
「
維
摩
経
義
疏
」
が
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て

著
さ
れ
た
の
は
、
今
か
ら
凡
そ
一
千
四
百

年
前
の
推
古
朝
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。「
勝

鬘
経
義
疏
」
に
次
ぐ
吾
が
国
最
古
の
佛
典

注
釈
書
と
言
は
れ
る
こ
の
御
著
書
を
繙
ひ
も
と

く

と
、
経
典
本
文
に
続
い
て
詳
述
さ
れ
る
太

子
ご
自
身
の
御
文
章
に
直
接
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
佛
典
は
も
と
よ
り
御
注
釈
文

も
辞
書
を
片
手
に
読
ん
で
も
難
解
と
言
は

ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
で
も
四
苦
八
苦

し
な
が
ら
読
み
進
ん
で
い
く
と
、
突
然
視

界
が
開
け
た
や
う
に
心
に
染
み
る
お
言
葉

に
出
遇
ふ
こ
と
が
あ
る
。

義
疏
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
「
維

摩
経
」
は
、
病
床
に
あ
る
主
人
公
の
維
摩

居
士
と
慰
問
の
た
め
訪
ね
て
く
る
佛
弟
子

と
の
問
答
を
通
し
て
大
乗
の
教
へ
を
諭
し

て
い
く
内
容
と
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
初
章

の
佛
國
品
第
一
に
、
佛
の
徳
を
讃
歎
す
る

な
か
に
次
の
や
う
な
経
文
が
出
て
く
る
。

毀
譽
不
動
如
須
彌
　
於
善
不
善
等
以
慈

心
行
平
等
如
虚
空
　
孰
聞
人
寳
不
敬
承

佛
の
平
等
の
慈
を
讃
歎
し
た
こ
の
箇
所

は
、
太
子
の
御
解
釈
文
を
参
考
に
す
る
と

凡
そ
次
の
や
う
な
意
味
に
な
る
。

「
他
人
か
ら
謗
ら
れ
た
り
誉
め
ら
れ
た
り

し
て
も
、
ま
た
、
苦
し
い
と
き
も
楽
し
い

と
き
も
心
が
平
ら
か
で
動
じ
な
い
様さ
ま

は
、

ま
る
で
須し
ゅ

弥み

山せ
ん

（
佛
教
の
世
界
で
そ
の
中
心

に
聳
え
立
つ
高
い
山
）
の
や
う
で
あ
る
。
佛

は
、
善
を
な
す
者
に
対
し
て
も
不
善
を
な

す
者
に
対
し
て
も
、
い
つ
も
変
ら
ぬ
慈
悲

の
心
で
接
せ
ら
れ
る
。
こ
の
や
う
に
佛
の

心
に
分
け
隔
て
が
な
い
の
は
、
広
々
と
し

て
障さ
や

る
も
の
の
な
い
大
空
の
や
う
で
あ
る
。

人
宝
を
聞
い
て
こ
れ
を
謹
ん
で

承
う
け
た
ま
は

ら
な

い
者
が
ゐ
よ
う
か
。
皆
素
直
に
聞
き
入
れ

る
は
ず
で
あ
る
」。

太
子
は
、
人
の
心
が
揺
り
動
か
さ
れ
る

原
因
と
し
て
、
苦
、
樂
、
利
、
衰
、
毀
、

譽
な
ど
を
挙
げ
、
そ
れ
を
風
に
譬
へ
て
、

佛
の
心
が
ど
の
や
う
な
強
い
風
に
も
動
じ

な
い
須
弥
山
の
や
う
だ
と
説
か
れ
る
。「
於

善
不
善
等
以
慈
」
に
つ
い
て
は
、「
衆
生
復ま
た

非
を
行
ひ
、
善
を
修
す
と
雖
も
」
と
釈
さ

れ
、
心
な
ら
ず
も
佛
の
教
へ
に
背
く
こ
と

の
あ
る
煩
悩
多
き
衆
生
の
現
実
の
生
を
そ

の
ま
ま
受
け
止
め
、
衆
生
に
宿
る
佛
性
へ

の
限
り
な
き
信
を
貫
か
れ
て
ゐ
る
。
そ
し

て
、「
孰
聞
人
宝
不
敬
承
」
に
つ
い
て
は
、

「
誰
か
等
し
き
慈
を
聞
い
て
之
に
歸
敬
せ
ざ

ら
ん
と
い
ふ
こ
と
を
明
か
す
」
と
釈
さ
れ
、

経
典
の
「
人
宝
」
を
「
等
し
き
慈
」
と
、

「
敬
承
」
を
「
歸
敬
」
と
い
ふ
言
葉
に
読
み

替
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。「
人
宝
」
則

ち
人
に
と
っ
て
宝
と
も
言
ふ
べ
き
大
切
な

も
の
を
「
等
し
き
慈
」、
つ
ま
り
佛
が
身
を

も
っ
て
教
示
さ
れ
て
き
た
分
け
隔
て
の
な

い
慈
し
み
の
心
と
把
へ
、
閉
ざ
さ
れ
た
人

の
心
を
開
き
動
か
さ
ず
に
は
お
か
な
い
こ

と
を
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

太
子
の
御
生
涯
は
、
親
族
を
も
巻
き
込

み
閥
族
相
争
ふ
激
動
濁
乱
の
時
代
の
裡
に
あ

っ
た
。
し
か
も
、
国
政
の
中
枢
に
あ
っ
て
民

族
の
将
来
を
一
身
に
担
は
れ
た
深
刻
悲
痛
の

ご
生
涯
の
な
か
で
、
太
子
は
深
い
慈
し
み
の

お
言
葉
に
触
れ
ら
れ
た
御
体
験
を
心
に
刻
み

込
ま
れ
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。「
歸
敬
」
と

い
ふ
言
葉
は
、
敬
ひ
帰
依
す
る
と
い
ふ
意
味

で
、
身
も
心
も
捧
げ
て
信
頼
す
る
と
い
ふ

「
敬
承
」
よ
り
も
更
に
強
い
意
味
が
込
め
ら

れ
て
ゐ
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
も
太
子
が
「
等

し
き
慈
」
の
尊
さ
を
い
か
に
重
く
受
け
止
め

て
を
ら
れ
た
か
が
推
察
さ
れ
る
。

岡
潔
氏
は
、
そ
の
著
書
『
日
本
の
こ
こ

ろ
』
の
中
で
次
の
や
う
に
言
っ
て
を
ら
れ

る
。「
私
の
い
ま
持
っ
て
い
る
人
生
観
は
、

私
が
選
ん
で
採
用
し
た
も
の
で
も
な
く
、

自
然
に
そ
う
さ
せ
ら
れ
て
そ
う
な
ら
ざ
る

を
え
な
く
な
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で

す
。（
中
略
）
私
は
、
民
族
は
そ
れ
ぞ
れ
心

の
色
ど
り
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

日
本
民
族
は
、
日
本
民
族
の
色
ど
り
と
い

う
も
の
を
も
っ
て
い
る
」。

「
日
本
民
族
の
色
ど
り
」
を
ひ
と
言
で
表

現
す
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

私
は
「
等
し
き
慈
」
と
い
ふ
美
し
い
言
葉

が
そ
れ
に
相
応
し
い
と
思
ふ
。
四
季
折
々

の
変
化
に
富
ん
だ
自
然
、
毎
年
変
る
こ
と

な
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
報
恩
の
祭
り
、

助
け
合
ひ
支
へ
合
ひ
な
が
ら
続
け
ら
れ
て

き
た
生
活
の
営
み
。
そ
れ
ら
の
総
合
力
と

し
て
永
い
時
間
を
か
け
て
育
ま
れ
受
け
継

が
れ
て
き
た
「
人
宝
」
が
「
等
し
き
慈
」
で

あ
っ
た
の
だ
と
思
ふ
。

（
鳥
栖
市
役
所
　
五
十
一
歳
）
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「
等
し
き
慈
」

―
日
本
民
族
の
色
ど
り
―
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