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　釈迦が兜
と

率
そつ

天
てん

にいる亡き生母＝摩
ま

耶
や

夫
ぶ

人
にん

のために説いた
という摩

ま

訶
か

摩
ま

耶
や

経
きょう

によって描かれている。釈迦が入滅に臨
んだとき、摩耶夫人が兜率天から降りてきた。すでに釈迦
は入滅していたが、母のため、神通力を用いて復活し、滅
後のことを説いたという。摩訶摩耶経は『末法燈明記』（本
書では原文 5）に「大

だい

術
じゅつ

経
きょう

」の名で出る。
　この図について、京都国立博物館の「e 国宝」の説明文
には末法との関連にふれ、次のようにある。
　
　様式史的にみて 11 世紀後半から末頃の制作であろう。
この時期は、いわゆる末法が到来してからまもないころで、
院政期の開始時期にも相当する。院政期に入ってからの仏
事の儀礼文には、しばしば「釈尊再出」「仏日中興」など
と釈迦信仰の復興を示す文句がうかがえる。本作品の主題
はちょうどこうした風潮と合致するものだが、具体的にな
んの儀礼に用いられたかははっきりしない。
　
　末法到来という意識は、どんな悪人でも極楽浄土に迎え
るという阿弥陀如来の信仰を盛んにするいっぽう、釈迦へ
の崇拝とその再来を願って興

こう

法
ぼう

利
り

生
しょう

（仏法を興し衆
しゅ

生
じょう

を利
り

益
やく

す）・令
りょう

法
ぼう

久
く

住
じゅう

（法をして久住〈永存〉ならしめよ）を
求める動きも強まった。

　
は
じ
め
に
─
─
日
本
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
基
点
　

　　　
『
末ま
っ

法ぽ
う

燈と
う

明み
ょ
う

記き

』
は
漢
文
で
四
千
字
程
度
の
短
い
文
書
で
あ
る
。
書
写
さ
れ
て
世
に
広
ま
り
、
鎌
倉
新
仏
教
運

動
の
栄え
い

西さ
い

・
法ほ

う

然ね
ん

・
親し

ん

鸞ら
ん

・
日に

ち

蓮れ
ん

が
共
に
引
用
し
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
な
か
で
も
親
鸞
は
主
著
『
教

き
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

信し
ん

証し
ょ
う』

に
ほ
ぼ
全
文
を
引
用
し
、
日
蓮
は
そ
の
末
法
意
識
か
ら
法
華
経
に
新
た
な
意
味
を
見
出
し
た
。

　
『
末
法
燈
明
記
』
に
は
「
最
澄
」
の
記
名
が
あ
る
。
平
安
時
代
初
期
に
比
叡
山
で
天
台
宗
を
開
い
た
伝
教
大
師

最
澄
の
著
述
だ
と
い
う
の
だ
が
、
栄
西
・
法
然
ら
が
引
用
す
る
以
前
に
は
、
こ
の
書
物
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
偽ぎ

書し
ょ

」
と
も
さ
れ
る
の
だ
が
、
最
澄
の
『
顕け

ん

戒か
い

論ろ
ん

』
な
ど
に
『
末
法
燈
明
記
』
に
通
じ

る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
「
偽
書
」
で
は
な
い
。

　

そ
れ
に
、
今
日
の
文
献
研
究
か
ら
い
え
ば
「
偽
書
」
だ
と
し
て
も
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
か
ら
い
っ
て
、
き
わ

め
て
重
要
な
文
書
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
傳
教
大
師
全
集
」
や
「
天
台
宗
教
聖
典
」
な
ど
の
一
般
に
は

手
に
取
り
に
く
い
書
物
で
し
か
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。そ
こ
で
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
、『
末
法
燈
明
記
』

の
全
文
に
解
説
を
加
え
て
刊
行
す
る
。

　

あ
わ
せ
て
日
本
に
お
け
る
末
法
の
諸
相
を
取
り
上
げ
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
末
法
辺へ
ん

土ど

の
日
本
は
東
海
の
粟ぞ

く

散さ
ん

国こ
く

（
粟
粒
を
散
ら
し
た
よ
う
な
小
国
）
だ
い
わ
れ
、「
日
本
は
小
さ
な
島
国
だ
」
と
い
う
国
土
観
を
形
成
し
て
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
ど
ん
な
悪
人
に
も
仏
心
が
あ
る
」「
本
心
は
悪
く
な
い
」
と
い
っ
た
日
本
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
（
人
間
中
心
主
義
）
を
育
ん
だ
。　
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末
法
初
年
─
─
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
説
の
虚
実

　　　

末
法
の
始
ま
り
と
し
て
通
説
と
な
り
、日
本
史
の
教
科
書
に
も
記
さ
れ
て
い
る
の
は
永え
い

承し
ょ
う

七
年（
一
〇
五
二
）

を
末
法
初
年
と
す
る
説
で
あ
る
。
中
国
で
釈
迦
の
入
滅
を
紀
元
前
九
四
九
年
と
す
る
伝
承
を
前
述
の
大
集
経
で

い
う
仏
滅
後
五ご

五ご

百ひ
ゃ
く

年ね
ん

を
当
て
は
め
る
と
、
西
暦
一
〇
五
一
年
に
第
四
の
五
百
年
が
終
わ
っ
て
最
後
の
五
百

年
に
入
り
、
末
法
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
末
法
到
来
に
つ
い
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
は
、
比
叡
山
の
僧

＝
皇こ
う

円え
ん

（
？
〜
一
一
六
九
年
）
が
あ
ら
わ
し
た
歴
史
書
『
扶ふ

桑そ
う

略り
ゃ
く

記き

』
の
永
承
七
年
の
記
述
で
あ
る
。「
去
年

の
冬
よ
り
疾し
つ

疫え
き

流
行
し
、
年
を
改
め
て
已い

後ご

、
弥

い
よ
い
よ

以も
っ
て

熾し

盛じ
ょ
うな
り
。
今こ

ん

年ね
ん

よ
り
末
法
に
入
る
。
八
月
廿
五
日
。

長は

谷せ

寺で
ら

火
災
、
灰か

い

燼じ
ん

と
為な

す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、『
扶
桑
略
記
』
の
編
纂
は
白し
ら

河か
わ

上
皇
に
よ
る
院
政
の
開
始
（
一
〇
八
六
年
）
以
後
、
か
な
り
年
月

が
た
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
永
承
七
年
当
時
の
記
録
と
し
て
は
、貴
族
の
藤ふ
じ

原わ
ら
の

資す
け

房ふ
さ（
一
〇
〇
七
〜
一
〇
五
七
年
）

の
日
記
『
春
し
ゅ
ん

記き

』
が
あ
る
。
赤
木
志
津
子
編
『
訓
読
春
記
』（
近
藤
出
版
社
一
九
八
一
）
に
よ
っ
て
永
承
七
年

の
記
述
を
み
れ
ば
、
四
月
二
十
七
日
に
「
路
頭
の
死
骸
は
な
は
だ
多
し
。
尤も
っ
とも

恐
る
べ
し
」、
五
月
五
日
に
は

疫え
き

癘れ
い

の
た
め
二
十
一
社
に
奉ほ

う

幣へ
い

使し

を
派
遣
（
伊
勢
・
石い

わ

清し

水み
ず

・
賀か

茂も

な
ど
二
十
一
の
重
要
神
社
に
勅
使
を
派
遣
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
疫
病
の
流
行
は
し
ば
し
ば
あ
っ
た
こ
と
で
、
永
承
七
年
に
限
っ
た
こ
と
で
な
い
。

そ
の
た
め
か
、『
春
記
』
の
疫
病
の
記
事
の
な
か
に
「
末
法
」
の
語
は
な
い
。
藤
原
資
房
に
永
承
七
年
を
「
末

法
初
年
」
と
思
わ
せ
た
の
は
長
谷
寺
の
焼
亡
だ
っ
た
。

　
『
扶
桑
略
記
』
に
八
月
二
十
五
日
の
こ
と
と
書
か
れ
て
い
る
長
谷
寺
の
火
災
は
、『
春
記
』
で
は
三
日
後
の
八
月

二
十
八
日
の
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
季き
の

御み

読ど

経き
ょ
う（
宮
中
で
春
秋
に
数
日
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
大だ

い

般は
ん

若に
ゃ

経き
ょ
うの
法ほ

う

会え

）
の
最
終
日
の
こ
と

で
あ
る
。
興こ
う

福ふ
く

寺じ

の
別べ

っ

当と
う

（
寺
務
の
総
括
者
）
で
長
谷
寺
別
当
を
兼
ね
る
真し

ん

範ぱ
ん

僧そ
う

正じ
ょ
うが

参さ
ん

内だ
い

し
て
督こ

う

殿ど
の

（
法
会
の

責
任
者
）
に
言
っ
た
。

　
「
長
谷
寺
が
焼
亡
し
て
し
ま
っ
た
と
知
ら
せ
が
あ
り
ま
し
た
。
は
な
は
だ
悲
し
い
こ
と
で
す
。
昔
、
焼
亡
し
た

お
り
（
九
四
四
年
）
に
は
本
尊
の
十
一
面
観
音
の
頭
だ
け
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
、
新
た
に
造
っ
た
御
身
（
十
一

面
観
音
像
）
に
継
い
で
百
余
年
に
な
り
ま
す
。
長
谷
寺
は
霊れ
い

験げ
ん

所し
ょ

の
第
一
で
す
。
末
法
の
最
初
の
年
に
、
こ
の
事

が
起
こ
り
ま
し
た
。
恐
る
べ
き
こ
と
で
す
。
仏
（
十
一
面
観
音
）
を
火
災
か
ら
取
り
出
す
こ
と
は
全
く
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
」

　

こ
れ
が
『
春
記
』
に
記
さ
れ
た
長
谷
寺
焼
亡
の
第
一
報
で
あ
る
。
末
法
到
来
の
恐
る
べ
き
表
れ
な
の
だ
が
、
そ

れ
か
ら
十
日
ほ
ど
た
つ
と
、
意
外
に
も
長
谷
寺
に
参
詣
者
が
押
し
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
末
法
に
は
仏
法
が
衰

え
る
と
い
う
の
と
は
真
逆
の
な
り
ゆ
き
で
、「
末
法
の
事
希け

有う

の
事
に
侍は

べ

る
」
と
い
う
。
あ
ま
り
の
不
思
議
さ
に
、

こ
れ
は
末
法
の
こ
と
で
あ
る
が
、
希
有
の
奇
跡
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
こ
ん
な
話
だ
。

　
　

山や
ま

科し
な

寺で
ら

（
興
福
寺
）
別
当
の
真
範
僧
正
が
昇
殿
の
書
を
奏
上
し
て
言
う
。
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長
谷
寺
の
こ
と
は
涙
を
抑
え
が
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
は
本
尊
十
一
面
観
音
の
十
一
面
の
う
ち
左

側
の
怨え
ん

怒ぬ

相そ
う

一
面
、
右
側
の
目も

く

芽が

相そ
う

（
白
牙
上
出
相
）
一
面
、
頂

ち
ょ
う

上じ
ょ
う

仏ぶ
つ

面め
ん

一
面
の
合
わ
せ
て
三
面
が
焼
け
残
っ

た
。
御
足
は
火
事
の
お
り
に
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
灰
の
中
に
残
っ
て
い
た
。
そ
の
御
足

は
皆
、
金こ
ん

色じ
き

で
、
少
し
も
火
で
傷
ん
で
い
な
か
っ
た
。
末
法
の
こ
と
で
あ
る
が
、
希
有
の
奇
跡
で
あ
る
。
焼
亡

以
後
、
遠
近
か
ら
参
詣
の
人
々
が
雲
の
よ
う
に
集
ま
っ
て
い
る
。

　

先
の
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
正
月
の
夜
に
焼
亡
し
た
と
き
に
は
御
頭
を
ひ
と
つ
だ
け
取
り
出
す
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
た
び
は
諸
廊
堂
塔
こ
と
ご
と
く
焼
亡
し
、
た
だ
二
王
堂
ひ
と
つ
だ
け
残
っ
た
の
だ
が
、
仮
屋
を
造
り
、

御
頭
三
面
を
安
置
し
た
。
帷い

帳ち
ょ
う（
と
ば
り
）
を
張
っ
て
い
る
の
で
外
か
ら
は
見
え
な
い
の
だ
が
、
遠
近
か
ら
参

詣
の
人
々
が
雲
の
よ
う
に
集
ま
っ
て
い
る
。

　　

末
法
初
年
と
さ
れ
る
永
承
七
年
に
は
関
白
藤ふ
じ

原わ
ら
の

頼よ
り

通み
ち

が
宇
治
の
別
邸
を
寺
に
改
め
て
平

び
ょ
う

等ど
う

院い
ん

と
号
し
、
翌
年
、

鳳ほ
う

凰お
う

堂ど
う

を
建
立
し
た
。
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
を
本
尊
と
す
る
仏
堂
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
末
法
の
現
世
を
儚は

か
なみ

、
来
世

の
極
楽
浄
土
に
望
み
を
託
し
た
と
よ
く
い
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
平
安
中
期
の
当
時
の
文
書
に
、
末
法
と
い
う
言
葉
は
右
の
例
の
ほ
か
に
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。

当
時
は
ま
だ
藤
原
摂
関
体
制
の
絶
頂
期
で
あ
っ
た
。
永
承
六
年
に
は
朝
廷
に
従
わ
な
い
陸む

奥つ

の
安
倍
氏
を
討
伐
す

る
た
め
に
源
氏
の
頼
義
・
義
家
父
子
の
軍
勢
を
送
っ
て
前
九
年
の
役
が
は
じ
ま
り
、
武
士
が
台
頭
す
る
き
ざ
し
を

み
せ
て
い
た
が
、
都
か
ら
は
遠
い
こ
と
だ
っ
た
。
貴
族
ら
は
和
歌
に
世
の
無
常
を
う
た
い
、
自
分
の
死
後
に
極
楽

往
生
を
願
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
世
の
中
が
末
法
だ
と
意
識
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

平
等
院
鳳
凰
堂
は
極
楽
浄
土
の
宮
殿
を
摸
し
た
華
麗
な
仏
堂
で
あ
る
。
そ
の
前
の
池
で
も
極
楽
さ
な
が
ら
に
竜
り
ゅ
う

頭と
う

鷁げ
き

首し
ゅ

の
豪
華
な
舟
を
浮
か
べ
て
管
絃
の
宴
が
も
よ
お
さ
れ
た
。

　

鳳
凰
堂
は
、
世
を
儚
む
と
い
う
よ
り
藤
原
氏
の
栄
華
を
示
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
当
時
は
平
等
院
鳳
凰
堂
よ

り
豪
勢
な
阿
弥
陀
堂
が
あ
っ
た
。
藤
原
頼
通
の
父
＝
道み
ち

長な
が

が
建
立
し
た
法ほ

う

成じ
ょ
う

寺じ

の
阿
弥
陀
堂
で
あ
る
。
道
長
は

権
勢
を
き
わ
め
た
が
病
弱
で
、
晩
年
に
出
家
し
、
寛か
ん

仁に
ん

四
年
（
一
〇
二
〇
）
に
自
分
の
邸
宅
の
そ
ば
に
九
体
の
阿

弥
陀
仏
を
安
置
し
た
仏
堂
を
建
立
し
て
無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

院い
ん

と
名
づ
け
た
。
こ
れ
が
法
成
寺
に
な
る
。

　

法
成
寺
は
道
長
に
と
り
い
っ
て
官
位
官
職
を
得
る
こ
と
を
願
う
多
く
の
貴
族
ら
の
寄
進
を
う
け
、
当
初
の
無
量

寿
院
（
阿
弥
陀
堂
）
に
加
え
て
大
日
如
来
を
ま
つ
る
金
堂
、
七
体
の
薬
師
如
来
を
ま
つ
る
薬
師
堂
な
ど
が
次
々
に

建
立
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
落
慶
の
法ほ
う

要よ
う

を
は
じ
め
、
諸
大
寺
の
僧
や
貴
族
た
ち
を
集
め
て
四
季
お
り
お
り
に
盛
大

な
法ほ
う

会え

が
営
ま
れ
た
。
法
成
寺
の
規
模
は
天
皇
の
内だ

い

裏り

を
し
の
ぐ
ほ
ど
に
な
る
。
平
等
院
鳳
凰
堂
を
造
っ
た
頼
通

も
法
成
寺
の
拡
充
に
つ
と
め
、
永
承
五
年
（
一
〇
五
〇
）
に
新
堂
を
建
立
し
た
。

　

そ
の
後
、
法
成
寺
は
た
び
た
び
火
災
に
あ
っ
て
現
存
し
な
い
。
も
し
平
等
院
鳳
凰
堂
の
よ
う
に
現
存
し
て
い
れ

ば
、
そ
の
阿
弥
陀
堂
が
末
法
の
世
を
悲
し
む
も
の
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　　
　
東
大
寺
大
仏
炎
上
─
─
仏
法
王
法
滅
尽
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く
景
福
を
保
た
ん
」（『
東
大
寺
続
要
録
』）
と
毘
盧
遮
那
仏
へ
の
結け

ち

縁え
ん

を
呼
び
か
け
る
も
の
だ
っ
た
。
い
う
ま
で

も
な
く
、
聖
武
天
皇
の
大
仏
造
立
の
詔
に
あ
る
「
人
あ
り
て
一
枝
の
草
、
一
把す
く
いの
土
を
持
ち
て
像
を
助
け
造
ら
む

と
情こ
こ
ろに
願
は
ば
、
恣

ほ
し
い
ま
まに
聴ゆ

る

せ
」
と
い
う
言
葉
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
八
月
、
重
源
は
院
の
宣
旨
を
奉
じ
て
一
輪
車
六
台
を
造
っ
て
諸
国
に
勧
進
の
旅
に
出
た
。
造
東
大
寺
大

勧
進
職
す
な
わ
ち
寄
進
を
募
る
事
業
の
元
締
め
と
し
て
の
活
動
の
始
ま
り
で
あ
る
。
時
に
重
源
は
六
十
一
歳
、
そ

の
下
に
多
く
の
勧か
ん

進じ
ん

聖ひ
じ
りが
結
集
し
、
貴
族
や
鎌
倉
幕
府
は
も
と
よ
り
庶
民
の
結
縁
を
募
っ
て
東
大
寺
は
二
十
二
年

の
歳
月
を
か
け
て
再
建
さ
れ
た
。
本
書
の
冒
頭
に
あ
げ
た
「
釈し
ゃ

迦か

金き
ん

棺か
ん

出し
ゅ
つ

現げ
ん

図ず

」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
末
法
の

世
に
釈
迦
の
再
臨
が
望
ま
れ
た
時
代
に
、
大
仏
再
建
も
令
り
ょ
う

法ぼ
う

久く

住じ
ゅ
う（
仏
法
を
永
遠
な
ら
し
め
よ
）
の
願
い
を
反
映

し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

大
仏
落
慶
法
要
は
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
八
月
二
十
八
日
。
ま
だ
鍍と

金き
ん

も
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

三
月
に
平
家
が
壇
ノ
浦
で
滅
び
て
権
力
を
回
復
し
た
後
白
河
院
は
み
ず
か
ら
筆
を
と
っ
て
開
眼
し
た
。

　

建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
三
月
十
二
日
、
大
仏
殿
が
完
成
し
供く

養よ
う

会え

を
お
こ
な
う
。

　

建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
十
一
月
三
十
日
、
東
大
寺
総
供
養
。
南
大
門
、
戒
壇
院
な
ど
の
堂
宇
と
運う
ん

慶け
い

・
快か

い

慶け
い

に
率
い
ら
れ
た
慶
派
仏
師
に
よ
る
仏
像
群
が
完
成
し
た
。
そ
の
総
供
養
の
法
会
に
は
将
軍
＝
源
頼
朝
が
大
勢
の
御

家
人
を
引
き
連
れ
て
整
然
と
大
行
列
を
演
じ
て
参
列
し
、世
の
変
化
を
都
の
貴
族
た
ち
に
見
せ
つ
け
た
の
だ
っ
た
。

　
『
末
法
燈
明
記
』
は
、
以
上
に
述
べ
た
動
乱
の
世
を
へ
て
、
東
大
寺
南
大
門
の
運
慶
・
快
慶
作
の
金
剛
力
士
像

の
よ
う
に
写
実
的
で
力
強
い
仏
像
が
現
れ
た
時
代
に
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
言
葉
は
現
実
の
人
間

の
あ
り
か
た
を
問
い
か
け
、「
鎌
倉
新
仏
教
」
や
「
旧
仏
教
」
の
改
革
を
生
み
だ
す
力
に
も
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　『
末
法
燈
明
記
』
全
文
─
─
原
文
と
現
代
語
訳　

　　　　　
１　
全
文
を
37
節
に
分
け
て
掲
載
す
る
。

　【
原
文
】
叡
山
学
院
編
『
傳
教
大
師
全
集　

第
一
巻
』
世
界
聖
典
刊
行
協
会
１
９
８
９
に
よ
る
。
返
り
点
は
省
く
。
書
体
は
一
部
改
め
た
。

　　

末
法
燈
明
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
朝
沙
門
㝡
澄
撰

　
夫
範
衞
一
如
。
以
流
化
者
法
王
。
光
宅
四
海
。
以
埀
風
者
仁
王
。
然
則
。
仁
王
法
王
。
互
顯
而
開
物
。
眞
諦
俗
諦
。

遞
因
而
弘
教
。
所
以
玄
籍
盈
乎
宇
内
。
嘉
猷
溢
乎
天
下
。
爰
愚
僧
等
。
率
容
天
網
。
府
仰
嚴
科
。
未
遑
寧
處
。

　【
訓
読
】
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
読
み
仮
名
を
付
す
。
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末
法
燈
明
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本ほ
ん

朝ち
ょ
うの
沙し

ゃ

門も
ん　

最さ
い

澄ち
ょ
う
　

撰せ
ん

す

　　

夫そ

れ
一い

ち

如に
ょ

に
範は

ん

衞え
い

し
て
以も

っ

て
化け

を
流な

が

す
者も

の

は
法ほ

う

王お
う

な
り
。四し

海か
い

に
光こ

う

宅た
く

し
て
以も

っ

て
風ふ

う

を
埀た

る
る
者も

の

は
仁に

ん

王お
う

な
り
。

然し
か

れ
ば
則す

な
わち

仁に
ん

王お
う

と
法ほ

う

王お
う

は
互た

が

い
に
顕あ

ら
われ

て
物も

の

を
開か

い

し
、
真し

ん

諦た
い

と
俗ぞ

く

諦た
い

は
逓た

が
いに

因よ

り
て
教き

ょ
うを

弘ひ
ろ

む
。
所ゆ

以え

に
玄げ

ん

籍せ
き

宇う

内だ
い

に
盈み

ち
、
嘉か

猷ゆ
う

天て
ん

下げ

に
溢み

て
り
。
爰こ

こ

に
愚ぐ

僧そ
う

等ら

、
率そ

っ

し
て
天て

ん

網も
う

に
容い

り
、
俯ふ

し
て
厳ご

ん

科か

を
仰あ

お

ぐ
も
、
未い

ま

だ
寧ね

い

処し
ょ

す
る
に
遑い

と
まあ
ら
ず
。

　【
現
代
語
訳
】
説
明
を
補
足
し
な
が
ら
意
訳
し
た
。
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
よ
る
。

　

そ
も
そ
も
一
如
（
唯
一
絶
対
の
真し

ん

如に
ょ

＝
万
物
の
理
法
）
を
衛ま

も

り
規
範
と
し
て
世
の
人
々
を
教
導
す
る
の
は
仏
法

界
の
教
皇
（
法
王
）
で
あ
り
、
四
海
（
天
下
）
に
光
臨
し
て
威
風
を
天
下
に
示
す
の
は
仁
徳
あ
る
皇
帝
（
仁
王
）

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仁
王
と
法
王
（
１
）
は
互
い
に
世
に
威
徳
を
あ
ら
わ
し
て
万
物
の
理

こ
と
わ
りを
開
き
、
真し

ん

諦た
い

（
仏

法
の
理
）
と
俗ぞ
く

諦た
い

（
世
法
の
理
）
が
あ
い
ま
っ
て
教き

ょ
う（

お
の
ず
か
ら
遵
守
す
べ
き
倫
理
）
を
ひ
ろ
め
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
玄げ
ん

籍せ
き

（
玄
妙
な
理
法
を
説
く
書
物
・
言
葉
）
が
世
界
中
に
満
ち
、
善
政
の
恵
み
が
天
下
に
み
ち
る
。

　

こ
こ
に
、
わ
た
く
し
ど
も
愚
僧
ら
は
、
す
す
ん
で
天
網
（
漏
ら
す
と
こ
ろ
の
な
い
国
家
の
法
）
に
従
い
、
伏
し

て
厳ご
ん

科か

（
厳
し
い
罰
則
）
を
仰
ぐ
も
、
い
ま
だ
一ひ

と

時と
き

も
安あ

ん

堵ど

す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
１　

仁
王
と
法
王　

世
俗
の
王
と
神
仏
の
主
宰
者
（
法
王
）
を
共
に
い
た
だ
く
体
制
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
下
で
諸
民
族
の
王
が
各
地

を
治
め
た
西
欧
で
典
型
的
に
み
ら
れ
る
が
、
イ
ン
ド
で
は
紀
元
前
三
世
紀
に
イ
ン
ド
を
統
一
し
た
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
ブ
ッ
ダ
の

法
に
よ
っ
て
諸
民
族
を
治
め
る
と
宣
じ
た
こ
と
に
よ
り
発
展
し
た
。
経
典
で
ブ
ッ
ダ
は
、
法
に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
る
と
い
う

伝
説
の
帝
王
＝
転て

ん

輪り
ん

聖じ
ょ
う

王お
う

と
同
じ
だ
と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
仁
王
」
に
は
、
天
帝
か
ら
徳
治
を
委
託
さ
れ
た
と
い
う

中
国
の
皇
帝
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
、「
大
仏
炎
上
─
─
仏
法
王
法
滅
尽
」
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
平

安
時
代
に
は
王
法
（
平
安
貴
族
体
制
）
と
仏
法
（
寺
社
）
が
一
体
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
王お

う

仏ふ
つ

冥み
ょ
う

合ご
う

と
も
い
わ
れ
る
。

　
２
　【

原
文
】

然
法
有
三
時
。
人
亦
（
有
）
三
品
。
化
制
之
旨
。
依
時
興
替
。
毀
讚
之
文
。
遂
人
取
捨
。
夫
三
古
之
運
。
盛
衰
不

同
。
五
五
之
機
。
慧
悟
又
異
。
豈
據
一
途
濟
。
復
就
一
理
整
乎
。

　【
訓
読
】

　

然し
か

る
に
法ほ

う

に
三さ

ん

時じ

有あ

り
。
人ひ

と

に
亦ま

た

三さ
ん

品ぼ
ん

あ
り
。
化け

制せ
い

の
旨む

ね

、
時と

き

に
依よ

り
て
興こ

う

替さ
ん

し
、
毀き

讚さ
ん

の
文も

ん

、
人ひ

と

に
遂し

た
がふ
て

取し
ゅ

捨し
ゃ

す
。
夫そ

れ
三さ

ん

古こ

の
運う

ん

、
盛せ

い

衰す
い

同お
な
じか

ら
ず
。
五ご

五ご

の
機き

、
慧え

悟ご

ま
た
異こ

と

な
る
。
豈あ

に

一い
ち

途ず

に
據よ

り
て
濟す

く

ひ
、
復ま

た

一い
ち

理り

に
就つ

き
て
整た

だ

さ
ん
や
。

　【
現
代
語
訳
】
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23　
『
周
異
記
』　

中
国
の
歴
史
書
。
他
書
に
引
用
は
あ
る
が
現
存
し
な
い
。

24　

延
暦
二
十
年
辛
巳　

西
暦
で
は
八
〇
一
年
。
最
澄
（
七
六
六
ま
た
は
七
六
七
〜
八
二
二
年
）
は
三
十
五
歳
頃
。
ち
な
み
に
「
辛

巳
」
は
十
干
十
二
支
（
干え

支と

）
の
ひ
と
つ
。
年
号
と
違
っ
て
必
ず
六
〇
年
で
一
巡
す
る
の
で
、
正
確
に
年
月
を
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
が
で
き
る
。
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
明
圏
で
古
代
か
ら
共
通
の
時
の
ス
ケ
ー
ル
で
あ
る
。

25　

費
長
房　

中
国
隋
代
の
学
士
。
経
典
の
漢
訳
事
業
に
か
か
わ
り
、
漢
代
か
ら
の
訳
経
を
収
録
し
た
『
歴れ
き

代だ
い

三さ
ん

宝ぼ
う

紀き

』
15
巻
を
編

ん
だ
。

26　
『
春
秋
』　

儒
教
の
五
経
の
一
つ
。
魯ろ

の
隠い
ん

公こ
う

元
年
（
前
七
二
二
）
か
ら
哀あ
い

公こ
う

十
四
年
（
前
四
八
一
）
ま
で
二
百
四
十
二
年
に
わ

た
る
年
代
記
。

27　

匡
王
姫
班　

中
国
の
春
秋
時
代
の
周
の
王
（
在
位
前
六
一
三
〜 

前
六
〇
七
年
）。

　
　8

　【
原
文
】

然
則
。
於
末
法
中
。
但
有
言
教
。
而
無
行
證
。
若
有
戒
法
。
可
有
破
戒
。
旣
無
戒
法
。
由
破
何
戒
。
而
有
破
戒
。

破
戒
尚
無
。
何
況
持
戒
。
故
大
集
云
。
佛
涅
槃
後
。
無
戒
滿
州
。
云
云

　
　【

訓
読
】

然し
か

れ
ば
則す

な
わち

末ま
っ

法ぽ
う

の
中な

か

に
於お

い

て
但た

だ

言ご
ん

教き
ょ
うの

み
有あ

り
て
而し

か

も
行

ぎ
ょ
う

証し
ょ
う

無な

け
む
。
若も

し
戒か

い

法ほ
う

有あ

ら
ば
破は

戒か
い

有あ

る
べ
し
。

既す
で

に
戒か

い

法ほ
う

無な

し
。
何い

ず
れの
戒か

い

を
破は

す
る
に
由よ

り
て
而し

か

も
破は

戒か
い

有あ

ら
ん
。
破は

戒か
い

尚さ
ら

に
無な

し
。
何い

か

に
況い

わ

や
持じ

戒か
い

を
や
。
故ゆ

え

に
大だ

い

集じ
ゅ
うに

云い
わ

く
。
仏ぶ

つ

涅ね

槃は
ん

の
後の

ち

に
は
無む

戒か
い

州く
に

に
満み

つ
。
云う
ん

云ぬ
ん

　【
現
代
語
訳
】

　

今
は
す
で
に
末
法
と
同
じ
で
あ
る
な
ら
、
す
な
わ
ち
末
法
の
中
に
お
い
て
、
教
え
は
た
だ
言
葉
だ
け
の
も
の
に

な
り
、
修
行
も
な
く
、
修
行
し
て
証
（
さ
と
り
）
に
至
る
こ
と
も
な
い
。（
す
で
に
戒
法
＝
受
戒
・
持
戒
の
行
法

も
な
い
）
も
し
戒
法
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
に
反
す
る
破
戒
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
で
に
戒
法

は
失
わ
れ
て
い
る
。
で
あ
る
な
ら
、
ど
の
戒
律
を
犯
し
て
破
戒
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
。（
も
は
や
破
る
べ
き

戒
律
は
な
い
の
だ
か
ら
）
破
戒
は
全
く
な
い
。
ま
し
て
持
戒
（
戒
を
保
つ
こ
と
）
が
あ
り
え
よ
う
か
。

　

ゆ
え
に
、
大だ
い

集じ
っ

経き
ょ
う（

前
掲
21
）
に
説
か
れ
て
い
る
。
釈
迦
牟
尼
仏
の
入
滅
後
に
は
（
戒
律
を
守
る
と
か
破
る
と
か

で
は
な
く
、そ
も
そ
も
正
し
く
受
戒
す
る
こ
と
も
な
い
）無
戒
の
僧
・
信
徒
が
国
に
あ
ふ
れ
る
で
あ
ろ
う
、云う
ん

云ぬ
ん

、と
。

　
9

　【
原
文
】

問
云
。
諸
經
律
中
。
廣
制
破
戒
。
不
聽
入
衆
。
破
戒
尚
爾
。
何
況
無
戒
。
而
今
重
論
末
法
無
戒
。
豈
無
瘡
自
以
傷
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哉
。
此
理
不
然
。
正
像
末
法
所
有
行
事
。
廣
載
諸
經
。
内
外
道
俗
。
誰
不
披
諷
。
豈
貪
求
自
身
邪
活
。
隠
蔽
持
國

之
正
法
乎
。
但
今
所
論
。
末
法
唯
有
名
字
比
丘
。
此
名
字
爲
世
眞
寶
。
更
無
福
田
。
設
末
法
中
。
有
持
戒
者
。
旣

是
恠
異
。
如
市
有
虎
。
此
誰
可
信
。

　【
訓
読
】

　

問と

ふ
て
云い

わ

く
、
諸

も
ろ
も
ろの
経

き
ょ
う

律り
つ

の
中な

か

に
広ひ

ろ

く
破は

戒か
い

を
制せ

い

し
て
衆し

ゅ

に
入
る
こ
と
を
聴ゆ

る

さ
ず
。
破は

戒か
い

尚な
お

に
爾し

か

な
り
。
何な

に

を

況い
わ

ん
や
無む

戒か
い

を
や
。
而し

か

る
に
今い

ま

重か
さ

ね
て
末ま

っ

法ぽ
う

の
無む

戒か
い

を
論ろ

ん

ず
。
豈あ

に

瘡か
さ

無な

き
に
自み

ず
から
以も

っ

て
傷い

た

ま
ん
や
。

　

答こ
た

ふ
。
此こ

の
理り

然し
か

ら
ず
。
正

し
ょ
う

像ぞ
う

末ま
っ

法ぽ
う

の
所し

ょ

有う

の
行

ぎ
ょ
う

事じ

は
広ひ

ろ

く
諸し

ょ

経き
ょ
うに
載の

せ
た
り
。
内な

い

外げ

の
道ど

う

俗ぞ
く

、
誰た

れ

か
披ひ

ら

き
て

諷ふ
う

せ
ざ
ら
ん
。
豈あ

に

自じ

身し
ん

の
邪じ

ゃ

活か
つ

を
貪と

ん

求ぐ

し
て
持じ

国こ
く

の
正

し
ょ
う

法ぼ
う

を
隠お

ん

蔽べ
い

せ
ん
や
。
但た

だ

し
今い

ま

論ろ
ん

ず
る
所と

こ
ろの
末ま

っ

法ぽ
う

に
は
唯た

だ

名み
ょ
う

字じ

の
比び

丘く

の
み
有あ

り
。
此こ

の
名

み
ょ
う

字じ

を
世よ

の
真し

ん

宝ぽ
う

と
為せ

す
。
更さ

ら

に
福ふ

く

田で
ん

無な

し
。
設た

と

ひ
末ま

っ

法ぽ
う

の
中な

か

に
持じ

戒か
い

の
者も

の

有あ

ら
ば
既す

で

に
是こ

れ

恠か
い

異い

な
り
。
市い

ち

に
虎と

ら

有あ

る
が
如ご

と

し
。
此こ

れ
誰た

れ

か
信し

ん

ず
べ
け
ん
。

　【
現
代
語
訳
】

　

問
う
。
諸
経
典
・
律
法
書
は
広
く
破
戒
（
28
）
を
禁
じ
て
衆し

ゅ
（
29
）
に
入
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
破
戒
し
た
者
は

厳
し
く
罰
せ
ら
れ
る
。
ま
し
て
無
戒
の
者
が
衆
に
入
る
な
ど
、
何
を
か
言
ん
や
、
言
語
道
断
で
あ
る
。
そ
れ
な
の

に
今
、
繰
り
返
し
末
法
の
世
に
お
け
る
無
戒
の
僧
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ど
う
し
て
瘡か
さ

蓋ぶ
た

も
な
い
の
に
傷
が
自

然
に
い
た
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

　

答
え
る
。
そ
の
理
解
は
正
し
く
な
い
。
正
法
・
像
法
・
末
法
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
行
事
（
仏
道
・
仏
法

の
あ
り
か
た
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸
経
典
に
広
く
説
か
れ
て
い
る
。
仏
教
で
あ
れ
異
教
の
徒
で
あ
れ
、
僧
や
信
者

で
読
ん
で
い
な
い
者
が
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
自
身
の
邪じ
ゃ

活か
つ

（
欲
望
の
ま
ま
の
生
活
）
を
貪む

さ
ぼり

求
め
て
、
国
家
を

正ま
さ

し
く
護
持
す
る
仏
法
を
隠
し
て
し
ま
う
の
か
。

　

た
だ
し
、
い
ま
論
じ
て
い
る
末
法
に
は
、
た
だ
名
み
ょ
う

字じ

の
比び

丘く

（
名
ば
か
り
の
僧
）
し
か
い
な
い
。
こ
の
名
字
の

比
丘
を
世
の
真
の
宝
（
30
）
と
す
る
ほ
か
に
、他
に
福ふ

く

田で
ん

（
31
）
は
な
い
。
も
し
末
法
の
世
に
持じ

戒か
い

の
者
（
戒
律
を
守
っ

て
い
る
者
）
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
恠か
い

異い

（
狐こ

狸り

妖よ
う

怪か
い

の
よ
う
な
化
け
物
）
で
、
市
場
に
虎
が
い
る
よ
う

な
も
の
だ
。
そ
ん
な
持
戒
の
者
を
誰
が
信
じ
ら
れ
よ
う
か
。

　
28　

破
戒　

学
校
に
校
則
が
あ
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
集
団
に
も
規
則
や
掟
が
あ
る
。
そ
れ
を
守
れ
な
け
れ
ば
、
最
悪
の
ば
あ
い
、
追

放
さ
れ
る
。
仏
教
の
僧
団
・
信
徒
集
団
は
サ
ン
ガ
と
よ
ば
れ
、
そ
の
規
則
・
掟
が
戒
律
で
あ
る
。
破
戒
は
戒
律
を
お
か
す
こ
と

で
、
そ
れ
に
対
す
る
い
ち
ば
ん
重
い
処
罰
が
パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
（
波は

羅ら

夷い

）
で
あ
る
。

　
　
　

戒
律
は
三
宝
（
仏
と
仏
法
と
僧サ
ン

伽ガ

）
を
敬
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
宗
派
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
に
定
め
ら
れ
、
時
代
が
下
る

に
つ
れ
て
数
が
増
え
て
い
っ
た
。
日
本
で
は
奈
良
時
代
に
十
重
禁
戒
（
不ふ

殺せ
っ

生し
ょ
う・

不ふ

偸ち
ゅ
う

盗と
う

な
ど
）
を
定
め
る
梵ぼ
ん

網も
う

経き
ょ
うが

出

家
・
在
家
に
共
通
の
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
た
が
、
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
年
）
に
来
日
し
た
鑑
真
に
よ
っ
て
東
大
寺
を

は
じ
め
三
か
所
に
国
家
の
戒
壇
か
設
け
ら
れ
、『
四し

分ぶ
ん

律り
つ

』
と
い
う
戒
律
の
書
に
よ
り
比
丘
に
は
二
百
五
十
戒
、
比
丘
尼
に
は

三
百
四
十
八
戒
を
受
戒
さ
せ
る
授
戒
儀
礼
を
整
え
た
。
そ
れ
を
具ぐ

足そ

戒か
い

と
い
い
、
そ
れ
を
受
け
る
鎮
護
国
家
に
資
す
べ
き
正
式

の
僧
尼
と
さ
れ
、
国
分
寺
な
ど
に
配
置
さ
れ
た
。
そ
の
受
戒
お
よ
び
持
戒
（
戒
律
を
保
つ
こ
と
）
の
儀
は
戒
律
の
項
目
を
次
々



105 104最澄の仮名の菩薩論

最
澄
の
仮
名
の
菩
薩
論
─
─
『
顕
戒
論
』
よ
り

　　　　　

牟
尼
の
日
久
し
く
隠
れ
て

　　

最
澄
（
七
六
六
ま
た
は
七
六
七
〜
八
二
二
年
）
は
近
江
の
豪
族
、
三み

津つ
の

首お
び
と

百も
も

枝え

の
子
。
天
台
宗
公
式
サ
イ
ト

に
よ
れ
ば
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
八
月
十
八
日
に
生
ま
れ
た
。
生
地
は
比
叡
山
の
琵
琶
湖
側
の
麓
に
あ
る
生
し
ょ
う

源げ
ん

寺じ

の

地
と
伝
え
る
。
十
二
歳
で
近
江
国
分
寺
に
入
り
、
十
九
歳
の
延
暦
四
年
（
七
八
五
）、
東
大
寺
戒
壇
院
で
受
戒
し
た
。

こ
れ
は
当
時
の
官
僧
に
な
る
手
順
で
、
最
澄
は
近
江
国
分
寺
の
僧
に
な
っ
た
の
だ
が
、
最
澄
は
独
り
で
比
叡
山
に

登
り
、
三
年
後
の
延
暦
七
年
に
一い
ち

乗じ
ょ
う

止し

観か
ん

院い
ん

と
い
う
小
堂
を
つ
く
り
、
薬
師
如
来
を
奉
安
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
天
台

宗
総
本
山
延
暦
寺
の
根
本
中
堂
に
な
る
。
一
乗
は
法
華
一
乗
す
な
わ
ち
全
て
の
仏
道
は
法
華
経
に
示
さ
れ
た
ひ
と
つ

の
道
に
至
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
最
澄
は
法
華
経
を
根
本
経
典
と
し
て
日
本
の
天
台
宗
を
開
く
。
こ
の
比
叡
入

山
の
お
り
、
最
澄
は
「
願が
ん

文も
ん

」
を
記
し
た
。
左
記
は
そ
の
冒
頭
で
あ
る
。

　
　

悠ゆ
う

々ゆ
う

た
る
三さ

ん

界が
い

は
純も

は

ら
苦
に
し
て
安
き
こ
と
な
く
、
擾

じ
ょ
う

々じ
ょ
うた
る
四し

生し
ょ
うは
た
だ
患
に
し
て
楽
し
か
ら
ず
。
牟む

尼に

の
日
久ひ

さ

し
く
隠
れ
て
、
慈じ

尊そ
ん

の
月
未い

ま

だ
照て

ら

さ
ず
。
三さ

ん

災さ
い

の
危あ

や
うき

に
近
づ
き
、
五ご

濁じ
ょ
くの

深
き
に
没し

ず

む
。
し
か
の
み

な
ら
ず
、
風ふ
う

命み
ょ
う

保
ち
難
く
、
露ろ

命み
ょ
う

消
え
易
し
。
草
堂
楽
し
み
な
し
と
雖い

え
ども
、
然し

か

も
老
少
、
白
骨
を
散
じ
曝さ

ん

す
。

（
安
藤
俊
雄
ほ
か
校
注 『
最
澄
』
岩
波
書
店
「
日
本
思
想
大
系
4
」
１
９
７
４
）

［
訳
］

悠
々
と
限
り
な
い
三さ
ん

界が
い

（
煩
悩
を
も
つ
衆
生
の
世
界
全
体
）
に
は
苦
し
み
ば
か
り
で
安
ら
ぎ
は
な
く
、
擾

じ
ょ
う

々
じ
ょ
う

と
乱
れ
る
四し

生し
ょ
う（
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
）
は
た
だ
患
ら
う
ば
か
り
で
楽
し
み
は
な
い
。
す
で
に
入
滅
し
た
釈し

ゃ

迦か

牟む

尼に

世せ

尊そ
ん

の
日
は
遠
い
昔
に
没
し
、
未
来
に
下け

生し
ょ
うす

る
慈じ

尊そ
ん

（
弥
勒
仏
）
の
月
は
い
ま
だ
照
ら
さ
な
い
。
世

は
三さ
ん

災さ
い

の
危
機
に
近
づ
き
、
五ご

濁じ
ょ
くの

闇
に
深
く
沈
ん
で
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
命
は
風
の
よ
う
に
保
つ

こ
と
は
で
き
ず
、
命
は
露
の
よ
う
に
消
え
や
す
い
。
草
堂
（
葬
送
の
室
）
に
楽
し
み
は
な
い
の
に
、
老
い
て

死
に
、
若
く
死
ん
だ
者
た
ち
の
白
骨
が
散
ら
か
っ
て
曝さ
ら

さ
れ
て
い
る
。

　　

釈
迦
牟
尼
世
尊
は
遠
い
昔
に
滅
し
、
未
来
に
弥
勒
菩
薩
が
下げ

生し
ょ
うし
て
弥
勒
仏
と
し
て
世
の
人
々
を
救
う
日
は
ま

だ
遠
い
。
現
在
は
そ
う
い
う
時
期
で
あ
る
と
い
う
の
が
最
澄
の
時
代
認
識
だ
っ
た
。

　

世
は
三さ
ん

災さ
い

の
危
機
に
近
づ
き
、
五ご

濁じ
ょ
くの

闇
に
深
く
沈
ん
で
い
る
。

　
「
三
災
」
は
世
が
滅
び
る
と
き
に
起
こ
る
災
い
で
、
小
三
災
と
し
て
は
刀
兵
災
（
戦
災
）・
疾
疫
災
・
飢
饉 

災
の
三
つ
、

大
三
災
と
し
て
は
火
災
・
水
災
・
風
災
の
天
変
地
異
が
あ
る
と
い
う
。

　
「
五
濁
」
も
衰
え
た
世
の
災
い
で
あ
る
。
天
災
や
戦
争
が
起
こ
り
、
人
々
の
目
が
邪
悪
に
染
ま
り
、
寿
命
は
縮
み
、
煩
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悩
に
駆
ら
れ
て
悪
が
蔓
延
し
、衆
生
の
資
質
が
下
劣
に
な
る
な
ど
の
五
つ
の
劣
化
が
生
じ
る
。そ
う
し
た
五
濁
の
世
に
あ
っ

て
は
、
命
は
露
の
よ
う
に
消
え
や
す
く
、
人
は
白
骨
を
さ
ら
す
ば
か
り
で
あ
る
。

　

こ
の「
願
文
」は「
悠
々
三
界
」「
擾
々
四
生
」な
ど
の
対
句
で
つ
づ
ら
れ
た
四し

六ろ
く

駢べ
ん

儷れ
い

体た
い

の
美
文
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
手
紙
の
時
候
の
挨
拶
の
よ
う
な
形
式
的
な
修
辞
で
、
あ
ま
り
意
味
は
な
い
と
も
い
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
最

澄
が
最
初
に
記
し
た
文
で
あ
り
、
そ
の
後
の
著
述
や
行
動
に
あ
ら
わ
れ
る
基
本
認
識
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
れ
が
仏
教
史
上
の
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
る
大
乗
戒
壇
の
創
設
に
も
つ
な
が
っ
た
。

　　

大
乗
戒
壇
の
創
設

　　

弘
仁
六
年
（
八
一
五
）、
最
澄
は
具ぐ

足そ
く

戒か
い

を
捨
て
る
と
宣
言
し
た
。
具
足
戒
は
正
式
の
僧
（
官
僧
）
に
な
る
に

は
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
戒
で
あ
る
。
中
央
の
東
大
寺
を
は
じ
め
、
西
の
護
り
の
大
宰
府
観
世
音
寺
、
東
方
守

護
の
下
野
薬
師
寺
の
三
戒
壇
の
ど
れ
か
で
、『
四し

分ぶ
ん

律り
つ

』
に
よ
っ
て
、比び

丘く

（
男
の
僧
）
は
二
百
五
十
、比び

丘く

尼に

（
女

の
僧
）
は
三
百
四
十
八
の
持
戒
を
誓
う
。

　
『
四
分
律
』
は
六
十
巻
の
律り
つ

藏ぞ
う

（
戒
律
の
書
）
で
、
比
丘
の
戒
、
比
丘
尼
の
戒
な
ど
の
四
部
に
わ
け
て
説
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
大
乗
に
対
し
て
小
乗
と
さ
れ
た
上
じ
ょ
う

座ざ

部ぶ

系
の
ダ
ル
マ
グ
プ
タ
カ
（
法
蔵
部
）
と
い
う
部
派
に
伝

え
ら
れ
た
戒
律
で
中
国
で
も
広
ま
り
、
日
本
に
は
奈
良
時
代
に
鑑
真
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
戒
律
は
戒
壇

院
に
お
い
て
三さ
ん

師し

七し
ち

証し
ょ
う（

三
人
の
師
僧
と
七
人
の
証
人
の
僧
）の
荘
重
な
儀
礼
に
よ
っ
て
授
戒
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
戒
の
威
徳
を
そ
な
え
る
と
い
う
意
味
で
具
足
戒
と
い
う
。

　

最
澄
も
東
大
寺
戒
壇
院
で
具
足
戒
を
受
け
、
太
政
官
に
よ
る
戒か
い

牒ち
ょ
う（
受
戒
証
明
書
）
を
発
給
さ
れ
て
僧
に
な
っ

た
の
だ
が
、
最
澄
を
そ
れ
を
棄
捨
す
る
と
宣
言
し
た
。
か
わ
っ
て
梵ぼ
ん

網も
う

経き
ょ
うに

よ
る
十

じ
ゅ
う

重じ
ゅ
う

八し

十じ
ゅ
う

軽は
ち

戒き
ょ
うを

僧
尼
の
戒

と
す
る
。
十
重
戒
は
不ふ

殺せ
っ

生し
ょ
う（

殺
す
な
か
れ
）・
不ふ

偸ち
ゅ
う

盗と
う

（
盗
む
な
か
れ
）
な
ど
十
の
重
罪
の
戒
め
、
八
十
軽
戒

は
不ふ

飲お
ん

酒じ
ゅ

（
酒
を
飲
ま
な
い
）、
不
食
肉
な
ど
で
あ
る
。

　

梵
網
経
は
毘び

盧る

遮し
ゃ

那な

仏ぶ
つ

を
説
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
東
大
寺
大
仏
が
造
形
さ
れ
た
ほ
か
、
戒
律
の
経
典
と
し
て
非

常
に
重
視
さ
れ
た
。
聖
武
天
皇
が
行
基
を
師
に
受
戒
し
た
の
も
梵
網
戒
で
あ
り
、
奈
良
時
代
の
正
史
『
続
し
ょ
く

日に

本ほ
ん

紀ぎ

』
に
は
聖
武
天
皇
が
「
勝

し
ょ
う

満ま
ん

」
と
い
う
生
前
戒
名
を
受
け
た
こ
と
、
崩
御
後
、
娘
の
孝
謙
天
皇
が
「
梵
網
経
の

読
誦
に
よ
っ
て
亡
き
父
帝
の
魂
を
浄
土
に
お
く
る
」
と
い
う
意
味
の
詔
を
発
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

梵
網
戒
は
そ
れ
ほ
ど
に
重
視
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
在
家
者
ま
た
入
門
僧
の
た
め
の
も
の
で
、
正
式
に
僧
に

な
る
に
は
具
足
戒
を
受
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
最
澄
は
、
具
足
戒
は
出
家
専
修
の
僧

の
た
め
の
も
の
、
い
わ
ゆ
る
小
乗
仏
教
の
戒
で
あ
る
と
し
、
広
く
衆
生
（
世
の
人
々
）
を
救
う
に
は
大
乗
の
菩ぼ

薩さ
つ

戒か
い

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
れ
が
梵
網
経
の
戒
、
す
な
わ
ち
梵
網
菩
薩
戒
で
あ
っ
た
。

　

最
澄
は
菩
薩
戒
の
授
戒
の
場
と
し
て
、
比
叡
山
に
大
乗
戒
壇
創
設
の
勅
許
を
求
め
た
。
そ
れ
は
興
福
寺
・
薬
師

寺
な
ど
南
都
諸
大
寺
の
猛
烈
な
反
発
を
招
い
て
最
澄
の
生
前
に
は
つ
い
に
実
現
で
き
ず
、
勅
許
さ
れ
た
の
は
弘
仁

十
三
年
（
八
二
二
）
に
没
し
て
か
ら
数
日
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
戒
律
の
点
で
は
出
家
も
在
家
も

同
じ
に
な
り
、
仏
教
の
新
境
地
を
開
い
た
。
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最
澄
は
晩
年
、
こ
の
大
乗
戒
壇
の
創
設
を
朝
廷
や
南
都
の
学
僧
に
訴
え
つ
づ
け
、『
顕け

ん

戒か
い

論ろ
ん

』『
守し

ゅ

護ご

国こ
っ

界か
い

章し
ょ
う』

な
ど
を
あ
ら
わ
し
た
。

　
『
顕
戒
論
』
第
三
十
二
に
は
「
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
梵
網
の
仏
戒
は
凡ぼ
ん

聖し
ょ
う

通
じ
て
受
く
る
こ
と
こ
と
を
。
何
ぞ

上
位
を
推
し
て
下
凡
を
許
さ
ざ
ら
る
や
」（
前
掲 

『
最
澄
』
よ
り
／
以
下
同
じ
）
と
述
べ
、
本
来
、
仏
の
戒
は
俗
人
と
出

家
者
も
共
に
受
け
る
べ
き
も
の
と
し
、
出
家
者
だ
け
の
具
足
戒
は
不
要
と
し
た
。
そ
し
て
出
家
者
で
も
梵
網
菩
薩

戒
を
受
け
る
こ
と
で
正
式
の
僧
と
す
る
勅
許
を
朝
廷
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
か
わ
り
最
澄
は
「
山さ

ん

家げ

学が
く

生し
ょ
う

式し
き

」
を
し
た
た
め
て
比
叡
山
の
弟
子
た
ち
に
十
二
年
籠ろ

う

山ざ
ん

と
い
う
厳
し
い

修
行
を
課
し
た
。
最
澄
は「
国
宝
と
は
何
物
ぞ
。
宝
と
は
道
心
な
り
。
道
心
あ
る
の
人
を
名
づ
け
て
国
宝
と
成
す
」

（「
山
家
学
生
式
」
六
条
式
）
と
述
べ
、
南
都
の
僧
た
ち
は
具
足
戒
を
受
け
て
い
て
も
道
心
を
失
い
、
国
に
平
安
を

も
た
ら
す
国
宝
（
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
の
う
ち
の
僧
宝
）
と
は
い
え
な
い
と
主
張
し
た
。

　

ま
し
て
当と
う

来ら
い

の
末ま

っ

世せ

（
や
が
て
来
る
末
の
世
）
に
は
、
比び

丘く

（
僧
）
も
世
俗
の
人
々
も
菩
薩
（
広
く
人
々
の
救

い
を
願
う
菩
薩
道
＝
大
乗
仏
教
の
人
）
を
自
称
し
て
偽
り
の
法
を
説
く
だ
ろ
う
。

　
『
顕
戒
論
』
五
十
「
自
ら
菩
薩
と
称
し
て
而し
か

も
狗く

法ほ
う

を
行
ず
る
の
明
拠
を
開
示
す
」
に
い
う
。

　
　

謹つ
つ
しん

で
大だ

い

宝ほ
う

積し
ゃ
く

経き
ょ
う

摩ま

訶か

迦か

葉し
ょ
う

会え

の
上
巻
を
案
ず
る
に
、云い

わ

く
、そ
の
時
、弥
勒
菩
薩
、仏
に
白も

う

し
て
言も

う

さ
く
、

世
尊
、
た
だ
願
は
く
は
世
尊
、
当と
う

来ら
い

世せ

、
愚ぐ

癡ち

の
人
の
輩や

か
ら、

自み
ず
から

菩
薩
と
称
し
、
自
ら
沙し

ゃ

門も
ん

と
称
し
、
名

み
ょ
う

利り

の

た
め
の
故
に
、
施せ

主し
ゅ

・
知
識
・
親
属
を
悩
乱
す
る
こ
と
を
説
き
た
ま
へ
。（
中
略
）
も
し
世
尊
そ
の
過か

悪あ
く

を
説

き
た
ま
は
ば
、
我
れ
聞
く
こ
と
を
得え

已お
わ

り
て
自
ら
心し

ん

行ぎ
ょ
うを

摂せ
っ

せ
ん
。（
中
略
）

　

弥
勒
、
当と
う

来ら
い

末ま
っ

世せ

、
後ご

五
百
歳さ

い

に
、
諸

も
ろ
も
ろの

衆し
ゅ

生じ
ょ
うあ

り
て
、
自
ら
称

し
ょ
う

説せ
つ

し
て
言い

わ

く
、
我
ら
は
こ
れ
菩
薩
な
り
と
。

彼か

の
諸

も
ろ
も
ろの
悪
欲
、
我わ

れ
今
こ
れ
を
説
か
ん
。
弥
勒
、
四
法
を
具ぐ

す
る
者
は
自
ら
菩
薩
と
称
す
。
何な

ん

等ら

を
か
四
と

な
す
。
一
に
は
利り

養よ
う

を
求
め
、
二
に
は
名

み
ょ
う

聞も
ん

を
求
め
、
三
に
は
諂て

ん

曲ご
く

、
四
に
は
邪じ

ゃ

名み
ょ
うな

り
。（
中
略
）

　

仏
、
弥
勒
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
当と
う

来ら
い

末ま
っ

世せ

、
後
五
百
歳
も
亦ま

た

復ま
た

か
く
の
如
し
。
自
ら
菩
薩
と
称
し
て
狗く

法ほ
う

を

行ぎ
ょ
うず

。
施せ

主し
ゅ

の
家
中
に
至
り
て
己こ

家け

の
想
を
生
ず
。
既す

で

に
こ
の
想
を
起
さ
ば
便す

な
わち

貪と
ん

著じ
ゃ
くを

生
ず
。
前
に
他
家
に

至
り
、
後
の
比
丘
を
見
て
、
目
を
瞋い
か

ら
し
て
こ
れ
を
視
る
。
心
に
嫉し

つ

恚い

を
生
じ
て
而し

か

も
闘と

う

諍じ
ょ
うを
起
し
、
互
に
誹ひ

謗ぼ
う

し
て
言い

わ

く
、
某む

甲こ
う

比び

丘く

、
か
く
の
如
き
の
過と

が

あ
り
、
汝な

ん
じ、

某
甲
比
丘
に
親し

ん

近ご
ん

す
る
こ
と
な
か
れ
、
汝
も
し
某

甲
比
丘
に
親
近
せ
ば
、
則す
な
わち
衆し

ゅ

人に
ん

の
た
め
に
軽

き
ょ
う

賤せ
ん

せ
ら
れ
、
罪ざ

い

垢く

を
増ぞ

う

長ち
ょ
うせ
ん
と
。
か
く
の
如
き
の
人
、
心
に

嫉し
っ

妒と

を
生
じ
て
、
餓が

鬼き

の
因
、
貧ひ

ん

賤せ
ん

の
因
を
行
ず
。
自
活
の
た
め
の
故
に
、
妄み

だ

り
に
己こ

身し
ん

を
称
し
て
以も

っ

て
菩
薩

と
な
す
。
衣え

食じ
き

の
た
め
の
故
に
、
如
来
の
智ち

慧え

功く

徳ど
く

を
讃さ

ん

歎だ
ん

し
、
余よ

の
衆し

ゅ

生じ
ょ
うを
し
て
信
仰
を
生
ぜ
し
め
、
内
に

自
ら
戒
を
犯
し
、
悪あ
く

欲よ
く

悪あ
く

行ぎ
ょ
うす

。

　
［
訳
］

　

謹
ん
で
大だ
い

宝ほ
う

積し
ゃ
く

経き
ょ
うの

摩ま

訶か

迦か

葉し
ょ
う

会え

（
注
1
）
の
上
巻
を
拝
読
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
時
、
弥
勒
菩
薩＊

が
釈し

ゃ

迦か

牟む

尼に

世せ

尊そ
ん

に
申
し
上
げ
た
。

　

世
尊
、
ど
う
か
願
わ
く
は
世
尊
、
当と
う

来ら
い

世せ

（
こ
れ
か
ら
来
る
末
の
世
）
に
愚
か
な
人
々
が
自み

ず
から

菩
薩
と
称
し
、

自
ら
沙し
ゃ

門も
ん

（
僧
）
と
称
し
て
、
自
分
の
名
誉
と
利
の
た
め
に
、
布
施
者
・
善ぜ

ん

知ち

識し
き

（
善
友
・
同
信
者
）・
親
属

を
悩
乱
す
る
こ
と
を
お
説
き
く
だ
さ
い
。（
中
略
）
も
し
世
尊
が
、
か
れ
ら
の
過か

悪あ
く

を
説
か
れ
る
な
ら
、
わ
た
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く
し
ど
も
は
、
そ
れ
を
聞
い
て
自
ら
の
心
の
働
き
を
と
と
の
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。（
中
略
）

　

弥
勒
よ
。
当
来
の
末
世
、
後ご

五
百
年
（
注
2
）
に
は
、
多
く
の
人
が
自
分
を
「
我
ら
は
菩
薩
な
り
」
と
称
す
る

で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
の
多
く
の
悪
欲
を
私
は
今
か
ら
説
こ
う
。

　

弥
勒
よ
。
四
つ
の
性
格
を
も
つ
者
が
自
ら
菩
薩
と
称
す
る
。
そ
の
四
つ
は
何
か
。
一
に
は
利り

養よ
う

（
財
物
を
得

よ
う
と
私
欲
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
）
を
求
め
、
二
に
は
名

み
ょ
う

聞も
ん

（
世
間
の
名
声
）
を
求
め
、
三
に
は
諂て

ん

曲ご
く

（
こ
び
へ
つ

ら
い
）、
四
に
は
邪じ
ゃ

名み
ょ
う（

不
正
な
手
段
で
暮
ら
す
こ
と
）
で
あ
る
。（
中
略
）

　

世
尊
は
弥
勒
菩
薩
に
告
げ
た
。

　

当
来
の
末
世
、
後ご

五
百
年
（
注
3
）
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
自
ら
菩
薩
と
称
し
て
狗く

（
犬
）
の
よ
う

に
ふ
る
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

か
れ
ら
は
布
施
者
の
家
に
行
っ
て
自
分
の
家
の
よ
う
に
思
う
。
そ
の
よ
う
に
思
え
ば
、
た
ち
ま
ち
貪と
ん

著じ
ゃ
く（

む

さ
ぼ
り
、
執
着
）
を
生
じ
る
。
先
に
布
施
者
の
家
に
行
け
ば
、
後
か
ら
来
る
比
丘
を
見
て
、
そ
の
比
丘
を
目
を

瞋い
か

ら
し
て
睨に

ら

み
つ
け
る
。
心
に
嫉し

つ

恚い
（
ね
た
み
と
怒
り
）を
生
じ
て
闘と

う

諍じ
ょ
うを

起
こ
し
、た
が
い
に
誹ひ

謗ぼ
う

し
て
言
う
。

「
あ
の
比
丘
に
は
こ
ん
な
過と
が

が
あ
る
。
あ
な
た
は
、
あ
ん
な
比
丘
と
親
し
く
し
て
は
い
け
な
い
。
あ
な
た
も
し
、

あ
ん
な
比
丘
と
親
し
く
す
る
な
ら
、
人
々
に
軽
蔑
さ
れ
、
罪ざ
い

垢く

を
増
す
で
あ
ろ
う
」
と
。

　

こ
の
よ
う
な
人
は
、
心
に
嫉し
っ

妬と

を
生
じ
て
、
餓が

鬼き

道ど
う

に
お
ち
る
因
、
貧ひ

ん

賤せ
ん

の
身
に
な
る
因
を
つ
く
る
。
自
分

が
生
き
る
た
め
に
、
み
だ
り
に
自
分
を
菩
薩
だ
と
い
う
。
衣え

食じ
き

の
布
施
を
得
る
た
め
に
、
如
来
の
智
慧
と
功
徳

を
讃
え
て
、
多
く
の
人
々
に
信
仰
（
仏
法
僧
の
三
宝
を
仰
ぐ
こ
と
）
を
生
じ
さ
せ
な
が
ら
、
自
分
は
自
ら
戒
を

犯
し
、
悪
欲
悪
行
す
る
の
で
あ
る
。

　（
注
1
）
大
宝
積
経
の
摩
訶
迦
葉
会
＝
大
宝
積
経
（
宝
積
経
）
は
多
く
の
大
乗
経
典
を
集
め
た
１
２
０
巻
の
経
典
。
49
部
よ
り
成
り
、
そ
れ
ぞ

れ
「
会え

」
と
い
う
。
摩
訶
迦
葉
会
は
釈
迦
と
高
弟
の
摩
訶
迦
葉
の
話
で
あ
る
。

（
注
2
）
弥
勒
菩
薩
＝
現
在
は
兜と

率そ
つ

天て
ん

に
い
て
未
来
の
世
に
下げ

生し
ょ
うし

て
弥
勒
仏
に
な
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
釈
迦
の
説
法
の
場
に
い
て

質
問
を
す
る
。
法
華
経
で
も
同
様
の
役
割
で
登
場
す
る
。

（
注
3
）後
五
百
年
＝
釈
迦
滅
後
の
五
百
年
。大だ
い

集じ
っ

経き
ょ
う（
大だ

い

方ほ
う

等ど
う

大だ
い

集じ
っ

経き
ょ
う）に
仏
滅
後
五ご

五ご

百ひ
ゃ
く

年ね
ん（
五
つ
の
五
百
年
）の
順
に
仏
法
が
衰
え
る
い
う
。

　

最
澄
は
ま
た
、『
顕
戒
論
』
の
三
十
三
「
仮け

名み
ょ
うの
菩
薩
、
災
を
除
き
国
を
護
る
の
明
拠
を
開
示
す
」
で
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

　
　

未み

然ね
ん

の
大
災
は
、
菩
薩
僧
に
非あ

ら

ず
ん
ば
、
あ
に
冥

み
ょ
う

滅め
つ

す
る
こ
と
を
得
ん
や
。
国
宝
・
国
利
、
菩
薩
に
非
ず
し

て
誰た

れ
ぞ
や
。
仏
道
に
は
菩
薩
と
称
す
。（
中
略
）
今こ

ん

時じ

に
当
た
り
て
、
未
然
の
水す

い

旱か
ん

を
滅
せ
ず
、
已き

興こ
う

の
飢

苦
を
救
は
ず
、
所
住
の
国こ
く

邑ゆ
う

に
災さ

い

禍か

繁は
ん

多た

な
り
、
所
住
の
聚じ

ゅ

落ら
く

に
死
亡
少
な
か
ら
ず
。
こ
れ
を
以も

っ

て
知
る
こ
と

を
得
た
り
、
真
の
菩
薩
に
非
ず
と
。
既
に
言げ
ん

と
事じ

と
相
違
す
。
あ
に
偽ぎ

誑お
う

の
詞こ

と
ばを

信
ぜ
ん
や
と
。

　
［
訳
］

　

こ
れ
か
ら
起
こ
る
で
あ
ろ
う
大
災
は
、
菩
薩
僧
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
遠
く
滅
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
。
国
宝
（
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
の
う
ち
、
鎮
護
国
家
の
僧
宝
）、
国
利
（
国
家
の
安
泰
な
ど
仏
法
の
利り

益や
く

）
は
、

菩
薩
で
な
け
れ
ば
誰
が
成
す
の
か
。
仏
道
で
は
そ
れ
を
菩
薩
と
言
う
。（
中
略
）
現
在
の
比
丘
・
比
丘
尼
は
具
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足
戒
を
受
け
て
い
て
も
）
未
然
の
水す

い

旱か
ん（
洪
水
や
旱か

ん

魃ば
つ

）
を
滅
せ
ず
、す
で
に
起
こ
っ
て
い
る
飢
苦
を
救
わ
ず
、

所
住
す
る
国
々
は
災さ
い

禍か

繁は
ん

多た

で
あ
り
、所
住
の
村
々
に
死
者
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
は
、

か
れ
ら
は
真
の
菩
薩
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
口
に
菩
薩
道
（
大
乗
仏
教
）
を
説
い
て
も
、実
際
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
ど
う
し
て
、
そ
の
偽
わ
り
の
言
葉
が
信
じ
ら
れ
よ
う
か
。

　　

最
澄
の
「
仮
名
の
菩
薩
」
は
口
先
だ
け
で
衆し
ゅ

生じ
ょ
う

済さ
い

度ど

の
菩
薩
道
を
説
い
て
い
る
者
で
あ
り
、
と
り
わ
け
具

足
戒
を
受
け
て
社
会
の
上
位
に
い
る
僧
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
最
澄
は
「
五ご

濁じ
ょ
くの
正

し
ょ
う

災さ
い

は
諸
仏
も
滅
す
る
こ
と
能あ

た

は
ず
。
五
濁
の
邪
災
は
仮
名
も
ま
た
能
く
除
く
」

と
い
う
。
仏
の
滅
後
の
世
が
衰
え
て
生
じ
る
五
濁
（
世
が
濁
っ
て
煩
悩
が
増
す
こ
と
な
ど
五
つ
の
衰
退
）
の

災
い
は
避
け
が
た
い
も
の
で
仏
で
も
滅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
五
濁
の
世
の
人
々
の
不
善
か
ら
生

じ
る
災
い
は
仮
名
の
比
丘
で
も
よ
く
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
仮
名
の
比
丘
」
が
『
末
法
燈
明
記
』（
9
）

に
い
う
「
名
字
の
比
丘
（
名
ば
か
り
の
僧
）」
に
つ
な
が
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

な
お
、
最
澄
が
天
台
宗
の
根
本
経
典
と
し
た
法
華
経
に
も
「
如
来
滅
後
の
末
法
」（
安あ
ん

楽ら
く

行ぎ
ょ
う

品ほ
ん

）、「
我わ

れ

滅
後

の
…
…
悪
世
末
法
の
時
」（
分ふ
ん

別べ
つ

功く

徳ど
く

品ほ
ん

）
と
末
法
の
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
と
く
に
日
蓮
に
と
っ
て
重
要
な
意

味
を
も
つ
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
の
ち
に
「
日
蓮
と
『
末
法
燈
明
記
』」
の
項
で
述
べ
る
。

　　　　　
法
然
・
親
鸞
と
『
末
法
燈
明
記
』

　
　　　　

　
末
法
万
年
弥
陀
一
教

　　　

先
の
「
平
安
末
期
の
動
乱
─
─
『
末
法
燈
明
記
』
の
時
代
背
景
」
お
よ
び
「
東
大
寺
大
仏
炎
上
─
─
仏
法

王
法
滅
尽
」
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
末
法
意
識
は
平
安
時
代
末
期
の
動
乱
の
な
か
で
高
ま
っ
た
。

　

末
法
に
お
い
て
世
は
乱
れ
、
人
び
と
の
機
根
（
性
格
）
は
衰
え
て
、
ま
と
も
に
仏
道
を
修
す
る
力
は
な
い
。

　

で
は
、
こ
の
末
法
に
は
何
が
救
い
に
な
る
の
か
。
そ
こ
に
改
め
て
浮
上
し
て
き
た
の
が
、
ど
ん
な
に
劣
っ

た
人
で
も
極
楽
浄
土
に
迎
え
る
と
い
う
阿
弥
陀
仏
に
頼
る
ほ
か
に
な
い
と
い
う
浄
土
教
で
あ
る
。
そ
れ
は
宇

治
の
平
等
院
鳳
凰
堂
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
平
安
中
期
の
貴
族
文
化
に
お
い
て
華
麗
に
発
展
し
た
仏
法
だ
っ
た

が
、
法
然
・
親
鸞
・
一
遍
ら
に
よ
っ
て
新
た
な
鎌
倉
浄
土
門
が
開
か
れ
た
。

　

法
然
（
一
一
三
三
〜
一
二
一
二
年
）
は
比
叡
山
で
修
行
し
た
の
ち
、
ま
ず
は
阿
弥
陀
仏
の
名
み
ょ
う

号ご
う

を
と
な
え
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仏
舎
利
信
仰
と
釈
迦
再
臨
の
願
い

　　　

本
書
の
冒
頭
に
掲
載
し
た
「
釈し
ゃ

迦か

金き
ん

棺か
ん

出し
ゅ
つ

現げ
ん

図ず

」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
平
安
後
期
に
末
法
意
識
が
広
ま
っ

た
こ
ろ
か
ら
、
釈
尊
の
再
臨
を
願
っ
た
り
、
釈
迦
に
出
会
う
た
め
に
仏
舎
利
を
求
め
る
風
潮
が
高
ま
っ
た
。
栄

西
も
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
に
二
度
目
の
入
宋
の
と
き
に
天て
ん

竺じ
く

（
イ
ン
ド
）
に
行
っ
て
釈
迦
の
霊
塔
を
拝
し

た
い
と
計
画
し
た
。
そ
れ
は
西
域
に
モ
ン
ゴ
ル
が
勢
力
を
広
げ
て
い
た
た
め
に
果
た
せ
な
か
っ
た
が
、
霊
塔
す

な
わ
ち
仏ぶ
っ

舎し
ゃ

利り

（
釈
迦
の
遺
骨
）
を
ま
つ
る
塔
に
詣
で
た
い
と
願
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

戒
律
の
祖
と
し
て
釈
迦
如
来
を
崇あ
が

め
た
真
言
律
宗
の
叡え

い

尊ぞ
ん

の『
感か

ん

身じ
ん

学が
く

正し
よ

記う
き

』に
も
多
く
仏
舎
利
の
話
が
あ
り
、

西
大
寺
の
宝
物
館
に
は
仏
舎
利
を
納
め
た
舎
利
容
器
が
数
多
く
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　

仏
舎
利
は
荼だ

毘び

に
ふ
さ
れ
た
釈
迦
の
遺
骨
で
、
分
骨
し
て
各
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
。
じ
っ
さ
い
に
は

水
晶
や
砂
粒
で
、
そ
れ
を
水
晶
や
金
属
製
の
舎
利
容
器
に
納
め
、
持じ

仏ぶ
つ

と
し
て
身
に
つ
け
た
り
、
祭
壇
に
祀ま

つ

っ

た
り
し
た
。
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
伝
え
る
仏
舎
利
の
ほ
か
、
に
わ
か
に
出
現
し
た
と
い
う
感か
ん

得と
く

舎
利
の

話
が
伝
わ
る
。

　

尾
張
の
長
ち
ょ
う

母ぼ

寺じ

の
僧
＝
無む

住じ
ゅ
う（

一
二
二
七
〜
一
三
一
二
年
）
が
あ
ら
わ
し
た
説
話
集
『
沙し

ゃ

石せ
き

集し
ゅ
う』

か
ら
「
巻

第
二
ノ
一　

仏
舎
利
を
感
得
し
た
る
人
の
事
」
を
あ
げ
る
。

　　

河か
わ

内ち
の

国く
に

に
生

し
ょ
う

蓮れ
ん

房ぼ
う

と
云い

ふ
入

に
ゅ
う

道ど
う

あ
り
け
り
。
年と

し

来ご
ろ

真ま
こ
との

舎し
ゃ

利り

感か
ん

得と
く

の
志

こ
こ
ろ
ざ
し

深
く
し
て
、
不ふ

空く
う

三さ
ん

蔵ぞ
う

の
「
一い

っ

身し
ん

頂ち
ょ
う

礼ら
い

、
万ま

ん

徳と
く

円え
ん

満ま
ん

」
の
舎し

ゃ

利り

礼ら
い

の
文も

ん

を
唱
へ
て
、
毎
日
五
百
反へ

ん

、
五ご

体た
い

投と
う

地ち

に
礼ら

い

拝は
い

し
て
祈
念
し
け
り
。

　

十
四
五
年
の
後
、
太
子
の
御ご

廟び
ょ
うに

詣
で
て
、
殊こ

と

に
精せ

い

誠ぜ
い

を
致
し
て
祈き

請せ
い

し
け
り
。
夜
半
許ば

か

り
に
夢
に
御
廟

窟
よ
り
老
僧
一
人
出い

で
て
、「
汝な

ん
じが
所
望
す
る
仏
舎
利
は
、
そ
の
傍か

た
わら
に
臥ふ

し
た
る
者
に
乞こ

へ
」
と
仰お

お

せ
ら
る

る
と
見
て
、
打
ち
驚
き
て
傍か
た
わら

を
見
れ
ば
、
歩あ

る

き
巫み

女こ

の
髪か

み

肩か
た

に
か
か
り
た
る
が
、
色
白
く
た
け
高
き
が
、

よ
わ
ひ
二
十
二
三
許ば
か

り
な
る
が
臥ふ

し
た
り
け
る
外ほ

か

、
人
も
無
し
。（
中
略
／
巫
女
は
）
脇わ

き

に
懸か

け
た
り
け
る
守

り
の
袋
よ
り
、
水す
い

精し
よ
うの

塔
の
六ろ

く

七し
ち

寸す
ん

許ば
か

り
な
る
を
取
り
出い

だ

せ
り
。
常じ

よ

灯う
と
うの

光
も
及
ば
ぬ
後う

し

戸ろ
ど

、
か
か
や
き
て

明
ら
か
な
り
。
先ま

づ
身
の
毛
よ
立
ち
て
貴た

っ
とく
覚
え
け
り
。
御
舎
利
十
粒り

ゆ
う

許ば
か

り
出い

だ

し
て
、「
こ
の
中
に
一い

ち

粒り
ゆ
う

選え

り
て
取
り
給
へ
」
と
云
へ
ば
、「
我わ

に
有う

縁え
ん

の
御
舎
利
御お

わ

坐し
ま

さ
ば
、
そ
の
相そ

う

を
示
し
給
へ
」
と
て
、
合
掌
し
て

祈
念
し
け
れ
ば
、
御
舎
利
一
粒
、
虫
の
這は

ふ
や
う
に
這
ひ
寄
り
給
ひ
け
り
。「
こ
れ
こ
そ
」
と
て
渡
し
奉

た
て
ま
つる
。

ま
た
感か
ん

涙る
い

抑お
さ

へ
難が

た

か
り
け
り
。（
中
略
）
人
に
問
ひ
け
れ
ば
、「
こ
の
七し

ち

八は
ち

日に
ち

見
え
つ
れ
ど
も
、
い
づ
く
よ
り

来き
た

り
、
い
か
な
る
者
と
も
知
ら
ず
」
と
ぞ
答
へ
け
る
。
反へ

ん

化げ

の
人
に
こ
そ
。（
中
略
）
あ
る
上し

よ

人う
に
ん、
慥た

し

か
に
か

の
御
舎
利
拝
み
て
、
事
の
子し

細さ
い

よ
く
よ
く
聞
き
た
る
よ
し
、
語
り
き
。
無む

下げ

に
近
き
事
な
り
。

（
小
島
孝
之
校
注
・
訳
『
沙
石
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
52　

小
学
館
）

　
［
訳
］

　

河
内
国
に
生し
よ

蓮う
れ

房ん
ぼ
うと
い
う
入

に
ゅ
う

道ど
う

（
僧そ

う

形ぎ
ょ
うの
在
家
者
）
が
い
た
。
年
来
ま
こ
と
に
舎
利
感
得
の
志
が
深
く
、

不ふ

空く
う

三さ
ん

蔵ぞ
う

（
注
１
）
の
「
一い

っ

身し
ん

頂ち
ょ
う

礼ら
い

、
万ま

ん

徳と
く

円え
ん

満ま
ん

」
の
舎
利
礼ら

い

文も
ん

を
唱
え
て
毎
日
五
百
遍
、
五
体
投
地
（
注
２
）

し
て
礼
拝
し
祈
念
し
て
い
た
。
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金
こん
銅
どう
火
か
焔
えん
宝
ほう
珠
じゅ
形
がた
舎
しゃ
利
り
容
よう
器
き

　ColBase (https://colbase.nich.go.jp/)東京国立博物
館蔵　 鎌倉時代・13 世紀　高さ 16.2cm

水晶の宝珠の中に瑪瑙や琥珀、ガラス玉などが仏舎利として入れられ
ている。このほか、舎利容器には多宝塔型、厨子型など、さまざまな
うな形がある。数㎝大の水晶に仏舎利を入れた簡単な舎利容器は各地
で多く現存している。

道
元
の
末
法
と
禅　

　　　　
　
仏
祖
正
伝

　　　

道ど
う

元げ
ん

（
一
二
〇
〇
〜
一
二
五
三
年
）
は
賜し

姓せ
い

皇こ
う

族ぞ
く

（
村
上
源
氏
）
の
公く

卿ぎ
ょ
う

＝
久こ

我が

通み
ち

親ち
か

の
子
と
し
て
京
に

生
ま
れ
た
。
十
三
歳
で
比
叡
山
に
入
っ
た
が
、
十
八
歳
で
比
叡
山
を
下
り
、
建け
ん

仁に
ん

寺じ

の
明

み
ょ
う

全ぜ
ん

（
栄
西
の
高
弟
）

の
弟
子
に
な
っ
て
禅
を
学
ん
だ
。
貞
じ
ょ
う

応お
う

二
年
（
一
二
二
三
）、
明
全
と
と
も
に
入に

っ

宋そ
う

。
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）

二
十
六
歳
、
天て
ん

童ど
う

山ざ
ん

（
中
国
浙
江
省
）
の
如に

ょ

浄じ
ょ
うの

も
と
で
身し

ん

心じ
ん

脱だ
つ

落ら
く

と
い
う
境
地
を
え
た
。
心
身
が
抜
け
落
ち

る
よ
う
な
開か
い

悟ご

の
体
験
で
あ
る
。

　

嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
二
十
八
歳
、
如
浄
か
ら
曹そ
う

洞と
う

宗し
ゅ
うの

法
統
を
嗣つ

い
で
帰
国
し
た
道
元
は
建
仁
寺
に
寄

宿
し
た
の
ち
、
天て
ん

福ぷ
く

元
年
（
一
二
三
三
）、
山や

ま

城し
ろ

深ふ
か

草く
さ

（
京
都
市
伏
見
区
）
に
興こ

う

聖し
ょ
う

寺じ

を
開
い
た
（
の
ち
宇
治

に
移
転
）。
そ
の
後
、
越
後
に
う
つ
り
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
四
十
五
歳
で
永え
い

平へ
い

寺じ

（
当
初
の
名
は
大
仏
寺
）

を
開
き
、
そ
こ
に
住
し
た
が
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
に
五
十
四
歳
で
病
没
し
た
。
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前
灘
波
動
銷
秋
煙　

前
ま
の
あ
た
りの
灘は

や

波せ

動う
ご

き
秋

し
ゅ
う

煙え
ん

を
銷と

ざ

す

夜
寒
易
乱
雁
行
列　

夜よ
る

寒さ
む

う
し
て
乱み

だ

れ
易や

す

し
雁が

ん

行こ
う

の
列れ

つ

月
暗
難
尋
古
渡
船　

月つ
き

暗く
ろ

う
し
て
尋た

ず

ね
難が

た

し
古こ

渡と

の
船ふ

ね　
（『
永
平
広
録
』
第
十
）

　
［
訳
］

釈
迦
如
来
や
祖
師
た
ち
は
も
と
も
と
眼
前
に
在
る
の
だ
が
、

人
は
生
し
ょ
う

死じ

の
荒
波
を
ま
の
あ
た
り
に
し
秋
の
霧
に
閉
ざ
さ
れ
て
迷
っ
て
い
る
。

夜
が
寒
い
と
雁か
り

の
列
は
乱
れ
や
す
く
、

月
が
暗
い
と
、
古
く
か
ら
あ
る
渡
し
船
で
も
探
す
の
が
難
し
い
。

　　　　　「
心
の
仏
教
」
の
展
開
─
─
無
戒
へ
の
道

　　　
　
源
信
の
本
覚
讃
釈

　　　

末
法
意
識
が
広
ま
っ
た
平
安
末
期
に
最
澄
の
名
に
よ
っ
て
『
末
法
燈
明
記
』
が
現
れ
た
こ
ろ
、
比
叡
山
横よ

川か
わ

の
源げ

ん

信し
ん

（
九
四
二
〜
一
〇
一
七
年
）
の
著
述
だ
と
い
う
『
本ほ

ん

覚が
く

讃さ
ん

釈し
ゃ
く』
も
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本

覚
と
は
、
そ
も
そ
も
人
に
は
も
と
か
ら
仏ぶ
っ

性し
ょ
うが

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
僧
も
俗
人
も
区
別
な
く
、
本
か
ら

覚さ
と

っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
を
本ほ

ん

覚が
く

法ぼ
う

門も
ん

と
い
い
、
比
叡
山
を
中
心
に
広
ま
っ
た
。　

　
「
本
覚
讃
」
は
蓮れ

ん

華げ

三ざ
ん

昧ま
い

経き
ょ
う（

妙
み
ょ
う

法ほ
う

蓮れ
ん

華げ

経き
ょ
う

三さ
ん

昧ま
い

秘ひ

密み
つ

三さ
ん

昧ま

耶や

経き
ょ
う）

の
冒
頭
の
偈げ

頌じ
ゅ

で
今
も
天
台
宗
で
読
誦

さ
れ
る
。（
以
下
、
引
用
は
多
田
厚
隆
ほ
か
校
注
『
天
台
本
覚
論
』
岩
波
書
店
よ
り
）

　
帰き

命み
ょ
う

本ほ
ん

覚が
く

心し
ん

法ほ
っ

身し
ん　

常
じ
ょ
う

住じ
ゅ
う

妙み
ょ
う

法ほ
う

心し
ん

蓮れ
ん

台だ
い　

本ほ
ん

来ら
い

具ぐ

足そ
く

三さ
ん

身じ
ん

徳と
く　

三さ
ん

十
じ
ゅ
う

七し
ち

尊そ
ん

住
じ
ゅ
う

心し
ん

城じ
ょ
う
　

普ふ

門も
ん

塵じ
ん

数じ
ゅ

諸し
ょ

三ざ
ん

昧ま
い　

遠お
ん

離り

因い
ん

果が

法ほ
う

然ね
ん

具ぐ
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無む

辺へ
ん

徳と
っ

海か
い

本ほ
ん

円え
ん

満ま
ん　

還げ
ん

我が

頂ち
ょ
う

礼ら
い

心し
ん

諸し
ょ

仏ぶ
つ

　
［
読
み
下
し
］

本ほ
ん

覚が
く

心し
ん

法ほ
っ

身し
ん

に
帰き

命み
ょ
うし
、
妙

み
ょ
う

法ほ
っ

心し
ん

蓮れ
ん

台だ
い

に
常

じ
ょ
う

住じ
ゅ
うす
。

本ほ
ん

来ら
い

、
三さ

ん

身じ
ん

の
徳と

く

を
具ぐ

足そ
く

し
、
三さ

ん

十じ
ゅ
う

七し
ち

尊そ
ん

は
心し

ん

城じ
ょ
うに
住じ

ゅ
うす
。

普ふ

門も
ん

塵じ
ん

数じ
ゅ

の
諸し

ょ

三ざ
ん

昧ま
い

、
因い

ん

果が

を
遠お

ん

離り

し
法ほ

う

然ね
ん

と
し
て
具ぐ

す
。

無む

辺へ
ん

の
徳と

っ

海か
い

、
本ほ

ん

円え
ん

満ま
ん

し
、
還か

え

っ
て
我わ

れ

、
心こ

こ
ろの
諸し

ょ

仏ぶ
つ

を
頂

ち
ょ
う

礼ら
い

す
。

　　

本
覚
心
法
身
と
は
自
身
の
心
に
本
来
の
さ
と
り
が
あ
り
、
法
身
の
仏
（
姿
形
の
な
い
本
来
の
仏
）
が
い
る
と

い
う
こ
と
。
そ
の
仏
に
帰
依
し
て
心
の
蓮
華
に
安
住
す
れ
ば
、
仏
の
種
々
の
徳
が
そ
な
わ
り
、
あ
ら
ゆ
る
変へ
ん

化げ

身し
ん

（
三
身
・
三
十
七
尊
）
が
心
の
城
に
い
る
。
だ
か
ら
、
自
己
の
心
の
諸
仏
を
礼
拝
せ
よ
、
と
い
う
。

　

こ
れ
の
解
釈
が
『
本
覚
讃
釈
』
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
い
う
。

　　

そ
れ
以
お
も
ん
みれ

ば
、
本ほ

ん

覚が
く

の
理り

、
幽ゆ

う

邈ぱ
く

な
り
。
こ
れ
を
琢み

が

か
ず
ば
、
な
ん
ぞ
元が

ん

迷め
い

の
源

み
な
も
とを

悟さ
と

ら
ん
。
心し

ん

理り

の
要よ

う

水す
い

、
昏こ

ん

濁じ
ょ
くな

り
。
こ
れ
を
澄す

ま

ま
さ
ず
ば
、
な
ん
ぞ
覚か

く

華け

の
萼

は
な
ぶ
さを

浮
か
べ
ん
。
即
ち
先
哲
の
旧
懐
を
探さ

ぐ

つ
て
、

ま
さ
に
綿め
ん

玄げ
ん

の
奥お

う

旨し

を
知
る
べ
し
。
帰き

命み
ょ
う

本ほ
ん

覚が
く

心し
ん

法ほ
っ

身し
ん

と
は
、
述
べ
て
曰い

わ

く
、
意い

業ご
う

を
挙
げ
て
、
次
に
身し

ん

口く

の
二に

業ご
う

を
兼
ね
た
り
。
本
覚
心
身
と
は
、
自
身
本
覚
不ふ

生し
ょ
うの

理
な
り
。
あ
る
本ほ

ん

経ぎ
ょ
うに

深じ
ん

法ほ
っ

身し
ん

と
云
へ
り
、
云う

ん

云ぬ
ん

。
私

わ
た
く
しに

云い
わ

く
、
内な

い

証し
ょ
う

開か
い

悟ご

す
る
時
に
こ
の
理
を
知
る
故
に
、
凡ぼ

ん

下げ

の
所
知
に
あ
ら
ず
。
こ
の
故
に
深じ

ん

と
云

ふ
か
。
故
に
一い

ち

行ぎ
ょ
う

阿あ

闍じ
ゃ

梨り

、
大
日
経
を
釈
し
て
云
く
、「
こ
の
本
地
の
身し

ん

は
、
即
ち
こ
れ
妙
法
蓮
華
経
の
最

深
秘
密
の
処
な
り
」
と
、
云
云
。
深じ
ん

義ぎ

こ
の
意
か
。

　

問
ふ
、
一
切
の
凡ぼ
ん

夫ぶ

は
、
無
始
よ
り
自こ

の

来か
た

、
い
ま
だ
悟
ら
ざ
る
が
故
に
、
ま
た
皆み

な

悟ご

入に
ゅ
うせ

ず
。
し
か
れ
ば
、

本
覚
の
身
と
は
云
ふ
べ
か
ら
ず
。答
ふ
、中ち
ゆ

間う
げ
んの

始し

覚が
く

に
対
し
て
、元げ

ん

初し
ょ

を
指
し
て
、し
ば
ら
く
本
覚
と
云
ふ
か
。

例
せ
ば
、
中
間
の
有う

始し

に
対
し
て
無む

始し

を
論
ず
る
が
ご
と
し
。（
中
略
）

　

問
ふ
、
こ
の
心し
ん

法ほ
っ

心し
ん

、
い
づ
れ
の
処
に
住
す
る
や
。
答
ふ
、
頌じ

ゆ

に
云
く
、「
妙

み
ょ
う

法ほ
っ

心し
ん

蓮れ
ん

台だ
い

に
常

じ
ょ
う

住じ
ゅ
うす
」
云
云
。

　

問
ふ
、
何な
に

物も
の

を
か
妙
法
心
蓮
台
と
名
づ
く
る
や
。
答
ふ
、
あ
る
が
釈
し
て
云
く
、
お
よ
そ
人
の
胸
に
干か

栗り

駄だ

心し
ん

あ
り
、
一
の
肉
団
あ
り
。
体
は
八は

ち

分ぶ

の
状か

た
ちあ
り
、
蓮
華
の
ご
と
し
。
男
は
仰あ

お

ぬ
き
、
女
は
伏う

つ
ぶし
な
り
。

こ
の
八
分
を
観
じ
て
妙
法
業
分ふ
ん

陀だ

利り

華け

と
な
す
。〈
已い

上じ
ょ
う、義ぎ

釈し
ゃ
くの

文も
ん

〉今い
ま

、こ
れ
を
指さ

し
て
心し

ん

蓮れ
ん

台だ
い

と
云い

ふ
か
。

（
中
略
）
私
わ
た
く
しに
云い

わ

く
、
妙

み
ょ
う

法ほ
う

即す
な
わち
心し

ん

、
心し

ん

即
ち
蓮れ

ん

台だ
い

、
蓮
台
即
ち
妙
法
と
云
ふ
か
。

　
［
訳
］

　

そ
も
そ
も
本
覚
の
理
は
深
く
神
秘
だ
。
こ
れ
を
磨
か
ず
、
迷
い
の
根
源
を
知
り
得
よ
う
か
。
心
の
理
の
水

は
濁
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
澄
ま
さ
ず
、
さ
と
り
の
花
を
浮
か
べ
ら
れ
よ
う
か
。
先
哲
の
古
典
を
探
っ
て
奥
深

い
趣
旨
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。「
本ほ
ん

覚が
く

心し
ん

法ほ
つ

身し
ん

に
帰
命
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
こ
う
い
わ
れ
て
い
る
。
身し

ん

口く

意い

の
三
業
の
う
ち
の
意
業（
心
の
働
き
）を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
の
行
い
と
言
葉
の
二
業
を
兼
ね
て
い
る
。

本
覚
心
身
と
は
、
自
分
の
身
体
が
本
覚
た
る
不
生
の
理
（
注
１
）
に
即
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
経
に

は
「
深じ
ん

法
身
」
な
ど
と
い
う
。
私
見
を
い
え
ば
、
内
証
（
仏
の
内
な
る
さ
と
り
）
を
開
悟
す
る
と
き
に
こ
の
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生
を
利り

益や
く

す
る
繞

に
ょ
う

益や
く

有う

情じ
ょ
うの
戒
で
あ
る
。

　（
注
1
）
四
恩
＝
父
母
の
恩
・
衆
生
の
恩
・
国
王
の
恩
・
三
宝
の
恩
の
四
つ
を
い
う
。

　
　

こ
こ
か
ら
真
言
宗
で
は
十
善
戒
が
説
か
れ
、
出
家
・
在
家
を
問
わ
ず
広
ま
っ
て
い
る
。
次
の
十
項
目
で
あ
る
。

　　

①
不ふ

殺せ
っ

生し
ょ
う

＝
む
や
み
に
生
き
物
を
傷
つ
け
な
い

　

②
不ふ

偸ち
ゅ
う

盗と
う

＝
も
の
を
盗
ま
な
い

　

③
不ふ

邪じ
ゃ

婬い
ん

＝
男
女
の
道
を
乱
さ
な
い

　

④
不ふ

妄も
う

語ご

＝
う
そ
を
つ
か
な
い

　

⑤
不ふ

綺き

語ご

＝
無
意
味
な
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
い

　

⑥
不ふ

悪あ
っ

口く

＝
乱
暴
な
こ
と
ば
を
使
わ
な
い

　

⑦
不ふ

両り
ょ
う

舌ぜ
つ

＝
筋
の
通
ら
な
い
こ
と
を
言
わ
な
い

　

⑧
不ふ

慳け
ん

貪ど
ん

＝
欲
深
い
こ
と
を
し
な
い

　

⑨
不ふ

瞋し
ん

恚に

＝
耐
え
忍
ん
で
怒
ら
な
い

　

⑩
不ふ

邪じ
ゃ

見け
ん

＝
ま
ち
が
っ
た
考
え
方
を
し
な
い

　　　
　
江
戸
時
代
の
生
活
仏
教
の
中
で

　　　
『
末
法
燈
明
記
』
の
無
戒
主
義
や
『
本
覚
讃
釈
』
の
本
覚
法
門
に
み
る
「
心
」
の
重
視
は
、
江
戸
時
代
に
は
商

人
も
農
民
も
生
業
に
励
む
こ
と
が
仏
道
で
あ
る
と
い
っ
た
生
活
仏
教
を
発
展
さ
せ
、
民
衆
に
も
浸
透
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
は
仏
教
で
も
世
俗
の
生
活
倫
理
が
さ
か
ん
に
説
か
れ
た
。
曹
洞
宗
の
鈴す
ず

木き

正し
ょ
う

三さ
ん

（
一
五
七
九

〜
一
六
五
五
年
）、
生
ま
れ
な
が
ら
の
仏
心
は
生
業
に
も
生
き
て
い
る
と
い
う
不ふ

生し
ょ
う

禅ぜ
ん

を
説
い
た
臨
済
宗
の
盤ば

ん

珪け
い

（
一
六
二
二
〜
一
六
九
三
年
）、
生
活
の
な
か
で
の
十
善
戒
を
説
い
た
真
言
宗
の
慈じ

雲う
ん

飲お
ん

光こ
う

（
一
七
一
八
〜

一
八
〇
四
年
）
な
ど
が
知
ら
れ
る
。

　

飲
光
は
「
正
し
ょ
う

法ぼ
う

律り
つ

」
を
と
な
え
て
戒
律
復
興
を
め
ざ
し
た
が
、
そ
の
仏
道
は
前
掲
の
十
善
戒
を
根
本
と
し
、

そ
れ
を
世
俗
の
道
徳
に
適
用
し
て
説
い
た
。
法
語
集
『
十
善
法
語
』
お
よ
び
『
人
と
な
る
道
』
が
あ
る
。

　

こ
こ
に
大
き
な
飛
躍
が
あ
る
。
仏
教
で
は
本
来
、
人
間
界
は
迷
い
の
六
道
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
解げ

脱だ
つ

し
て
「
仏

に
な
る
こ
と
」が
修
行
の
目
標
と
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、飲
光
は「
ま
ず
人
と
な
る
こ
と
」を
仏
道
の
基
本
と
す
る
。

「
む
か
し
よ
り
人
間
に
し
て
人
間
の
分
際
を
う
し
な
う
者
お
お
し
。
大だ
い

聖し
よ

仏う
ぶ

世つ
せ

尊そ
ん

こ
の
世
に
出
現
し
た
ま
い
て
、

こ
の
人
を
し
て
人
た
ら
し
む
」（『
人ひ
と

登と

奈な

留る

道み
ち

随ず
い

行こ
う

記き

』）、
す
な
わ
ち
、
釈
尊
は
人
が
人
で
あ
る
よ
う
に
仏
教
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を
開
い
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
人
間
中
心
主
義
）
の
熟
成
で
あ
っ
た
。

　

慈
雲
飲
光
の
『
十
善
法
語
』『
人
と
な
る
道
』
の
内
容
は
十
善
戒
に
つ
い
て
の
説
法
で
あ
る
。
そ
れ
が
簡
潔
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
『
十
善
戒
相
』
か
ら
引
用
す
る
。（
長
谷
寶
秀
編
『
慈
雲
尊
者
全
集　

第
十
三
』
よ
り
）

　
　

十
善
と
云い

フ
は
。
聖せ

い

主し
ゅ

の
天
命
を
受
け
て
。
万ぱ

ん

民に
ん

を
撫ぶ

育い
く

す
る
の
法
な
り
。
此こ

ノ
法
ち
か
く
は
人
と
な
る

道
に
し
て
。
遠
く
は
仏ほ
と
けの
万ま

ん

徳と
く

を
成

じ
ょ
う

就じ
ゅ

す
る
な
り
。

　
　

第
一
不
殺
生
戒

こ
れ
は
仁に
ん

徳と
く

の
こ
ゝ
ろ
を
以も

っ

て
。
い
き
と
し
生い

け

る
も
の
を
。
い
つ
く
し
み
す
く
ふ
な
り
。
総
じ
て
聖
主
は
万ぱ

ん

民に
ん

を
赤せ

き

子し

の
如ご

と

く
お
ぼ
し
め
さ
せ
給た

ま

ふ
て
。
其そ

ノ
恩
禽き

ん

獣じ
ゅ
うに
お
よ
ぶ
事
な
り
。
そ
の
身
無
病
長
寿
に
し
て
。

子
孫
繁
栄
な
る
。
此こ

ノ
戒
の
徳
な
り
。

　
　

第
二
不
偸
盗
戒

総そ
う

じ
て
天
地
の
万
物
を
生
ず
る
は
。
山
に
は
山
の
利
あ
り
。
海
に
は
海
の
利
あ
り
。
上
下
を
の
〳
〵
其そ

ノ

利
あ
る
こ
と
な
り
。
春
の
百
花
。
秋
の
紅
葉
。
そ
の
理り

同
じ
き
な
り
。
こ
の
故
に
百
官
庶
民
に
至
る
ま
で
。

各お
の

々お
の

其
ノ
利
を
う
ば
ふ
こ
と
な
く
。
そ
の
と
こ
ろ
を
え
せ
し
む
べ
き
な
り
。
国
家
の
富ふ

栄え
い

な
る
。
此
ノ
戒
の

徳と
く

な
り
。

　
　

第
三
不
邪
婬
戒

男
女
の
間
。
そ
の
道
正
し
き
な
り
。
こ
の
道
だ
に
正
し
け
れ
ば
。
礼
儀
は
を
の
づ
か
ら
そ
の
な
か
に
備
る
な
り
。

天て
ん

象し
ょ
うの

あ
ら
は
る
ゝ
。
多
く
は
此
ノ
道
な
り
。
人
し
れ
ぬ
身
の
行

お
こ
な
いは

。
こ
と
に
天て

ん

神じ
ん

地ち

祇ぎ

の
し
る
と
こ
ろ
な
り
。

家
の
治
ま
り
国
の
治
ま
る
。
内
外
の
眷け
ん

属ぞ
く

み
な
そ
の
人
を
得
る
。
此
ノ
戒
の
徳
な
り
。

　
［
訳
］

　

十
善
と
い
う
の
は
、聖
主（
徳
高
い
帝
王
、ま
た
仏
）の
天
命
を
受
け
て
万
人
を
大
切
に
そ
だ
て
る
法
で
あ
る
。

こ
の
法
も
や
は
り
人
と
な
る
道
で
あ
り
、
遠
く
は
仏
の
万
徳
を
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

第
一
不
殺
生
戒

　

不
殺
生
戒
は
仁
徳
の
心
で
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
慈
し
み
済す
く

う
こ
と
で
あ
る
。
総
じ
て
聖
主
は
万
民
を

赤
子
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
恩
は
鳥
や
獣
に
お
よ
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
不
殺
生
戒
に
よ
り
身
は
無
病

長
寿
に
し
て
子
孫
が
繁
栄
す
る
。
そ
れ
が
こ
の
戒
の
徳
で
あ
る
。

　
　

第
二
不
偸
盗
戒

　

総
じ
て
天
地
の
万
物
を
生
じ
る
の
は
、
山
に
は
山
の
利
（
善
い
働
き
）
が
あ
り
、
海
に
は
海
の
利
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
上
下
お
の
お
の
、
そ
の
利
が
あ
る
。
春
の
花
々
も
秋
の
紅
葉
も
そ
の
理
は
同
じ
で
あ
る
。
こ

の
ゆ
え
に
、
も
ろ
も
ろ
の
官
吏
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
を
奪
う
こ
と
な
く
。
そ
の
と
こ
ろ

を
得
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
の
富
栄
が
あ
る
。
こ
の
戒
の
徳
で
あ
る
。

　
　
　

第
三
不
邪
婬
戒

　

男
女
に
お
い
て
、
そ
の
道
を
正
し
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
道
さ
え
正
し
け
れ
ば
。
礼
儀
は
お
の
ず
か

ら
そ
の
な
か
に
備
わ
る
。
日
月
の
天
象
が
あ
ら
わ
れ
る
の
も
、
多
く
は
こ
の
道
で
あ
る
。
人
に
知
れ
な
い
身
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の
行
い
は
、
こ
と
に
天
神
地
祇
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
家
が
治
ま
り
、
国
が
治
ま
っ
て
内
外
の
知
人
・
親

族
が
み
な
そ
の
人
を
得
る
。
こ
の
戒
の
徳
で
あ
る
。

　　

以
下
、
第
四
不
妄
語
戒
（
こ
と
ば
に
虚
な
る
こ
と
な
き
な
り
）、
第
五
不
綺
語
戒
（
世
に
か
る
口
〈
軽
口
〉
と

云
フ
事
コ
レ
ナ
リ
）、
第
六
不
悪
口
戒
（
人
を
の
り
は
づ
か
し
め
ぬ
な
り
）、
第
七
不
両
舌
戒
（
他
の
な
か
ご
と

を
い
は
ぬ
な
り
）、
第
八
不
貪
欲
戒
（
一
切
む
さ
ぼ
り
求
め
ぬ
な
り
）、
第
九
不
瞋
恚
戒
（
瞋
恚
〈
怒
り
〉
は
善

根
を
亡
ぼ
す
）、第
十
不
邪
見
戒
（
今
日
の
貴き

賤せ
ん

尊そ
ん

卑ぴ

。
み
な
過
去
の
業ご

う

と
し
る
べ
し
）
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
『
十

善
戒
相
』
は
次
の
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　
「
総
じ
て
戒
法
は
人
々
具
足
（
人
々
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
）
の
徳
に
し
て
。
今
新あ
ら
たに
生
ず
る
に
あ
ら
ず
。
た
ゞ

世
人
の
我
に
あ
る
宝
蔵
を
み
づ
か
ら
し
ら
ぬ
故
に
。
大だ
い

聖し
ょ
う

世せ

尊そ
ん

の
説
示
し
給
ふ
な
り
。
自
心
全
け
れ
ば
。
天
地

と
そ
の
徳
を
等
ふ
し
て
。
仏
の
大
道
に
も
か
な
ふ
こ
と
な
り
」

　

十
善
戒
は
も
と
も
と
人
の
心
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
人
間
の
心
の
肯
定
は
、
平
安
末
期
の

本
覚
論
の
ひ
ろ
ま
り
や
禅
宗
の
到
来
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
悉し
つ

有う

仏ぶ
っ

性し
ょ
うの
確
信
を
へ
て
、「
ど
ん
な
人
に
も
仏

ほ
と
け

心ご
こ
ろが

あ
る
」「
仏
に
見
守
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
性
善
説
を
強
め
た
。

　　　　　
お
わ
り
に
─
─
無
戒
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

　　　

ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
の
世
話
を
し
て
い
る
寺
の
住
職
か
ら
「
日
本
の
お
坊
さ
ん
は
ど
う
し
て
結
婚
し
て
い

る
の
？
」
と
よ
く
質
問
さ
れ
る
。「
答
え
よ
う
が
な
く
て
困
る
」
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。　

　

日
本
で
は
昔
か
ら
僧
の
妻
帯
が
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
明
治
時
代
に
は
各
宗
で
公
認
し
た
。
今
ま

で
は
多
く
の
寺
で
一
般
の
家
庭
と
変
わ
ら
な
い
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
他
国
の
仏
教
に
は
な
い
こ
と

な
の
で
、
と
て
も
不
思
議
に
思
わ
れ
る
わ
け
だ
。

　

戒
律
の
条
項
に
照
ら
せ
ば
僧
の
妻
帯
は
明
確
な
戒
律
違
反
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
い
っ
て
堕
落
で
は
な
い
。

聖
徳
太
子
の
「
三
経
義
疏
」
に
ま
で
溯
っ
て
述
べ
た
よ
う
に
、日
本
で
は
出
家
と
在
家
の
距
離
が
近
い
。
そ
し
て
、

末
法
の
認
識
を
へ
て「
無
戒
」へ
と
進
ん
だ
。そ
の
結
果
、日
本
で
は
神
仏
の
タ
ブ
ー
が
少
な
い
社
会
が
生
ま
れ
た
。

　

以
前
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
行
っ
て
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
た
と
き
、
寺
や
祠ほ
こ
らの

前
を
通
り
か
か
る
た
び
に
、
運
転
手

が
い
ち
い
ち
合
掌
す
る
。「
こ
う
す
る
と
警
官
に
つ
か
ま
ら
な
い
ん
だ
」
と
運
転
手
は
言
っ
た
が
、
や
っ
ば
り
、

つ
か
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。
御ご

利り

益や
く

は
な
い
よ
う
だ
。
け
れ
ど
も
彼
は
寺
や
祠
の
前
を
何
も

せ
ず
通
り
す
ぎ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
生
活
習
慣
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

　

い
っ
ぽ
う
日
本
で
も
寺
や
神
社
の
ほ
か
、
地
蔵
菩
薩
や
観
音
菩
薩
の
祠
や
石
仏
な
ど
が
非
常
に
多
く
あ
る
の

だ
が
、
た
い
て
い
の
人
は
、
気
に
せ
ず
に
通
り
過
ぎ
て
い
く
。
寺
や
神
社
が
多
い
と
い
う
意
味
で
日
本
は
き
わ
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め
て
宗
教
色
の
濃
い
国
な
の
だ
が
、
ふ
だ
ん
は
気
に
し
な
く
て
い
い
自
由
が
あ
る
。

　

こ
の
日
本
の
仏
教
で
は
平
安
時
代
か
ら
煩ぼ
ん

悩の
う

即そ
く

菩ぼ

提だ
い

（
煩
悩
が
さ
と
り
）、
山さ

ん

川せ
ん

草そ
う

木も
く

悉し
っ

皆か
い

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

（
山
も
川
も

草
木
も
み
な
仏
）、
一い
っ

切さ
い

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

悉し
つ

有う

仏ぶ
っ

性し
ょ
う（
だ
れ
に
で
も
仏
性
が
あ
る
）
等
と
さ
か
ん
に
言
わ
れ
て
き
た
が
、
そ

う
し
た
考
え
方
が
江
戸
時
代
に
熟
成
さ
れ
、「
ど
ん
な
人
に
も
仏
ほ
と
け

心ご
こ
ろが
あ
る
」「
根
っ
か
ら
の
悪
人
は
い
な
い
」「
本

心
は
悪
く
な
い
」と
い
っ
た
性
善
説
に
も
と
づ
く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム（
人
間
中
心
主
義
）が
育
ま
れ
た
。
今
で
も「
人

間
ら
し
い
」「
人
間
ら
し
く
生
き
る
」
と
い
っ
た
言
葉
に
「
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
良
し
と
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

が
生
き
て
い
る
。
何
か
失
敗
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
「
人
間
だ
か
ら
し
か
た
が
な
い
」
と
許
さ
れ
る
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、日
本
の
仏
教
で
は
「
心
」
が
非
常
に
重
視
さ
れ
「
是ぜ

心し
ん

是ぜ

仏ぶ
つ

（
心
が
仏
）」
と
も
い
う
。
ま
た
、

仏ぶ
っ

法ぽ
う

即そ
く

世せ

法ほ
う

（
仏
法
と
世
間
の
法
は
同
じ
）
と
い
い
、
世
俗
の
倫
理
・
道
徳
に
も
仏
教
の
言
葉
が
浸
透
し
た
。

　

し
か
し
今
、
日
本
は
激
し
い
社
会
変
動
の
中
に
あ
る
。
文
化
の
面
で
い
え
ば
、
日
本
在
住
の
外
国
人
や
外
国
人

旅
行
者
が
増
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
的
・
文
化
的
背
景
を
も
つ
人
が
混
ざ
り
合
っ
て
暮
ら
す
社
会
が
現
実
に
な
っ

て
き
た
。
日
本
の
歴
史
上
、
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
多
文
化
共
生
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
重

要
な
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
失
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
歴
史
と
文
化
を
見
失
っ
た
ら
、

こ
れ
か
ら
の
新
し
い
日
本
人
は
生
ま
れ
な
い
。そ
の
日
本
の
文
化
の
大
き
な
柱
が
仏
教
で
あ
っ
た
が
、残
念
な
が
ら
、

あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。「
日
本
の
お
坊
さ
ん
が
結
婚
し
て
い
る
の
は
戒
律
違
反
だ
。
堕
落
だ
よ
ね
」
と
言
わ

れ
て
う
な
だ
れ
て
い
る
よ
う
で
は
話
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
育
ま
れ
た
無
戒
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
誇
り
を
も
ち
、

日
本
は
人
間
を
信
頼
し
あ
う
社
会
だ
と
い
う
こ
と
を
外
国
人
に
も
、
そ
し
て
私
た
ち
自
身
に
も
語
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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