
書
評
・
紹
介

雲
井
昭
善
著

勝
鬘
経
と
い
う
経
典
は
、
数
あ
る
大
乗
経
典
の
う
ち
で
も
、
な
か
な
か

異
色
の
経
典
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
点
は
、
勝
霊
夫
人
と
い
う
在
家
の
婦

人
が
、
佛
の
加
護
を
得
て
、
自
ら
法
を
説
き
、
こ
れ
を
佛
に
賞
讃
さ
れ
て
、

大
力
の
菩
薩
と
並
び
称
さ
れ
る
と
い
う
経
典
の
描
想
に
あ
る
。
こ
の
在
家

の
、
し
か
も
女
性
に
よ
る
説
法
と
い
う
こ
と
は
、
聖
徳
太
子
の
『
勝
童
経

義
疏
』
な
ど
も
夙
に
強
調
し
て
い
る
点
で
、
あ
る
い
は
義
疏
作
成
の
経
典

の
一
つ
に
こ
の
経
が
選
ば
れ
た
の
も
、
こ
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
内
容
は
、
法
華
経
を
う
け
て
一
乗
の
教
え

を
説
く
も
の
で
、
い
わ
ば
大
乗
の
究
極
を
示
す
も
の
と
し
て
、
高
い
評
価

を
う
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
太
子
の
義
疏
の
影
響
も
大
い
に
あ
ず
か
っ
て
、
我
国
で

は
、
維
摩
経
と
並
ん
で
、
殊
に
名
の
知
れ
た
経
典
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と

て
、
勝
堂
経
に
は
古
往
今
来
、
数
多
く
の
註
釈
や
講
義
、
解
説
の
類
い
が

存
在
す
る
。
今
こ
こ
に
、
大
谷
大
学
の
雲
井
教
授
に
よ
っ
て
、
新
し
い
観

点
に
立
っ
た
講
義
が
上
梓
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
伝
統
に
花
を
そ
え
る
も

の
と
し
て
、
慶
賀
の
至
り
で
あ
る
。

「
勝
鬘
経
』

高
崎
直
道

長
く
人
口
に
脂
炎
し
、
註
釈
類
も
多
い
経
典
を
講
釈
す
る
と
い
う
の
は
、

参
考
書
が
多
い
の
だ
か
ら
一
見
容
易
の
よ
う
で
あ
る
が
、
か
え
っ
て
中
を

骨
の
折
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
邦
初
訳
と
か
、
紹
介
第
一
号
と
い
う
よ
う

な
研
究
は
、
多
少
の
誤
解
が
発
見
さ
れ
て
も
大
目
に
見
て
も
ら
え
る
が
、

再
訳
、
再
解
釈
と
も
な
れ
ば
、
旧
本
の
あ
や
ま
り
の
見
逃
し
、
継
承
は
許

さ
れ
ず
、
ど
ん
な
に
正
確
で
も
解
説
が
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
は
読
者

に
退
屈
を
与
え
る
。
そ
こ
に
何
と
か
独
自
の
解
釈
な
り
、
解
説
上
の
新
機

軸
な
り
が
要
求
さ
れ
る
。
著
者
の
苦
心
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
雲
井

教
授
は
人
も
知
る
。
〈
Ｉ
リ
語
、
原
始
佛
教
の
権
威
で
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ

は
、
在
来
の
勝
鬘
経
研
究
者
と
は
ち
が
っ
た
新
鮮
な
目
を
期
待
す
る
わ
け

で
あ
る
が
、
果
し
て
、
此
の
度
の
新
著
に
も
、
そ
の
面
か
ら
の
貢
献
が
随

処
に
見
ら
れ
る
。

著
者
は
序
文
で
、
「
原
始
佛
教
聖
典
を
か
な
り
自
由
に
と
り
入
れ
」
て
、

「
阿
含
経
典
と
大
乗
佛
教
思
想
の
か
か
わ
り
合
い
、
も
し
く
は
佛
教
思
想

の
発
展
の
あ
と
づ
け
」
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
と
述
ゞ
へ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
正
に
、
在
来
の
類
書
に
お
い
て
、
皆
無
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、

極
め
て
ふ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
点
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
本
書
の
も

つ
第
一
の
特
色
で
あ
る
と
共
に
、
学
会
に
対
す
る
最
大
の
貢
献
と
も
な
っ

て
い
る
。

大
乗
経
典
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
中
で
し
ば
し
ば
声
聞
・
羅
漢
を
け
な

し
て
菩
薩
を
讃
え
、
二
乗
を
賎
し
め
て
大
乗
を
挙
吹
す
る
た
め
、
阿
含
の

教
義
な
ど
全
く
か
え
り
み
ら
れ
て
い
な
い
ご
と
く
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
実
は
阿
含
経
典
と
の
む
す
び
つ
き
は
予
想
外
に
大
き
い
。
と
い
う
よ

り
、
阿
含
の
伝
統
的
教
義
の
新
し
い
解
釈
に
よ
っ
て
、
真
の
佛
説
を
明

ワハ
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ら
か
に
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
阿
含
の
経
文
は
隠
れ

た
形
で
随
処
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
勝
鬘
経
の
場
合
も
、
主
人
公
勝

鬘
夫
人
の
素
材
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
マ
ッ
リ
カ
ー
、
つ
ま
り
、
経
典
で

は
勝
迩
の
母
と
さ
れ
る
波
斯
匿
王
妃
末
利
夫
人
（
時
に
勝
堂
夫
人
と
訳
さ

れ
て
い
る
）
を
は
じ
め
と
し
、
羅
漢
に
つ
い
て
の
「
我
生
已
尽
、
梵
行
已

立
、
所
作
已
弁
、
不
受
後
有
」
の
句
に
せ
よ
、
四
聖
諦
、
自
性
清
浄
心
、

佛
の
真
子
等
の
語
に
せ
よ
、
原
始
佛
教
の
教
義
の
継
承
と
そ
れ
に
対
す
る

大
乗
的
解
釈
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
今
ま
で
既
に
指
摘
さ
れ
た

も
の
も
あ
る
が
、
本
書
で
は
そ
れ
と
並
ん
で
、
例
え
ば
「
正
法
」
に
つ
い

て
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
の
用
例
か
ら
説
き
お
こ
す
な
ど
、
読
者
に
佛
教
の

伝
統
を
知
ら
せ
る
上
で
極
め
て
適
切
な
解
説
が
多
く
見
ら
れ
る
。
現
評
者

は
従
来
の
研
究
領
域
か
ら
い
う
と
、
む
し
ろ
勝
鬘
経
を
専
門
と
す
る
と
も

い
え
る
の
で
あ
る
が
、
原
始
佛
教
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
点
で
、
本
書
か

ら
新
た
な
資
料
を
い
く
つ
か
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
特
色
と
し
て
第
二
に
気
付
く
の
は
、
現
代
に
積
極
的
に
か
か
わ

る
態
度
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
現

代
に
お
も
ね
る
の
で
は
な
く
、
勝
堂
経
の
基
本
精
神
に
照
ら
し
て
こ
れ
を

批
判
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
著
者
の
体
験
が
に
じ
み
こ
ん
で

い
る
こ
と
が
、
批
判
を
実
の
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
少
し
大
げ
さ
に
な

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
著
者
の
体
験
か
ら
生
れ
た
情
熱
が
本
書
を
書
か
し

め
た
原
動
力
と
い
っ
た
感
が
あ
る
。
「
不
請
の
友
」
な
る
言
葉
を
愛
好
す

る
と
著
者
は
言
う
が
、
若
干
で
も
著
者
を
知
る
人
な
ら
ば
、
こ
の
言
葉
を

大
い
に
首
肯
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

○
○
○

印
象
論
が
長
く
な
っ
た
が
、
一
応
、
書
評
の
型
に
従
っ
て
内
容
を
紹
介

し
て
お
く
と
、
本
書
は
第
一
篇
序
論
と
、
第
二
篇
本
文
解
説
と
よ
り
成
り
、

巻
末
に
参
考
文
献
解
説
と
詳
細
な
索
引
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本

書
の
属
す
る
シ
リ
ー
ズ
、
『
佛
典
講
座
』
の
共
通
の
形
式
に
の
っ
と
る
も

の
で
、
更
に
い
え
ば
、
所
釈
の
佛
典
と
い
う
の
は
『
大
正
大
蔵
経
』
所
載

の
漢
訳
テ
キ
ス
ト
を
原
本
と
す
る
の
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
勝
堂
経
に

は
漢
訳
二
種
あ
る
が
、
本
書
で
用
い
ら
れ
た
の
は
求
那
賊
陀
羅
訳
『
勝
堂

師
子
肌
一
乗
大
方
便
方
広
経
』
で
、
い
う
ま
で
も
な
く
太
子
の
義
疏
の
所

釈
の
経
典
と
同
本
で
あ
る
。

第
一
篇
序
論
で
は
、
勝
霊
経
の
テ
キ
ス
ト
、
そ
の
歴
史
的
地
位
等
を
解

説
し
た
後
、
本
書
の
解
読
の
立
場
と
し
て
、
大
正
大
蔵
経
本
も
記
載
す
る

と
こ
ろ
の
高
麗
版
に
基
づ
く
分
章
に
従
っ
て
経
の
内
容
を
紹
介
し
、
併
せ

て
太
子
の
分
章
と
の
対
照
表
を
掲
げ
、
そ
の
後
、
教
理
上
の
特
色
と
し
て
、

経
典
の
女
性
観
と
、
如
来
政
一
乗
の
思
想
を
略
説
し
て
い
る
。

第
二
篇
は
右
の
分
章
に
し
た
が
っ
て
正
宗
分
を
十
五
章
に
分
け
、
各
章

を
さ
ら
に
数
段
に
分
け
て
各
段
の
解
説
ご
と
に
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
て
あ
る
。

そ
れ
ら
の
タ
イ
ト
ル
を
追
っ
て
目
次
を
一
覧
す
れ
ば
、
さ
ら
に
内
容
が
よ

く
わ
か
る
。
は
じ
め
の
「
子
を
思
う
親
心
」
以
下
「
ま
こ
と
の
心
は
帰
依

の
心
」
と
か
「
如
来
の
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
て
」
等
を
、
読
者
を
さ
そ
い

こ
む
巧
み
な
タ
イ
ト
ル
が
散
見
し
て
印
象
を
和
ら
げ
て
い
る
。

本
文
解
説
は
大
た
い
経
文
の
長
さ
に
応
じ
て
長
短
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら

か
と
云
う
と
、
摂
受
正
法
章
や
一
乗
章
ま
で
に
詳
し
く
、
後
半
は
や
や
簡

略
で
あ
る
。
こ
れ
は
経
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
が
那
辺
に
あ
る
か
を
考
え
れ

ば
、
つ
ま
り
、
経
の
立
場
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
．
正
法
Ｉ
大
乗
Ｉ
佛
乗

ワワ
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’
一
乗
の
教
え
を
身
に
つ
け
る
（
摂
受
正
法
）
と
い
う
誓
い
が
、
大
乗
の

実
践
の
基
本
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
配
分
で
、
正
法
’
一
乗

の
強
調
は
い
く
ら
説
い
て
も
説
き
足
り
な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、

後
半
は
、
こ
の
一
乗
の
内
容
、
も
し
く
は
一
乗
で
あ
る
こ
と
の
論
拠
と
し

て
、
如
来
蔵
・
法
身
の
思
想
が
展
開
さ
れ
る
。
勝
童
経
に
お
け
る
如
来
蔵

説
は
、
そ
の
思
想
に
と
っ
て
特
に
大
き
な
発
展
を
示
し
た
も
の
と
し
て
極

め
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
教
理
上
か
な
り
難
解
な
点
も
含
ん
で
い
る
。

著
者
の
如
来
蔵
思
想
解
釈
は
、
「
佛
と
衆
生
の
間
に
横
た
わ
る
深
淵
」
が

「
如
来
の
誓
胆
、
大
悲
の
光
被
に
あ
ず
か
る
と
き
、
心
性
本
浄
の
如
来
蔵

・
佛
性
が
開
発
さ
れ
る
」
と
し
（
二
二
三
頁
）
、
あ
る
い
は
、
「
わ
れ
わ

れ
が
如
来
蔵
を
自
覚
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
如
来
蔵
に
よ
っ
て
人
間
が
生

か
さ
れ
、
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
よ
り
自
然
で
あ
ろ
う
」

（
二
三
九
頁
）
、
ま
た
、
「
如
来
蔵
と
煩
悩
と
の
関
係
は
、
実
は
闇
の
世
界

に
在
り
な
が
ら
、
人
間
は
本
質
的
に
光
に
よ
っ
て
輝
か
さ
れ
、
照
ら
さ
れ

る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
闇
を
強
く
意
識
し
、
自
覚
す

る
と
き
、
光
は
一
層
の
輝
き
を
増
す
で
あ
ろ
う
」
（
二
六
七
頁
）
、
等
々
の

箇
所
に
、
透
徹
し
た
理
解
を
示
し
て
い
て
、
そ
れ
が
一
乗
の
内
容
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
解
ら
せ
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
欲
を
い
え
ば
、

語
句
の
解
説
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
難
解
さ
が
残
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

○
○
○

こ
の
よ
う
に
、
経
の
立
場
の
解
説
と
い
い
、
経
の
思
想
内
容
の
説
明
と

い
い
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
で
も
極
め
て
善
く
ま
と
ま
っ
た
解
説
を
施

し
て
あ
っ
て
敬
服
に
値
す
る
の
で
あ
る
が
、
細
部
に
わ
た
っ
て
は
、
本
書

に
も
全
く
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
大
半
は
、
本
書

が
漢
訳
勝
鬘
経
に
対
す
る
講
釈
で
あ
る
と
い
う
、
『
佛
典
講
座
』
の
性
格

上
已
む
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
求
那
賊
陀
羅
訳
自
体
が
、
そ

の
原
典
た
る
梵
本
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
問
題
点
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
在
来
通
り
の
伝
統
的
な
方
法
と
い
う
こ
と
で
あ

れ
ば
、
漢
訳
の
読
み
下
し
だ
け
で
よ
ろ
し
か
ろ
う
が
、
著
者
の
よ
う
に
、

ま
た
、
現
評
者
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
佛
教
の
研
究
に
従
事
す
る
者
に
と
っ

て
は
、
こ
の
解
説
は
漢
訳
佛
典
に
よ
っ
て
述
、
へ
た
ま
で
で
す
と
放
置
し
て

お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
問
題
が
あ
る
。
実
は
評
者
自
身
、
同
じ
『
佛
典

講
座
』
の
中
で
、
勝
鬘
経
と
同
じ
訳
者
の
訳
し
た
『
拐
伽
経
』
（
四
巻
拐

伽
）
を
担
当
し
て
い
て
、
同
様
の
問
題
に
つ
い
て
、
如
何
な
る
立
場
か
ら

こ
れ
を
処
理
す
￥
へ
き
か
に
悩
ん
で
い
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
イ
ン
ド
産

の
佛
典
と
い
う
立
場
か
ら
漢
訳
佛
典
を
読
む
と
き
、
ど
の
よ
う
に
読
み
下

す
雲
へ
き
か
と
い
う
こ
と
で
、
中
国
文
と
し
て
素
直
に
よ
む
と
、
つ
ま
り
、

伝
統
的
な
返
り
点
を
用
い
た
読
み
方
に
従
う
と
、
現
存
す
る
、
も
し
く
は

推
定
さ
れ
る
梵
文
原
典
の
読
み
に
抵
触
す
る
場
合
、
ど
う
処
置
す
る
か
の

問
題
で
あ
る
。

勝
霊
経
の
難
解
箇
所
の
大
部
分
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ

が
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
如
来
蔵
の
空
・
不
空
を
説
く
箇
所
に
つ
い
て
、

か
っ
て
評
者
は
別
の
と
こ
ろ
で
紹
介
し
た
こ
と
も
あ
る
（
岩
波
本
、
日
本

思
想
体
系
『
聖
徳
太
子
集
』
に
つ
い
て
の
予
告
的
紹
介
文
。
同
体
系
本

「
空
海
』
月
報
、
昭
釦
・
２
）
。
そ
れ
に
照
ら
し
て
、
本
書
の
「
不
空
」
の

説
明
を
み
る
と
、
著
者
は
「
如
来
蔵
の
智
慧
は
、
一
切
法
を
具
え
て
、
煩

悩
と
不
離
、
不
脱
、
不
異
の
不
思
議
の
佛
法
で
あ
る
と
〔
経
は
〕
述
書
へ
る
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の
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（
二
四
一
頁
）
が
、
こ
こ
は
、
如
来
蔵
が

（
法
身
と
）
不
離
・
不
脱
・
不
異
な
る
不
思
議
の
佛
法
を
具
え
て
い
る
こ

と
を
述
尋
へ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
宝
性
論
』
に
お
け
る
引
用
か
ら

見
て
考
え
ら
れ
る
解
釈
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
求
那
肱
陀
羅
の
漢
訳

か
ら
か
く
読
む
の
は
至
難
の
わ
ざ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
漢
訳
は
旧
来

の
伝
統
に
従
っ
て
読
み
下
す
と
し
て
も
、
少
く
と
も
註
記
に
お
い
て
、
か

か
る
異
同
の
あ
る
こ
と
に
簡
単
に
で
も
触
れ
て
お
い
て
頂
き
た
か
っ
た
と

愚
考
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
「
阿
羅
漢
は
一
切
に
お
い
て
無
行
」
（
一
五
○
頁
、
一
五
二

頁
）
と
い
う
箇
所
も
、
『
宝
性
論
』
所
引
の
文
に
よ
る
と
、
無
の
字
は
術

字
で
、
行
と
は
諸
行
無
常
の
行
、
つ
ま
り
有
為
の
諸
法
と
い
う
に
ひ
と
し

く
、
し
た
が
っ
て
、
「
於
一
切
行
」
と
は
、
す
ぺ
て
の
有
為
法
の
中
に
あ

っ
て
の
意
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
故
こ
こ
に
「
無
」
の
字
が
入
り
こ

ん
だ
か
は
わ
か
ら
な
い
。
漢
訳
の
成
立
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
こ
ま

で
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
イ
ン
ド
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
術
字
と
い

う
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
数
え
上
げ
る
と
き
り
な
く
あ

っ
て
、
も
し
そ
れ
に
か
か
ず
ら
わ
る
と
、
一
般
向
の
解
説
書
と
し
て
の
本

書
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
の
あ
る
こ
と
だ

け
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

漢
訳
佛
典
と
の
関
係
を
離
れ
て
は
、
本
吉
に
は
問
題
は
少
な
い
の
で
あ

る
が
、
一
つ
だ
け
取
上
げ
る
と
、
序
章
で
、
「
佛
に
値
う
」
こ
と
に
関
連

し
て
、
「
浬
繋
に
入
り
た
も
う
た
如
来
・
佛
に
対
し
て
、
も
う
一
度
姿
を

現
わ
し
て
ほ
し
い
と
願
う
」
と
あ
る
の
は
、
大
乗
経
典
の
作
者
、
大
乗
の

信
者
に
と
っ
て
は
歴
史
的
事
実
に
ち
が
い
な
い
が
、
勝
堂
経
の
構
成
か
ら

い
う
と
、
「
爾
時
佛
住
舎
術
国
祇
樹
給
孤
独
園
」
で
、
明
ら
か
に
佛
在
世

中
の
事
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
若
干
誤
解
を
招
く
説
明
と
思
わ
れ
る
。

（
『
佛
典
講
座
、
』
大
蔵
出
版
・
昭
和
五
十
一
年
四
月
、

四
六
版
、
三
三
四
頁
、
二
○
○
○
円
）
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