
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

書

・
新
刊
紹
介

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

神

淑
子

『

敎
經
典
の
形

と
佛
敎
』

手

裕

本
書
は
神

淑
子
先
生
の
論

集
で
あ
る
。

の
神

先
生

は
名
古
屋
大
學
で
三
十
七
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
敎
鞭
を
と
ら
れ
、

職
を

え
る
年
に
一
つ
の
區
切
り
と
し
て

果
を
ま
と
め
た
と

べ
ら
れ
て
い
る
（「
あ
と
が
き
」）。

に
は
『
六

敎
思
想

の

究
』（
創

社
、
一
九
九
九
年
）
が
あ
る
が
、
本
書
は

に
そ

の
後
に

さ
れ
た
論
考
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
目

に
據
り
つ
つ

容
と
構

を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

序
第
一

靈
寶
經
の
形

と
そ
の
思
想

第
一

靈
寶
經
と

期
江
南
佛
敎

因
果
應
報
思
想
を
中

心
に

第
二

靈
寶
經
に
お
け
る
經
典
神

の
論
理

元
始
舊

經
の
「
開
劫
度
人
」

を
め
ぐ
っ
て

第
三

靈
寶
經
に
見
え
る
葛
仙
公

新
經
の

立
を
め
ぐ

っ
て

第
四

六

敎
と
『
莊
子
』

『
眞

』・
靈
寶
經
・

陸
修
靜

第
二

天

像
考

第
一

隋
代
の

敎

像

七
五
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第
二

天

像
・
元
始
天

像
の

立
と
靈
寶
經

第
三

元
始
天

を
め
ぐ
る
三
敎
交

第
三

敎
經
典
と

譯
佛
典

第
一

『

空
智
藏
經
』
と
『
涅
槃
經
』

敎
經

典
の
佛
敎
受
容

第
二

『

空
智
藏
經
』

十
「

記
品
」
小
考

敎

經
典
と
中
國

佛
典

第
三

佛
典
『

室
經
』
と

典
『
洗
浴
經
』

第
四

日
本
國

藏
の

敎
關
係
敦
煌
寫
本

第
一

國
立
國
會
圖
書

藏
の
敦
煌

經

第
二

雨
書
屋

藏
の
敦
煌

經

第
三

京

國
立
博
物

藏
の
敦
煌

經

「
太
上
洞

玄
靈
寶
妙
經
衆

序

」
を
中
心
に

第
五

代

敎
と
上
淸
派

第
一

則
天
武
后
期
の

敎

第
二

司
馬
承
禎
『
坐

論
』
に
つ
い
て

代

敎
に

お
け
る
修

論

補

論

石
刻
坐

論
を
め
ぐ
っ
て

第
三

司
馬
承
禎
と
天
台
山

容
は
書
名
の

り
、

敎
經
典
と
佛
敎
と
の
關
係
が

な

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
序

で

べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
上
淸
派

や
『
太
平
經
』
に
關
す
る
こ
と
は

の
舊

で
考
察
し
た
の
で
、

本
書
で
は

敎
經
典
の
な
か
で
も
三
洞
の
う
ち
の
洞
玄
に
屬
す
る

經
典
、
す
な
わ
ち
靈
寶
經
を

な

料
と
し
て
佛
敎
の
關
わ
り
に

目
し
な
が
ら

討
し
た
と
い
い
、
實
際
に
第
一

は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
第
二

か
ら
第
四

に
至
る
ま
で
、
お
お
む
ね
靈
寶
經

自
體
も
し
く
は
靈
寶
經
と
關
係
の
深
い

容
を

っ
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
た
だ
し
上
淸
經
な
ど
、
必
ず
し
も
靈
寶
經
そ
の
も
の

で
は
な
い
重

經
典
に
つ
い
て
の
論
考
も
收

さ
れ
て
い
る
。
第

五

の
司
馬
承
禎
『
坐

論
』
の
論
考
は

も
學
生
時
代
に
模

範

な
論

と
し
て

讀
し
て
お
り
、「
六

敎
思
想
」
を
テ

ー
マ
と
し
た
舊

に
は
收

さ
れ
な
か
っ
た
が
、

び
本
書
で
出

會
え
て

か
し
く
嬉
し
く
も
あ
っ
た
。

は
六

隋

敎
に
つ
い
て
は
門
外

で
あ
り
、
個
々
の
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に
つ
い
て
專
門
と
す
る
時
代
が

う
自
分
が
ピ
ン
ト
外
れ
の
多

辯
を
弄
し
て
も
あ
ま
り

味
が
な
い
と
思
わ
れ
る
う
え
、
細
か
く

論

す
る
紙
幅
も
な
い
の
で
、
愚
行
は
な
る
べ
く
控
え
た
い
。
以

下
は
あ
く
ま
で
印

論
に

ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

な

り
に
考
え
た
こ
と
な
ど
を
記
し
て
み
た
い
。

の
舊

の
場
合
も
同

で
あ
る
が
、

體
と
し
て
先
行

究
の
考
え
方
と
そ
の

果
を
ほ
ぼ

切
に

承
し
つ
つ
思
考
さ
れ

た
着
實
な
論
考
が
そ
ろ
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
は
六

隋

の

な

敎
經
典
と
い
え
る
靈
寶
經
と
、
そ
れ
に
關

す
る
重

テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
安
心
し
て
依
據
で
き
る
知
見
を
學

ぶ
こ
と
が
で
き
る
好

に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
第
一

以

下
の
靈
寶
經
に
關

す
る
各

は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
年
の

究
と

當
な
考
察
に
基
づ
く
價
値
あ
る

果
で
あ
る
。
中
國
古
來
の

念

と
大
き
く
異
な
る
外
來
の
佛
敎
思
想
が
、
い
か
に
し
て
受
入
れ
や

す
く
中
國
の
傳
統
思
想
と
融
合
さ
せ
ら
れ
た
か
、
そ
の
解
決
策
を

靈
寶
經
の
中
に
見
い
出
せ
る
と
し
、
か
つ
そ
れ
を
示
す
と
こ
ろ
に

靈
寶
經
の

義
が
あ
る
と
い
う
旨
の
指
摘
が

々
々
で
な
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
本
書
を

じ
て

が

も

ら
か

に
し
た
か
っ
た
點
の
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
葛
仙
公
を
中
心
と
す
る
靈
寶
經
の
傳
授
系

、

敎

像
の

變

の

史
、『

空
智
藏
經
（

空
經
）』
が
『
涅
槃
經
』
を
い

か
に
下

き
に
し
て
い
る
か
等
々
は
も
は
や

敎
史
の
基
本
と
し

て
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
知
識
で
あ
る
が
、
本
書
は
そ
れ
ら
を

切
な
手
法
で
解

し
つ
つ
詳

し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、

も
今
後
何
か
に
つ
け
て
參
照
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
と

思
う
。

さ
て
、
と
は
い
え

に
と
っ
て
特
に
面
白
く
思
わ
れ
る
の
は
、

本
書
が
靈
寶
經
を
論
じ
る
と
言
い
つ
つ
も

後
の
第
五

と

で
上
淸
經
を
論
じ
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

置
に
は
獨
特
の

慮
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
、

本
書
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
書
き
下
ろ
さ
れ
た

の
中
で
も
結
論

役

を
與
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

「
三

上

淸
派
の
傳
統
へ
」
で

は

な
が
ら
靈
寶
經
と
上
淸
經
の
關

係
史
を
論
じ
、
則
天
武
后
の
頃
か
ら
上
淸
派
の
傳
統
に
對
し
て
特

別
な
關
心
を
寄
せ
る
新
た
な

流
が

こ
る
こ
と
を
論
ず
る
。
こ

こ
で

は
、

史

な
事
實
と
し
て
こ
の

流
を
論
じ
つ
つ
も
、
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究

に
對
し
て
も
う
一
度
、
以

に
比
べ
て

年
の
日
本
で
關

心
が

れ
た
か
に
も
思
わ
れ
る

代
の
上
淸
派
あ
る
い
は
上
淸
經

へ
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
な
感
覺
を

お
ぼ
え
た
。
も
し
か
す
る
と
そ
れ
は

の
考
え

ぎ
な
の
か
も

し
れ
な
い
が
、

代
の
「
上
淸
派
」
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
な

ど
、
實
際
も
っ
と
議
論
さ
れ
て
よ
い
問
題
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の

も
確
か
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ち
な
み
に
、
上
淸
經
と
靈
寶
經
の
關
係
史
は
六

隋

敎
史

で
も
非
常
に
重

な
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
が
、
長
い
目
で
見
た

敎

史
上
で
も
や
は
り
重

な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「

藏
」
は
三
洞
四
輔
の
七
部
に
よ
っ
て
構

さ
れ
、
そ
の
序
列
を
も

と
に
經
典
が
排
列
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
三
洞
の
筆
頭
で
あ
る
上
淸

經
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
存
す

る
唯
一
の

藏
で
あ
る

版
「
正
統

藏
」
は
『
靈
寶
無
量
度
人

上
品
妙
經
（
度
人
經
）』
す
な
わ
ち
靈
寶
經
が
筆
頭
に
お
か
れ
、

上
淸
經
の
中
で

高
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
は

し
ば
ら
く
後
に
現
れ
る
。
三
洞
四
輔
の
枠
組
み
は

承
さ
れ
て
は

い
る
が
、
筆
頭
は
『
度
人
經
』
お
よ
び
そ
の
關

が
置
か
れ

て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
「

藏
」
な
ど
の
經
典
排
列
に
お
け
る
上

淸
經
と
靈
寶
經
の

轉
（
た
だ
し
靈
寶
經

が
こ
ぞ
っ
て

藏
の
先

頭
に

置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
「
大

轉
」
で
は
な
い

が
）
が
い
つ
ど
の
よ
う
に

こ
る
の
か
。
あ
る
い
は
そ
の
兆
し
は

い
つ
頃
か
ら
み
ら
れ
る
の
か
。
本
書
に
は
靈
寶
と
上
淸
の
「
齋
」

に
つ
い
て

似
し
た
微
妙
な
關
係
へ
の
論

も
あ
る
の
で
、

の
ご
考
察
や
ご

見
を
期
待
し
た
い
。

さ
て
、
や
は
り

で

は

代
に
お
け
る
「
上
淸
派
の
傳

統
を
見
直
す
動
き
は
、

敎
の
世
界
の
幅
廣
さ
を
あ
ら
た
め
て
氣

づ
か
せ
る

機
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ

の
よ
う
な
面
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

敎
は
靈
寶

經
と
上
淸
經
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

時
代
の

冶
の

に
遡
源
す
る
金
丹

は
、

代
で
は
ひ
と
つ
の

敎
の
代
表

イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
も
思
う
が
、『

易
參
同

』

そ
の
他
の
金
丹

は
、
上
淸
經
に
關
心
を
寄
せ
る
知
識
人

、

靈
寶
經
の
影

の

い
民
衆
た
ち
、
そ
し
て
『

正
論
』
な
ど
で

靈
寶
經
を
念
頭
に

敎
批

を
繰
り
廣
げ
た
佛
敎
人
士
た
ち
等
々

に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
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た
と
え
ば
『

陰
符
經
』
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
經
典
は
な
ぜ

代
に
現
れ
、
靈
寶
經
や
上
淸
經
の

敎
と
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ

る
の
か
。

に
で
も

代
の
「

敎
」

體
に
對
す
る
見

し

な
ど
示
し
て
欲
し
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
窺
え
な
い
。
本
書
で
は
、

あ
る

味
で
見
事
な
ま
で
に
靈
寶
經
と
上
淸
經
の
外
の
問
題
に
は

れ
な
い
の
で
、
敢
え
て
そ
の
よ
う
な
方
針
を
と
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
や
は
り
ま
た
別
の
機
會
に
ご
高
見
の
披
露
を
期
待

し
た
い
。

後
に
、
本
書
は
靈
寶
經
を

な
對

と
し
て
い
る
が
、
た

と
え
ば
中
國
の
王
承

、
劉
屹
、
王
皓

、
臺
灣
の
謝
世
維
な
ど

の
各
氏
が

年
比
較

ん
に
靈
寶
經

究
の

書
や
論

を
發

表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら

の

果
と
本
書
と

の
關
係
も
把
握
し
た
か
っ
た
の
だ
が
、
彼
ら
を
は
じ
め
と
す
る
靈

寶
經
に
關
す
る
比
較

若
い
世
代
の

新
の

究
へ
の
言

や
引

用
が
大
變
少
な
い
の
で
わ
か
り
に
く
か
っ
た
。
そ
の
あ
た
り
を
い

か
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
書
の

果
を

承
し
て
ゆ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
世
代
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
ま
た

の
世

代
の

究

の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
Ａ
５

、
五
六
七
頁
、
二
〇
一
七
年
十

、

名
古
屋
大
學
出
版
會
、
九
八
○
○
圓
（

別
））
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