
に
例
と
し
て
多
の
字
無
し
︒
此
に
多
有

る
は
︑
但
し
西
國
の
梵
語
長
聲
有
り
て
蓋
し
吐
音
に
由
り
て
賖
促
同
じ
か
ら
ず
︒
故
に
語
聲
の
長
短
を
し
て
異
あ
ら
し
む
︒
是
を
以
て
翻
譯
の
人
︑

長
聲
を
取
れ
ば
則
ち
多
を
存
し
︑
短
聲
を
取
れ
ば
則
ち
略
去
す
︒
更
に
別
義
無
し
︒

こ
の
注
で
興
味
深
い
の
は
﹁
多
﹂
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
ろ
う
︒﹁
多
﹂
を
漢
語
の
意
味
で
は
な
く
西
国
の
梵
語
の
長
音
と
短
音

の
相
違
と
し
た
解
釈
は
中
国
的
な
新
解
釈
で
あ
る
︒
南
陽
国
師
慧
忠
は
﹁
第
四
︑
蜜
多
是
梵
語
︒
亦
名
和
多
︒
此
云
諸
法
︒﹂
と
述

べ
︑﹁
蜜
多
﹂
を
諸
法
と
す
る
解
釈
を
し
て
い
る
が
︑
封
無
待
同
様
に
︑
現
在
想
定
さ
れ
て
い
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
は
到
底

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

二
〇



理
解
で
き
な
い
解
釈
で
あ
る
︒
封
無
待
に
梵
語
に
対
す
る
充
分
な
知
識
が
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

さ
ら
に
梵
語
に
長
音
︵
長
聲
︶
が
あ
り
︑
有
声
音
︵
吐
音
︶
の
有
無
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ら
が
遅
速
︵
賖
促(
)︶
と
な
り
︑
長
音
の
時
に

26

は
﹁
多
﹂
が
残
り
︑
短
音
の
場
合
は
﹁
多
﹂
を
略
し
︑
意
味
に
相
違
は
な
い
と
解
釈
す
る
︒
こ
れ
も
ま
た
封
無
待
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
に
疎
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
が
︑
語
音
の
長
短
を
論
ず
る
の
は
西
域
語
に
一
定
の
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
え
よ
う
︒

な
お
︑
現
存
す
る
敦
煌
写
本
で
は
﹃
般
若
心
経
﹄
を
﹁
多
心
経
﹂
と
す
る
用
例
が
多
い
が
︑
こ
の
名
称
に
つ
い
て
は
福
井
文
雅
博

士
に
詳
し
い
研
究
が
あ
る(
)︒
27

＊

＊

㈡

著
者
の
印
度
理
解
は
的
確
な
も
の
も
あ
る
︒
例
え
ば
﹁
色
即
是
空
︒
空
即
是
色
︒﹂
で
有
名
な
箇
所
で
あ
る
が
︑
こ
こ
は
観
自

在
菩
薩
が
舎
利
子
に
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
玄
奘
の
新
訳
語
﹁
舎
利
子
﹂
と
い
う
言
葉
が
唐
朝
の
人
々
に
耳
慣
れ
な
い
︒
従
来
は
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
Śāriputra
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
を
舎
利
弗
と
音
訳
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

經
曰
︒
舎
利
子
︒
色
不
異
空
︒
空
不
異
色
︒
色
即
是
空
︒
空
即
是
色
︒

注
云
︒
舎
利
子
者
即
舎
利
弗
也
︒
舎
利
是
其
母
名
︒
弗
者
此
翻
爲
子
︒
西
國
流
俗
多
以
母
名
呼
子
︒
故
言
舎
利
子
︒

經
に
曰
く
︒
舎
利
子
よ
︒
色
は
空
に
異
な
ら
ず
︒
空
は
色
に
異
な
ら
ず
︒
色
は
即
ち
是
れ
空
な
り
︒
空
は
即
ち
是
れ
色
な
り
︒

注
し
て
云
く
︒
舎
利
子
と
は
即
ち
舎
利
弗
な
り
︒
舎
利
︑
是
れ
其
の
母
の
名
な
り
︒
弗
は
此
に
翻
し
て
子
と
為
す
︒
西
国
の
流
俗
︑
多
く
は
母
の

名
を
以
て
子
を
呼
べ
り
︒
故
に
舎
利
子
と
言
え
り
︒

封
無
待
は
﹁
舎
利
子
と
は
即
ち
舎
利
弗
な
り
︒﹂
と
従
来
の
訳
語
を
示
し
て
︑
新
訳
の
理
由
を
分
か
り
易
く
説
明
す
る
︒﹁
舎
利
﹂
と

い
う
の
は
母
の
名
で
あ
り
﹁
弗
﹂
は
子
の
意
味
で
あ
る
︒
印
度
で
は
子
を
呼
ぶ
と
き
母
の
名
を
つ
け
て
言
う
︒
そ
れ
だ
か
ら
舎
利
の

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

二
一



子
と
い
う
の
で
あ
る
と
︒
こ
の
よ
う
に
分
か
り
易
い
説
明
文
は
他
の
注
釈
書
に
見
ら
れ
な
い
︒
や
は
り
仏
教
僧
侶
向
け
の
書
物
で
な

い
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

㈢

注
釈
文
の
最
後
は
﹃
般
若
心
経
﹄
の
巻
尾
の
真
言
呪
で
あ
る
︒﹁
ギ
ャ
ー
テ
ィ
ー
︑
ギ
ャ
ー
テ
ィ
ー
︑
ハ
ー
ラ
ー
ギ
ャ
ー
テ
ィ

ー
︑
ハ
ラ
ソ
ー
ギ
ャ
ー
テ
ィ
ー
ボ
ー
デ
ィ
ソ
ワ
カ
︒﹂
︵
行
け
よ
行
け
よ
︑
悟
り
の
世
界
へ
行
け
よ
︑
皆
と
共
に
行
け
よ
︑
幸
あ
れ
か
し
︒︶
こ

の
説
明
も
一
般
人
に
は
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
︒

經
曰
︒
故
説
般
若
波
羅
蜜
多
呪
︒

注
云
︒
衆
生
迷
妄
日
久
着
欲
情
深
︒
或
雖
聞
勝
法
未
能
修
習
︒
或
雖
學
修
習
未
能
精
勤
︒
或
有
精
勤
未
能
了
悟
︒
或
雖
了
悟
未
能

成
熟
︒
此
等
既
有
累
身
未
免
衆
苦
︒
是
以
如
來
運
無
縁
慈
爲
説
神
呪
︒
令
其
誦
習
以
自
保
持
︒
此
聖
人
方
便
利
益
不
思
議
之
力
也
︒

經
曰
︒
即
説
咒
曰
︒
掲
諦
掲
諦
波
羅
掲
諦
波
羅
僧
掲
諦
菩
提
娑
婆
呵
︒

注
云
︒
此
之
呪
辞
未
詳
蕨
義
︒
諸
經
説
呪
多
︒
亦
不
同
︒
或
是
秘
密
言
辞
︒
或
是
吉
祥
章
句
︒
或
是
諸
佛
德
號
︒
或
是
大
力
神
名
︒

然
其
一
言
一
句
含
無
量
義
︒
此
方
之
語
無
以
譯
之
︒
是
故
直
存
梵
本
不
復
解
釋
︒

経
に
曰
く
︒
故
に
般
若
波
羅
蜜
多
呪
を
説
く
︒

注
し
て
云
く
︒
衆
生
の
迷
妄
日
々
に
久
し
く
︑
欲
情
に
着
す
る
こ
と
深
し
︒
或
は
勝
法
を
聞
く
と
雖
も
未
だ
修
習
す
る
こ
と
能
わ
ず
︒
或
は
修
習

を
学
す
と
雖
も
未
だ
精
勤
す
る
こ
と
能
わ
ず
︒
或
は
精
勤
有
れ
ど
も
未
だ
了
悟
す
る
こ
と
能
わ
ず
︒
或
は
了
悟
す
る
と
雖
も
未
だ
成
熟
す
る
こ
と

能
わ
ず
︒
此
等
既
に
累
身
有
る
も
未
だ
衆
苦
を
免
れ
ず
︒
是
を
以
て
如
來
無
縁
の
慈
を
運
し
︑
神
呪
を
説
く
こ
と
を
為
せ
り
︒
其
の
誦
習
を
し
て

以
て
自
ら
保
持
せ
し
む
︒
此
れ
聖
人
方
便
利
益
の
不
思
議
の
力
な
り

経
に
曰
く
︒
即
ち
呪
を
説
い
て
曰
く
︑
掲
諦
掲
諦

波
羅
掲
諦

波
羅
僧
掲
諦
菩
提
娑
婆
呵
︒
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注
に
云
く
︒
此
の
呪
辞
︑
未
だ
蕨
の
義
を
詳
に
せ
ず
︒
諸
々
の
経
説
呪
多
し
︒
亦
た
同
じ
か
ら
す
︒
或
は
是
れ
秘
密
の
言
辞
︑
或
は
是
れ
吉
祥
の

章
句
︑
或
は
是
れ
諸
々
の
仏
徳
の
号
︑
或
は
是
れ
大
力
の
神
名
な
り
︒
然
れ
ど
も
其
の
一
言
一
句
に
無
量
の
義
を
含
め
り
︒
此
の
方
の
語
︑
以
っ

て
是
を
訳
す
こ
と
無
し
︒
是
の
故
に
直
ち
に
梵
本
を
存
し
︑
復
た
解
釈
せ
ず
︒

封
無
待
は
﹃
般
若
心
経
﹄
に
意
味
不
明
の
真
言
呪
が
説
か
れ
る
理
由
を
﹁
無
量
の
義
﹂
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
漢
語
に
翻
訳
せ
ず

梵
語
︵
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
︶
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
述
べ
る
︒
そ
れ
故
に
﹁
復
た
解
釈
せ
ず
﹂
と
し
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
前

に
﹁
秘
密
の
言
辞
﹂︑﹁
吉
祥
の
章
句
﹂︑﹁
諸
々
の
仏
徳
の
号
﹂︑﹁
大
力
の
神
名
﹂
と
様
々
な
意
味
が
あ
り
︑
結
局
は
﹁
一
言
一
句
に

無
量
の
義
を
含
め
﹂
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
人
々
︵
衆
生
︶
は
︑﹁
迷
妄
﹂
に
明
け
暮
れ
し
﹁
欲
情
﹂
に
執
着
ば
か
り
し
て
い
る
︒
仏
教
の
勝
れ
た
教
え
を
聞
い
て

も
な
か
な
か
実
践
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒
よ
う
や
く
実
践
し
始
め
て
も
少
し
も
悟
り
の
境
地
に
至
ら
な
い
︒
中
に
は
﹁
了
悟
﹂
し

た
と
思
っ
て
も
一
時
だ
け
で
あ
り
長
続
き
せ
ず
に
多
く
の
苦
し
み
に
喘
い
で
い
る
︒
如
来
は
こ
の
よ
う
な
人
々
を
見
ら
れ
て
慈
悲
の

心
よ
り
覚
え
や
す
い
簡
単
な
﹁
神
呪
﹂
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
︒

こ
の
神
呪
︑
真
言
は
日
本
で
は
﹁
ギ
ャ
ー
テ
ィ
ー
︑
ギ
ャ
ー
テ
ィ
ー
︑
ハ
ー
ラ
ー
ギ
ャ
ー
テ
ィ
ー
︑
ハ
ラ
ソ
ー
ギ
ャ
ー
テ
ィ
ー
ボ

ー
デ
ィ
ソ
ワ
カ
︒﹂
と
読
誦
し
て
い
る
が
︑
塚
本
善
隆
先
生
は
﹁
行
け
よ
行
け
よ
︑
悟
り
の
世
界
へ
行
け
よ
︑
皆
と
共
に
行
け
よ
︑

幸
あ
れ
か
し
︒﹂
と
檀
家
の
人
々
に
説
明
さ
れ
て
お
ら
れ
た
が
︑
こ
れ
も
封
無
待
の
解
説
と
同
じ
分
か
り
易
い
話
し
で
あ
っ
た
︒
封

無
待
の
般
若
心
経
解
説
書
は
唐
王
朝
の
幅
広
い
各
層
の
人
々
に
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

＊

＊

そ
れ
で
は
最
後
に
経
典
本
文
の
異
同
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
て
み
よ
う
︒

封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
に
引
用
さ
れ
た
経
典
の
経
題
は
﹁
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
大
正
蔵
本
︵
底

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
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と
小
考
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本
：
高
麗
再
雕
版
︑
対
校
本
：
宋
版
・
元
版
・
明
版
︶
と
同
一
で
あ
る
︒
一
方
︑
日
本
の
真
言
宗
で
は
﹁
仏
説
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心

経
﹂
と
し
︑
他
宗
派
で
は
﹁
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
﹂
と
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
﹃
注
心
経
并
序
﹄
が
日

本
仏
教
の
中
で
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
推
量
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
唐
本
と
倭
本
と
の
相
違
で
一
般
的
に
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
の
は
本
文
の
﹁
遠
離
一
切
顚
倒
﹂
の
箇
所
で
あ
る
が
︑
大
正
蔵

本
・
封
無
待
撰
注
本
と
も
に
﹁
一
切
﹂
が
な
く
﹁
遠
離
顚
倒
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
封
無
待
が
唐
本
の
経
典
本
文
を

用
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る(
)︒
28

ま
と
め

日
本
仏
教
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
中
国
仏
教
の
な
か
で
︑
特
に
種
々
な
る
仏
教
思
想
が
隆
盛
を
迎
え
た
隋
唐
仏
教
か
ら
の
影
響

は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
︒
仏
教
思
想
の
伝
播
に
お
け
る
重
要
な
要
素
は
僧
侶
の
交
流
で
あ
ろ
う
︒
日
本
か
ら
は
大
き
な
期
待

を
背
負
っ
て
留
学
僧
が
波
濤
を
越
え
て
唐
土
に
渡
り
︑
一
方
大
陸
か
ら
は
鑑
真
な
ど
の
偉
大
な
学
僧
が
天
平
の
奈
良
に
足
を
踏
ん
だ
︒

ま
た
仏
像
︑
法
具
な
ど
と
と
も
に
伝
来
し
た
経
典
は
︑
一
切
経
約
五
千
巻
を
コ
ア
︵
中
核
部
︶
と
し
て
章
疏
集
伝
記
約
七
千
巻
の

仏
典
を
含
め
て
一
万
二
千
巻
ほ
ど
に
も
達
し
て
い
た(
)︒
日
本
仏
教
は
莫
大
な
仏
教
図
書
館
を
有
す
る
に
至
り
︑
そ
の
受
容
に
勉
め
た
︒

29

け
れ
ど
も
︑
こ
れ
ら
の
大
量
の
仏
典
の
内
︑
後
者
の
章
疏
集
伝
記
等
は
そ
の
過
半
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
如
何
に
も
惜

し
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
大
陸
で
の
喪
失
は
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
甚
大
で
あ
っ
た
︒
敦
煌
蔵
経
洞
か
ら
の
大
量
の
仏
典
・
仏
教
資
料
の

発
見
が
無
け
れ
ば
隋
唐
仏
教
の
実
像
は
隔
靴
掻
痒
の
感
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
過
半
を
失
っ
た
と
は
言
え
数
千
巻
は
現
存
す
る

日
本
の
古
写
本
の
豊
饒
性
は
誇
り
う
る
も
の
で
あ
る
︒
今
回
新
た
な
唐
仏
教
の
一
資
料
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
を
嘉
と
し

た
い
︒

︵
了
)
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＊
本
稿
は
︑
二
〇
〇
九
年
六
月
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
ア
ル
マ
ト
イ
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
“K
azakhstan
on
the
Silk
R
oad”
で
発
表
し
た

Feng
Siye,
P
alace
C
ensor
D
ispatched
to
W
estern
T
urkestan,
and
Feng
W
udai,
B
ureau
D
irector
in
the
M
inistry
of
Justice
and

B
uddhistE
xegete:A
B
uddhistC
om
m
entary
by
Feng
W
udaiP
reserved
in
Japan
に
加
筆
増
補
し
︑
校
訂
本
文
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
︒

注
(�
)
『大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
﹄
巻
一
に
﹁
莫
賀
延
磧
︑
長
八
百
余
里
︑
古
曰
沙
河
︑
上
無
飛
鳥
︑
下
無
走
獣
︑
復
無
水
草
︒
是
時
顧
影

唯
一
︑
但
念
観
音
菩
薩
及
般
若
心
経
︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
五
〇
巻
二
二
四
頁
中
段
︶
と
あ
る
︒

(�
)
『開
元
録
﹄︵
七
三
〇
︶
に
は
三
訳
二
存
一
欠
︵﹃
大
正
蔵
﹄
五
五
巻
五
八
四
頁
上
段
︶
と
あ
る
が
︑
そ
の
後
の
新
訳
も
含
め
こ
こ
で
は
杲

宝
の
﹃
宝
冊
抄
﹄
巻
六
に
依
っ
た
︵﹃
大
正
蔵
﹄
七
七
巻
八
一
三
頁
下
段
～
八
一
四
頁
上
段
︶︒

(�
)
黒
板
勝
美
編
﹃
真
福
寺
善
本
目
録
﹄︵
続
輯
︶
九
頁
︒
昭
和
一
一
年
︒

(�
)
智
山
伝
法
院
編
﹃
大
須
観
音
宝
生
院
真
福
寺
撮
影
目
録
﹄︵
上
下
︶
一
九
九
七
袞
一
九
九
八
年
︒
智
山
派
宗
務
庁
︒

(	
)
写
本
に
は
一
三
丁
と
符
号
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
今
日
の
数
え
か
た
と
は
異
な
る
︒
も
っ
と
も
粘
葉
装
の
場
合
は
正
確
に
は
一
丁
が
四
頁
︑

す
な
わ
ち
片
面
が
四
葉
あ
る
こ
と
に
な
る
︒

(

)
阿
部
泰
郎
﹁
大
須
観
音
真
福
寺
宝
生
院
袞
中
世
の
知
の
体
系
の
拠
点
﹂︵
中
区
制
施
行
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編
﹃
名
古
屋

市
中
区
誌
﹄
所
収
︒
平
成
二
二
年
一
二
月
︶︒

(�
)
『新
唐
書
﹄
一
〇
〇
︒﹃
旧
唐
書
﹄
六
三
︒

(�
)
『新
唐
書
﹄
七
一
下
︒
宰
相
世
系
表
第
一
一
下
︒﹃
元
和
姓
纂
﹄
巻
一
︒

(�
)
封
演
撰
﹃
封
氏
聞
見
記
校
注
袞
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
袞
﹄
中
華
書
局
︒
二
〇
〇
五
年
︒
な
お
本
書
は
ネ
ッ
ト
w
w
w
.guo.xue.com
で
も
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見
ら
れ
る
︒
本
書
は
儒
教
と
道
教
に
関
す
る
記
事
は
残
っ
て
い
る
が
︑
残
念
な
が
ら
仏
教
に
関
す
る
箇
所
が
残
存
し
て
い
な
い
︒

(
)
岑
仲
勉
撰
﹃
元
和
姓
纂
四
校
記
﹄
上
冊
︒
一
〇
二
頁
︒
中
文
出
版
社
︒
一
九
七
五
年
︒

10(
)
『大
正
蔵
﹄
五
五
巻
五
五
五
頁
下
段
に
﹁
貞
観
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日
於
終
南
山
翠
微
宮
譯
沙
門
知
仁
筆
受
﹂
と
あ
る
︒

11(
)
方
廣
錩
編
纂
﹃
般
若
心
経
訳
注
集
成
﹄
一
二
頁
～
二
四
頁
︒
上
海
古
籍
出
版
社
︒
一
九
九
四
年
九
月
刊
︒
な
お
︑
方
氏
は
大
顚
宝
通
撰

12
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
註
解
﹄
一
巻
︵﹃
続
蔵
﹄
一
袞
四
二
袞
一
︶
を
唐
代
と
し
て
い
る
が
︑
福
井
文
雅
博
士
は
宋
代
と
し
て
い
る
︒
こ
こ
で

は
福
井
説
に
従
っ
た
︵
福
井
文
雅
﹃
般
若
心
経
の
総
合
的
研
究
袞
歴
史
・
社
会
・
資
料
袞
﹄
第
二
章
第
三
節
︒
春
秋
社
︒
二
〇
〇
〇
年
︶︒

(
)

八
三
九
︑

二
一
七
八
︑

四
九
四
〇
︑
北
四
四
八
九
︵
爲
五
二
︶︑
北
四
四
九
〇
︵
崑
一
二
︶︑
北
四
四
九
一
︵
闕
九
︶︒

13

S.

P.

P.

(
)
石
田
茂
作
﹃
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
﹄
付
録
︒
東
洋
文
庫
︑
昭
和
五
年
︒
石
田
目
録
は
数
あ
る
記
載
の
中
か
ら
最
古
の
記

14

録
を
採
録
し
て
い
る
点
︑
お
よ
び
既
成
目
録
と
の
対
照
を
あ
げ
て
い
る
点
が
参
考
と
な
る
︒
一
方
︑
木
本
好
信
編
の
﹃
奈
良
朝
典
籍
所
載
仏

書
解
説
索
引
﹄︵
国
書
刊
行
会
︑
平
成
元
年
︶
は
大
日
本
古
文
書
一
～
二
五
所
載
記
事
を
網
羅
し
て
い
る
点
が
参
考
と
な
る
が
︑
解
説
を

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
に
依
拠
し
過
ぎ
て
い
る
の
で
注
意
を
要
す
る
︒

(
)
石
田
は
二
〇
七
七
註
心
経
を
﹃
義
天
録
﹄
の
﹁
注
一
巻

智
照
述
﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
五
五
巻
一
一
七
一
頁
中
段
︶
に
相
当
す
る
と
し
て
い
る

15

が
必
ず
し
も
根
拠
の
あ
る
推
定
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

(
)
｢般
若
心
経
義
一
巻

智
開
法
師
撰
︑
般
若
心
経
要
決
義
一
巻
︑
般
若
心
経
註
二
巻

一
巻
浄
覚
師
註
︑
般
若
心
経
疏
一
巻

献
誠
法
師

16

撰
﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
五
五
巻
一
〇
七
二
頁
下
段
︶︒

(
)
七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢
書
第
六
巻
﹃
中
国
・
日
本
経
典
章
疏
目
録
﹄
三
三
四
頁
～
三
三
五
頁
︵
大
東
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
︶

17(
)
拙
稿
﹁
興
福
寺
と
法
金
剛
院
蔵
の
章
疏
目
録
﹂︵
阿
部
泰
郎
編
﹃
日
本
に
お
け
る
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
諸
位
相
と
統
辞
法
﹄
一
六
頁
～
二
三

18

頁
︑
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
︑
国
際
会
議
集
N
o.4︑
二
〇
〇
八
年
︶

(
)
賀
道
は
嘉
遁
の
誤
り
か
︒

19

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

二
六



(
)
『大
正
蔵
﹄
五
五
巻
一
一
四
八
頁
下
段
︒

20(
)
『宝
冊
抄
﹄
巻
六
︵﹃
大
正
蔵
﹄
七
七
巻
八
一
六
頁
下
段
～
八
一
七
頁
中
段
︶︒

21(
)
『大
正
蔵
﹄
七
七
巻
八
一
四
頁
下
段
︒

22(
)
『日
本
大
蔵
経
﹄
一
〇
巻
︵
旧
版
︶
二
七
四
頁
︒

23(
)
宥
快
は
巻
二
で
﹁
文
少
義
深
︒
詞
簡
理
博
︒﹂︵
二
五
八
頁
上
段
︶
を
引
用
し
て
い
る
︒
ま
た
巻
四
で
は
﹁
私
云
︒
文
鑒
注
心
経
︒
無
待
注

24

心
経
︒
伝
教
大
般
若
開
題
︒
智
証
心
経
釈
等
皆
同
此
意
︒
披
可
見
之
︒﹂︵
二
九
二
頁
下
段
︶
と
述
べ
︑
こ
の
封
無
待
撰
の
注
釈
書
を
実
見
し

た
こ
と
が
推
定
で
き
る
︒

(
)
石
田
茂
作
﹃
奈
良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録
﹄
一
〇
八
頁
︒︵﹃
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
﹄
東
洋
文
庫
︒
昭
和
五
年
︶︒
も
っ

25

と
も
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
が
附
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
と
し
て
掲
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(
)
賖
促
の
語
義
に
つ
い
て
宋
の
従
義
撰
﹃
摩
訶
止
観
義
例
纂
要
﹄
巻
二
に
は
﹁
言
賖
促
者
︒
即
遠
近
也
︒
遠
近
即
是
長
短
︒
長
短
即
開
合
故

26

也
︒﹂︵
台
湾
版
﹃
続
蔵
﹄
五
六
巻
一
九
頁
上
段
︶
と
述
べ
て
い
る
︒

(
)
福
井
文
雅
﹃
般
若
心
経
の
総
合
的
研
究
袞
歴
史
・
社
会
・
資
料
袞
﹄
第
二
章
第
三
節
︒
春
秋
社
︒
二
〇
〇
〇
年
︒

27(
)
『般
若
心
経
﹄
の
日
本
伝
来
本
が
﹁
遠
離
一
切
顚
倒
﹂
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
﹁
一
切
﹂
を
日
本
で
加
え
た
可
能
性
も
生
じ

28

て
く
る
が
︑
基
撰
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
幽
賛
﹄
下
巻
の
経
典
本
文
に
﹁
遠
離
一
切
顚
倒
﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
三
三
巻
五
四
一
頁
上
段
四
行
︶
と

あ
る
︒
し
か
も
円
測
の
﹃
仏
説
般
若
波
羅
蜜
多
経
賛
﹄
に
は
﹁
或
有
本
云
︑
遠
離
一
切
顚
倒
夢
想
︑
雖
有
二
本
後
本
為
勝
﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
三

三
巻
五
四
八
頁
下
段
一
二
行
～
一
三
行
︶
と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
で
中
国
で
二
種
類
の
経
典
が
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
基
撰
﹃
般

若
波
羅
蜜
多
心
経
幽
賛
﹄
の
底
本
は
︑
貞
応
三
年
︵
一
二
二
四
︶
刊
の
高
野
山
正
智
院
蔵
本
を
用
い
︑
対
校
本
に
仁
安
二
年
︵
一
一
六
七
︶

写
の
高
野
山
宝
寿
院
蔵
本
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
円
測
撰
﹃
仏
説
般
若
波
羅
蜜
多
経
賛
﹄
の
底
本
は
続
蔵
経
本
︵
こ
の
底
本
の
調
査
に
ま
で

は
及
ん
で
い
な
い
が
︑
続
蔵
経
は
大
半
が
日
本
の
版
本
か
写
本
︶
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
と
日
本
で
の
加
筆
も
あ
り
得
る
が
︑
唐
朝
に
﹁
遠
離

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

二
七



一
切
顚
倒
﹂
の
本
文
を
有
す
る
経
典
が
存
し
︑
そ
の
将
来
本
が
日
本
に
伝
来
し
た
の
だ
と
見
な
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
敦
煌
本

の
﹃
般
若
心
経
﹄
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
あ
る
が
︑
ど
れ
も
﹁
遠
離
顚
倒
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

(
)
拙
稿
﹁〝
東
ア
ジ
ア
仏
教
写
本
研
究
拠
点
の
形
成
〟
の
概
要
﹂︵〝
い
と
く
ら
〟
第
六
号
︒
二
〇
一
〇
年
一
二
月
︶
参
照
︒

29

参
考
文
献

拙
稿
﹁〝
東
ア
ジ
ア
仏
教
写
本
研
究
拠
点
の
形
成
〟
の
概
要
﹂︵〝
い
と
く
ら
〟
第
六
号
︒
二
〇
一
〇
年
一
二
月
︶

拙
稿
﹁
興
福
寺
と
法
金
剛
院
蔵
の
章
疏
目
録
﹂︵
阿
部
泰
郎
編
﹃
日
本
に
お
け
る
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
諸
位
相
と
統
辞
法
﹄
一
六
頁
～
二
三
頁
︑
名

古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
︑
国
際
会
議
集
N
o.4︑
二
〇
〇
八
年
︶

福
井
文
雅
﹃
般
若
心
経
の
総
合
的
研
究
袞
歴
史
・
社
会
・
資
料
袞
﹄
第
二
章
第
三
節
︒
春
秋
社
︒
二
〇
〇
〇
年
︒

黒
板
勝
美
編
﹃
真
福
寺
善
本
目
録
﹄︵
正
輯
︶︒
昭
和
一
〇
年
︒

黒
板
勝
美
編
﹃
真
福
寺
善
本
目
録
﹄︵
続
輯
︶︒
昭
和
一
一
年
︒

阿
部
泰
郎
﹁
大
須
観
音
真
福
寺
宝
生
院
袞
中
世
の
知
の
体
系
の
拠
点
﹂︵﹃
名
古
屋
市
中
区
誌
﹄
中
区
制
施
行
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
委
員
会
︒
平

成
二
二
年
一
二
月
︶︒

智
山
伝
法
院
編
﹃
大
須
観
音
宝
生
院
真
福
寺
撮
影
目
録
﹄︵
上
下
︶
一
九
九
七
年
～
一
九
九
八
年
︒
智
山
派
宗
務
庁
︒

封
演
撰
﹃
封
氏
聞
見
記
校
注
袞
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
袞
﹄
中
華
書
局
︒
二
〇
〇
五
年
︒

岑
仲
勉
撰
﹃
元
和
姓
纂
四
校
記
﹄
上
冊
︒
中
文
出
版
社
︒
一
九
七
五
年
︒

方
廣
錩
編
纂
﹃
般
若
心
経
訳
注
集
成
﹄
一
二
頁
～
二
四
頁
︒
上
海
古
籍
出
版
社
︒
一
九
九
四
年
九
月
刊
︒

石
田
茂
作
﹃
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
﹄
東
洋
文
庫
︑
昭
和
五
年
︒

石
田
茂
作
﹃
奈
良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録
﹄︵
前
掲
﹃
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
﹄
付
録
︶︒

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

二
八



木
本
好
信
編
﹃
奈
良
朝
典
籍
所
載
仏
書
解
説
索
引
﹄︵
国
書
刊
行
会
︑
平
成
元
年
︶︒

牧
田
諦
亮
監
・
落
合
俊
典
編

七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢
書
第
六
巻
﹃
中
国
・
日
本
経
典
章
疏
目
録
﹄︵
大
東
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
︶

柳
田
聖
山
﹃
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
﹄
法
蔵
館
︒
一
九
六
七
年
︒

『西
域
文
化
研
究
﹄
第
一
巻
︒
法
蔵
館
︒
昭
和
三
三
年
︒

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

二
九



刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
經
幷
序
﹄

凡
例

一
︑
本
校
訂
は
唯
一
の
寫
本
︑
北
野
山
眞
福
寺
寶
生
院
藏
﹃
注
心
經
幷
序
﹄︵
七
十
一
合
八
號
︶
を
も
と
に
し
て
作
成
し
た
︒

二
︑
原
文
は
白
文
で
あ
る
が
︑
私
に
經
文
と
封
無
待
の
注
を
並
べ
︑
注
本
文
に
句
讀
點
を
付
し
た
︒
ま
た
經
論
等
の
引
用
文
に
は
引
用
符
を
付

し
︑
該
當
す
る
﹃
大
正
藏
﹄
等
の
箇
所
を
記
し
た
︒

三
︑
便
宜
の
た
め
に
封
無
待
の
注
に
番
號
︵
⑴
～
`
︶
を
付
け
た
が
︑
注
番
號
は
經
典
本
文
の
頭
に
冠
し
た
︒

四
︑
本
文
お
よ
び
俗
字
・
異
體
字
な
ど
も
正
字
︵
舊
漢
字
︶
に
改
め
た
︒
注
の
文
も
正
字
と
し
た
︒

五
︑
蟲
損
・
破
損
な
ど
に
よ
る
判
別
し
難
い
箇
所
は
二
つ
に
分
け
た
︒
一
つ
は
︑
文
脈
等
か
ら
推
測
で
き
る
文
字
に
つ
い
て
は
本
文
に
示
し
た
︒

ま
た
推
測
文
字
を
特
定
出
來
な
い
場
合
は
□
で
示
し
た
︒

六
︑
寫
本
の
誤
寫
・
倒
置
と
思
わ
れ
る
も
の
は
そ
の
旨
を
注
記
し
て
訂
正
し
た
︒
但
し
︑﹁
無
﹂
の
俗
字
﹁
无
﹂
を
﹁
元
﹂
と
書
し
て
い
る
箇

所
が
多
々
見
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
は
一
々
注
記
せ
ず
適
宜
訂
正
し
た
︒

七
︑
原
本
の
丁
数
︑
行
取
り
は
示
さ
ず
読
解
の
便
宜
を
考
え
て
一
行
三
十
四
字
と
し
︑
下
欄
に
空
白
を
設
け
た
︒

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

三
〇



般
若
波
羅
蜜
多
心
經

並
序

刑
部
郎
中
封
無
待
注

般
若
波
羅
蜜
多
心
經
者
︑
大
般
若
經
中
略
出
也
︒
文
少
義
深
︑
詞
簡
理
博
︒
網
羅
一
切
種

智
︑
包
括
十
二
部
經(�
)

︒
所
謂
迷
途
之
導
引
︑
彼
岸
之
舟
揖
者
也
︒
余
少
好
佛
法
︑
早
窺
釋

典
︒
至
於
般
若
之
義
︑
常
以
聽
習
爲
光
︒
今
覧
此
經
︑
尤
所
嘉
尚
︒
聊
因
暇
日
︑
輒
爲
注

釋
︒
雖
詞
意
淺
進
︑
不
足
通
簡
名
流
︑
而
約
文
中
義
︑
亦
欲
示
諸
同
好
︒
所
希
懷
道
君
子
︑

幸
能
靜
以
思
之
︒

⑴

般
若
波
羅
蜜
多
心
經

注
云
︑
般
若
者
︑
此
翻
爲
智
慧
︒
波
羅
蜜
多
者
︑
此
翻
爲
彼
岸
到
︒
総
而
言
之
︑
謂
乘
此

智
慧
之
力
︑
到
彼
涅
槃
之
岸
︑
故
云
般
若
波
羅
蜜
多
︒
諸
經
説
般
若
波
羅
蜜
︑
例
無
多
字
︑

此
有
多
者
但
西
國
梵
語
有
長
聲
︒
蓋
由
吐
音
賖
促
不
同
︑
故
使
語
聲
長
短
有
異
︒
是
以
翻

譯
之
人
取
長
聲
者
則
存
多
︑
取
短
聲
者
則
略
去
︑
更
無
別
義
︒
心
者
︑
謂
實
相
之
心
︒
言

運
此
智
慧
令
達
彼
岸
者
︑
是
實
相
之
心
也
︒
所
以
然
者
︑
菩
薩
觀
照
之
時
必
觀
實
相
︑
然

後
慧
心
乃
成
︑
故
謂
實
相
之
心
能
運
智
慧
︒
經
者
︑
准
依
舊
説
︑
具
涌
泉
等
五
義
︑
故
名

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

三
一



爲
經(�
)

︒
詞
煩
不
能
具
載
︒
若
據
字
義
︑
經
訓
常
也
︒
言
三
世
諸
佛
同
説
此(�
)

法
︑
不
可
改
易
︑

故
訓
爲
常
︒

⑵

經
曰
︑
觀
自
在
菩
薩
︒

注
云
︑
觀
者
以
觀
照
爲
義
︒
自
在
者
以
無
執
着
爲(�
)

義
︒
菩
薩
者
此(	
)

翻
爲
道
心
衆
生
︑
謂
行

般
若
之
人
也
︒
從
習
種
性
前
外
︑
凡
十
信
位
乃
至
十
地
滿
心
以
來
︑
皆
通
名
菩
薩
︒
此(

)

觀

自
在
謂
深
行
菩
薩
也
︒
言
此(�
)

菩
薩
決
於
佛
道
心
□
□(�
)

故
能
於
一
切
法
無
有
執
着
︑
以
無
執

着
故
︑
於
觀
照
之
時
︑
心
得
自
在
︒
是
故
︑
因
彼
觀
照
之
心
︑
加
於
菩
薩
之
上
︒
故
云
觀

自
在
菩
薩
︒
問
曰
︑
嘗
聞
觀
自
在
即
謂
觀
世
音
︒
言
彼
菩
薩
隨
衆
生
所
念
︑
感
無
不
應
︑

故
名
自
在
︒
今
捨
彼
義
︑
而
就
心
彼
以
明
自
在
︑
有
何
意
耶
︒
答
曰
︑
彼
應
衆
生
自
在
是

菩
薩
起
用
︑
此(�
)
於
觀
照
自
在
是
菩
薩
隨
行
︑
今
爲
如
來
將
説
般
若
破
於
法
執
︑
正
屬
修
行

之
日
︑
不
是
起
用
之
時
︒
故
就
心
行
以
明
自
在
之
義
︒
由
斯
義
故
︑
知
如
來
前
標
觀
自
在
︑

後
擧
菩
提
薩
埵
︑
倶
是
泛
述
菩
薩
心
行
︑
證
成
般
若
之
能
︑
豈
待
徧
屬
一
人
︑
然
後
義
理

方
顯
︒ 刑

部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶
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⑶

經
曰
︑
行
深
般
若
波
羅
蜜
多
時

注
云
︑
行
者
行
於
般
若
︒
時
者
觀
照
之
時
︒
此
明
菩
薩
起
行
也
︒
准
據
教
文
有
五
種
般
若
︑

一
實
相
般
若
︑
二
觀
照
般
若
︑
三
境
界
般
若
︑
四
文
字
般
若
︑
五
眷
屬
般
若
︒
今
此
菩
薩

行
深
般
若
謂
以
觀
照
之
心
︑
歸
於
實
相
趣
向
涅
槃
︑
故
云
深
也
︒
問
曰
︑
般
若
精
微
本
無

形
體
︑
不
可
以
有
相
取
︑
不
可
以
有
心
知
︒
取
之
者
乖
其
性
︑
知
之
者
失
其
眞
︒
是
故
經

云(
)
﹁
般
若
波
羅
蜜
︒
甚(
)
深
微
妙
︑
聞
慧
麤
淺
不
能
得
見
︒
第
一
義
故
︒
思
不
能
量
︒
出
世

10

11

間
故
修
不
能
行
﹂︒
又
論
云(
)

︑﹁
大
般
若
如
火
聚
︑
四
邊
不
可
觸
﹂︑
而
菩
薩
欲
行
之
取
︒

12

答
曰
︑
若
能
絶
機
於
空
有
之
際
︑
息
慮
於
靜
亂
之
間
︑
能
所
兩
忘
︑
心
迹
倶
泯
︑
無
取
無

捨
︑
不
隨
不
迎
︒
然
後
不
知
以
知
之
︑
不
見
以
見
之
︑
不
修
以
修
之
︑
不
行
以
行
之
︒
斯

可
謂
如
實
知
見
︑
如
實
修
行
者
也
︒
是
故
經
云(
)

︑﹁
心
心
數
法
不
行
︑
故
名
行
般
若
﹂︑
即

13

其
義
也
︒
問
曰
︑
若
如
所
言
︑
則
經
中
説
菩
薩
摩
訶
薩
行
般
若
波
羅
蜜
時
︑
作
是
念
︑
能

如
是
行
︑
是
修
行
般
若
波
羅
蜜
︑
亦
是
行
相
︑
其
義
如
何
︑
答
曰
︑
若
作
是
念
︑
亦
是
行

相
︑
則
堕
無
方
便
中
︑
如
經
中
説
︑
菩
薩
摩
訶
薩
行
般
若
波
羅
蜜
時
︑
不
見
般
若
波
羅
蜜
︑

不
見
我
行
般
若
波
羅
蜜
︑
不
見
我
不
行
般
若
波
羅
蜜
︑
亦
不
受
不
行
︑
亦
不
受
行
不
行
亦

不
受
非
行
非
不
行
︑
亦
不
受
不
受
亦
不
受
︒
何
以
故
︑
般
若
波
羅
蜜
自
性
不
可
得
︑
一
切

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
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法
性
無
所
有
︑
不
隨
諸
法
行
不
受
諸
法
相
故
︑
是
名
菩
薩
摩
訶
薩
︑
諸
法
無
所
受
三
昧
菩

薩
行
是
三
昧
疾
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
︑
此
爲
有
方
便
行
般
若
波
羅
蜜
︑
是
故
菩
薩
常

住
如
是
觀
察
︑
則
不
堕
無(
)

方
便
中
︒

14

⑷

經
曰
︑
照
見
五
蘊
皆
空
︒

注
云
︑
菩
薩
行
深
般
若
了
義
實
性
︑
故
能
照
見
五
蘊
皆
空
︒
五
蘊
者
︑
色
受
想
行
識
也
︒

色
以
質
礙
爲
義
︑
受
以
領
納
爲
義
︑
想
以
取
像
爲
義
︑
行
以
造
作
爲
義
︑
識
以
了
別
爲
義
︒

蘊
者
︑
積
也
︑
聚
也
︒
此
之
五
法
積
聚
而
成
︑
故
名
爲
蘊
︒
空
者
︑
五
蘊
法
空
也
︒
何
知

蘊
法
是
空
︑
以
其
不
能
自
生
故
︒
此
色
等
法
︑
必
待
因
縁
︑
然
後
能
生
︒
因
縁
生
法
︑
無

有
自
性
︒
無
自
性
故
︑
是
故
知
空
︒
然
此
五
蘊
若
是
有
法
︑
有
則
本
有
︒
本
有
之
法
︑
照

不
可
空
︒
若
是
空
法
︑
空
即
自
空
︒
不
待
於
照
︑
然
後
方
空
︒
今
云
︑
菩
薩
行
深
般
若
照

見
五
蘊
皆
空
者
︑
欲
明
菩
薩
行
般
若
時
︑
照
知
蘊
法
︑
本
體
自
空
︒
知
本
空
□(
)

︑
不
復
起

15

觀
︒
亦
不
見
空
︑
及
與
不
空
︒
不
見
所
知
︑
不
見
能
知
︒
都
忘
知
見
︑
而
照
於
空
︒
以
能

如
是
照
故
︑
故
云
︑
照
見
五
蘊
皆
空
︒
是
故
經
云(
)

︑﹁
眞
實
觀
者
︑
不
以
空
故
令
諸
法
空
︒

16

但
法
性
自
空
﹂︑
即
其
義
也
︒
問
曰
︑
此
菩
薩
爲
但
觀
法
空
︑
亦
觀
人
空
耶
︒
答
曰
︑
若

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
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小
考
︵
落
合
︶

三
四



觀
人
空
︑
則
法
猶
未
捨
︒
今
觀
法
空
︑
則
人
自
不
有
︒
當
知
人
法
俱
空
︒

⑸

經
曰
︑
度
一
切
苦
厄
︒

注
云
︑
菩
薩
由
照
法
空
故
能
起
度
︒
苦
厄
者
︑
謂
生
老
・
病
・
死
苦
愛
別
離
苦
︑
怨
憎(
)

會
17

苦
︑
求
不
得
苦
︑
五
盛
陰
苦
︑
此
之
八
苦
攝
一
切
苦
盡
︒
厄
者
謂
諸
苦
中
災
障
衰
惱
之
事
︑

此
等
苦
厄
皆
從
有
生
心
︑
若
滯
有
則
爲
貪
欲
之
所
□(
)

縳
不
能
免
離
苦
厄
心
︑
若
照
空
空
則

18

無
求
︑
萬
有
不
能
攪
其
情
︑
群
□(
)

不
能
動
其
慮
︑
有
何
苦
哉
︑
有
何
厄
哉
︒
故
云
度
一
切

19

苦
厄
︑
是
故
經
云(
)
︑﹁
百
千
萬
劫
久
集
結
業(
)
︒
以
一
實
觀
即
皆
消
滅
﹂︑
即
其
義
也
︒
問
曰
︑

20

21

此
度
苦
厄
菩
薩
未
知
定
指
何
位
︑
又
如
新
發
意
菩
薩
︑
雖
學
照
室
︑
豈
能
頓
即
起
度
︒
若

纔
照
即
度
理
恐
未
然
︑
答
曰
︑
若
論
斷
惑
次
第
︑
經
論
具
有
明
文
︑
詞
多
不
能
廣
引
︒
今

且
指
事
而
説
七
地
以
前
怨
煩
惱
種
︑
指
未
免
離
一
切
苦
厄
︑
八
地
以
後
三
界
分
段
苦
厄
︑

方
能
永
離
至
十
地
圓
滿
之
後
︑
一
切
有
漏
種
子
及
變
易
死
等
苦
厄
方
知
永
除
則
此
能
度
一

切
苦
厄
當
是
八
地
以
上
菩
薩
且
新
發
意
菩
薩
︑
雖
未
即
度
由
學
照
空
︑
亦
當
能
度
以
其
畢

竟
當
度
故
︒

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

三
五



⑹

經
曰
︑
舎
利
子
︑
色
不
異
空
︑
空
不
異
色
︑
色
即
是
空
︑
空
即
是
色
︒

注
云
︑
舍
利
子
者
︑
即
舍
利
弗
也
︒
舎
利
是
其
母
名
︒
弗
者
此
翻
爲
子
︒
西
國
流
俗
︑
多

以
母
名
呼
子
︒
故
言
舎
利
子
︒
上
明
照
見
蘊
空
能
度
苦
厄
︒
恐
聲
聞
未
祛
執
︑
尚
有
疑
心
︒

舍
利
弗
既
爲
智
慧
之
首
︑
故
時
命
之
︑
欲
以
重
明
空
義
︒
色
不
異
空
者
︑
明
空
是
色
空
︒

非
謂
色
外
別
有
空
︒
色
外
無
空
故
︑
知
色
不
異
空
︒
空
不
異
色
者
︑
明
色
是
空
色
︒
非
離

於
空
別
有
色
︒
離
空
無
色
故
︑
知
空
不
異
色
︒
色
即
是
空
者
︑
明
色
體
本
空
︒
非
謂
色
滅

然
後
空
︒
空
即
不
待
色
滅
故
︑
知
色
即
是
空
︒
空
即
是
色
者
︑
明
空
是
色
體
︒
非
離
於
空

有
色
體
︒
離
空
既
無
色
體
故
︑
知
空
即
是
色
︒
菩
薩
摩
訶
薩
︑
知
色
體
本
空
故
︑
是
故
不

色
於
色
︒
知
空
是
色
體
故
︑
是
故
不
空
於
空
︒
般
若
之
幽
致
︑
在
於
斯
矣
︒
是
故
經
云(
)
︑
22

﹁
是
色
空
爲
非
色
︒
離
空
無
色
︑
離
色
無
空
︒
色
即
是
空
︑
空
即
是
色
﹂︒
經
又
云(
)

︑﹁
若

23

色
異
空
︑
若
空
異
色
︑
若
色
非
空
︑
若
空
非
色
者
︑
則
諸
菩
薩
︑
脩
行
般
若
︑
不
應
觀
一

切
法
皆
空
︑
證
得
無
上
正
等
菩
提
﹂︑
即
其
義
也
︒

⑺

經
曰
︑
受
想
行
識
︑
亦
復
如
是
︒

注
云
︑
上
就
色
蘊
直
辮
色
空
︑
色
之
一
蘊
︑
空
理
明
矣
︑
則
餘
四
蘊
亦
同
色
︒
法
則
當
言

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
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﹁
受
不
異
空
︑
空
不
異
受
︑
受
即
是
空
︑
空
即
是
受
﹂︒
故
云
︑
受
想
行
識
︑
亦
復
如
是
︒

是
故
經
云(
)

︑﹁
菩
薩
摩
訶
薩
︑
行
般
若
波
羅
蜜
︑
善
能
通
達
世
諦
衆
法
︑
雖
説
諸
色
而
非

24

實
有
︑
推
求
此
色
不
取
着
︑
受
想
行
識
︑
亦
復
如
是
﹂︑
即
其
義
也
︒

⑻

經
曰
︑
舎
利
子
︑
是
諸
法
空
相
︑
不
生
不
滅
︑
不
垢
不
淨
︑
不
増
不
減
︒

注
云
︑
前
明
蘊
空
之
義
︒
恐
迷
者
取
於
空
相
而
滯
於
空
︒
故
此
重
言
︑
是
諸
法
空
相
︑
不

生
不
滅
︑
不
垢
不
淨
︑
不
増
不
減
︑
夫
不
生
不
滅
等
乃
至
︑
眞
離
相
之
名
也
︒
今
言
︑
空

相
︑
不
生
不
滅
︑
則
空
相
非
相
矣
︒
空
相
非
相
者
︑
非
謂
相
非
相
︒
欲
明
本
無
相
︑
以
空

本
無
相
︒
故
寄
不
生
不
滅
等
離
相
之
法
︑
以
明
之
也
︒
是
故
︑
經
云(
)

︑﹁
菩
薩
摩
訶
薩
︑

25

行
般
若
波
羅
蜜
︑
遠
離
諸
相
︑
不
見
内
外
相
︑
離
戲
論
相
︑
離
分
別
相
︑
離
境
界
相
︑
離

攀
縁
相
︑
離
能
知
所
知
相
﹂︒
經
又
云(
)

︑﹁
菩
薩
應
離
一
切
相
︑
發
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提

26

心
﹂︑
即
其
義
也
︒

⑼

經
曰
︑
是
故
空
中
無
色
無
受
相
行
識
︒

注
云
︑
上
明
法
空
之
中
︑
離
生
滅
等
相
︒
今
明
眞
空
之
内
︑
無
蘊
等
諸
法
︒
諸
法
實
性
︑

刑
部
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中
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本
來
清
淨
︒
故
迷
今
則
有
執
有
着
︑
達
本
則
無
見
無
取
︒
夫
唯
無
見
無
取
者
︑
方
契
眞
空

之
妙
矣
︒
且
既
目
爲
空
︑
豈
容
有
物
於
其
間
哉
︒
是
故
經
云(
)

︑﹁
菩
薩
摩
訶
薩
行
般
若
波

27

羅
蜜
︑
正
智
觀
色
受
想
行
識
︑
不
見
色
生
︑
不
見
色
集
︑
不
見
色
滅
︑
受
想
行
識
︑
亦
復

如
是
﹂︒
經
又
云(
)

︑﹁
不
以
空
分
別
色
︑
不
以
色
分
別
空
︑
受
想
行
識
︑
亦
復
如
是
﹂︒
若

28

能
不
見
不
分
別
︑
則
無
蘊
等
諸
法
︑
以
無
蘊
等
諸
法
︑
以
無
蘊
等
諸
法(
)

故
︑
故
名
爲
空
︒

29

如
經
中
説
︑
修
般
若
波
羅
蜜
︑
如
修
虛
空
︑
如
虛
空
中
︑
無
色
無
受
想
行
識
等
諸
法
︑
此

眞
空
之
義
也
︒

⑽

經
曰
︑
無
眼
耳
鼻
舌
身
意
︑
無
色
聲
香
味
觸
法
︒

注
云
︑
眼
耳
鼻
舌
身
意
爲
内
六
根
︑
色
聲
香
味
觸
法
爲
外
六
塵
︒
六
根
六
塵
爲
十
二
處
︑

處
者
根
塵
︑
根
對
識
生
之
處
︑
故
名
爲
處
︒
今
明
眞
空
之
内
︑
本
無
内
外
根
塵
︑
根
塵
之

性
︑
性
常
寂
滅
︑
性
寂
滅
故
︑
體
常
自
空
︒
若
了
此
空
︑
則
心
無
所
住
︑
是
故
經
云(
)

︑
30

﹁
不
應
住
色
生
心
︑
不
應
住
聲
香
味
觸
法
生
心
︑
應
生
無
所
住
心
︑
若
心
有
住
︑
則
爲
非

住
﹂︑
即
其
義
也
︒

刑
部
郎
中
封
無
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⑾

經
曰
︑
無
眼
界
乃
至
無
意
識
界
︒

注
云
︑
六
根
六
塵
幷
眼
等
六
識
爲
十
八
界
︒
界
者
以
性
別
爲
義
︑
雖
三
六
和
合
而
界
界
各

別
︑
故
名
爲
界
︒
今
明
直
空
之
内
︑
本
無
根
塵
識
等
諸
法
︑
何
以
故
︑
諸
法
實
性
︑
體
自

空
故
︒
若
能
了
法
實
性
︑
則
於
一
切
法
︑
心
無
執
着
︑
無
有
分
別
︒
以
無
分
別
故
︑
都
不

見
法
空
︒
與
不
空
而
滯
於
空
︑
則
有
空
之
理
明
矣
︒
是
故
經
云(
)

︑﹁
菩
薩
摩
訶
薩
行
般
若

31

波
羅
蜜
︑
如
實
知
第
一
義
空
︑
而
空
相
不
可
得
︑
不
取
空
相
︑
不
起
空
見
︑
不
依
止
空
︑

如
是
不
取
着
︑
故
於
空
不
墜
︑
即
其
義
也
︒

⑿

經
曰
︑
無
無
明
︑
亦
無
無
明
盡
︑
乃
至
無
老
死
︑
亦
無
老
死
盡
︒

注
云
︑
無
明
至
老
死
爲
十
二
縁
︑
謂
無
明
縁
行
︑
行
縁
識
︑
識
縁
名
色
︑
名
色
縁
六
入
︑

六
入
縁
觸
︑
觸
縁
受
︑
受
縁
愛
︑
愛
縁
取
︑
取
縁
有
︑
有
縁
生
︑
生
縁
老
死
︑
此
十
二
縁

是
生
死
繫
縳
之
因
縁
也
︒
必
頒
滅
此
因
縁
乃
得
免
於
生
死
︑
是
故
經
云(
)

︑﹁
無
明
滅
即
行

32

滅
︑
行
滅
則
識
滅
︑
識
滅
則
名
色
滅
︑
名
色
滅
則
六
入
滅
︑
六
入
滅
則
觸
滅
︑
觸
滅
則
受

滅
︑
受
滅
則
愛
滅
︑
愛
滅
則
取
滅
︑
取
滅
則
有
滅
︑
有
滅
則
生
滅
︑
生
滅
則
老
死
滅
﹂︑

此
因
縁
滅
之
次
第
也
︒
今
明
眞
空
之
本
︑
無
因
縁
︑
何
以
故
︑
眞
空
之
内
諸
法
不
生
︑
故

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
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小
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無
明
者
︑
心
迷
之
稱
也
︒
謂
此
忘
心
不
知
自
體
本
淨
︑
不
了
諸
法
皆
空
空
︒
於
空
法
中
︑

忘
生
見
取
︑
迷
謬
執
着
︑
故
曰
無
明
︒
此
無
明
心
體
常
空
︑
寂
空
之
體
︑
本
來
不
生
︑
本

既
不
生
︑
今
從
何
滅
︒
故
云
︑
無
無
明
︑
亦
無
無
明
盡
︒
無
明
既
今
則
行
滅
︑
乃
至
老
死
︑

例
亦
如
之
︒
故
云
乃
至
無
老
死
︑
亦
無
老
死
盡
︒

⒀

經
曰
︑
無
苦
集
滅
道
︒

注
云
︑
苦
集
滅
道
爲
四
諦
法
︒
四
諦
有
二
︑
一
是
有
作
四
諦
︑
謂
生
死
果
爲
苦
︑
煩
惱
業

爲
集
︑
寂
滅
爲
滅
︑
戒
定
慧
爲
道
︒
二
是
無
作
四
諦
︑
謂
觀
苦
無
生
︑
名
苦
聖
諦
︒
知
集

無
和
合
︑
名
集
聖
諦
︒
知
滅
無
滅
︑
名
滅
聖
諦
︒
以
無
二
法
得
道
︑
名
道
聖
諦
︒
此
是
大

小
乘
四
諦
之
別
也
︒
今
明
眞
空
之
内
本
無
四
諦
︑
何
以
故
︑
眞
空
之
内
︑
離
諸
戲
論
故
︒

然
則
苦
體
本
空
︑
性
常
寂
滅
︒
滅
苦
實
性
者
︑
則
不
見
苦
相
︑
不
見
苦
相
者
︑
是
名
眞
見

諦
︒
是
故
經
云(
)

︑﹁
随
所
有
見
者
皆
爲
妄
︑
無
所
見
者
乃
名
見
諦
﹂︑
即
其
義
也
︒
苦
諦
既

33

今
時
︑
集
滅
道
諦
︑
例
亦
如
之
︒

⒁

經
曰
︑
無
智
亦
無
得
︒

刑
部
郎
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注
云
︑
智
是
照
法
之
名
︑
即
般
若
之
智
︒
得
是
證
果
之
因
︑
謂
得
佛
菩
提
︒
今
明
眞
空
之

内
︑
本
無
智
得
︑
無
智
無
得
︑
始
會
眞
空
︒
是
故
經
云(
)

︑﹁
眞
般
若
者
︑
清
淨
如
虛
空
︑

34

無
知
無
見
︑
無
作
無
縁
﹂︒
經
又
云(
)

︑﹁
正
行
中
無
道
無
果
︑
無
行
無
得
﹂︑
即
其
義
也
︒

35

且
夫
空
寂
者
︑
般
若
之
體
也
︒
智
照
者
般
若
之
用
也
︒
故
以
體
言
之
︑
則
未
嘗
不
寂
︒
以

用
言
之
︑
則
未
嘗
不
照
︒
未
嘗
不
照
︑
故
雖
照
而
常
寂
︒
未
嘗
不
寂
︑
故
雖
寂
而
常
照
︒

寂
而
常
照
︑
則
照
是
寂
照
︒
照
而
常
寂
︑
則
寂(
)
是
照
寂
︒
是
故
論
云(
)
︑﹁
必
求
靜
於
諸
動
︑

36

37

豈
離
動
以
求
靜
︒
然
則
動
靜
未
始
異
﹂
寂
照
未
嘗
殊(
)

︒
今
言
無
智
無
得
︑
始
會
眞
空
者
︑

38

欲
明
般
若
有
不
知
之
照
︑
聖
人
有
無
得
之
得
耳
︒
無
得
之
義
︑
釋
在
下
文
︒

⒂

經
曰
︑
以
無
所
得
故
︒

注
云
︑
若
能
依
於
般
若
︑
行
於
眞
空
︑
無
法
當
心
︑
則
無
所
得
︒
以
無
所
得
故
︑
故
無
所

不
得
︒
無
得
而
得
︑
斯
爲
至
矣
︒
是
故
論
云(
)

︑﹁
菩
提
之
道
︑
從
有
得
耶
︒
答
曰
︑
不
也
︒

39

從
無
得
耶
︑
答
曰
︑
不
也
︒
從
有
無
得
耶
︑
答
曰
︑
不
也
︒
離
有
無
得
耶
︑
答
曰
︑
不
也
︒

然
則
都
無
得
耶
︑
答
曰
︑
不
也
︒
是
義
云
何
︑
答
曰
︑
無
所
得
故
爲
得
︒
是
故
得
無
所

得
﹂︑
即
其
義
也
︒

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
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本
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⒃

經
曰
︑
菩
提
薩
埵
依
般
若
波
羅
蜜
多
故
︑
心
無
罣
礙
︑
無
罣
礙
故
︑
無
有
恐
怖
︒

注
云
︑
菩
提
薩
埵
者
︑
亦
謂
深
行
菩
薩
也
︒
菩
提
者
︑
此
翻
爲
覺
︒
薩
埵
者
︑
此
翻
爲
勇

健
︒
言
能
以
自
覺
法
︑
攝
化
衆
生
︑
入
於
生
死
︑
無
有
怯
怖
︑
故
名
菩
提
薩
埵
︒
前
從
省

文
︑
故
稱
菩
薩
︒
此
存
梵
本
︑
故
具
言
之
︒
今
明
菩
提
薩
埵
依
於
般
若
︑
行
於
眞
空
︑
故

得
心
無
罣
礙
︒
罣
者
掛
也
︑
心
有
染
着
則
有
挂
有
礙
︑
心
無
染
着
︑
則
無
挂
無
礙
︑
以
無

挂
礙
故
︑
則
一
切
恐
怖
所
不
能
入
︒
菩
薩
爾
時
非
獨
離
於
世
間
︑
恐
怖
乃
至
遊
於
諸
法
︑

亦
得
自
在
︒
是
故
經
云(
)
︑﹁
無
有
所
得
之
恐
︑
無
墮
二
乘
之
怖
﹂︑
即
其
義
也
︒

40

⒄

經
曰
︑
遠
離
顚
倒
夢
想
︑
究
竟
涅
槃
︒

注
云
︑
顚
倒
者
︑
謂
心
倒
︑
想
見
倒
也
︒
始
從
凡
夫
︑
終
至
菩
薩
︑
悉
皆
具
此
二
倒
︑
但

一
一
倒
中
︑
有
無
量
輕
重
簾
細
之
異
︒
由
其
輕
重
簾
細
有
異
故
︑
故
列
凡
聖
階
位
之
差
也
︒

夢
想
者
︑
謂
三
界
虛
幻
︑
猶
如
夢
想
︒
又
二
乘
之
人
︑
所
得
之
法
︑
所
證
之
果
︑
並
非
眞

實
︑
菩
薩
惑
習
未
盡
︑
心
猶
不
稱
︑
一
實
如
理
︑
是
故
並
同
夢
相
︒
言
此
菩
提
薩
埵
︑
由

依
般
若
︑
故
證
眞
空
︒
由
證
眞
空
︑
故
得
正
慧
︒
由
得
正
慧
︑
故
無
染
着
︒
由
無
染
着
︑

刑
部
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故
無
罣
礙
︑
故
無
恐
怖
︒
以
無
罣
礙
恐
怖
故
︑
故
能
遠
離
一
切
顚
倒
夢
想
而
得
究
竟
涅
槃
︑

無
上
極
果
︒
此
依
俗
諦
而
説
︑
若
據
第
一
義
諦
︑
則
雖
依
於
般
若
︑
行
於
眞
空
︑
乃
至
得

佛
菩
提
及
證
涅
槃
︑
皆
是
顚
倒
夢
想
︒
是
故
經
云(
)

︑﹁
設
有
一
法
過
去
涅
槃
︑
我
亦
説
之
︑

41

如
幻
如
夢
﹂︒
要
而
言
之
︑
若
有
一
法
當
心
︑
則
非
究
竟
涅
槃
︒
又
衆
生
本
性
當
自
寂
滅
︑

自
寂
滅
故
︑
常
自
涅
槃
︑
何
有
涅
槃
而
可
得
也
︒
若
能
如
是
遠
離
︑
則
爲
得
無
所
得
︒
無

得
爲
得
︑
上
已
具
明
︒
今
在
下
文
︑
更
當
重
顯
︒

⒅

經
曰
︑
三
世
諸
佛
︑
依
般
若
波
羅
蜜
多
故
︑
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
︒

注
云
︑
三
世
者
︑
謂
過
去
︑
現
在
︑
未
來
也
︒
佛
者
︑
具
存
梵
本
︑
應
言
佛
陀
︑
此
翻
爲

覺
︒
如
從
夢
覺
︑
自
覺
覺
他
︑
覺
行
圓
滿
︑
故
名
爲
佛
︒
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
者
︑
此

翻
爲
無
上
正
等
覺
︑
今
明
三
世
諸
佛
由
依
般
若
︑
故
得
無
上
正
等
覺
︒
然
則
般
若
之
體
︑

本
無
形
相
可
依
︑
菩
提
之
道
不
可
見
取
而
得
︒
今
言
依
於
般
若
得
菩
提
者
︑
但
菩
薩
證
眞

空
時
︑
了
法
實
性
無
染
無
着
︑
名
依
般
若
時
無
有
一
法
當
菩
薩
心
︑
非
謂
見
法
有
所
依
止
︒

若
有
依
止
︑
則
有
住
處
︑
不
得
名
依
於
般
若
︑
亦
不
得
名
得
於
菩
提
︒
爲
無
依
故
︑
故
依

無
所
依
︒
爲
無
所
得
故
︑
故
得
無
所
得
︒
得
無
所
得
︑
名
得
菩
提
︒
依
無
所
依
︑
名
依
般
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若
︒
是
故
經
云(
)

︑﹁
我
於
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
︑
乃
至
無
有
少
法
可
得
︑
是
名
阿
耨
多

42

羅
三
藐
三
菩
提
﹂︒
又
論
云(
)

︑﹁
第
一
眞
諦
無
成
無
得
︑
世
俗
諦
故
便
有
成
得
︒
是
知
成
得

43

者
︑
是
無
得
之
爲
號
︒
無
得
者
︑
是
有
得
之
眞
名
︒
眞
名
故
雖
得
而
非
得
︑
爲
號
故
雖
僞(
)
44

而
非
無
︒﹂
若
能
契
神
於
即
物
︑
因
萬
物
之
自
虛
︑
則
亦
何
事
而
非
理
︑
何
法
而
非
道
︑

安
有
成
得
之
可
慕
︑
凡
聖
之
殊
轍
哉
︒
問
曰
︑
三
世
諸
佛
由
依
般
若
︑
故
得
菩
提
︑
未
知

般
若
復
何
依
︒
答
曰
︑
般
若
無
依
︑
無
有
住
處
︒
是
故
經
云(
)

︑﹁
譬
如
世
間
一
切
衆
法
︑

45

悉
依
虛
空
︑
而
空
無
依
︑
般
若
波
羅
蜜
︑
亦
復
如
是
︒
一
切
法
本
而
自
無
依
︒﹂
由
是
言

之
︑
則
般
若
波
羅
蜜
多
十
方
三
世
諸
佛
之
母
︒
何
以
故
︑
諸
佛
如
來
一
切
善
法
功
德
皆
從

般
若
波
羅
蜜
生
故
︒
問
曰
︑
諸
佛
功
德
即
從
般
若
而
生
︑
未
知
般
若
復
從
何
生
︒
答
曰
︑

如
經
中(
)

説
︑﹁
色
不
生
故
︑
般
若
波
羅
蜜
生
︒
受
想
行
識
不
生
故
︑
般
若
波
羅
蜜
生
︒
檀

46

波
羅
蜜
乃
至
禪
波
羅
蜜
不
生
故
︑
般
若
波
羅
蜜
生
︒
乃
至
一
切
種
智
不
生
故
︑
般
若
波
羅

蜜
生
﹂︒
即
其
義
也
︒

⒆

經
曰
︑
故
知
般
若
波
羅
蜜
多
︑
是
大
神
呪
︑
是
大
明
呪
︑
是
無
上
呪
︑
是
無
等
等
呪
︒

注
云
︑
世
間
呪
力
能
制
邪
魅
鬼
神
︑
及
攝
一
切
諸
毒
︒
亦
如
般
若
之
力
︑
能
斷
煩
惱
結
習
︑

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶
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永
除
一
切
諸
苦
︒
是
故
借
波
︵
彼
︶
呪
名
︑
以
顯
般
若
之
力
︒
大
者
︑
言
其
功
力
無
比
︒

神
者
︑
言
其
微
妙
難
測
︒
明
者
︑
言
其
無
所
不
照
︒
無
上
者
︑
言
其
無
有
過
上
︒
無
等
等

者
︑
言
其
非
等
所
等
︒
般
若
之
力
超
於
諸
法
之
上
︑
出
於
等
級
之
外
︑
故
言
無
等
等
︑
此

並
歎
般
若
之
力
也
︒

⒇

經
曰
︑
能
除
一
切
苦
︑
眞
實
不
虛
︒

注
云
︑
上
歎
般
若
之
力
︑
明
其
有
能
︒
此
述
般
若
之
功
︑
顯
其
實
用
︒
但
諸
法
本
體
︑
體

常
自
空
︒
以
不
知
故
︑
妄
計
爲
有
︒
以
妄
計
故
︑
輪
迴
生
死
受
諸
苦
惱
︒
若
依
般
若
︑
了

法
實
性
︑
則
超
然
覺
悟
︑
永
離
結
縳
︑
豈
世
間
苦
惱
所
惱
逼
迫
耶
︒
故
云
︑
能
除
一
切
苦
︒

今
欲
證
成
此
義
︑
故
重
結
言
︑
眞
實
不
虛
︒
明
是
如
來
眞
語
︑
實
語
︑
不
虛
誑
語
︒

|

經
曰
︑
故
説
般
若
波
羅
蜜
多
呪
︒

注
云
︑
衆
生
迷
妄
曰
︵
日
︶
久
︑
着
欲
情
深
︑
或
雖
聞
勝
法
︑
未
能
修
習
︒
或
雖
學
修
習
︑

未
能
精
勤
︒
或
雖
精
勤
︑
未
能
了
悟
︒
或
雖
了
悟
︑
未
能
成
熟
︒
此
等
既
有
累
身
︑
未
免

衆
苦
︑
是
以
如
來
運
無
縁
慈
︑
爲
説
神
呪
︑
令
其
誦
習
以
自
保
︑
持
此
聖
人
方
便
利
益
︑

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
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合
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不
思
議
之
力
也
︒

`

經
曰
︑
即
説
呪
曰
︑
掲
諦
掲
諦
︑
波
羅
掲
諦
︑
波
羅
僧
掲
諦
︑
菩
提
莎
婆
呵
︒

注
云
︑
此
之
呪
辭
︑
未
詳
厥
義
︒
諸
經
説
呪
︑
多
亦
不
同
︒
或
是
秘
密
言
辭
︑
或
是
吉
祥

章
句
︒
或
是

諸
佛
德
號
︒
或
是
大
力
神
名
︒
然
其
一
言
一
句
︑
含
無
量
義
︒
此
方
之
語
︑
無
以
譯
之
︑

是
故
直
存
梵
本
︑
不
復
解
釋
︒

注
般
若
波
羅
蜜
多
心
經(
)
47

校
注(�

)
觀
智
院
の
杲
寶
口
説
・
觀
寶
記
﹃
寶
冊
鈔
﹄
第
六
の
當
經
略
出
大
般
若
心
要
歟
事
に
﹁
又
注
心
經
無
待
云
︒
般
若
波
羅
蜜
多
心
經
者
大
般

若
經
中
略
出
也
︒
文
少
義
深
︒
詞
簡
理
博
︒
網
羅
一
切
種
智
︑
包
括
十
二
部
經
文
﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
七
七
巻
八
一
四
頁
下
段
︶
と
引
用
さ
れ
る
︒

同
卷
六
に
は
﹁
同
經
注
一
卷
無
待
﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
七
七
巻
八
一
七
頁
上
段
︶
と
出
て
い
る
︒

(�
)
｢然
後
慧
心
﹂
よ
り
﹁
故
名
爲
經
﹂
の
寫
本
は
﹁
然
後
慧
心
︒
經
者
︑
准
依
舊
説
︑
具
涌
乃
成
︑
故
謂
實
相
之
心
︒
能
運
智
慧
泉
等
五
義
︑

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
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﹄
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考
︵
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故
名
爲
經
﹂
と
あ
る
︒
慧
琳
の
﹃
一
切
經
音
義
﹄
二
五
卷
に
あ
る
﹁
經
者
︵
梵
云
修
多
羅
︒
此
具
五
義
︒
論
偈
云
︑
經
緯
與
涌
泉
︑
縄
墨
︑

線
貰
穿
是
謂
修
多
羅
︒
甚
深
微
妙
義
︒
今
言
經
者
唯
初
一
分
義
︒︶﹂︵﹃
大
正
藏
﹄
五
四
卷
四
六
三
頁
中
段
一
六
行
︶
を
參
照
し
て
改
め
た
︒

(�
)
｢此
﹂︑
寫
本
に
は
﹁
比
﹂
と
あ
る
︒
文
意
に
よ
り
改
め
た
︒

(�
)
｢爲
﹂︑
寫
本
に
は
﹁
若
﹂
と
あ
る
︒
文
意
に
よ
り
改
め
た
︒

(	
)
｢此
﹂︑
寫
本
に
は
﹁
比
﹂
と
あ
る
︒
文
意
に
よ
り
改
め
た
︒

(

)
｢此
﹂︑
寫
本
に
は
﹁
比
﹂
と
あ
る
︒
文
意
に
よ
り
改
め
た
︒

(�
)
｢此
﹂︑
寫
本
に
は
﹁
比
﹂
と
あ
る
︒
文
意
に
よ
り
改
め
た
︒

(�
)
虫
損
の
た
め
判
讀
で
き
て
い
な
い
が
︑
一
部
殘
る
墨
筆
と
文
脈
か
ら
こ
の
二
文
字
は
﹁
純
熟
﹂
も
し
く
は
﹁
純
淑
﹂
と
推
測
で
き
る
︒

(�
)
｢此
﹂︑
寫
本
に
は
﹁
比
﹂
と
あ
る
︒
文
意
に
よ
り
改
め
た
︒

(
)
『勝
天
王
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
卷
二
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
六
九
四
頁
中
段
一
行
～
三
行
︶︒

10(
)
｢甚
﹂︑
寫
本
に
は
﹁
其
﹂
と
あ
る
︒
文
意
に
よ
り
改
め
た
︒

11(
)
『大
智
度
論
﹄
卷
十
一
に
あ
る
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
二
五
卷
一
三
九
頁
下
段
一
九
行
︶︒
ち
な
み
に
法
藏
の
﹃
華
嚴
探
玄
記
﹄
十
八
卷
に
は

12
﹁
智
論
云
︒
般
若
波
羅
蜜
猶
如
大
火
聚
︒
四
邊
不
可
觸
﹂︵﹃
大
正
藏
﹄
三
五
卷
四
六
三
頁
上
段
一
一
行
～
一
二
行
︶
と
あ
る
︒

(
)
羅
什
譯
﹃
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
卷
二
十
一
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
三
七
一
頁
下
段
五
行
︶
か
︒
ち
な
み
に
﹃
大
智
度
論
﹄
八

13

十
三
卷
に
は
﹁
若
心
︑
心
數
法
不
行
故
︑
爲
行
般
若
波
羅
蜜
﹂︵﹃
大
正
藏
﹄
二
五
卷
六
四
一
頁
下
段
二
〇
行
～
二
一
行
︶
と
あ
る
︒

(
)
｢無
﹂︑
寫
本
は
虫
損
に
よ
り
判
讀
で
き
な
い
が
︑
文
意
に
よ
り
補
っ
た
︒

14(
)
蟲
損
と
破
損
の
た
め
判
讀
で
き
な
い
が
︑
或
い
は
﹁
已
﹂
で
あ
ろ
う
か
︒
後
考
を
俟
つ
︒

15(
)
『大
寶
積
經
﹄
卷
百
十
二
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
一
一
卷
六
三
四
頁
上
段
六
行
︶︒
但
し
こ
の
經
文
は
普
明
菩
薩
會
の
中
に
あ
る
が
︑

16

も
と
は
一
卷
本
の
失
譯
﹃
大
寳
積
經
﹄
で
あ
る
︒
先
天
二
年
︵
七
一
三
︶
に
菩
提
流
志
に
よ
っ
て
一
二
〇
卷
本
﹃
大
寳
積
經
﹄
に
編
入
さ
れ
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﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
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た
︒
そ
の
た
め
に
本
箇
所
を
も
っ
て
封
無
待
撰
の
撰
述
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
︒

(
)
｢憎
﹂︑
寫
本
は
﹁
增
﹂
に
作
る
︒
文
意
に
よ
っ
て
改
め
た
︒

17(
)
繫
か
結
︑
或
い
は
纏
か
︒

18(
)
未
詳
︒

19(
)
梁
曼
陀
羅
仙
共
僧
伽
婆
羅
譯
﹃
大
乘
寶
雲
經
﹄
卷
七
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
一
六
卷
二
七
九
頁
上
段
一
九
行
～
二
〇
行
︶︒

20(
)
業
︑
寫
本
に
は
﹁
葉
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
の
二
つ
の
文
字
は
相
似
し
て
い
る
の
で
し
ば
し
ば
混
同
し
て
い
る
︒

21(
)
羅
什
譯
﹃
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
卷
三
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
二
三
七
頁
中
段
二
一
行
～
二
三
行
︶︒

22(
)
未
詳
︒

23(
)
『勝
天
王
般
若
波
蜜
多
經
﹄
卷
三
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
七
〇
二
頁
下
段
一
六
行
～
一
九
行
︶︒

24(
)
『勝
天
王
般
若
波
蜜
多
經
﹄
卷
二
に
は
﹁
菩
薩
摩
訶
薩
︑
行
般
若
波
羅
蜜
︑
遠
離
諸
相
︑
不
見
内
外
相
︑
離
戲
論
相
︑
離
分
別
相
︑
離
求

25

覔
相
︑
離
貪
著
相
︑
離
境
界
相
︑
離
攀
縁
相
︑
離
能
知
所
知
相
﹂︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
六
九
四
頁
中
段
二
六
行
～
二
九
行
︶
と
あ
る
︒

(
)
羅
什
譯
﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
﹄︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
七
五
〇
頁
中
段
二
〇
行
～
二
二
行
︶︑
菩
提
流
支
譯
﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
﹄︵﹃
大

26

正
藏
﹄
八
卷
七
五
四
頁
下
段
八
行
～
九
行
︶
と
も
に
同
文
︒
恐
ら
く
は
前
者
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
︒

(
)
『勝
天
王
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
卷
一
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
六
八
九
頁
下
段
二
五
行
～
二
九
行
︶︒

27(
)
羅
什
譯
﹃
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
經
﹄
卷
八
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
四
四
九
頁
下
段
一
一
行
～
一
二
行
︶︒

28(
)
｢以
無
蘊
等
諸
法
﹂
の
六
字
は
︑
衍
字
か
︒

29(
)
羅
什
譯
﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
七
五
〇
頁
中
段
二
二
行
～
二
四
行
︶︒

30(
)
『勝
天
王
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
卷
二
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
六
九
四
頁
中
段
二
一
行
～
二
五
行
︶︒

31(
)
佛
陀
波
利
譯
﹃
佛
説
長
壽
滅
罪
諸
童
子
陀
羅
尼
經
﹄
に
あ
る
經
文
︵
卍
續
二
乙
・
二
三
・
四
︑
台
湾
版
﹃
續
藏
﹄
一
五
〇
巻
三
七
二
頁
下

32

刑
部
郎
中
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無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
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︵
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段
八
行
～
一
一
行
︶︒
な
お
︑﹁
名
色
滅
則
六
入
滅
﹂
は
寫
本
に
は
﹁
名
色
滅
則
六
入
法
﹂
と
あ
る
︒

(
)
羅
什
譯
﹃
思
益
梵
天
所
問
經
﹄
卷
三
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
一
五
卷
四
八
頁
上
段
一
一
行
︶︒
大
正
藏
本
は
﹁
爲
妄
﹂
を
﹁
爲
虛
妄
﹂

33

と
す
る
︒

(
)
僧
肇
の
﹃
肇
論
﹄
に
あ
る
經
引
用
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
四
五
卷
一
五
三
頁
下
段
二
行
～
三
行
︶
と
同
一
で
あ
る
が
︑
原
據
の
經
典
は
未
詳
︒

34(
)
羅
什
譯
﹃
思
益
梵
天
所
問
經
﹄
卷
三
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
一
五
巻
四
九
頁
下
段
七
行
︶︒

35(
)
｢寂
﹂︑
寫
本
に
は
﹁
最
﹂
と
あ
る
︒
文
意
に
よ
り
改
め
た
︒

36(
)
『肇
論
﹄
に
あ
る
文
を
指
す
と
思
わ
れ
る
︒
但
し
少
し
異
な
る
︒﹃
肇
論
﹄
に
は
﹁
豈
釋
動
以
求
靜
︒
必
求
靜
於
諸
動
︒
必
求
靜
於
諸
動
︒

37

故
雖
動
而
常
靜
︒
不
釋
動
以
求
靜
︒
故
雖
靜
而
不
離
動
︒
然
則
動
靜
未
始
異
︒
而
惑
者
不
同
︒﹂︵﹃
大
正
藏
﹄
四
五
卷
一
五
一
頁
上
段
一
一

行
～
一
四
行
︶
と
あ
る
︒

(
)﹁
殊
﹂︑
寫
本
に
は
﹁
珠
﹂
に
作
る
︒
文
意
に
よ
り
改
め
た
︒

38(
)
『肇
論
﹄
に
あ
る
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
四
六
卷
一
六
一
頁
中
段
一
四
行
～
一
八
行
︶︒

39(
)
出
典
未
詳
︒

40(
)
羅
什
譯
﹃
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
經
﹄
卷
八
の
經
文
の
趣
意
︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
二
七
六
頁
中
段
四
行
～
八
行
︶︒

41(
)
羅
什
譯
﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
七
五
一
頁
下
段
二
一
行
～
二
三
行
︶︒

42(
)
こ
の
引
用
文
は
﹃
肇
論
﹄
の
該
當
箇
所
と
些
か
異
な
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
第
一
眞
諦
︒
無
成
無
得
︑
世
俗
諦
故
︒
便
有
成
有
得
︒
夫
有
得
即

43

是
無
得
之
偽
號
︒
無
得
即
是
有
得
之
眞
名
︒
眞
名
故
︒
雖
眞
而
非
有
︒
偽
號
故
︒
雖
偽
而
非
無
︒﹂︵﹃
大
正
藏
﹄
四
五
卷
一
五
二
頁
中
段
一

一
行
～
一
四
行
︶
と
あ
る
︒

(
)
｢僞
﹂︑
寫
本
は
﹁
爲
﹂
と
あ
る
︒
文
意
に
よ
り
改
め
た
︒

44(
)
『勝
天
王
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
卷
三
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
七
〇
五
頁
下
段
一
二
行
～
一
三
行
︶︒

45

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

四
九



(
)
羅
什
譯
﹃
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
卷
十
一
に
あ
る
經
文
︵﹃
大
正
藏
﹄
八
卷
三
〇
二
頁
下
段
一
八
行
～
二
〇
行
︶︒

46(
)
尾
題
の
後
の
柱
心
奥
書
に
﹁
元
亨
二
年
四
月
廾
九
日
書
寫
了

一
交
了
﹂
が
あ
る
︒

47

刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

五
〇



刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

五
一

familiar with Buddhism from a young age and had studied it. In particular,

it appears he had an interest in prajñā doctrine, in interest which is

reflected in his commentary.

Let us now look at the specific period in the Tang Dynasty in which Feng

Wudai was active. The first major clue is the year in which his wife is

thought to have died. Cen Zhongmianʼs 元和姓纂四校記 (Yuan he xing

zuan si jiao ji) tells that an inscription on his wife Liʼs grave places her

death at Year 8 of the Kaiyuan Era (720 CE). If we accept this evidence,

Bureau Director Feng Wudai in the Ministry of Justice was active from the

reign of the Tang rulers Gaozong and Wu Zetian to the era of Xuanzong.

It is not uncommon for interpretations of Buddhist works given by non-

specialists to be subject to a considerable amount of scrutiny. This rule of

thumb applies all the more so when dealing with a specialized subject such

as prajñā studies, where much effort is put into persuading prajñā

specialists. It is often the case, however, for such works to exhibit slightly

inexpedient readings of Sanskrit that are often inaccurate in the given

context. I hope to avoid that in this paper by placing the focus on

reproducing Wudaiʼ s text and in doing so merely make a few simple

observations on certain aspects of ideas and scholarship on the topic.

Professor,

International College

for Postgraduate Buddhist Studies



刑
部
郎
中
封
無
待
撰
﹃
注
心
経
并
序
﹄
本
文
と
小
考
︵
落
合
︶

五
二

Summary

A Commentary on the Prajñāpāramitāhr
̇
daya by

the Tang court official Feng Wudai:
Examination and observations

OCHIAI Toshinori

The Prajñāpāramitāhr
̇
daya, which was translated into Chinese around

the middle of the 7th century in Tang dynasty, is an extremely short

Buddhist text, yet innumerable studies have been devoted to it. Despite

this, scholars have traditionally had to rely only on 11 Tang-era

commentaries known.

In this paper, I wish to present a newly discovered Tang-era

commentary on the Prajñāpāramitāhr
̇
daya. The author is Feng Wudai, a

scholarly bureaucrat in the Tang court whose official title was “Bureau

Director” in the Ministry of Justice. He was a member of the same Feng

clan that is mentioned in the 新唐書宰相世系表 Xin Tang shu衾zaixiang

shixi biao (New Book of Tang: Genealogical Table of Chancellors).

This work is preserved in Shinpuku-ji, a temple in Nagoya City perhaps

better known by its other name Ōsu Kannon. The manuscript was copied

in Year 2 of the Genkō Era (1322 CE).

The fact that this Tang-era commentary was discovered in the

collections of an old Japanese Buddhist temple not only corroborates the

notion that Tang Buddhism was widely accepted in Japan, it is also very

significant in that it was compiled not by a scholarly monk schooled in the

tenets of Buddhism, but rather by civil servant in the government, namely

a bureau director in the Ministry of Justice.

There are few accounts of the life of Feng Wudai, but from his own注心

経 Commentary on the Prajñāpāramitāhr
̇
daya we can deduce that he was


	落合表紙.pdf
	落合本文作り直し.pdf

