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一
、

出

版

　

「

出

版
」

と
い

う

言

葉
は

江
戸
時
代
に

は

「

出
板
」

と

書
か

れ
、

　
「

版
」

は

「

板
」

と

同
義
で

「

板
切
れ
」

の

事
で

あ
る

。

出
板、

板
に

出
す

、

と

は
、

板
に

彫
り

出
す
こ

と

で

あ
り

、

板
に

彫
り

出
し

た

も
の

を

刷
っ

て

世
に

出
す
こ

と
で

あ

る
。

こ

の

板
に

は
一

般
に

あ
ず
さ

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

し
ん

梓
が
用
い

ら
れ
た

か

ら、

出
板
の

事
を
上

梓
と

も
言
い
、

ま
た

鏝
梓
と

も
い

う
。

こ

れ

は

出
版
の

手
段
か

ら

来
た

言
葉
で

あ

り
、

英
語

の

覧
窪
。

匙一

8
が

隱
ぴ一 
。

に

す
る

事
、

它

窰
。・

『

す
る

事
、

公

に

す
る

事
、

公
表
す
る

事
を

意
味
し

て
、

出

版
の

目

的
か

ら

来
た

言
葉
で

あ
る
の

と

よ

い

対
比
を
な
し

て

い

る
。

　
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

の

印
刷
は

西

歴
一

四
四

六

年
の

〇

三
Φ

コ

げ
Φ

歯

の

鋳
字
に

よ

る
も
の

が

最
初
で

あ
る

と

さ

れ
る

が
、

東
洋
に

於
て

は

古
く
か

ら

印
刷
技
術
が

発
達
し、

そ

れ

は

仏
典
を

出
版
す
る

の

が

主

な
目

的
で

あ
っ

た
。

法
隆
寺
に

遺
さ

れ
て

い

る

百
万

塔
内
の

陀
羅

尼
は

現
存
世
界
最
古
の

印
刷
物
で

あ
る

が
、

天

平
宝

字
八

年
（

七

六

四
）

に

始
め

ら

れ

た

百

万

塔

奉
納
の

大
事
業

は

陀
羅
尼
の

印

刷
と

い

う
技
術
に

ょ
っ

て

達
成
さ

れ
た

事
業
で

あ
り

、

書
写
で

は

到
底
不

可

能
な

事
で

あ
っ

た
。

ま

し
て

や

八

万

四

千

の

法
門
と
称
さ

れ

る

大
蔵
経
の

書
写
は

容
易
な
業
で

は

な

く
、

こ

の

大

蔵
経
を

流

布
さ

せ

る

為
に

考
え
ら

れ
た

の

が

印

刷
と

い

う
技
術

で

あ
っ

た
。

版
木
に

　
　

　

空
覚
の

刊
本
に

つ

い

て
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西

山

学

報

文
字
を

彫
っ

て

印

刷
す
る

と
い

う

印
刷
技
術
は

中
国
に

於
て

既
に

九
世
紀
頃
か

ら

行
わ

れ

て

い

た

よ

う
で

、

宋
の

太
祖
が

西

暦
九

七
一

年
か

ら

九

八

三

年
に

か

け
て

四

川
省
成

都
で

版
木
十
三

万

枚
を

彫
ら
せ

て

出
版
さ
せ

た

大
蔵
経

は

北

宋
版

又
は

蜀

版
と

称
さ
れ

、

こ

れ

は

寛
和
二

年
（

九
八

六
）

東
大
寺
の

裔
然
に

よ
っ

て

釈
迦

木
像
と

共
に

日

本
に

も

将
来
さ

れ
た

が
、

日

本
に

於
て

も

奈
良
の

各
寺
院
な

ど
に

於
て

木
版
に

よ

る

仏
典
の

出
版
が

行
わ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

　

や

が

て

中
国
で

は

出
版
に

木
活

字
が

使
用
さ

れ
る

よ

う
に

な
っ

た
。

鋳
字
も
試
み

ら

れ
た

が
、

木
活

字
は

鋳
字
に

比
べ

て

製
作
し

易

く
、

又

版
木
の

よ

う
な

大
き
な

板
を

必
要
と

し

な
か

っ

た
。

元
の

仁
宋
の

頃
十
四

世
紀
の

初
頭

に

木
活

字
が

使
用
さ

れ、

清
の

乾
隆
三

十
八

年
（
一

七

七

三
）

か

ら
三

十

九

年
に

か

け
て

二

十

五

万

余
の

木
活
字
を

使
っ

て

の

出
版
が

企

て

ら
れ

た
。

鋳
字
に

よ

る

出
版
は

朝

鮮
に

於
て

発
達
し

盛

行
し
て
、

鋳
字
に

よ

る

刊
本
が

朝
鮮
か

ら

日

本
に

伝
え

ら

れ
た

の

は

天

正
二

十
年
（

一

五

九
二
）

の

事
で

あ
る

。

日

本
で

は

そ
の

二

年
前
の

天
正

十

八

年
に

鋳
字
に

ょ

る

出
版
が

九
州
に

於
て

宣

教
師
た

ち
に

よ
っ

て

始
め

ら

れ

て

い

た

が
、

以
後
鋳

字
、

木
活

字
に

よ

る

出
版
が

日

本
に

於

て

も
盛

行
し

た
。

　

活

字
に

よ

る

出

版
は

江
戸

時
代
に

な
っ

て

盛

に

な

り
、

十
七

世

紀
前
半
か

ら

中

葉
に

か

け
て

が

そ
の

全
盛

時
代
で

あ
っ

た
。

御
水

尾

帝
や

家
康
の

銅
活

宇
に

よ

る

出

版、

寺
院
其
の

他
に

よ

る

鋳
字
や

木
活
字
に

よ

る

出
版
が

相
次
い

だ
。

木
活
字
に

よ

る

出
版
は

木
版
に

よ

る

出

版
よ

り

も

費
用
が

少
な

く
て

す
み

、

植
字
版

、

一

字
版
な

ど

と

称
さ

れ
て

盛

に

な
っ

た
が

、

漢
文
の

返
り

点
、

送
り

仮
名
を
つ

け

な

く
て

は

な

ら
な
い

も
の

に

は

不

向
き
で

あ
っ

た
。

そ
の

点
版

木
に

よ

る

も
の

は

植
字
の

技
術
は

不

要

で

あ
り

、

且

部

数
を

多
く
励

る

必

要
の

あ
る

出

版
に

は

適
し

て

い

た
。

　
鉄
眼
道
光
が

予
て

か

ら
抱
い

て
い

た
一

切
経

刊
行
の

志
が

具
体
化
し

た

の

は

寛
文
八

年
（
］

六

六

八
）

頃
で

あ
り
、

約
十
年
の

歳
月

を
か

け
て

業
成
っ

た

の

は

延
宝

六

年
（

一

六

七

八
）

で

あ
る

。

こ

れ

は

師
隠
元
か

ら

寄
与
さ

れ
た

明
の

万

暦
蔵
経
の

覆
刻
で

、

明
朝
体
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の

字
の

木
版
本
で

あ
る

。

空
覚
が

観
門
義
四

十
一

巻
の

跋
文
を

書
い

た
の

は

寛
文
十
一

年

（
一

六

七
一
）

で
、

ま

さ

し

く

鉄
眼
の
一

切

経
の

刊
行
と

時
を

同
じ

く
し

て

い

る

こ

と
に

な
る

。

　
空
覚
刊
行
の

観
門
義
四

十
三

巻
も

木
版
本
で

あ
る

と

考
え
ら

れ

て

来
た

。

最
近

、

西

山

叢
書
第
三

巻
、

往
生
礼

讃
自
筆
御
鈔

、

法
事

讃
積
学
鈔
の

刊
行
に

当
っ

て
、

空
覚
の

刊
本
と

坂
本
西

教
寺
蔵
の

仮
名
書
き
写
本
と

の

校
合
を
し

て

見
て

、

若
し
か

し

た

ら
少
く
と

も

往
生
礼
讃
観
門
義
は

木
活

字
に

よ

る

刊
行
で

は

な
い

か

と

考
え

ら

れ

る

点
が

あ
る

の

で
、

そ
の

事
に

つ

い

て

述
べ

る
の

が

本
稿
の

目
的

で

あ
る

。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe
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二
、

空

覚

の

跋

文

　
空

覚
が

ど
の

よ

う

に

し
て

観
門
義
を

刊
行
し
た

か
は

跋
文
か

ら

知
る

事
が

出
来
る

が
、

跋
文
に

述
べ

ら

れ

て

い

な
い

事
で

も
刊
本
そ

の

も
の

か

ら
推
知
さ

れ
る
事
も

あ
る
で

あ
ろ

う
。

玄、

序
、

定
、

散
の

各
観
門
義
に

跋
文
は

な
く

、

跋
文
の

あ
る

の

は

般

舟
讃
観
門
義

と

法
事
讃
積
学

鈔
と
で

あ
る

。

般
舟
讃
の

跋
文
の

日

付
は

「

寛
文
辛
亥
仲
春
日

」 、

積
学
鈔
は

「

寛
文
辛
亥
秋
八

月
日
」

で

あ
る

。

両
者

の

間
に

は

約

半
年
の

開
き
が

あ
る

が
、

当
初
の

日

的
は

自
筆

鈔
だ
け
で
、

自
筆

鈔
が

終
っ

た

時

点
で
一

且

跋
文
を

書
き

、

次
い

で

積
学

鈔
を

始
め

、

積
学
鈔
の

版
下

、

原
稿
が

出
来
上
っ

た
の

が

そ
の

半
年
後
で

あ
っ

た

と
い

う

事
に

な

る
。

證
空
自
筆
の

鈔
が

書
き
留
め

ら

れ
た

の

が

建
保
三

年
（

一

二
一

五
）

か

ら

嘉
禄
二

年
（

一

二

二

六
）

ま
で

で
、

そ
の

順

序
は

大
体
に

於
て
、

玄、

序
、

定
、

散、

観
、

般、

礼
の

順
で

あ
る

が
、

空
覚
の

刊

本
は

そ
の

順
で

は

な

く
、

具
疏
に

つ

い

て

は

観

礼、

般
、

或
は

礼
、

観、

般
の

順

序
で、

般
舟

讃
観
門
義
が

何
れ

に

し
て

も

最

後
で

あ
っ

た
よ

う
で

あ
る

。

　

跋
文
の

中
に

は

多
く
の

事
が
述
べ

ら

れ

て

い

る

が
、

刊
行
に

関
す
る

事
だ

け
を

検
討
し
て

見
る

。

　

　
　

空
覚
の

刊
本
に

つ

い

て

一 3 一
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西

山

学

報

　

空
覚
は

二

尊
院
所
蔵
の

證

空
自
筆
鈔
の

恵
篤
の

筆
写
本
を

読
ん

で
、

喜
び

の

あ
ま
り

そ
れ

を

数
年
か

け
て

筆
写
し
て

秘
蔵
し

て

い

た

が
、

自
分
も

寄
る

年
波

、

今
年
で

六

十
才
に

な

り
、

さ

き
も
も
う
そ
う
長

く
は

な
い

と

思
っ

て
、

　
「

寛
乙

酉

臘
月
換
仮
名

字
、

翻
漢

字

而、

欲

授
予

門
子、

明
年
仲
春
庚
廁

採
毫
欲
為
漢

字
」

と
あ
る

。

こ

の

乙

酉
は

己

酉
の

誤
り

で
、

寛
文
九

年
（

一

六

六

九
）

で

あ
る

事

は

明

ら
か

で

あ
り、

丁

度
鉄
眼
の
一

切
経
刊
行
が

緒
に

つ

い

た

頃
と

な
る

が
、

寛
文
九
年
十
二

月
に

自
分
の

筆
写
本
の

仮
名
を

漢
字
に

直
し

て

門
弟
達
に

授
け
よ

う
と

思
い

立
っ

て
、

実
際
仕
事
を

始
あ

た
の

が

翌

十
年
の

春
で

あ
り

、

跋
文
の

日

付
は

辛
亥
仲
春
日

、

即
ち

同
十
「

年
の

春
で

あ
る
か

ら
、

そ
の

間
「

年
、

　
「

翻
漢

字
」

の

仕
事
は
→

年
足
ら

ず
で

完
了

し
た

事
に

な
る

。

こ

の

「

翻
漢
字
」

は

た

だ

単
に

機
械
的
に

仮
名
を

漢

字
に

す
る

だ

け
の

仕
事
で

は

な

く、

実
際
は

「

翻
漢
文
」

で

文
章
自
体
も
和
文
か

ら

漢

文
に

翻
訳
す
る

仕

事
で

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ
、

跋
文
の

言

う

通
り

当
初
は

そ
の

刊
行
は

ま

だ

確
定
的
で

は

な
か

っ

た

と

す
る

と
、

脱
稿
し

て

か

ら
上

梓
が

決
っ

て

跋
文
を

書
く
に

至
る
ま

で

に

も

幾
ら
か

の

日

時
を

要
し

た

で

あ
ろ

う
か

ら
、

こ

の
一

年
は

あ
ま

り
に

も
短
す

ぎ
る
よ

う
に

見
え

る
。

或
は

我
々

の

こ

の

跋
文
の

読
み

方
に

何
等
か

の

誤
り
、

誤
解
が

あ
る

の

で

あ
ろ

う
か

。

　

空
覚
は

こ

の

「

改
漢
字
」

の

仕
事
に

は

誤
が

大
変
多
い

に

違
い

な
い

が
、

そ
れ
で

も
「

訳
漢

字
唯
機
健
而
其
功
成
」

、

と

述
べ

て

い

る
。

こ

の

「

改
漢

字
」

も
文
字
通
り

仮
名
を

漢

字
に

改
め

る

事
で

は

な

く
、

　
「

訳
漢
字
」

即
ち

和
文
を

漢

文
に

翻
訳

す
る

事
で

あ
る

。

門
弟
達
に

授
け
る

為
に

た

だ

仮
名
を

漢

字
に

直
す
事
で

は

あ
ま
り

意
味
が

な
い

。

空
覚
は

鉄
眼
の
｝

切
経
刊
行
の

大
事
業
に

刺
戟
さ

れ

て
、

證
空
の

自
筆
鈔
を

漢
訳
し

て

こ

れ
を

刊
行
し

よ

う
と

思
い

立
っ

た

の

で

は

な
い

で

あ
ろ

う

か
。

跋
文
は

「

機
健
而
其
功
成
」

に
つ

づ

い

て
、

　
「

於
此
数
輩
之
門
流

、

割
之
板

、

備
不

巧
而
請
伝
後
世、

遂
不

得
止

而
鏤
梓

、

行
世
」

と

述
べ

て

い

て
、

　
「

翻
漢
字
」

が

完

了
し

た

時、

門
流
の

中
の

数
人
が

出
板
し

て

後
世
に

伝
え

た
い

と

請
う

た

の

で
、

止

む

得
ず
そ
の

請
を

入

れ

て

出

板
す
る

事
に

な
っ

た
、

と
い

う

文
に

な
っ

て

い

て
、

実
際
は

何
人
か

が

是
非
出
板
し
た

い

と

言
い

出
し

て

刊
行
す
る

事
に

な
っ

た
の

で

あ
ろ

う

が、

こ

の

一 4 一
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「

不

得
止
而
」

の

句
は

そ
の

次
に

述
べ

ら
れ

て

い

る
、

ど

う
か

文
章
に

と

ら
わ

れ

て

意
味
を

取
り

損
わ

な
い

で

ほ

し

い
、

才
の

拙
い

た

め

の

構
文
の

問
違
い

な
ど

を

責
め

な
い

で

ほ

し
い

、

と
い

う

空
覚
の

気
持
を

顕
わ

し
て

い

る

の

で

あ
っ

て
、

空

覚
が

證
空
の

自
筆
鈔
の

漢
訳
を

始
め

た
の

は
、

た

黛

自

分
の

門
弟
に

与
え

る

為
だ

け

で

は

な
く

、

そ
の

時
機
は

未
定
で

は

あ
る

も
の

の
、

い

つ

か

は

そ

れ
の

刊

行
に

よ
っ

て

宗
義
を

後
世
に

伝
え
た

い

と
い

う

意
図
が

あ
っ

た

と

考
え
る
べ

き
で

あ
ろ

う
。

そ

し
て

、

そ
の

目

的
は

十
二

分
に

達
成

さ

れ
た

の

で

あ
る

。

然
し、

こ

こ

に

も
一

つ

の

難
問

が

あ
る

。

な
ぜ

和
文
を
漢

文
に

し

た

か

と
い

う
事
で

あ
る

。

鉄
限
の
一

切
経
は

万

暦

蔵
経
の

覆
刻
で

あ
る
か

ら
、

漢
文
白

文
で
、

蔵
経
が

そ
の

ま
ま

出
板
の

為
の

版
下
に

な

る
の

で

あ
り

、

問
題
は

開

板
と

刊
行、

及

そ
の

費
用
と

だ

け
で

あ
っ

た

で

あ
ろ

う

が、

空
覚
が

拙
い

漢
文
で

あ
る

と
い

う
危
惧
を

持
ち

な
が

ら

も
、

も
と
も

と

和

文
で

あ
っ

た
の

を

漢

文
に

翻
訳
し、

返
り

点
送
り

仮
名
を

付
け
て

刊

行
し
た

の

は

ど

う
い

う
意
図
に

よ

る
の

で

あ
ろ

う
か

。

当
時
は

木

版
に

よ

る
一

切

経
の

刊
行
が

行
わ

れ
よ

う
と

し

て

い

た
一

方
、

木
活
字
に

よ

る

刊
行
も

全

盛
時
代
を

過
ぎ
た

と

は

い

え
行
わ

れ
て

い

た

で

あ
ろ

う
し

、

和
文

の

刊
行
も
な

か
っ

た

訳
で

は

な
い

。

　
「

西
山

上
人

縁
起
」

は

木
活
字
本
と
し
て

正

保
三

年
（
一

六

四

六
）

に

和
文
で

刊
行
さ

れ
て

い

る

が
、

空
覚
が

自
筆
鈔
を

観
門
義
と

し
て

漢
訳

し
て

刊
行
し

た

の

は

「

縁
起
」

と

「

鈔
」

と
の

違
い

な
の

で

あ
ろ

う

か
。

学
術
書

、

思
想

書
は

漢
文
で

あ
る

方
が

説
得
力
が

あ
る、

重
み

が

あ
る

と
い

う
よ

う

な
通
念
が

当
時
の

出
版
界
に

あ
っ

た
の

で

あ
ろ

う

か
。

当
時
の

出

版
界
の

事
情
を

全

く
知
ら

な
い

筆
者
に

と
っ

て
、

こ

れ
は

筆
者
の

推
量
に

過
ぎ
な
い

。

跋
文
に

は

出
板
の

費
用
の

事
は

全
く
言

及

さ
れ

て

な
く

、

木
版
本
に

比
べ

て

木
活
字
本
の

方
が

費
用
が

少
な

く
て

す
む

と

言
わ

れ、

前
述
し
た

よ

う
に

少
な

く
と

も
往
生
礼
讃
観
門
義

は

木
活
字
本
の

よ

う
に

見
え
る

が
、

和

文
の

漢

文
化
は

必

要
と

す
る

板
の

数
を

少
な
く
す

る
た

め

の

方
便

、

費
用
の

軽
減
の

為
で

あ
っ

た

と
は

安
直
に

言

う

事
は

出
来
な
い

で

あ
ろ

う
。

空
覚
の

刊
本
に

つ

い

て
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西

　
山

学

報
三

、

刊

行

の

手

順

　
こ

の

観
門
義
出

版
の

大
事
業
は

実
際
に

ど
の

よ

う
に

行
わ

れ
た

の

で

あ
ろ

う
か

。

跋
文
に

は

何
も

述
べ

る

所
が

な
い

の

で
、

跋
文
が

言
外
に

示

し
て

い

る
と

考
え
ら

れ

る

事
、

現
存
の

刊
本
そ
の

も
の

な
ど

か

ら

推

測

す
る

外
は

な
い

が
、

大
体
の

処
を

推

測
し

て

見
る
と

或
は

左
の

如
く
に

な
る
で

あ
ろ
う

か
。

鉄
眼
の
一

切
経
の

刊
行
に

は

原

稿
を

書
く

と
い

う

労
は

な
い

が
、

こ

の

観
門
義
の

刊

行
に

は

そ

れ
が

必
要
で

あ

る
。

跋
文
で

は

空
覚
が

和
文
の

自
筆
鈔
を

漢
訳
し

て
、

そ
の

原
稿
は

空
覚
が

書
い

た

よ

う
に

見
え
る

が
果
し

て

そ

う
で

あ
ろ

う
か

。

僅
か
一

年
足
ら

ず
の

空
覚
一

人
の

仕
事
と
し

て

は

量
が

あ
ま

り

に

も

尨
大
で

あ
る

。

要
し

た

期
間
が

も
っ

と

長
け
れ
ば

納

得
し

易
い

が
、

そ
れ
に

し
て

も
と

に

か

く
、

漢
文
の

原
稿
は

空
覚
が

書
い

た

と
い

う

事
は

認
め

な

く
て

は

な

ら

な
い

で

あ
ろ

う
。

跋
文

の

書
き
方
か

ら

見
て

、

何
人
か

で

分
担
し

た

と
は

考
え

ら

れ
な
い

。

最
初
は
一

人
で

始
め

て

途

中
か

ら

何
人
か

が

加
わ
っ

た

と
い

う

事

も
考
え
ら

れ

な
い

事
は

な
い

が
、

そ

う

理
解
す
る

よ

り

も、

こ

こ

は

先
ず
空
覚
の

超

人
的
な

努
力
を

認
め

る
べ

き
な
の

で

あ
ろ

う
。

　

扨
、

そ
の

漢
文
で

あ
る
が

、

そ
れ

は

初
か

ら

返

り

点
、

送

り

仮
名
ま
で

付
け
た

叮

嚀
な
も
の

で

あ
っ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

こ

れ
は

全

く
現
代
の

我
々

の

感

覚
か

ら
の

推
測
で

あ
る

が
、

先
ず

初
は

仮
名
書
き
の

原
本
を

見
な

が
ら

白

文
の

漢
文
に

し

て

行
っ

た
の

で

は

な
い

で

あ
ろ
う

か
。

そ
し

て
、

二

度
手
間
で

は

あ
る

が
、

そ

れ
に

あ
と

で

仮
名
書
き
原
本

を
見
な
が

ら
、

返
り

点、

送
り

仮
名
を

付
け
て

行

く
の

で

あ
る

。

あ
と
の

作
業
は

原
稿
の

誤
り

を

見
出
す
校
合
の

仕
事
も
兼
ね

る

事
に

な

り
、

あ
る

意
味
で

は

機
械
的
な

作
業
で

あ
っ

て

も
よ

い
。

そ

れ
が

忠

実
に

行
わ
れ

て

い

れ
ぽ

「

拙
い

漢

文
」

で

は

あ
っ

て

も、

読
め

ば
も
と
の

仮
名
書
き
の

原
文
に

戻
る

筈
で

あ

る
。

そ
れ
が

現
刊
本
に

は

漢
字
の

並
び

方
は

大
体
正

し

い

の

に

返

り

点
、

送
り

仮
名
の

付
け
方
が

間

違
っ

て

い

る
と
い

う

例
が

多
い

。

漢
文

は

訓

点、

返
り

点、

送
り
仮
名
が

な
く
て

も
大
き

な

読
み

誤
り
は

な
い

と

い

う
気
で

仮
名
書
き
原
本
と
の

対
照
を
お

ろ

そ
か

に

し

た

為
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の

誤
り

と

理

解
さ

れ
る
よ

う

な

誤
り、

仮
名
に

漢
字
を

当
て

る

時
の

誤
り

と

そ
の

誤
り
の

為
の

拙
い

漢
文
を

漢

文
と

し

て

読
も
う
と

し

て

而
も
手
も
と

に

仮
名
書
き
原
本
が

な
か

っ

た

為
の

誤
り

な
ど

色
々

な

誤
り

が

現
刊
本
に

は

あ
る

。

こ

れ
は

現
刊
本
の

原
稿
の

和

文
を

漢

文
の

白
文
に

し

た

時
と
こ

れ

に

返
り

点、

送
り

仮
名
を

付
け
た

時
と
は

時
が

異
な
る
と
い

う

証
拠
で

あ
り、

こ

の

事
は

又
、

そ
の

時

だ

け
で

は

な
く

人

も

違
う
と
い

う
事
の

可

能
性

を

も
示
し

て

い

る

事
に

な

る
が
、

一

応
、

和
文
を

漢
文
白

文
に

し

た

の

は

空

覚
で

あ
る

と

理

解
す
べ

き
で

あ
ろ

う
。

然
し
、

こ

れ
に

あ
と

で

返
り

点、

送
り

仮
名
を

付
け
た

の

は

空
覚
一

人
だ

け
で

は

な

い
、

と
い

う
よ

り

も、

空
覚
の

仕
事
は

ま

さ

し

く
「

翻
漢

字
」

、

即
ち

和
文
を

返
り

点、

送
り

仮
名
の

な
い

白
文
の

漢
文
に

翻
訳

す
る

事
だ

け
で

、

返
り

点、

送
り
仮
名
を

付
け
る

仕
事
は

門
流
の

人、

或
は

人
々

が

あ
と
か

ら

行
っ

た

と

理

解
す
る

方
が

或
は

事
実
に

近
い

の

で

は

な
い

で

あ

ろ

う

か
。

　
観
門

義
の

原
稿
が

出
来
上
っ

て

跋
文
も

書
か

れ

る
と
い

よ

い

よ

出
板
と
い

う
事
に

な

る
。

木
版
本
で

あ
れ
ぽ

、

そ
の

版
下
の

版

木
へ

の

鏤
出、

木
活
字
本
で

あ
れ
ば

木
活
字
の

製
作
と

そ

れ
の

植
字
と
が
次
の

仕
事
と

な

る
。

新
た
に

木
活

字
を

作
る

作
業
が

必

要
で

あ
れ

ば

版
木
に

彫
る

の

と

木
活
字
を

作
る
の

と

作
業
は

同
じ
で

あ
る

。

訓
点
の

付
い

た

漢
文
で

あ
れ
ぽ

尚
更

、

初
か

ら

版
木
に

全

部
彫
り
出

す
方
が

植

字
の

手
間
が

か

か

ら

な
い

だ

け
人

件
費
は

少
な

く
て

す
む

。

そ
れ
に

も
拘
ら

ず
植
字
版、

一

字
版
の

方
が

簡
便
で

重
宝
さ
れ

た

と
い

う

事
は
、

や

は

り

人
件

費
よ

り

も
版
木
の

調
達
の

方
が

高
く
つ

い

た

と
い

う

事
で

あ
ろ

う

か
。

木
活
字
の

植

字
に

よ

る

出

板
と

い

う

当
時
の

出

版
界
の

事

情
を

全
く
知
ら
な
い

筆
者
に

と
っ

て

は
、

ど

う
し

て

も

現
在
の

鋳
字
の

活
字
に

ょ

る

出
版
か

ら

類
推
し
て

了

う

が、

現
在
木
活

字
が

殆
ど

残
っ

て

い

な
い

の

は

何
故
で

あ
ろ

う
か

。

新
に

版
を

起
す

時
に

特
別
に

作
っ

て
、

用
が

す
め

ぽ

使
い

捨
て

で

あ
っ

た

の

で

あ
ろ

う

か
。

又
出
来
合
い

の

木

活
字
を

使
う
の

で

な

く、

新
た

に

木
活
字
を

そ
の

目

的
の

為
に

の

み

作
る

の

で

あ
れ

ぽ
、

一

字
版
と

言
い

な

が

ら
、

よ

く
使
わ

れ
る

熟
語
は

二

字、

三

字
を
一

つ

の

木
に

彫
り

込
め

ば

植
字
の

手
間
は

そ

れ

だ

け

省
け
る

訳

　
　
　

空
覚
の

刊
本
に
つ

い

て
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西

山

学

報

で

あ
り

、

返
り

点
、

送
り

仮
名
も

同

様
で

あ
る

。

返
り

点、

送
り

仮
名
も
い

れ

て

活
字
を

作
っ

た

と

考
え
る

方
が

合
理

的
で

あ
る

。

そ

う

す
る
と
、

一

つ

の

木
活

字
の

中
の

字
数

、

字
数
に

よ

る

そ
の

大
き
さ

も
限
り

な

く
自
由
で

あ
る

と
い

う

事
に

な

り、

調
達
出

来
た

板

の

大

き
さ

と

植
字
の

人
件

費
と
の

バ

ラ

ン

ス

の

上

に

立
つ

木
活

字
本
は

、

一

字
の

木
活
字
か

ら
一

丁

全
部
の

木
版
ま

で
、

使
用
さ

れ

る

板
の

大
き
さ
は

区
々

で

あ
り

得
る

事
に

な

る
が
、

木
活
字
版
と
い

う
事
に

な

る
と

や

は

り
一

字
、

二

字
、

三

字

な
ど
の

活
字
が

主

で

あ

る

と
考
え

る
べ

き
な
の

で

あ
ろ

う

か
。

　
誤
植
の

な
い

出
版
は

な
い

、

と

言

わ

れ
る

。

然
し

そ

れ
が

誤
植
で

あ
る
か
、

も
と
の

原
稿
が

間
違
っ

て

い

た

の

か

は
、

合
理
的
に

推

理
出
来
る

場
合
も

あ
ろ
う

し
、

出

来
な
い

場
合
も
あ
る

で

あ
ろ

う
。

し
か

し

何
れ

に

し

て

も
推
測
の

域
を

出
る

事
は

出
来
な
い

。

今
回

往
生
礼
讃
自
筆
御

鈔
の

刊

行
に

当
っ

て
、

空
覚
の

往
生

礼
讃
観
門

義
と

西

教
寺
蔵
の

仮
名
書
き

写
本
と

を

校
合
し
て

見
て

、

往
生

礼
讃

観
門
義
は
、

現
刊
本

そ
の

も
の

に
、

或
は

こ

れ

は

木
活
字
本
で

は

な
い

か

と

推
測

さ
れ
る、

と
い

う
よ

り

推
測
せ

ざ
る

を

得
な
い

点
が

あ
る
の

で
、

そ
の

推

測
を

述
べ

て
、

諸
賢
の

御
教
示

を

仰
ぎ
た
い

と

思
う
考
で

あ
る

。
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四
、

改

漢

字

　
多
く
の

写
本
を

校

合
し

て

発
見
さ

れ
る

最
も
あ
り

ふ

れ
た

ミ

ス

は

脱
文
で

あ
る

。

脱
文
の

な
い

写
本
は

な
い

と

言
っ

て

よ
い

で

あ
ろ

う
。

こ

れ
は

二

本
の

校
合
に

よ

っ

て

の

み

発
見
さ
れ

、

而
も
双
互

に

必

ず
あ
る

。

一

本
だ

け
で

は
、

文
章
が

お

か

し

い

か

ら

脱
文
が

あ

る
よ

う
だ

と

思
っ

て

も
、

た

だ

そ
う
思
う
だ

け
で

、

そ

れ
で

終
り
で

あ
る

。

比

較
研

究
と
い

う
研
究
は

あ
ら

ゆ
る

分
野
に

必

ず
あ
る

真

実
探
究
の

不

可

欠
の

方
法
で

あ

る
が
、

往
生
礼
讃
観
門
義
刊
本
（

以

下
刊
本

と

略

称
す
る
）

と

西

教

寺
蔵
の

往
生
礼
讃
仮
名
書
き
写

本

（

以
下

写
本
と

略
称
す
る
）

と

を
校
合
し

て
、

双

方
の

脱
文
は

お

互

に

補
う

事
が

出

来、

よ

り

よ

き
理
解
が

可
能
に

な

る
。

観
門
義
の
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原
稿
は

、

空
覚
の

筆
写
し
た

写
本
を

も

と
に

し

て

い

る
よ

う
で

あ
る

。

そ
の

脱
文
が

恵
篤
の

二

尊
院
本
に

も

あ
っ

た

か

ど
う
か

と
い

う

事
は

今
回
は

別
の

問
題
で

あ
る

。

　

観
門

義
に

は

仮
名
へ

の

漢

字
の

当
て

間
違
い

が

随
分
あ
る

。

こ

れ

は

全
く

初
歩
的
な

誤
り
で

あ
る

。

空

覚
は

無
常
迅
速
を

覚
っ

て

こ

の

仕
事
を

始
め

た

と

あ
る
が

、

空

覚
の

歿
し
た

の

は

元
禄
四

年
（

一

六

九
一
）

で

あ
る

か

ら
、

こ

の

頃

肉
体
的
に

そ

う
衰
え
て

い

た

と

は

考
え
ら

れ

な
い

し、

漢
文
に

し

て

四

十
一

巻
の

書
物
の

刊
行
と
い

う

大

事
業
の

そ
の

原
稿
を

何
故
一

年
以

内
に

書
い

て

了
っ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

何
か

急
が

な
く

て

は

な

ら

な
い

理

由
が

あ
っ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

和
文
を

漢
文
に

す
る

事
は

機
械
的
に

は

出
来
な
い

所
の

方
が

多
い

で

あ
ろ

う
。

然
し

仮
名
に

漢

字
を
当
て

る

事
は

急
い

で

意

味
を

深
く
考
え

ず
に

行
え
ぽ

全
く
の

そ
の

時
の

気
分
次
第
の

機
械

的
な

仕
事
に

な
っ

て

了
う

。

急
げ
ば

急
ぐ
程
機
械
的
に

な

る
。

観
経
疏
の

観
門
義
に

は

特
に

そ
の

よ

う

な

当
て

字
が

多
い

。

　
「

名
ヲ
」

　
　

　
　
　
　

　
（
1）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
2）

と

す
べ

き
所
を

「

尚
」 、

　
「

闇
ク

」

と

当
て

る
べ

き
所
を

「

苦
楽
」

と
し

た

り

し
て

い

る
。

こ

こ

の

「

闇
ク
」

と

「

苦
楽
」

は

ど

ち

ら

で

も
通
じ

な
い

事
は

な
い

よ

う
に

見

え

る
が

、

写
本
に

は

「

ク

ラ

ク
」

と

仮
名
に

な
っ

て

い

た

と

考
え

ら

れ、

こ

の

「

ク

ラ

ク
」

を

漢

語
の

「

苦
楽
」

と

理

解
す
る
の

は

全

く

安
直
な

推
量
に

よ

る

も
の

で

あ
る

。

漢
語
の

「

苦
楽
」

を
「

ク

ラ

ク
」

と

仮

名
に

し

て

書
く
と

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
ヨ　
　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　
る　

い

う

例
は

殆
ん

ど

な
い

か

ら

で

あ

る
。

　
「

ミ

ナ
」

を

「

三

十
」 、

　
「

ハ

ナ
」

を

「

八

十
」

と

し

た

例
も

あ

る
。

前
者
は

法
相
に

通

じ
て

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

ク

　

ヒ

　
　
　
　
ヲ

（
5）

い

な
い

為
の

字
の

見

誤
り
の

安
直
な

当
て

字
で

あ
る

。

更
に、

次
の

よ

う

な

「

分
ヲ

ヨ

ヒ

カ

タ

キ
」

を

「

難
レ

呼
二

…

…

分一
」

と
い

う

漢

文
に

し

て

い

る

例
な
ど

は

全

く

木
を

見
て

森
を

見
な
い

機
械
的
な

作
業

と
し

か

言
い

様
が

な
い

。

写
本
の

「

ヲ
」

は

正

し

い

仮

名
遣

い

で

そ
の

ま

ま

「

ヲ
」

で

よ

い

か
、

　
「

オ
」

か

又

は

「

尚
」

の

「

ナ

ヲ
」

の

よ

う
に

「

ホ
」

と

す
べ

き
か

は

そ
の

時
々

で

判
断
し

な

く

て

は

な

ら

な
い

が
、

こ

こ

の

「

ヲ
」

は

「

オ
」

が

正

し

い
。

　
「

分
及
ビ

」

で

あ
る

。

そ

れ
を

「

ヲ
」

を

助
詞
と

理

解
し

て

「

分
ヲ

呼

ビ
」

と

す
る

な
ど

、

漢
文
に

し

ろ、

日

本
文
に

し

ろ

「

分
を

呼
ぶ
」

な

ど

と
い

う
語
法
が

あ

る
の

で

あ
ろ

う

か
。

こ

の

様
な

例
は

極
端

　
　

　

空
覚
の

刊
本
に

つ

い

て
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西

　
山

学

報

な
例
で

あ

ろ

う
が

、

観
経

疏
の

観
門
義
に

は

以
上
の

よ

う

な

例
が

あ
る

の

で

あ
り

、

空
覚
の

「

翻
漢

字
」

が

非
常
に

急
い

で

仕
上

げ
ら

れ
た

と
い

う

感
は

否
め

な
い

。

　

往
生
礼
讃
観
門

義
は

玄
義
分
や

序
分
義、

定

善
義
の

観
門
義
程
に

は

上

述
の

よ

う

な
ミ

ス

は

少
な
い

よ

う
で

あ
る

。

そ

れ

で

も

翻
漢

字
の

誤

り
は

あ
る

。

そ
の

例

を
二

つ

程
あ
げ
る
と

左
の

如
く
で

あ
る

。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　　

　

ω
写

本

　
念
仏
往

生
ノ

道
理
ノ

ミ

ア

キ

ラ

カ

ナ

ル

ヘ

シ

　
　

　
　
　

シ

　

　

　

メ

ナ

ル

　

　

　

　

　

ノ

　

　

ワ

　
ア

　

　
　

刊
本

　
可
レ

見
訓

明

念
仏
往
生

道

理
一

和
文
を

漢

文
白

文
に

す
る

作
業
に

於
て
、

　
「

道
理
ノ

ミ
」

の

「

ノ
」

を

「

ヲ
」

に

読
み

誤
っ

た

為
に

「

ノ

ミ
」

の

「

ミ
」

を

動
詞
の

「

見
ル
」

と

理

解
し

て
、

「、
ミ

ア

キ

ラ

カ
」

に

「

見
明
」

を

当
て

た

の

で

あ
る

。

こ

の

場
合

白
文
に

し

た

時
に

最
後
の

「

カ
」

を

「

メ

」

と

読
ん

で

「

明
」

を

当
て

た

の

か

ど
う
か
、

送
り

仮
名
を

付
け

た

人
は

こ

の

「

見
明
」

を

「

見
明
ラ

メ
」

と

読
ん

だ

の

で

あ
る

。

　
「

道

理
を

見
明
ら
め

な

り
。

」

何
と

な

く
意
味
は

解
る

よ

う
で

あ

り、

そ

れ
で

大
体
の

理

解
は

間

違
わ

な
い

が
、

文
章
と

し

て

は

英
語
の

動

名
詞
の

よ

う
な

、

動

詞
が
い

つ

の

間
に

か

名
詞

に

な
っ

て

い

る

と
い

っ

た

奇
妙
な

語
法
と

な
っ

て

い

る
。

こ

の

場
合

、

返
り

点
、

送
り

仮
名
を
つ

け
る

時
に

原
本
の

仮
名
書
き

写
本
は

参
照

さ
れ

て

い

な
い

。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
8）

　

 
写

本

　
衆
生
ノ

出
離
ノ

大

事
ヲ

成
弁
ス

カ

ル

カ
ユ

ヘ

ニ

王
ト

イ
フ

　
　

　
　
　
ス

ル

　

　

ノ

　

　

ノ

　

　

ヲ

　

　

　

ナ

ル

カ

　ニ
　

　

　

ト　
　　

　
　

刊

本
　
成
二

衆
生

出
離
大
事
一

菩
薩
　
故
云
レ

王

こ

れ
は

本
を

筆
写
す
る

時
の

「

菩
薩
」

と
い

う
二

字
を

筆
写

す
る

時、

二

字
の

上

部
の

草
冠
「

サ
」

を
二

つ

重
ね
た

「

苫
」

を

も
っ

て

代
用
し

て

出
来
た

そ
の

「

苫
」

と
「

弁
」

と
の

見

誤
り

で

あ

る
。

こ

こ

の

文

章
の

す
ぐ

前
に

「

法
蔵
菩
薩
」

と
い

う

語
が

出
て
い

て
、

そ
こ

は

写
本
で

「

法

蔵
萼
」

と

な
っ

て

お

り、

こ

の

「

菖
」

と

「

弁
」

と

は

よ

く
見
れ

ば

微
妙
に

違
う
の

で

あ
る
が
、

そ
れ
を
同
じ

字
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と

見
誤
っ

た

の

で

あ
る

。

然
し

そ
の

前
後
の

仮
名
を

含
め

て

見
る

と
、

写
本
で

は

「

成
弁
ス

カ

ル

カ

ユ

ヘ

ニ

」 、

刊
本
で

は

「

成
ス

ル

苔
ナ

ル

カ
ユ

ヘ

ニ

」

と

な
り

、

刊
本
の

「

ナ
」

は

写
本
の

「

カ
」

の

見
誤
り

と

考
え
ら

れ

な
い

事
も
な
い

が
、

　
「

成

弁
ス
」

と

「

成
ス

ル

菩
」

と

は
一

見
し

て

見
誤
ら
れ

そ

う
に

な
い

。

　
「

成
ス

ル

芋
」

は

「

「

成

弁
ス

」

の

見
誤
り
で

は

な

く、

白
文
の

漢
文
を

読
む

時
の

必

要
な

送
り

仮
名
と

し

て

「

ス

ル
」

が

付
け
ら

れ
た

と

考
え

る
べ

き
で

あ
ろ

う
。

　
「

弁
」

を

「

苫
」

と

誤

解
し
て

そ
の

も
と
の

字
「

菩

薩
」

に

戻
し

て

白
文
に

し

て

了
っ

た

為
に

、

あ
と

で

こ

の

よ

う
な

返
り

点
と

送
り

仮
名
を

付
け

な

く
て

は

な

ら

な
か

っ

た

の

で

あ
る

。

こ

の

場
合
も

前
の

例
と

同
じ

く
も

と
の

仮
名
書
き
写
本
は

参
照
さ

れ

て

い

な
い

。

あ
と

で

返
り

点
、

送
り

仮
名
を

付

け
る

時、

も
と
の

仮
名
書
き
写
本
が

読
み

返
さ

れ
て

い

た

ら
、

校
合
の

仕

事
を
も
兼
ね

る

事
に

な

り、

非
常
に

合
理
的
な
の

だ

が
、

そ
の

よ

う

な

事
は

ど

う

も

行
わ

れ

て

い

な
い

ら
し

い
。

　

以
上

の

二

つ

の

例
は

仮
名
に

漢
字
を

あ
て

る

時
の

当
て

違
い

で

あ
る

が
、

始
の

方
は

仮
名
の

助
詞
の

読
み

違
い

に

よ

る

漢
字
の

当
て

違
い

で

あ
る

。

そ

し

て

二

つ

と

も
そ
の

為
に

漢

文
の

白

文

を
誤
っ

て

い

て
、

こ

の

誤
り

が

更
に

次
の

段

階
の

返

り

点
、

送
り

仮
名
の

誤

り

を

誘
発
し
て

い

る

訳
で

あ
る

。

前
述
の

「、
ミ

ナ
」

の

「

三

十
」

な

ど
は

漢

文
の

構
文
を

左
右
し

な
い

し
、

返
り

点
、

送
り

仮
名
の

付

け
誤
り
は

誘

発
し

て

い

な
い

が
、

　
「

改
漢

字
」

の

誤

り
は

大
体
に

於
て

返

り

点
、

送
り

仮
名
の

誤
り
に

結
び

付
く
と

言
っ

て

よ
い

で

あ

ろ

う
。
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五
、

返
り

点
、

送

り

仮

名

　
一

般
に

返
り

点
、

送
り
仮
名
は

訓

点
と

総
称
さ

れ
る

。

こ

れ
は

漢
文
を

訓
読
す
る

た
め

の

も
の

で

あ
る

か

ら

で

あ
る

。

然
し

、

も
と

も
と

和
文
で

あ
っ

た

も
の

を

漢

文
に

し
て

、

こ

の

漢
文
に

付
け
て

も
と
の

和
文
に

戻
し
て

読
ま

せ

る

為
の

返
り

点
、

送
り

仮
名
も
訓
点

　
　

　

空
覚
の

刊
本
に

つ

い

て
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西

山

学

報

と
い

う
の

で

あ
ろ

う

か
。

こ

の

場
合

、

訓
点

と
い

う
言
葉
は

ど

う

も
そ
ぐ
わ

な
い

よ

う

な

気
が

す
る

。

訓
点
の

場
合

、

漢
字
を
音
読
み

に

し
て

も
訓
読
み
に

し
て

も
意
味
は

大

し
て

変
ら
な
い

で

あ
ろ

う
。

然
し

、

仮
名
を

漢
字
に

換
え
た

漢
宇
の

読
み

方
は

、

た

と
え
ば

動

詞
の

場
合

、

付
け

る

送
り

仮
名
が

音
読
み
と

訓
読
み

と

で

異
な

る

場
合
は

問
題
な
い

が
、

同
じ

で

あ

る

場
合
は

何
等
か

の

工

夫
を
し

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ニ

な

け

れ
ば
、

忠
実
に

も
と
の

通
り
の

和
文
に

戻
し

て

読
む

事
は

不

可
能
で

あ
る
。

動
詞

以
外
の

接
続
詞、

　
「

故
」

も

そ
の
一

例
で

あ
る

が、

こ

の

事
に

つ

い

て
は

あ
と

で

言
及

す
る

。

　

扨、

翻
漢
字
の

仕

事
が

完
了
し

て

白
文
の

漢

文
が

出
来
上

り
、

こ

れ
を

又
も

と
の

仮
名

書
き
和
文
に

戻
し

て

読
ま
せ

る

為
に

こ

れ

に

返
り

点、

送
り

仮
名
を

付
け
る
の

で

あ
る

が
、

こ

の

漢
文
に

返
り

点
を

付
け
る

作
業
と

送
り

仮
名
を

付
け
る

作
業
と

は
、

実
際
に

は

違

う

時
に、

又
違
う

人
が

行
っ

た

と

し

て

も
、

切
り

放
す
事
の

出
来
な
い
一

連
の

仕
事
で

あ
る

。

刊
本
を

写
本
と
校
合

し
て

見
て

返
り

点

の

付
け
方
が

間
違
っ

て

い

る

例
が

多
い

が
、

又

そ
の

為
に

送
り

仮
名
の

付
け
方
も
間
違
っ

て

了
い
、

出

来
上
っ

た

文
章
は

も
と
の

仮
名

書
き
の

文
章
か

ら

ま

す
ま

す

離
れ
た

も
の

に

な
っ

て

い

る

と
い

う

例
が

多
い

。

然
し

こ

こ

で

留
意
し

て

置
い

て

も
よ

い

事
は

、

文

章
の

一

々

は

如
何
に

変
っ

て

行
っ

て

も
、

文
章
全
体
の

言
わ
ん

と
し

て

い

る

事
は

大
筋
に

於
て

理
解
さ

れ

る
の

で

あ
り
、

空

覚
の

こ

の

四

十

一

巻
の

観
門

義
刊
行
の

果
し

た

役
割
に

絶
大

な

も
の

が

あ
る

と
い

う

事
は

些

も

変
る

も
の

で

は

な
い

。

　

白
文
に

返
り

点
を

付
け
る

作
業
に

於
い

て

も
と

の

仮
名
書
き

写
本
は

校
合

さ

れ

な
か

っ

た

よ

う
で

あ
り

、

そ
の

為
の

返
り

点、

送
り

仮
名
の

付
け
間
違
い

は

観
門
義
全
般
に

亘
っ

て

見
ら
れ
る

も
の

で

あ

る
。

当

刊

本
の

中
の

一
、

二

の

例
を

あ
げ
る

と

左
の

如
く
で

あ

る
。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
り　

　

ω
写
本
　
相
コ

ト

ニ

七

百
五

（

中
略
）

光
明

八

万
四

千
ノ

相
海
二

具
シ

ツ

レ

ハ

　
　

　
　
　

　
　
ル

ヲ

ト｝
耳

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ

　

　

　ニ
（
UV

　
　

刊
本

　
相
コ

積
二

　
七

百

五

（

中
略
）

光
明
八

万

四

千

相
海
一
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こ

こ

は

弥
陀
の

十
二

光
の

名
を

讃
め

る

所
で

、

十
二

の

名
が

あ
る

が
、

そ
の

光
の

体
は

無
量
で

あ

る
、

と
し

て

こ

の

文
が

続
い

て

い

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
ル

ヲ

ま
ぽ

る
。

こ

こ

で

は

写

本
の

「

相
コ

ト

ニ

・
…
−

具
シ

ツ

レ

ハ

」

に

対
し

て

刊
本
の

「

相
コ

積
三

が

あ
る

。

大
谷
大
学
蔵
の

写
本
に

は

こ

こ

は

「

相
毎
二

：

…・

具
シ

ツ

レ

ハ

」

と

あ
る
か

ら、

　
「

翻
漢
字
」

の

も
と

に

な
っ

た

写
本
に

何
か

の

誤
り

が

あ
っ

て
、

刊
本
の

よ

う

な

言

葉

を

異
に

す
る

漢
文
に

な
っ

た
の

で

あ
り

、

こ

こ

の

漢
文、

こ

う
い

う

例
は

珍
し

い

の

で

あ
る

が
、

返
り
点
の

「

二
」

が
二

箇
所
に

あ

る
。

漢
文
の

訓
点
に

も
、

漢
字
の

右
側
と

左
側
と
に

二

種
類
の

も
の

が

付
い

て

い

て
、

二

種
類
の

読
み

方
が

あ
る

と
い

う
事
を

示
し

て

い

る

事
が

よ

く

あ
る

が
、

こ

こ

は

ど

う
な
の

で

あ
ろ

う
か

。

こ

れ

は

も

と
の

和

文
を

漢
文
体
に

書
き
換
え
た

も
の

で

あ
る
か

ら、

二

通

り

の

読
み

方
が

あ
る

と
い

う

事
で

は

な
い

。

そ
れ

に

も
拘
ら

ず、

こ

こ

に

は

二

通

り
の

読
み

方
が

示

さ

れ
て

い

る

の

で

あ

る
。

即
ち

「

相
調

積
」

は

二

字
を

熟
語
と

し

て

読
む

読
み

方
で

、

こ

の

「

相
」

は

接
頭

辞
の

「

ア

ヒ
」

で

あ
る

。

　
「

相
積
二

」

は

上

の

「

相
」

は

人

相
な

ど
の

相
と
い

う

名
詞
の

主

語
に

読
み

、

下
の

「

積
」

は

そ
の

述
語
の

動
詞
に

読
む

読
み

方
で

あ
る

。

も

と
の

和

文
は

「

相
コ

ト
ニ

…
：

具
シ

ツ

レ

ハ

」

で

あ
る

か

ら
、

こ

の

「

相
」

は

名
詞
で

、

こ

れ
を

白
文
の

漢
文
に

し

て

「

毎
相
具
」

と

す
べ

き
を
何
等
か

の

誤
り

で

「

毎
」

を
落
し

て

「

相
積
」

と

し

て

了
っ

た

為
に
、

あ
と
で

返
り

点
、

送
り

仮
名
を

付
け

る

時
こ

の

「

相
」

が

名
詞
か

接
頭

辞
か

分

ら
な
く
な
っ

た

の

で

あ
る

。

そ

れ
で

取
り

敢
え
ず
二

種

類
の

返
り

点
を

付
け
て

置
い

て
、

あ
と
で

和
文
と

校
合
す
る

積
り

で

あ
っ

た
の

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ヲ

モ

テ

か

ど

う

か、

そ

れ
が
そ
の

ま

ま
に

な
っ

て

了
っ

た

と
い

う

事
で

あ
ろ

う
。

因
に

、

西

山
全
書
で

は

こ

こ

を

「

相
⇒

積
」

と

読
ん

で

あ
る

　
　
　
　

　
　
ル

ヲ

ト　
オ

が
、

刊

本
に

「

積
」

　
と

あ
る

「

ル

ヲ

ト

云
」

と

あ

る
よ

う
に

見
え

る

こ

の

送
り

仮
名
も
実
に

理
解
に

困
る

も
の

で
、

こ

の

送

り

仮
名

が

原

稿
に

こ

の

ま

ま

あ
っ

た

の

か
、

又
、

鏤
刻
者
の

彫
り

間
違
い

が

あ
る

の

か
、

何
れ

も

推
量
の

仕
様
が

な
い

。

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
ゆ　

　
 
写
本

　
タ

マ

く
ウ

ケ

タ

ル

仏
法
修
行
ノ

ウ

ツ

ハ

モ

ノ

タ

ル

年
命
ノ

　
　
　
　

　

く
タ

ル

ル

　

　

　

　

ノ

　

　

ノ

　

ゑ
お　

　
　
刊
本

　
適

受

為
二

仏
法
修
行
機
冖

者
年
命

　
　
　

空
覚
の

刊
本
に

つ

い

て
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西

山

学

報

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

ル

　

　
　

　
　

　
　

　
　
ノ

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

ノ

こ

こ

は

「

ウ

ツ

ハ

モ

ノ

タ

ル
」

が
　
「

為
二

…

…

機
一

者
」

に

相
当

す
る

が
、

　
こ

の

「

一
」

の

返
り

点
を
一

字
下
に

移
し

て
、

　
「

者
」

の

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ノ
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ノ

「，
ノ
」

を

送
り

仮
名
の

「

ノ
」

と

見
ず
に
、

ル

ビ

の

「

モ

ノ
」

の

「

ノ
」

と

理

解
し

、

　
「

機一

者
」

を

「

機
者
こ

と
し

て
、

　
「

機
」

を

「

ウ

ツ

ハ

」

と

読
め

ば
も

と
の

和
文
通
り

の

読
み

方
と

な
る

。

返

り

点
を
「

者
」

の

所
に

移
す
だ

け

で

も

と
の

和
文
に

な

る
と
い

う
事

は

返

り

点
の

付
け
方
だ
け
が

間

違
っ

て

い

る

と
い

う
事
に

な

る
。

然

し
こ

こ

に

は

何
か

、

返
り

点
の

間
違
い

と

だ

け

決
め

て

了
え
な
い

よ

う

な

も
の

が

あ
る

。

先

ず

「

機
」

で

あ
る

が
、

ル

ビ

を

付
け

ず

に

こ

の

字
を

「

ウ

ツ

ハ

」

と

読
ま
せ

る

事
は

難
し

い
。

　
「

ウ

ツ

ハ

」

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
14）

に

は

「

器
」

と
い

う
ぴ
っ

た

り
の

字
が

あ
っ

て

こ

こ

は

そ
れ
の

方

が
ふ

さ
わ

し

い
。

そ
れ

を
「

機
」

と

し
た

の

は

何
故
で

あ
ろ

う
か

。

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ヘ

　
　
ヘ

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　

ヘ
　
　

へ

「

機
」

は

「

ウ

ツ

ハ

」

に

当
て

た

漢

字
な
の

で

は

な
く

、

漢
訳
で

あ
る

よ

う

に

見
え

る
。

そ
の

ま

ま

漢

字
に

な
ら

な
い

よ

う
な
和
語

は

漢

訳
せ

ざ

る

を

得

ず、

観
門
義
全
体
を

通

じ
て
、

空
覚
は

そ
の

よ

う

な

漢
訳
に

苦
労
し

て

い

る
よ

う

に

見
え
る

が
、

こ

こ

も
「

器
」

と
い

う

字
が

あ
り

な
が
ら

「

機
」

と
い

う
字
を

使
っ

た

の

は

こ

こ

の

空

覚
の

理
解
を
示
す
漢
訳
な
の

で

あ
る

。

そ
し
て

そ
の

漢
訳
の

白

文
に

は

刊
本
の

よ

う
な

返
り

点
、

送
り

仮
名
が

付
く
の

が

自
然
な
の

で

あ
る

。

こ

こ

で

和
文
の

「

ウ
ツ

ハ

モ

ノ
」

は

「

器
物
」

と

当
て

る
べ

き
で

、

修
行
者
の

年
命
を

そ
の

修
行
の

容
器
と

考
え
て

い

る

訳

で

あ
る

が
、

空
覚
の

漢
訳
は

修
行
者
そ
の

も
の

を

そ
の

修
行
の

容

器
と

理

解
す
る

漢
訳
に

な
っ

て

い

る
。

そ
の

修
行
者
が

「

機
」

な
の

で

あ
る

。

返
り

点
を

付
け
替
え

れ

ぽ
も
と

の

和

文
に

は

な
る

が
、

こ

こ

の

白
文
は

刊
本
の

よ

う
に

読
む
の

が

自
然
で
、

空
覚
も

そ
の

積
り
で

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ、

厳
密
に

言
え
ば

誤
訳
で

あ
る

が
、

「

機
」

と

い

う

字
を

使
っ

て

こ

の

よ

う
に

漢
訳

し

た

空
覚
の

意
図
も

何
か

解
る
よ

う

な

気
が

す
る

の

で

あ
る

。

　
往

生

礼
讃
の

観
門

義
は

観
経
疏
の

観
門
義
に

比
べ

て

返
り

点
の

付
け
間
違
い

が

多
い

よ

う
で

あ
る

。

そ

れ
は

返
り

点
は

あ
と

で

付
け

て
、

そ
の

時
も
と
の

和
文
は

校
合
し

な
か
っ

た

か

ら
で

あ
る

が
、

こ

こ

で
一

言
し

て

置
き
た

い

の

は
、

前
に

も
述
べ

た

よ

う
に

、

い

く

ら

厳
密
な

校
合

を
し

て

返
り

点、

送
り
仮
名
を

誤

り

な

く
付
け
た

と

し

て

も
、

一

旦

漢

字、

漢
文
に

し

て

了
え
ば

ど

ち

ら

に

読
ん

で

よ

一 14 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Kyoto Seizan College

NII-Electronic Library Service

Kyoto 　Selzan 　College

い

か

分
ら

な
い

字
が

あ
る

と
い

う

事
で

あ
る

。

動
詞
の

音
読
み

、

訓
読
み

、

接
続

詞
の

「

故
」

な
ど
、

も

と
の

和
文
を

参
照
せ

ず
に

正

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ニ

し

く
読
む

と
い

う
事
は

不

可
能
で

あ
る

。

漢

文
の

中
に

随

所
に

頻
出

す
る

接
続
詞
の

「

故
」

に

は

「

ユ

ヱ

ニ

」

と

読
む
場
合
と

、

　
「

カ

ル

ガ
ユ

ヱ

ニ

」

と

読
む
場
合
と

が

あ
っ

て
、

前
者
は

文
末
に

来
る

場
合

、

後
者
は

文
頭
に

来
る

場
合
で

あ
る

。

仮
名
書
き
写
本
で

は

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ニ

「

ユ

ヘ

ニ

」 、

　
「

カ

ル

ガ
ユ

ヘ

ニ

」

と

仮
名
で

書
い

て

あ
る

か

ら

間
違
い

は

な

い

が
、

一

旦

漢

文
の

「

故
」

と
し

て

了

う

と
、

文
末、

文
頭
の

区
別
は

不

可

能
で

あ
る

。

こ

の

区
別
は

し

な

く
て

も
意
味
が

大
き
く
変
る

事
は

な
い

が
、

文
の

勢
は

全
く

変
っ

て

了

う
。

こ

れ

は

文
全
体
の

流
れ
に

と

っ

て

は

重
要
な
事
で

あ
る

。

漢
文
は

意
味
は

伝
え
る

事
は

出
来
る

が
、

気
分
は

伝
え

る

事
が

出
来
な
い

。

空
覚

観
門
義
四

十
一

巻
の

刊
行
の

意
義
は

大
き
い

が
、

筆
録
の

日

付、

そ
の

時
の

天

候
ま
で

記
入
さ

れ

た

證

空

自
筆
の

鈔
の

和

文
そ
の

ま

ま

の

刊
行
も
亦
重
要
な

仕
事
で

あ
る

と

言
え
る

。

六
、

木
版
本
と

木
活
字
本

　
以
上

検
討
し

て

来
た

事
は、

上

梓
す
る

版
下、

原
稿
に

既
に

あ
る

誤
り

に
つ

い

て

で

あ
っ

た

が
、

い

よ

い

よ

上

梓
の

運
び

と
な
る

と
、

次
の

問
題

は

木
版
本
に

す
る

か
、

木
活
宇
本
に

す
る

か

と
い

う

事
で

あ
る

。

木
活

字
本
は

木
版
本
に

比
べ

て

安

直
で

あ

る
と

さ

れ

る

が
、

植
字
の

手

間
は

余
分
に

か

か

る

事
に

な
る

。

こ

の

植
字
の

手
間
は
一

つ

の

木
活

字
に

多
く
の

字
が

彫
っ

て

あ
れ
ぽ

そ

れ
だ

け
減

る

事
に

な
り、

刊

行
の

費
用
は、

板
の

大
き
さ

に

よ

る
一

活
字
の

中
の

字
数
と

植
字
の

手
問
と
の

バ

ラ
ン

ス

の

上

に

成
り

立
つ

事
と

な

る
。

　
　　
おね

　
跋
文
は

漢

文
白

文
の

ま

ま
で

あ
る
。

　
こ

れ
は

多
分
木
版
で

あ

ろ

う
。

木
版
に

あ
り

得
る
の

は

刻
者
の

誤
刻
で

あ
る

。

　
「

己
酉
」

が

　
　　
めり

「

乙

酉
」

と

誤
ら

れ
て

い

る

事
は

既
に

述
べ

た

が
、

こ

れ

は

原
稿、

版
下
の

誤
り

で

あ
る
よ

り
は
、

刻
者
の

誤
刻
で

あ
る

公
算
の

方
が

　
　
　

空
覚
の

刊
本
に

つ

い

て
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西

　
山

学

報

大
き
い

。

終
り
の

方
の

「

接
」

と
「

摂
」

と
は

ど

う
で

あ
ろ
う

か
。

木
版
の

「

接
家
」

、

「

接
禄
」

は

西

山

全
書
で

は

「

摂
家
」

、

「

摂
鐐
」

　
　
　

　
　
　

　
ホ

め　

に

訂
正
さ

れ
て

い

る

が
、

こ

の

「

接
」

と

「

禄
」

と
は

版
下
で

既
に

そ

う
な
っ

て

い

た

の

か
、

そ

れ
と

も
刻
者
の

誤
刻
な
の

か
、

こ

れ

は

も
う
推
定
の

域
を

出
な
い

問
題
で

あ
る

。

　
「

接
一

と

「

摂
」

と

の

草
書
は

非
常
に

よ

く
似
て

い

て
、

版
下
は

「

摂
」

で

あ
っ

た

の

を

刻
者
が

「

接
」

と
誤
っ

た

よ

う
に

も
見

・

柴

又
、

接
と

摂
と
の

音
通
か

ら

版
下
で

既
に
、

　
「

接
」

を

「

摂
」

の

代
用
と
し

て

用
い

て
い

た

と

考
え

ら
れ

な
い

事
も
な
い

。

し

か
し

、

ど

ち

ら
か

と

言
え
ば

前
者
の

方
が

公

算
が

大
き
い

。

　
「

禄
」

に
つ

い

て

は
、

版
下
で

も

「

禄
」

で

あ
っ

た

と

考
・

兄

ら

れ
る

。

　
「

鱇
」

が

正
し

い

が、

　
「

摂
鐐
」

は
一

般
に

は

「

摂
録
」

、

　
「

摂
禄
」

な

ど
と

も

書
か

れ
「

鐐
」

よ

り

も
む

し

ろ

「

禄
」

の

方
が
よ

く
通
用
し

て

い

た

か

ら
で

あ
る

。

　

木
活
字
本
に

な

る

と

問
題
は

誤
植
で

あ
る

。

誤
植
の

な
い

出
版
物
は

な
い

と
い

う

真
理
は

木
活

字
本
に

於
て

も
現
在
の

鋳
字
活
字
に

よ

る

出

版
と

事
情
は

全
く
同
じ

筈
で

あ
る

。

然
し

、

誤
植
と
い

う
事
に

つ

い

て
、

現
在
我
々

が

校
正

刷
を

校
正

す
る

時、

誤
植
だ

と

思

っ

て

も、

念
の

為
原
稿
を

見
て

見
る
と
、

原
稿
で

つ

い

う
っ

か

り

書
き
誤
っ

て

い

た

と
い

う

事
が
よ

く

あ

る
。

出
版
物
だ

け

を

見
て

す

ぐ

に

誤
植
だ
と

決
め

て

了
う
訳
に

も
行
か

な
い

。

　
木
版
の

誤
刻
と

木

活
字
の

誤
植、

こ

れ
は

相
似
の

現
象
で

、

こ

れ

だ

け
か

ら

刊
本
が

木
版
本
か

木
活
字
本
か

は

推
定
出
来
な
い

。

然

し
、

木
活
字
本
に

は

あ
り

得
る

が

木
版
本
に

は

あ
り

得
な
い

と

い

う

現
象
が

あ
れ
ぽ
、

そ
れ
は

そ
の

刊
本
が

木
活
字
本
で

あ
ろ

う
と
い

う

推
定
の

根

拠
と

な

る
。

現
在
の

鋳
字
に

よ

る

出
版
で

よ

く
あ
る

植
字
の

ミ

ス

に

字
の

顛
倒
が

あ
る

。

こ

の

よ

う

な
ミ

ス

は

木
版
の

刻

宇
の

場
合
に

は

あ
ま

り
な
い

と

考
え

ら

れ
る

が
、

更
に

植
字
の

ミ

ス

の

中
に

は
、

ミ

ス

と
い

う
よ

り

も
、

何
等
か

の

機
械

的
な
力
が

あ

と

で

加
わ
っ

て
、

活

字
が

も
と

あ
っ

た

場
所
か

ら

違
う

場

所
に

飛
ん

で

い

る
と
い

う
事
が
よ

く
あ
る

。

こ

の

飛
ん

で

い

る

活
字
は
｝

字

だ

け
と
い

う

事
が

多
い

が
、

二

字
以
上
の

場
合
も
あ
り

、

又
飛
ん

で

い

る

の

が

そ
の

行
の

上

か

下
か
で

は

な

く、

次
の

行
に

飛
ん

で

い
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る
と
い

う
事
も
よ

く

あ
る

。

こ

う
い

う

現
象
は

木
版
本
に

は

考
え
ら

れ
な
い

が
、

木
活
字
本
に

は

当
然
起
る

筈
で

あ
る

。

往
生
礼
讃
観

門
義
の

刊
本
に

は

こ

の

活
字
の

行
飛
び

で

は

な
い

か

と

考
え
ら

れ
る

所
が

何
箇
所
か

あ
り、

一

箇
所
は

そ
の

よ

う
に

考
え

ざ
る

を

得
な

い

の

で

あ
る

。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
（
19）
　
　

　

（
19）
　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

（
18）

　

ω
写

本
　
要
ヲ

ト

リ

テ

ト

ク

時
二

諸
仏
声
聞
縁
覚
菩
薩
弥
陀
ノ

光

明
ヲ

ホ

ム

ト

大
経
ニ

ト

キ

ア

ラ

ハ

ス

ナ

リ

　
　

　
　
　
テ

　

ヲ

ク

　ニ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ

　

　
ヲ

　

　

ニ

　
　

刊
本
　
採
レ

要
説
時
諸
仏
声
聞

縁

覚
菩
薩
陥
先
明
一

大
経
説
顕

　
　

　
　
　
お
ソ

　
　

お
　

　
　

　
　
　
讃
二

弥
也

刊
本
の

「

先
明
」

の

「

先
」

は

「

光
」

の

誤
り

で

あ
る

事
は

明
ら
か

で

あ
る

が
、

こ

の

刊
本
の

漢

文、

こ

の

ま

ま

で

は

ど
う
読
め

ぽ
よ

い

の

で

あ
ろ

う
か

。

西

山

全
書
の

多
分
困
っ

た

挙
句
の

読
み

は

　
　

テ

ヲ

ク

ニ

　

　

　

　

ノ

ノ

　
ヲ

　
昌

キ

シ

テ

ス

ル

　
ヲ

（
21）

　
　

採
レ

要
説
時
諸
仏
声
聞

縁
覚
菩
薩
他
光
明
大
経
説
顕

讃
二

弥
陀
一

也

で

あ
る

。

　
「

先
」

は

「

光
」

の

誤
り

で

あ
る
と

理
解
し

て

い

る

が
、

　
「

陥
」

を

「

他
」

と

理

解
し

、

　
「

明
」

の

下
の

返
り

点
の

二
L

を

省
き

、

　
「

弥
」

の

下
に

「

陀一
」

を

補
っ

て

読
ん

で

い

る

訳
で

あ
る

。

こ

の

刊
本
の

文
を

写
本
を

参
照
し

な
が

ら

読
む
と

「

随
」

は

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
ム

ト

「

陀
」

の

俗

字
で
、

　
「

弥
随
」

の

「

随
」

で

あ
り

、

漢

文
と

し

て

は

こ

の

「

陥
」

の

上

に

「

讃
二

弥
」

が

な
く

て

は

な
ら
な
い

事
に

な

る
。

そ

し
て

そ
れ
は

脱
落
し
て

い

る

の

で

は

な
く

、

次
の

行
の

行
頭
に

紛
れ
込
ん

で

い

る

の

で

あ
る

。

本

来
の

所
に

あ
っ

た

も
の

が

何

か
の

力
が

加
わ
っ

て

行
飛
び

し

た

の

で

あ
る
。

鋳
字
活
字
に

よ

る

出

版
に

二

字
の

行
飛
び
の

例
は

案
外
多
い

か

も

知
れ
な
い

。

然
し

、

漢
文
の

返
り

点
、

送
り

仮
名
ま
で

も
一

緒
に

し

た
二

字
の

行
飛
び

の

例
は

殆
ん

ど

な
い

の

で

は

な
い

で

あ
ろ

う
か
。

こ

の

刊
本
の

現
状

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
ニ
ソ

を

見
る

と
、

こ

こ

の

次
の

行
の

行
頭
の

「

讃
ゴ

弥
」

は
一

つ

の

活
字
片
に

な
っ

て

い

た
よ

う
に

見

え

る
。

た

だ

こ

こ

の

送
り

仮
名
は

「

ム

ト
」

と

あ
る
べ

き
で

あ
り

、

刊
本
が

「

ニ

ソ
」

と

あ
る
の

は
、

　
「

ニ

ソ
」

と

あ
る
よ

う
に

見
、

兄

る

の

は
、

何
と
も
読
み
よ

う
の

な

　
　

　

西

山

学

報
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空
覚
の

刊
本
に

つ

い

て

い

送
り

仮
名
で

あ
る

。

何
れ

に

し
て

も
こ

こ

は

木
活
字
の

行
飛
び

と

考
え
ざ

る

を

得
ず、

刊
本
の

少
な

く
と

も
こ

こ

の

箇
所
は

木
版
で

は

な

く
、

木
活
字
に

依
る

も
の

で

あ
る

と

考
え
ざ

る

を

得
な
い

の

で

あ
る

。

　

次
の

例
は

脱
文
あ
り

、

誤
植
あ
り、

活

字
の

行
飛
び

あ
り

と
い

っ

た

よ

う
な
複
合
し

た

誤
り
が

重
な
っ

て

い

て
、

脱
文
に
つ

い

て

は
、

こ

こ

の

相
当
箇
所
は

大
谷
大

学

蔵
の

写
本
に

は

欠
い

て

い

る

の

で
、

こ

の

脱
文
が

版
下
に

既
に

あ
っ

た

か

ど

う

か

は

不

明
で

あ
る

が
、

或
は

版
下

に

脱
文
に

伴
な

う

乱

れ
が

あ
っ

た

よ

う

に

も

見
え、

こ

こ

の

誤
植
ら

し

き
も
の

は

或
は

そ

れ
に

誘
発
さ

れ

た
の

で

あ
る

か

も
知
れ
な
い

。

活
字
の

行
飛
び

ら
し

き
も
の

に

つ

い

て

は、

多
分
そ

う

理

解
し
て

も
よ

い

よ

う
に

見
え

る
。

　

 

写
本

　
イ
マ

ス

テ
ニ

ソ

ノ

ト

カ

ヲ

シ

レ

リ

ク

フ

ル

心
フ

カ

ク

ト

ヲ

ラ
バ

身
ヨ

リ

チ

モ

イ
テ
マ

ナ

コ

ヨ

リ

ナ

ミ

タ

コ

ホ

ル

ヘ

シ

ム

ナ

　
　
　

　
　
シ

キ

生
ヲ

ヲ

シ

マ

ス

法
ノ

タ

メ

ニ

心
ヲ

ハ

ケ
マ

シ

身
ヲ

タ

ツ

ヘ

シ

ト

イ

フ

心

ナ

リ

乃
至

小
罪
若
懺
即

能

徹
心
徹
髄
ト

ラ

イ

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　　

　
　
　

　
　
ハ

ツ

ミ

ニ

大
小
ノ

不

同
ア

リ
ト

イ
ヘ

ト

モ

ミ

ナ

　
　

刊
本

今
既

無
二

羝
蔵
心

覆
瓦

，

出
レ

量
，

涙

濫
．

意
也

乃

至

小

罪

若

懺
即

能

慰
者

醜
、

臨
レ

見
意
也
徹

薯
雖
三

晁

　
　
　

　
　
ト

　
　
　
ノ

　

　

　

（
23）

　
　
　

　
　
有一一

大
小
不

同
一

皆

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
コ

ホ

ル

刊
本
の

全
文
を

読
ん

で

見
る
と
、

意
味
内
容
を

別
に

し

て
、

文
章
の

面
か

ら

だ

け
で

、

　
「

濫
意
也
」

が

文
章
に

な
っ

て

い

な
い

と
い

う

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

コ
ボ

ル

へ

事
が

分
る

。

西

山

全
書
の

よ

う
に

「

盗
　
意
也
」

と

す
れ
ぽ

文
章
に

な

る
。

即
ち、

送
り

仮
名
の

「

ル
」

の

繰
り

返
し

の

「

・

」

を

補

っ

て

全
書
は

理

解
し

た

訳

で

あ
る

。

然
し、

写
本
と
比
べ

て

見・
る

と、

こ

こ

は

送
り

仮
名
の

「

・

」

が

落
ち

て

い

る

の

で

は

な

く
、

　
コ

ボ

ル

「

温
」

と

「

意
也
」

の

間
に

「

ヘ

シ

ム

ナ

シ

キ

生
ヲ

ヲ

シ

マ

ス

法
ノ

タ

メ

ニ

心
ヲ

ハ

ケ
マ

シ

身
ヲ

タ

ツ

ヘ

シ

ト

イ
フ
」

と
い

う

脱
文
が

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
コ
ボ

ル

あ
る

と
い

う

事
が

わ

か

る、

即
ち

「

温
」

は

「

意
也
」

に

続
く
の

で

は

な
く

、

　
「

ヘ

シ
」

に

続
い

て

い

て
、

　
「

意
也
」

は

「

ト

イ
フ

」

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

コ
ホ

ル

に

続
い

て

い

た

の

で

あ
る

。

　
「

濫
」

の

送
り

仮
名
が

間
違
っ

て

い

た

の

で

は

な

く、

約
一

行
分
の

脱
文
が

あ
っ

た

た
め

に

「

濫
 

と
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「

意
也
」

と
の

間
に

隙
間
が

出
来
た

と
い

う

事
で

あ
る

。

と
こ

ろ

が
、

こ

の

脱
文
の

中
の

「

身
ヲ

タ

ッ

ヘ

シ

ト

イ
フ

」

は

脱
落
し
て

い

　

　
　
　

　
　
　

　
シ

ト　
ム

　
ツ

　
　
ヲ

た

の

で

は

な

く
、

　
「

可
レ

断
レ

身
」

と
い

う
漢
文
に

な
っ

て

次
の

行
の

中
に

紛
れ

こ

ん

で

い

る

の

で

あ
る

。

単
に

以
上

だ

け
で

あ
れ

ぽ
、

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
シ

ト　
ガ

　
ッ

　
　
ヲ

こ

こ

も
前
の

例
と

同
様
に、

　
「

可
レ

断
レ

身
」

と

い

う

活

字
の

行
飛
び

と

理

解
し

、

脱
文
は

「

ヘ

シ

」

か

ら

「

ハ

ケ
マ

シ
」

ま
で

で

あ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

シ

ト　
ぽ

　
ツ

　
　
ヲ

る

と

理
解
す
れ
ば

よ

い

事
に

な
る

。

こ

こ

で

問

題
を
複
雑
に

し

て

い

る
の

は
、

刊
本
に

は、

行
飛
び

と

考
え

ら
れ

る

「

可
レ

断
レ

身
」

の

あ
と
に

も

も

う
一

度
「

意
也
」

が

あ
る

と
い

う

事
で

あ
る

。

　
「

ト

イ
フ

心

ナ

リ
」

の

「

心
ナ

リ
」

は

こ

の

二

つ

の

「

意
也
」

の

中
の

ど
ち

ら
で

あ
っ

た
の

で

あ
ろ

う
か

。

こ

こ

で

こ

こ

の

脱
文
は

版
下
に

既
に

あ
っ

た

か

ど
う
か

と
い

う

事
を

検
討
し

て

見
る

と
、

版
下

に

既
に

あ
っ

た

場

合
と
版
下
に

は

な
か

っ

た

と
い

う

場
合
と
の

二

つ

の

場

合
と

で

は
、

そ
の

版
下
は

次
の

如
く
で

あ
ろ

う
か

。

　

　
ヨ

リ

　
　

　
コ

ボ

ル

　

シ

ト　
さ

　
ツ

　

　
ヲ

　

 
眼

涙
−

温

可
レ

断
レ

身
意
也

　
乃
至

小
罪
〜

　

　
ヨ

リ

　

　

　

　

　コ
ボ

ル

　

　

　

マ
　

シ

ギ

　
ヲ

　

　
ニ

　

ノ

　
シ

　

ヲ

　
シ

ト　
ほ

　
ツ

　

ヲ

　

 
眼

可幽一

涙
ー

盗
一

不
レ

惜
二

空

生
一

為
レ

法
励
レ

心

可
レ

断
レ

身
意
也

乃

至

小
罪
〜

こ

の

二

つ

を

並
べ

て

見
て

い

る

と

前
の

例
の

方
が

公

算
が

大
き
い

。

即
ち

「

ヘ

シ
」

か

ら

「

ハ

ケ
マ

シ

」

ま
で

が

版
下

で

既
に

脱
落
し

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
シ

ト　
ぽ

　
ッ

　
　
ヲ

て

い

た
の

で

あ
る

。

そ
う

す
る

と
、

こ

れ

を

植
字
し
て

行
く

場

合
、

「

可
レ

断
レ

身
意
也
」

が

本
来
の

所
に

植
字
さ

れ

て

い

て
、

あ
と

で

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
コ
ホ

ル

そ
の

全
部
が

行
飛
び

し
た

の

で

あ
る
と

す
る

と
、

　
「

温
」

の

次
に

「

意
也
」

が

あ
る

事
が

理
解
出
来
な
い

。

多
分
こ

こ

は

行
飛
び

し

た

　

　
　
シ

ト　
ぽ

　

ツ

　

ヲ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
コ

ボ

ル

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

コ
ボ

ル

の

は

「

可
レ

断
レ

身
」

だ

け
で
、

　
「

意
也
」

は

「

溢
」

の

次
に

残
っ

て

い

た
の

で

あ

る
。

即

ち
、

　
コ
涙
i

温
意
也

　
乃
至

小
罪

若
懺
即
能

　

ト

　
　

シ

よ
ぽ

　
ツ

　

　
ヲ

徹
心

者
可
レ

断
レ

身
」

と

な
っ

て

い

た

と

考
え
ら

れ
る
の

で

あ
る

。

そ
し

て
、

あ

と
で
、

こ

こ

が

仕
事
の

継
目
で

あ
っ

た

か

ど
う
か
、

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

ト

活
字
が

行
飛
び

し
て

い

る
の

に

気
付
か

ず
、

「

レ

身
」

の

あ
と

に

「

意
也
」

を

付
け
て

、

次
の

仕

事
の

「

徹
髄
者
」

以
下
を

植
字
し
て

行

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ヲ

っ

た
の

で

あ
る

。

こ

の

あ
と
で

「

意
也
」

を

加
え
た

の

が

植
字
者
の

無
意
識
の

会
通

に

よ

る

の

か
、

版
下
の

「

レ

身
」

の

あ
と

に

「

意

也
」

が

あ
る

の

を

見
て

な
の

か

わ
か

ら
な
い

が
、

版
下
を

見
て

の

付
加
な
ら

、

行
飛
び

活

字
を

も
と

の

位
置
に

戻
す
仕
事
の

方
が
必

要

　

　
　

空
覚
の

刊
本
に

つ

い

て
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西

　
山
　
学

　
報

で

あ
っ

た
。

そ
れ
を
そ
の

ま

ま
に

し

て

「

意
也
」

を

加
え
た

の

は

版
下
を

見
た

と
し
て

も
よ

く

見
な
か
っ

た

の

か
、

見
ず
に

行
飛
び

と

気
付
か

な
い

ま
ま

に

会
通
で

付
け

加

え
た

か

で

あ
る

。

後
者
で

あ
る

と

す

れ

ぽ、

前
の

例
の

西

山
全
書
の

行
飛
び

と

気
付
か

ず
に

「

随
」

を

「

他
」

と

理

解
し
て

、

　
「

弥
」

の

下
に

「

陀
」

を

付
加
し

た

会
通
に

以
て

い

な
い

事
も
な
い

。

西

山

全
書
の

こ

こ

で

の

改
訂

が

「

コ

ホ

ル
」

の

終
止

形
を

「

コ

ホ

ル

・

」

と

連
体
形
に

す
る

事
し

か

出
来
な
か

っ

た
の

は
、

「

ヘ

シ

ム

ナ

シ

キ
」

か

ら

「

ハ

ケ

マ

シ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

ト　
ズ

　
ッ

　
　
ヲ

ま

で

の

脱
文
が

あ
る

事
を

知
り

よ

う

が

な
か

っ

た

か

ら
で

あ
り
、

「

可
レ

断
レ

身
」

が

行
飛
び

で

は

な
い

か

と
い

う
事
も

気
付
き
よ

う

が

な
か
っ

た
で

あ
ろ

う
。

　

写
本
と

刊
本
を

比
べ

て

見
て

、

以
上
の

よ

う
な

推
定
し

か

出
来
な
い

が
、

刊
本
の

こ

こ

の

現

象
も

、

い

く
ら

版
下
に

乱
れ
が

あ
っ

た

と

し

て

も、

又
鏤
刻

者
の

大
き
な

誤
刻
が

あ
っ

た

と

し
て

も
木
版
で

は

起
り

得
な
い

事
の

よ

う
に

見
え
る
。

た

だ

事
態
が

ω
の

例
ほ

ど

単
純
で

は

な
い

の

で
、

　
こ

こ

が

木
版
に

よ

ら

ず
に

木
活

字
に

よ

っ

て

い

る

と

断
定
は

出
来
な
い

か

も
知
れ

な

い

が
、

木
活
字
本
で

あ

る
と

考
え
る

方
が

合

理
的
で

あ
る

。

若
し

木
活

字
本
で

あ
っ

て
、

こ

こ

も
そ
の

行
飛
び
の

例
で

あ
る
と

す

る

と
、

こ

こ

の

木
活
字
も

　

ン

ト　
ぽ

　
ッ

　

　
ヲ

「

可
レ

断
レ

身
」

が
一

つ

の

木
版
に

彫
ら

れ
て

あ
っ

た

と
い

う
公
算
が

大
き
い

。
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註
（

1
）

　
観
門
義
鈔
玄
義
分
巻
第
二

、

二

丁
目

表
10
行
目

ー−
西
山

全
書
第
三

巻
玄
義
分
巻
第
二
、

25
頁
上
段
3
行
目

（

西

山

叢
書
第
一

巻
玄
義
分
巻

　
　
　
一
、

二

七

頁
上
段
3
行
目

） 、

同
序
分
義
巻
第
三

、

十
七

裏
1011

同
序
分
義
巻
第
三
、

蝿

下
12
（

同
序
分
義

巻
二
、

二
一

四
上
17
）

　
（

2
）

　
同
序
分
義
巻
第
四、

二

十
二

裏
711

同
巻
第
四

、

…
…

上
15
（

同、

二

三

七
下
12
）

　
（

3
）

　
同
定
善
義
巻
第
二
、

七

表
5
閥
同
定
善
義
巻
第
二
、

躙

下
7

（

同
第
二

巻
定
善
義
巻
一

、

三

〇
下
3
、

4
）

　
（

4
）

　
同
巻
第
四

、

十
七

裏
911

同

巻
第
四、

捌

上
11
（

同
巻
二

、

八
〇
下
16
）

　
（

5
）

　
同
玄
義
分

巻
第
五、

十
三

表
4
控
同

玄
義
分
巻
第
五

、

鵬

下
8

（

同
第
一

巻
玄
義
分
巻
三

、

一

二
一

下
3

）

　
（

6
）

　
西
教
寺
蔵

写
本
第
三
、

五
三
丁

裏
1

（

西
山

叢
書
第
三
巻
往
生
礼
讃
自
筆
御
鈔
巻
第
三

、

七

〇
上
7

）
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（

7
）

往
生
礼
讃
観
門
義
鈔
巻
第
五

、

五

丁
目

表
7
行
目
n
西
山
全

書
第
三

巻
往
生
礼
讃
観
門
義
鈔
巻
第
五

、

魏

頁
下
段
7
行
目

（

8
）

　
同
第
五
、

一
一

裏
H
（

同
巻
第
五

、

＝
二

七

上
16
）

（

9
）

　
同
巻
第
八、

十
一

裏
7
、

11
同

巻
第
八、

鵬

上
15

（

10
）

　
同
第
一

、

五

表
6

（

同
巻
第
一
、

四
上
1

）

（

11
）

　
同
巻
第
一

、

四

表
5

、

同
巻
第
一

、

価

上
11

（

12
）

　
同
第
三
、

二

五

裏
3

（

同
巻
第
三

、

五

三

上
11
）

（

13
）

　
同
巻
第
四

、

四

表
211

同
巻
第
八

、

欄

下
6

（

14
）

　
大
谷
大
学
蔵
写
本
第
三

巻
十
八
丁
表
に

は

写
本
の

「

ウ
ツ

ハ

モ

ノ
」

に

相
当
す
る
所
は

「

器
」

と

な
っ

て

い

る
。

（

15
）

　
空
覚
刊
本

、

般
舟
讃
観
門
義
鈔
の

あ
と
に

付
け
ら
れ
て

い

る
。

西
山
全
書
第
四

巻、

六

六

七

頁
下
段

ー
六

六

九

頁
下

段
。

（

16
）

　
同
右
抜
三

丁
裏
5
行
目、

西
山
全
書

同
右
六

六

八
下
14
行
目

（

17
）

　
同
抜
四

裏
2

、

同
六

六

九
上
10

（

18
）

　
同
第
三

、

九
裏
二

（

同
巻
第
三

、

四

二

下
8
）

（

19
）

　
写
本
に

は

「

声
聞
」 、
　
「

菩

薩
」

と

も
符
号
で

書
か

れ
て

い

る
。

即

ち

「

与
与
」

と

「

苫
」

。

前
者
は

「

声
」

と
「

聞
」

の

下
の

部
分

、

　
　
の

草
書
体
を

利
用
し
た

も
の

で

あ
り

、

後
者
は

「

菩
」

と
「

薩
」

の

上

部
の

草
冠
を
二

つ

重
ね

た

も
の

で

あ
る

。

（

20
）

　
同
巻
第
三
、

九
裏
1

（

21
）

　
同
巻
第
三

、

姐

上
15

（

22
）

　
同
第
五
、

四
一

裏
11
〜
四
二

表
5

（

同
巻
第
五
、

一

五
五

下
13
〜
一

五
六

上
1

）

（

23
）

　
同
巻
第
十

、

二

裏
9
〜
三

表
1
、

同
巻
第
十、

跏

下
13
〜
15

「

耳
」
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空
覚
の

刊
本
に

つ

い

て


