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翻
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―
阿

部

美

香

国
宝
醍
醐
寺
聖
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
教
の
一
部
を
な
す
﹃
尊そ
ん
し
ょ
う
だ
ら
に
な
ら
び
に

勝
陀
羅
尼
并
般は
ん
に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う

若
心
経
発ほ
つ
が
ん願
﹄
一
巻
︵
醍
醐
寺
蔵
︶
は
︑
宣
陽
門
院
覲き
ん
し子
︵
一
一
八
一
~
一
二
五
一
︶
を
願
主
と
し
︑
貞
応
二
年

︵
一
二
二
三
︶
十
二
月
十
四
日
に
建
立
供
養
さ
れ
た
醍
醐
寺
閻
魔
王
堂
の
儀
礼
に
用
い
る
た
め
に
︑
遍
智
院
成せ
い
げ
ん賢
︵
一
一
六
二
~
一
二
三
一
︶
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
鎌
倉
時

代
中
期
の
儀
礼
テ
ク
ス
ト
で
あ
る︵
１
︶︒
奥
書
に
﹁
此
発
願
詞
者
︑
故
解
脱
上
人
草
也
︒
為
炎
魔
王
堂
所
作
︑
書
写
了
︒
貞
応
二
年
七
月
十
五
日
︑
東
寺
沙
門
成
賢
﹂
と
記
さ
れ

る
こ
と
か
ら
︑
本
書
は
建
立
供
養
の
半
年
前
に
あ
た
る
七
月
十
五
日
に
︑
閻
魔
王
堂
の
所
作
と
す
る
た
め
に
︑
解げ

脱だ
つ

房ぼ
う

貞じ
ょ
う

慶け
い

︵
一
一
五
五
~
一
二
一
三
︶
の
作
に
な
る
発
願

の
詞こ
と
ばに
基
づ
い
て
成
賢
が
書
写
し
た
も
の
と
知
ら
れ
る
︒

貞
慶
は
︑
鎌
倉
時
代
初
期
の
南
都
を
代
表
す
る
学
僧
で
あ
り
︑
笠
置
に
遁
世
し
た
の
ち
も
仏
教
の
復
興
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
︑
講
式
作
者
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
龍
谷
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
﹃
諸
講
式
集︵
２
︶﹄
は
︑﹁
応
永
丙
子
﹂︵
一
三
九
六
年
︶
の
書
写
奥
書
を
持
つ
室
町
期
写
本
の
近
代
の
写
し
で
あ
る
が
︑
巻
末
に

﹁
笠
置
解
脱
上
人
貞
慶
御
作
也
﹂
と
付
記
す
る
よ
う
に
︑
貞
慶
の
講
式
集
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
﹃
琰
魔
講
式
﹄
の
題
で
収
め
ら
れ
た
本
文
は
︑
希
有
な
こ

と
に
︑
成
賢
の
書
写
し
た
﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
が
﹃
琰
魔
講
式
﹄
の
題

を
付
し
て
貞
慶
の
作
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒
管
見
の
限
り
︑
閻
魔
王
を
本
尊
と
す
る
講
式
は
他
に
例
を
見
な
い
上
に
︑
醍
醐
寺
閻
魔
王
堂
は
︑

鎌
倉
時
代
後
期
以
降
︑
各
地
に
誕
生
す
る
閻
魔
堂
の
先
駆
け
を
成
す
︒
そ
こ
に
貞
慶
の
儀
礼
テ
ク
ス
ト
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
閻
魔
王
の
も
と
に
成
り
立
つ
冥
府
と

儀
礼
の
展
開
を
考
え
る
上
で
も
注
目
さ
れ
る
︒

そ
の
解
明
の
た
め
に
︑
本
稿
で
は
﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
の
全
文
を
翻
刻
紹
介
す
る
と
と
も
に
︑﹃
琰
魔
講
式
﹄
と
の
校
異
を
示
し
︑
出
典
を
明
ら
か
に
し

て
︑
そ
の
特
色
を
提
示
し
た
い
︒
な
お
︑
資
料
名
に
用
い
ら
れ
る
﹁
焰
魔
﹂﹁
琰
魔
﹂
の
表
記
は
そ
れ
ぞ
れ
の
典
拠
に
従
い
つ
つ
︑
本
文
は
﹁
閻
魔
﹂
の
表
記
で
統
一
す
る
︒

＊
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﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
は
︑
通
例
の
講
式
の
如
く
︑
表
白
段
を
設
け
法
会
の
旨
趣
や
願
を
複
数
の
段
に
分
か
っ
て
述
べ
る
形
式
を
持
た
な
い
こ
と
か
ら
︑
の
ち

に
講
式
と
し
て
も
通
用
す
る
も
の
の
︑
本
来
は
貞
慶
に
よ
り
発
願
文
と
し
て
作
ら
れ
︑
そ
れ
を
成
賢
が
書
写
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
︒
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑

た
と
え
臨
終
に
お
い
て
正
念
を
誤
り
地
獄
に
堕
ち
た
と
し
て
も
︑
閻
魔
王
の
呵
責
を
も
っ
て
最
後
の
十
念
を
唱
え
︑
念
仏
往
生
を
遂
げ
た
い
と
の
﹁
大
願
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ

の
た
め
に
︑
釈
迦
と
弥
陀
︑
弥
勒
を
は
じ
め
︑
普
賢
や
文
殊
︑
観
音
︑
地
蔵
な
ど
諸
仏
菩
薩
の
加か

び被
を
憑た
の

み
︑
殊
に
閻
魔
王
を
拝
し
て
︑﹃
般
若
心
経
﹄
と
尊
勝
陀
羅
尼
の
功

験
を
讃
え
︑
閻
魔
王
の
誓
約
に
照
ら
し
て
︑
死
し
て
赴
い
た
冥
府
で
呪
を
誦
し
て
罪
人
を
救
い
自
ら
も
蘇
生
し
た
王
少
府
や
七
度
還
俗
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
往
生
を
遂
げ

た
雄お
う

俊し
ゅ
んの
先
蹤
を
掲
げ
︑
念
仏
往
生
の
現
証
を
示
し
︑
理
こ
と
わ
りを
説
い
て
︑
己
の
願
念
を
訴
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒　

﹃
琰
魔
講
式
﹄
と
対
校
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
の
特
色
は
︑
第
一
に
︑
本
文
の
末
尾
に
﹁
幽
賛

　

﹂﹁
幽
賛
尺

﹂﹁
善
珠
尺

﹂﹁
見
心
地

観
経　

﹂
と

い
っ
た
具
合
に
︑
出
典
が
割
書
で
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
︒
こ
の
う
ち
﹁
幽
賛

　

﹂
は
慈
恩
大
師
基
に
よ
る
玄
奘
訳
﹃
般
若
心
経
﹄
の
注
釈
書
で
あ
り
︑﹁
善
珠
尺

﹂
は
唯
識
・

因
明
学
の
祖
と
仰
が
れ
る
興
福
寺
僧
善ぜ
ん

珠じ
ゅ

︵
七
二
三
~
七
九
七
︶
の
注
釈
書
と
思
し
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
注
記
は
︑﹃
琰
魔
講
式
﹄
で
は
一
部
を
除
き
略
さ
れ
て
い
る
も

の
の
︑
法
相
宗
の
祖
師
で
あ
る
玄
奘
三
蔵
︵
六
〇
二
~
六
四
四
︶
や
慈
恩
大
師
基き

︵
六
三
二
~
六
八
二
︶
ひ
い
て
は
善
珠
の
系
譜
に
連
な
る
貞
慶
が
︑
ど
の
よ
う
に
発
願
の

詞
を
創
り
上
げ
た
の
か
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
な
る
点
で
重
要
で
あ
る
︒
な
か
で
も
︑
観
音
が
玄
奘
に
﹃
般
若
心
経
﹄
を
授
け
た
と
き
に
告
げ
た
﹁
我
持
テ
リ

　

三
世
諸
仏
心
要

4

4

法
門
﹂
の
詞こ

と
ばは

︑
玄
奘
に
よ
る
臨
終
の
詞
と
と
も
に
貞
慶
の
﹃
心
要
抄
﹄
に
引
か
れ
︑
そ
の
表
題
の
拠

よ
り
ど
こ
ろに

も
な
っ
た
鍵
語
で
あ
る(

3
)︒

こ
れ
を
︑﹁
見
傳
中

﹂
と
注
記
し
て
掲
げ
る
こ

と
は
︑
貞
慶
の
重
ん
ず
る
発
菩
提
心
と
も
関
わ
り
注
目
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
無
常
を
観
ず
る
﹁
屠
所
之
羊
︑
今
幾
カ
　

歩
ミ
　

閻
浮
之
道
ヲ一

︑
閻
魔
之
使
︑
何
ノ
　

日
カ
　

臨
マ
ム

　

草
庵
之
樞
ニ一

﹂

の
一
文
は
︑﹁
閻
浮
之
道
﹂
を
﹁
无
常
之
道
﹂︑﹁
草
庵
之
樞
﹂
を
﹁
朽
宅
之
窓
﹂
と
置
き
替
え
て
︑
や
は
り
貞
慶
の
﹃
道
心
祈
誠
状
﹄
や
﹃
愚
迷
発
心
集
﹄
に
用
い
ら
れ
て
い

た
︒
こ
れ
ら
の
出
典
や
文
は
︑﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
及
び
﹃
琰
魔
講
式
﹄
が
︑
確
か
に
貞
慶
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
く
れ
る
︒

﹃
琰
魔
講
式
﹄
に
な
く
﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
の
み
が
有
す
る
第
二
の
特
色
は
︑﹁
齢
猶
四
旬
︑
雖
非
窮
老
︑
力
随
年　
一

衰
︑
病
追
日　
一

重
︒
本
ヨ
リ

　

存
シ
キ

　

我
命
ノ
　

短

カ
ヽ
ラ
ム
コ
ト
ヲ

　
　
　
　
　
　

︒
果
シ
テ

　

又
︑
悟
ヌ
　

此
ノ
　

死
相
ヲ一

︒﹂
と
い
う
述
懐
の
一
文
に
よ
り
︑
貞
慶
の
著
述
の
時
期
を
推
定
す
る
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
︒
こ
こ
に
﹁
齢
四
旬
﹂
と
述

べ
る
詞
は
︑
書
写
者
で
あ
る
成
賢
が
当
時
六
二
歳
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
成
賢
で
は
な
く
︑
貞
慶
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
貞
慶
が
四
十
の
齢
を
迎
え
る
の
は
︑

建
久
五
年
︵
一
一
九
四
︶
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
は
貞
慶
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
と
っ
て
画
期
と
な
る
︑
笠
置
隠
遁
の
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
年
︑
貞
慶
は
十
一

年
に
わ
た
っ
て
書
写
し
た
大
般
若
経
を
納
め
る
般
若
台
を
笠
置
寺
に
造
立
す
る
︒﹃
心
要
抄
﹄
が
編
ま
れ
る
の
は
︑
翌
六
年
の
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
︵
４
︶

第
三
の
特
色
は
︑﹃
琰
魔
講
式
﹄
に
﹁
釈
尊
之
本
願
﹂﹁
南
無
釈
迦
牟
尼
仏
之
名
号
﹂
と
説
く
と
こ
ろ
を
︑﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
が
﹁
弥
陀
之
本
願
﹂﹁
南
無

阿
弥
陀
仏
之
六
字
﹂
と
記
し
て
︑
弥
陀
の
四
十
八
願
に
強
く
訴
え
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
︒
貞
慶
が
唐
招
提
寺
の
釈
迦
念
仏
会
の
創
始
者
で
あ
る
こ
と
を
想
起
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す
れ
ば
︑﹃
琰
魔
講
式
﹄
に
見
え
る
釈
迦
念
仏
を
重
視
す
る
姿
勢
は
︑
貞
慶
の
釈
迦
・
舎
利
へ
の
信
仰
に
基
づ
く
思
想
を
反
映
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
一
方

で
︑
弥
陀
の
念
仏
を
も
っ
て
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
希
求
す
る
姿
勢
は
︑
醍
醐
寺
閻
魔
王
堂
が
阿
弥
陀
院
と
一
体
の
宗
教
空
間
を
構
成
し
︑
成
賢
の
浄
土
往
生
の
大
願
を
支

え
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
に
照
ら
せ
ば
︑
そ
れ
は
成
賢
に
と
っ
て
も
重
要
な
信
仰
表
明
で
あ
っ
た
︒
︵
５
︶　

そ
の
大
願
を
閻
魔
王
に
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
︑﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
が
﹁
仏
子
﹂
や
﹁
我
﹂︑﹁
我
願
﹂
と
一
人
称
の
表
現
で
一
貫
す
る
と
こ
ろ
を
︑﹃
琰
魔

講
式
﹄
が
﹁
我
等
﹂︑﹁
一
結
ノ
衆
﹂︑﹁
衆
望
﹂
と
し
て
お
り
︑
講
を
結
ぶ
一
同
を
代
表
し
て
導
師
が
述
べ
る
詞
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
︒﹃
琰
魔
講
式
﹄
が
出
典
注

記
を
省
略
し
︑
前
述
し
た
貞
慶
の
述
懐
の
詞
を
﹁
齢
日
々
傾
キ
　

︑
力
ハ
　

年
ニ々
　

衰
フ
　

﹂
と
い
う
具
合
に
一
般
化
し
た
表
現
を
と
る
の
は
︑
よ
り
汎
用
性
の
高
い
本
文
に
整
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
示
す
︒
つ
ま
り
︑﹃
琰
魔
講
式
﹄
は
︑﹃
尊
勝
陀
羅
尼
般
若
心
経
発
願
﹄
と
し
て
成
賢
に
よ
り
写
し
改
め
ら
れ
た
の
ち
に
︑
後
人
に
よ
り
﹃
琰
魔
講
式
﹄
と
い

う
題
に
改
め
ら
れ
︑
流
伝
し
た
形
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
両
書
を
比
較
し
て
み
れ
ば
︑
貞
慶
が
起
草
し
︑
醍
醐
寺
閻
魔
王
堂
の
儀
礼
テ
ク
ス
ト
と
し
て

用
い
ら
れ
た
本
来
の
発
願
文
と
し
て
の
あ
り
方
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
と
同
時
に
︑﹃
琰
魔
講
式
﹄
と
し
て
流
布
す
る
に
至
る
動
態
が
浮
か
び
あ
が
り
︑
重
層
し
た
資
料
的
価
値

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

あ
ら
た
め
て
︑
こ
の
発
願
文
が
本
尊
閻
魔
王
の
前
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
場
を
観
念
す
る
と
き
︑
聴
衆
に
と
っ
て
最
も
印
象
深
く
迫
り
来き
た

る
の
は
︑
閻
魔
王
の
呵
責
の
詞
で

あ
り
︑
そ
れ
を
蒙
っ
た
﹁
我
﹂﹁
仏
子
﹂︵
す
な
わ
ち
貞
慶
自
身
︶
が
こ
れ
に
応
え
て
弁
明
す
る
そ
の
詞
で
あ
ろ
う
︒
醍
醐
寺
閻
魔
王
堂
で
は
︑
成
賢
に
よ
る
絵︵
６
︶銘に
よ
っ
て
︑

発
願
の
詞
の
う
ち
に
尊
勝
陀
羅
尼
や
念
仏
利
益
の
先
蹤
と
し
て
引
か
れ
る
王
少
府
と
雄
俊
の
説
話
が
︑
本
尊
の
周
囲
に
描
か
れ
た
地
獄
絵
と
共
に
描
き
込
ま
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
る
︒
導
師
が
読
み
上
げ
る
詞
を
受
け
て
結
縁
す
る
聴
聞
の
人
々
は
︑
閻
魔
王
の
裁
き
の
儀
に
臨
む
己お
の
れを
ま
の
あ
た
り
に
観
念
し
︑
懺
悔
し
て
︑
発
心
の
覚
悟

を
励
ま
し
て
︑
共
に
念
仏
を
称
え
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

い
っ
た
い
︑
貞
慶
は
こ
の
発
願
の
詞
を
ど
こ
で
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
冒
頭
の
敬
白
に
則
し
て
み
た
と
き
︑
釈
迦
︑
弥
陀
︑
弥
勒
を
は
じ
め
︑
普
賢
文
殊
︑
観
音
地
蔵

な
ど
諸
仏
菩
薩
の
加
被
を
憑
み
︑
殊
に
閻
魔
王
に
祈
る
場
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
︑
釈
迦
の
霊
山
浄
土
と
も
観
念
さ
れ
︑
ま
た
弥
勒
の
都
率
内
院
に
も
至
る
笠
置
寺
で
あ

り
︑
な
に
よ
り
︑
貞
慶
が
十
一
年
に
わ
た
っ
て
書
写
し
た
大
般
若
経
を
納
め
る
般
若
台
で
あ
る
︒
貞
慶
が
建
久
五
年
︵
一
一
九
四
︶
に
造
営
し
た
般
若
台
に
は
︑
そ
の
厨
子

扉
絵
に
︑
守
護
の
四
天
や
玄
奘
三
蔵
ら
と
と
も
に
︑
閻
魔
王
が
描
か
れ
て
い
た
︒
そ
の
姿
は
︑
興
福
寺
に
伝
わ
る
厨
子
扉
絵
か
ら
︑
忿
怒
の
形
相
を
あ
ら
わ
し
︑
手
に
罪
人

の
名
や
罪
状
を
記
す
牒
を
開
い
て
︑
呵
責
の
声
を
響
か
せ
る
閻
魔
王
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る︵
７
︶︒
翌
建
久
六
年
︑
貞
慶
は
﹃
心
要
抄
﹄
を
撰
述
し
︑
建
久
七
年
に
は
︑
般
若

台
で
﹃
弥
勒
講
式
﹄﹃
誓
願
舎
利
講
式
﹄﹃
欣
求
霊
山
講
式
﹄
な
ど
の
講
式
を
次
々
と
作
り
つ
つ
︑
そ
の
行
を
実
践
し
な
が
ら
︑
春
日
明
神
を
勧
請
し
て
小
社
を
造
立
し
︑
笠

置
寺
法
華
八
講
の
勧
進
状
を
草
し
て
︑
笠
置
の
宗
教
空
間
の
発
展
に
尽
く
し
て
い
る
︒
︵
８
︶
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こ
の
よ
う
に
︑
般
若
台
に
象
徴
さ
れ
る
大
般
若
の
衆
会
と
法
華
の
霊
山
浄
土
を
望
む
場
に
お
い
て
こ
そ
︑
般
若
の
功く
り
き力
と
尊
勝
陀
羅
尼
の
功く

能の
う

を
も
っ
て
︑
閻
魔
王
に
浄

土
往
生
の
大
願
を
発
起
す
る
詞
が
起
草
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
れ
は
︑
己
の
罪
障
を
自
覚
し
て
懺
悔
発
心
の
心
を
励
ま
す
貞
慶
の
無
常
の
詞
や
︑﹃
弥
勒
講
式
﹄
を
は
じ

め
と
す
る
数
々
の
講
式
の
撰
述
と
も
響
き
合
っ
て
い
た
だ
ろ
う
︒
ま
た
般
若
台
の
扉
絵
に
描
か
れ
具
象
化
さ
れ
た
閻
魔
王
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
貞
慶
の
最
晩
年
に
造
立
の
始
ま

る
海
住
山
寺
五
重
塔
初
層
内
陣
扉
絵
の
閻
魔︵
９
︶王と
も
繋
が
り
合
い
︑
発
菩
提
心
を
真
摯
に
求
め
た
貞
慶
の
信
仰
実
践
を
促
す
象
徴
と
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
︒
成
賢
が
醍
醐

寺
閻
魔
王
堂
の
建
立
に
際
し
︑
貞
慶
の
発
願
の
詞
を
書
写
し
て
用
い
た
の
も
︑
そ
れ
が
貞
慶
の
般
若
台
建
立
に
際
し
て
発
願
さ
れ
︑
閻
魔
王
に
捧
げ
た
詞
で
あ
っ
た
が
ゆ
え

で
は
な
か
っ
た
か
︒
成
賢
は
承
久
の
乱
が
起
こ
る
ま
で
︑
後
鳥
羽
院
の
修
法
を
担
っ
た
東
密
を
代
表
す
る
真
言
僧
で
あ
り
︑
願
主
で
あ
る
宣
陽
門
院
は
︑
後
鳥
羽
院
の
皇
統

を
守
る
い
わ
ば
後
見
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
鳥
羽
院
に
︑
法
相
宗
の
教
え
を
講
義
し
て
﹃
中
宗
報
恩
講
式
﹄
を
献
じ
︑
笠
置
寺
へ
の
御
幸
を
迎
え
て
宸
筆
﹃
瑜

伽
論
﹄
の
供
養
導
師
を
つ
と
め
た
の
が
貞
慶
な
の
で
あ
る
︒

承
久
の
乱
に
よ
る
後
鳥
羽
院
の
隠
岐
流
罪
と
い
う
驚
天
動
地
の
事
態
に
直
面
し
︑
一
旦
は
崩
壊
し
た
社
会
の
あ
ら
た
な
秩
序
の
回
復
が
求
め
ら
れ
る
な
か
で
造
営
さ
れ
た

醍
醐
寺
閻
魔
王
堂
は
︑
願
主
や
僧
侶
た
ち
自
身
の
得
脱
往
生
の
み
を
祈
る
場
と
し
て
企
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
︒
そ
こ
は
︑
閻
魔
王
の
許
で
法
華
経
と
念
仏
︑﹃
般
若
心
経
﹄

と
陀
羅
尼
の
霊
験
を
介
し
て
︑
後
鳥
羽
院
の
惹
き
起
こ
し
た
事
態
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
無
常
を
観
念
さ
せ
︑
罪
障
の
懺
悔
滅
罪
を
は
か
り
一
切
衆
生
を
往
生
へ
と
い
ざ
な
う
︑

利
他
の
実
践
修
行
の
場
で
あ
り
結
縁
の
空
間
で
あ
っ
た
︶
10
︵

︒
そ
の
所
作
と
し
て
︑
貞
慶
に
よ
っ
て
発
願
さ
れ
た
﹃
般
若
心
経
﹄
の
転
読
や
尊
勝
陀
羅
尼
の
念
誦
は
︑
醍
醐
寺
閻

魔
王
堂
に
お
い
て
も
︑
本
尊
閻
魔
王
に
﹁
心
中
の
大
願
﹂
を
訴
え
る
う
え
で
︑
欠
か
せ
な
い
祈
り
の
詞
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
成
賢
が
書
写
し
た
﹁
七
月
十
五
日
﹂
は
︑

仏
教
の
伝
統
に
お
い
て
は
盂
蘭
盆
に
あ
た
る
と
同
時
に
︑﹃
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
﹄︵
仏
陀
波
利
訳
︶
に
拠
れ
ば
︑
尊
勝
陀
羅
尼
の
功
徳
を
閻
魔
王
に
廻
向
す
る
日
で
あ
る
︒

お
そ
ら
く
成
賢
は
︑
自
身
の
為
に
写
し
改
め
た
﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
を
読
み
上
げ
て
︑﹃
般
若
心
経
﹄
の
転
読
と
尊
勝
陀
羅
尼
の
念
誦
を
醍
醐
寺
閻
魔
王
堂
に

お
け
る
毎
月
十
五
日
の
恒
例
の
仏
事
と
し
︑
ま
た
七
月
十
五
日
の
年
中
行
事
と
し
て
創
始
し
た
の
だ
ろ
う
︒

そ
の
た
め
の
要か
な
めと
し
て
貞
慶
の
著
作
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
最
後
に
︑
醍
醐
寺
閻
魔
王
堂
の
願
主
で
あ
っ
た
宣
陽
門
院
に
よ
る
主
体
的
な
関
与
を
考
慮
に
入

れ
る
必
要
性
も
提
起
し
て
お
き
た
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
宣
陽
門
院
は
晩
年
に
東
寺
西
院
御
影
堂
で
舎
利
講
を
創
始
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
本
尊
や
仏
具
を
含
む
施
入
を
行
う
と
と

も
に
︑
貞
慶
の
舎
利
講
式
を
用
い
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︶
11
︵

︒
貞
慶
の
講
式
を
宣
陽
門
院
が
用
い
る
先
蹤
と
し
て
︑
醍
醐
寺
閻
魔
王
堂
の
儀
礼
空
間
の
創
出
を

捉
え
る
な
ら
ば
︑
成
賢
が
貞
慶
の
発
願
の
詞
を
書
写
す
る
に
あ
た
っ
て
も
︑
宣
陽
門
院
の
意
向
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
︒
こ
こ
に
︑
宗
教
的
主
体
と
し
て
の
中

世
の
女
院
に
よ
る
宗
教
空
間
の
創
出
と
︑
こ
れ
を
支
え
た
高
僧
の
役
割
と
い
う
新
た
な
課
題
が
浮
上
す
る
︒
本
資
料
紹
介
は
︑
そ
の
解
明
に
向
け
た
試
み
の
一
歩
で
あ
る
︒
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注

︵
1
︶
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史
料
画
像
閲
覧
シ
ス
テ
ム
︵H

i-C
AT Plus

︶
に
て
閲
覧
︒﹃
醍
醐
寺
文
書
聖
教
目
録
﹄︵
一
四
五
函
六
号
︶
の
書
誌
情
報
に
よ
れ
ば
︑
成
賢
筆
︑
巻
子
装
斐
紙

︵
雲
母
引
︶︑
表
紙
茶
染
金
銀
箔
散
︑
銀
雲
母
引
︑
縦
二
九
・
〇
㎝
︑
横
二
二
・
七
㎝
︑
八
紙
と
あ
り
︑
新
補
覆
紙
裏
書
の
外
題
は
賢
俊
筆
跡
と
す
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
新
補
覆
紙
の
上
書
に
あ

た
る
外
題
右
肩
に
は
︑﹁
火
六
号
﹂
の
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
︒
奈
良
国
立
博
物
館
特
別
展
図
録
﹃
国
宝
醍
醐
寺
の
す
べ
て
﹄︵
二
〇
一
四
年
︶
に
収
録
︑
作
品
番
号
八
四
参
照
︒

︵
2
︶
関
口
靜
雄
﹁
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
﹃
諸
講
式
集
﹄﹂︵﹃
学
苑
﹄ 

六
七
二
︑一
九
九
六
年
︶
に
よ
り
翻
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

︵
3
︶
楠
淳
證
﹃
心
要
鈔
講
読
﹄︵
永
田
文
昌
堂
︑
二
〇
一
〇
年
︶
序
論
︑
第
八
章
﹁
覚
母
門
﹂
参
照
︒

︵
4
︶
注
︵
3
︶
前
掲
書
︑
序
論
参
照
︒

︵
5
︶
阿
部
美
香
﹁
堕
地
獄
と
蘇
生
譚
―
醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
絵
銘
を
読
む
―
﹂︵﹃
説
話
文
学
研
究
﹄
四
〇
︑二
〇
〇
五
年
︶︒

︵
6
︶﹃
焰
魔
王
堂
絵
銘
﹄︒
阿
部
美
香
﹁
醍
醐
寺
焔
魔
堂
史
料
三
題
﹂︵﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄
一
〇
九
︑
二
〇
〇
四
年
︶
に
翻
刻
本
文
を
収
録
す
る
︒

︵
7
︶
興
福
寺
蔵
﹁
護
法
善
神
像
﹂︵
鎌
倉
時
代
中
期
︶
は
︑
笠
置
寺
般
若
台
厨
子
扉
絵
を
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
奈
良
国
立
博
物
館
・
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
特
別
展
図
録
﹃
解

脱
上
人
貞
慶
﹄︵
二
〇
一
二
年
︶
作
品
番
号
三
六
参
照
︒　
　

︵
8
︶
笠
置
寺
を
め
ぐ
る
貞
慶
の
宗
教
構
想
に
つ
い
て
は
︑
舩
田
淳
一
﹃
神
仏
と
儀
礼
の
中
世
﹄︵
法
蔵
館
︑
二
〇
一
一
年
︶
参
照
︒

︵
9
︶
五
重
塔
は
貞
慶
存
命
中
に
造
営
が
は
じ
ま
り
︑
一
周
忌
に
あ
た
る
建
保
二
年
︵
一
二
一
四
︶
に
供
養
さ
れ
︑
弟
子
で
あ
る
覚
真
が
仏
舎
利
を
納
め
て
い
る
︒
注
︵
7
︶
前
掲
図
録
作
品
番

号
一
二
三
参
照
︒

︵
10
︶
醍
醐
寺
蔵
﹃
遍
智
院
僧
正
御
房
御
臨
終
并
中
陰
没
後
記
﹄︵
一
一
八
函
二
号
︶
に
よ
れ
ば
︑
成
賢
の
臨
終
お
よ
び
没
後
追
善
の
儀
に
お
い
て
︑
弥
陀
念
仏
や
法
華
経
読
誦
と
と
も
に
︑
尊
勝

陀
羅
尼
が
誦
さ
れ
て
い
る
︒

︵
11
︶
阿
部
美
香
﹁
宣
陽
門
院
の
宗
教
空
間
に
お
け
る
ほ
と
け
と
こ
と
ば
―
東
寺
西
院
御
影
堂
の
中
世
的
発
展
と
貞
慶
の
﹃
舎
利
講
式
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵
近
本
謙
介
編
﹃
こ
と
ば
・
ほ
と
け
・
図

像
の
交
響
―
法
会
・
儀
礼
と
ア
ー
カ
イ
ヴ
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
二
二
年
︶︒

謝
辞

 

　

本
資
料
の
紹
介
を
御
許
可
く
だ
さ
い
ま
し
た
醍
醐
寺
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
な
お
︑
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
︵
一
九
Ｋ
〇
〇
三
一
九
︶
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
す
︒
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［
凡
例
］

一
︑
醍
醐
寺
聖
教
一
四
五
函
六
号
﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
を
底
本
と
す
る
︒

一
︑
本
文
の
表
記
や
返
点
︑
句
切
墨
点
︑
中
略
記
号
︵
〇
︶
は
︑
底
本
に
従
っ
て
示
し
た
︒

明
ら
か
な
誤
字
は
︑
文
字
の
右
傍
に
︵
マ
マ
︶
と
付
し
た
︒

一
︑
補
入
指
示
の
あ
る
も
の
は
そ
れ
に
従
い
︑
文
字
の
右
側
に
・
を
付
し
︑
補
入
で
あ
る
こ

と
を
明
示
し
た
︒

一
︑
行
頭
に
行
数
を
掲
げ
︑
紙
継
ぎ
の
箇
所
を　

﹂　

で
示
し
た
︒

一
︑
読
解
の
便
と
し
て
︑
私
に
句
読
点
を
施
し
た
︒

一
︑
校
異
に
は
︑
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
﹃
諸
講
式
集
﹄
所
収
﹃
琰
魔
講
式
﹄
を
対
校
本
に
用

い
︑
本
文
の
主
要
な
異
同
を
遠
し
番
号
を
付
し
て
示
し
た
︒

一
︑
出
典
に
関
す
る
注
記
は
︑
本
文
の
行
数
を
掲
げ
て
示
し
た
︒
出
典
の
略
号
は
以
下
の
通

り
︒
大
正
新
修
大
蔵
経
=
大
正
︑
日
本
大
蔵
経
=
日
蔵
︒
な
お
︑
大
正
新
修
大
蔵
経
の

検
索
に
は
︑
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
蔵
経
Ｄ
Ｂ
︵
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
Ｄ
Ｂ
研
究
会
︶
を
利
用

し
た
︒

［
翻
刻
］

 

尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
成
賢
僧
正
筆

　
　
　
　

　
　

 

﹂
新
補
覆
紙
上
書

　
　
　
　
　

　

 

　
　
　
　

成
賢
御
筆　

 

尊
勝
陀
羅
尼
般
若
心
経
発
願　

一
巻　
　
　

﹂
新
補
覆
紙
裏
書

　
　
　
　
　

　

1 

尊①

勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願

 

三②

礼　

如
来
唄　

啓
白　

 

敬
白
恩
徳
廣
大
釋
迦
大
師
︑
誓
度
娑
婆
阿

 

弥
陀
佛
︑
當
來
導
師
大
聖
慈
尊
︑
十
方
三

5 

世
諸
佛
如
来
︑
三
世
覺
母
般
若
妙
典
︑
佛
頂
尊

 

勝
大
陀
羅
尼
︑
普
賢
文
殊
観
音
地
蔵
︑
同
躰

 

別
躰
一
切
三
寶
︑
佛
法
護
持
梵
尺
龍
天
︑
殊

 

閻
魔
法
王
︑
冥
官
冥
衆
而
言
︒
方
今
︑
佛
子
以

 

深
キ
志
シ
厚
キ
誠
一
︑
毎
月
ニ
點
一
日
一
︑
轉
讀
般
若
心
経
其巻
③
︑

10 

念
誦
尊
勝
陀
羅
尼
一
千
遍
一
︑
殊
奉
廻
向
琰

 

魔
大
王
一
︑
有
リ
祈
コ
ト
心
中
大
願
一
︒
夫
︑
般
若
経
者
︑
是

 

諸
ノ
善
法
ノ
生
母
養
母
ナ
リ
︒
一
切
ノ
菩
薩
ノ
最
初
發
心
︑

 

乃
至
菩
提
・
所
有
功
徳
︑
皆
依
般
若
而
出
現
ス
ル
カ　

 

故
ニ
︑
経
文
欲
ハ
ヽ
下

得
ム
ト
中
々
世
ノ々
善
心
善
願
善
行
相
續
シ
○
︑

15 

常
ニ
見
上
リ
諸
佛
ヲ一
︑
恒
聞キ
ヽ

正
法
ヲ一
︑
得エ

佛
ノ
覚
悟
ヲ一
︑
蒙
ル
コ
ト
ヲ

中　
　

 

佛
ノ
憶

 

念
教
誡
教
授
ヲ上
︑
應
學
般
若
経
︒
欲
ハ
ヽ
四

令
ム
ト
三

盡
虚

 

空
界
ノ
一
切
有
情
ヲ
皆
安
二
住
六
波
羅
蜜
ニ一
︑
應
學
般

 

若
取
心
︒
一
ヒ
経
ル
ヽ
其
耳
一
善
根
力
ノ
故
ニ
︑
定
得
無
上
正　

 

﹂

 

等
菩
提
一
経
︒
悪
魔
外
道
︑
不
能
稽
留
ス
ル
コ
ト

一

︒
四
大
天

20 

王
︑
及
餘
天
衆
︑
常
随
テ
擁
衛
シ
︑
令
ム
一
切
ノ
時
ニ
善
ヲ
増
シ
悪
ヲ
滅
セ一
経
︒ 

 
假タ
ト
ヒ使
殺
害
ス
ト
モ
三
界
所
攝
ノ
一
切
有
情
ヲ一
︑
而
不
三
由
テ
斯
ニ
堕
二　

 
於
地
獄
傍
生
鬼
界
ニ一
︒
以
ノ
能
ク
調
伏
ス
ル
ヲ
一
切
ノ
煩
悩
随
煩

 

悩
悪
業
等
ヲ一
故
︑
已
上
幽
賛
ニ
ハ
廣
引
テ
大
般
若
ノ
諸
文
ヲ一
證

心
経
功
能
一
︒
故
知
︑
彼
此
同
也
︒
④　

其
中　　

 

大
経
ハ
︑
随
機
一
︑
文
義
倶
ニ
廣
シ
︒
受
持
傳
習
ス
ル
ニ
︑
或
生
シ
ツ
ヘ
シ
怯
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25 
退
ヲ一
︒
傳
法
ノ
聖
者
︑
録
シ
テ
其
要
旨
一
︑
別
ニ
出
ス
此
経
ヲ一 

幽
賛

尺

⑤
︒

 
故
知
︑
十
六
會
之
肝
心
︑
六
百
軸
之
貞
︵
マ
マ
︶⑥實
也
︒
昔 

 

書
寫
セ
シ
此
一
巻
一
功
徳
︑
猶
同
一
代
ノ
諸
教
一
︒
何
况
︑
於

 

般
若
ノ
一
部
一
︒
廣
略
雖
異
一
︑
其
徳
可
等
カ
ル

一

︒
観
音
大

 

士
現
胡
僧
ノ
形
一
︑
告
唐
ノ
三
蔵
一
云
︑
我
持タ
モ
テ
リ
三
世
諸
佛
心
要

30 

法
門
ヲ一
︒
遂
ニ
授
此
心
経
一
︒
即
依
其
威
力
一
︑
傳
聖
教
ヲ
於
唐 

 

土
ニ一 

見
傳

中
⑦
︒
可
思
︑
一
千
三
百
余
軸
ノ
新
翻
ノ
聖
教
ハ
︑
皆
依
一
経
ノ
力
一
︑

 

所
流
布
一
也
︒
何
况
︑
法
相
一
宗
之
濫
觴
哉
︒
加
之
︑
遍

 

覺
三
蔵
︑
最
後
唱
云
︑
色
薀
不
可
得
ナ
リ
︒
受
薀
不
可
得
ナ
リ
︒

 

想
薀
々
々
ナ々
リ
︒
行
薀
々
々
ナ々
リ
︒
識
薀
々
々
ナ々
リ
︒
不
可
得
モ
々
々
ナ々
リ
︒

35 

即
是
︑
般
若
心
経
ノ
大
意
也
︒
三
蔵
大
師
︑
四
分
三
性
ノ
法
門
︑

 

深
悟
妙
理
︑
八
万
十
二
聖
教
︑
廣
湛
ヘ
下
リ
心
海
ニ一
︒
然
而
︑
最
後

 

臨
終
至
極
ノ
詞
ニ
ハ
︑
既
唱
フ
般
若
空
寂
ノ
一
法
ヲ一
︒
方
知
︑
滅
罪 

 

之
力
︑
此
経
獨
勝
レ
︑
往
生
之
道
︑
此
法
可
シ
ト
足
一
云
事
︒
仍
︑　　
　
　
　

 

﹂

 

生
々
世
ニ々
修
行
シ
テ
般
若
一
︑
願
ハ
悟
リ
無
相
之
妙
理
一
︑
願
施
サ
ム　

40 

無
邊
之
利
益
一
︒
次
︑
尊
勝
陀
羅
尼
者
︑
先
十
方
諸

 

佛
ニ
共
有
聖
徳
一
︒
名
之
一
為
ス
神
ト一
︒
咒
ト
イ
ハ
謂
ク
︑
惣
持
︒
以
一
ノ
略

 

言
ヲ一
︑
具
一
切
佛
法
所
有
功
徳
ヲ一
︒
催
伏
一
切
生
死
怨
敵
ヲ一
︑

 

惣
含
諸
徳
ヲ一
故
名
惣
持
一
大
師
尺
⑧
︒
即
是
︑
菩
提
速
疾

 

之
輪
︑
解
脱
吉
祥
之
海
也
傳
詞
⑨
︒
其
中
︑
此
⑩
経
文

咒
ヲ
名
ク
浄

45 

除
一
切
悪
道
佛
頂
尊
勝
陀
羅
尼
ト一
︒
若
有
人
︑
聞
テ
一
ヒ
経
ハ　

 

 

於
耳
ニ一
︑
先
世
所
造
ノ
一
切
ノ
地
獄
ノ
悪
業
︑
皆
悉
消
滅
経
︒
須

 

臾
モ
得
ハ
聞
一
︑
滅
千
劫
已
來
積
造
セ
ル
悪
業
一
︒
命
欲
ス
ル
ニ
将
ニ
終
ト一
︑

 

須
臾
モ
憶
念
ス
レ
ハ　

○
︑
得
テ
身
口
意
浄
コ
ト
ヲ

一　

︑
身
ニ
無
シ
苦
痛
一
︒
従
此

 

身
一
已
後
︑
更
不
受
胞
胎
之
身
一
︒
所
生
之
處
ニ
蓮
花
ヨ
リ
化

50 

生
シ
テ
︑
一
切
生
處
ニ
憶
持
シ
テ
不
忘
一
︒
日
ニ々
誦
ス
レ
ハ
廿
一
反⑪
一
︑
應
シ
消
ス
一
切

 

世
間
ノ
廣
大
ノ
供
養
ヲ一
︒
捨
身
一
往
生
極
樂
世
界
一
︑
亦
得
往
生

 

種
々
微
妙
ノ
諸
佛
ノ
刹
土
ニ一
︒
若
人
︑
先
造
ラ
ハ
一
切
ノ
極
重
罪

 

業
一
︑
白
月
十
五
日
持
斎
シ
テ
誦
セ
ヨ
千
反⑫
一
︒
乃
至
︑
堕
シ
大
阿
鼻
地

 

獄
一
︑
或
生
セ
ハ
禽
獣
一
︑
取
テ
其
亡
者
ノ
随
ヘ
ル
身
分
ニ一
骨
ヲ一
︑
以
土
一
把
ニ
キ
リ
ヲ一
︑

55 

誦
シ
テ
廿
一
反⑬
一
︑
散
レ
ハ
亡
者
ノ
骨
ノ
上
ニ一
︑
即
得
生
天
ヲ一
︒
書
寫
此
咒
一
︑
安

 

高
幡
上
一
︑
或
安
高
山
一
︑
安
ス
レ
ハ
率⑭

都
婆
中
一
○
︑
或
見ミ

幡
ヲ一
︑

 

或
与ト
モ
ニ
相
ヒ
近
テ
︑
其
影
映
シ
身
ニ一
︑
或
風
吹
テ
陀
羅
尼
ノ
上
ノ
塵
ヲ一
︑

 

落
ト
シ
在ヲ
カ
ハ
身
ノ
上
ニ一
︑
悪
道
之
苦
︑
皆
悉
不
受
一
︒
此
等
衆
生
ハ
︑　　
　
　
　

 

﹂

 

為
一
切
諸
佛
一
之
所
授
記
一
︑
皆
得
不
退
轉
一
已
上
︒
大
聖

60 

文
殊
︑
告
佛
陀
婆
利
ニ一
云
︑
漢
地
ノ
衆
生
ハ
多
造
罪
業
一
︑
出

 

家
之
輩
亦
多
犯
戒
律
一
︒
唯
有
佛
頂
尊
勝
陀
羅

 

尼
経
一
︑
能
滅
除
ス
悪
業
一
見
序
︒
是
以
︑
善
住
天
子
忽
轉
シ
テ　

 

七
日
壽
限
一
︑
永
離
ル
七
反⑮

悪
報
一
︒
速
疾
利
益
︑
不
可
具　

 

述
︒
方
今
︑
奉オ
ム

為タ
メ
ニ
閻
魔
法
王
一
︑
殊
誦
ス
此
咒
一
︒
恃
⑯
タ
ノ
ム
経
文
一　

65 
故
也
︒
経
云
︒
閻
魔
羅
法
王
︑
於
時
ノ
夜
分
ニ一
︑
來
詣
佛⑰

所
一
○
︒

 
而
作サ
ク

是
言
一
︑
我
聞
テ五
如
來
ノ
演
説
シ
テ
讃
シ
下
ヲ

四　
　

持
ス
ル

二

大
力
ノ
陀
羅
尼
ヲ一
者
ヲ三
︑

 

我
常
ニ
随
逐
シ
守
護
シ
テ
︑
不
四
令
三
持
者
ヲ
堕
二
於
地
獄
ニ一
文
⑱
︒
親
リ
於　

 

 

如
來
御
前
一
︑
自
述
下
此
言
ヲ一
︒
誓
約
無
ク
ハ
忘
一
︑
豈
軽
メ
下
ム
ヤ
持
誦
ヲ一
乎
︒



醍醐寺蔵『尊勝陀羅尼并般若心経発願』

（ 28 ）

 
加
之
︑
昔
有
リ
キ
王
少
府
ト
云
モ
ノ

一　
　
　

︒
持
誦
シ
テ
此
咒
一
︑
死
シ
テ
経
タ
リ
七
日
ヲ一
︒
二
ノ
使
者

70 
追
少
府
一
行
ク
︑
至
テ
一
大
樹
下
一
︑
使
者
及
少
府
暫
ク
息ヤ
ス
ム
︒
少

 

府
閇
テ
目
一
誦
ス
ル
コ
ト
此
咒
一
三
七
返⑲

︑
擧
目
一
見
ル
ニ
︑
不
四
知
三
使
者
ノ
所
ヲ二
去
ル一
︒ 

 

四
人
亦
至
テ
︑
跪ヒ
サ
マ
ツ
キ
テ

言
︑
仁
者
修
ス
レ
ハ
何カ
　
ル行
ヲ一
︑
前
ノ
二
ノ
使
者
︑
亦
得
タ
ル
生

 

天
一
︒
願
為
我
一
誦
セ
ヨ
随
言
一
︒
誦
ス
ル
ニ
三
七
返
一
︑
又
忽
不
見
エ一
︒
須
臾
ニ　

 

 

一
ノ
神
人
來⑳
ル
︒
侍
従
甚
盛
ニ
シ
テ
︑
告
少
府
一
云
︑
吾
ハ
是
レ
︑
五
道
ノ　

75 

冥
司
︑
頗
稱
ス
貴
位
ト一
︒
然
モ
︑
為
神
道
ノ一
所ラ
ル

攝
セ一
︒
願
フ
生
セ
ム
ト
天
ニ一
彼カ
ノ　

 

六
人
ハ
︑
以
法
師
ノ
力
一
︑
各
得
生
天
一
︒
今
請
フ
︑
至
テ
弟
子
所
ニ一
与
誦
セ
ヨ　

 

之
一
︒
少
府
相
共
ニ
至
彼カ
ノ

居
所
一
︒
方
圓
数
十
里
ナ
リ
︒
其
中

 

有
テ
諸
罪
人
一
︑
被
㉑
カ
フ
ル種
ノ々
苦
具
ヲ一
︒
与
メ
ニ
彼
ノ
神
人
ノ一
︑
誦
卌
九
反
一
︒　
　
　

 

﹂ 

 

擧
テ
目
一
四ヨ
モ
ニ

顧カ
ヘ
リ
ミ
ル
ニ︑
一
人
モ
不
見
一
︒
唯
有
断タ
エ
タ
ル
鏁ク
サ
リ破
タ
ル
杻テ
カ
シノ
ミ

一

︒
爰
四
人
ノ　

80 

使
︑
稱
シ
テ
王
命
ト一
︑
告
少
府
一
云
︑
乱ミ

タ
リ我
カ
曺サ

ウ

局
ク
ヰ
ヨ
ク

文フ
ン

薄ホ
ヲ一
︑
破
ル
我
カ　

 

冥
司
ヲ一
︒
遂
ニ
駈
テ
少
府
一
︑
速
令
遣ヤ
リ

廻カ
ヘ
ラ一
︒
于
時
︑
入
一
ノ
空
キ
谷
ノ
中
ニ一
︑

 

再
得
蘇
生
ス
ル
コ
ト
ヲ

一

 

見
加
句
霊
験
記

取
心
略
抄
㉒

︒
冥
途
ノ
勝
利
︑
以
之
可

 

知
︒
殊
般
若
︑
又
冥
道
之
上
味
ナ
リ
︒
不
可
始
述
一
︒
雖
非

 

如
法
ニ一
︑
雖
非
清
浄
ニ一
︑
讀
誦
シ
テ
両
教
一
︑
奉
資シ

聖
王
一
︒
次
︑

85 

同
音
ニ
唱
フ
弥㉓

陀
ノ
名
号
ヲ一
︒
其
数
︑
必
満
ツ
一
百
八
返㉔
ヲ一
︒
是 

 

擬
シ
最
後
ノ
十
念
ニ一
︑
兼
存
ス
臨
終
ノ
行
儀
ヲ一
︒
習
心
積
功
ヲ一
者
︑

 

散
乱
何
ソ
不
ラ
ム
脱
レ一
︒
兼
又
︑
設
漏
テ
弥㉕

陀
迎
接
一
︑
誤
テ
預
ト
モ
琰

 

王
呵
嘖
一
︑
於
冥
路
中
陰
砌
一
︑
必
修
シ
テ
高
聲
念
仏
ヲ一
︑
普

 

救
ヒ
テ
受
苦
衆
生
一
︑
速
到
ラ
シ
メ
ム
安
樂
寶
刹
ニ一
︒
愚
意
所
志
︑

90 

何
不
ム
納
受
シ
下

一

︒　

抑
︑
琰
魔
者
︑
梵
語
翻
為
静
息
ト一
︒
々
シ々
テ　

 

罪
人
ヲ一
︑
後
ノ
過
ヲ
不
起
一
︑
前
ノ
過
易
滅
一
故
也
善
珠
尺
㉖
︒
此
有

 

二
種
一
︒
一
︑
大
菩
薩
化
作
︒
二
︑
實
有
情
ナ
リ
瑜
伽
抄
㉗
︒
設
雖
實
類
一
︑

 

其
徳
猶
大
ナ
リ
︒
依
菩
薩
ノ
威
力
一
︑
得
自
在
ノ
王
位
一
故
也
見
心
地

観
経
㉘
︒

 

何
况
︑
於
彼カ
ノ

地
蔵
等
深
位
之
所
現
ニ一
哉
見
十

輪
経
㉙
︒
是
以
︑
瑜

95 

伽
論
中
︑
問
シ
テ
何
故
琰
魔
名
為
ス
ル
法
王
ト一
︑
答
セ
リ
由
能
饒
益
不

 

由
損
害
ト一
︒
所
以
︑
一
期
ノ
作
業
ハ
︑
任
セ
罪
福
於
冥
官
之
裁

 

判
ニ一
︑
六
道
ノ
生
所
ハ
︑
定
ム
昇
沈
於
法
王
之
一
言
一
︒
佛
子
︑
幼

 

稚
ノ
當ソ
ノ

初カ
ミ
ハ
︑
不
弁
因
果
一
︑
不
知
善
悪
一
︒
漸
及
テ
盛
秊
一
︑
趨　
　
　
　
　

 

﹂

 

諸
欲
境
ニ一
以
來
︑
付
世
間
出
世
一
︑
於
自
他
内
外
一
︑一
々
所
作
︑
念

100 

々
思
惟
︑
其
ノ
過ト
カ

太
多
シ
︑
其
罪
至
重
シ
︒
半ハ
ヽ

是
︑
末
代
之
習
︑

 

雖
非
一
身
獨
犯
ス
ニ

一

︑
倩
顧
往
事
一
︑
言コ
ト
ハモ
心
モ
不
及
一
︒
世
人
猶
可

 

恥
一
︑
况
︑
大
聖
ノ
知
見
哉ヲ

ヤ

︒
適
發
シ
テ
相
似
ノ
善
心
一
︑
雖
捨
名
利
一
︑

 

其
名
未
浄
カ
ラ
一

︑
其
利
未
忘
一
︒
於
テ
ハ
名
利
一
︑
設
雖
非
深
重
一
︑
出

 

離
ノ
真トノ
道
ハ
︑
忙
然
ト
シ
テ
未
悟
一
︒
僅
ニ
憑
弥㉚

陀
之
本
願
一
︑
只
︑
入
ル
念
仏

105 

之
一
門
一
︒
所
持
一
者
︑
南
無
阿㉛

弥
陀
仏
之
六
字
︒
唱
ル
コ
ト
口
一
︑
似
レ
ト
モ 

 

易
キ
ニ
一

︑
身
心
緩
漫
ト
シ
テ
散
乱
縁
多
シ
︒
非
專
修
一
︑
非
專
念
一
︒
只

 

有
名
一
如
无
實
一
︒
初
中
後
秊
︑
有
ル
何
ノ
所
カ
蓄タ
ク
ハフ
ル
一

︒
齢㉜

猶
四 

 

旬
︑
雖
非
窮
老
︑
力
随
秊
一
衰
︑
病
追
日
一
重
︒
本モ
ト
ヨ
リ
存
シ
キ
我

 
命
ノ
短ミ
シ
カ
ヽ
ラ
ム
コ
ト
ヲ
︒
果㉝
シ
テ
又
︑
悟サ
ト
ヌ
此
ノ
死
相
ヲ一
︒
屠
所
之
羊
︑
今
幾
カ
歩ア
ユ
ミ
閻

110 
浮
之
道チ
ヲ一
︑
閻
魔
之
使
︑
何
ノ
日
カ
臨
マ
ム
草
庵
之
樞ト
ホ
ソニ一
︒
我
命
敢 

 

不
ト
モ
惜
一
︑
只
︑
悲
ム
生
涯
之
徒
ニ
暮
レ
ヌ
ル
コ
ト
ヲ

一　
　
　
　
　

︒
此
身
惣
ヘ
テ
不
レ
ト
モ
顧
ミ一
︑
猶
恨
ム 

 

業
障
之
獨
リ
重
キ
コ
ト
ヲ

一　
　
　

︒
但
︑
臨
終
ノ
善
悪
ハ
︑
不
依
世
ノ
推ヲ
ス
ニ
モ

一　

︒
往
生 
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難
易
ハ
︑
不
似
人
ノ
思
ニ
モ

一

︒
宿
善
在
ラ
ハ
身
ニ一
︑
此
度
モ
何
不
ム
成
一
︒
大
聖

 
出
サ
ハ
力
ヲ一
︑
我
等
モ
何
不
ム
生
一
︒
設
若
︑
依
リ
重
病
一
︑
依
テ
魔
障
一
︑
臨　

 

115 

終
十
念
不
如
思
一
者
︑
定
詣
閻
魔
廳
一
︑
及
ム
罪
福
ノ
校
量
一　

 

歟
︒
所
ハ
願
一
其
時
︑
依
テ
法
王
ノ
方
便
一
︑
憶
念
宿
願
一
︑
以
勇
猛　

 

至
誠
心
一
︑
如
法
唱
テ
十
念
一
︑
自
中
有
一
︑
欲
フ
遂
ム
ト
往
生
ヲ一
︒
兼
思
■︵ヒ
︑ま
た
は
汚
れ
カ
︒︶

 

遣
ル
ニ
其
儀
式
ヲ一
︑
有
悲
︑
有
憑
︒
所
謂
︑
法
王
責
我
一
言㉞

︑
汝　
　

 

﹂

 

是
︑
無
戒
無
智
沙
門
︑
放
逸
モ
過
人
一
︑
罪
業
モ
超
餘
一
︒
委　

120 

勘
ル
ニ
倶
生
神
之
札
ヲ一
︑
汝
所
犯
幾
許
ソ
︒
親
リ
見ミ
ヨ
浄
頗
梨　

 

之
鏡
ヲ一
︒
汝
所
行
難
遁
一
︒
人
身
ノ
難
コ
ト
ハ
受
一
︑
幾
度ヒ
カ
見ミ
シ
聖　

 

教
ノ
文
ヲ一
︑
見
テ
何
ソ
如
ナ
ル
不
ヌ
カ
見ミ
一
︒
仏
法
ノ
難
コ
ト
ハ
逢
ヒ一
︑
幾
許
カ
聞
シ
如
來
ノ
説
一
︑

 

聞
テ
何
空
キ
不カ
コ
ト
ク聞

一
︒
哀
哉
︑
愚
哉
︒
寶
ノ
山
ニ
空
ス
ル
手
ヲ
︒
但
︑
一
期　

 

中
ニ
︑
若
有
ヤ
所
作
ノ
善
根
一
哉
︒
何
レ
ノ
事
ヲ
カ
憑
ミ
︑
何
ノ
行
ヲ
カ
立
ル
︒
若　

 

125 

有
ラ
ハ
憶
念
ス
ル
コ
ト

一　
　

︑
今㉟

詳
ツ
ハ
ヒ
ラ
カ
ニ
啓
セ
ヨ
矣
︒
于
時
︑
大
師
釋
尊
︑
弥
陀
善　

 

 

逝
︑
深
垂
レ
加
被
ヲ一
︑
般
若
仏
母
尊
勝
神
咒
︑
殊
施
下
ヘ
法
験
ヲ一
︒　

 

閻
魔
大
王
︑
借
テ
其
三
寶
力
ヲ一
︑
令
仏㊱

子
ヲ
シ
テ
︑
必
憶
念
在
生
ノ　

 

 

所
願
ヲ一
︒
然
則
︑
仏
子
答
テ
而
可
申
一
︒
無
慙
無
愧
之
至
リ
ハ
︑　

 

實
不
足
披
陳
一
︒
所
犯
所
作
之
事
︑
敢
不
能
欲
ス
ル
ニ
遁
レ
ム
ト

一　

︒
但
︑
仏　

 

130 

子
カ
愚
ナ
ル
心
ノ
中
ニ
︑
深
有
所
恃タ
ノ
ム一
︒
其
功
雖
少㊲
一
︑
其
志
不
軽
一
︒
所㊳　

 

謂
︑
自
此
一
西
方
過
テ
十
万
億
土
ヲ一
︑
有
國
一
︑
名
極
樂
世
界
一
︒

 

有
仏
一
︑
申
阿
弥
陀
如
來
ト一
︒
發
心
修
行
之
初
メ
︑
建
テ
四
十
八
ノ
誓　

 

 

願
一
給
︒
不
捨
悪
人
ヲ
モ

一

︑
不
擇エ
ラ
ハ
小
因
ヲ
モ

一

︑
聞キ
ヽ

名
ヲ一
繋カ
ク
ル
モ
ノ

念
一
︑
莫
不
引　

 

 

接
一
︒
仏
子
︑
昔
守
テ
釋
迦
大
師
慇
懃
之
勧
メ
ヲ

一

︑
久
恃
ム
弥　

135 

陀
世
尊
大
悲
之
誓
一
︒
一
期
積
コ
ト
微
功
一
︑
其
数
幾
許
︒　

 

 

罪
障
設
重
ク
ト
モ
︑
佛
力
何
不
滅
一
︒
行
願
設
淺
ト
モ
︑
本
誓

4

4

何
不
ラ
ム
救
ハ一
︒
彼カ
ノ　

 

晨
旦
國
ニ
︑
有
リ
キ
雄
俊
ト
云
者
一
︒
七
返㊴

還
俗
之
沙
門
也
︒
還
俗　

 

 

之
罪
ハ
︑
過
出
ニ
モ
仏
身
ヨ
リ
血
ヲ一
︒
然
而
ト
モ
︑
雄
俊
信
仏
語
一
︑
白
聖
王
一 　
　
　

﹂

 

言
︒
我
聞
ク
︒
十ト
タ
ヒ念
ス
ル
阿
弥
陀
仏
一
者
︑
必
往㊵

生
浄
土
一
︒
仏
子　

140 

在
生
之
間
︑
所
唱
一
既
多
シ
︒
我
若
堕
セ
ハ
地
獄
ニ一
︑三
世
諸
仏　

 

可
成
忘
︵
マ
マ
︶㊶語
ニ一
︒
于
時
︑
浄
土
ノ
蓮
臺
︑
應
聲
一
現
ス
空
ラ
ニ

一

︒
仏
子
カ　

 

 

所
憑
︑
只
此
ノ
先
蹤
也
︒
仏㊷

子
︑
設
雖
犯
ト一
四
重
断
頭
之
過
一
︑　

 

豈
可ヘ
ケ
ム
等
シ
カ
ル
七
返㊸

還
俗
之
罪
ニ一
乎
︒
我㊹

︑
若
帰
三
途　

 

 

者
︑
三
世
諸
仏
定
成
忘
︵
マ
マ
︶語

一
︒
引
證
一
立
理
一
︑
述
此
旨
一　

145 

畢ヲ
ハ
ラ
ハ
︑
出
テ
大
音
聲
一
︑
唱
ヘ
ム
南
無
阿㊺

弥
陀
仏
ト一
︒
十
念
已
上
専　

 

心
相
續
セ
ハ
︑
華
臺
聖
衆
︑
眼
ノ
前ヘ
ニ
来
迎
セ
ム
︒
二
利
ノ
万
善
︑　 

 

依
之
一
皆
成
ス
ヘ
シ
︒
仰
願
︑
閻
魔
大
王
︑
必
記
シ
テ
此
語
ヲ一
︑
勿
レ
違
コ
ト　

 

 

我㊻

願
ヲ一
︒
㊼　

 　
︵
七
行
分
空
白
︶

 

此㊽

發
願
詞
者
︑
故
解
脱
上
人
草
也
︒
為
炎
魔
王
堂　

150 
所
作
︑
書
寫
了
︒　
　

 　
　
　

貞
應
二
年
七
月
十
五
日
東
寺
沙
門
成
賢　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

﹂
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［
校
異
］

① 
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
↓
琰
魔
講
式　
　

②
三
礼　

如
来
唄　

啓
白

↓
ナ
シ　
　

③
其
巻
↓
一
百
巻　
　

④
已
上
幽
賛
ニ
ハ
廣
引
テ
大
般
若
ノ
諸
文
ヲ一 

證
心
経
功
能
一
︒
故
知
︑
彼
此
同
也
↓
ナ
シ　
　

⑤
幽
賛
尺
↓
ナ
シ　
　

⑥
貞

實
↓
真
実　
　

⑦
見
傳
中
↓
ナ
シ　
　

⑧
大
師
尺
↓
ナ
シ　
　

⑨
傳
詞
↓
ナ

シ　
　

⑩
此経
文

↓
此　
　

⑪
反
↓
遍　
　

⑫
反
↓
遍　
　

⑬
反
↓
遍　
　

⑭
率

都
婆
↓
率
兜
婆　
　

⑮
反
↓
返　
　

⑯
恃タ
ノ
ム
↓
深
ク
恃
二　
　
　
　

⑰
佛
所
一
↓
佛
前

ニ一　
　

⑱
文
↓
云

　々
　

⑲
返
↓
遍　
　

⑳
來
ル
↓
ナ
シ　
　

㉑
被カ
フ
ル
↓
致　
　

㉒

見
加
句
霊
験
記
取
心
略
抄
↓
ナ
シ　
　

㉓
弥
陀
↓
釋
迦　
　

㉔
返
↓
遍　
　

㉕

弥
陀
迎
接
一
↓
大
悲
迎
摂
ニ一　
　

㉖
善
珠
尺
↓
ナ
シ　
　

㉗
瑜
伽
抄
↓
ナ
シ　
　

㉘
見
心
地
観
経
↓
ナ
シ　
　

㉙
見
十
輪
経
↓
ナ
シ　
　

㉚
弥
陀
↓
釋
尊　
　

㉛

阿
弥
陀
仏
之
六
字
↓
釈
迦
牟
尼
佛
之
名
号　
　

㉜
齢
猶
四
旬
︑
雖
非
窮
老
力

随
秊
一
衰
︑
病
追
日
一
重
↓
齢
日
々
傾
キ
力
ハ
年
ニ々
衰
フ　　

㉝
果
シ
テ
又
︑
悟サ
ト
ヌ
此

ノ
死
相
ヲ一
↓
ナ
シ　
　

㉞
言
↓
云　
　

㉟
今
↓
令　
　

㊱
仏
子
ヲ
シ
テ
↓
弟
子
ヲ一　
　

㊲
少
一
↓
小　
　

㊳
所
謂
︑
自
此
一
西
方
過
テ
十
万
億
土
ヲ一
︑
有
國
一
︒
名
極
樂

世
界
一
︒
有
仏
一
︒
申
阿
弥
陀
如
來
ト一
︒
發
心
修
行
之
初
メ
︑
建
四
十
八
ノ
誓
願
一

給
︒
不
捨
悪
人
ヲ
モ
一

︑
不
擇
ハ
小
因
ヲ
モ
一

︑
聞キ
ヽ

名
ヲ一

繋
カ
ク
ル
モ
ノ

念
一
︑
莫
不
引
接
一
︒
仏
子
︑

昔
↓
爰
ニ
一
結
ノ
衆
︑
深
ク　

 

㊴
返
↓
遍　
　

㊵ 

往
生
浄
土
一
↓
往
生
浄
土
佛
土　
　

㊶
忘
語
ニ一
↓
妄
語
ヲ一　
　

㊷
仏
子
↓
我
等　
　

㊸
返
↓
遍　
　

㊹
我
↓
我
等　
　

㊺
阿
弥
陀
仏
ト一
↓
釋
迦
牟
尼
佛
ニ一　
　

㊻
我
願
ヲ一
↓
衆
ノ
望
ヲ一
︒
㊼
︹
本
文
末
尾

に
﹃
琰
魔
講
式
﹄
は
以
下
の
文
を
掲
げ
る
︺

 

次
發
願
金
一
打
︒

 

至
心
發
願　

尊
勝
神
咒　

般
若
佛
母　

所
生
功
徳

 

天
衆
地
類　

倍
増
法
樂　

倍
増
威
光　

當
所
権
現

 

威
光
増
益　

加
︵
マ
マ
︶藍
安
穏　

興
隆
佛
法　

諸
人
快
樂

 

悉
地
圓
満　

内
外
魔
障　

皆
悉
消
除　

臨
終
正
念

 

往
生
極
樂　

一
結
存
亡　

滅
罪
生
善　

出
離
生
死

 

頓
證
菩
提

 
 

衆
生
无
邊
誓
願
度　

煩
悩
无
邊
誓
願
断　

法
文
无
盡
誓
願
知　

无
上
菩
提
誓

願
證

 

㊽
︹
奥
書
︺
↓
ナ
シ

［
注
（
出
典
）］

11 

是
諸
ノ
善
法
ノ
生
母
養
母
ナ
リ　

 

典
拠
は
﹃
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
﹄︵
玄
奘
訳
︶
巻
第
八
︒
引
用
本
文
は
︑
大
正
五
・

四
五
・
上
に
存
す
る
︒﹃
心
要
鈔
﹄︵
貞
慶
撰
︶
第
八
覚
母
門
︵
大
正
七
一
・
六
一
・
中
︶

に
も
見
え
る
︒

14 

経
文
欲
ハ
ヽ

下

得
ム
ト

中
々
世
ノ々
善
心
善
願
善
行
相
續
シ　

 

﹁
経
文
﹂
は
﹃
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
﹄
巻
第
三
︒
引
用
本
文
は
大
正
五
・
一
三
上
︒

15 

常
ニ
見
上
リ
諸
佛
ヲ一
~
應
學
般
若
経　

 

﹁
経
﹂
は
﹃
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
﹄
巻
第
三
︑
第
四
〇
二
︑
第
四
七
九
︒
引
用
本
文

は
大
正
五
・
一
三
上
︑
七
・
八
上
︑
七
・
四
三
〇
中
に
存
す
る
︒﹃
心
要
鈔
﹄
第
三
三
学

門
︵
大
正
七
一
・
五
四
・
上
︶
に
も
見
え
る
︒

16 

欲
ハ
ヽ

四

令
ム
ト

三

盡
虚
空
界
ノ
~
應
學
般
若
若
取
心　
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﹃
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
﹄
の
所
説
の
要
約
で
あ
る
︒
経
文
の
抄
出
で
は
な
い
︒

18 
一
ヒ
経
ル
ヽ
其
耳
一
~
定
得
無
上
正
等
菩
提
一
経

 

﹁
経
﹂
は
﹃
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
﹄
巻
第
五
〇
二
︑
引
用
本
文
は
大
正
七
・
五
五
六
上
︒

﹃
阿
弥
陀
経
略
記
﹄︵
源
信
撰
︶
大
正
五
七
・
六
八
一
下
に
同
文
が
あ
る
︒

19 

悪
魔
外
道
~
令
ム
一
切
ノ
時
ニ
善
ヲ
増
シ
悪
ヲ
滅
セ一
経

 

﹁
経
﹂
は
﹃
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
﹄
巻
第
五
七
八
︒
大
正
七
・
九
九
一
中
﹁
惡
魔
外
道

不
能
稽
留
。
四
大
天
王
及
餘
天
衆
。
常
隨
擁
衞
未
曾
暫
捨
︒
終
不
横
死
抂
遭
衰
患
︒

諸
佛
菩
薩
常
共
護
持
︒
令
一
切
時
善
増
惡
滅
﹂
か
ら
の
抄
出
で
あ
る
︒
同
経
文
が
﹃
般

若
波
羅
蜜
多
心
経
幽
賛
﹄
巻
下︵
慈
恩
大
師
基
撰
︶大
正
三
三
・
五
四
二
中
︑﹃
心
要
鈔
﹄

第
三
三
学
門
︑
大
正
七
一
・
五
四
上
に
も
引
用
さ
れ
る
︒

21 

假
使
殺
害
ス
ト
モ
~
随
煩
悩
︑
悪
業
等
ヲ一
故

 

典
拠
は
﹃
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
﹄
巻
第
五
七
八
︑
大
正
七
・
九
八
七
下
︒﹃
心
要
鈔
﹄

第
三
三
学
門
︑
大
正
七
一
・
五
四
上
に
も
引
か
れ
る
︒

24 

大
経
ハ
︑
随
機
一
~
別
ニ
出
ス
此
経
ヲ一 

幽
賛

尺　

 

同
本
文
が
﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
幽
賛
﹄
巻
上
︑
大
正
三
三
・
五
二
四
上
に
見
え
る
︒

﹁
幽
賛
尺
﹂
は
そ
の
注
釈
書
と
考
え
ら
れ
る
が
未
詳
︒
な
お
︑
善
珠
の
著
述
に
は
﹃
般

若
心
経
幽
賛
記
﹄
が
あ
り
︑
善
珠
の
尺
で
あ
っ
た
か
︒

28 

観
音
大
士
現
胡
僧
ノ
形
一
︑
告
唐
ノ
三
蔵
一
云
~
傳
聖
教
ヲ
於
唐
土
ニ一 

見
傳

中　

 

﹁
伝
﹂
は
慈
恩
大
師
三
蔵
法
師
伝
と
思
し
い
が
不
詳
︒﹃
心
要
鈔
﹄
第
八
覚
母
門
︵
大

正
七
一
・
六
四
上
︶
に
﹁
観
自
在
度
授
與
玄
奘
三
藏
︒
自
告
云
︒
我
持
三
世
諸
佛
心

要
法
門
︒
汝
若
受
持
︒﹂
と
あ
る
︒﹁
我
有
三
世
諸
佛
心
要
法
門
︒
師
若
受
持
︒﹂
の

詞
は
︑﹃
般
若
心
経
﹄
授
受
を
め
ぐ
る
玄
奘
の
霊
験
譚
化
の
初
期
の
か
た
ち
を
伝
え

る
﹃
唐
梵
翻
對
字
音
般
若
波
羅
蜜
多
心
經
﹄︵
敦
煌
出
土
︑
不
空
訳
︒
慈
恩
大
師
基

の
序
文
を
付
す
︑
大
正
八
・
八
五
一
上
︶
に
︑
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

33 

遍
覺
三
蔵
最
後
唱
云
︑
色
薀
不
可
得
ナ
リ
~
不
可
得
モ
々
々
ナ々
リ　

 

﹃
唐
大
慈
恩
寺
三
藏
法
師
傳
﹄︵
慧
立
本
︶
大
正
五
〇
・
二
七
七
上
﹁
色
蘊
不
可
得
︒

受
想
行
識
亦
不
可
得
︒﹂
に
拠
る
か
︒﹃
心
要
鈔
﹄
第
八
覚
母
門
︵
大
正
七
一
・
六
四
上
︶

に
も
﹁
故
三
藏
臨
終
唱
云
﹂
と
し
て
﹁
色
蘊
不
可
得
︑
受
蘊
不
可
得
︑
想
蘊
不
可
得
︑

行
蘊
不
可
得
︑
識
蘊
不
可
得
﹂
の
文
が
引
か
れ
る
︒﹃
唐
大
慈
恩
寺
三
藏
法
師
傳
﹄

に
基
づ
く
引
用
は
︑﹃
弥
勒
如
来
感
応
抄
﹄
第
二
︑﹃
玄
奘
三
蔵
絵
﹄
巻
十
二
に
も
見

え
る
︒

43 

大
師
尺 　

 

典
拠
未
詳
︒

44 

菩
提
速
疾
之
輪
︑
解
脱
吉
祥
之
海
也
傳
詞　

 

引
用
本
文
が
︑﹃
宋
高
僧
伝
﹄
卷
第
二
﹁
唐
洛
京
聖
善
寺
善
無
畏
伝
﹂︵
賛
寧
撰
︶︑

大
正
五
〇
・
七
一
四
下
に
見
え
る
︒

45 

若
有
人
︑
聞
テ
一
ヒ
経
ハ 

於
耳
ニ一
~
皆
悉
消
滅
経

 

﹁
経
﹂
は
﹃
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
﹄︵
佛
陀
波
利
訳
︶︒
引
用
本
文
は
大
正

一
九
・
三
五
〇
中
︒

46 

須
臾
モ
得
ハ
聞
一
滅
千
劫
已
來
積
造
セ
ル
悪
業
一　

 

典
拠
は
﹃
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
﹄︒
引
用
本
文
は
大
正
一
九
・
三
五
一
上
︒

47 
命
欲
ス
ル
ニ
将
ニ
終
ト一
︑
須
臾
モ
憶
念
ス
レ
ハ

 
典
拠
は
﹃
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
﹄︒
引
用
本
文
は
大
正
一
九
・
三
五
〇
中
︒

48 

得
テ
身
口
意
浄
コ
ト
ヲ

一　

︑
身
ニ
無
シ
苦
痛
一　



醍醐寺蔵『尊勝陀羅尼并般若心経発願』
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典
拠
は
﹃
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
﹄︒
引
用
本
文
は
大
正
一
九
・
三
五
一
中
︒

48 
従
此
身
一
已
後
~
即
得
生
天
ヲ一　

 

典
拠
は
﹃
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
﹄︒
引
用
本
文
は
大
正
一
九
・
三
五
一
下
﹁
白
月
　

 

圓
滿
十
五
日
時
︒
持
齋
誦
此
陀
羅
尼
︒
滿
其
千
遍
︒
令
短
命
衆
生
還
得
増
壽
︒
永
離

病
苦
一
切
業
障
悉
皆
消
滅
︒
一
切
地
獄
諸
苦
亦
得
解
脱
︒
諸
飛
鳥
畜
生
含
靈
之
類
︒

聞
此
陀
羅
尼
一
經
於
耳
︒
盡
此
一
身
更
不
復
受 

画
像
佛
言
若
人
遇
大
惡
病
︒
聞
此
陀

羅
尼
︒
即
得
永
離
一
切
諸
病
︒
亦
得
消
滅
應
墮
惡
道
︒
亦
得
除
斷
︒
即
得
往
生
寂
靜

世
界
︒
從
此
身
已
後
更
不
受
胞
胎
之
身
。
所
生
之
處
蓮
華
化
生
。
一
切
生
處
憶
持
不

忘
︒
常
識
宿
命
佛
言
若
人
先
造
一
切
極
重
惡
業
︒
遂
即
命
終
乘
斯
惡
業
應
墮
地
獄
︒

或
墮
畜
生
閻
羅
王
界
︒
或
墮
餓
鬼
乃
至
墮
大
阿
鼻
地
獄
。
或
生
水
中
或
生
禽
獸
異
類

之
身
︒
取
其
亡
者
隨
身
分
骨
。
以
土
一
把
誦
此
陀
羅
尼
二
十
一
遍
。
散
亡
者
骨
上
即

得
生
天
佛
言
若
人
能
日
日
誦
此
陀
羅
尼
二
十
一
遍
。
應
消
一
切
世
間
廣
大
供
養
。
捨

身
往
生
極
樂
世
界
︒
若
常
誦
念
得
大
涅
槃
︒
復
増
壽
命
受
勝
快
樂
︒
捨
此
身
已
即
得

往
生
種
種
微
妙
諸
佛
刹
土
︒﹂
か
ら
抄
出
し
︑
順
序
を
組
み
替
え
再
構
成
す
る
︒

55 

書
寫
此
咒
一
安
高
幡
上
一
~
皆
得
不
退
轉
一
已
上　

 

典
拠
は
﹃
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
﹄︒
引
用
本
文
は
大
正
一
九
・
三
五
一
下
﹁
若
人
能
書

寫
此
陀
羅
尼
︒
安
高
幢
上
。
或
安
高
山
或
安
樓
上
︒
乃
至
安
置
窣
堵
波
中
︒
天
帝
若

有
苾
芻
苾
芻
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
族
姓
男
族
姓
女
︒
於
幢
等
上
或
見
或
與
相
近
。
其
影

映
身
。
或
風
吹
陀
羅
尼
︒
上
幢
等
上
塵
落
在
身
上
︒
天
帝
彼
諸
衆
生
所
有
罪
業
︒
應

墮
惡
道
地
獄
畜
生
閻
羅
王
界
餓
鬼
界
阿
修
羅
身
惡
道
之
苦
。
皆
悉
不
受
亦
不
爲
罪
垢

染
汚
︒
天
帝
此
等
衆
生
。
爲
一
切
諸
佛
之
所
授
記
。
皆
得
不
退
轉
」
か
ら
の
抄
出
︒

60 

漢
地
ノ
衆
生
ハ
多
造
罪
業
一
~
能
滅
除
ス
悪
業
一
見
序　

 

典
拠
は
﹃
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
﹄︒
引
用
本
文
は
大
正
一
九
・
三
四
九
中
︒

65 

経
云
︒
閻
魔
羅
法
王
於
時
ノ
夜
分
ニ一
~
不
四
令
三
持
者
ヲ
堕
二
於
地
獄
ニ一
文

 

典
拠
は
﹃
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
﹄︒
引
用
本
文
は
大
正
一
九
・
三
五
一
中
︒

69 

昔
有
リ
キ
王
少
府
ト
云
モ
ノ

一

~
入
一
ノ
空
キ
谷
ノ
中
ニ一
︑
再
得
蘇
生
ス
ル
コ
ト
ヲ

一

 

見
加
句
霊
験
記

取
心
略
抄

　

 

﹃
加
句
霊
験
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
記
﹄︵
武
徹
述
︒
大
正
一
九
・
三
八
六
中
︑
下
︶
に
拠
り
︑

本
文
を
用
い
て
略
述
す
る
︒

90 

琰
魔
者
︑
梵
語
翻
為
静
息
ト一
︒
~
前
ノ
過
易
滅
一
故
也
善
珠
尺　

 

典
拠
は
︑
興
福
寺
善
珠
作
の
仏
典
注
釈
書
と
思
し
い
︒
善
珠
﹃
本
願
薬
師
経
鈔
﹄
下
に
︑

﹁
琰
魔
王
者
是
梵
語
︒
唐
語
靜
息
王
一
︒
以
下
靜
二
息
罪
人
一
令
中
復
過
ヲ
不
レ
起
過
易
上

滅
。
故
名
二
靜
遺
棄
一
︒﹂
と
あ
る
に
拠
る
か
︒
な
お
︑﹃
秘
抄
問
答
﹄︵
頼
瑜
︶
大
正

七
九
・
五
三
八
下
に
は
﹁
炎
摩
王
者
梵
語
︒
唐
云
靜
息
王
︒
以
靜
息
罪
人
︒
令
後
過

不
起
。
前
過
易
滅
。
故
名
靜
息
︒﹂
と
ほ
ぼ
同
文
が
引
か
れ
て
い
る
︒

91 

此
有 

二
種
一
︒
一
︑
大
菩
薩
化
作
︒
二
︑
實
有
情
ナ
リ
瑜
伽
抄　

 

同
文
が
﹃
瑜
伽
師
地
論
略
纂
﹄︵
慈
恩
大
師
基
撰
︶︑
大
正
四
三
・
一
七
六
中
に
見
え
る
︒

﹁
瑜
伽
抄
﹂
は
慈
恩
大
師
基
の
撰
述
書
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
が
未
詳
︒
貞
慶
は
﹃
法

華
開
示
抄
﹄
で
も
﹁
瑜
伽
抄
﹂
を
引
用
し
て
い
る
︒

92 

見
心
地
観
経　

 

﹃
心
地
観
經
﹄︵
般
若
訳
︶
の
所
説
の
要
約
で
あ
り
︑
経
文
の
抄
出
で
は
な
い
︒

94 

見
十
輪
経　

 
﹃
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
﹄︵
玄
奘
訳
︶
の
所
説
の
要
約
で
あ
り
︑
経
文
の
抄
出
で
は

な
い
︒
貞
慶
が
建
久
七
年
︵
一
一
九
六
︶
に
瞻
空
の
依
頼
を
受
け
笠
置
般
若
台
で
作
っ

た
﹃
地
蔵
講
式
﹄
も
︑
地
蔵
菩
薩
の
功
徳
が
﹃
十
輪
経
﹄
に
拠
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
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95 

伽
論
中
~
答
セ
リ
由
能
饒
益
不
由
損
害
ト一　

 
﹃
瑜
伽
師
地
論
﹄
巻
第
五
八
︵
玄
奘
訳
︶︑
大
正
三
〇
・
六
二
一
上
﹁
名
爲
法
王
︒
不

應
道
理
︒
若
由
饒
益
衆
生
︒
今
應
當
説
云
何
饒
益
︒
答
由
能
饒
益
不
由
損
害
︒﹂
に

拠
る
︒

109 

屠
所
之
羊
~
何
ノ
日
カ
臨
マ
ム
草
庵
之
樞
ニ一　

 

﹃
道
心
祈
誠
状
﹄﹃
愚
迷
発
心
集
﹄︵
貞
慶
撰
︶
に
﹁
屠
所
之
羊
、
今
幾
ク
カ
歩
マ
ン

二

无
常ノ

之
道
ニ一
︑
閻
王ノ
之
使
ヒ
、
何
レ
ノ
日
ニ
カ
臨
マ
ン

二

朽
宅
之
窓
ニ一
﹂
と
あ
る
︒

137 

晨
旦
國
ニ
有
リ
キ
雄
俊
ト
云
者
一
~
浄
土
ノ
蓮
臺
︑
應
聲
一
現
ス
空
ラ
ニ

一　

 

典
拠
は
︑﹃
戒
珠
集
浄
土
往
生
伝
﹄
上
﹁
僧
雄
俊
念
佛
往
生
浄
土
第
四
﹂︵
真
福
寺
蔵
︶︒

塚
本
善
隆
﹃
日
支
仏
教
交
渉
史
研
究
﹄︵
弘
文
堂
書
房
︑
一
九
九
四
︶︑﹃
塚
本
善
隆

著
作
集
﹄
巻
六
︑
大
東
出
版
社
︑
一
九
七
四
︶
所
収
︒


