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雄

介

は
じ
め
に

聖
語
蔵
経
巻
と
は
、
周
知
の
通
り
、
現
在
、
正
倉
院
事
務
所
に
お
い
て
保
存
管
理
し

て
い
る
経
巻
の
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
聖
語
蔵
経
巻
は
、
東
大
寺
の
有
す
る
経
巻
で

あ
っ
た
が
、
明
治
二
十
七
年
に
東
大
寺
は
搭
頭
の
一
つ
で
あ
る
尊
勝
院
に
保
管
し
て
い

た
経
巻
と
そ
れ
を
納
め
て
い
た
経
庫
を
皇
室
に
献
納
し
た
。
東
大
寺
か
ら
の
献
納
の
経

緯
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
経
巻
の
総
数
は
四
九
五
〇
余
巻
に
及
び
、
そ
れ
を
収
納

し
て
い
た
経
庫
は
聖
語
蔵
と
い
い
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
の
初
め
頃
に
建
立
さ

れ
た
校
倉
造
で
あ
る
。

経
巻
が
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
る
と
、
経
庫
も
ま
た
正
倉
院
の
構
内
に
移
築
さ
れ
た
。

経
庫
は
校
倉
造
の
宝
庫
、
す
な
わ
ち
正
倉
の
東
南
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
弱
、
現
在
の
東
宝

庫
の
東
方
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
北
向
き
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
経
巻
は
、
し
ば

ら
く
は
献
納
以
前
と
同
様
に
経
庫
に
納
め
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
七
年
に
西
宝
庫

が
完
成
す
る
と
、
そ
れ
よ
り
十
年
前
に
建
設
さ
れ
て
い
た
東
宝
庫
に
移
納
し
て
今
日
に

至
っ
て
い
る
。

そ
の
経
巻
は
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、
七
八
三
部
四
九
五
〇
余
巻
、
内
訳
を
見
る
と
、

写
経
と
版
経
に
分
か
れ
る
。
写
経
は
隋
経
八
部
二
二
巻
、
唐
経
三
〇
部
二
二
一
巻
、
光

明
皇
后
御
願
経
一
二
七
部
七
五
〇
巻
、
称
徳
天
皇
御
願
経
一
七
一
部
七
四
二
巻
、
そ
の

他
、
奈
良
時
代
の
写
経
一
八
部
二
六
巻
、
さ
ら
に
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
の
写
経
が
三
八

〇
部
二
三
二
八
巻
あ
る
。
一
方
、
版
経
は
寛
治
二
年
版
経
一
部
八
巻
、
宋
版
経
一
二
部

一
一
四
巻
、
そ
の
他
四
〇
部
七
五
七
巻
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
他
に
経
巻
以
外
の
雑
書
の

類
が
若
干
伝
わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
本
稿
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
聖
語
蔵
経
巻
の
中
で
も
唐
経
で
あ
る
が
、
唐

経
自
体
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
唐
国
の
玄
奘
三
蔵
法
師
（
六
〇
二
〜
六
六
四
）

に
よ
っ
て
翻
経
さ
れ
た
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

そ
の
前
に
、
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
玄
奘
三
蔵
が
天
竺
か
ら
持
ち
帰
っ
た

経
巻
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

し
て
翻
訳
し
た
か
、
す
で
に
専
門
家
の
間
で
は
常
識
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

若
干
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

（
１
）

（
一
）

（１４４）



第
一
に
、
翻
経
の
時
期
と
そ
の
特
色
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

第
二
に
、
翻
経
の
組
織
に
つ
い
て
整
理
し
、
翻
経
担
当
者
の
種
別
と
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
に
つ
い
て
指
摘
し
て
み
た
い
。

第
三
に
、
現
存
す
る
聖
語
蔵
経
巻
を
見
て
い
る
と
、
玄
奘
三
蔵
が
翻
経
に
従
事
し
て

い
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
時
期
が
あ
る
が
、
実
は
そ
の
時
期
に
も
翻
経
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
の
点
を
指
摘
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

第
四
に
、
聖
語
蔵
経
巻
の
中
に
、
玄
奘
三
蔵
に
よ
っ
て
翻
経
さ
れ
た
そ
の
も
の
が
伝

わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
一
歩
下
が
っ
て
も
、
玄
奘
に
よ
つ
て
翻
訳
さ
れ
た
も
の

が
弟
子
に
よ
っ
て
写
さ
れ
、
翻
経
直
後
に
わ
が
国
に
将
来
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
の
で
、
そ
の
点
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

一
、
玄
奘
三
蔵
の
翻
経
の
時
期
と
特
色

玄
奘
三
蔵
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
早
く
に
『
大
唐
西
域
記
』（
Ａ
）
を

は
じ
め
、『
大
唐
故
三
蔵
玄
奘
法
師
行
状
』（
Ｂ
）、『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』（
Ｃ
）、

『
開
元
釈
教
録
巻
第
八
』（
Ｄ
）
が
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
著
作
が
い
ず
れ
も
玄

奘
三
蔵
の
在
世
中
か
、
そ
の
示
寂
後
ま
も
な
く
に
、
玄
奘
の
弟
子
ら
に
よ
っ
て
編
述
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
記
述
に
は
か
な
り
信
憑
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
と

よ
り
英
雄
・
偉
人
の
伝
記
に
は
、
過
大
の
褒
詞
が
加
え
ら
れ
、
事
実
を
越
え
た
大
げ
さ

な
叙
述
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
利
用
す
る
も
の
が
事
績
を
割
り
引
い
て
考
え
て

お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
同
時
期
の
著
作
物
と
は
い
え
、
著
作
に
よ
っ
て
は
、
事
績
を
潤
色
し
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
、
事
実
に
お
い
て
相
違
し
て
い
る
こ
と
も
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
玄
奘
三
蔵
の
示
寂
年
に
つ
い
て
、（
Ｂ
）
は
六
十
五
歳
と
す
る
の
に
（
Ｃ
）（
Ｄ
）

は
六
十
三
歳
と
し
、
こ
こ
に
は
挙
げ
な
い
が
六
十
九
歳
と
す
る
説
も
あ
る
。
こ
れ
な
ど

は
一
三
〇
〇
年
以
上
も
前
の
こ
と
と
な
る
と
、
傍
証
で
き
る
史
料
が
少
な
く
、
い
ず
れ

の
説
が
正
し
い
か
決
め
手
に
欠
け
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
（
Ａ
）
か
ら
（
Ｄ
）
の
内

容
を
検
討
し
、
現
在
で
は
（
Ｃ
）（
Ｄ
）
の
六
十
三
歳
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
生

没
年
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
誤
り
易
く
、
か
か
る
年
齢
の
相
違
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
れ
ら
の
諸
伝
記
の
記
載
に
信
憑
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
以
下
の
叙

述
は
こ
れ
ら
の
諸
伝
記
に
し
た
が
っ
て
整
理
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
主
と
し
て
『
大
慈

恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』（
Ｃ
）、『
開
元
釈
教
録
巻
第
八
』（
Ｄ
）
に
依
拠
し
て
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

検
討
に
先
立
ち
、
玄
奘
三
蔵
の
生
涯
を
大
別
し
て
お
く
と
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。

玄
奘
三
蔵
が
十
三
歳
で
出
家
し
、
貞
観
三
年
（
六
二
九
）
八
月
に
求
法
の
旅
に
出
発

す
る
ま
で
を
、
つ
ま
り
僧
侶
と
し
て
の
玄
奘
の
第
一
期
と
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

つ
い
で
長
安
を
出
発
し
た
玄
奘
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
行
を
経
て
、
天
竺
か
ら
長
安
に

帰
っ
て
き
た
の
は
貞
観
十
九
年
（
六
四
五
）
正
月
二
十
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

間
、
実
に
十
五
年
五
ヶ
月
と
な
る
が
、
こ
の
求
法
の
旅
の
期
間
を
、
第
二
期
と
見
な
す

こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
第
二
期
に
、
玄
奘
自
身
が
集
め
て
持
ち
帰
っ
て
き
た
経
巻
は
、
大
乗
経
二
二
四

部
を
は
じ
め
、
大
乗
論
一
九
二
部
、
上
座
部
経
律
論
一
四
部
な
ど
、
併
せ
て
六
五
七
部

に
お
よ
ぶ
大
部
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
外
に
途
中
で
紛
失
し
た
も
の
も
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ら
を
含
め
る
と
、
さ
ら
に
大
部
の
経
巻
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。

（
二
）

（
３
）

（
２
）

（１４３）



そ
も
そ
も
玄
奘
が
求
法
の
旅
に
出
発
し
た
の
は
、
玄
奘
以
前
に
も
多
く
の
仏
家
に
よ

る
翻
経
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
基
に
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
に
と
っ
て
そ

れ
ら
の
解
釈
に
は
少
な
か
ら
ず
疑
問
が
あ
り
、
そ
れ
を
氷
解
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず

正
確
な
原
典
に
接
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
天
竺
か
ら
持
ち
帰

っ
た
大
量
の
経
巻
を
、
順
次
、
中
国
語
に
翻
訳
す
る
作
業
が
彼
自
身
に
課
せ
ら
れ
た
任

務
で
あ
る
。
そ
の
翻
経
に
従
事
し
た
の
が
玄
奘
の
活
動
の
第
三
期
と
な
ろ
う
。

本
稿
で
特
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
こ
の
第
三
期
の
翻
経
の
時
期
で
あ
る
。

し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
玄
奘
の
翻
訳
作
業
は
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば

国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
言
っ
て
も
良
い
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
彼
は
国
禁
を
犯
し
て

天
竺
に
出
国
し
た
の
で
あ
る
が
、
帰
国
に
当
た
っ
て
彼
は
唐
の
太
宗
皇
帝
に
密
出
国
の

許
し
を
請
う
書
状
を
送
っ
て
い
る
（
Ｃ
、
Ｄ
）。
玄
奘
が
求
法
の
旅
の
間
、
様
々
な
国
で

歓
待
を
受
け
、
僧
侶
と
し
て
の
名
声
は
広
く
高
く
諸
方
に
轟
い
て
お
り
、
も
と
よ
り
唐

国
に
も
玄
奘
の
名
は
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
玄
奘
の
願
い
は
直
ち
に
皇
帝
の
容
れ
る
と

こ
ろ
と
な
っ
て
無
事
に
帰
国
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
諸
地
方
に
お
い
て
の
活

動
に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
点
も
あ
る
が
省
略
し
、
長
安
に
帰
っ
て
以
降
の
事
績
を
、

特
に
翻
経
と
の
関
係
で
整
理
し
て
お
こ
う
。

玄
奘
の
活
動
を
国
家
的
な
も
の
と
考
え
る
の
は
、
つ
ぎ
の
三
点
か
ら
で
あ
る
。

第
一
は
、
玄
奘
の
求
法
の
旅
の
足
跡
を
『
大
唐
西
域
記
』（
Ａ
）
と
し
て
太
宗
皇
帝
が

筆
録
さ
せ
て
い
る
。

第
二
は
、
玄
奘
が
翻
経
す
る
た
め
の
場
所
を
太
宗
・
高
宗
両
皇
帝
が
提
供
し
て
い
る
。

第
三
は
、
玄
奘
が
翻
経
す
る
た
め
に
必
要
と
し
た
人
材
を
太
宗
皇
帝
の
命
に
よ
っ
て

集
め
て
い
る
。

以
下
、
そ
の
具
体
的
な
点
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

つ
ぎ
の
表
、
第
１
表
は
玄
奘
三
蔵
の
経
典
翻
訳
の
年
月
日
と
翻
訳
し
た
経
典
名
、
翻

訳
の
場
所
、
翻
訳
協
力
者
名
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
類
似
の
表
は
、
す

で
に
先
学
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
一
つ
は
後
の
叙
述
と
の
関
連
で
掲
げ

て
お
い
た
方
が
よ
い
と
考
え
た
の
と
、
一
部
、
先
学
の
研
究
と
食
い
違
う
と
こ
ろ
も
あ

る
の
で
、
手
直
し
を
し
て
掲
出
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
本
表
は
、『
開
元
釈
教
録
巻
第

八
』（
Ｄ
）
に
掲
出
の
翻
経
一
覧
（
Ｅ
）
を
も
と
に
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
翻
経
一
覧
と

は
玄
奘
三
蔵
の
翻
訳
し
た
経
巻
名
、
翻
訳
年
月
日
な
ど
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

い
ま
こ
の
一
覧
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
『
開
元
釈
教
録
巻
第
八
』（
Ｄ
）
に
掲
出
さ
れ
て

い
る
の
か
明
確
で
な
い
。
た
と
え
ば
経
典
を
い
わ
ゆ
る
経
律
論
に
分
け
て
い
る
と
か
、

翻
経
年
月
日
順
に
整
理
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
よ
う
な
配
列
に
な
っ
て
い
る
（
何
か
原
則
が
あ
る
よ
う
に
思
う
が
、
い
ま
そ
の

配
列
の
原
則
は
不
明
）。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
先
学
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
翻
経

順
に
第
１
表
を
作
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
先
学
の
研
究
の
な
か
で
も
、
特
に
桑
山
正
進

・
袴
谷
憲
昭
両
氏
の
『
玄
奘
』（『
人
物

中
国
の
仏
教
』
大
蔵
出
版
）
に
所
収
の
玄
奘

の
訳
出
仏
典
リ
ス
ト
を
参
照
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
４
）

（
三
）

（１４２）



翻経協力者

大乗雲筆受

大乗光筆受

大乗光筆受

慧朗、嘉尚筆受

元瑜筆受

元瑜筆受

大乗光、大乗雲筆受

大乗光、大乗雲筆受

大乗光筆受

元瑜筆受

大乗光筆受

大乗光筆受

大乗光筆受

大乗雲筆受

大乗雲筆受

大乗雲筆受

神察筆受

玄則筆受

嘉尚、大乗光筆受

玄則筆受

大乗光筆受

釈詮、嘉尚筆受

大乗光筆受

大乗光筆受

大乗基筆受

大乗光、大乗欽、嘉尚筆受

大乗光筆受

弘彦、訳（釈ヵ）詮筆受

大乗基筆受

大乗光（雲ヵ）筆受

大乗基筆受

神�筆受

大乗基筆受

大乗基筆受

釈詮筆受

大乗光筆受

大乗光筆受

翻経の場所

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

西京大内順賢閣→玉華寺

東都大内麗日殿

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

玉華寺雲光殿

玉華宮寺玉華殿

玉華寺雲光殿

玉華寺明月殿

玉華寺嘉寿殿

玉華寺嘉寿殿

玉華寺慶福殿

玉華寺八桂亭

玉華寺慶福殿

玉華寺八桂亭

玉華寺玉華殿

玉華寺玉華殿

玉華寺玉華殿

経典名

諸仏心陀羅尼経１巻

受持七仏名号所生功徳経１巻

大乗大集地蔵十輪経１０巻

阿毘達磨顕宗経４０巻

阿毘達磨倶舎論本頌１巻

阿毘達磨倶舎論３０巻

大乗成業論１巻

大乗阿毘達磨集論７巻

仏臨涅槃記法住経１巻

阿毘達磨順正理論８０巻

大阿羅漢難提蜜多羅所説法住記１巻

称讃大乗功徳経１巻

抜済苦難陀羅尼経１巻

八名普密陀羅尼経１巻

顕無辺仏土功徳経１巻

勝幢臂印陀羅尼経１巻

持世陀羅尼経１巻

十一面神呪心経１巻

阿毘達磨大毘婆沙論２００巻

阿毘達磨発智論２０巻

観所縁縁論１巻

入阿毘達磨論２巻

不空羂索神呪心経１巻

阿毘達磨法蘊足論１２巻

成唯識論１０巻

大般若波羅蜜多経６００巻

阿毘達磨品類足論１８巻

阿毘達磨集異門足論２０巻

弁中辺論頌１巻

弁中辺論３巻

唯識二十論１巻

縁起経１巻

異部宗輪論１巻

阿毘達磨界身足論３巻

五事毘婆沙論２巻

寂照神変三摩地経１巻

呪五首経１巻

翻経年月日

永徽元年９月２６日

永徽２年正月９日

永徽２年正月２３日

永徽２年４月５日～３年１０月２０日

永徽２年

永徽２年５月１０日～５年７月２７日

永徽２年閏９月５日

永徽３年正月１６日～３月２８日

永徽３年４月４日

永徽４年正月１日～５年７月１０日

永徽５年閏５月１８日

永徽５年６月５日

永徽５年９月１０日

永徽５年９月２７日

永徽５年９月２８日

永徽５年９月２９日

永徽５年１０月１０日

顕慶元年３月２８日

顕慶元年７月２７日～顕慶４年７月３日

顕慶２年正月２６日～顕慶５年５月７日

顕慶２年１２月２９日

顕慶３年１０月８日～１３日

顕慶４年４月１９日

顕慶４年７月２７日～９月１４日

顕慶４年閏１０月

顕慶５年正月１日～龍朔３年１０月２０日

顕慶５年９月１日～１０月２３日

顕慶５年１１月２６日～龍朔３年１２月２９日

龍朔元年５月１日

龍朔元年５月１０日～３０日

龍朔元年６月１日

龍朔元年７月９日

龍朔２年７月１４日

龍朔３年６月４日

龍朔３年１２月３日～８日

龍朔３年１２月２９日

麟徳元年正月１日

３９

４０

４１

４２

４３

４４

４５

４６

４７

４８

４９

５０

５１

５２

５３

５４

５５

５６

５７

５８

５９

６０

６１

６２

６３

６４

６５

６６

６７

６８

６９

７０

７１

７２

７３

７４

７５

（
四
）

（１４１）



〈第１表〉玄奘三蔵の翻経一覧

翻経協力者

智証筆受、道宣証文

弁機筆受

弁機筆受

弁機筆受

智証筆受

玄頤筆受

霊会、明濬筆受

大乗光筆受

大乗巍、大乗林筆受

大乗光筆受

智仁筆受

弁機筆受

霊雋筆受

大乗光筆受

直中書杜行�筆受

玄忠筆受

大乗巍筆受

大乗巍筆受

大乗光筆受

大乗光筆受

大乗光筆受

大乗欽筆受

知仁筆受

大乗光筆受

大乗林筆受

大乗光筆受

大乗光筆受

大乗暉筆受

大乗光筆受

知仁筆受

大乗光筆受

大乗暉筆受

大乗絢筆受

大乗光筆受

慧立筆受

大乗�筆受

敬明筆受

靖邁、神�筆受

翻経の場所

弘福寺翻経院

弘福寺翻経院

弘福寺翻経院

弘福寺翻経院

弘福寺翻経院

弘福寺翻経院

弘福寺翻経院

弘福寺翻経院

弘福寺翻経院→大慈恩寺

弘福寺

弘福寺翻経院

弘福寺翻経院

弘福寺翻経院

弘福寺翻経院

坊州宜君県玉華宮弘法台

北闕弘法院

北闕弘法院→慈恩寺

北闕紫微殿西弘法院→慈恩寺

西京北闕内紫微殿右弘法院

北闕弘法院→慈恩寺

大慈恩寺翻経院

終南山翠微宮

終南山翠微宮

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

大慈恩寺翻経院

経典名

大菩薩蔵経２０巻

顕揚聖教論頌１巻

六門陀羅尼経１巻

仏地経１巻

顕揚聖教論２０巻

大乗阿毘達磨雑集論１６巻

瑜伽師地論１００巻

大乗五蘊論１巻

無性造摂大乗論釈１０巻

解深密経５巻

因明入正理論１巻

天請問経１巻

勝宗十句義論１巻

唯識三十論１巻

能断金剛般若波羅蜜多経１巻

大乗百法明門論１巻

世親造摂大乗論釈１０巻

摂大乗論本３巻

縁起聖道経１巻

阿毘達磨識身足論１６巻

如来示教勝軍王経１巻

甚希有経１巻

般若波羅蜜多心経１巻

菩薩戒羯磨文１巻

王法正理論１巻

最無比経１巻

菩薩戒文１巻

大乗掌珍論２巻

仏地経論７巻

因明正理門論本１巻

称讃浄土仏摂受経１巻

瑜伽師地論釈１巻

分別縁起初勝法門経２巻

説無垢称経６巻

薬師瑠璃光如来本願功徳経１巻

広百論本１巻

大乗広百論釈論１０巻

本事経７巻

翻経年月日

貞観１９年５月２日～同２０年９月２日

貞観１９年６月１０日

貞観１９年７月１４日

貞観１９年７月１５日

貞観１９年１０月１日～同２０年正月１５日

貞観２０年正月１７日～閏３月２９日

貞観２０年５月１５日～同２２年５月１５日

貞観２１年２月２４日

貞観２１年３月１日～同２３年６月１７日

貞観２１年５月１８日～７月１３日

貞観２１年８月６日

貞観２２年３月２０日

貞観２２年５月１５日

貞観２２年５月２９日

貞観２２年１０月１日

貞観２２年１１月１７日

貞観２２年１２月８日～同２３年６月１７日

貞観２２年閏１２月２６日～同２３年６月１７日

貞観２３年正月１日

貞観２３年正月１５日～８月８日

貞観２３年２月６日

貞観２３年５月１８日

貞観２３年５月２４日

貞観２３年７月１５日

貞観２３年７月１８日

貞観２３年７月１９日

貞観２３年７月２１日

貞観２３年９月８日～９月１３日

貞観２３年１０月３日～１１月２４日

貞観２３年１２月２５日

永徽元年正月１日

永徽元年２月１日

永徽元年２月３日～８日

永徽元年２月８日～８月１日

永徽元年５月５日

永徽元年６月１０日

永徽元年６月２７日～１２月２３日

永徽元年９月１０日～１１月８日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

３５

３６

３７

３８

（
五
）

（１４０）



玄
奘
三
蔵
の
翻
経
が
国
家
的
事
業
で
あ
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
玄
奘
の
求
法
の
旅
を

皇
帝
が
編
纂
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
国
禁

を
犯
し
て
国
を
出
た
玄
奘
の
事
績
を
皇
帝
が
作
ら
せ
、
貞
観
二
十
年
（
六
四
六
）
七
月

に
『
大
唐
西
域
記
』（
Ａ
）
と
し
て
完
成
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
ご

と
く
、
彼
の
行
為
は
ま
さ
に
国
家
的
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

『
開
元
釈
教
録
巻
第
八
』（
Ｄ
）
に
よ
る
と
、
玄
奘
は
七
六
部
一
三
四
七
巻
の
翻
経
を

行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
「
大
唐
西
域
記
」
一
二
巻
が
含
ま
れ
て
い
る
。
前
記
の

ご
と
く
、
こ
れ
自
体
は
経
典
で
は
な
く
、
玄
奘
の
天
竺
往
還
の
間
の
、
い
わ
ば
旅
行
記

で
あ
り
修
行
記
録
で
あ
る
か
ら
、
翻
経
一
覧
か
ら
除
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

さ
て
玄
奘
三
蔵
が
行
っ
た
翻
経
は
「
大
唐
西
域
記
」
一
二
巻
を
除
く
と
、
七
五
部
一

三
三
五
巻
と
な
る
。
膨
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
さ
き
に
玄
奘

が
将
来
し
た
と
い
う
経
典
が
六
五
七
部
で
あ
る
か
ら
、
単
純
に
言
え
ば
、
全
部
数
の
一

割
強
し
か
翻
訳
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
六
五
七
部
の
内
訳
、
つ
ま
り
巻
数

が
何
巻
あ
る
か
明
確
で
な
い
し
、
玄
奘
が
翻
訳
し
た
経
典
の
中
に
６４
「
大
般
若
波
羅
蜜

多
経
」
一
部
六
〇
〇
巻
が
、
ま
た
５７
「
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
」
一
部
二
〇
〇
巻
な
ど

が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
部
と
は
言
っ
て
も
膨
大
な
巻
数
の
も
の
も
あ
る
か
ら
、

こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
単
純
に
部
数
で
も
っ
て
全
体
の
何
割
な
ど
と
言
う
こ
と
は
出

来
な
い
。

こ
の
よ
う
に
膨
大
な
経
典
の
翻
訳
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
具
体
的
に
は
後
述
す
る
が
、

太
宗
・
高
宗
の
両
皇
帝
は
玄
奘
に
翻
経
を
行
う
場
所
を
提
供
し
て
い
る
。
翻
経
事
業
が

玄
奘
の
独
り
舞
台
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
が
国
家
的
事
業
で
あ
る
こ
と
を

示
す
第
二
点
と
な
る
。

貞
観
十
九
年
（
六
四
五
）
正
月
に
帰
朝
し
た
玄
奘
は
、
翌
二
月
、
洛
陽
に
赴
い
て
太

宗
に
謁
し
た
と
き
、
彼
は
当
初
、
少
林
寺
に
処
を
得
て
、
翻
経
に
従
事
し
た
い
と
奏
し

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
太
宗
皇
帝
は
、
か
つ
て
穆
皇
太
后
の
た
め
に
建
立
し
た
西
京
（
長

安
）
の
弘
福
寺
を
も
っ
て
翻
経
の
処
と
す
る
べ
し
と
定
め
、
同
寺
院
内
の
禅
院
を
翻
経

所
と
し
て
玄
奘
に
与
え
て
い
る
。

か
く
し
て
玄
奘
は
、
弘
福
寺
翻
経
所
に
居
を
移
し
、
爾
来
、
貞
観
十
九
年
五
月
二
日

〜
同
二
十
年
九
月
二
日
ま
で
の
間
に
１
「
大
菩
薩
蔵
経
」
二
〇
巻
の
翻
経
を
行
い
、
同

二
十
二
年
五
月
二
十
九
日
に
１４
「
唯
識
三
十
論
」
一
巻
の
翻
経
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ

こ
に
至
る
三
年
間
に
、
合
わ
せ
て
一
四
部
一
七
九
巻
の
翻
経
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
が

玄
奘
の
翻
経
の
第
一
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

つ
い
で
貞
観
二
十
二
年
二
月
、
太
宗
皇
帝
は
洛
陽
を
離
れ
て
玉
華
宮
に
幸
す
る
と
、

皇
帝
は
玄
奘
を
同
宮
に
迎
え
て
い
る
。
従
っ
て
玄
奘
は
、
そ
の
年
の
翻
経
を
皇
帝
の
居

る
坊
州
宜
君
県
玉
華
宮
弘
法
台
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
１５
「
能
断
金
剛
般

若
波
羅
蜜
多
経
」
一
巻
の
翻
経
を
行
っ
た
の
を
は
じ
め
、
１６
「
大
乗
百
法
明
門
論
」
一

巻
、
１７「
摂
大
乗
論
釈
」（
世
親
造
）
一
〇
巻
、
１８
「
摂
大
乗
論
本
」
三
巻
の
併
せ
て
一

五
巻
の
翻
経
が
行
わ
れ
、
翌
二
十
三
年
正
月
に
は
１９
「
縁
起
聖
道
経
」
一
巻
、
２０
「
阿

毘
達
磨
識
身
足
論
」
一
六
巻
の
併
せ
て
一
七
巻
、
従
っ
て
玉
華
宮
弘
法
台
、
北
闕
弘
法

院
と
も
記
す
が
、
同
所
に
お
い
て
都
合
三
二
巻
の
翻
経
を
行
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ

の
経
巻
の
う
ち
、
１８
「
摂
大
乗
論
本
」
三
巻
と
２０
「
阿
毘
達
磨
識
身
足
論
」
一
六
巻
は
、

北
闕
弘
法
院
か
ら
大
慈
恩
寺
翻
経
院
に
翻
経
の
場
所
を
移
動
し
て
い
る
が
、
し
か
し
翻

経
自
体
は
中
断
す
る
こ
と
な
く
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
玄
奘
が
大

慈
恩
寺
に
移
っ
た
の
は
貞
観
二
十
二
年
十
二
月
で
あ
る
か
ら
、
北
闕
弘
法
院
か
ら
大
慈

（
六
）

（
５
）

（１３９）



恩
寺
翻
経
院
へ
翻
経
の
場
所
を
移
し
た
の
は
そ
れ
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
玄
奘
の
翻
経

活
動
の
第
二
期
は
、
こ
の
北
闕
弘
法
院
の
時
代
で
あ
る
。

玄
奘
の
翻
経
活
動
が
も
っ
と
も
長
期
且
つ
活
発
に
行
わ
れ
た
の
は
、
大
慈
恩
寺
翻
経

院
に
お
い
て
で
あ
る
。
第
１
表
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
大
慈
恩
寺
翻
経
院
に
お
け

る
翻
経
は
貞
観
二
十
三
年
二
月
の
２１
「
如
来
示
教
勝
軍
王
経
」
一
巻
、
同
年
七
月
十
五

日
の
２４
「
菩
薩
戒
羯
磨
文
」
一
巻
か
ら
顕
慶
四
年
（
六
五
九
）
七
月
に
完
了
の
５７
「
阿

毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
」
二
〇
〇
巻
に
至
る
十
年
間
の
翻
経
、
さ
ら
に
ま
た
顕
慶
三
年
十

月
八
日
に
始
ま
っ
た
６０
「
入
阿
毘
達
磨
論
」
二
巻
か
ら
顕
慶
四
年
九
月
十
四
日
に
完
了

の
６２
「
阿
毘
達
磨
法
蘊
足
論
」
一
二
巻
ま
で
の
一
年
間
の
翻
経
と
、
併
せ
て
三
七
部
四

五
九
巻
に
及
ん
で
い
る
。
玄
奘
の
翻
経
の
仕
事
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
多
く
の
翻
経
が

行
わ
れ
た
時
期
で
あ
っ
て
、
玄
奘
に
と
っ
て
は
黄
金
の
第
三
期
と
い
え
る
。

さ
ら
に
玄
奘
は
玉
華
寺
に
お
い
て
６３
「
成
唯
識
論
」
一
〇
巻
以
下
、
７５
「
呪
五
首

経
」
一
巻
に
至
る
一
三
部
六
六
二
巻
の
翻
経
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
を
第
四
期
と

考
え
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
玄
奘
の
翻
経
の
場
所
は
大
き
く
分
け
て
、
弘
福
寺
、
北
闕
弘
法
院
、

大
慈
恩
寺
、
玉
華
寺
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
各
時
期
の
翻
経
が
完
全
に
時
期
を
異
に
し

て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
部
の
経
巻
で
あ
る
が
、
同
時
期
に
別
の
と
こ
ろ
で

平
行
し
て
翻
経
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

二
、
翻
経
の
組
織

玄
奘
は
天
竺
か
ら
将
来
し
た
経
典
の
う
ち
七
五
部
一
三
三
五
巻
の
翻
経
を
行
っ
た
が
、

同
時
期
に
複
数
の
場
所
で
翻
経
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
玄
奘
ひ
と
り
で

翻
経
し
た
の
で
は
な
く
、
多
く
の
協
力
者
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
『
開
元
釈

教
録
巻
第
八
』（
Ｄ
）
に
よ
る
と
、
玄
奘
は
翻
経
に
要
す
る
人
員
の
確
保
を
太
宗
皇
帝
に

申
請
し
、
皇
帝
は
か
つ
て
穆
皇
太
后
の
た
め
に
建
立
し
て
お
い
た
京
の
弘
福
寺
に
お
い

て
翻
経
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
て
、
同
地
に
証
義
・
綴
文
・
字
学
・
証
梵
語
梵
文
に
従
事

す
る
人
々
を
集
め
、
翻
経
に
着
手
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
が
玄
奘
の
活
動
を
国
家
的
な
も

の
と
見
る
第
三
の
理
由
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
掲
出
の
第
２
表
は
、
太
宗
皇
帝
が
翻
経
の
た
め
に
全
国
か
ら
招
集
し
た
僧
侶

と
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
後
の
便
宜
の
た
め
に
、
翻
経
に

参
画
し
た
僧
侶
に
番
号
を
付
し
て
お
い
た
が
、
特
に
座
次
な
ど
の
序
列
を
示
す
も
の
で

は
な
い
。
な
お
こ
の
表
で
は
、『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
巻
六
』（
Ｃ
）
と
『
開
元
釈
教

録
巻
第
八
』（
Ｄ
）
の
両
文
献
を
も
と
に
整
理
し
て
い
る
。
人
名
の
末
尾
に
両
文
献
の
略

号
（
Ｃ
ま
た
は
Ｄ
）
を
付
し
て
お
い
た
。

以
上
に
よ
る
と
、
特
定
の
寺
院
の
僧
侶
だ
け
で
は
な
く
、
全
国
か
ら
当
代
の
碩
学
が

集
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
二
点
注
意
し
て
お
こ
う
。
第
一
点
は
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
、
玄
奘
が
翻
経

を
は
じ
め
た
当
初
に
、
こ
の
事
業
に
参
画
し
た
人
た
ち
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
本
事
業

に
参
加
し
た
人
た
ち
の
名
を
全
て
書
き
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
６
）

（
七
）

（１３８）



第
１
表
を
見
る
と
分

か
る
よ
う
に
、
七
五
部

の
翻
経
名
の
そ
れ
ぞ
れ

に
、
翻
経
協
力
者
と
し

て
筆
受
の
名
が
記
さ
れ

て
い
る
。
第
２
表
に
筆

受
の
こ
と
が
見
え
な
い

が
、
第
１
表
に
よ
る
と
、

筆
受
は
ほ
と
ん
ど
の
翻

経
に
参
加
し
て
い
る
か

ら
、
翻
経
中
で
は
か
な

り
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
な
ぜ
筆
受
の

こ
と
が
見
え
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と

を
考
え
る
前
に
、
第
１

表
に
見
え
る
筆
受
者
の

名
を
抜
粋
し
て
お
こ
う
。

智
証

※
弁
機

玄
頤

霊
会

※
明
濬

大
乗
光

大
乗
巍

大
乗
林

智
仁

霊
雋

直
中
書
杜
行
�

※
玄
忠

大
乗
欽

大
乗
暉

大
乗
詢

※
慧
立

大
乗

�

※
敬
明

※
靖
邁

※
神
�

大
乗
雲

慧
朗

嘉
尚

元
瑜

神
察

※
玄

則

釈
詮

大
乗
基

弘
彦

右
の
人
名
の
頭
に
※
の
記
号
を
付
し
て
お
い
た
の
は
、
本
事
業
の
創
設
当
初
に
各
地

か
ら
集
め
ら
れ
た
人
た
ち
で
あ
る
が
、
本
事
業
の
完
成
ま
で
彼
ら
が
従
事
し
て
い
た
訳

で
は
な
く
、
ま
た
創
設
当
初
は
第
２
表
に
見
え
た
僧
侶
に
よ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
さ
ら

に
新
た
な
人
々
が
参
加
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
お
そ
ら
く
※

の
記
号
の
付
い
て
い
な
い
人
の
中
に
、
後
日
に
こ
の
事
業
に
参
加
し
た
人
が
少
な
く
な

い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
つ
ぎ
に
明
ら
か
に
な
る
。

第
二
に
、
第
１
表
に
よ
る
と
、
翻
訳
協
力
者
（
主
と
し
て
筆
受
）
と
し
て
各
経
毎
に

一
〜
二
名
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
経
巻
毎
の
翻
経
の
協
力
者
は
、
一
〜
二
名
だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
人
々
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
２
表
に
よ
る
と
、

筆
受
の
こ
と
は
見
え
な
い
が
、
二
三
名
の
僧
侶
の
名
前
が
見
え
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
二

三
名
は
玄
奘
三
蔵
が
開
始
し
た
別
々
の
経
典
の
翻
訳
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

同
じ
経
典
の
翻
訳
に
関
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
で
あ
る
。

た
と
え
ば
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
所
収
の
「
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
」（
永
徽
二
年
正

月
〜
六
月
に
翻
経
）
巻
第
一
の
末
尾
を
見
る
と
、
一
五
名
の
僧
侶
が
翻
経
に
参
加
し
て

い
る
の
が
わ
か
る
。
い
ま
そ
れ
ら
の
人
々
を
第
３
表
に
整
理
し
た
。
な
お
表
中
の
人
名

に
付
し
た
番
号
は
、
第
２
表
で
証
義
・
綴
文
と
し
て
紹
介
し
た
と
き
の
番
号
で
あ
る
。

第
３
表
に
よ
る
と
、
証
義
七
人
、
筆
受
三
人
、
正
字
二
人
、
証
文
三
人
の
名
が
見
え

る
が
、
第
２
表
に
見
え
た
綴
文
の
こ
と
が
見
え
な
い
。「
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
」
は
全

体
で
一
〇
巻
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
経
を
翻
訳
す
る
の
に
は
、
さ
き
に
見
た
専
門
家
が

集
ま
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
英
知
を
絞
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く

は
後
に
述
べ
る
が
、「
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
」
の
翻
経
に
綴
文
の
役
を
担
う
人
が
い
な

〈第２表〉玄奘三蔵の翻経当初の組織

人 名

１ 京弘福寺沙門霊閏 ２ 同沙門文備 ３ 羅漢寺沙門慧貴

４ 実際寺沙門明� ５ 宝昌寺沙門法祥 ６ 静法寺沙門普賢

７ 法海寺沙門神� ８ 廓洲法講寺沙門道深 ９ �洲演覚寺沙門玄忠

１０蒲洲普救寺沙門神泰 １１綿洲振響寺沙門敬明（以上、C、D）

１２益洲多宝寺沙門道因（C）

１３京普光寺沙門栖玄 １４弘福寺沙門明濬 １５会昌寺沙門辯機

１６終南山豊徳寺沙門道宣 １７簡洲福聚寺沙門靖邁

１８蒲洲普救寺沙門行友 １９棲巌寺沙門道卓 ２０幽洲昭仁寺沙門慧立

２１洛洲天宮寺沙門玄則（以上、C、D）

２２京大総持寺沙門玄応（C）、（D）

２３京大興善寺沙門玄暮（C）、（D）

担 当

証 義

綴 文

字 学

証梵語梵文

（
八
）

（１３７）



く
て
も
良
い
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
本
経
の
翻
訳
に
は
綴
文
に
当

た
る
人
が
右
の
四
種
の
証
義
・
筆
受
・
正
字
・
証
文
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
玄
奘
三
蔵
の
主
宰
し
た
翻
経
事
業
に
参
加
し
た
僧
侶
名
は
、
現
存
す
る
い

く
つ
か
の
経
巻
の
識
語
か
ら
も
判
明
す
る
。

つ
ぎ
に
掲
出
の
第
４
表
は
、
池
田
温
編
『
中

国
古
代
写
本
識
語
集
録
』
所
収
の
玄
奘
三
蔵

の
翻
経
に
な
る
経
巻
の
識
語
に
よ
り
、
翻
経

に
従
事
す
る
僧
侶
名
の
判
明
す
る
も
の
を
整

理
し
、
該
当
箇
所
に
○
印
で
表
示
し
た
も
の

で
あ
る
。

第
４
表
を
も
と
に
三
点
ば
か
り
問
題
点
を

指
摘
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
気
が
つ
く
の
は
、
正
字
と
字

学
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
字
学
と
あ
る
の
は
イ
の
み
で
あ
る
が
、

正
字
は
ロ
ハ
ホ
ヘ
チ
に
見
え
、
具
体
的
な
人

名
で
言
え
ば
イ
の
字
学
に
は
玄
応
と
あ
り
、

ロ
ハ
ホ
ヘ
チ
の
正
字
に
も
玄
応
の
名
が
記
さ

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
イ
の
字
学
玄
応
と
ロ

ハ
ホ
ヘ
の
正
字
玄
応
は
大
総
持
寺
の
僧
で
あ

る
が
、
チ
の
玄
応
は
大
慈
恩
寺
の
僧
と
記
し

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
玄
応
は
同
一
人
と
見
な
し
て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
正
字

と
字
学
は
同
じ
役
割
の
も
の
を
別
の
表
現
で
言
い
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
証
梵
語
梵
文
、
証
梵
語
、
証
梵
文
も
同
じ
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

表
現
上
の
類
似
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
第
４
表
に
よ
る
と
、
こ
の
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ

に
重
複
し
た
箇
所
が
な
い
こ
と
、
ま
た
イ
の
証
梵
語
梵
文
の
大
興
善
寺
玄
暮
と
、
ハ
の

証
梵
文
に
見
え
る
大
興
善
寺
沙
門
玄
謨
は
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ニ
に
は

〈第３表〉大乗大集地蔵十輪経の翻経組織

人 名

２ 弘福寺沙門文備 １０蒲洲棲巌寺沙門神泰 ８ 廓洲法講寺沙門道深

５ 宝昌寺沙門法祥 ３ 羅漢寺沙門慧貴 実際寺沙門道明

大総持寺沙門道洪

大慈恩寺沙門大乗光 ７ 法海寺沙門神� 大総持寺沙門道観

１４弘福寺沙門明濬 ２２大総持寺沙門玄応

１８蒲洲普救寺沙門行友 普光寺沙門道智 ９ �洲真諦寺沙門玄忠

担 当

証 義

筆 受

正 字

証 文

〈第４表〉玄奘三蔵の翻経組織

リ

○

○

○

備考 本表のイ～リは、第２表、第３表および玄奘三蔵の翻経による経典中、識語
の判明したもののうち主要なものを整理して作成した。なおその識語は、池

田温編『中国古代写本識語集録』より引用した。

イ＝第２表、ロ＝第３表、ハ＝大菩薩蔵経巻２０（貞観１９年５月２日翻経）、ニ
＝瑜伽師地論巻１００（貞観２２年５月１５日翻経）、ホ＝大菩薩蔵経巻３（貞観２２
年８月１日翻経）、ヘ＝仏地経（貞観２２年８月１９日翻経）、ト＝能断金剛般若
波羅蜜多経（貞観２２年１０月１日翻経）、チ＝大毘婆沙論巻□（顕慶元年７月２７
日翻経）、リ＝大般若波羅蜜多経巻２３２（龍朔元年１０月２０日翻経）

チ

○

○

○

○

○

ト

○

○

○

ヘ

○

○

○

○

ホ

○

○

○

○

○

ニ

○

○

○

ハ

○

○

○

○

ロ

○

○

○

○

イ

○

○

○

○

証 義

筆 受

正 字

字 学

証 文

綴 文

証梵語梵文

証 梵 語

証 梵 文

執 筆

（
８
）

（
７
）

（
九
）
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証
梵
語
が
八
名
も
い
る
が
、
そ
の
中
に
弘
福
寺
沙
門
玄
謨
の
名
が
見
え
る
。
大
興
善
寺

と
弘
福
寺
と
所
属
の
違
い
は
あ
る
が
、
同
一
人
物
と
見
て
問
題
な
い
。
し
た
が
っ
て
証

梵
語
梵
文
、
証
梵
語
、
証
梵
文
は
同
じ
役
割
を
指
す
と
考
え
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
経
巻
に
よ
っ
て
名
称
は
異
な
る
が
、
同
じ
役
割
を
す
る
も
の

が
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
証
文
と
綴
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
見
て
み
よ
う
。

第
４
表
に
よ
る
と
、
証
文
は
ロ
ニ
ホ
ヘ
ト
、
綴
文
は
イ
ハ
チ
リ
に
見
え
、
重
な
る
と

こ
ろ
は
な
い
。
そ
の
点
を
具
体
的
な
人
名
に
つ
い
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
ハ
に
綴
文
と

し
て
栖
玄
、
明
濬
、
弁
機
、
道
宣
、
靖
邁
、
行
友
、
道
卓
、
恵
立
、
玄
則
の
九
人
の
名

が
見
え
る
が
、
ニ
に
よ
る
と
弁
機
、
靖
邁
、
行
友
、
道
智
、
玄
忠
、
明
濬
、
玄
応
の
七

人
が
証
文
と
見
え
る
。
ハ
と
ニ
で
重
な
っ
て
い
る
の
は
弁
機
、
靖
邁
、
行
友
、
明
濬
の

四
人
で
あ
る
。
ま
た
チ
に
栖
玄
、
静
邁
、
慧
立
、
玄
則
の
四
人
が
綴
文
と
見
え
、
リ
に

玄
則
、
神
�
、
靖
邁
の
三
人
が
綴
文
と
見
え
る
が
、
さ
き
の
ニ
に
証
文
と
し
て
見
え
た

靖
邁
が
チ
や
リ
で
は
綴
文
と
あ
る
。
さ
ら
に
ヘ
に
証
文
と
見
え
た
行
友
が
チ
で
は
綴
文

と
あ
る
。

も
う
一
点
、
玄
奘
三
蔵
が
七
五
部
一
三
三
五
巻
の
翻
経
を
行
っ
た
が
、『
開
元
釈
教

録
巻
第
八
』（
Ｄ
）
に
は
翻
経
名
を
具
体
的
に
記
し
、
何
時
、
何
処
で
翻
経
し
た
か
、
ま

た
最
少
限
度
で
あ
る
が
そ
の
翻
経
に
筆
受
・
証
文
と
し
て
関
わ
っ
た
人
名
を
記
し
て
い

る
。
第
１
表
に
整
理
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
貞
観
十
九
年
五
月
〜
九
月
に

か
け
て
行
わ
れ
た
大
菩
薩
蔵
経
二
〇
巻
の
筆
受
と
し
て
智
証
、
ま
た
証
文
に
は
道
宣
の

名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
道
宣
は
イ
に
綴
文
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見

る
と
、
証
文
と
綴
文
は
同
じ
役
割
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
良
い
。

た
だ
留
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
翻
経
に
従
事
す
る
人
た
ち
が
全
て

専
門
化
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
証
義
と
筆
受
と
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
役

割
を
異
に
す
る
が
、
イ
で
証
義
と
記
さ
れ
て
い
た
神
�
が
、
ロ
で
は
筆
受
と
し
て
名
を

留
め
て
い
る
。
ま
た
綴
文
と
正
字
と
も
役
目
を
異
に
す
る
が
、
イ
に
綴
文
と
し
て
見
え

た
明
濬
は
、
ロ
で
は
正
字
と
し
て
姿
を
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
綴
文
・
証
文
、
あ
る
い
は
筆
受
・
正
字
は
い
ず
れ
も
仏
教
学
に
関
す
る

知
識
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
誰
が
ど
の
役
目
を
果
た
す
か
は
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、

表
現
を
異
に
す
れ
ば
、
ど
の
役
目
で
も
こ
な
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
そ

れ
ぞ
れ
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
つ
ぎ
に
証
義
・
綴
文
、
あ
る
い
は
筆
受
な
ど
の
意
味
に
つ
い
て
個
別
に
考

え
て
み
よ
う
。
実
は
こ
れ
ら
の
言
葉
に
つ
い
て
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て

い
る
が
、
子
細
に
見
る
と
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
初
に
証
義
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
証
義
は
イ
ロ
ハ
ホ
ヘ
チ
リ
の
い
ず
れ
に
も
見

え
る
。
も
っ
と
も
ニ
ト
に
は
見
え
な
い
が
、
一
般
に
証
義
は
法
会
な
ど
の
際
に
行
わ
れ

る
論
議
に
問
者
と
講
者
の
問
答
の
是
非
を
判
断
す
る
役
目
の
人
を
指
す
言
葉
で
あ
る
か

ら
、
こ
こ
で
は
経
典
の
翻
訳
に
当
た
っ
て
用
い
る
言
葉
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判

断
す
る
役
割
を
持
つ
人
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
。

つ
ぎ
に
綴
文
を
見
て
み
よ
う
。
綴
文
は
イ
ハ
チ
リ
に
見
え
る
が
、
充
て
ら
れ
て
い
る

文
字
か
ら
も
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
文
字
通
り
文
を
綴
る
の
を
任
務
と
す
る
者
の
こ
と

で
、
一
説
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
中
国
語
と
で
は
文
法
が
異
な
り
出
入
り
や
錯
誤
が

出
る
の
で
、
そ
れ
を
う
ま
く
配
合
し
て
訳
文
に
統
一
を
与
え
、
格
調
高
い
文
章
に
仕
上

げ
る
の
が
綴
文
の
役
割
だ
と
さ
れ
る
。
さ
き
に
綴
文
は
証
文
で
も
あ
る
と
述
べ
た
が
、

（
一
〇
）

（
９
）
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証
文
も
そ
の
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
翻
経
に
当
た
っ
て
文
章
が
適
切
に
記
さ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
証
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

正
字
は
漢
字
が
的
確
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
で
、
さ
き
に

指
摘
の
よ
う
に
字
学
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

証
梵
語
梵
文
は
証
梵
文
、
証
梵
語
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
。

そ
し
て
字
配
り
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
証
梵
語
梵
文
は
梵
語
梵
文
を
証
す
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
正
し
く
サ
ン
ス
ク
リ
ツ
ト
語
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
も

の
で
あ
る
。
一
説
に
、
原
語
に
対
し
適
切
な
音
写
文
字
を
決
め
る
役
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
翻
経
に
相
応
し
い
文
字
が
充
て
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
役
目
を
担
っ

て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

最
後
に
筆
受
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
筆
受
は
ロ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
と
ほ
と
ん
ど

の
も
の
に
見
え
る
が
、
一
部
、
イ
ハ
に
は
見
え
な
い
。
筆
受
と
は
口
述
さ
れ
た
も
の
を

筆
記
す
る
の
を
任
と
す
る
も
の
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
翻
経
の
際
に
は
必
要
と

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
『
開
元
釈
教
録
巻
第
八
』（
Ｄ
）
所
収
の
翻
経
一
覧

（
Ｅ
）＝

第
１
表
に
よ
る
と
、
七
五
部
の
経
巻
の
す
べ
て
に
筆
受
者
の
名
が
記
さ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
さ
き
に
も
紹
介
し
た
が
、『
開
元
釈
教
録
巻
第
八
』（
Ｄ
）
所
収
の
１「
大

菩
薩
蔵
経
」
二
〇
巻
に
は
筆
受
と
し
て
智
証
、
証
文
に
は
道
宣
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
他
の
経
巻
に
は
い
ず
れ
も
筆
受
一
〜
二
名
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て

こ
の
経
巻
が
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
が
解
る
が
、
実
は
「
大
菩
薩
蔵
経
」
巻
二
十

の
識
語
に
よ
る
と
、
道
宣
は
綴
文
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
に
綴
文
は
証
文
と
同
じ
意

味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
お
い
た
こ
と
に
留
意
す
る
と
、
筆
受
の
役
割
を
担

っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
別
の
任
務
を
担
当
し
て
お
り
、
そ
の
任
務
に
基
づ
い
て
経
巻

の
識
語
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

翻
経
の
組
織
に
つ
い
て
整
理
し
た
が
、
つ
ぎ
に
翻
経
の
期
間
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お

こ
う
。

第
１
表
に
よ
る
と
、
経
巻
の
翻
訳
は
７
「
瑜
伽
師
地
論
」
一
〇
〇
巻
の
よ
う
に
、
貞

観
二
十
年
（
六
四
六
）
五
月
十
五
日
〜
貞
観
二
十
二
年
五
月
十
五
日
ま
で
の
丸
二
年
を

要
し
て
お
り
、
５７
「
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
」
二
〇
〇
巻
は
顕
慶
元
年
（
六
五
六
）
七

月
二
十
七
日
〜
顕
慶
四
年
七
月
三
日
ま
で
の
三
年
を
要
し
て
い
る
。
さ
ら
に
６４
「
大
般

若
波
羅
蜜
多
経
」
六
〇
〇
巻
の
翻
訳
は
、
顕
慶
五
年
（
六
六
〇
）
正
月
元
旦
〜
龍
朔
三

年
（
六
六
三
）
十
月
二
十
日
ま
で
の
三
年
十
ヶ
月
に
お
よ
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
二

年
か
ら
三
〜
四
年
近
く
も
か
け
て
完
成
さ
せ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
２
「
顕

揚
聖
教
論
頌
」
一
巻
は
貞
観
十
九
年
六
月
十
日
に
、
３
「
六
門
陀
羅
尼
経
」
一
巻
は
同

年
七
月
十
四
日
に
、
４
「
仏
地
経
」
一
巻
は
そ
の
翌
日
に
と
、
い
ず
れ
も
一
日
だ
け
で

翻
訳
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
翻
経
に
数
年
を
要
し
た
も
の
、
一
日
だ
け
の
も
の
な
ど
あ
る
が
、
数
年

を
要
し
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
当
然
な
が
ら
巻
数
の
多
い
経
巻
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
に
し
て
も
、
二
、
三
年
と
い
う
短
期
間
で
翻
訳
し
て
い
る
の
に
は
驚
く
。
そ
の
点
を

別
の
角
度
か
ら
言
え
ば
、
玄
奘
が
貞
観
十
九
年
（
六
四
五
）
五
月
二
日
に
１
「
大
菩
薩

蔵
経
」
二
〇
巻
の
翻
経
に
着
手
し
、
最
後
の
７５
「
呪
五
首
経
」
一
巻
の
翻
経
を
行
っ
た

の
が
麟
徳
元
年
（
六
六
四
）
正
月
元
旦
で
あ
る
か
ら
、
翻
経
期
間
は
ほ
ぼ
十
八
年
七
ヶ

月
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
間
に
、
玄
奘
が
翻
訳
し
た
経
巻
は
総
数
で
一
三
三
五
巻
で
あ

る
か
ら
、
一
ヶ
月
に
五
巻
か
ら
六
巻
を
翻
訳
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

実
際
問
題
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
短
期
間
で
翻
訳
作
業
が
可
能
か
ど
う
か
さ
え
も
疑

（
一
一
）

（１３４）



い
た
く
な
る
が
、
玄
奘
の
翻
経
チ
ー
ム
に
加
わ
っ
て
い
る
僧
侶
た
ち
は
全
国
か
ら
集
め

ら
れ
た
碩
学
で
あ
る
か
ら
不
可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
大
部
の
経
巻
の
場
合
に

は
、
二
〇
人
前
後
の
僧
侶
が
参
画
し
、
証
義
や
綴
文
の
作
業
を
分
担
し
、
効
率
的
に
作

業
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
超
人
的
な
速
さ
で
翻
経
が

行
わ
れ
て
い
る
。

三
、
玄
奘
三
蔵
の
翻
経
と
聖
語
蔵
の
経
巻

聖
語
蔵
に
伝
来
の
唐
経
は
三
〇
部
二
二
一
巻
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
玄
奘
三
蔵
の
翻
経

に
な
る
の
は
、
つ
ぎ
の
経
典
で
あ
る
。

大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経

一
巻

（
も
と
は
一
〇
巻
）

大
毘
婆
沙
論

二
巻

（
も
と
は
二
〇
〇
巻
）

成
唯
識
論

一
巻

（
も
と
は
一
〇
巻
）

解
深
密
経

四
巻

（
も
と
は
五
巻
）

顕
揚
聖
教
論

一
〇
巻

（
も
と
は
二
〇
巻
）

大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論

五
巻

（
も
と
は
一
六
巻
）

説
無
垢
称
経

一
巻

（
も
と
は
一
〇
巻
）

分
別
縁
起
初
勝
法
門
経

一
巻

（
も
と
は
二
巻
）

能
断
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
経
一
巻

（
も
と
も
一
巻
）

以
上
、
九
部
二
六
巻
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
唐
経
で
あ
る
こ
と
は
料
紙
の
紙
質
を
調
査
す
る
と
明
ら
か
に
な
る
が
、
残

念
な
こ
と
に
、
ど
の
経
巻
も
完
結
し
た
も
の
と
し
て
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
大
部
の
経
巻

の
中
か
ら
、
一
巻
、
二
巻
と
い
っ
た
形
で
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
。「
顕
揚
聖
教
論
」
の

よ
う
に
一
〇
巻
も
残
っ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
希
有
な
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
そ

れ
で
も
半
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
）。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
経
巻
を
見
て
い
る
と
、
玄
奘
三
蔵
の
翻
経
に
つ
い
て
の
既
往
の

研
究
に
若
干
訂
正
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
の
に
気
づ
く
。

玄
奘
三
蔵
は
天
竺
か
ら
帰
国
し
た
後
、
直
ち
に
翻
経
に
着
手
し
、
爾
後
、
十
八
年
七

ヶ
月
と
い
う
長
期
に
わ
た
っ
て
ほ
と
ん
ど
空
白
を
置
く
こ
と
な
く
翻
経
に
従
事
し
て
い

る
。
し
か
し
永
徽
六
年
に
翻
経
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
湯
浅
康
雄
氏
は
、
永
徽
五
（
六
五
四
）
年
十
月
十
日
に
５５
「
持
世
陀
羅
尼

経
」
一
巻
を
訳
了
し
た
あ
と
、
玄
奘
の
訳
経
の
仕
事
は
突
然
空
白
と
な
り
、
翌
永
徽
六

年
は
全
く
何
も
し
て
い
な
い
と
述
べ
ら
れ
、
こ
の
中
絶
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
、
と
自
ら
設
問
を
発
し
、
ま
さ
に
こ
の
年
は
則
天
武
后
が
次
第
に
宮
中
内
部
で
権

力
を
掌
握
し
て
ゆ
く
中
で
、
宮
中
で
は
様
々
な
陰
謀
事
件
が
起
こ
り
、
宮
廷
が
大
い
に

揺
れ
動
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
湯
浅
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
玄
奘
が
意
識
す
る
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、

彼
は
そ
の
宮
廷
内
の
陰
謀
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
、
し
か
も
彼
自
身
も
病
気
に
な
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
ま
さ
に
内
憂
外
患
こ
も
ご
も
来
た
る
の
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら

に
宮
廷
の
激
動
は
続
い
て
お
り
、
宮
廷
内
の
騒
動
は
顕
慶
元
年（
六
五
六
）に
持
ち
越
さ

れ
て
い
る
。
湯
浅
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
た
め
玄
奘
が
顕
慶
元
年
三
月
二
十
八
日
に
５６

「
十
一
面
神
呪
心
経
」
一
巻
を
訳
す
る
ま
で
、
二
年
近
く
翻
経
の
作
業
を
中
断
し
て
い

た
と
さ
れ
る
。

『
開
元
釈
教
録
巻
第
八
』（
Ｄ
）
に
よ
る
と
、
湯
浅
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
永
徽
六

（
一
二
）

（
１０
）
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年
に
翻
経
が
行
わ
れ
た
と
の
記
述
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
本
当
に
永
徽
六
年
に
玄

奘
三
蔵
は
何
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
巻
六
』（
Ｃ
）
に
よ
る
と
、
永
徽
六
年
夏
五
月
に

法
師
以
正
訳
之
余
、
又
訳
理
門
論
、
又
先
於
弘
福
寺
訳
因
明
論
、

と
記
し
て
い
る
。

理
門
論
は
正
式
に
は
因
明
正
理
門
論
と
い
い
、
す
で
に
貞
観
二
十
三
年
十
二
月
二
十

五
日
に
翻
経
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
経
は
二
度
訳
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
か
つ
て
貞
観
二
十
三
年
に
訳
さ
れ
た
も
の
が
、
何
か
の
都
合
で
永
徽
六
年
に

訳
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
の
説
が
あ
る
。
つ
ま
り
訳
出
年

に
こ
れ
ほ
ど
の
開
き
が
あ
る
の
は
、
ど
ち
ら
か
が
誤
っ
て
い
る
か
ら
で
、
そ
れ
は
永
徽

六
年
の
翻
経
に
問
題
が
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
し
か
に
因
明
正
理

門
論
は
貞
観
二
十
三
年
に
訳
さ
れ
て
い
る
が
、「
法
師
以
正
訳
之
余
、
又
訳
理
門
論
」
と

あ
る
文
を
子
細
に
見
る
と
、
玄
奘
は
正
訳
の
余
に
理
門
論
を
訳
し
た
と
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
先
の
翻
経
を
踏
ま
え
て
、
正
訳
つ
ま
り
勅
諚
に
よ
っ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
ま
た
理

門
論
を
訳
し
た
と
読
め
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
し
そ
の
解
釈
が
認
め
ら
れ
る
な
ら

ば
、
貞
観
二
十
三
年
に
一
度
訳
し
た
が
、
改
め
て
ま
た
翻
経
を
行
っ
た
と
解
釈
す
る
こ

と
が
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
玄
奘
三
蔵
が
永
徽
六
年
に
翻
経
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
別
の
文
献
か
ら

も
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
き
に
も
紹
介
し
た
が
、
池
田
温
氏
の
収
集
に
な
る
経

巻
の
末
尾
の
識
語
に
よ
る
と
、

参
５３７
倶
舎
論
巻
三
訳
記

説
一
切
有
部
倶
舎
論
巻
第
三

永
徽
六
年
五
月
廿
五
日
大
慈
恩
寺
翻
経
院
三
蔵
法
師
玄
奘
奉

詔
訳

大
総
持
寺

沙

門

玄

瑜

筆

受

と
あ
る
。
こ
れ
は
正
倉
院
聖
語
蔵
に
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
つ
ぎ
に
紹
介
す
る

の
は
、
石
山
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

参
５３８
倶
舎
論
巻
四
訳
記

説
一
切
有
部
倶
舎
論
巻
第
四

永
徽
六
年
五
月
廿
日
大
慈
恩
寺
翻
経
院
三
蔵
法
師
玄
奘
奉

詔
訳

右
の
倶
舎
論
の
巻
三
と
巻
四
は
、
も
と
は
僚
巻
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ

に
よ
る
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
巻
に
つ
い
て
は
、
永
徽
六
年
に
翻
経
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
け
れ
ば
、
永
徽
六
年
に
玄
奘
は
何
も
し
な
か
っ
た

の
で
は
な
く
、
普
通
ど
お
り
に
翻
経
に
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

さ
ら
に
も
う
一
例
、
確
実
な
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

第
１
表
に
よ
る
と
、
５７
「
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
」
二
〇
〇
巻
の
翻
経
が
顕
慶
元
年

七
月
二
十
七
日
か
ら
同
四
年
七
月
三
日
ま
で
行
わ
れ
た
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
聖
語
蔵

に
伝
来
の
「
大
毘
婆
沙
論
」
巻
百
七
十
（
か
つ
て
巻
七
十
と
し
て
い
た
が
誤
り
）
の
巻

末
奥
書
を
見
る
と
、

永
徽
六
年
八
月
廿
日
於
長
安
大
慈
恩
寺
翻
経
院
三
蔵
法
師
玄
奘
奉

詔
訳

洛
州
天
宮
寺
沙
門
玄
則
筆
受

と
あ
り
、
こ
の
記
載
に
よ
る
限
り
、「
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
」
は
顕
慶
元
年
で
は
な
く
、

そ
の
前
年
の
永
徽
六
年
に
翻
経
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
従
っ
て
、
こ
の
資

料
か
ら
も
玄
奘
三
蔵
は
永
徽
六
年
は
何
も
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
５７
「
阿
毘
達
磨

（
１１
）
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大
毘
婆
沙
論
」
二
〇
〇
巻
の
翻
経
に
着
手
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

四
、
玄
奘
三
蔵
の
翻
経
と
入
唐
僧
道
昭

本
稿
の
冒
頭
で
、
玄
奘
三
蔵
の
も
と
で
翻
経
が
行
わ
れ
た
後
、
そ
れ
ほ
ど
の
年
月
日

を
経
な
い
で
、
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
経
巻
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
と

述
べ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
を
記
し
て
お
こ
う
。

そ
の
前
に
、
わ
が
国
か
ら
中
国
に
渡
っ
た
人
々
、
特
に
僧
侶
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理

し
て
お
こ
う
。

わ
が
国
の
僧
侶
で
早
く
に
中
国
に
渡
っ
た
い
わ
ゆ
る
留
学
僧
と
し
て
は
、
推
古
天
皇

朝
に
派
遣
さ
れ
た
僧
霊
雲
、
大
化
改
新
後
に
唐
に
派
遣
さ
れ
た
道
厳
、
道
光
、
覚
勝
、

弁
正
、
道
昭
、
定
恵
、
そ
の
ほ
か
、
こ
こ
に
は
全
て
記
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
多
く

の
入
唐
僧
の
名
が
『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
な
ど
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
僧

侶
の
中
で
道
昭
に
注
目
し
た
い
。

道
昭
の
卒
伝
が
『
続
日
本
紀
』
の
文
武
天
皇
四
年
（
七
〇
〇
）
三
月
己
未
（
十
日
）

条
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
道
昭
（
道
照
に
も
作
る
）
は
河
内
国
丹
比

郡
人
、
俗
姓
を
船
連
と
い
い
、
父
は
恵
釈
と
あ
る
か
ら
、
船
史
恵
釈
で
あ
ろ
う
。
道
昭

は
白
雉
四
年
（
六
五
三
）
五
月
入
唐
学
問
僧
と
し
て
中
国
・
唐
に
渡
り
、
間
も
な
く
玄

奘
三
蔵
に
師
事
し
た
よ
う
で
、
卒
伝
に
「
三
蔵
特
愛
、
令
住
同
房
」
と
あ
る
よ
う
に
、

師
玄
奘
三
蔵
の
薫
陶
を
受
け
て
い
た
が
、
道
昭
の
帰
国
に
当
た
り
、
三
蔵
は
舎
利
・
経

論
を
道
昭
に
授
け
て
い
る
。
卒
伝
に
よ
る
と
、「
臨
訣
、
三
蔵
以
所
持
舎
利
・
経
論
、
咸

授
和
尚
而
曰
、
人
能
弘
道
、
今
以
斯
文
附
属
」
と
記
し
て
い
る
。
玄
奘
三
蔵
が
道
昭
の

尽
力
に
よ
っ
て
仏
教
が
東
漸
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
期
待

に
応
え
て
、
道
昭
は
、
元
興
寺
東
南
隅
に
禅
院
を
建
て
て
そ
こ
に
住
し
、
布
教
に
努
め

た
よ
う
で
あ
る
。

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
十
二
月
十
六
日
条
に
よ
る
と
、

以
禅
院
寺
為
元
興
寺
別
院
、
禅
院
寺
者
、
遣
唐
留
学
僧
道
照
、
還
此
之
後
、
壬
戌

年
三
月
、
創
建
於
本
元
興
寺
東
南
隅
、
和
銅
四
年
八
月
、
移
建
平
城
京
也
、
道
照

法
師
本
願
記
曰
、
真
身
舎
利
、
一
切
経
論
、
安
置
一
処
、
流
通
万
代
、
以
為
一
切

衆
生
所
依
之
処
焉
、

と
あ
る
よ
う
に
、『
三
代
実
録
』
に
も
、
道
昭
は
帰
国
後
、
禅
院
寺
を
建
て
て
、
帰
国
の

際
に
玄
奘
三
蔵
か
ら
贈
ら
れ
た
舎
利
や
一
切
経
論
を
安
置
し
、
仏
教
の
流
布
に
努
め
た

と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
三
代
実
録
』
に
よ
る
と
、
そ
の
禅
院
寺
は
壬
戌
の
年
に
創
建
と
あ
る
か
ら
、
天
智

天
皇
元
年
（
六
六
二
）
に
当
た
る
。
し
た
が
っ
て
道
昭
は
そ
の
前
に
帰
国
し
て
い
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
道
昭
の
帰
国
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
智
天
皇
元
年
に

禅
院
寺
が
建
立
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
斉
明
天
皇
七
年
（
六
六
一
）
に
帰
国

の
遣
唐
使
ら
と
共
に
帰
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
良
け
れ
ば
、
道
昭
の
在
唐
期
間
は
足
か
け
八
年
で
、
多
く
の
成

果
を
挙
げ
た
と
は
い
え
、
道
昭
は
玄
奘
に
つ
い
て
ま
だ
ま
だ
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
し
か
し
幸
い
に
も
、
斉
明
天
皇
四
年
（
六
五
八
）
、
道
昭
の
帰
国
に
先
立

ち
、
智
通
と
智
達
の
両
名
が
入
唐
し
、
玄
奘
の
も
と
に
参
っ
て
修
行
を
行
っ
て
い
る
か

ら
、
道
昭
は
さ
ら
に
学
び
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
抑
え
、
師
玄
奘
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と

は
後
輩
の
智
通
・
智
達
ら
に
託
し
、
道
昭
自
身
は
帰
国
し
て
日
本
国
内
に
お
け
る
布
教

（
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四
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に
専
念
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

『
元
亨
釈
書
』
巻
十
六
に
よ
る
と

釈
智
通
、
斉
明
四
年
七
月
共
沙
門
智
達
入
唐
、
謁
三
蔵
法
師
玄
奘
学
唯
識
、
白
鳳

元
年
三
月
為
僧
正
、

と
あ
る
。
道
昭
は
在
唐
中
、
師
玄
奘
か
ら
法
相
宗
の
根
本
を
為
す
唯
識
を
学
ん
で
い
る

が
、
智
通
・
智
達
ら
も
ま
た
玄
奘
三
蔵
か
ら
唯
識
を
学
ん
で
い
る
。『
日
本
書
紀
』
斉
明

天
皇
四
年
七
月
是
月
条
に
よ
る
と
、

沙
門
智
通
・
智
達
奉
勅
乗
新
羅
船
往
大
唐
国
、
受
無
性
衆
生
義
於
玄
奘
法
師
所
、

と
あ
る
か
ら
、
具
体
的
に
「
無
性
衆
生
義
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、

智
通
た
ち
が
「
無
性
衆
生
義
」
を
玄
奘
に
つ
い
て
学
ん
だ
の
は
道
昭
の
指
示
に
よ
っ
て

い
る
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
聖
語
蔵
経
巻
を
見
る
と
、
唐
経
の
中
に
「
成
唯
識

論
」
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
「
成
唯
識
論
」
は
全
体
で
一
〇
巻

あ
る
が
、
聖
語
蔵
経
巻
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
僅
か
に
一
巻
に
す
ぎ
な
い（
挿
図
）。

し
か
し
そ
の
一
巻
は
大
変
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

第
１
表
に
よ
る
と
、
本
経
は
六
十
三
番
目
に
翻
経
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
桑
山
正
進
氏
は
『
玄
奘
』
の
中
で
、「
成
唯
識
論
」
は
、

顕
慶
四
年
閏
十
月
、『
開
元
録
』
は
こ
の
年
月
に
訳
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
記
す
の
み
。

日
本
興
福
寺
僧
、
真
興
が
安
和
元
年
（
九
六
八
）
に
書
写
し
た
原
本
奥
付
に
よ
れ

ば
、
同
年
（
顕
慶
四
）
十
二
月
三
十
日
に
訳
さ
れ
た
と
あ
る
。
訳
出
過
程
に
問
題

の
多
い
書
で
あ
る
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
顕
慶
四
年
閏
十
月
に
訳
出
と
は
い
え
、
実
際
に
そ

挿図 同上 巻末 紙背墨書
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の
年
の
十
二
月
三
十
日
に
訳
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
桑
山
氏
は
問
題
の
多
い
書
と
さ

れ
た
が
、
実
は
大
変
重
要
な
問
題
を
考
え
さ
せ
る
経
巻
で
あ
る
。

桑
山
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
顕
慶
四
年
閏
十
月
と
は
、
ま
さ
に
「
成
唯
識
論
」
の

翻
経
が
行
わ
れ
て
い
た
と
き
で
、
平
安
時
代
の
僧
真
興
が
興
福
寺
に
伝
来
す
る
古
写
本

を
写
し
た
と
き
、
そ
の
奥
書
に
記
さ
れ
て
い
た
顕
慶
四
年
十
二
月
三
十
日
と
は
翻
経
の

完
成
し
た
日
付
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
第
１
表

に
整
理
し
た
よ
う
に
、『
開
元
釈
教
録
巻
第
八
』（
Ｄ
）
に
よ
る
と
、
本
経
の
翻
訳
が
行

わ
れ
た
時
期
は
、
顕
慶
四
年
閏
十
月
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
顕
慶

四
年
閏
十
月
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
翻
経
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
興
福
寺
の
古
写
本
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
解
ら

な
か
っ
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
貴
重
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
聖
語
蔵
に
伝
わ
る
「
成
唯
識

論
」
は
巻
四
の
一
巻
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
巻
末
紙
背
に
「
顕
慶
四
年
潤
十
月
廿
七

日
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る（
前
掲
挿
図
参
照
）。
か
つ
て
本
経
が
正
倉
院
展

に
出
陳
さ
れ
た
と
き
、
巻
末
紙
背
の
墨
書
が
誤
っ
て
「
顕
慶
六
年
潤
十
月
廿
七
日
」
と

紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
ま
り
そ
の
記
述
に
注
目
す
る
人
は
お
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
改
め
て
本
経
を
調
査
し
て
い
た
と
こ
ろ
、「
顕
慶
四
年
潤
十
月
廿
七
日
」
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
た
。

そ
こ
で
こ
の
「
顕
慶
四
年
潤
十
月
廿
七
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
意
味
で
あ
る
が
、
前

記
の
よ
う
に
、
当
時
は
本
経
の
翻
訳
が
進
行
中
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
経
巻
の
巻
末
紙

背
に
記
さ
れ
て
い
る
年
月
日
は
本
経
の
巻
四
が
完
成
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
記

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
後
代
の
人
が
玄
奘
の
翻
経
を
書
写
し
た
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
年
月
日

を
経
巻
の
裏
に
記
す
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
普
通
考
え
ら
れ
る
の
は
、
玄
奘
が
翻
経

し
た
年
月
日
を
記
す
と
す
れ
ば
、
巻
末
の
い
わ
ゆ
る
奥
書
と
し
て
、
若
干
の
経
緯
も
含

め
て
書
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
き
に
５７
「
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
」
二
〇
〇
巻
の
う

ち
巻
百
七
十
の
奥
書
を
紹
介
し
た
が
、
ま
さ
に
そ
こ
に
は
、
そ
の
巻
が
永
徽
六
年
八
月

二
十
日
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
記
載
が
為
さ
れ
て
い
た
。

同
様
の
こ
と
は
そ
の
他
に
も
い
く
つ
も
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
聖
語
蔵
所
蔵
の
天

平
十
二
年
御
願
経
の
ひ
と
つ
に
「
瑜
伽
師
地
論
」
八
〇
巻
が
あ
る
が
、
そ
の
巻
六
十
二

の
巻
末
に
、

貞
観
廿
一
年
七
月
卅
日
於
長
安
弘
福
寺
翻
経
院
三
蔵
法
師
玄
奘
奉

詔
訳

弘
福
寺
沙
門
光
筆
受

と
あ
る
。
玄
奘
三
蔵
に
よ
る
一
連
の
翻
経
の
一
つ
で
あ
る
が
、
巻
六
十
二
の
終
了
と
共

に
、
誰
が
何
時
翻
経
し
、
筆
受
し
た
か
が
解
る
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
同
経
巻
六
十
三

の
巻
末
に
も

貞
観
廿
一
年
八
月
七
日
於
長
安
弘
福
寺
翻
経
院
三
蔵
法
師
玄
奘
奉

詔
訳

と
あ
り
、
巻
六
十
四
の
巻
末
に
は

貞
観
廿
一
年
八
月
十
四
日
於
長
安
弘
福
寺
翻
経
院
三
蔵
法
師
玄
奘
奉

詔
訳

弘
福
寺
沙
門
光
筆
受

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
翻
経
の
終
わ
っ
た
時
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
終
了
年
月
日
を
巻
末

に
記
す
の
が
例
で
、
本
経
の
場
合
、
こ
の
外
に
も
巻
六
十
九
、
巻
七
十
一
、
巻
八
十
六

〜
巻
八
十
九
な
ど
に
同
様
の
こ
と
が
見
え
る
。

（
一
六
）

（１２９）



と
こ
ろ
で
そ
れ
と
共
に
注
意
し
た
い
の
は
、
た
と
え
ば
同
経
の
巻
四
十
八
の
巻
末
紙

背
に
、

十
一
月
十
一
日
一
校

山
部
花
万
呂

と
あ
り
、
同
じ
く
巻
八
十
六
の
巻
末
紙
背
に
は
、

韓
種
麿
十
一
月
十
七
日
一
校
凡
国
足

な
ど
と
見
え
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
翻
経
が
終
了
し
た
巻
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
巻
末
に
終
了
の
年
月
日
を
記
し
、
併
せ
て
誰
が
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
明

記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
と
は
別
に
巻
末
紙
背
に
は
、
こ
の
「
瑜
伽
師
地
論
」
の

場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
経
を
書
写
し
た
後
、
そ
の
校
訂
を
行
っ
た
月
日
や
校
生
の

名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
校
訂
の
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

さ
て
そ
こ
で
改
め
て
聖
語
蔵
に
伝
わ
る
「
成
唯
識
論
」
巻
四
の
巻
末
紙
背
に
見
え
る

「
顕
慶
四
年
潤
十
月
廿
七
日
」
の
墨
書
の
意
味
で
あ
る
が
、
現
在
巻
四
の
巻
末
に
奥
書

が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
巻
末
紙
背
の
年
月
日
が
「
成
唯
識
論
」

の
翻
経
を
行
っ
た
と
き
の
年
月
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
き
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、「
成
唯
識
論
」
の
翻
経
は
顕
慶
四
年
閏
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て

行
わ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
最
中
の
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
玄
奘
三

蔵
の
翻
経
そ
の
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
も
良
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
経
巻
が
い
つ
将
来
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
八
世
紀
の
前
半
に
僧

玄
�
が
中
国
か
ら
帰
国
す
る
に
当
た
っ
て
、
経
巻
五
〇
〇
〇
巻
を
将
来
し
た
と
言
わ
れ

て
い
る
が
（『
続
日
本
紀
』
天
平
十
八
年
六
月
己
亥
条
）、
そ
の
こ
と
と
聖
語
蔵
経
巻
と

は
直
接
結
び
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
唐
僧
鑑
真
が
渡
来
の
時
に
多
数
の
経
典
を
持

っ
て
来
日
し
、
そ
れ
を
内
裏
に
献
上
し
た
こ
と
は
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
に
見
え
る
。

そ
れ
ら
の
中
に
「
大
唐
西
域
記
」
一
二
巻
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、「
成
唯
識
論
」
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
と
す
る
と
や
は
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
僧
道
昭
が
帰
国

に
際
し
、「
一
切
経
論
」
を
持
ち
帰
っ
た
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

か
つ
て
石
田
茂
作
氏
は
、
道
昭
が
唐
か
ら
将
来
し
た
経
巻
は
元
興
寺
禅
院
に
納
め
ら

れ
、
奈
良
時
代
に
も
そ
れ
ら
は
元
興
寺
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
天
平
時
代
に
元
興
寺
か
ら

大
量
の
経
典
が
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
と
し
て
は
何
よ
り
の
善
本
で
あ
る
道

昭
将
来
の
経
巻
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
大
日

本
古
文
書
』（
巻
二
十
四
の
四
四
三
〜
四
四
七
頁
）
所
収
の
「
写
疏
所
解
」
に
は
、
大
量

の
経
疏
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
禅
院
寺
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
、「
靖
邁
師
撰
菩
薩
蔵
経
疏
」
一
〇
巻
、「
神
泰
師
疏
倶
舎
論
疏
」
二
〇
巻
、

「
基
法
師
唯
識
論
疏
」
一
〇
巻
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
靖
邁
、
神
泰
、
基
は
い
ず
れ

も
玄
奘
の
も
と
に
あ
っ
て
翻
経
に
従
事
し
た
僧
侶
で
、
唐
代
の
代
表
的
仏
家
で
あ
る
。

彼
ら
の
注
釈
書
が
伝
わ
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
道
昭
が
そ
れ
ら
を
将
来
し

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
道
昭
が
持
ち
帰
っ
て
き
た
一
切
経
の
中
に
、
こ
れ
ら
の
経

疏
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
は
、
か
な
り
蓋
然
性
が
あ
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

そ
の
よ
う
な
経
巻
の
中
の
一
巻
が
今
、
聖
語
蔵
に
伝
わ
っ
て
い
る
「
成
唯
識
論
」
巻

四
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。

そ
の
推
察
が
正
し
け
れ
ば
、
道
昭
が
帰
国
し
た
の
は
、
こ
の
紙
背
に
記
さ
れ
「
成
唯

識
論
」
巻
四
に
記
さ
れ
て
い
た
顕
慶
四
年
閏
十
月
二
十
七
日
の
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る

（
１２
）

（
一
七
）
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か
ら
、
玄
奘
が
翻
経
し
た
直
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と
道
昭
は
帰
国
に
際
し
、

玄
奘
か
ら
本
経
典
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
他
の
経
疏
と
共
に
持
ち
帰
っ
て
き
た
も
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
い
さ
さ
か
大
胆
に
過
ぎ
る
と
の
批
判
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
か
な
り
の
確
率
を
も
っ
て
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

む
す
び
に
か
え
て

中
国
仏
教
界
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
の
仏
教
史
の
上
で
燦
然
と
輝
く
玄
奘
三
蔵
の
事

績
に
つ
い
て
、
今
更
の
感
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
先
学
の
驥
尾

に
付
し
て
、
改
め
て
そ
の
事
績
を
検
証
し
、
ま
た
正
倉
院
に
伝
わ
る
聖
語
蔵
経
巻
と
の

関
係
を
見
て
い
る
と
、
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
問
題
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
指
摘
す

る
こ
と
が
出
来
た
と
思
う
。

そ
の
一
々
に
つ
い
て
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
た
と
え
ば
永
徽
六
年
に
玄
奘
は
翻
経
を

行
っ
て
い
な
か
っ
た
と
の
説
が
あ
る
が
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

ま
た
聖
語
蔵
経
巻
の
中
に
、
玄
奘
が
翻
経
し
た
そ
の
も
の
が
弟
子
の
道
昭
に
よ
っ
て

将
来
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
も
の
の
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
も
と

よ
り
玄
奘
に
よ
っ
て
翻
経
さ
れ
た
も
の
は
大
慈
恩
寺
に
納
め
ら
れ
、
保
存
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
玄
奘
が
も
っ
と
も
根
本
的
な
経
巻
の
ひ
と
つ
と
し
、
道
昭
も
ま
た

わ
が
国
の
法
相
宗
の
確
立
に
最
も
基
本
的
な
経
巻
と
考
え
て
い
た
の
が
「
成
唯
識
論
」

で
あ
ろ
う
。
仏
経
の
東
漸
を
誰
よ
り
も
願
っ
て
い
る
玄
奘
が
愛
弟
子
の
帰
国
に
際
し
、

も
っ
と
も
根
本
的
経
巻
を
与
え
た
と
言
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
本
稿
作
成
に
当
た
り
、
正
倉
院
事
務
所
調
査
室
長
杉
本
一
樹
氏

な
ら
び
に
県
立
広
島
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部
助
教
授
丸
山
浩
明
氏
に
、
文
献
の
所
在

な
ど
に
つ
い
て
ご
教
示
頂
い
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

注（
１
）
奈
良
帝
室
博
物
館
正
倉
院
掛
編
『
正
倉
院
聖
語
蔵
経
巻
目
録
』
に
よ
る
。
但
し
本
目

録
は
、
事
務
参
考
用
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
聖
語
蔵
経
巻
の
う
ち
隋
・
唐
経

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
丸
善
株
式
会
社
よ
り
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

引
き
続
き
聖
語
蔵
経
巻
は
、
光
明
皇
后
御
願
経
、
称
徳
天
皇
御
願
経
の
順
に
刊
行
の
予

定
で
あ
る
。

（
２
）『
大
唐
西
域
記
』（
Ａ
）、『
大
唐
故
三
蔵
玄
奘
法
師
行
状
』（
Ｂ
）、『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法

師
伝
』（
Ｃ
）、『
開
元
釈
教
録
巻
第
八
』（
Ｄ
）、
お
よ
び
こ
こ
で
は
直
接
取
り
上
げ
な
い

が
、『
続
高
僧
伝
』
巻
四
、『
大
慈
恩
寺
沙
門
玄
奘
上
表
記
』
な
ど
も
参
照
し
た
。
い
ず

れ
も
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
本
に
よ
る
。

（
３
）
玄
奘
三
蔵
に
関
す
る
研
究
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
が
、
近
年
の
研
究
と
し
て
、
湯
浅
康

雄
『
玄
奘
三
蔵
』（
名
著
出
版
）、
桑
山
正
進
・
袴
谷
憲
昭
『
玄
奘
』（『
人
物

中
国
の

仏
教
』
大
蔵
出
版
）、
安
田
暎
胤
『
玄
奘
三
蔵
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
』（
能
登
印
刷
出
版
部
）、

水
谷
真
成
訳
『
大
唐
西
域
記
』（
中
国
古
典
文
学
大
系
二
十
二

平
凡
社
）
を
参
照
し
た
。

（
４
）
注（
３
）の
桑
山
氏
ら
の
著
作
に
よ
る
。
な
お
同
じ
く
注（
３
）の
安
田
氏
の
著
作
に
も

類
似
の
表
が
あ
り
、
併
せ
て
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
５
）
経
巻
名
の
頭
に
付
し
た
番
号
は
、
第
１
表
の
経
巻
の
そ
れ
ぞ
れ
に
付
し
た
も
の
で
あ

る
。

（
６
）
こ
れ
ら
の
場
所
の
中
で
も
、
子
細
に
見
る
と
、
玉
華
寺
雲
光
殿
、
玉
華
宮
寺
玉
華
殿
、

玉
華
寺
嘉
寿
殿
な
ど
の
例
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
場
所
と
考
え
て
も
良
い
と
思
う

こ
と
か
ら
、
玉
華
寺
で
一
括
す
る
。

（
一
八
）

（１２７）



（
７
）
池
田
温
編
『
中
国
古
代
写
本
識
語
集
録
』（
東
洋
文
化
研
究
所
叢
刊
十
一

東
京
大
学

東
洋
文
化
研
究
所
報
告
）

（
８
）
池
田
温
編
『
中
国
古
代
写
本
識
語
集
録
』
に
よ
る
と
、
玄
奘
三
蔵
の
翻
経
し
た
も
の

の
う
ち
、
訳
場
列
位
の
解
る
も
の
に
つ
い
て
具
体
的
な
僧
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
貞
観
十
九
年
五
月
二
日
に
大
菩
薩
蔵
経
巻
二
十
に
綴
文
と
し
て

翻
経
に
参
加
し
て
い
る
栖
巌
寺
沙
門
道
卓
は
、
同
二
十
二
年
八
月
一
日
に
翻
経
さ
れ
た

大
菩
薩
蔵
経
巻
三
に
筆
受
瑶
台
寺
沙
門
道
卓
と
見
え
る
。
こ
の
道
卓
は
同
一
人
物
と
考

え
ら
れ
る
。
同
様
の
例
は
他
に
も
あ
る
。
当
時
の
僧
侶
は
生
涯
同
じ
寺
に
住
み
続
け
る

の
で
は
な
く
、
寺
を
移
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。

（
９
）
た
と
え
ば
近
年
の
研
究
、
注（
３
）所
収
の
湯
浅
・
桑
山
氏
ら
の
研
究
を
参
照

（
１０
）
湯
浅
氏
注（
３
）所
収
の
論
文

（
１１
）
桑
山
氏
注（
３
）所
収
の
論
文

（
１２
）『
大
日
本
古
文
書
』
巻
二
十
四
、
四
四
三
〜
四
四
七
頁
所
収
の
「
写
疏
所
解
」（
天
平

十
九
年
十
月
九
日
付
）、
な
お
石
田
茂
作
氏
が
本
文
書
を
紹
介
さ
れ
た
と
き
は
（
同
氏

著
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』、
東
洋
書
林
。
な
お
本
書
は
一
九
八
二
年

に
原
書
房
よ
り
復
刻
さ
れ
て
い
る
）、『
大
日
本
古
文
書
』
巻
二
に
よ
っ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
『
大
日
本
古
文
書
』
巻
二
の
翻
刻
に
誤
り
が
多
い
と
の
こ
と
か
ら
、
同
書
巻
二

十
四
に
改
め
て
収
載
し
た
も
の
に
よ
っ
た
。

（
県
立
広
島
女
子
大
学
）

（
一
九
）

（１２６）


