
　
　
　
　   

　
　 

摩
訶
般
若
波
羅
密
多
心
経
　
　
用
語
解
説 

般
若
心
経
は
知
恵
の
教
え
の
こ
と
。
こ
の
教
え
は
真
理
の
法
（
ダ
ル
マ
）
に
目
覚
め
る
こ
と
。 

　
　
真
理
と
は
あ
り
の
ま
ま
の
姿
。
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
を
智
恵
と
い
う
。 

仏
教
の
根
本
教
理
に
三
法
印
が
あ
る
。 

一
、  
諸
行
無
常
　
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
常
に
変
化
し
て
い
く
。 

二
、  
諸
法
無
我
　
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
互
い
に
深
く
関
連
し
て
い
る 

三
、 

涅
槃
寂
静
　
心
の
安
ら
ぎ
こ
そ
が
真
の
幸
せ
で
あ
り
、
実
相
の
世
界
（
宇
宙
の
心
）
を
感
じ
取
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

　
（
仮
相
の
世
界
は
苦
難
や
迷
い
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

五
蘊
皆
空
の
五
蘊
は
心
の
働
き
の
受
想
行
識
と
身
体
と
い
う
色
の
こ
と
を
い
う 

　
心
の
働
き
の
受
想
行
識
を
説
明
す
る
。
　
受
は
感
受
し
て
い
く
心
の
働
き
。
想
は
想
念
を
つ
く
り
思
い
返
し
て
と
ら
わ
れ
て
い
く
こ
と
。
行
は

そ
の
思
っ
た
こ
と
を
分
別
し
て
心
の
中
で
原
因
を
作
る
こ
と
。
識
は
分
別
し
た
こ
と
の
是
非
や
善
悪
を
確
認
す
る
こ
と
。 

　
色
（
し
き
）
と
は
　
形
あ
る
も
の
。
壊
れ
る
も
の
。
変
化
す
る
も
の
。
欲
望
の
対
象
に
な
る
も
の
。 

六
識
は
煩
悩
が
生
ま
れ
る
場
所
と
原
因
。
す
な
わ
ち
目
と
色
、
耳
と
声
、
鼻
と
香
、
舌
と
味
、
身
と
触 

煩
悩
と
は
貧
（
と
ん
）
瞋
（
じ
ん
）
痴
（
ち
）
。
受
想
行
識
と
い
う
心
の
働
き
が
言
動
の
発
端
に
な
っ
て
煩
悩
を
生
み
出
す
。 

　
　
貪
（
む
さ
ぼ
）
る
べ
か
ら
ず
を
貪
る
。
瞋
（
い
か
）
る
べ
か
ら
ず
を
瞋
る
。
愚
痴
る
べ
か
ら
ず
を
愚
痴
る
こ
と
。 

苦
集
滅
道
は
四
諦
（
し
た
い
）
と
い
っ
て
釈
尊
の
最
初
に
説
か
れ
た
四
つ
の
真
理
の
教
え
で
あ
る
。
初
転
法
輪
と
い
う
。 

　
　
苦
諦
「
人
生
は
苦
な
り
」
生
老
病
死
の
四
苦
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
四
苦
八
苦
の
続
編
は
愛
別
離
苦
、
怨
憎
会
苦
（
お
ん
ぞ
う
え

く
・
怨
ん
で
憎
ん
で
も
別
れ
ら
れ
な
い
苦
し
み
）
、
求
不
得
苦
（
ぐ
ふ
と
っ
く
・
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
苦
し
み
）
、
五
蘊
盛
苦
（
ご
う
ん

じ
ょ
う
く
・
身
も
心
も
苦
し
み
の
原
因
を
抱
え
て
い
る
） 

集
諦
は
こ
れ
ら
の
苦
し
み
は
煩
悩
に
よ
る
業
が
集
ま
っ
て
生
じ
た
も
の
だ
。 

滅
諦
は
苦
か
ら
逃
れ
、
幸
せ
に
な
る
に
は
お
ろ
か
さ
と
欲
を
断
つ
こ
と
で
あ
る
。 

道
諦
は
愚
か
さ
と
欲
を
断
つ
方
法
は
「
八
正
道
」
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
。
※
「
八
正
道
」
は
「
八
支
則
」
に
似
て
い
る
。 



三
法
印
の
中
の
諸
法
無
我
を
調
べ
た
（ChatGPT

） 

諸
法
無
我
と
は 

「
諸
法
無
我
（
し
ょ
ほ
う
む
が
）
」
は
、
仏
教
に
お
け
る
基
本
的
な
教
え
の
一
つ
。
こ
の
言
葉
は
、
「
す
べ
て
の
存
在
や
現
象
（
諸

法
）
は
我
（
自
己
、
恒
常
不
変
の
主
体
）
を
持
た
な
い
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
仏
教
に
お
け
る
無
我
の
思
想
は
、
個
人
の
実
体

や
独
立
し
た
自
己
と
い
う
概
念
を
否
定
し
、
す
べ
て
の
も
の
が
相
互
依
存
し
、
変
化
し
続
け
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。 

詳
細
な
解
釈 

 
1. 

諸
法 

「
諸
法
」
と
は
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
、
事
象
、
現
象
を
指
し
ま
す
。
物
質
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
心
の
働
き

や
概
念
も
含
ま
れ
る
。 

 

二. 

無
我 

「
無
我
」
と
は
、
自
己
や
固
定
的
な
本
質
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
私
た
ち
は
「
自
分
」
と
い
う
固
定
的
な
も
の
が
あ
る
と
思
い

が
ち
だ
が
、
仏
教
で
は
、
そ
の
「
自
分
」
と
い
う
も
の
も
五
蘊
（
色
・
受
・
想
・
行
・
識
）
の
集
合
体
に
過
ぎ
な
い
と
教
え
る
。 

 

三. 

諸
法
無
我
の
実
践
的
意
義 

こ
の
教
え
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
執
着
や
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
が
開
け
る
と
さ
れ
て
い
る
。
人
は
「
自
分
」
や
「
自
分
の
も

の
」
に
執
着
す
る
こ
と
で
苦
し
み
を
生
む
が
、
無
我
の
理
解
に
よ
り
、
そ
う
し
た
執
着
を
手
放
し
、
他
者
と
の
つ
な
が
り
を
よ
り
深
く
感

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

関
連
す
る
教
え 

「
諸
法
無
我
」
は
、
「
諸
行
無
常
」
（
す
べ
て
の
も
の
は
変
化
し
続
け
る
）
や
「
涅
槃
寂
静
」
（
最
高
の
安
ら
ぎ
の
境
地
）
の
教
え

と
と
も
に
、
仏
教
の
三
法
印
（
仏
教
の
基
本
的
特
徴
）
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。 

要
す
る
に
、
「
諸
法
無
我
」
は
、
個
別
的
で
独
立
し
た
自
己
の
存
在
に
固
執
せ
ず
、
す
べ
て
が
因
縁
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
仏
教
的
な

真
理
を
示
す
教
え
で
あ
る
。 



質
問
：
諸
行
無
常
を
方
丈
記
・
平
家
物
語
な
ど
で
表
し
て
い
る
が
、
諸
法
無
我
を
表
す
作
品
が
あ
る
か 

「
諸
法
無
我
」
を
直
接
的
に
表
現
し
た
文
学
作
品
や
芸
術
作
品
は
少
な
い
が
、
そ
の
思
想
を
背
景
に
持
つ
作
品
や
表
現
は
、
仏
教
の

影
響
を
受
け
た
も
の
の
中
に
見
ら
れ
る
。
以
下
に
い
く
つ
か
挙
げ
る
。 

1. 
『
法
華
経
』
や
仏
教
経
典 

仏
教
経
典
の
中
で
、
「
諸
法
無
我
」
を
説
い
た
も
の
が
数
多
く
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
法
華
経
』
や
『
般
若
心
経
』
な
ど
で
は
、
「
色

即
是
空
」
（
形
あ
る
も
の
は
空
で
あ
る
）
と
い
う
表
現
が
、
無
我
の
思
想
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。 

2. 

世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
』 

日
本
の
中
世
の
芸
術
論
書
で
あ
る
『
風
姿
花
伝
』
は
、
能
楽
の
本
質
を
説
い
た
作
品
で
す
が
、
そ
の
中
に
は
無
常
観
や
無
我
の
思
想

が
含
ま
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
は
、
芸
術
の
美
し
さ
や
価
値
を
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
常
に
移
り
変
わ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
「
花
」

と
い
う
儚
さ
の
中
に
無
我
の
思
想
を
暗
示
し
て
い
る
。 

3. 

芭
蕉
の
俳
句 

松
尾
芭
蕉
の
俳
句
に
は
、
「
諸
法
無
我
」
の
感
覚
が
感
じ
ら
れ
る
作
品
が
あ
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
句
は
無
我
の
思
想
を
暗
に
表
現

し
て
い
る
と
言
え
る
： 

 

何
も
な
き
と
こ
ろ
に
帰
る
落
葉
か
な 

（
落
葉
が
、
自
然
に
戻
る
様
子
を
詠
み
、
す
べ
て
が
空
（
く
う
）
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
） 

4. 

『
方
丈
記
』
（
鴨
長
明
） 

『
方
丈
記
』
は
主
に
「
諸
行
無
常
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
が
、
作
品
全
体
に
流
れ
る
仏
教
的
な
世
界
観
の
中
に
「
諸
法
無
我
」
の

思
想
も
見
て
取
れ
る
。
特
に
、
世
俗
的
な
執
着
を
手
放
し
、
仏
道
に
帰
依
し
て
い
く
過
程
が
そ
の
象
徴
で
あ
る
。 

5. 

森
鴎
外
『
高
瀬
舟
』 



近
代
文
学
で
は
、
森
鴎
外
の
短
編
小
説
『
高
瀬
舟
』
が
「
諸
法
無
我
」
の
視
点
を
持
つ
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
作
品
で

は
、
死
刑
囚
が
無
私
の
心
で
罪
を
受
け
入
れ
る
姿
や
、
生
死
を
超
え
た
安
ら
ぎ
を
描
い
て
お
り
、
「
自
分
」
と
い
う
固
定
的
な
観
念
を
超

越
し
た
生
き
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

6. 
茶
道
や
禅
の
美
学 

具
体
的
な
作
品
で
は
な
い
が
、
茶
道
や
禅
の
美
学
そ
の
も
の
が
「
諸
法
無
我
」
を
体
現
し
て
い
る
。
「
わ
び
さ
び
」
の
精
神
は
、
個
々

の
存
在
が
絶
え
ず
変
化
し
、
固
定
的
な
本
質
が
な
い
こ
と
を
美
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
、
無
我
の
感
覚
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。 

「
諸
法
無
我
」
は
「
諸
行
無
常
」
に
比
べ
て
抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
た
め
、
文
や
芸
術
で
直
接
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
そ

の
背
後
に
あ
る
仏
教
的
な
価
値
観
や
人
生
観
が
、
広
く
多
く
の
作
品
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。 

  


