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鈴
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大

拙
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)

9

般
若
経
は
佛
典

の
支
那
に
醗
鐸
せ
ら
れ
た
も
の
、
最
初
に
屡
す

る
。
「
道
行
般
若
経
」
の
如

き
は
、
後
漢

の
支
婁
迦

識

に
よ
り
て
、
西
暦
第
三
世
紀
の
後
雫

に
既

に
漢
鐸

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
彼
以
前

に
は
迦
葉
摩
騰
及
び
竺
法
蘭

の
如

き

佛
数
最
始

の
傳
來
者

が
あ

る
け
れ
こ
も
、
此
爾
人
の
課
し
た
ε
云
ふ
の
に
「
四
十
二
章
経
」
丈
が
今
日
残

つ
て
ゐ
る
。

而
も
此

の
「
四
十
二
章
纒
」
は
果
し
て
爾
入

の
澤
で
あ

つ
た
か
が
疑
は
れ
て
ゐ
る
。

し
て
見
る
ご
支
婁
迦
識

の

「
遽
行

般
若
」
は
大
乗
佛
敷
を
支
那
に
傳

へ
た
最
初

の
経
典
の

一
で
あ
る
ご
云

ふ
て
よ

い
。
彼
は
亦
「
無
量
壽
経
」
を
も
繹
し

て
ゐ
る
か
ら
浮
土
宗
の
思
想
も
彼

に
よ
り
て
先

づ
東
に
傳

へ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

般
若
経
に
よ
り
て
代
表

せ
ら

る
、
思
想
は
佛
滅
後
間
も
な
く
登
達
し
た
も
の
で
あ
る
ビ
云

ふ
想
像
は
、
荒
唐
無
稽

で
は
な

い
や
う
で
あ
る
。
詳
し

い
歴
史
上
の
謹
擦
は
爾
考
究

を
要
す

べ
き
で
あ

る
が
、
大
禮
人
間
思
想
の
襲
展

の
裡

路
を
辿
る
ご
、

こ
ん
な
風

に
考

へ
て
來
る
の
が
自
然
で
あ
ら
う
。
普
通

に
は
所
謂
る
原
始
佛
藪
な
る
も
の
を
以
て
、

四
諦
、

五
慈
、
十

二
因
縁
、
入
正
渣
の
如

き
項
目
を
殺

へ
た
も
の
ε
定

め
、

こ
れ
を
貫
く

に
無
我
の
原

理
を
以
て
し

暉
宗
定
般
若
心
経

一



輝
宗
定
般
若
心
経

ご

た

ご
云

ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
Q
併

し
こ
の
説
は
巴
利
経
典
を
以
て
原
始
佛
駿
の
面
影
を
最

も
忠
實

に
傳

へ
た
も
の

ご
考

へ
て
の
上

の
話
で
あ

る
。
阿
毘
達
磨

一
洗

の
煩
填
な
殺
理
を
考

へ
出
し
た
人

々
に
よ
り
て
は
佛
陀
の
眞
の
生
命

が
了
解
せ
ら
れ
ぬ
も
尤
も
な
衣
第
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
こ
う
か
ご
云
ふ
に
、
佛
陀
の
殺
説
を
徹
底
的
に
領

得

せ
ん
ご
な
ら
ば
佛
陀
自
身

の
心
理
に
這
入

つ
て
見

ぬ
ε
い
け
濾
。
そ
の
説
法
も
勿
論
大
切

で
は
あ

る
が
、
説
法
だ

け
で
は
そ
の
文
字

ご
論
理
ご
に
囚
は
れ
る
弊
に
陥

る
の
が
良
然
で
あ

る
。
こ
う
し
て
も
そ
の
精
紳

に
ま
で
入
り
込
ま

な
く
て
は
佛
巌
の
基
礎
は
わ
か
ら
漁
。

こ
れ
は
普
通
の
人

々
に
は
出
來

ぬ
と
云
ふ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
佛
陀
の
登
見
し

た
眞

理
が
彼
目
身
の
私
有
た

る
を
許

さ
漁
限
り
、
吾
等
ご
錐
も
幾
分
な
り
ε
彼

が
自
内
謹

に
劉
達
し
得

る
も
の
ε
見

る

べ
き
で
あ

ら
う
o

そ
ん
な
ら
佛
陀

の
禮
験

は
何
で
あ

つ
た
か
ご
云
ふ
に
、

そ
れ
は
言
ふ
ま

で
も
な
く
尼
連
藤
河
の

ほ

ご
り
、
菩
提
樹
下
、
吉
鮮
草
坐
の
上
で
得
た

ご
こ
ろ
の
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
で
あ

る
。
佛
陀
は
此
の
三
菩
提
を

傳

へ
た

い
ε
思

ふ
の
で
、
竪
説
横
説
し
た
。
併
し
説
法

ご
云
ふ
ご
ε
に
な
れ
ば
、

そ
の
調
機

の
心
理
状
態
を
考

へ
る

必
要
も
あ
う
、
又
そ
の
時
代
の
思
想
を
全
く
凌
駕
す

る
こ
ご
も
出
來

ぬ
。
佛

陀
は
自
豊

の
内
溶
を
そ
の
ま

、
に
又
そ

の
全
部

に
わ
た
り
て
、
悉
く
こ
れ
を
襲
表
し
能
は
ぬ
の
で
あ
る
。
巴
利
佛
典

の
様
な
激
義

の
登
展
の
如

き
も
僅
に
其

一
片
を
捕
捉
す

る
に
止
ま

る
。
こ
れ
を
佛
陀
燈
験
め
全
部
と
見

る
わ
け
に
は
到
底
出
來
ぬ
。
是

に
於
て
般
若
説
の
起

、

る
の
は
當
然
で
あ
る
。

般
若
ご
は
何
か
ご
云
ふ
に
、
「
般
若
の
智
慧

」
ご
俗

に
も
言

ふ
如
く

一
種
の
智
性
で
あ
る
。
智
性
は
智
性

で
あ
る
が

●



般
若
は
今

日
言

ふ
ご
こ
ろ
の
悟
性
な
る
も
の
と
違

ふ
。

こ
れ
よ
り
も

一
次
高
級
の
も
の
で
、
眞
理
を
直
豊
的
に
禮
得

す

る
カ
で
あ
る
。

こ
う
い
ふ
特
種
の
智
力
が
濁
立
に
存

し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
分
析
的
な
智
力

に
鋼
し
て
云

ふ
ご
き
に
は
、
そ
ん
な
璽
梅
に
聞
え

る
の
で
あ

る
。
兎

に
角
、
般
若
ご
云
ふ
字
は
佛
陀
在
世
の
時
代
に
既

に
用

ゐ
ら

れ
た

ご
こ
ろ
で
、
佛
陀
は
自
分

が
膿
験

し
た
三
菩
提
の
境
涯
は
普
通

の
意
識
で
は
到
達
出
家

ぬ
の
で
あ

る
の
を
見
て

般
若

の
考
を
折

に
鰯

れ
て
高
調
し
た
。
是
は
巴
利
経
典
を
見
て
も
寸
毫
の
疑
を
容
れ
漁
ご
こ
ろ

で
あ
る
。
佛
陀
の
説

法
は
す

べ
て
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
中
心

ご
し
て
、
そ
れ
か
ら
涌
き
出
た

ご
す
れ
ば
、
佛
敷
者
は
般
若
の
智
慧
を

こ
う
し
て
磨

き
出
す

か
と
云

ふ
所

に
、
着
眼
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
分
析
の
方
法
で
無
我
を
説

い
た
り
、

入
正
道
で
實
蹟
倫

理
に
カ
を
入
れ
て
も
、
佛
陀

の
自
内
謹
に
入
り
込
む
機
會
は
な
い
。
四
諦
十

二
因
縁
を
如
何

に
巧

妙

に
煩
裟
哲
學
化
し
て
も
、
そ
れ
は
依
然

こ
し
て
哲
學

で
あ

つ
て
宗
教
で
な

い
。
坐
暉
観
法
も
只
精
神
修
養
の
實

行

方
法
こ
し
て
の
み
見
ら
る
、
時
は
、
四
繹
入
定
以
上

に
出

つ
る
事
能
は
ぬ
。
「
鳥

の
虚
室
に
遊

ぷ
が
如
く
東
西
風

に
随

ふ
て
逝
く
」
ご
云
ひ
「
大
智
光
を
以
て
冥
を
除
く
、
鏡
を
以
て
自
ら
照
す

が
如
し
」

と
云
ひ
、
「
我
今
已
に
此
の
無
上
法

を
得
た
う
、
甚
深
微
妙
に
し
て
解
し
難
く
見
難
し
」
ε
云

ふ
が
如
き
境
涯
(長
阿
含
第
二
等
た
見
よ
)
叉
は
「
有
漏
を
捨
て

、

無
漏
を
成
す
、
心
解
脱
ご
慧
解
脱
ご
あ
り
。
現
法
中

に
於
て
嘗
身
謹
を
作
す
。
生
死
已

に
霊
き
、
梵
行
已
に
立
し
、

所
作
巳
に
…辮
じ
、
更

に
有
を
受
け
す
」
ご
云

ふ
が
如

き
境
涯
は

(
長
阿
含
巷
五
等
)
説
得
底

の
も
の
で
な

い
o
悟
性
で
到

達
し
得

べ
き

で
な

い
。
如
是
の
大
安
心
、
大
決
定
、
大
徹
底
は
こ
う
し
て
も
吾
等

日
常
の
意
識
に
限
ら
れ
て
居

る
問

灘
宗
定
般
著
心
経

三



麗
宗
ピ
般
若
心
経

四

は
、
實
現
せ
ら
る

べ
く
は
思
は
れ
鍛
。

こ
れ
は
是
非

ε
も
普
蓮

に
巴
利
経
典
の
分
際

で
あ

る
ご
解
せ
ら
れ
て
居

る
ご

こ
ろ
か
ら
脱
離
し
な
く
て
は

い
け
ぬ
Q
作
麿
生
か
脱
離

せ
ん
ご
云
は

や
、
摩
詞
般
若
波
羅
蜜
と
答

へ
る
。

一
た

び
考

が
阿
糎
多
羅
三
貌
三
菩
提

に
到
着
す

る
ご
、
必
然
の
理
8
し
て
般
若
経

一
類
の
思
想
に
飛

び
込
む
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
無
理
か
ら
ぬ
想
像
ε
云
ふ
の
は
、
佛
滅
後

の
佛
数
者
間
に
は

一
方

で
は
阿
含
涙

が
あ
り
又
他
の

一
方

で
は

般
若
派
が
あ

つ
た
も
の
で
あ
ら
う
つ

が
、戴
然
と
分
れ

る
か
ご
う
か
は
、勿
論
研
究

を
重

ね
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
般

若
経
の
獲
展
を
跡

づ
け
て
行
く
ご
き
は
、
こ
う
し
て
も
、
こ
ん
な
風

に
考

へ
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
般
若
経
は
突
然
ご

し
て
出
家

る
も
の
で
は
な

い
。
そ
う
し
て
そ
の
ロ
を
極

め
て
高
調
す

る
所

が
、
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
ε
般
若
波
羅

蜜

ご
の
關
係
に
あ

る
の
を
見
て
も
、
此

の
経

】
部

が
如
何
に
科
註
的
、
数
字
的
、
分
析
的
、
煩
裟
哲
學
的
阿
毘
曇
涙

に
拮
抗
せ
ん
ご
し
て
居

る
か
を
見

る
べ
き
で
あ
ら
う
。
勿

論
阿
含
経
は
阿
毘
曇
で
な

い
、
が
、
此
経
を
通
じ
て
見
え

る
精
紳
は
、
そ
の
編
纂
者
が
如
何
に
阿
毘
曇
敷
學
的
頭
旛
を
持

っ
て
居
た
か
を
謹
糠
す

る
に
充
分
で
あ
る
。
阿
毘
曇

は
般
若
経
を
受
持
し
て
居
た
人
々
の
頭
か
ら

は
出

な
い
。
併
し
阿
含
の
中
に
般
若
的
分
子
の
閃
き
あ

る
こ
と
は
否
ま

れ
ぬ
。
但
し
阿
含
は
般
若
で
な

い
。
又
般
若
の
人
な
れ
ば
阿
含

は
編
纂
せ
ぬ
。

こ
れ
だ
け
は
爾
種
の
経
典
を
護

ん
だ

も
の
、
容
易
に
認

め
る
所

で
あ
ら
う
。

こ
こ
の
思
想
吏

に
も
見
え

る
如
く
論
理
涙
ご
直
畳
涙
ご
の
醤
峙
は
佛
駿
思
想

こ
ご
は

史
に
も
跡
づ
け
得
ら

る
、
、
叢
で
も
亦
断

つ
て
お
き
元

い
の
は
、
佛
陀
の
膿
験

が
あ

つ
て
始

め
て
般
若
経
が
出
た
の

で
、
般
若

経
が
先

で
あ

つ
て
そ
れ
か
ら
佛
陀
の
髄
験
帥
ち
得
阿
褥
多
羅
三
窺
三
菩
提
の
事
實

が
あ

る
の
で
な

い
こ
ピ



是

で
あ
る
。
般
若
経
は
事
實

の
説

明
又
は
記
遽
で
あ

つ
て
事
實
自
騰

で
は
な
い
。

(
二

)

此

で
般
若
経
ご
灘
ご
の
關
係

が
偶
然

で
な

い
こ
ご
が
剣

る
。
暉
の
宗
旨
た
る
や
、
佛
心
宗

ご
云
ふ
ほ
こ
で
あ

る
か

ら
、
佛
陀
の
自
蜷

へ
蕎
直

に
切
り
込
む
を
、
そ
の
原
理
こ
し
て
居

る
こ
ε
は
、
今
更
辮
す

る
ま
で
も
な
い
。
既

に
然

り
ご
す
れ
ば
、
も
し
輝
に
し
て
何
か
の
経
典
を
そ
の
所
依
に
す

る
心
が
あ

る
な
ら
、
そ
れ
は
佛
陀
の
自
畳
聖
智
を
披

渥
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
漁
。
此
の
意
味

に
於
て
達
磨
が
「
榜
伽
経
」
を
傳

へ
た
の
は
尤
も
至
極

で
あ
る
。
「
榜
伽

経
」
に
は
如
來
藏
縁
起
な
ご
云
ふ
唯
識
的
立
場
も
説
か
れ
て
あ

る
が
、
全
膿
を
通
じ
て
の
主
張
は
佛
陀
の
自
畳
聖
智

の
境
地
を
閾
明
す

る
に
在

る
。
達
磨
が
こ
れ
を
揮

ん
で
慧
可
に
授
け
た
の
は
大
に
其
理
あ
り
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
六
魍

慧
能

が
「
金
剛
経
」
の
序
交
に
達
磨

の
意
は
亦
誠

に
其
経
の
主
意
を
傳

ふ
る
に
在

つ
た
ご
云

ふ
て
ゐ
る
や
う
に
、
灘
宗

が
達
磨
の
後
次
第
に
「
金
剛
経
」
を
貴
ぷ
や
う
に
な
つ
た
の
も
、
自
然
の
勢
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

鍛
o
「
携
伽
」
が
忘
れ
ら

れ
て
「
金
剛
」
が
盆

々
芽
を
出
す
や
う
に
な
つ
た
の
は
亦
別
に
理
由
の
あ
る
こ
ご
で
あ
る
o

こ
れ
は
他
慮

で
説
明
す

る

姦
で
は
灘
ご
般
若
経
ご
は
本
質
上
關
係

づ
け
ら

る
べ
き
も
の
で
あ

る
こ
ビ
を
云

へ
ば
充
分

で
あ

る
。
併
し
始

め
に
も

言

ふ
た
如
く
、
般
若
経
か
ら
暉
が
出
た
も
の
で
な

い
ε
云

ふ
こ
ご
を
忘
れ
て
は
な
ら

ぬ
。
説
明
や
叙
述
が
事
實

に
先

だ

つ
こ
ご
は
絶
樹
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
す
、
達
磨
は
始

め
か
ら
般
若
経
を
云
爲
せ
す
に
「
拐
伽
経
」

灘
宗
霊
般
若
心
脛

五



、

麗
』
添
覧
般
,若
心
経

六

や
「
金
剛
三
昧
経
」
を
持
ち
出
し
て
ゐ
る
。
此
の
歴
史
上
の
事
由
も
考
察
の
中

に
入
れ
て
見
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。

そ
れ
な
ら
ば
「
般
若
心
経
」
は
こ
う
し
て
繹
宗
に
附
随
し
て
く

る
や
う
に
な
つ
た
か
O
「
金
剛
経
」
が
暉
に
關
係
す

る

所
以
は
鋼

る
が
、
「
心
経
」
は
こ
う
し
て
さ
う
な
つ
た
か
。
卒
然
ご
し
て
考

へ
て
見
る
ε
、
「
心
経
」
も
般
若
系
の
経
典

で
あ
る
以
上
、
暉
ご
固
よ
り
交
渉
す

べ
き
や
う
に
も
思
は
れ
る
が
、
「
心
経
」
の
本
質
を
研
究
し
て
行
く
ご
、
繹
宗
に

關
係
を
も
っ
よ
り
も
、
そ
れ
以
上
に
眞
言
宗

の
縷
典
ピ
見
て
よ
い
や
う
に
な
る
。
「
心
経
」
を
以
そ

簡
軍

に
般
若
系

の

思
想
を
二
百
六
十

二
字
(玄
奨
澤
)
に
総
括
し
た
と
云

へ
ば
其
れ
ま
で
だ
が
、
よ
く
調

べ
て
見

る
ご
「
心
経
」
に
は
却
て

般
若
系
以
外
ご
考

へ
ら
れ
得

べ
き
思
想
が
中
心
ビ
な

つ
て
居
る
。

そ
れ
が
暉

ご
相
容

れ
漁
や
う
に
思
は
れ
る
。
暉

ご

般
若
経

ご
交
渉
が
あ

る
ご
の
理
歯
だ
け
で
は
,
灘
ご
「
心
経
」
ご
の
關
係
を
説

明
出
來
ぬ

の
で
あ

る
。
そ
こ
で
本
篇

の

問
題
が
出
て
來

る
。
即
ち
「
心
経
」
は
如
何
な
る
意
義

に
於

い
て
暉
者
の
重
ん
す
る
所
で
あ
る
か
。

こ
れ
を
説

明
す
る

に
は
「
心
経
」
の
思
想
を
分
析
し
て
見

る
必
要
が
あ
る
。
「
心
経
」
の
内
容
を
詮
索
す

る
前
に
、
「
心
経
」
の
支
那
繹
に

つ

き
て

】
言
し
た

い
。

(
三
)

「
般
若
心
経
」
の
漢
鐸
は
数
種
あ
る
。
年
代

に
よ
り
て
並

べ
る
ご
左
の
如
く
で
あ

る
。

一
、
摩
詞
般
若
波
羅
蜜
大
明
呪
経

,

銚
秦

.
(
西
暦
四
〇
一-
西

こ
ご
)

鳩

摩

羅

什

鐸



以

美 へ 七 煮 瑛 四 …ミ モ
般
若
波
羅
蜜
多
心
経

普
通
智
藏
般
若
波
羅
蜜
多
心
経

般
若
波
羅
蜜
多
心
経

般
若
波
羅
蜜
多

ー5
経

般
若
波
羅
蜜
多

35
経
(緻
煙
石
室
本
)

唐
梵
醗
樹
字
音
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
(轍
燵
出
)

佛
説
聖
佛
母
般
若
波
羅
蜜
多
経

宋 唐 唐 唐 唐 唐 唐

(
六
四
九
)

(
七
四

一
)

(
七
九
〇
)

(
不
明
)

(
?
)

ρ

(
九
八
五
頃
)

大
燈
入
種
の
心
経
漢
繹
が
あ
る
。
繹
文
は
各
多
少
の
相
蓮
あ
り
叉
施
護
、
法
成
、

月
の
分

に
は
経
本
交
の
前
後

に
序
丈
及
び
結
尾
が
つ
い
て
居

て
、
此
黙

で
は
流
逓
本
ご
不
同
で
あ
る
。

マ
ク
ス
、

ミ
ユ
ラ
ー
が
日
本
で
獲
た
梵
本
に
二
種
あ

つ
た
の
を
、

一
は
「
小
」
、

一
は
「
大
」
ε
し
て
、

諜

ε
を
出
版
し
た
の
に
大
燈
相
慮
す

る
も
の
ご
見
て
よ

い
。
繹
宗

で
普
逡
に
用
ゐ
ら
れ
て
居

る
の
は
玄
奨
の
課
で
、

マ
氏

の
「
小
」
な
る
も
の
に
該
當
す

る
。
「
金
剛
経
」
は
羅
什
の
繹
が
流
蓮
し
て
居
た
が
「
心
経
」
は
羅
什

の
で
な
く
て
玄

…斐
の
新
課
が
行
は
れ
る
。

「
心
経
」
は
般
若
経

の
中

で
も
大
分
後
年
に
出
來
上

つ
た
も
の
ご
思
は
れ

る
。
そ
の
理
由
は
親
自
在
菩
薩
が
経
の
主

入
公

で
あ

る
の
ビ
最
後
に
眞

言
が
附
加

せ
ら
れ
て
居
る
か
ら
で
あ

る
。
般
若
系
の
思
想
は
西
暦
紀
元
前
帥
ち
佛
滅
後

灘
宗
定
般
若
心
経

七

玄

奨

謬

法

月

繹

般
若
共
利
言
等
課

智

慧

輪

謬

法

成

鐸

慈
恩
序
立
奨
筆
受

施

護

課

智
慧
輪
、
般
若
及
び
法

こ
れ
は
往
年

そ
の
梵
文
ご
英



暉
宗
定
般
若
心
経

入

五
百
年
を
経

ぬ
中

に
登
達
し
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
「
心
経
」
は
此
登
達
の
最
後

の
登
展
で
又
佛
数
を
亡
ぼ
し
た

}
原

因
で
あ
る
と
も
云

へ
る
が
、
ご
に
角
、
眞
言
秘
密

の
思
想
が
般
若

に
入
り
込
ん
だ
の
は
、
般
若
の
末
期
で
あ

つ
た
に

相
蓮
な
い
。

そ
れ
か
ら
「
心
経
」
の
題
字
は
何
の
義

で
あ

る
か
ご
云
ふ
に
、
此
「
心
」
の
字
は
色
身
に
樹
す

る
心

で
は
な
く
て
核
心

の
義
を
含

ん
で
ゐ
る
。
帥
ち
廣

い
ば

つ
ご
し
た
も
の
を

一
に
纒
め
て
、
そ
の
要
を
撮

る
ご
云
ふ
の
が
「
診
」
の
義
で
あ

る
◎
そ
れ
故
「
般
若
心
経
」
ご
は
般
若
経
の
要
旨
を
煮

つ
め
た
も
の
、
そ
の
心
核
だ
け
を
取
ち
出
し
た
も
の
と
云
ふ
こ
ご

　

　

に
な
る
。
原
語
は
質
多
で
な
く
て
紀
栗
駄
耶
で
あ

る
。
「
菩
提
心
」
の
心
又
は
コ

念
浮
信
L
の
念
な
ざ
ど
同

一
に
見
て

は
な
ら

ぬ
。
併
し
多
く
の
暉
者
は
こ
ん
な
こ
ご
に
頓
着
せ
す
、

一
圖
に
心
難
の
義

に
解
し
て
居

る
.
そ
れ
故

「
般
若

心
経
」
を
題
號
の
上

か
ら
解
す

る
ご
、
般
若
経
の
大
意
を
極
め
て
手
短
か
に
書

い
た
も
の
で
、
般
若

の
智
慧
を
具

へ
た

心
盤
の
こ
ご
を
述

べ
た
も
の
で
は
な
い
。

、

(四
)

そ
こ
で
此
慮

に
問
題
が
出

る
。
「
心
経
」
に
し
て
果
し
て
そ
の
題
號
の
如
く
般
若
経
の
精
髄
を
述

べ
た
も
の
ε
す

れ

ば
そ
の
本
文
は
そ
の
題
號
ご
相
癒
し
て
居

る
か
否
か
。

こ
れ
を
定

め
る
に
は
般
若
経

ご
云
ふ
も
の
が
、
こ
ん
な
思
想

を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
か
を
、
ま

つ
調

べ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
此
に
こ
れ
を
細
説
す

る
飴
裕
は
な
い
が
、
大
燈
の
綱



目
を
塞
げ
る
な
ら
予
は
左
の
如
く
で
あ

る
ご
信
す
る
。

一
般
に
般
若
思
想
は
浩
極
的
否
定
的
で
あ

る
ご
考

へ
ら
れ
て
居

る
が
、
是
は
大
な
る
誤
解

で
あ
る
。
何
ε
な
れ
ば

般
若

の
否
定
的
傾
向
は
交
字
の
上
に
現
は
れ
た
所
で
、
其
裏
に
潜
ん
で
居

る
戚
じ
は
全
然
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
。

般
若
経
を
護
ん
で
「
不
」
の
字
や
ら
「
非
」
の
字
の
み
に
目
を
奪
は
れ
て
仕
舞

ふ
人
に
は
、
そ
の
否
定
を
般
若
の
中

に
残

さ
な

い
で
、
直
ち
に
そ
れ
を
自
分
等

の
考
の
上
に
引
き
据
え
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
.
即
ち
般
若
を
否
定

と
見

る
そ
の
考

を
亦
直
ち
に
否
定
す

る
こ
ご
に
由
り
て
般
若

の
主
張
が
始
め
て
領
解
出
來

る
の
で
あ

る
。

こ
れ
の
出
來
ぬ
人
に
は
ま

だ
般
若
を
護
む
だ
け
の
準
備

が
出
來
て
居
な
い
と
云

ふ
て
よ

い
。
般
若
の
思
想
は
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
土
壷

ご

し
て
そ
の
上

に
築
か
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
般
若

の
文
字
だ
け
を
見
て
は
い
け

ぬ
。
ま
つ
其
土
壷

に
心
を
お

い
て
、

そ
れ
か
ら
眼
を
文
字
に
向
け
な
く
て
は
、
佛
激
を

一
種

の
哲
學
思
想
ご
見
る
や
う
に
な
る
。
阿
褥
多
羅
三
貌

三
菩
提

は
哲
學
・に
よ
り
て
作
ら
れ
た
も
の
で
な
く
個
人
膿
験

の
事
實
で
あ

る
。
般
若
経
が

一
切
を
假
名
で
あ
る
假
説
で
あ
る

ご
云
ふ
の
は
畢
覚
す
る
に
三
菩
提
の
事
實

の
上
に
腰

を
据
え
て
の
語
で
あ
る
。

般
若
経
全
系
の
落
庭
は
「
是
心
非

35
、
心
相
常
浮
故
」
(摩
訂
般
若
波
羅
蜜
経
巻
三
勧
學
品
第
八
)
と
云
ふ
の
に
在

る
。
論
理
の

形
式
に
直
す

ご
、
「
A
は
A

に
あ
ら
す
、
故

に
A
な
り
」
ビ
云

ふ
こ
ご
に
な

る
。
そ
の
「
A

に
あ
ら
す
」
ご
言

ふ
黙
を
見

る
と

一
切
否
定
の
機
式

で
あ
る
け
れ
ご
、

こ
れ
は
最
後

の
「
A
な
う
」
ご
云
ふ
虜

に
出
て
始

め
て
そ
の
意
昧

が
完
全

に

な

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
否
定

の
途
上
に
止
ま

っ
て
は
な
ら

ぬ
。
行
く
虚
ま

で
行

つ
て
始

め
て
落
付
く
の
で
あ
る
。

麗
宗
ミ
般
若
心
経

九



輝
宗
ε
般
若
心
経

一
〇

阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
事
實

の
上
か
ら
認
識
論
の
方
式
に
移
す

ご
般
若
の
思
想

に
な
ら
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
人
間

の
心
理
で
は
三
菩
提
の
成
就
す

る
ま
で
に
は
、「
山
是
れ
山

に
あ
ら
す
、
水
是
れ
水

に
あ
ら
す
」
の
境
地
を
、是
非

一
た

び
通
過
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
や
う
に
出
來
て
ゐ
る
。
吾
等
は
此

ー5

理
を
こ
う
す
る
こ
と
も
能
は
ぬ
。
所
與
の
條
件
は

ゆ

や

　
な
　
ほ

　
　

條
件

ご
し
て
受
け
ご
る
よ
り
外
な

い
o
'こ
、
で
般
若
経
の
如
如
説
が
分

明
に
な
る
。
「
如
實
に

一
切
を
観
す
る
」
ご
云

ふ
こ
と
は
阿
含
経
の
所
説
で
も
あ

つ
た
。
大
乗
佛
藪
は
此
黙
で
は
阿
含
や
尼
河
耶
の
延
長

に
す
ぎ
な
い
。
阿
褥
多
羅

三
貌
三
菩
提

の
眞
相

に
鯛
れ
た
も
の
は
何
れ
も
如
如
観
を
以
そ

佛
説
の
至
極

ε
な
さ
い
る
を
得

ぬ
Q
故

に

「
摩
詞
般

若
」
の
道
行
品
第
七
十

二
に
日
ふ
。
「
如
實
知
一二

切
法
一故
名
爲
彿

」
ご
。

叉
小
品
般
若
忽
六
大
如
品
第
十
五
に
は
般
若
思
想
系
の
如
如
観

が
如
何

に
も
徹
底
的

に
述

べ
ら
れ
て
あ

る
。
そ
れ

は
少
し
長

い
け
れ
ご
、

そ
の
意

だ
け
を
和
繹
し
て
見
る
。

「
須
菩
提
は
如
來

に
随

ふ
て
生
す
る
ご
云

ふ
の
は
、
如
來

の
如
奈
た

る
や
不
來
不
去
で
あ
る
。
そ
れ
で
須
菩
提
の

如
も
本
よ
り
巳
摩
不
來
不
去
で
あ
る
。
そ
れ
で
須
菩
提
は
如
家
に
随

ふ
て
生
す

る
ご
云
ふ
の
だ
。
又
如
來

の
如
は

即
ち
是
れ

一
切
法
の
如
で
、

}
切
法
の
如

は
帥
ち
是
れ
如
來
の
如
で
あ
る
。
そ
う
し
て
如
來
の
如
ご
い
ふ
の
は
帥

ち
非
如

で
あ
る
。
是

の
故

に
須
菩
提
は
如
來

に
随

ふ
て
生
す

る
ご
云

ふ
。
そ
れ
か
ら
如
來
の
如
は

一
切
慮

に
あ

つ

て
常

に
壊
せ
す
分
別
せ
ぬ
Q
是

の
故

に
須
菩
提
は
如
來

に
随

ふ
て
生
す
る
Q
又
如
來

の
如

は
住
す

る
に
も
あ
ら
す

住
せ
ざ
る
に
も
あ
ら
す
で
あ
る
が
、
須
菩
提

の
如
も
亦
そ
の
通
り
で
あ

る
。
是
の
故

に
須
菩
提
は
如
來

に
随

ふ
て



生
す

る
。
ま
た
如
來

の
如

に
は
障
磯
の
庭

が
な
い
、

}
切
法
の
如
に
も
亦
障
磯

の
慮
が
な

い
、
是
の
故
に
須
菩
提

は
如
來

に
随

ふ
て
生
す

る
。
ま
た
如
來
の
如

ご
皆
是
れ

一
如

で
あ
っ
て
こ
も
な
く
別

も
な
い
。
そ
う
し
て
是
の
如

は
無
作
で
あ
る
。
如
な
ら
す
ご
云

ふ
こ
ご
な
し
で
あ
る
。
是

の
如
が
如
な
ら
す
ご
云

ふ
こ
ご
な
し
で
あ

る
か
ら
、

是

の
故

に
是

の
如
は
無

二
無
別
で
あ

る
。
是
の
故
に
須
菩
提
は
如
來
に
随

ふ
て
生
す

る
。
」

「
如
來
に
随

ふ
て
生
す

る
」
ご
云
ふ
の
は
、
梵
交

碧
乱
鋒
器

冨
夢
鋤
σq
簿
p
ω団
帥
で
あ

る
。
そ
の
意
義
は
如
來
の
弟
分
で

あ
る
、
如
來
ε
同
じ
胎
か
ら
出
た
兄
弟
で
あ
る
。
如
來
も
佛
な
ら
須
菩
提
も
佛

で
あ
る
ご
云
ふ
の
で
あ
る
。
何
れ
も

如

々
の
所
現
で
あ
る
、
萬
法

一
如
の
理
は
こ
れ
で
成
り
立

つ
の
で
あ
る
。
般
若

の
思
想
は
こ
ん
な
璽
梅
で
決
し
て
否

定
で
は
な

い
。
「
心
外
無
法
、
満
目
青
山
」
ご
云

ふ
こ
ご
が
あ

る
が
、
無

法
を
見
て
青
山
を
見
な

い
入
に
し
て
始

め
て

般
若
を

く
㌶

器
σq
9臨
く
9
に
過
ぎ
ぬ
ご
云
ふ
の
で
あ

る
。

般
若
系

の
思
想
に

一
種
言
説
す

べ
か
ら
ざ

る
妙
趣

ご
魅
力
ご
の
あ
る
の
は
、
「
一
切
塞
」
か
ら
出

て
く

る
の
で
は
な

く
し
て
、
此
「
塞
」
を
裏

づ
け
て
居

る
肯
定
的
情
味
か

ら
涌

き
出

る
ご
し
か
考

へ
ら

れ
ぬ
。
「
室

」
ご
か
、
「,寂
滅
」
ご
か

「
不
可
得
」
と
か
、
「
如
來
以
蕪

相
義
一故
、
如
實

二知
二衆
生
不
可
見
心
一」

ご
か
云
ふ
こ
ご
は
、
冷
た

い
知

的
認
識
上
の

話

で
、
そ
れ
だ
け
で
は
其
慮
に
何
等
の
カ

が
な

い
、
地
を
動
か
し
天
を
動
か
す
露
の
閃
が
見
え

ぬ
。
此
慮

に
は
こ
う

し
て
も
此
の
冷
た

い
知
を
裏

づ
け

て
居

る
暖
か

い
も
の
、
燃
え
る
も
の
が
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
此

に
般
若
の
妙
用

が

あ

る
・
小
如
品
第
十

二
に
曰
は
く
、

縄
宗
定
般
若
心
経

一
一



暉
宗
定
般
若
心
経

一
二

「今
十
方
現
萄
諸
佛
・熱
態
　般
若
波
羅
盤
皆

歩

此
昌身
般
若
波
羅
轡
筋
蛋
一諸

鈴

筋
触茄
二薩
婆
蕩
一ρ幡
偽
艇
・諸
慨
薩
婆

蓉

鶴
磐

波
羅
蜜
毒

婁

鼠

諸
織

一羅

多
羅
三
貌
三
菩
鑑
軋
儀
覆

、
藤
職
.叢

磐

波
羅
鋒
」

般
若
の
眞
意
に
達
せ
ん
に
は
此
の
如
き
肯
定
的
態
度
を
見
な
く

て
は
不
可
能

で
あ
る
。
「
否

言

云
ふ
慮
か
ら
物
は

生
れ
ぬ
、
生
れ

る
の
は
如
何
し
て
も
「
然

り
」
ご
肯

ふ
慮
か
ら
で
あ
る
。
般
若

は
諸
佛

の
母
で
あ

る
以
上
は
、
大
慈
大

悲
の
源
が
湛

へ
ら
れ
て
あ
る
こ
ご
を
忘
れ
て
は
な
ら

澱
。

塾
又
只
枯
木
寒
巖
底
の
も
の
で
あ

つ
た

な
ら
、
薩
陀
波
命
菩
薩

の
や
う
な
熟
烈
な
求
這
者
を
般
若
経
中

に
見
出
し
能

り

　
　く

　
ほゆ

　

　

は
ぬ
の
で
あ

る
。
「
但
有
昌假
名
h是

名
字
、無
レ本
無
レ因
」
ご
云
ふ
だ
け
な
ら
般
若
も
亦
只
名
に
過

ぎ
組
、
幸

に
し
て
「
須

　

　

　
り

　
　　

　

　

　

　

　

菩
提
智
慧
甚
深
、不
レ壊

假

名
一而
説
　實
義
乙
の

一
句
を
見
出
す

の
で
般
若
に
生
命
が
あ
る
。
佛
敷
者
は
此

に
高
く
眼
を

着
け
て
見

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

弐
ぎ
に
般
若
の
實
行
原
理
は
「
無
作
」
の

}
句
に
極
ま
る
、
所
謂

る
「
一
如
無
作
」
で
あ
る
。
暉
者
は

こ
れ
を
擬
入
雪

を
捲

つ
て
井
を
埋

む
る
に
喩
ふ
。
無
作
こ
か
無
爲

こ
か
無
功
用
ご
か
言

ふ
こ
ご
は
何
に
も
せ
ぬ
の
で
な
く

て
大
に
作

爲
す
る
こ
ご
で
あ

る
、
併

し
そ
れ
ご
同

時
に
鋤
頭
は
塞
手
に
握

ら
れ
て
居

る
こ
ご
を
忘
れ
な
い
、
此

が
般
若
の
妙
虚

で
、

や
が
て
亦
所
有
宗
教
の
極
致
で
あ
る
。
言

ひ
顯
し
方
は
宗
駿
に
よ
り
て
異
な
る
は
止
む
を
得

ぬ
が
、

そ
の
心
理

ぶ
が
ぶ
　
　
ぎ
　
　

の
働
き
工
合
は
何
れ
も
か
は
ら
ぬ
。
「
薄
伽
梵
歌
」
の
思
想
も
つ
ま
り
は
無
作

で
あ

る
。
奥
義
書
の
奥
の
手
も

「
殺
す

ら

　

　

も
の
も
な
け
れ
ば
、殺

さ
る
も
の
も
な
し
」
を
出
な

い
。
「
電
光
影
裡
斬
=春
風
こ

ご
佛
光
國
師
が
叫
破
し
た
の
も
無
作



の

…
句
子
を
禮
得

し
た
肚
か
ら
出
た
の
で
あ
る
。

般
若
の
所
説
に
随
順
す

る
も
の
は
幻
人

で
あ

る
。
わ

が
説
く
所
の
佛
法
も
幻
の
如
く
夢
の
如
し
で
あ

る
。
わ

が
説

く
所
の
浬
繋
も
亦
如
夢
如
幻
で
あ

る
。
又

一
法
の
浬
繋

に
過
ぎ
た

る
も
の
が
あ

つ
て
も
、
わ
れ
は
亦

こ
れ
を
如
夢
如

幻
ご
説
く
、

ご
。
(繹
提
桓
因
品
第
二
)
か
う

い
ふ
風
に
説
き
來
る
と
佛
法
も
甚
だ
頼
り
な

い
や
う
に
見
え

る
が
、
無
作
主

義
の
動

き
方
は
よ
く
此
に
現
は
れ
て
居

る
。

こ
れ
は
普
通

に
「
夢

の
澄

の
中
ぢ
や
」
な
ご
ご
云
ふ
の
こ
大
に
逞
庭
あ
る

こ
ご
を
認

め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
夢

ご
云
ひ
無
作

と
云
ふ
の
は
そ
の
跡
か
ら
見
て
の
話
で
、
本
の
動
く

ε
こ
ろ
か
ら

言

へ
ば
此

に
嚴
然
ご
し
て
「
如
實
」
が
あ
る
。
そ
れ
で
無
量
無
邊
の
佛
法
を
學
・ぶ
も
の
は
、
色
受
想
行
識
を
増
減

せ
す

し
て
學
び
、
色
受
想
行
識
を
受
け
す
し
て
學

ぷ
の
で
あ

る
Q

か
く
の
如

き
は
實

に

「
法
に
於

い
て
取
す

る
ε
こ
ろ
な

く
亦
滅
す

る
ε
こ
ろ
な
き
が
故

に
學
ぷ
」
人
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
「
般
若
を
須
菩
提
の
所
轄

の
中

に
求

む
る
」
ε

云
ふ
こ
ご
に
な

る
の
で
あ

る
。

「
榜
伽
経
」
に
「
菩
薩
は
衆
生
を
顧
み
偶
み
て
、
本
願
を
以
て
謹
を
な
さ
す
」
ご
説
き
、
或
は

「
菩
薩

は
般
渥
薬

せ
ざ

る
に
あ
ら
ざ
れ
ご
も
、
本
自
願
方
便
の
故

で

一
切
衆
生

を
し
て
般
渥
薬
せ
し

め
ん
が
た
め
、
自
ら
は
わ
ざ
わ
ざ

}
閾
提

趣

に
入
る
」
ご
説
く
が
如
き
は
、
正
に
無
作
の
妙
威
を
遣
破
し
た

も
の
で
あ

る
。
「
般
若
」
も
「
桝
伽
」
も
此
黙
で
は
同

一

態

に
出

て
居

る
、
も
ご
よ
り
當
さ
に
然

る

べ
き
慮
だ
。
無
作
は
ま
た
「
榜
伽
経
」
で
無
功
用
の
本
願
、
9
昌
σ
ず
。
σq
9
8
機団
-

鋤
びQ
9
凱
ヨ

叉
は

帥
鼠
び
ず
o
σq
9
℃
冒
く
9
℃
葺
且
山
げ
働舜

ご
云
ふ
て
あ
る
。
此
黙
は
「
般
若
」
よ
り
も
「
榜
伽
」
の
方
で
或
は
よ
り
明

暉
宗
定
般
若
心
経

一
三



暉

宗

慮
般

若

心
経

一
四

え
べ
　

ず
こ

　
　

　
　
　

　

了
に
見
得

せ
ら

る
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
「
金
剛
経
」
に
は
「
癒
無
レ所
レ住
而
生
査
ハ心
一」
ざ
明
説
し
て
あ
る
か
ら
、
畢
覧
の

意
義
は
何
れ
の
経
に
あ
り
て
も
充
分
に
汲
み
取
ら
れ
る
で
あ
ら
う
o

「
無
作
」
論
の
詳
説
は
他
麩
で
す
る
こ
と
に
し
て
、
今

一
つ
般
若
を
説
く
に
當
り
て
見
遁
が
す

べ
か
ら
ざ
る

一
項

が

あ
る
、
そ
れ
は
般
若

が
「
忍
」
を
高
調
す

る
黙

で
あ

る
。
・如
々
も
無
作

も
動
も
す
れ
ば
知
的
に
了
解
し
去
ら

る
る
患

が

あ

る
が
、
忍
に
到
り
て
始
め
て
宗
激

の
難
有
味

が
出
て
來

る
o
般
若
に
し
て
こ
れ
を
忘
れ
淀
な
ら
般
若
は
永
遠
に
帥

非
般
若

で
人
間
ビ
没
交
渉
に
な
り
了
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
鐸
提
桓
因
品
第

二
に
左

の
句

が
あ

る
。

　

　

　
ぎ
　

　

　
ぜ　

　
ぎ
　

こ

　　

　

　

　

　

　
　

　

ち

ぶ

　

　
　

「
若
行
者
欲
レ鐙
須

陀
恒
果
一欲
レ住
=須
陀
恒
果
h不
レ離

一是
墨

欲
レ誰
一斯
陀
含
果
、阿
那
含
果
、阿
羅
漢
果

欲
レ謹
辟

支
佛

　

　
ぶ

　
　
　

　

え

　

　

道
ハ欲
レ誰

佛
遣
赤

不
レ離

是

怨
〔

此
に
忍

ビ
云
ふ
の
は
、
無
生
法
怨
の
義
で
あ
る
。
無
生
法
怨
ざ
云
ふ
の
は
中

々
面
倒

な
交
字
で
、

こ
れ
に
甥
し
て

色

々
の
解
繹
は
あ

る
が
、

つ
ま
り
は
、
法
の
本
膿
は
固
よ
り
無
生
で
あ
る
、
其
無
生

の
直
観
に
住
し
て
、
意
志
の
上

に
忍
受
の
徳
を
禮
得
す

る
の
義

ざ
見

て
よ
か
ら
う
。
佛
駿

は
、
こ

こ
か
ら
見
て
も
、
知
的
で
あ

つ
て
、
殊

に
般
若
に

於

い
て
、
そ
の
特
色
の
著
し
く
顯
は
る
る
の
を
畳
ゆ
る
、
そ
れ
故
、
愛

ご
か
、
慈
悲

こ
か
云
ふ
方
面

ご
此
怨

ご
を
比

　

　
　

較
す

る
ご
、
般
若
は
只
冷
か
な
智

一
方
に
偏
す

る
如
く
に
も
見
え
や
う
。
が
、
「
携
伽
経
」
に
言
ふ
如
く
「
智
不
レ得

】有

　

そ

　

　

無
一而
興
二大
悲
心
一」
で
、
般
若
の
智
は
繕
甥
濁

立
の
智
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
大
悲
に
裏

づ
け
ら
れ
た
智

な

の

で

あ

る
o



「
怨
」
を
普
蓮

に
は
「
認
」
の
義
に
解
す

る
が
、
予

の
考

で
は
「
怨
」
そ
の
も
の
に
は
知
的
色
彩
は
な
く
て
全
く
意
的
燈

認

ε
見

る

べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
無
生
法
怨
は
諦
魏
の
義
で
は
な
く
て
實
に
訓
練

の
意
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
般
若

経

に
は
此
経
を
聞

い
て
「
驚
か
す
、
怖

れ
す
、
屈

せ
す
、
退
か
ざ

る
も
の
」
ご
云
ふ
句

が
麗

々
に
見
え

る
。

こ
れ
が
、

つ

　

　

　

「
忍
」
の
義
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
知
の
氣
分
は
な
い
、
全
く
意
志
の
上

に
据
え

つ
け
ら
れ
て
居

る
。
又

「
是
法
随
昌順

一

切
洗
こ
ご
云
ふ
こ
と
が
あ

る
が
、
是

れ
亦
意
的
葱

」
の
義

で
あ

る
。
誓

温

に
は
こ
う
し
て
も
砦

外
の
意
義
を
護

み
込
む
わ
け

に
行
か
ぬ
。
「
怨
」
は
無
謬
三
昧
で
あ
る
、

一
切
の
も
の
に
甥
し
て
「
然

り
、
然
り
」
の
態
度
を
云
ふ
の
で

佛
の
本
生
課
に
昔
し
歌
利
王
の
所
で
そ
の
身
禮
を
罰
戴
せ
む
れ
て
而
か
も
何
等
瞑
恨
の
念
を
起

さ
な
か
つ
た

ビ
云
ふ

こ
ご
、
又
過
去
五
百
燈

に
於

い
て
忍
辱
仙
人

ご
な
つ
て
居
た

こ
云
ふ
こ
ご
、
般
若
経
を
受
持
し
護
諦
な
ご
す

る
が
た

め
に
他
の
輕
賎

せ
ら

る
る
所
ご
な
る
も
、
こ
れ
を
得
蓮
の
上
に
廻
向
せ
ん
と
云
ふ
こ
ご
、
何
れ
も
「
忍
」
の
行
動

に
あ

ら
ざ
る
は
な
い
。
如
如
は
主
観
が
客
観
に
封
す
る
所

の
知
的
立
場
を
云

ふ
た
も
の
ご
す
れ
ば
、
「
忍
」
は
そ
の
意
的
立

場
を
明
に
し
元
も
の
で
あ

る
。
爾
者
相
助
け

る
こ
ご
に
よ
り
て
般
若
の
信
者
は
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
に
入
る
こ
ご

を
得

る
o
大
如
品
第
十
五
の
結
末
に
日
ふ
、

「竺

契

生
晦
鶴
奪
唾
慈
喚
不
異
典
謙
下
唾
安
隠
咬
不
瞑
鹸
不
惜
典
不
戯
弄
瑛

父
母
兄
愚

噛奥
薫

きぎ

輝
宗
定
般
若
心
経

一
五



灘
宗
ミ
般
若
心
経

蝿
六

(
五
)

大
騰
是
の
如
如
、
無
作
、
忍

の
三
綱
目
を
般
若
系
思
想
の
特
色

ε
認
定
し
よ
う
、
ま
だ
外
に
説
く

べ
き
ご
こ
ろ
も

二
三
あ

る
が
、
そ
れ
は
他
慮

で
や
る
、
此
慮
で
は
鯨
り
必
要
な
關
係
が
な
い
ご
見

る
。
慮

で
、
此
考
を
今
「
心
経
」
の

上
に
あ
て
は
め
て
、
「
心
経
」
は
果
し
て
是
等
三
個
の
思
想
を
具
備
し
て
居

る
か
を
調

べ
よ
う
。
短

い
か
ら
其
全
丈
を

掲
げ
る
。

般
若
波
羅
蜜
多
心
経

(桀
版

二
十
四
翔
)

唐
三
藏
婆
師
玄
美
奉
詔
鐸

観
自
在
菩
薩
、
行
深
般
若
波
羅
蜜
多
時
、
照
見
五
藍
皆
塞
、
度

一
切
苦
厄
、
舎

利
子
、
色
不
異
塞
、
塞
不
異
色

色
邸
是
室
、
塞
帥
是
色
、
受
想
行
識
、
亦
復
如
是
、
含
利
子
、
是
諸
法
塞
相
、
不
生
不
滅
、
不
垢
不
浮
、
不
増

不
減
、
是
故
、
塞
中
無
色
、
無
受
想
行
識
、
無
眼
耳
鼻
舌
身
意
、
無
色
聲
香
昧
鯛
法
、
無
眼
界
、
乃
至
、
無
意

識
界
、
無
無
明
、
亦
無
無
明
盤
、
乃
至
、
無
老
死
、
亦
無
老
死
盤
、
無
苦
集
滅
滋
、
無
智
亦
無
得
、
以
無
所
得

故
、
菩
提
薩
唾
依
般
若
波
羅
蜜
多
故
、
心
無
塁
磯
、
無
塁
磯
故
、
無
有
恐
怖
、遠
離

一
切
顛
倒
夢
想
、
究
覧
渥
桑

三
世
諸
佛
、
依
般
若
波
羅
蜜
多
故
、
得
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
、
故
知
、
般
若
波
羅
蜜
多
是
大
神
呪
、
是
大
明

呪
、
是
無
上
既
、
是
無
等
等
呪
、
能
除

一
切
苦
、
眞
實
不
盧
、
故
説
般
若
波
羅
蜜
多
兜
、
帥
説
呪
日
、



掲
諦
掲
諦
、
波
羅
掲
諦
、
波
羅
信
掲
諦
、
菩
提
、
薩
婆
詞
、

般
若
波
羅
蜜
多
心
経

終

こ
の
文
を
注
意
し
て
護

ん
で
行
く
ε
、
始
か
ら
絡
ま
で
否
定
句
の
連
績
で
、
最
後

に
僅
か

に
不
可
解

の
呪
文
が
あ

あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
此
呪
交

の
み
が
肯
定

で
外
は
何
れ
も
「
室
」
こ
か
「
無
」
ε
か
「
不
」
こ
か
云
ふ
文
宇
で
あ
る
。

殆

ん
ざ
毎
句
が
否
定
語
を
含

む
で
ゐ
る
。
般
若
思
想
を
否
定
的
で
あ
る
ご
云
ふ
人
は
「
心
経
」
に
お
い
て
其
依
擦
を
見
出

す

ご
も
云
ひ
得
ら

る
。
深
般
若
波
羅
蜜
多
を

行
す
る

ご
き
は
、
此

の
如

き

≦
、
昌
.
σq
轟
.
9

を
通
過
し
て
、
阿
褥
多

羅
三
竸
三
菩
提
に
入
り
、
そ
う
し
て
此
に
般
若
波
羅
蜜
多
が
「
掲
諦

」云

々
の
呪
文
に
過

ぎ
ぬ
ε
云
ふ
こ
ご
を
會
得
す

る
こ
せ
ば
、
何
彪

に
般
若
系

の
思
想
を
見
ゐ
ご
す

べ
き
か
。
如
々
も
な
け
れ
ば
、
無
作
も
な
く
、
又
諦
忍
も
な
い
で

は
な
い
か
、

こ
の
中
の

一
つ
で
も
明
説
せ
ら
れ
て
あ
る
な
ら
、
「
心
経
」
を
般
若
部
に
編
入
し
て
も
よ

い
、
が
、
只
否

定
を
並

べ
た
だ
け
で
は
般
若

ご
云
は
れ
ぬ
、
又
呪
丈
が
如
何
に
大
明
呪
等
で
あ

つ
て
も
般
若
を
此

に
見

る
こ
ご
能
は

ぬ
。
般
若
の
特
色
は
そ
の
洞
然

ε
し
て
明
自

な
ご
こ
ろ
に
在
る
o
意
味
の
顯
は
に
逼
せ
ぬ
密
號
は
非
般
若
系
統
に
屡
す

る
。
そ
れ
な
ら
ば
何
故

に
「
心
経
」
を
般
若
の
精
髄
又
は
心
核
こ
な
す
か
、
そ
れ
か
ら
又
「
心
経
」
は
何
が
故

に
暉
宗

の

経
典
ご
な

つ
て
日
夕

に
讃
講

せ
ら

る
、
か
。
明
の
洪
武
帝
は
何
の
見

る
所
あ

つ
て
宗
渤
及
び
如
祀
に
説

い
て

「
心
経

ビ
金
剛
経
ε
榜
伽
経

ε
は
治
心
の
法
門
な
り
」

ご
云
ふ
た
か
。
(甥
伽
経
注
解
序
丈
に
よ
る
)

こ
の
疑
問
を
何
ご
解
す

べ
き

で
あ
る
か
。

・

揮
宗
定
般
若
心
経

一
七



輝
宗
虐
般
若
心
経

一
入

「
心
経
」
の
要
旨
が
結
尾
の
呪
交
に
あ

る
こ
ビ
は
疑
を
容
れ
ぬ
。
誰

が
護

ん
で
も
、
さ
う
見

る
よ
り
外
な
い
の
み
な

ら
す
、
鳩
摩
羅
什
は
こ
れ
を
「
摩
詞
般
若
波
羅
蜜
大
明
呪
経
」
こ
し
て
普
蓮
從
來
の
藏

経
に
は
秘
密
部
に
編
入
し
て
あ

る
。
玄
契
の
ε
羅
什

の
ご
は
同

一
の
梵
本
を
謬

し
た
も
の
で
あ
る
の
に
拘
は
ら
す
、
玄
美
の
は
般
若
部
に
入
れ
て
羅

什
の
こ
別

々
に
し
て
あ
る
。
繹
宗

の
人
が
使
用
す
る
ビ
般
若

に
な

つ
て
、
眞
言
宗
の
人
の
手
に
入
る
ご
秘
密
経
に
な

る
こ
い
ふ
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
正
直

に
「
心
経
」
を
研
究
す
れ
ば
暉
経

ご
す

る
よ
り
も
秘
密
経

ご
す

る
の
が
本
當
で

あ
る
。
繹
宗
ご
眞
言
宗

ご
ば

或
る
黙

に
お
い
て
同

噌
軌
潜
…を
歩
ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
で
輝
宗
に
は
随
分
陀
羅
尼

が
入
り

込
ん
で
居

る
。
灘
は
何
の
故

に
這
般
の
密
語
を
必
要
と
す

る
か
、
更

に
般
若
ご
呪
文
ε
そ
の
間
に
何
等
の
因
縁

が
あ

る
か
。
「
心
経
」
の
中

に
前
述
の
如
き
般
若
思
想
の
中
核
を
見
ん
ご
す

る
に
は
、
既

に
其
否
定

の
裡
を
探
る

べ
き
で
な

い
、
こ

こ
か
肯
定

の
慮
を
突
き
當
て
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
、
そ
う
し
て
そ
の
肯
定
の
露
は
結

末
の
掲
帝

一

聯

の
呪
文

に
あ
リ
ビ
す
る
な
ら
、
此
呪
文
の
意
義

に
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
の
全
意
義

が
あ

る
べ
き
は
す
だ
。
そ
れ

か
ら
繹
宗
も
亦
此
呪
交
に
お
い
て
否
定
遣
の
落
慮
を
見
得
す

べ
き
は
す
だ
o
呪
文

に
畢
寛
何
の
秘
密
義
或
は
何
の
般

若
思
想
が
含
ま
れ
て
居

る
か
o

(六
)

兜
交
を
も
こ
の
梵
語
に
直
す
ビ
か
う
で
あ

る
o



ぴq
暮
①
ひq
暮
①
冨
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舞
o
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範
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o
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剛
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蓼

豊

そ
の
意

義
を
蓮

俗

に
解
す

る
ご

「
着

い
た
、
着

い
た
、

彼

岸

へ
着

い
た
、

よ
く
ま

あ
彼
岸

へ

つ
い
た
瀞

さ
あ
菩

提

よ
、

そ
わ
か
。
」
別

に
大

し
た
密
意

も

な

い
や
う

で
あ

る
。

慮

が
「
心

経
」
の
絶
叫
す

る
所

に
よ
れ

ば
、

是

が
般

若
波
羅

蜜
多

そ

の
も

の

で
、

ま

た
是

が
な

い
ご
阿

褥
多
羅

三
貌

三
菩

提
も
得

ら
れ

な

い
の
だ
。

大
神
兜

、

大

明
呪
、
無

上
呪

、

無

等
等

呪

ε
如

何

に
も
摩

詞
不

思
議

の
紳

呪

ざ
見
徹

す

べ
き
も

の
、

般
若

経

の
心
核

ご
云
は

れ

る
も

の
が
、「
着

い
た

く

」

で
は
、
何
だ
か
物
足
ら
ぬ
で
は
な
い
か
。

般
若
波
羅
蜜
多

そ
の
も
の
が
大
紳
兜
云

々
で
あ

る
こ
ピ
は
、
「
小
品
般
若
経
」
に
も
見
え

て
居

る
、
さ
う
し
て
既
紳

呪

に
不
可
思
議
な
カ
の
あ

る
こ
ご
も
認

め
ら
れ
て
居

る
。
併
し
呪
丈

そ
の
も
の
は
な

い
、
般
若
そ
れ
自
膿

が
呪
で
あ

る
か
ら
だ
。
明
呪
品
第
四
に
、
佛
は
儒
戸
迦

に
告
げ
て
般
若
波
羅
蜜
を
受
持
護
講

せ
し

め
る
こ
ご
を
書
い
て
あ
る
、

そ
の
こ
き
の
言

に
B
は
く
、「
般
若
波
羅
蜜
を
念
諦
す
る
ご
阿
修
羅
の
悪
心
も
邸
時

に
滅
す

る
。
般
若
波
羅
蜜
は
實
に

大
呪

、無
上
呪
、無
等
等
呪

で
あ

つ
て
、
過
去
現
在
未
來
の
諸
佛
皆
此
明
呪
に
よ
り
て
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
既

に

成
就

し
た
、
又
成
就
し
て
居

る
、
又
成
就
す

る
で
あ
ら
う
。
」
云
よ
(大
意
)。

こ
れ
で
見
る
ご
般
若
波
羅
蜜

が
そ
の
ま

、
に
明
兜
で
、
般
若
波
羅
蜜
そ
の
ま

、
が
不
思
講
な
の
で
あ

る
。
「
36
経
」
の
や
う
に
掲
帝
云
々
の
呪
文
そ
れ
自
禮

に

は
何
等
の
霧
力
が
あ

る
の
で
な
い
、
又

こ
れ

に
つ
き
て
は
何
も
言
ひ
及

ぼ
し
て
居
な
い
。

ご
に
角
、
般
若
経

に
は
大

品
に
せ
よ
小
品
に
せ
よ
、
「
35
経
」
の
如

き
呪
丈
は
見
え
な

い
の
だ
。
然

る
に
只
「
心
経
」
だ
け
は
此
呪
文

に
お
い
て
其

輝
宗
虐
般
若
心
経

一
九



麗
宗
定
般
若
心
経

ご
0

経
の
要
旨
が
頂
黙

に
達
し
て
居

る
。
「
着

い
た
、
着

い
た
」
ε
般
若
ε
何
の
因
縁
が
あ
る
か
、
繹
宗

も
亦
此

に
何
の
密

意
を
藏

せ
ん
ご
す

る
か
o
「
心
経
」
は
何
が
故
に
掲
帝

一
聯

の
呪
文
を
結
末

に
附
加
す

る
や
う
に
な
つ
元
か
、
而
し
て

叉
何
が
故
に
そ
の
附
加
の
威

に
却

つ
て
般
若

の
本
質
を
描

き
出
さ
ん
ε
す

る
や
う
に
な

つ
た
か
。

印
度

で
は
佛
陀
以
前
か
ら
呪
文
が
貴
ば
れ
た
。
不
可
解

の
慮

に
不
思
議

が
あ

つ
て
、
自
然

の
上

、入
事
の
上

に
、
超

自
然

の
カ
が
加
は
り
得

る
も
の
ご
思
は
れ
た
。
言
葉
は
不
思
議

ざ
言

へ
ば
不
思
議

に
相
蓮

な
い
。
人
間
が
動
物

の
境

涯
か
ら
脱
出
し
た
第

一
歩
は
曲
折
あ
る
聲
音
を
登
し
得
た

ご
こ
ろ
に
あ

る
。
印
度
人
の
こ
れ
を
異
常

に
奪

ぷ
や
う

に

な
つ
た
も
の
も
大
に
遊
理
が
あ
る
。
呪
文

の
登
達

と
印
契

の
登
達
は
印
度
文
化

の
特
色
で
、
佛
激

に
も
後
で
は

こ
れ

が
大
に
侵
入
し
て
來
淀
。
観
音
菩
薩

が
「
般
若
心
経
」
を
玄
癸
に
ロ
授
し
て
長
途
の
族
行
を
往
還

こ
も
に
保
護
し
た
こ

　
　
　
　
あ

云
ふ
傳
説
も
呪
文
萬
能

の

一
例

で
あ
ら
う
。
梵
語
を
知

つ
て
居

る
も
の

、
陀
羅
尼
や
眞
言
は
鯨
)
盆

に
立
た
ぬ
か
も

知
れ
ぬ
。
併

し
支
那
に
熔
け

る
大
多
数

の
佛
激
者
は
何
に
も
知
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
掲
帝

々
々
ご
讃
諦
し
念
諦
し

て
行
く
ご
、
そ
の
不
可
解
の
音
聲

の
裡
か
あ
、
自
然

に
般
若
波
羅
蜜
多

の
カ

が
現
は
れ
て
、
不
思
議

に
阿
褥
多
羅
三

貌
三
菩
提
を
成
就
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
繹
宗

の
人
が
僧
堂

に
お
け
る
大
衆

の
多
寡
を
問
は
れ
た
ら
、
「
前
三
三
、
後

三
三
」
ご
わ
か
ら
ぬ
こ
ご
を
答

へ
た
如
く
、
叉
暉

と
は
何
か
ご
云

ふ
だ
ら
、
「
南
無
三
寳
」
ご
泥
棒
が
人

に
見

つ
け
ら

れ
だ

ε
き
の
や
う
な
問
投
詞
を
吐

い
た
如
く
、
又
同
じ
問
ひ
に
「
摩
訂
般
若
波
羅
蜜
」
と
答

へ
た
如
く
、
そ
の
不
可
解

の
掲
帝

々
々
に
も
本
來
般
若
の
密
意
が
包
藏

せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。



9

(
七
)

予
の
考
に
よ
る
と
、
「
般
若
心
経
」
は
實

に
能
く
般
若
系
の
立
場
を
閾
明
す

る
も
の
で
あ
る
o
繹
宗
が
此
経
を

日
常

護
踊
し
て
繹

の
密
意

(も
し
あ
b
ご
す
れ
ば
)
そ
れ

に
徹
せ
ん
こ
す

る
の
は
至
極
道
理
あ
る
こ
ご
で
あ
る
。
眞
言
宗

が

「
心
縷
」
を
研
究
す

る
理
由
は
知
ら
ぬ
け
れ
こ
も
、
縄
宗
に
在
り
て
は
掲
帝

々
々

一
聯

の
呪
交
實

に
千
鈎

の
重
味
を
具

へ
て
居

る
。
掲
帝

々
々
に
よ
り
て
始

め
て
佛
陀
が
菩
提
樹
下
で
獲
得
し
た

ご
傳

へ
ら
れ
て
居

る
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩

提
の
消
息

に
接
し
能
ふ
の
で
あ
る
。
以
下
其
理
由
を
述

べ
る
。

親
自
在
菩
薩
i

こ
れ
は
誰

れ
で
も
よ

い
ご
思
ふ
が
、
と
に
角

一
個
の
人
が
深
般
若
波
羅
蜜
多

(σq
餌
B
σ冨
触碧
触&
鼠
窟
-

舜
B
猷
)
を
行
せ
ん
ご
す

る
な
ら
、
何
か
ら
始
め
る
ビ
よ
い
か
ご
云

ふ
に
、
般
若
系
の
見
方
は
普
逼

の
認
識
を
否
定
す

る
に
在

る
。
ほ
か
の
宗
旨

で
は
叉
そ
れ
み
＼

の
立
場
が
あ
る
の
で
必
す
し
も
否
定
か
ら
始

め
ぬ
。
併
し
眞
宗
な
ご
は

自
力
の
否
定
を
基
礎
ご
し
て
そ
の
上
に
他
力
を
肯
定
す

る
。
藤
帥
ち
般
若
系

で
は
知
的
分
子
が
豊
富

で
あ
る
か
ら
、

そ
の
否
定

は
認
識
論
的

に
な
る
が
、
置
ハ宗

で
は
溢
徳
的
入
格
そ
の
も
の
、
否
定
か
ら
歩
を
遙

め
る
。
罪
業
深
き
も
の

の
所
作
は
そ
の
所
謂
る
善

も
悪
も
皆
往
生

の
業
因
ε
は
な
ら

ぬ
ご
云

ふ
大
否
定
で
あ

る
。
暉
宗

の
否
定

も
畢
寛
は
此

慮

に
出

る
が
、
初

一
歩
は
知
的
立
場
を
失
は
す

に
居

る
。
道
徳
的
入
格
の
否
定
は
修
行
者
臼
身
の
工
夫
に

一
任
す

る
、

表
面
で
は
飽
く
ま
で
も
知
的
立
場
を
失
は
ぬ
こ
ご
に
な

つ
て
居

る
。
そ
れ
故
「
般
若
心
経
」
は
色
受
想
行
識
ご
室

ε
の

暉
宗
ミ
般
若
心
経

二
一



融
宗
ミ
般
若
心
経

ご
二

聞

に
普
通

の
論
理
が
横

へ
て
お
く
境
界
線

の
打
破
を
登
頭
の
仕
事
こ
す

る
。
原
始
佛
藪
ビ
し
て
阿
含
系

が
死
守
し
た

立
場
、
帥
ち
藪
字
的
、
分
類
的
宇
宙
観

と
も
云
ふ

べ
き
も
の
を
無
造
作
に
ぶ
ち
壊
は
す
。
五
艦

は
言

ふ
ま
で
も
な
く

六
根
、
六
塵
、
六
識
、
十

二
因
縁
、
四
諦
な
ご
皆

一
時
に
掃
蕩
し
去

る
。
「
心
経
」
に
よ
る
こ
こ
ん
な
歎
字
的
激
説
は

「
顛
倒
せ
る
夢
想
」
な
の
で
あ

る
、
随
分
思
ひ
切

つ
た
言
ひ
舜

で
あ

る
。
併
し

こ
ん
な
も
の
が
佛
激

の
根
城
と
な

つ
て

居

る
限
り
三
菩
提
の
成
就
は
思
ひ
も
よ
ら
漁
。
心
に
は

い
つ
も

一
種
の
塁
凝

が
あ

つ
て
恐
怖

の
念
に
襲
は
れ
る
、
浬

繋
を
究
寛
す
る
こ
ど
能
は
、ぬ
。
般
若
波
羅
蜜
多
は
這
般
の
之
乎
者
也
を

一
時

に
滅
叢
し
去
ら
な
く

て
は
な
ら

ぬ
。
否

定

の
大
滋
は
こ
う
し
て
も
此
ん
な
風

に
躇
む

こ
ご
を
要
す

る
。

元
奈
菩
提
樹
下
の
無
上
正
畳

な
る
も
の
は
四
諦
、
十
二
因
繰
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
何
れ
も
数
字
的
に
遽

徳
的
因
果
の
原
期
を
列
ね
た
も
の
で
、
三
菩
提
自
膿

の
漕
息
で
は
な

い
の
で
あ

る
。
般
若
系
統
の
見
方
は
よ
く
此
理

に
通
じ
て
居

る
。
否
完

の
旋
路
に
お
け
る
第

一
騨
を
四
諦
や
十

二
因
縁

に
お
い
だ

の
は
尤

も
至
極

で
あ

る
。
阿
褥
多

ぷ
じ
　
　

羅
三
貌
三
菩
提
は
知

的
思
索
で
到
6
得

る
ご
こ
ろ
で
は
な

い
。
佛
陀
が
此
道
を
成
就
し
た
の
は
知
的
樫
路
を
何
遍
も

行
き

つ
戻
り

つ
し
た
後

の
こ
ご
な
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
も
先

へ
出

る
こ
と
が
で
き
な
く
な

つ
て
、
心
頭
大

に
熟
し

た

ご
き
、
渾
身
の
勇
氣
を
鼓
し
て
、「
正
豊
を
得
す
ば
此
坐
を
超
た
す
」
ご
大
決

35
し
た
。
達
磨
が
二
租

に
講

へ
て
「
35

矯
壁

の
如
く
に
し
て
道

に
入

る
を
得
」

べ
し
ご
云
ふ
た
如
く
、
佛
陀
の
當
時

の

35
持
は
實

に
壁
立
萬
傍
何
も
の
も
寄

り
つ
く

こ
ご
の
出
來
な

い
も
の
で
あ

つ
た
に
相
違

な
い
。
般
若
経
は
総

て
此
邊

の

35
行
に
つ
い
て
は
飴
り
言
は
ぬ
。



只
常
囎
菩
薩
が
雷
昔
威
王
佛

の
慮

で
ゃ
つ
た
修
行
に
よ
り
て
、
讃
者
を
し
て
其
髪
髭
を
窺
は
し
め
る
の
で
あ

る
。
も

し
般
若
経
に
此

一
品
が
な
か
つ
た
な
ら
書
龍
黙
晴
を
訣
く

ε
謂
は
な
く

で
は
な
ら
漁
。

ご
に
角
、
阿
褥
多
羅
三
貌
三

菩
提
は
ま
つ
最
初
に
否
定
の
軌
道

に
洛
ひ
で
進
む
の
を
常
ご
し
て
居

る
。

さ
う
し
て
路
頭
窮
す

る
慮
、
般
若
波
羅
蜜

多
の
カ
が
電
光
の
如
く

に
閃

め
く
時
飾
が
あ

る
、
帥
時

に
無
上
正
畳

が
成
就
す

る
、そ
の
こ
き
忽
然

ε
し
て
口
を
衝
い

て
出

る
の
が
「
掲
帝
掲
帝
」
で
あ
る
。
「
さ
あ
着

い
元
着

い
た
」
で
あ

る
。
「
巖
頭
和
爾
は
今

に
ま
め
で
息
災
で
ご
ざ
る
O
」

こ
れ
を
繹
宗
で
は
囲
地

一
下
の
時
節

ご
云

ふ
。
大
紳
呪
、
大
明
呪
、
無
等
等
呪
は
明
か
に
固
地

一
下
の
眞
言

で
あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
は
分
別
智

の
窮
し
た
こ
こ
ろ
か
ら
出
て
來

る
の
で
あ
る
か
ら
無
舜
別
で
あ
る
、
無
意
義
で
あ
る
、「
是
法
不
可

得

」
で
あ

る
。
軍

に
陀
羅
尼
や
眞
言
の
不
可
解

な
る
の
こ
は
相
異
す

る
が
、
不
可
解

ご
云
ふ
黙
の
み
か
ら
見
れ
ば
、

「
心
経
」
の
掲
帝
ご
庵
摩
尼
鉢
訥
銘
噂

。
ヨ

器

a

℃
巴
B
①
ぎ
ヨ

ご
は
共

に

一
様
に
不
可
解
で
あ
る
。
翼
言
宗

に
お
け

る
陀
羅
尼
の
意
義
は
知
ら
ぬ
け
れ
こ
も
、
そ
の
使
用
の
起
源

に
瀕
る
ご
或
は
藤
家

の
「
着

い
た
着

い
た
」
ご
似
た
心
理

が
働
い
て
居

る
の
で
は
な
い
か
ε
想
像
せ
ら

る
。
灘
で
は
文
字
上

の
不
可
解
に
意
味

づ
け

る
燈
験

の
背
景
が
あ

る
の

で
陀
羅
尼
も
眞
言
も
活
躍
し
て
來

る
。

こ
の
心
理
的
事
實
、
こ
れ
を
宗
駿
的
経
験

こ
も
云
ふ
が
、
眼
は
い
つ
も
此
慮

に

つ
い
て
ゐ
な
い
ε
、
概
念
上
の
丈
宇

さ

へ
も

一
種
の
陀
羅
尼

に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ

る
。
無
意
義

の
意
義
な

ら
大
に
意
義
あ
る
の
で
あ
る
が
、
意
義
の
無
意
義
で
は
顛
倒
夢
想
的
錯
畳
の
所
生

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
眼
で
、

灘
宗
定
般
若
心
経

一
ご
二



灘
宗
定
般
若
心
経

二
四

「
掲
帝

々
々
」
を
見

る
ご
き
「
心
経
」
本
文

の
頂
黙
が
此
呪
交

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
理
由
が
會
得

せ
ら
れ
る
Q

繹
宗

に
は
此
の
如

き
眞
言
は
い
く
ら
で
も
あ

る
。
輝
的
訓
練

の
目
的
は
實

に
こ
れ
を
會
得
せ
や
う
ご
す

る
慮

に
在

る
の
だ
。
「
心
経
」
が
般
若
系
立
場
の
合

理
的
館
結

ビ
し
て
所
謂
る
般
若
波
羅
蜜
呪
を
提
げ
出
し
た

の
は
誠

に
故
あ
る

か
な
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
漁
。
幾
度
も
繰

り
返
し
た
如
く
、
般
若
系

の
思
想
は
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
の
上
に
立

つ
て
ゐ
る
の
で
、
只

一
切
を
室
じ

「
切
を
掃
蕩

せ
ん
ざ
す

る
の
で
な

い
、
そ
れ
赦

一
た
び
塞
じ
盤
く
し
掃
蕩
し
盤
く

せ
ば
、
自
ら
亦
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
に
還
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
斯
く
還

つ
て
來
た
ご
き
「
心
経
」
の
箕
言

ご
な
る
の
で
あ

る
。
「
心
経
」
は
印
度
の
文
學

で
あ

る
か
ら
、
そ
の
眞
言
も
自
ら
印
度
的
で
あ
る
。

こ
れ
が
支
那
や
日

本
の
暉
的
眞
言
こ
な
る
ご
又
多
少

の
模
榛
を
異

に
す

る
。
併
し
結
局
の

35
理
作
用
が
同

一
性
を
帯

び
て
ゐ
る
こ
ざ
は

固
よ
り
で
あ
る
。
僧
あ
り
問

ふ
、
佛

ご
は
何
ぞ
や
、
灘
師
日
ふ
、
桶
底
子
の
脱
す

る
が
如
し
と
。
普
通

の
論
理
的
概

念

で
こ
れ
を
判
じ
て
見
れ
ば
亦
是

一
種
の
陀
羅
尼
で
は
な
か
ら
う
か
。
佛

ε
底
抜
け
の
手
桶
ε
の
間
に
何
等
の
關
係

が
あ
る
ご
し
た
も
の
が
。
此
に
も
亦
眞
言
が
あ
る
◎
自
隠
和
術
は
ま
た
「
ほ
げ
の
立

つ
た
牡
丹
餅
」
ご
云

ふ
た
。
何
れ

に
し
て
も
そ
の
不
可
解
な
こ
ご
は
陀
羅
尼
に
譲
ら
ぬ
。
併

し
そ
の
裡
面
か
ら
見
る
ε
、
或
は
も

つ
ご
適
切

に
、
何
れ

も

の
心
理
歌
態
か
ら
見

る
と
、
掲
帝
も
牡
丹
餅
も
手
桶
…も
同
じ
穴

の
狐
で
あ
る
。
同

じ

一
條

の
途
を
た
ご
つ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
「
心
経
」
の
否
定
道
か
ら
出
嚢
し
て
無
等
等
究
で
落
ち

つ
く
の
が
、
般
若
系

の
宗
駿
意
識
で
あ
る
。

こ

え

今

一
つ
の
例
を
畢
げ
る
、
鎌
倉
圓
畳
寺
の
開
山
、
佛
光
國
師
に
投
機

の
偶
が
あ

る
。
曰
は
く
、「
一
撃
撃
砕
精
鰻
窟



突
肱
那
羅

獲

壷

耳
如
聾
概

醸

、
等
閑
響

蛋

飛
冒

。
是
は
支
那
繹
的
眞
言
の
舜

適
例
で
あ
る
。
支

那
流
に
手
短
か
に
解
す

る
ご
「
般
若
心
経
」
に
お
け
る
大
紳
呪
、
大
明
呪
、
無
上
曳
、
無
等
等
呪
は
、
観
自
在
菩
薩

の

投
機
の
偶
ご
云
ふ
べ
き
で
あ

る
。

(八
)

「
心
経
」
を
右
の
如
く
解
す

る
ご
次
の
事
項
が
よ
く
わ
か
る
。

一
経
の
主
意

が
最
後

の
眞
言
で
あ
る
こ
ご
、
す

べ
て

の
否
定
が
此
慮
で

一
大
肯
定
に
輻
換
し
て
、
般
若
系
澄
界
槻
の
骨
子

で
あ
る
如
如
説

が
明
了
に
な
る
こ
ご
、
此
意
義

で
「
心
経
」
は
般
若

の
核
心

で
あ
る
こ
ε
、
随

つ
て
輝
宗
が
、
翼
言
宗
的
呪
交

の
あ
る
の
に
も
拘
は
ら
す
、
否
、
實

に

そ
れ
あ
る
が
故
に
、
「
心
経
」
の
讃
議
を
日
夕
に
解
ら

ぬ
こ
ご
、
般
若
経
が
只
無
暗

に
般
若
波
羅
蜜
多
の
不
思
議
を
高

唱
す
る
に
止
ま

っ
て
居
た
の
を
、
「
心
経
」
は
最
後

に
掲
帝

一
聯

の
呪
語
を
附
加
す

る
こ
と
に
よ
り
て
、
阿
褥
多
羅
三

貌
三
菩
提
が
軍

に
知
的

の
も
の
で
な
く

て
、
宗

激
心
理
の
上

に
重
大
な
意
義
を
有
す

る
所
以
を
謹
明
し
た
こ
と
。
是

れ
だ
け
で
「
心
経
」
が
般
若
系

に
占
め
て
ゐ
る
位
地
及
び
そ
の
繹
宗
に
於
け

る
使
命
は
充
分

に
看
取
せ
ら

る
、
と
予
は

'

信
す

る
。

(九
)

暉
宗
定
般
若
心
経

二
五

ず



暉
宗
定
般
若
心
経

ご
六

論
旨
は
大
騰
是

で
盤
く
し
た

つ
も
り
で
あ

る
が
、
術
序
に
「
掲
帝
」
に
關
す

る

一
二
の
事
項
を
書
き
添

へ
る
。
般
若

の
眞
言

が
外
の
叫

び
で
な
く
て
、
「
着

い
た
着

い
た
、彼
岸
に
着

い
た
」
又
は
「
來
た
來
た
、
彼
岸

に
來
た
」
で
あ

つ
た
ご

云
ふ
こ
ご
に
理
由
が
な
く

て
は
な
ら

ぬ
。
そ
れ
は
第

一
に
「
彼
岸
」
冨
轟
8
(波
羅
)
の
思
想
は
古
く
か
ら
印
度

に
あ

っ

た
、
佛
藪
交
學

に
は
古

い
経
典

の
中

に
も
襲
見
出
來

る
。
生
死
の
流
を
渉

つ
て
超
生
死
の
彼
岸
に
赴
く

こ
ご
は
、
古

代
か
ら
印
度
人
の
理
想
で
あ
つ
た
。

ス
ッ
タ
、

ニ
パ
ー
タ
(経
集
)
に
は
「
到
彼
岸
品
」
ε
云
ふ

一
経
が
牧

め
ら
れ

て
彼

岸

に
達
す

べ
き
法
を
説

い
て
あ
る
。
又
法
句
経
に
は
次
の
頭

が
あ
る
。

巷
短
冨

8

ヨ
碧
器
の8
口
図
o
智
鼠

嚇
鎚
σQ
勲
鼠
霧
"

簿
冨
器
ヨ

冨
感

℃
ε
簿
臼
9
ヨ

①
慈
自
島
蓼
銭
.

(入

々
の
中

で
彼
岸
に
達
す
る
も
の
は
少
な

い
、
他
の
人
々
は
こ
ち
ら
の
岸

で
狂
奔

し
て
居

る
。
)

或

る
意
味

で
言

へ
ば
「,如
來
L
即
ち

冨
け鼠
σq
9
富

を
「
調
彼
岸
者
」
帥
ち

℃
理
9σq
ρ鼠

ご
云
ふ
て
も
よ
い
の
で
あ

る
。

ぶ
　
　

　

如
如
思
想
が
原
始
佛
敷
以
來
そ
の
歴
更
の
全
膿
を
逡
じ
て
瀦
漫
し
て
居
た
の
で
波
羅

(意
識
)
が
鯨
り
登
達
し
な
か

っ

た
。
そ
れ
で
「
如
來
」
の
名
ば
か
り
喧
ま
し
く
傳
は

つ
た
。

ご
に
角
「
彼
岸
」
に
着
く
ご
云
ふ
考
は
古
く
か
ら
あ
つ
た
の

で
、
深
般
若
波
羅
蜜
多

の
行
者
π
る
槻
自
在
菩
薩

が
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
成
就
し
て
生
死
の
繋
縛
を
受
け
ぬ
ご

云

ふ
自
畳

に
到
達
し
た
こ
き
の
叫
び
は
、
自
ら
「
着

い
た
、
着

い
た
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。

ぶ
　

　

　

こ

　
　

次
ぎ
に
波
羅
蜜
多

の
語
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
普
通
佛
激
者

の
解
繹
で
は
波
羅
郎
ち
「
彼
岸
」
蜜
多
即
ち
「
到
」
の
義

仁



な
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
六
波
羅
蜜
を
六
度
ご
課
し
た
。
露
が
、
近
頃
泰
西
で
佛
巌
の
研
究
が
始

ま
つ
て
か
ら

「
波
羅

蜜
多
」
を
超
越
の
義
、
完
全
の
義

に
解
す

る
も
の
が
出
た
.
そ
れ
で
六
波
羅
蜜
な
ご
も

「
完
全

に
鋼
る
の
道

」
又
は

「
徳
」
の
義

に
會
し

て
ゐ
る
。
字
義
か
ら
云

へ
ば
、
こ
ち
ら
で
も
よ

い
が
、
佛
殺
傳
來

の
思
想

に
よ
れ
ば
、
波
羅
蜜
多

は
「
到
彼
岸
」
ご
讃

ん
で
六
度

こ
し
て
お
く
方
が
よ

い
ご
、
予
は
考

へ
る
。

さ
う
す
る
ご
、
般
若
波
羅
蜜
多
郎
ち

「
到

彼
岸
溢
」
を
研
究
し
修
行
す
る
も
の
が
、
最
後

の
目
的
地
黙
は
言

ふ
ま

で
も
な
く
、
渥
繋
叉
は
三
菩
提

の
彼
岸

に
着

く
こ
ビ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
既

に
然
り
ご
す
れ
ば
圃
地

一
下
の
時
節
ロ
を
衝
い
て
出

づ

べ
き
言
葉
は
、「
掲
帝
、
掲

帝
、
波
羅
掲
帝
」

で
あ
る
の
が
最
も
自
然

で
あ

る
わ
け
だ
。
「
掲
帝

」以
外

の
呪
語
で
あ

つ
て
は
な
ら

ぬ
。

か
う
し
て
見
る
ご
、
「
心
経
」
一
篇
は
渾
然
ご
し
て

一
箇
完
結
底

の
佛
激
経
験
を
指
示
し
て
居
る
も
の
ご
推
断
し

て

よ

い
。

(
幽
O

)

も
し

こ
れ
が
他
力
宗

の
行
者
又
は
信
者
で
あ

つ
た
な
ら
如
何
、
叉
基
督
敷
徒
か
回
激
徒

で
あ

つ
た
ら
如
何
o

こ
れ

　
ぎ
　

　

　

ら

の
事
項
を
今

こ
、
で

一
々
詮
索
は
し
な
い
が
最
後
の
翼
言
は
そ
れ
み
＼

の
宗
旨

に
よ
り
て
特
徴
あ
る
表
現
を
ビ
る

ぶ
　
　

が

　
　

こ
ご
は
言

ふ
ま
で
も
な
い
。
印
度
の
般
若
系
佛
激
者

で
な
く
て
は
「
波
羅
掲
帝
」
ご
は
言
は
ぬ
。
支
那
に
は
い
つ
て
か

ら
は
此
表
現
法
が
最
も
宮
由
奔
放

に
な
つ
た
。
そ
の
人
の
主
観

に
よ
り
て
千
種
萬
態
端
侃
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ

輝
宗
虐
般
若
心
経

二
七



輝
宗
ミ
般
若
心
経

二
入

る
。
此

に
繹
宗

の
生
命
が
横
溢
す

る
の
で
、

そ
の
今

日
あ

る
所
以
は
誠

に
此
自
由
が
あ

つ
た
た

め
で
あ
る
ご
予
は
信

す

る
。
そ
れ
は
兎
に
角

ご
し

て
、
今
は
序
に
他
力
宗

の
場
合
を

一
言
し
て
見
た

い
。

此
場
合

で
は
眞
言
が
「
南
無
阿
彌
陀
佛
」
で
あ
る
ご
考

へ
ら
れ
る
。
始
め
に

一
寸
述

べ
た
如
く
、
他
力
宗

で
は
自
力

の
否
定
を
宗
敢
意
識
開
展

の
第

一
歩
ご
し
て
居

る
。
軍

に
知
的
自
力
を
遮
詮
す

る
の
み
な
ら
す
意
的
自
力
の
放
下
を

も
必
要
と
す

る
。
否
、
後
者
の
方
が
前
者
よ
り
も
深
く
人
格
の
底
を
構
成
し
て
居

る
の
で
、
本
當

の
他
力
宗
な
ら
意

的
自
力
の
否
定

が
第

】
要
件

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
所
が
、
此
意
的
自
力
な
る
も
の
は
或
意
味

で
個
性
そ
の
も
の
を
築

き
上
げ
て
居

る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
が
遮
詮
は
中

々
容
易
で
な

い
。
言
ひ
換

れ
ば
、「
他
力
不
思
議

の
カ

に
て
往
生

す

る
」

ご
云
ふ
此

の
不
思
議

力
が
意
的
自
力
を
お
き
換

へ
る
ま
で
に
は
、
「
我
執

の
心

」の
も
が
き
く
る
し
み
は
言
語

溢
断
的
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
漁
。

一
朝
他
力
の
加
は

つ
た
ご
こ
ろ
か
ら
見

る
と
、
容
易
き
こ
ご

一
に
何
ぞ
此
の

如
く
な
"Q
ご
云
ひ
た
い
で
あ
ら
う
、
が
、
そ
こ
ま
で
に
至
る
ま
で
に
は
、
煩
惜
其
足
の
身
な
る
こ
ε
、
帥
ち
意
的
自

力
の
如
何
に
も
脆
弱
な
る
こ
ご
を
、
深

重

に
痛
切
に

戚
じ
な

く

て
は
な
ら
澱
。
此
戚

情
が
極
度

に
緊
張
し
て
來
て

自
H他

の
分
別
性
を
認
識
す

る
こ
ご
に
よ
り
て
出
來
上

つ
て
居

る
意
識
を
、
そ
の
根
底
か
ら
爆
破
す

る
ほ
ご
に
な
る
。

こ
れ
が
能
鶴

ご
所
館

ご

一
禮
に
な

つ
た
南
無
阿
彌
陀
佛

の
時
飾
で
あ

る
。
愈

々
爆
破
す
る
ご
ロ
を
衝

い
て
出

る
の
が

名
號
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
行
者

の
意
識
及
び
客
観
的
他
力
の
爾
方
面
を
離
れ
て
、
名
號
そ
の
も
の
か
ら
見

る
ご
、

(そ
う
し

て
實

に
そ
の
時
は
名
號
だ
け
の
世
界
で
あ
る
か
ら
)
天
地
萬
物

ご
我

ご
唯

}
禮

の
南
無
阿
彌
陀
佛

で



は
な
い
か
。
是

に
至
る
と
眞
實

の
世
界
は
名
號

の
世
界

で
、
南
無
阿
彌
陀
佛
の
眞
言
そ
の
も
の
に
摩
訂
不
可
思
議

の

カ
が
籠

る
の
で
あ
る
。
所
聾

の
客
髄
を
西
方
澤
土
の
阿
彌
陀
佛

に
な
す
は
、
是
意
味
か
ら
し

て
自
雲
萬
里
だ
。
意
的

自
力

の
否
定
は
自
他
の
位
を
超
越
し
元
唯

一
念
佛
の
他
力
肯
定

ε
な

つ
た
か
ら

で
あ
る
。
又

こ
れ
を
念
佛
が
念
佛
を

申
す
時
節
.ご
云
ふ
て
も
よ

い
。

,

ご
な
ふ
れ
ば
、
わ
れ
も
佛
も
、

な
か
り
け
り

南
無
阿
彌
陀
佛
、
な
む
あ
み
だ
佛

一
遍
上
人
の
宗
旨
は
此

で
つ
き
て
ゐ
る
。
そ
う
し
て
此
に

一
遍
上
人
の
「
般
若
心
経
」
一
憲
が
あ
る
。

(
=

)

最
後

に
今

}
つ
言

ひ
だ
い
事
項
が
あ
る
。
そ
れ
は
予
が
「
心
経
」
観
を
起

こ
す

に
至

つ
た
因
縁
の

一
つ
で
あ
る
。
猫

逸
の
學
者
で

ル
ー
ド

ル
フ
、

ヲ
ツ
ト
ー
ご
云
ふ
先
生
が
あ
る
、

フ
ラ
イ
プ

ル
ヒ
大
學
の
激
授

で
、
先
來
「
ダ
ス
、
ハ
イ

ソ
ゲ
」
帥
ち
「
聖
の
概
念
」
ご
云

ふ
書
物
を
著
は
し

て
濁
逸
で
近
頃
持
雛

さ
れ
た
。
そ
の
本

の
附
録
見
た

い
な
も
の
、

第
四
項

に
ヶ
ー
ナ
、
ウ

パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
の
或

る

】
節
を
引
用
し
て
自
説
を
助
け

て
居

る
。
そ
の
自
説
ご
云
ふ
の
は
、

宗
敏
意
識

の
醤
象

ご
な
る
も
の
は
非
合
理
性
の

一
物
で
、

こ
れ
を
彼
は
「
ヌ
ミ
ノ
ス
」
ご
命
名
し
た
。
此
「
ヌ
ミ
ノ
ス
」

は
言
説
の
境
を
絶
し
て
居

る
の
で
文
字
で
は
到
底
言

ひ
顯
は
せ
ぬ
。

一
種
の
警
喩
、
類
似
を
假
り
て
こ
れ
に
相
慮
し

騨
宗
定
般
若
心
経

亀

・

ご
九



麗
宗
定
般
若
心
経

.

.

三
〇

た
戚
情
反
射
を
示
唆
す

る
よ
り
外
な

い
。
奥
義
書

に
閃
電
雷
鳴
の
楡
が
あ
る
。
梵

の
實
禮
の
不
可
捉

に
し
て
紳
威
不

可
犯
の
檬
子
は
雷
電

の
礎
幻
出
没

で
、
威
趣
的
で
、
又
光
彩
陸
離

ご
し
て
、
畏

る
べ
く
喜
ぷ

べ
き
に
喩
え
得

ら
る
。

此
戚
じ
は

一
種
『
ヌ
ミ
ノ
ス
L
的
戚
じ

で
あ

る
ピ
云
ふ
て
よ

い
ε
、
云

ふ
の
が

ヲ
ツ
ト
ー
氏

の
意
見
で
あ

る
o

ケ
ー
ナ

の
句
は
左
の
・如
く

で
あ

る
。

「
そ
れ
」
(郎
、ち
梵
)
は
次
の
如
く
例

へ
て
よ

い
。

電
光

が
閃
め
き
わ
た

つ
た
ご
き
は
、

あ
あ
、
あ
あ
、
あ
あ
、

そ
れ
が
目
を
閉
ぢ
さ
せ
た
ご
き
は
、

あ
あ
、
あ
あ
、
あ
あ
、

紳
性

に
關
し
て
は
此
れ
だ
け
で
あ

る
。

予
の
考
に
よ

る
ご
、

こ
れ
は
「
ヌ
ミ
ノ
ス
」
に
豊
す

る
畏
怖
喜
樂

の
戚
情
を
表
象
し
た
も
の
で
は
な
く
し
て
非
合
理

性
帥
ち
不
思
議
力
の
所
有
者
π
る
「
飽
」
が
、
或
る
時
期

に
、
吾
等
の
李
常
的
な
合
理
的

な
意
識
の
上
に
爆
裂
し
て
來

た
時
の
消
息
を
傳

ふ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
丁
度
暉
宗

で
云

へ
ば
、
心
機
懊
登
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
戚
情
は
、

「
あ
あ
」
に
相
當
す
る
。
「
撲
落
非
二他
物
差

右
不
是

塵
「山
河
並

大
地
.全
露
法
王
身
」

ご

永
明
寺
の
延
壽
暉
師
が
薪
の

落

つ
る
を
聞

い
て
絶
叫
し
た
こ
云

ふ
が
、
此
所
謂
る
法
王
身
な
る
も
の
が
脱
髄
に
現
成
し
た
こ
き
の
威
情
は
、
到
底



　

　

尋
常

一
楼

の
も
の
で
な
か

つ
た
に
相
違
な
い
。
「
撲
落
非
一一他
物
一」
あ
あ

こ
れ
か
。
亦
是

れ
國
地

一
下
の
時
節

で
は
な

か
ら
う
か
o
不
意
に
、
忽
然
ご

し
て
、
李

常
の
意

識

の
上
に

落
ち
て
來
た
戚
じ
は
、
所
謂

る

「
氣

が
付

い
た
」
威

情

で
あ

る
、
雷
電
の

讐

喩
は
誠

に
能
く
其
機

に

鰯
れ
て
ゐ
る
o

こ
れ
は
ヲ
ッ
ト
ー
氏

の
所
謂

る
畏
れ
で
は
な
い
、

亦

一
種
の
喜
び
で
も
な
い
。
梵

の
言
語
に
絶
す

る
慮
は
李
生

の
心
意
識
が
捕
捉
出
來

ぬ

一
種
直
畳

の
歌
態
で
あ
る
。

薪
の
落
ち
た
の
や
、
桃

の
花
の

開

い
た
の
や
、
石
の

竹

に
當

つ
た
の
や
、
簾
を

捲

い
て
窓
外
の
光
景

に
接
し
た
の

や
は
、
何
れ
も
李
常

の
出
來

事

で
あ
る
。

こ
れ

等

の
例

は
古
代

の
人
に
通

せ
漁
。
細
か

い
心

理
も
働
か
す
、
深
い

反
省
も
な
い
、徹
し
た
分
析
も
な
い
素
朴
の
古
代
入

に
ご
つ
て
は
、
ヲ
ッ
ト
ー
の
所
謂
る
「
ヌ
、・、
ノ
ス
」
は
雷
電

の
喩
で

最
も
剴
切

に
戚
じ
ら
れ
る
。
が
、
そ
の
威
じ
は
、撲
落
や
、
開
花
、
撃
竹
、
捲
簾
な
ざ
の
場
合

ご
心
理
的
に
何
等
の
匠

む

ゆ

舜
を

つ
け
ら
れ
ぬ
ε
予
は
信
す
る
。
あ
あ
が
奥
義
書
の
眞
言

で
あ
る
。
此

に
も
亦

一
っ
の
「
心
経
」
が
開
か
れ
て
居

る
。

灘
宗

に
お
け

る
「
心
経
」
の
意
義
に
氣
が

つ
い
だ
の
は
、
實
は
此
の
ヶ
ー
ナ
、
ウ

メ

ニ
シ
ヤ
ツ
ド
の
句
か
ら
で
あ
る
。

　

　
　

　

爾
「
娑
婆

詞
」
、師
ち
「
心
経
」
呪
文
の
結
尾
に
あ

る
不
思
議

な

圃
句
、
こ
れ
は
こ
の
眞
言
や
陀
羅
尼
に
も
あ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
語
の
原
來
の
意
義
に

つ
き
て
も
、或
は
掲
帝
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
な
い
か
と
思
ふ
。
猶
考
慮
を
要
す

る
。
(完
)

灘
宗
定
般
若
心
経

一三


