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『

宿
曜
経
﹄
の
大
蔵
経
本
と
和
本
の
比
較(�

)

矢

野

道

雄

は
じ
め
に

『源
氏
物
語
﹄
の
﹁
桐
壺
﹂
に

宿す

く

曜え

う

の
か
し
こ
き
道
の
人
に
勘か

む

がが

へ
さ
せ
た
ま
ふ
に
も
︑
同
じ
さ
ま
に
申
せ
ば
︑

源
氏
に
な
し
た
て
ま
つ
る
べ
く
思
し
お
き
て
た
り

と
あ
る
︒
帝
は
幼
い
王
子
の
将
来
を
心
配
し
て
宿
曜
師
に
相
談
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ

う
に
︑
宿
曜
道
は
平
安
時
代
の
貴
族
の
間
で
流
行
し
て
い
た
︒
そ
の
原
典
は
弘
法
大
師
空

海
が
大
同
元
年
︵
八
〇
六
︶
に
請
来
し
た
﹃
宿
曜
経
﹄
で
あ
る
︒
日
本
で
は
空
海
請
来
本

は
忠
実
に
書
写
さ
れ
て
き
た
が
︑
大
陸
で
は
﹁
中
国
化
﹂
が
進
み
︑
そ
の
結
果
二
つ
の
系

統
に
は
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
本
稿
で
は
ま
ず
﹃
宿
曜
経
﹄
の
背
景

と
な
っ
た
イ
ン
ド
の
占
星
術
の
基
礎
を
紹
介
し
︑
大
陸
本
と
和
本
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
︑

日
本
に
お
け
る
一
切
経
の
伝
統
の
重
要
性
を
示
す
一
例
と
し
た
い
︒

一

イ
ン
ド
の
占
星
術
の
基
本

イ
ン
ド
の
占
星
術
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
一
つ
は
月
と
そ
の
背

景
に
あ
る
ナ
ク
シ
ャ
ト
ラ
︵
星
宿
︶
と
の
関
係
に
よ
っ
て
占
う
も
の
で
あ
り
︑
わ
た
し
は

こ
れ
を
﹁
太
陰
占
星
術
︵
l
u

n

a

r

a

s
t
r
o

l
o

g

y

︶
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒
も
う
一
つ
は
地
中
海
世

界
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
︑
惑
星
と
十
二
宮
︑
十
二
位
と
の
位
置
関
係
に
よ
っ
て
占
う

も
の
で
あ
り
︑﹁
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
占
星
術
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
両
者
の
概

略
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

(一
︶
太
陰
占
星
術

｢ナ
ク
シ
ャ
ト
ラ
﹂
と
は
月
の
通
り
道
の
近
く
に
あ
る
二
十
八
ま
た
は
二
十
七
の
恒
星

の
グ
ル
ー
プ
を
月
の
宿
と
見
立
て
た
も
の
で
あ
り
︑
太
陰
占
星
術
の
基
本
で
あ
る
︒
ナ
ク

シ
ャ
ト
ラ
は
︑
紀
元
前
八
〇
〇
年
頃
の
﹃
タ
イ
ッ
テ
ィ
リ
ー
ヤ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
﹄
や
︑

﹃
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
な
ど
古
い
文
献
に
見
ら
れ
︑
最
初
か
ら
占
い
の
要
素
を
も

（ 1 ）



っ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
文
献
や
原
始
仏
典
で
は
ナ
ク
シ
ャ
ト
ラ
は
二
八
を
数
え
る
こ
と
が

多
い
が
︑
時
代
が
下
が
る
と
ほ
と
ん
ど
の
文
献
で
二
十
七
宿
の
体
系
を
用
い
る
︒

(二
︶
仏
典
と
太
陰
占
星
術

仏
教
文
学
の
﹁
ジ
ャ
ー
タ
カ
﹂
に
属
す
る
﹁
遠
い
因
縁
話
﹂︑﹁
遠
く
な
い
因
縁
話
﹂︑

﹁
星
宿
前
世
物
語
﹂
な
ど
に
は
占
星
術
の
要
素
が
見
ら
れ
る
が
︑
占
星
術
を
肯
定
し
て
い

る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
占
星
術
を
信
じ
て
い
る
人
を
批
判
し
て
い
る
も
の
も

あ
る
︒﹁
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
﹂
文
献
に
属
す
る
﹃
シ
ャ
ー
ル
ド
ゥ
ー
ラ
カ
ル
ナ
・
ア
ヴ
ァ
ダ

ー
ナ
﹄︵
Ś
ā

r
d

ū

l
a

k

a

r
n.
ā

v

a

d

ā

n

a︶
で
は
仏
陀
の
前
世
物
語
の
な
か
で
︑
マ
ー
タ
ン
ガ
族
の

王
ト
リ
シ
ャ
ン
ク
が
占
星
術
の
知
識
を
披
露
す
る
︒
現
行
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
テ
キ
ス
ト

は
イ
ン
ド
の
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ー
タ
ン
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
比
較
的
後
の
時

代
の
写
本
に
基
づ
い
て
い
る
が
︑
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
写
本
図
書
館
に
は
五
世
紀
頃
の
中
央

ア
ジ
ア
写
本
の
断
片
が
あ
り
︑
そ
こ
に
は
古
い
要
素
が
垣
間
見
え
る
︒
こ
の
写
本
は
最
近

に
な
っ
て
︑
創
価
大
学
国
際
仏
教
学
研
究
所
の
w

e

b

p

a

g

e

で
公
開
さ
れ
た
︒

『シ
ャ
ー
ル
ド
ゥ
ー
ラ
カ
ル
ナ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
﹄
の
漢
訳
に
は
次
の
二
種
類
が
あ
る
︒

(

�

︶﹃
摩
登
伽
経
﹄︒
三
世
紀
末
の
竺
律
炎
・
支
謙
訳
︒

(

#

︶﹃
舎
頭
諫
太
子
二
十
八
宿
経
﹄︒
四
世
紀
初
め
竺
法
護
訳
︒

こ
れ
ら
は
密
教
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
︑
占
星
術
の
要
素
が
中
心
を
占
め
る
の
で
︑

大
正
大
蔵
経
で
は
﹃
密
教
部
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

(三
︶
二
十
八
宿
か
ら
二
十
七
宿
へ

多
く
の
古
い
文
献
で
見
ら
れ
る
の
は
二
十
八
宿
体
系
で
あ
る
が
︑﹁
ヴ
ェ
ー
ダ
補
助
学

の
暦
法
﹂︵
V

e

d

ā

n.
g

a

j
y

o

t
i
s.
a︶
は
二
十
七
宿
を
用
い
る
︒
こ
の
文
献
の
年
代
は
明
ら
か
で

は
な
い
が
︑
等
間
隔
座
標
と
し
て
の
二
十
七
宿
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
︑

比
較
的
後
世
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒
月
の
対
恒
星
回
転

周
期
︵
恒
星
月
︶
は
お
よ
そ
二
七
・
三
日
で
あ
る
か
ら
︑
端
数
を
切
り
上
げ
る
と
二
八
に
︑

切
り
捨
て
る
と
二
七
に
な
る
︒
中
国
で
は
常
に
不
等
間
隔
の
二
十
八
宿
で
あ
り
︑
四
方
に

七
宿
ず
つ
配
置
す
る
︒
い
っ
ぽ
う
の
二
十
七
宿
は
き
わ
め
て
イ
ン
ド
的
で
あ
る
︒
な
ぜ
な

ら
イ
ン
ド
で
は
古
く
か
ら
三
の
倍
数
が
好
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
等
間
隔
座
標

と
い
う
点
で
は
十
二
宮
と
似
て
お
り
︑
西
方
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
二

十
七
宿
の
場
合
に
は
ア
ビ
ジ
ト
︵
A

b

h

i
j
i
t
,

2

0︶
が
落
と
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
は
中
国
で
は

﹁
牛
宿
﹂
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

（ 2 ）

︵﹃
摩
﹄
は
﹃
摩
登
伽
経
﹄︑﹃
舎
﹄
は
﹃
舎
頭
諫
太
子
二
十
八
宿
経
﹄
)

表 1



二
十
八
の
ナ
ク
シ
ャ
ト
ラ
の
名
称
と
そ
の
漢
訳
は
表
�

に
示
し
た
通
り
で
あ
る
︒﹃
摩

登
伽
経
﹄
は
中
国
天
文
学
の
二
十
八
宿
名
を
そ
の
訳
語
と
し
て
用
い
て
い
る
が
︑﹃
舎
頭

諫
太
子
二
十
八
宿
経
﹄
に
は
意
訳
の
試
み
が
見
ら
れ
る(#
)

︒
古
い
文
献
で
は
﹁
ク
リ
ッ
テ
ィ

カ
ー
﹂
か
ら
数
え
る
の
で
︑
そ
れ
に
従
っ
て
便
宜
的
に
番
号
を
付
し
た
︒
紀
元
五
〇
〇
年

頃
に
確
立
し
た
古
典
天
文
学
の
座
標
で
は
﹁
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ニ
ー
﹂
︵

︶
の
初
点
を
春
分

27

点
と
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
出
発
点
の
違
い
は
現
代
の
天
文
学
で
﹁
歳
差
﹂
と
呼
ば
れ
る
現

象
を
お
お
ま
か
に
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
等
間
隔
の
場
合
二
宿
の
間
に
は
二
六
度
四

〇
分
の
差
が
あ
る
か
ら
︑
年
数
に
換
算
す
る
と
お
よ
そ
一
八
〇
〇
年
に
な
る
︒
こ
れ
を
そ

の
ま
ま
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
と
古
典
天
文
学
の
時
代
の
年
数
差
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
が
︑

お
お
よ
そ
の
時
代
背
景
の
差
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
ヴ
ェ
ー
ダ
補
助
学
で
は
等
間
隔
の
二
十
七
宿
が
採
用
さ
れ
︑
ダ
ニ
シ
ュ
タ
ー

︵

︶
を
冬
至
点
と
見
な
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
春
分
点
が
﹁
バ
ラ
ニ
ー
﹂
︵

︶
の
一

22

22

〇
度
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
れ
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う

な
新
し
い
座
標
が
西
方
の
十
二
宮
の
影
響
な
く
し
て
成
立
し
た
か
ど
う
か
︑
今
後
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
︒
西
方
の
影
響
が
あ
っ
た
と
す
る
と
︑﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
補
助
学
の
暦
法
﹄
の

テ
キ
ス
ト
の
成
立
年
代
は
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

二

ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
占
星
術

紀
元
後
三
・
四
世
紀
ご
ろ
︑
ギ
リ
シ
ア
の
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
占
星
術
が
イ
ン
ド
に
伝
え
ら

れ
た
︒
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
示
す
の
が
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
韻
文
で
書
か
れ
た
﹃
ヤ
ヴ

ァ
ナ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
﹄
で
あ
る
︒
ピ
ン
グ
リ
ー
教
授
が
校
定
し
英
訳
し
て
出
版(-
)

し
て
以
来
︑

地
中
海
と
イ
ン
ド
の
文
化
の
関
係
を
示
す
重
要
な
資
料
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
の
韻

文
版
の
成
立
年
代
を
西
暦
二
六
九
年
と
す
る
ピ
ン
グ
リ
ー
の
説
は
︑
最
近
私
が
ネ
パ
ー
ル

で
発
見
し
た
写
本
に
基
づ
い
た
マ
ク
︵
B

i
l
l

M

a

k

(0

)

︶
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
︑
根
拠
の
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
い
ま
の
と
こ
ろ
﹁
紀
元
後
三
・
四
世
紀
ご
ろ
﹂

と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
書
物
に
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
起
源
の
占
星
術
が
詳
細
に
描

か
れ
て
い
る
が
︑
一
方
当
時
の
イ
ン
ド
の
文
化
も
十
分
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
原

型
の
成
立
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
で
あ
っ
て
も
︑
現
在
の
韻
文
版
は
西
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

(一
︶
ラ
ー
マ
の
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ

古
い
時
代
の
イ
ン
ド
の
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
の
実
例
は
現
存
し
な
い
が
︑
い
わ
ば
﹁
架
空
の

ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
﹂
は
存
在
す
る
︒
そ
の
代
表
は
﹃
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
﹄
の
冒
頭
に
見
ら
れ
る

ラ
ー
マ
生
誕
の
と
き
の
天
体
の
配
置
で
あ
る
︒
図
と
し
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑

西
洋
起
源
の
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
が
背
景
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

そ
れ
か
ら
一
二
か
月
目
の
チ
ャ
イ
ト
ラ
月
の
第
九
日
に
︑﹇
月
の
位
置
す
る
﹈
星

宿
が
プ
ナ
ル
ヴ
ァ
ス
で
あ
り
︑
ま
た
五
つ
の
惑
星
が
﹇
い
ず
れ
も
﹈
自
分
の
高
揚
位

に
位
置
し
︑﹇
東
の
地
平
線
上
に
﹈
懸
か
っ
た
か
に
宮
に
あ
る
木
星
が
月
と
と
も
に

上
昇
し
つ
つ
あ
る
時
︑
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
化
身
と
し
て
す
べ
て
の
世
間
の
人
々
に
尊
敬

さ
れ
︑
す
べ
て
の
吉
相
を
そ
な
え
た
ラ
ー
マ
を
︑
カ
オ
サ
ル
ヤ
ー
妃
が
生
ん
だ
︒

︵
岩
本
裕
訳
︑
平
凡
社
東
洋
文
庫
︑
若
干
修
正(1
)

︶

（ 3 ）

uesugi
テキストボックス
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こ
の
岩
本
訳
は
ボ
ン
ベ
イ
版
︵
B

o

m

b

a

y

e

d

i
t
i
o

n

o

f

t
h

e

R

a

ā

m

ā

y

a

n.
a︶
を
使
用
し
て
お

り
︑﹁
少
年
の
巻
﹂
︵
B

ā

l
a

k

a

n.
d.
a︶
の
1

8

.
8

-

1

0

に
相
当
す
る
が
︑
現
在
研
究
者
に
よ
っ
て

最
も
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
プ
ー
ナ
版
に
は
見
ら
れ
な
い
︒﹁
高
揚
位
﹂
は
西
洋
占
星
術

の
概
念
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
占
星
術
的
内
容
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
占
星
術
の
影
響
な
く
し
て

は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
︑
プ
ー
ナ
版
の
編
者
は
後
世
の
挿
入
と
見
な
し

た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
部
分
が
︑
最
初
か
ら
あ
っ
た
と
す
る
と
︑﹃
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ
﹄
の
年
代
は
通
常
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
か
な
り
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
︒な

お
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
宇
宙
論
書
﹃
ブ
ン
ダ
ヒ
シ
ュ

ン
﹄
︵
B

u

n

d

a

h

i
š
n

︶
に
﹁
世
界
の
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
見
ら
れ
る(B
)

︒
世

界
が
誕
生
し
た
と
き
の
天
体
の
配
置
を
示
し
て
世
界
の
運
命
を
占
う
と
い
う
趣
旨
の
も
の

で
あ
る
︒
興
味
深
い
こ
と
に
そ
こ
に
描
か
れ
た
天
体
の
配
置
は
ラ
ー
マ
の
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒﹃
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
﹄
の
モ
チ
ー
フ
と
﹃
ブ
ン
ダ
ヒ
シ
ュ
ン
﹄
の
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
︑
大
変
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
︒

(二
︶
曜
日
の
概
念
の
成
立

『宿
曜
経
﹄
の
﹁
宿
﹂
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
イ
ン
ド
要
素
で
あ
る
が
︑﹁
曜
﹂
の
ほ
う

は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
占
星
術
に
由
来
す
る
︒
古
代
イ
ン
ド
で
は
不
思
議
な
こ
と
に
惑
星
は
余
り

大
き
な
関
心
を
も
た
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
ヴ
ェ
ー
ダ
文
献
で
は
っ
き
り
と
惑
星
と
見
な
す

こ
と
の
で
き
る
記
事
は
な
い
︒
あ
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
金
星
と
木
星
だ
け
で
あ
る
︒
と
こ
ろ

が
﹃
ヤ
ヴ
ァ
ナ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
﹄
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
占
星
術
は
惑
星

が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
︒
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
斬
新
な
こ
の
占
い
の
手
法
は
急

速
に
イ
ン
ド
に
浸
透
し
て
い
っ
た
︒

古
代
の
西
洋
で
﹁
プ
ラ
ネ
ッ
ト
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
は
太
陽
と
月
と
五
惑
星
で
あ
る
︒
こ

の
七
惑
星
が
﹁
曜
日
﹂
の
基
礎
に
あ
る
︒
ギ
リ
シ
ア
天
文
学
で
は
地
球
を
中
心
と
す
る
同

心
球
宇
宙
論
が
確
立
し
て
い
た
が
︑
プ
ラ
ネ
ッ
ト
の
配
列
順
序
が
確
立
す
る
に
は
紆
余
曲

折
が
あ
っ
た
︒
最
終
的
に
天
文
学
者
た
ち
が
認
め
た
の
は
︑
天
球
の
外
側
か
ら
並
べ
て
︑

土
星
︑
木
星
︑
火
星
︑
太
陽
︑
金
星
︑
水
星
︑
月

の
順
序
で
あ
っ
た
︒
い
っ
ぽ
う
エ
ジ
プ
ト
で
は
一
日
を
二
四
時
間
と
し
︑
そ
の
そ
れ
ぞ
れ

に
惑
星
神
を
右
の
同
心
球
の
順
序
で
当
て
は
め
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
あ
る
日
の
一
時
間
目

の
惑
星
が
土
星
で
あ
る
と
す
る
と
︑
八
時
間
目
︑
一
五
時
間
目
︑
二
二
時
間
目
も
土
星
が

支
配
し
︑
二
四
時
間
目
は
火
星
に
な
っ
て
そ
の
日
は
終
わ
る
︒
次
の
日
の
一
時
間
目
は
太

陽
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
土
星
か
ら
数
え
て
三
番
目
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に

同
心
球
の
順
序
に
並
べ
ら
れ
た
惑
星
を
三
つ
ご
と
に
と
る
と
土
︑
日
︑
月
︑
火
︑
水
︑
木
︑

金
の
順
序
で
毎
日
の
一
時
間
目
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
︒
一
時
間
目
を
支
配
す
る
惑
星

は
そ
の
日
全
体
の
支
配
者
で
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
現
在
わ
れ
わ
れ
が
用
い
て
い

る
曜
日
の
順
序
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
成
立
は
紀
元
前
後
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
い

わ
れ
る
が
︑﹃
ヤ
ヴ
ァ
ナ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
﹄
に
よ
っ
て
い
ち
は
や
く
イ
ン
ド
に
伝
え
ら
れ

た
︒
イ
ン
ド
で
は
曜
日
の
神
は
﹁
グ
ラ
ハ
﹂
と
よ
ば
れ
る
︒﹁
と
ら
え
る
も
の
﹂
と
い
う

意
味
で
あ
る
︒
人
間
に
と
り
つ
い
て
善
悪
の
影
響
を
与
え
る
神
と
し
て
畏
怖
の
対
象
に
な

っ
た
の
で
あ
る
︒
曜
日
の
概
念
は
イ
ン
ド
の
占
星
術
で
は
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
に
な
り
︑

天
文
学
で
も
惑
星
を
列
挙
す
る
と
き
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
︑﹁
太
陽
︑
月
︑
火
星
︑

水
星
︑
木
星
︑
金
星
︑
土
星
﹂
の
順
序
に
な
る
︒
こ
れ
が
﹃
宿
曜
経
﹄
の
も
う
ひ
と
つ
の

重
要
な
概
念
で
あ
る
﹁
曜
﹂
の
意
味
で
あ
る
︒

（ 4 ）



(三
︶
イ
ン
ド
占
星
術
の
完
成

『ヤ
ヴ
ァ
ナ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
﹄
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
占
星
術
を
完
成

さ
せ
た
の
は
六
世
紀
中
葉
に
ア
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
地
方
の
宮
廷
占
星
術
師
と
し
て
活
躍
し
た
ヴ

ァ
ラ
ー
ハ
ミ
ヒ
ラ
︵
V

a

r
ā

h

a

m

i
h

i
r
a︶
で
あ
る
︒
祖
先
は
西
イ
ン
ド
に
移
住
し
た
ペ
ル
シ

ア
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
で
あ
っ
た
︒
か
れ
は
占
星
術
の
知
識
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
地

位
を
﹁
バ
ラ
モ
ン
﹂
と
呼
ば
れ
る
ま
で
向
上
さ
せ
た
︒
多
作
で
あ
る
が
︑
代
表
作
と
し
て

次
の
三
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

(

�

︶﹃
占
術
大
集
成
﹄
︵
B

r.
h

a

t
s
a

m
.

h

i
t
ā︶
︒
王
宮
占
星
術
師
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
︒

古
来
の
ほ
と
ん
ど
の
占
い
を
集
め
た
百
科
全
書
的
な
書
︒
矢
野
・
杉
田
訳
﹃
占
術
大
集

成
﹄
︵
平
凡
社
東
洋
文
庫
︶
参
照
︒

(

#

︶﹃
ブ
リ
ハ
ッ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
﹄
︵
B

r.
h

a

j
j
ā

t
a

k

a︶
︒
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
占
星
術
書
︒
惑

星
︑
十
二
宮
︑
十
二
位
を
中
心
と
し
た
ギ
リ
シ
ア
系
の
誕
生
占
い
が
中
心
で
あ
る
が
︑
イ

ン
ド
古
来
の
ナ
ク
シ
ャ
ト
ラ
も
取
り
入
れ
る
︒

(

-

︶﹃
五
天
文
学
派
綱
要
﹄
︵
P

a

ñ

c

a

s
i
d

d

h

ā

n

t
i
k

ā︶
︒
当
時
知
ら
れ
て
い
た
五
つ
の
天
文

学
書
を
ま
と
め
た
も
の
︒
天
文
学
書
の
精
度
の
違
い
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
︒
そ
の

な
か
で
彼
が
最
も
精
度
が
高
い
と
み
な
し
て
い
る
﹃
ス
ー
ル
ヤ
・
シ
ッ
ダ
ー
ン
タ
﹄
は
後

に
改
編
さ
れ
て
イ
ン
ド
で
最
も
よ
く
流
布
し
た
天
文
学
書
に
な
る
︒

三
(一
︶﹃
宿
曜
経
﹄
の
成
立

『宿
曜
経
﹄
は
文
殊
師
利
菩
薩
と
諸
々
の
仙
人
に
帰
さ
れ
て
い
る
が
︑
実
際
の
著
者
は

元
バ
ラ
モ
ン
で
あ
り
中
国
に
帰
化
し
た
ア
モ
ー
ガ
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
︵
A

m

o

g

h

a

v

a

j
r
a︑
七
〇
四

袞
七
七
四
年
︶
で
あ
る
︒
中
国
名
は
﹁
不
空
金
剛
﹂︵
ま
た
は
不
空
︶
で
あ
り
﹁
真
言
八

祖
﹂
の
第
六
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
七
四
一
袞
七
四
六
年
に
南
イ
ン
ド
と
ス
リ
ラ
ン
カ
を

旅
行
し
て
多
く
の
密
教
経
典
を
収
集
し
た
︒
ま
た
当
時
イ
ン
ド
で
当
流
行
し
て
い
た
占
星

術
を
ま
と
め
て
﹃
宿
曜
経
﹄
と
し
た
︒

(二
︶﹃
宿
曜
経
﹄
上
下
巻
の
関
係

乾
元
二
年
︵
七
五
九
︶
︑
不
空
が
口
述
し
た
﹃
宿
曜
経
﹄
を
弟
子
の
史
瑶
が
漢
文
で
書

き
と
め
た
も
の
が
﹁
初
訳
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
﹃
文
殊
師
利
菩
薩
及
諸
仙
所
説

吉
凶
時
日
善
惡
宿
曜
經
﹄
で
あ
っ
た
︒
音
訳
語
が
多
く
︑
イ
ン
ド
の
香
り
が
豊
か
で
あ
る

が
︑
中
国
人
の
読
者
向
け
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
不
空
は
廣
徳
二
年
︵
七
六
四
︶
に
天

文
学
者
楊
景
風
に
﹁
改
訳
﹂
を
命
じ
た
︒
改
訳
の
タ
イ
ト
ル
は
﹃
文
殊
師
利
菩
薩
所
説
宿

曜
經
﹄
で
あ
り
︑
初
訳
の
﹁
及
諸
仙
﹂
と
﹁
吉
凶
時
日
善
惡
﹂
が
抜
け
て
い
る
︒
楊
景
風

は
改
訳
の
最
後
に
﹁
算
曜
直
章
﹂
を
挿
入
し
た
︒
後
に
な
っ
て
改
訳
と
﹁
算
曜
直
章
﹂
が

﹃
宿
曜
經
上
巻
﹄︑
初
訳
が
﹃
宿
曜
經
下
巻
﹄
と
み
な
さ
れ
る
︒
楊
景
風
の
改
訳
は
﹃
宿
曜

經
﹄
の
﹁
中
国
化
﹂
の
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
︒

『宿
曜
経
﹄
は
イ
ン
ド
の
占
い
の
基
本
で
あ
る
﹁
二
十
七
宿
﹂
と
﹁
七
曜
﹂
に
関
す
る

基
本
的
な
知
識
を
与
え
る
が
︑
ヴ
ァ
ラ
ー
ハ
ミ
ヒ
ラ
の
﹃
ブ
リ
ハ
ッ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
﹄
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
高
度
で
煩
瑣
な
占
星
術
的
な
内
容
は
一
切
省
略
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
イ

ン
ド
の
暦
と
占
い
で
重
要
な
時
間
単
位
で
あ
る
﹁
テ
ィ
テ
ィ
﹂
︵
太
陰
日
︶
と
普
通
の
日

︵
暦
日
︶
と
の
区
別
は
明
瞭
で
な
い
︒
し
た
が
っ
て
﹁
テ
ィ
テ
ィ
﹂
の
半
分
の
単
位
で
あ

る
﹁
カ
ラ
ナ
﹂
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
書
物
だ
け
で
本
格
的
な
占
い
を
す
る
こ
と

（ 5 ）



は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
後
に
な
っ
て
︑
よ
り
専
門
的
な
書
物
が
請
来
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

四

大
陸
本
と
和
本
の
ち
が
い

『宿
曜
経
﹄
は
成
立
後
ま
も
な
く
日
本
に
請
来
さ
れ
た
︒
不
空
の
弟
子
の
恵
果
か
ら
密

教
を
伝
授
さ
れ
た
弘
法
大
師
空
海
が
大
同
元
年
︵
八
〇
六
︶
に
そ
の
他
の
経
典
と
と
も
に

持
ち
帰
っ
た
の
で
あ
る
︒﹃
宿
曜
経
﹄
は
そ
の
後
大
陸
で
は
﹁
中
国
化
﹂
に
よ
っ
て
大
き

な
変
化
を
被
る
が
︑
空
海
請
来
本
は
ほ
ぼ
原
型
の
姿
を
と
ど
め
た
ま
ま
で
あ
っ
た
︒
和
本

と
大
陸
本
の
大
き
な
違
い
は
次
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

�

｢

算
曜
直
章
﹂
の
有
無

楊
景
風
は
改
訳
に
あ
た
っ
て
︑
巻
末
に
﹁
算
曜
直
章
﹂
を
挿
入
し
た
︒﹃
宿
曜
経
﹄
と

い
い
な
が
ら
曜
日
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
こ
の
書
物
の
価
値
が
下
が
る
こ
と
を
恐

れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
算
曜
直
章
﹂
は
ほ
と
ん
ど
が
イ
ン
ド
式
天
文
計
算
書
﹃
九
執
暦
﹄

か
ら
の
引
用
で
あ
り
︑
楊
景
風
は
﹃
九
執
暦
﹄
に
対
し
て
註
釈
を
施
し
て
い
る
︒
そ
こ
に

見
ら
れ
る
の
は
︑
積
日
を
求
め
て
七
で
割
っ
た
余
り
に
よ
っ
て
曜
日
を
求
め
る
と
い
う
イ

ン
ド
の
伝
統
的
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
算
曜
直
章
﹂
は
大
陸
本
で

は
早
い
時
期
に
削
除
さ
れ
た
︒
お
そ
ら
く
こ
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
暦
元
が
近
い
過
去
の
と

き
に
は
有
効
で
あ
る
が
︑
暦
元
を
遥
か
太
古
に
遡
る
場
合
に
は
定
数
の
精
度
が
良
く
な
い

の
で
正
確
な
結
果
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
中
国
人
学
者
に
よ
っ
て
看
破
さ
れ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
和
本
で
は
﹁
算
曜
直
章
﹂
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
忠
実
に
書
写

さ
れ
続
け
た
︒

�

二
十
七
宿
と
二
十
八
宿

『宿
曜
経
﹄
は
本
来
二
十
七
宿
体
系
に
基
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
は
和

本
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
占
い
の
ほ
と
ん
ど
の
項
目
は
﹁
ア
ビ
ジ
ト
﹂

︵
牛
宿
︶
を
除
く
二
十
七
宿
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
大
陸
本
で
は
す
べ
て
牛

宿
を
含
む
二
十
八
宿
体
系
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
う
し
な
け
れ
ば
中
国
人
読
者
に
は

受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

毎
日
の
宿
と
日
の
対
応
は
現
在
の
イ
ン
ド
の
伝
統
暦
で
も
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
あ

る
が
︑
こ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
表
の
形
で
示
し
た
も
の
が
﹃
宿
曜
経
﹄
の
﹁
月
宿
傍
通
暦
﹂

で
あ
る
︒
こ
の
表
で
は
ひ
と
月
は
大
小
の
区
別
な
く
常
に
三
〇
日
と
さ
れ
︑
月
は
一

﹁
日
﹂
に
一
宿
ず
つ
動
く
と
見
な
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
日
﹂
は
イ
ン
ド
の
﹁
テ
ィ
テ
ィ
﹂

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
︑
一
朔
望
月
を
三
〇
等
分
し
た
人
為
的
な
単
位
︵
厳
密
に
は
太

陽
と
月
の
離
角
が
一
二
度
に
な
る
時
間
単
位
︶
で
あ
る
︒
各
月
の
満
月
日
︵
十
五
日
︶
の
宿
は
︑

満
月
が
位
置
す
る
ナ
ク
シ
ャ
ト
ラ
で
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
前
後
に
一
日
に
一
宿
ず
つ
ず
ら
し

て
い
く
︒
三
〇
日
︵
厳
密
に
は
三
〇
テ
ィ
テ
ィ
︶
に
二
十
七
宿
を
割
り
当
て
る
の
で
あ
る
か

ら
︑
各
月
の
最
初
と
最
後
の
三
日
は
同
じ
宿
が
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
し
こ
れ
は

和
本
の
場
合
で
あ
る
︒
大
陸
本
は
す
べ
て
二
十
八
宿
体
系
を
用
い
︑﹁
正
月
一
日
﹂
を

﹁
虚
宿
﹂
と
す
る
︒
そ
れ
か
ら
毎
日
一
宿
ず
つ
進
行
し
て
い
く
の
で
︑
実
際
の
月
の
運
動

と
は
無
関
係
で
︑
単
純
に
二
八
日
の
周
期
で
巡
る
だ
け
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
月
宿
傍

通
暦
﹂
は
和
本
と
大
陸
本
と
で
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒

藤
原
道
長
が
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
を
書
き
付
け
る
と
き
に
用
い
た
﹁
具
注
暦
﹂
の
日
付
の

と
こ
ろ
に
は
﹁
宿
﹂
と
﹁
曜
﹂
が
あ
ら
か
じ
め
朱
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
︑
そ
の

﹁
宿
﹂
は
﹃
宿
曜
経
﹄
の
和
本
の
﹁
月
宿
傍
通
暦
﹂
と
全
く
同
じ
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
牛
﹂

宿
を
欠
く
二
十
七
宿
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
日
付
と
宿
と
の
関
係
は
陰
陽
道
の
も
の
で
は

（ 6 ）



な
く
︑
イ
ン
ド
占
星
術
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
道
長
の
行
動
自
体
そ

の
日
の
﹁
宿
﹂
と
﹁
曜
﹂
の
組
み
合
わ
せ
に
左
右
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
に

つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
宿
と
曜
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
﹁
金

剛
峰
日
﹂
な
ど
三
種
類
の
日
に
つ
い
て
は
﹃
密
教
占
星
術
﹄
一
一
四
袞
一
一
五
頁
参
照
︒

�

冒
頭
部
の
重
字
脱
落

『宿
曜
経
﹄
の
冒
頭
に
︑
十
二
宮
と
二
十
七
宿
の
関
係
を
示
す
重
要
な
一
節
が
あ
る
︒

こ
れ
に
は
十
二
宮
に
七
惑
星
を
配
当
す
る
西
洋
占
星
術
の
基
本
が
背
景
に
あ
る
︒
ま
ず

﹁
獅
子
宮
﹂
か
ら
の
六
宮
を
順
に
太
陽
が
支
配
す
る
と
み
な
し
て
﹁
太
陽
分
﹂
と
呼
ぶ
︒

い
っ
ぽ
う
月
は
﹁
蟹
宮
﹂
か
ら
逆
向
き
に
﹁
太
陰
分
﹂
の
六
宮
を
支
配
す
る
︒
さ
ら
に
太

陽
と
月
が
支
配
す
る
六
宮
の
う
ち
﹁
獅
子
宮
﹂
と
﹁
蟹
宮
﹂
以
外
の
五
宮
を
支
配
す
る
の

は
︑
先
に
述
べ
た
同
心
球
天
球
の
順
序
に
並
べ
ら
れ
た
五
惑
星
︵
水
︑
金
︑
火
︑
木
︑
土
︶

で
あ
る
︒
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
図
示
す
る
と
上
の
図
の
外
側
の
円
の
よ
う
に
な
る
︒

こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
概
念
な
の
で
︑﹃
宿
曜
経
﹄
は
お
な
じ
理
論
を
二
十
七
宿
に

も
当
て
は
め
た
の
で
あ
る
︒
十
二
宮
と
二
十
七
宿
の
対
応
関
係
は
︑﹁
羊
宮
﹂
の
初
点
を

﹁
婁
宿
﹂
の
初
点
と
す
る
︒
イ
ン
ド
占
星
術
で
は
﹁
メ
ー
シ
ャ
︵
お
ひ
つ
じ
︶
の
初
点
は
ア

シ
ュ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
初
点
﹂
云
々
と
い
う
宮
と
宿
の
関
係
を
教
え
る
韻
文
が
ヴ
ァ
ラ
ー
ハ
ミ

ヒ
ラ
の
﹃
占
術
大
集
成
﹄
以
来
︑
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
︒
そ
の
対
応
関
係
は
図
の
内
側

に
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
は
﹁
四
足
﹂
か
ら
な
っ
て
い
る
︵﹁
足
﹂
は
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
の

p

ā

d

a

の
翻
訳
で
︑﹁
四
分
の
一
﹂
を
意
味
す
る
︶
︒
こ
こ
で
太
陽
分
の
最
初
の
﹁
獅

子
宮
﹂
は
﹁
星
宿
四
足
﹂﹁
張
四
足
﹂﹁
翼
宿
一
足
﹂
か
ら
な
っ
て
い
る
︒
同
様
に
太
陰
分

の
最
初
の
﹁
蟹
宮
﹂
は
﹁
柳
宿
四
足
﹂﹁
鬼
四
足
﹂﹁
井
宿
一
足
﹂
か
ら
な
っ
て
い
る
︒

こ
れ
を
﹃
宿
曜
経
﹄
の
和
本
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

日
理
陽
位
︑
從
星
宿
順
行
︒
取
張
翼
軫
角
亢
氐

房
心
尾
箕
斗
女
等
一
十
三
宿
︑
迄

至
于
虚
宿
之
半
︒
恰
當
子
地
之
中
分
爲
六
宮
也
︒
月
理
陰
位
︑
従
柳
宿
逆
行
︒
取
鬼

井
參
觜
畢
昴
胃
婁
奎
壁
室
危
等
一
十
三
宿
︑
迄

至
虚
宿
之
半
︑
恰
當
子
地
之
中
分
爲

六
宮
也

つ
ま
り
太
陽
は
﹁
星
﹂
宿
か
ら
順
に
﹁
女
﹂
宿
ま
で
十
三
宿
と
﹁
虚
﹂
宿
の
半
分
を
︑

月
は
﹁
柳
﹂
宿
か
ら
逆
順
に
﹁
危
﹂
宿
ま
で
十
三
宿
と
﹁
虚
﹂
宿
の
半
分
を
支
配
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
大
陸
本
で
は
右
の
太
字
部
分
が
脱
落
し
て
い
る
︒
最
初
に

﹁
一
十
三
宿
﹂
ま
で
書
写
し
た
あ
と
︑
次
の
﹁
一
十
三
宿
﹂
ま
で
と
ば
し
て
し
ま
っ
た
の
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︵
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で
あ
る
︒
写
本
筆
写
の
と
き
に
し
ば
し
ば
起
こ
る
重
字
脱
落
︵
H

a

p

l
o

l
o

g

y

︶
の
典
型
的
な

例
で
あ
る
︒
こ
の
誤
り
は
か
な
り
古
い
段
階
で
起
こ
っ
た
と
思
わ
れ
︑
す
べ
て
の
大
陸
本

に
見
ら
れ
る
︒
い
っ
ぽ
う
空
海
請
来
本
の
系
統
に
属
す
る
写
本
に
は
こ
の
よ
う
な
脱
落
は

な
い
︒
空
海
は
脱
落
が
起
こ
る
前
の
写
本
を
請
来
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
筆
者

が
和
本
の
重
要
性
を
知
っ
た
の
は
こ
の
重
大
な
脱
落
が
大
正
大
蔵
経
の
﹃
宿
曜
経
﹄
に
見

ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
大
陸
で
こ
の
脱
落
を
補
う
試
み
が
な
さ
れ
な
か

っ
た
の
は
︑
こ
の
経
典
か
ら
真
面
目
に
学
ぼ
う
と
す
る
読
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
で
は
な

か
ろ
う
か
︒
わ
た
し
は
日
本
に
伝
え
ら
れ
る
﹃
宿
曜
経
﹄
の
写
本
の
善
し
悪
し
を
判
断
す

る
基
準
と
し
て
︑
ま
ず
こ
の
冒
頭
部
分
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
︒
な
お
京
都

で
村
上
勘
兵
衛
が
延
宝
九
年
︵
一
六
八
一
︶
出
版
し
た
版
本
は
大
陸
系
の
﹃
宿
曜
経
﹄
に

基
づ
い
て
い
る
が
︑
京
都
大
学
所
属
の
村
上
本
に
は
熱
心
な
読
者
の
書
き
込
み
が
あ
り
︑

冒
頭
部
分
の
マ
ー
ジ
ン
に
は
右
の
よ
う
な
脱
落
が
あ
る
こ
と
注
記
さ
れ
て
い
る
︒

五

日
本
に
あ
る
﹃
宿
曜
経
﹄
の
古
写
本

現
在
ま
で
林
隆
夫
氏
と
筆
者
が
調
査
す
る
こ
と
の
で
き
た
﹃
宿
曜
経
﹄
の
写
本
は
古
い

も
の
か
ら
順
に
次
の
六
点
で
あ
る
︒

(

�

︶
京
都
妙
蓮
院
松
尾
社
写
本
︵
下
巻
の
み
︶
︒
一
一
一
五
袞
一
一
三
八
年
︒
二
〇
一

五
年
二
月
︑
林
隆
夫
氏
撮
影
︒

(

#

・
�

︶
高
野
山
無
量
寿
院
写
本
一
︵
上
下
一
巻
本
︶
︒
一
一
六
〇
年
︒
高
野
山
霊
宝

館
蔵
︒
二
〇
一
三
年
︑
カ
ラ
ー
写
真
入
手
︒

(

#

・
#

︶
高
野
山
無
量
寿
院
写
本
二
︵
上
下
別
巻
本
︶︵
#

・
�

︶
と
同
じ
く
ら
い
古

い
︒
二
〇
一
三
年
︑
カ
ラ
ー
写
真
入
手
︒

(

-

︶
一
一
七
四
袞
一
一
七
九
年

名
古
屋
の
七
寺
写
本
︒
七
寺
の
住
職
蟹
江
良
輝
さ

ん
の
ご
好
意
で
画
像
入
手
︒
上
巻
は
大
阪
市
立
博
物
館
に
寄
託
︒
カ
ラ
ー
写
真
入
手
︒

(

0

︶
新
宮
寺
写
本
︒
一
二
二
三
袞
一
二
五
九
年
︒
林
氏
調
査
︑
撮
影
︒

(

1

︶
高
野
山
持
妙
院
写
本
︒
一
二
三
六
年
︒
一
九
八
五
年
に
高
野
山
大
学
図
書
館
か

ら
白
黒
写
真
の
コ
ピ
ー
入
手
︒

(

B

︶
同
志
社
理
工
学
研
究
所
所
蔵
︒
一
三
二
二
年
︒
同
研
究
所
の
林
隆
夫
教
授
が
オ

ー
ク
シ
ョ

ン
で
入
手
︒
同
志
社
大
学
の
w

e

b

a

r
c

h

i
v

e

s

で
公
開
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
他
一
九
八
五
年
に
東
寺
の
写
本
を
実
見
し
た
が
︑
古
い
の
は
上
巻
の
み
で
あ

っ
た
︒
た
だ
し
年
代
不
明
︒
冒
頭
部
と
奥
書
部
分
の
写
真
の
み
入
手
し
た
︒

六

覚
勝
本
に
つ
い
て

空
海
が
請
来
し
た
﹃
宿
曜
経
﹄
の
古
写
本
を
比
較
検
討
し
︑
で
き
る
だ
け
原
型
に
近
い

形
で
信
頼
で
き
る
テ
キ
ス
ト
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
結
果
を
見
事
に
反
映
し
た
の
が
﹁
覚

勝
本
﹂
で
あ
る
︒
校
訂
者
の
覚
勝
は
現
在
の
奈
良
県
五
條
市
に
あ
る
真
言
宗
の
寺
院
柴
水

山
吉
祥
寺
の
学
僧
で
あ
っ
た
︒
序
文
に
よ
る
と
享
保
二
十
一
年
︵
一
七
三
六
︶
に
校
訂
を

す
ま
せ
て
い
る
︵
出
版
は
﹁
高
野
山
経
師
八
左
衛
門
﹂
に
よ
る
︶
︒
覚
勝
は
校
訂
に
あ
た
っ
て

五
種
類
の
写
本
と
︑
明
本
と
高
麗
本
を
用
い
て
い
る
︒
写
本
の
間
に
異
読
が
少
な
く
な
い

こ
と
︑
大
陸
本
に
は
和
本
と
の
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
︑
原
典
が
正
確
に
伝
え
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
嘆
い
て
い
る
︒
し
か
し
覚
勝
は
高
野
山
の
無
量
寿
院
の
経
蔵
で

閲
覧
す
る
こ
と
の
で
き
た
写
本
は
五
〇
〇
年
ほ
ど
以
前
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
し
︑
こ
れ

が
最
も
古
く
︑
弘
法
大
師
が
請
来
し
た
写
本
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
知
っ
て
喜
び
︑
こ
れ

を
底
本
に
し
て
校
訂
作
業
を
行
っ
た
と
し
て
い
る
︒
覚
勝
本
は
頭
注
に
異
読
を
あ
げ
て
い

（ 8 ）



る
︒
例
え
ば
﹁
州
一
本
作
洲
﹂
は
﹁
州
﹂
に
は
﹁
洲
﹂
と
い
う
異
読
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
た
だ
残
念
な
が
ら
﹁
一
本
﹂
と
い
う
だ
け
で
そ
れ
が
ど
こ
の
写
本
で
あ
る
か
を

明
記
し
て
い
な
い
︒
ま
た
﹁
五
明
高
作
三
﹂
は
和
本
で
は
﹁
五
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
を
﹁
明

高
﹂
︵
大
蔵
経
本
︶
で
は
﹁
三
﹂
と
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
覚

勝
本
﹂
は
無
量
寿
院
写
本
の
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
﹁
再
現
編
集
本
﹂
︵
d

i
p

l
o

m

a

t
i
c

e

d

i
t
i
o

n

︶

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

七

図
版
に
つ
い
て

筆
者
が
調
査
す
る
こ
と
の
で
き
た
﹃
宿
曜
経
﹄
は
い
ず
れ
も
図
を
含
ん
で
い
る
︒
上
下

巻
が
そ
ろ
っ
て
い
る
も
の
の
う
ち
最
も
古
い
無
量
寿
院
写
本
�

は
上
巻
五
葉
に
﹁
天
竺
十

二
宮
圖
﹂
上
巻
七
葉
に
﹁
新
修
十
二
宮
圖
﹂
が
あ
り
︑
下
巻
の
六
葉
に
﹁
二
十
七
宿
十
二

宮
圖
﹂
が
あ
る
︒
七
寺
写
本
と
新
宮
寺
写
本
も
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
三
つ
の
図
を
載
せ
て
い

る
︒﹁
二
十
七
宿
十
二
宮
圖
﹂
は
持
明
院
写
本
と
同
志
社
写
本
に
は
見
ら
れ
な
い
︒
い
っ

ぽ
う
大
蔵
経
本
に
は
﹁
天
竺
十
二
宮
圖
﹂
も
﹁
新
修
十
二
宮
圖
﹂
も
な
く
︑
図
と
し
て
あ

る
の
は
﹁
二
十
七
宿
十
二
宮
圖
﹂
だ
け
で
あ
る
︒

実
際
の
図
を
見
る
と
︑
図
の
配
置
に
は
か
な
り
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
︒
た
と
え
ば
同
じ
﹁
天
竺
十
二
宮
圖
﹂
の
無
量
寿
院
写
本
で
も
写
本
�

の
ほ
う
は

﹁
六
月
十
五
日
﹂
が
上
︵
天
に
あ
た
る
と
こ
ろ
︶
に
あ
る
の
に
た
い
し
て
︑
写
本
#

の
ほ
う

は
﹁
十
二
月
十
五
日
﹂
が
天
に
配
置
さ
れ
て
い
る
︒﹁
新
修
十
二
宮
圖
﹂
の
ほ
う
も
両
者

は
天
地
が
逆
に
な
っ
て
い
る
︵
#

の
ほ
う
に
は
ラ
ベ
ル
が
な
い
︶
︒
こ
れ
ら
を
七
寺
写
本
と

比
べ
る
と
︑
七
寺
写
本
の
両
図
は
無
量
寿
院
写
本
#

の
ほ
う
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
た
だ
し
奇
妙
な
こ
と
に
︑
七
寺
写
本
で
は
﹁
天
竺
十
二
宮
圖
﹂
と
﹁
新
修
十
二
宮

圖
﹂
の
他
︑﹁
二
十
七
宿
十
二
宮
圖
﹂
で
も
﹁
斗
﹂
宿
と
﹁
女
﹂
宿
の
間
に
﹁
牛
﹂
が
見

ら
れ
る
︒
本
来
古
い
和
本
に
は
﹁
牛
﹂
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
最
古
の
妙
蓮
院
松
写

本
で
も
二
十
七
宿
で
あ
り
︑
わ
ざ
わ
ざ

﹁
唐
国
廿
八
宿
︑
西
国
降
牛
宿
﹂
と
付

記
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
し
た
が
っ

て
ど
の
段
階
で
七
寺
写
本
に
﹁
牛
﹂
が

ま
ぎ
れ
込
ん
だ
の
か
が
気
に
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
︒

｢﹁
二
十
七
宿
十
二
宮
圖
﹂
の
場
合
は

写
本
に
よ
る
相
違
が
大
き
く
︑
同
じ
天

の
位
置
で
あ
っ
て
も
︑﹁
十
五
日
﹂
は

無
量
寿
院
写
本
�

と
同
志
社
写
本
で
は

﹁
十
二
月
﹂︑
七
寺
写
本
で
は
﹁
正
月
﹂︑

新
宮
寺
写
本
で
は
﹁
十
月
﹂︑
大
正
大

蔵
経
で
は
﹁
二
月
﹂
と
﹁
九
月
﹂
の
二

（ 9 ）

無量寿院写本 1

無量寿院写本 2

七寺写本の「天竺十二宮圖」（右）と

「新修十二宮圖」（左)



種
類
と
な
っ
て
い
る
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑
大
正
大
蔵
経
本
で
も
︑
二
種
類
の
﹁﹁
二
十

七
宿
十
二
宮
圖
﹂
の
両
者
と
も
に
︑
そ
の
ラ
ベ
ル
の
通
り
︑
牛
宿
を
除
く
二
十
七
宿
シ
ス

テ
ム
に
な
っ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
覚
勝
本
は
三
つ
の
図
を
無
量
寿
院
写
本
�

と
同
じ
よ
う

に
配
置
し
て
い
る
︒
わ
た
し
も
こ
れ
ら
の
図
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
し

て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
図
の
違
い
も
写
本
の
系
統
を
考
え
る
際
の
手
が
か
り
に
な
る
と
思

わ
れ
る
の
で
︑
付
表
と
し
た
︒
ま
た
写
本
に
よ
っ
て
は
図
の
と
こ
ろ
だ
け
を
空
欄
に
し
て

い
る
も
の
も
あ
る
︒
こ
れ
は
本
文
テ
キ
ス
ト
と
図
と
が
必
ず
し
も
同
時
に
筆
写
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒

む
す
び

空
海
が
大
陸
か
ら
請
来
し
た
﹃
宿
曜
経
﹄
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
今
と
な

っ
て
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
請
来
本
に
基
づ
く
﹁
和
本
﹂
が
大
陸
で
伝
え
ら
れ
た
大
蔵
経
本

よ
り
も
は
る
か
に
原
型
に
近
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
中
央
ア
ジ
ア
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
イ
ン
ド
起
源
の
文
献
の
写
本
も
︑﹁
中
国
化
﹂
と
い
う
変
化
を
被
っ
て
い
な

い
か
ぎ
り
︑
原
型
を
よ
く
保
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
文
化
の
周
辺
世

界
で
は
古
い
要
素
が
保
持
さ
れ
る
と
い
う
民
俗
学
や
言
語
学
の
理
論
は
文
献
学
に
も
当
て

は
ま
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
︒

註(

�

)

本
稿
の
一
部
は
同
志
社
大
学
理
工
学
研
究
所
の
林
隆
夫
教
授
と
の
共
同
研
究
に
負
っ
て
い

る
︒﹃
同
志
社
大
学
理
工
学
研
究
報
告
﹄

︵
0

︶︑
二
〇
一
三
年
参
照
︒
ま
た
拙
著
﹃
密
教
占

53

星
術
﹄
増
補
改
訂
版
︵
東
洋
書
院
︑
二
〇
一
三
年
︶
で
は
こ
の
論
文
と
︑
林
氏
の
論
考
を
付
録

と
し
た
︒

(

#

)

矢
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﹃
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流
史
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︶
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e

s
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S

C
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A
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V

S

V
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4

(

2

0

1

3

)

,

p

p

.

5

9

-

1

4

8

.

(

1

)

矢
野
﹃
星
占
い
の
文
化
交
流
史
﹄
七
九
頁
︒

(

B

)

矢
野
﹃
星
占
い
の
文
化
交
流
史
﹄
一
〇
一
～
一
〇
九
頁
︒
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星 六月十五日 女

六月十五日十二月十五日妙蓮院 下巻 廿七宿十二宮圖 星 女

｢天」の日付と宿ラベル ｢地」の日付と宿

天竺十二宮圖
新修十二宮圖
なし

十二月十五日
十二月一日
十二月十五日

星
虚
星

六月十五日
六月一日
六月十五日

女
鬼
女

覚勝本 上巻 5葉裏
上巻 7葉裏
下巻 5葉裏

天竺十二宮圖
新修十二宮圖
二十七宿十二宮圖

六月十五日
六月一日
十二月十五日

女
鬼
星

十二月十五日
十二月一日
六月十五日

星
虚
女

村上本 下巻 7葉 二十七宿十二宮圖 十二月十五日

新宮寺 上巻
上巻
下巻

天竺十二宮圖
新修十二宮圖
二十七宿十二宮圖

十二月十五日
十二月一日
十月十五日

星
虚
觜

六月十五日
六月一日
四月十五日

女
鬼
心

持明院 上巻 6
上巻 8
下巻

天竺十二宮圖
天竺十二宮圖
なし

なし

同志社 上巻 7b
上巻 9
下巻 8

六月十五日
六月一日

女
鬼

下巻、p.395 二十七宿十二宮圖-1
二十七宿十二宮圖-2

二月十五日
九月十五日

角
昴

八月十五日
三月十五日

婁
氐

なし

七寺 上巻
上巻
下巻

天竺十二宮圖
新修十二宮圖
二十七宿十二宮圖

十二月十五日
十二月一日
正月十五日

星
虚
翼

六月十五日
六月一日
七月十五日

女
鬼
室

付表 『宿曜経』の図の比較

大正大蔵経

無量寿院 1
(上下全)

上巻 5葉
上巻 7葉
下巻 6葉

天竺十二宮圖
新修十二宮圖
二十七宿十二宮圖

六月十五日
六月一日
十二月十五日

女
鬼
星

十二月十五日
十二月一日
六月十五日

星
虚
女

無量寿院 2
(上下別巻)

上巻 7葉
上巻 9葉
下巻

天竺十二宮圖
なし

十二月十五日
十二月一日

星
虚



A comparison of two recensions of the Xiuyao jing

Michio Yano

The Xiuyao jing, a book on Esoteric Buddhist astrology composed by Amoghavajra, was

first translated into Chinese by Shiyao in 759 CE and was revised by Yang Jingfeng in

764 CE. At the end of the revised version Yang added a chapter on the method of

weekday computation. Later, the revised edition with the additional chapter was arranged

as the first fascicle and the first translation was put as the second fascicle. The Xiuyao

jing in two fascicles was brought to Japan by Kukai in 806 CE. This text became the basic

source book of Sukuyōdō school of Japanese astrology. The manuscript of the text was

faithfully copied in Japan and there survive many old manuscripts which convey the

original form of the text, while in China the text was frequently modified as a result of

sinicization. There are many significant differences between the two recensions, namely,

the old manuscripts in Japan on one hand, and the Tripit
̇

aka versions in China and Korea

on the other. The present article compares the two recensions and shows the three major

differences:

（1）While the chapter on the method of weekday computation was preserved in the

Japanese recension, it was omitted in the Tripit
̇

aka recension.

（2）While the Japanese recension keeps the original 27 naks
̇

atra（lunar mansion）

system, the Chinese Tripit
̇

aka recension has modified it into the 28 naks
̇

atra sysem.

（3）At the beginning of the first fascicle, there is a significant haplology in the Tripit
̇

aka

recension, while Japanese manuscripts preserve the correct reading.

Even among the old manuscripts in Japan there are some differences in the arrangement

and labelling of diagrams. I have provided a list in the appendix to show the differences.

In conclusion, emphasis has been placed on the importance of manuscripts preserved in

Japan in the study of history of translation of Sanskrit Buddhist texts into Chinese.
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