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は
じ
め
に

「
そ
れ
に
つ
け
て
も
金
の
欲
し
さ
よ
」
と
は
、
ど
ん
な
上
の
句
に
も
合
う
万
能
の
下
の
句
と
し
て
、
山
崎
宗
鑑
が
考
案
し
た
（
日
本

国
語
大
辞
典
）
そ
う
だ
が
、
他
方
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
貨
幣
経
済
の
浸
透
ぶ
り
を
端
的
に
示
し
た
成
句
で
あ
る
と
も
言
え
る

だ
ろ
う
。
ま
た
、
元
禄
期
の
西
鶴
は
、「
た
だ
銀
が
銀
を
た
め
る
世
の
中
」（『
日
本
永
代
蔵
』）
に
あ
っ
て
「
金
銀
な
く
て
は
世
に
す
め

る
甲
斐
な
き
事
は
、
今
更
い
ふ
ま
で
も
な
し
」（『
西
鶴
織
留
』）
と
い
い
、
当
時
に
お
け
る
貨
幣
の
威
力
と
い
う
も
の
を
十
分
に
伝
え

て
い
る
。
こ
の
金
銭
万
能
の
価
値
観
は
、近
世
の
社
会
全
体
に
行
き
渡
っ
て
お
り
、富
や
資
本
こ
そ
が
世
の
中
を
動
か
し
て
い
た
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
威
勢
は
、
さ
ら
に
、
本
来
「
異
界
」
で
あ
る
は
ず
の
死
後
の
世
界
へ
も
様
々
な
形
で
及
ん
で
い
る
。

さ
れ
バ
地
ご
く
の
沙
汰
も
極
楽
の
う
ハ
さ
も
銭
の
世
の
中
、
べ
つ
し
て
当
銀
の
う
り
買
ハ
、
冥
途
も
娑
婆
に
か
わ
る
事
な
し
と
ぞ

か
た
り
け
る
。（『
籠
耳
』・
四
ノ
二
）注

一
　

こ
れ
は
、あ
る
男
が
、以
下
の
よ
う
な
話
と
と
も
に
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
昔
、与
三
兵
衛
と
い
う
百
姓
が
閻
魔
王
に
差
し
出
す
「
六

貨
幣
経
済
と
地
獄
の
思
想 —

地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第—  　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
村
　
正
彦
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道
銭
」
を
忘
れ
、
こ
の
世
に
舞
い
戻
っ
て
き
た
。
息
子
た
ち
は
引
き
留
め
た
が
、
あ
の
世
で
は
日
に
倍
の
利
子
が
付
く
の
で
戻
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
、
古
銭
が
あ
っ
て
は
不
都
合
だ
か
ら
換
え
て
く
れ
と
注
文
し
た
上
で
、
棺
桶
の
ふ
た
を
閉
め
て
去
っ
て
行
っ
た
。

金
銭
万
能
の
思
想
は
、「
娑
婆
」
の
銭
が
「
冥
途
」
に
お
い
て
も
通
用
す
る
こ
と
に
明
瞭
に
表
れ
て
お
り
、
古
い
銭
が
差
し
障
る
の
も

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
ば
か
り
で
な
く
あ
の
世
も
銭
の
世
の
中
。
地
獄
極
楽
の
道
も
銭
に
よ
り
、
阿
弥
陀
で
さ
え
銭
ほ
ど
に
光

る
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
貨
幣
経
済
と
い
う
も
の
は
人
々
の
他
界
観
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
特
に
金
銭
と
地
獄
の
思
想
は
切
っ

て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
巷
間
に
流
布
し
た
「
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
」
と
い
う
諺
を

手
が
か
り
に
、
金
銭
に
ま
つ
わ
る
こ
の
世
と
あ
の
世
の
悲
喜
劇
を
追
っ
て
み
た
い
。

一
、
地
獄
と
銭

そ
も
そ
も
「
地
獄
」
と
「
銭
」
の
関
わ
り
は
、
い
つ
頃
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
三
十
六
歌
仙
の
一
人
、
藤
原
仲
文

の
歌
（『
仲
文
集
』）
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　

う
り
け
る
な
べ
を
こ
よ
な
く
い
ひ
お
と
し
け
れ
ば
、
う
る
人

ち
ん
こ
く
の
か
な
へ
に
も
こ
そ
に
え
た
ま
へ
お
ほ
く
の
せ
ん
な
お
と
し
給
ひ
そ
（
一
七
）

　
　

返
し

か
ふ
よ
り
も
う
る
こ
そ
つ
み
は
お
も
げ
な
れ
む
べ
こ
そ
か
ま
の
そ
こ
に
あ
り
け
れ
（
一
八
）注

二
　

市
場
で
鍋
を
売
る
人
と
客
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
。「
こ
の
世
で
銭
を
惜
し
む
と
、
あ
の
世
で
地
獄
の
釜
で
煮
ら
れ
ま
す
よ
」
と
言

う
と
、「
買
う
よ
り
も
（
地
獄
の
）
釜
を
売
る
方
が
罪
が
重
い
の
で
は
な
い
で
す
か
」
と
切
り
返
す
。
こ
の
贈
答
歌
は
、
後
に
『
続
詞
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花
和
歌
集
』（
藤
原
清
輔
撰
）
に
「
戯
笑
歌
」
と
し
て
入
集
し
て
い
る
か
ら
、
深
い
自
省
や
宗
教
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
、
こ
の
世
の
「
鍋
」
と
地
獄
の
「
釜
」
を
対
比
さ
せ
た
二
人
の
機
知
を
味
わ
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

「
地
獄
」
と
「
銭
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
、
か
な
り
初
期
の
作
品
で
は
あ
る
が
、「
高
い
値
で
買
え
ば
堕
地
獄
を
免
れ
る
」
と
い
う
よ
う

な
理
解
が
す
で
に
あ
っ
た
と
は
、
や
は
り
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
「
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
」
と
い
う
諺
は
、
一
体
い
つ
頃
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。『
時
代
別
国
語
辞
典 

室

町
時
代
編
三
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
二
例
が
、
十
六
世
紀
の
も
の
と
し
て
確
認
で
き
る
。

一
心ノ

銭ヲ

善ク

使ハ

種
々
功
徳ヲ

買
取テ

成
也
。サ
テ
一
心ノ

銭ヲ

悪
使ハ

業ヲ

買
取テ

後ハ

堕
地
獄ニ

也
。去ハ

常ノ

人
言ニ

地
獄ノ

沙
汰モ

銭カ
ス
ル
ト云ハ

仮
初ナ

カ
ラ

　

実
義ニ

叶タ
ル

 

事
也
。

一
心ノ

銭ノ

使
様ニ

依テ

行
浄
土ヘ

モ

 
可
堕
地
獄ヘ

モ

 

故
也
。（『
法
華
経
直
談
鈔
』・
六
本
ノ
二
十
六
・「
銭
之
事
」）注

三　

神
ニ
イ
ノ
リ
祈
祷
ヲ
シ
タ
リ
亡
者
ヲ
ト
ム
ラ
ニ
物
ヲ
入
テ
ツ
カ
ウ
コ
ト
ソ
。
地
獄
ノ
沙
汰
モ
銭
デ
ス
ル
ト
云
コ
ト
ソ
。
ソ
ノ
ツ
レ

ヲ
ハ
用
ヌ
ト
云
心
ソ
。（『
玉
塵
抄
』・
巻
三
十
八
）注

四
　

前
者
は
、
仏
事
以
外
に
無
駄
金
を
使
う
こ
と
は
ま
る
で
悪
業
を
買
う
よ
う
な
も
の
で
、
い
ず
れ
は
堕
地
獄
に
つ
な
が
る
と
警
告
す
る
。

そ
し
て
、「
地
獄
の
沙
汰
も
銭
が
す
る
」
と
い
う
諺
を
引
き
合
い
に
、地
獄
極
楽
は
銭
の
使
い
よ
う
で
決
ま
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
後
者
は
、
亡
者
を
追
善
供
養
す
る
際
に
は
、
気
持
ち
だ
け
で
は
な
く
品
物
（
も
し
く
は
金
銭
）
を
用
い
る
こ
と
が
肝
要
で
、
そ

れ
こ
そ
が
「
地
獄
の
沙
汰
も
銭
で
す
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
他
、
同
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、『
犬
筑
波
集
』（
山
崎
宗
鑑
）
に
、
次
の
よ
う
な
句
が
見
ら
れ
る
。

聞
ば
た
ゞ
地
獄
の
さ
た
も
銭
な
れ
や　

／　

た
て
や
ま
り
や
う
を
守
護
ぞ
お
さ
む
る注

五　

「
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
地
獄
の
沙
汰
も
銭
な
の
だ
な
あ
」
と
い
う
句
に
対
し
、「
立
山
地
獄
の
領
主
（
守
護
）
だ
っ
て
金
で
ど
う
に

で
も
な
る
の
だ
か
ら
ね
え
」
と
付
け
る
。
あ
の
世
を
引
き
合
い
に
出
し
、
こ
の
世
の
不
条
理
を
諷
刺
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
句
の
眼
目
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は
あ
る
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
以
上
の
三
例
が
、
い
ず
れ
も
「
金
」
で
は
な
く
「
銭
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
時
点

で
こ
れ
ら
を
遡
る
資
料
は
見
当
た
ら
ず
、
本
来
は
「
地
獄
の
沙
汰
も
銭
」
と
い
う
言
い
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
世
後
期
と
い
う
の
は
、
地
獄
の
思
想
史
上
、
た
い
へ
ん
注
目
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
聖
衆
来
迎
寺
の
「
六
道
絵
」

（
十
三
世
紀
頃
）に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、お
よ
そ
中
世
前
期
に
流
布
し
て
い
た
の
は
、源
信
の『
往
生
要
集
』が
描
く
地
獄
観
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
室
町
時
代
あ
た
り
を
前
後
し
て
、『
往
生
要
集
』
の
地
獄
観
か
ら
あ
る
程
度
自
由
に
な
り
、
経
典
等
に
は
無
い
新
た
な
地

獄
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
血
の
池
地
獄
、
不
産
地
獄
、
両
婦
地
獄
と
い
っ
た
女
性
に
関
わ
る
地
獄
や
、
子
供
が

苦
し
む
賽
の
河
原
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
女
性
や
子
供
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る
時
期
と
重
な
っ
て
お
り
、

注
六

不
産
地

獄
は
子
供
の
必
要
性
の
裏
返
し
で
あ
る
し
、
血
の
池
地
獄
に
は
如
意
輪
観
音
、
賽
の
河
原
に
は
地
蔵
菩
薩
が
お
り
、
地
獄
と
は
言
い
な

が
ら
、
女
性
や
子
供
の
救
済
の
場
が
用
意
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
事
象
で
あ
る
。
一
方
、
す
で
に
『
往
生
要
集
』
に
よ
っ
て
周
知
せ
ら
れ

て
い
た
地
獄
の
中
に
も
、
そ
の
理
解
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
衆
合
地
獄
に
見
ら
れ
る
「
邪
婬
の
刀
葉
林
」
の
よ

う
に
、
亡
者
を
招
く
美
女
が
刀
葉
樹
の
上
か
ら
剣
の
山
の
上
に
移
動
し
た
り
、
絶
世
の
美
女
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
生
前
愛
し
た
妻
や

恋
人
に
変
わ
っ
た
り
し
て
い
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
な
の
で
あ
る
。

注
七

こ
の
よ
う
な
時
代
相
の
中
で
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
、「
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
」
に
関
す
る
資
料
が
複
数
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
単
な

る
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。
地
獄
の
思
想
史
上
の
画
期
に
こ
の
諺
が
相
次
い
で
現
れ
た
こ
と
は
、
ぜ
ひ
と
も
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

注
八
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二
、
地
獄
の
形
骸
化

地
獄
の
思
想
史
の
上
、
中
世
後
期
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
変
革
は
、
地
獄
（
も
し
く
は
六
道
世
界
）
が
次
第
に
形
骸
化
し
て
ゆ
く
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
狂
言
の
『
朝
比
奈
』
な
ど
は
そ
の
典
型
で
、
地
獄
に
「
滑
稽
」
の
要
素
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
戯

画
化
の
道
を
辿
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
朝
比
奈
三
郎
義
秀
が
冥
界
の
主
で
あ
る
閻
魔
王
を
ね
じ
伏
せ
る
と
い
う
そ
の
内
容
は
、
中
世
に

お
け
る
武
士
と
い
う
も
の
の
存
在
の
大
き
さ
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
死
を
恐
れ
ず
、異
界
で
暴
れ
回
る
武
士
達
は
、や
が
て
「
地

獄
破
り
」
と
い
う
話
形
を
完
成
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、注

九

そ
こ
に
登
場
す
る
閻
魔
や
獄
卒
達
は
、
も
は
や
武
士
の
力
の
前
に
為
す

術
を
持
っ
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
武
力
に
よ
っ
て
地
獄
が
蹂
躙
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
武
士
の
時
代

に
あ
っ
て
は
、
地
獄
さ
え
も
武
力
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
地
獄
は
世
相
を
反
映
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
世
に
な
り
、
武
力
よ
り
も
金
の
力
が
も
の
を
言
う
時
代
に
な
る
と
、

地
獄
も
金
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
地
獄
の
形
骸
化
の
要
因
が
、
武
力
か
ら
金
力
へ
重
点
を
移
し
て
い
っ
た
と
言
え

ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。そ
の
当
時
の
社
会
構
造
や
時
代
状
況
が
、人
々
の
他
界
観
の
変
質
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。「
地

獄
の
沙
汰
も
金
次
第
」
と
い
う
諺
の
流
布
も
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
金
の
力
が
地
獄
の
思
想
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
か
。
以
下
、
具
体
的
な
作
品
を
見
な
が
ら
、
そ
の
諸
相
を

辿
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
は『
伽
婢
子
』（
浅
井
了
意
・
一
六
六
六
年
）か
ら
一
例
を
取
り
上
げ
る
。
儒
学
を
よ
く
す
る
浅
原
新
之
丞
は
、隣
に
住
む
孫
平
が
、

金
銀
を
費
や
し
た
仏
事
に
よ
っ
て
閻
魔
王
庁
よ
り
返
さ
れ
た
話
を
聞
き
、
次
の
よ
う
に
嘲
弄
す
る
。
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金
銀
だ
に
お
ほ
く
散
じ
て
仏
事
を
だ
に
よ
く
い
と
な
め
ば
、
あ
る
ひ
は
死
し
て
も
よ
み
が
へ
り
、
或
は
地
ご
く
も
う
か
ぶ
と
か
や
。

貧
も
の
は
力
な
し
。
善
悪
の
む
く
ひ
は
、
お
ほ
く
銭
金
を
散
す
人
こ
そ
来
世
も
こ
ゝ
ろ
や
す
け
れ
。
む
か
し
漢
の
韋
賢
が
こ
と
ば

に
、「
子
に
黄
金
万
借
を
の
こ
さ
む
よ
り
、
如
じ
子
に
一
経
を
ゝ
し
へ
ん
に
は
」
と
い
へ
り
。
地
ご
く
の
沙
汰
も
銭
に
よ
る
べ
し
。

閻
魔
王
も
金
だ
に
あ
れ
ば
罪
は
ゆ
る
す
。
韋
賢
が
こ
と
ば
は
全
な
し
。注

十　

そ
し
て
、
続
け
て
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
。

お
そ
ろ
し
き
地
ご
く
の
沙
汰
も
銭
ぞ
か
し
念
仏
の
代
に
欲
を
ふ
か
ゞ
れ

こ
の
後
、
浅
原
は
閻
魔
王
の
元
に
召
さ
れ
、
そ
こ
で
同
じ
主
張
を
繰
り
返
す
。
す
る
と
閻
魔
王
は
あ
っ
さ
り
と
自
分
の
非
を
認
め
、

孫
平
を
地
獄
へ
送
り
、
浅
原
を
こ
の
世
に
帰
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
地
獄
を
見
聞
し
た
浅
原
は
、
儒
学
を
捨
て
仏
門
に
帰
依
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
一
話
に
登
場
す
る
閻
魔
王
の
凋
落
ぶ
り
は
顕
著
で
あ
る
。「
閻
魔
王
も
金
だ
に
あ
れ
ば
罪
は
ゆ

る
す
」
な
ど
の
台
詞
は
実
に
手
厳
し
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
が
現
世
に
対
す
る
風
刺
で
も
あ
る
こ
と
は
、
先
掲
の
「
た
て
や
ま

り
や
う
を
守
護
ぞ
お
さ
む
る
」（『
犬
筑
波
集
』）
を
引
く
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

注
十
一　

こ
の
よ
う
な
地
獄
の
凋
落
は
、
地
獄
の
滑
稽
化
に
ま
す
ま
す
拍
車
を
掛
け
、
現
世
に
対
す
る
鋭
い
風
刺
と
い
う
よ
り
は
、
地
獄
の

世
界
そ
の
も
の
に
娯
楽
性
を
見
出
し
て
ゆ
く
方
向
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
。
や
や
下
っ
た
十
八
世
紀
の
作
品
、『
元
禄
太
平
記
』（
梅
薗
堂
・

一
七
〇
二
年
）
か
ら
そ
の
様
相
を
眺
め
て
み
よ
う
。

巻
二
（
西
鶴
の
地
獄
め
ぐ
り
）
に
は
、
粋
鬼
と
い
う
鬼
が
三
津
瀬
川
原
の
色
町
に
出
か
け
る
に
あ
た
っ
て
、「
桑
名
や
十
郎
右
衛
門
」

か
ら
金
を
借
り
る
話
が
あ
る
。
金
に
困
っ
た
粋
鬼
に
対
し
、
十
郎
右
衛
門
が
次
の
よ
う
に
け
し
か
け
る
。

十
郎
右
衛
門
虎
の
皮
の
ふ
ん
ど
し
に
、
と
り
つ
き
引
つ
き
「
…
当
世
は
神
や
仏
の
ち
か
ら
に
さ
へ
、
ま
ゝ
な
ら
ぬ
は
金
銀
ゆ
へ
、

三
国
一
の
善
光
寺
、
し
な
の
わ
る
く
も
た
び
〳
〵
に
、
開
帳
見
世
を
出
し
給
ふ
。
又
人
界
に
上
も
な
く
、
国
を
た
も
て
る
守
々
さ
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へ
、
勝
手
の
よ
し
あ
し
難
波
津
の
裏
判
を
す
へ
、
知
行
を
質
に
金
を
借
る
。
あ
る
ま
い
こ
と
よ
一
本
の
、
ゆ
か
り
の
寺
の
お
上
人
、

紫
衣
か
け
な
が
ら
、
旦
那
を
請
に
た
の
ま
る
ゝ
。
む
か
し
も
今
も
あ
り
が
た
き
黄
金
の
肌
に
は
、
は
り
の
つ
よ
ひ
女
郎
も
、
頭
か

ら
帯
を
と
き
、
空
泣
を
し
て
み
し
や
る
。
か
ゝ
る
時
節
に
候
へ
ば
、
あ
ゝ
慮
外
な
が
ら
、
花
代
な
ん
ど
の
御
不
足
な
ら
ば
、
御
合

力
申
さ
ん
」
と
い
ふ
。

注
十
二　

そ
し
て
、「
や
ま
ぶ
き
二
枚
」
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
と
、
粋
鬼
は
喜
び
、
次
の
よ
う
な
交
換
条
件
を
出
し
て
く
る
。

「
そ
な
た
を
ば
明
日
よ
り
、
此
方
の
手
下
に
を
き
、
呵
責
を
ゆ
る
し
と
ら
す
べ
し
。
外
の
鬼
達
見
と
が
め
て
、
そ
ち
を
責
ん
と
す

る
な
ら
ば
、
粋
鬼
が
組
下
と
名
乗
て
、
此
印
を
み
せ
給
へ
」
と
て
、
七
札
の
や
う
な
る
物
を
壱
枚
と
ら
せ
「
と
か
ふ
は
あ
す
の
御

げ
ん
ぞ
」
と
い
さ
み
に
い
さ
ん
で
お
ど
り
ゆ
く
。
げ
に
や
地
獄
も
銭
し
だ
い
、
桑
名
屋
寝
石
を
持
し
ゆ
へ
、
不
慮
に
呵
責
を
ゆ
る

さ
る
ゝ
。

粋
鬼
の
愚
か
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
百
戦
錬
磨
の
十
郎
右
衛
門
の
処
世
は
見
事
で
あ
る
。
金
の
世
の
中
、
貨
幣
経
済
の
論
理
が
、

地
獄
に
お
い
て
も
見
事
に
役
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
げ
に
や
地
獄
も
銭
し
だ
い
」
と
い
う
一
節
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

地
獄
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
人
間
模
様
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
地
獄
の
世
界
観
そ
の
も
の
に
娯
楽
性
を
求
め
た
作
品
を
見
て
み
よ
う
。

『
根
南
志
具
佐
』（
平
賀
源
内
・
一
七
六
三
年
）
冒
頭
に
描
か
れ
る
地
獄
の
情
景
で
あ
る
。

近
年
は
人
の
心
も
か
た
ま
し
く
な
り
た
る
ゆ
ゑ
、樣
々
の
悪
作
る
者
多
く
、日
に
ま
し
て
罪
人
の
数
か
ぎ
り
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、前
々

よ
り
有
来
の
地
獄
に
て
は
、
中
々
地
面
不
足
な
り
と
て
、
閻
广
王
こ
ま
り
給
ふ
折
を
窺
、
山
師
共
は
我
一
と
内
證
よ
り
付
け
込
み
、

役
人
に
て
れ
ん
追
従
賄
賂
な
ど
し
て
、
さ
ま
〴
〵
の
願
を
出
し
、
極
樂
海
道
十
万
億
土
の
内
に
て
、
あ
れ
地
を
見
た
て
、
地
藏
菩

薩
の
領
分
、
茄
子
畠
の
辺
ま
で
を
切
り
ひ
ら
き
、
数
百
里
の
池
を
掘
り
、
蘓
枋
を
煎
じ
て
血
の
池
を
こ
し
ら
へ
、
山
を
築
て
は
剣

の
苗
を
植
さ
せ
、
罪
人
を
は
た
く
臼
も
、
獄
卒
ど
も
の
手
が
届
か
ざ
れ
ば
と
て
、
水
車
を
仕
懸
さ
せ
、
焦
熱
地
獄
に
は
人
排
を
仕
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か
け
、
其
外
叫
喚
・
大
叫
喚
・
等
活
・
黒
縄
・
無
間
地
獄
等
の
外
に
、
さ
ま
〴
〵
の
新
地
獄
を
こ
し
ら
へ
て
、
…
己
が
勝
手
は
押

し
か
く
し
、
お
為
ご
か
し
に
数
通
の
願
書
、
地
獄
の
沙
汰
も
銭
次
第
、
油
断
せ
ぬ
世
の
中
と
ぞ
知
ら
れ
け
る
。

注
十
三　

多
く
の
罪
人
で
手
狭
に
な
っ
た
地
獄
で
は
、
新
た
な
土
地
開
発
が
必
要
に
な
っ
て
い
た
。
山
師
達
は
閻
魔
王
が
困
り
果
て
て
い
る
の

に
つ
け
込
み
、「
て
れ
ん
追
従
賄
賂
」
を
駆
使
し
て
開
発
の
許
可
証
を
発
行
さ
せ
る
。
そ
れ
に
よ
り
未
開
の
土
地
が
切
り
開
か
れ
、
新

た
に
血
の
池
や
剣
の
山
が
造
成
さ
れ
、亡
者
の
責
苦
も
機
械
化
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、こ
の
世
の
パ
ロ
デ
ィ
ー

化
を
著
者
自
身
が
楽
し
ん
で
い
る
風
で
も
あ
る
が
、
土
地
開
発
と
い
う
経
済
の
営
み
を
、
そ
の
ま
ま
あ
の
世
に
持
ち
込
ん
で
、
銭
儲
け

主
義
を
面
白
お
か
し
く
風
刺
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
以
外
に
も
、
地
獄
を
舞
台
と
し
た
娯
楽
作
品
は
枚

挙
に
暇
が
な
い
。

三
、
地
獄
を
利
用
す
る
人
々

「
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
」
と
い
う
諺
を
追
っ
て
い
る
と
、
も
う
一
つ
別
の
系
譜
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
地
獄
や
閻

魔
を
駆
使
し
て
生
活
の
糧
を
得
て
い
る
人
々
の
姿
で
あ
る
。
地
獄
は
見
世
物
と
な
り
、銭
儲
け
の
た
め
の
道
具
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

『
銀
葉
夷
歌
集
』（
生
白
堂
行
風
・
一
六
七
九
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
狂
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

熊
野
比
丘
尼
の
絵
か
け
し
に　
　
　

藤
原
貞
因

勧
進
に
く
ま
の
比
丘
尼
の
か
く
る
絵
は
地
ご
く
の
さ
た
も
銭
か
す
る
也
（
一
〇
六
二
）注

十
四

　

熊
野
比
丘
尼
と
は
、
熊
野
三
山
に
属
す
る
僧
形
の
女
性
た
ち
で
、
社
殿
の
維
持
や
管
理
に
必
要
な
資
金
を
集
め
る
た
め
、
勧
進
活
動

を
し
て
い
た
人
々
で
あ
る
。
右
の
狂
歌
に
い
う
「
く
ま
の
比
丘
尼
の
か
く
る
絵
」
と
は
、い
わ
ゆ
る
「
熊
野
観
心
十
界
図
」
の
こ
と
で
、

主
に
女
性
や
子
供
を
対
象
に
絵
解
き
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
様
子
［
図
１
］
は
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
『
籠
耳
』（
艸
田
斎
・
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一
六
八
七
年
）
に
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

く
ま
の
比
丘
尼
、
地
獄
の
躰
相
を
ゑ
に
う
つ
し
、
か
け
物
に
し
て
、
ゑ
と
き
し
、
女
わ
ら
へ
を
た
ら
す
。
か
の
う
ま
ず
の
地
ご
く
、

両
婦
ぐ
る
ひ
の
地
ご
く
ハ
、
た
や
す
く
ゑ
と
き
せ
ぬ
を
、
女
子
ど
も
な
を
聞
た
が
り
て
、
し
よ
も
ふ
す
れ
バ
、
百
廿
文
の
灯
明
銭

を
あ
げ
ら
れ
よ
、
ゑ
と
き
せ
ん
と
い
へ
ば
、
わ
れ
も
〳
〵
と
珠
数
袋
の
そ
こ
を
た
ゝ
き
、
銭
を
だ
し
あ
わ
せ
て
き
け
バ
、
又
血
の

地
ご
く
、
針
の
地
ご
く
な
ど
し
た
事
を
い
ひ
き
か
せ
、
女
の
気
に
か
ゝ
る
や
う
に
ゑ
と
き
し
て
、
ひ
た
と
銭
を
と
る
。
こ
れ
よ
り
、

地
ご
く
の
さ
た
も
銭
と
ハ
い
ふ
也
、
と
か
た
れ
バ
…
（
四
ノ
二
・
地
獄
沙
汰
銭
）注

十
五

　

「
女
わ
ら
へ
を
た
ら
」
し
「
ひ
た
と
銭
を
と
る
」
勧
進
の
様
子
を
取
り
上
げ
、「
地
ご
く
の
さ
た
も
銭
」
と
は
こ
こ
に
語
源
が
あ
る
の

だ
な
と
述
べ
て
い
る
。
地
獄
を
出
汁
に
し
て
灯
明
銭
を
取
る
の
は
何
と
も
阿
漕
な
感
じ
で
あ
る
が
、
聴
衆
の
側
も
喜
ん
で
銭
を
出
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
当
時
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
一
種
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
見
世
物
に
お
け
る
地
獄
語
り
は
、
絵
画
の
み
な
ら
ず
、
立
体
的
な
彫
像
を
用
い
て
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
。
古

く
は
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
』（
中
世
の
原
本
の
模
写
）
に
、
地
獄
に
ま
つ
わ
る
人
形
劇
の
様
子
が
見
ら
れ
、
四
条
大
橋
の
た
も
と
に
机

（
奪
衣
婆
、
餓
鬼
、
地
蔵
菩
薩
が
描
か
れ
て
い
る
）
を
置
き
、
獄
卒
や
亡
者
の
人
形
、
釈
迦
の
涅
槃
像
な
ど
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

注
十
六

傍

ら
で
は
笠
を
被
っ
た
僧
侶
が
説
法
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
聴
衆
は
み
な
手
で
顔
を
押
さ
え
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
中
世
の
「
珍

皇
寺
参
詣
曼
荼
羅
」（
安
土
桃
山
時
代
）
に
も
、
境
内
に
十
王
の
像
や
賽
の
河
原
を
模
し
た
人
形
群
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
六

道
珍
皇
寺
（
京
都
）
で
は
、
古
く
よ
り
盆
の
時
期
に
精
霊
迎
え
が
行
わ
れ
て
お
り
、
境
内
の
見
世
物
の
様
子
が
多
数
の
参
詣
者
と
共
に

生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

以
上
は
、
い
ず
れ
も
絵
の
中
に
見
え
る
中
世
の
風
景
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
語
り
が
伴
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

近
世
の
作
品
と
な
る
が
、
閻
魔
王
を
利
用
し
た
見
世
物
の
口
上
を
、
浄
瑠
璃
『
摂
州
合
邦
辻
』（
菅
専
助
・
一
七
七
三
年
初
演
）
か
ら
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見
て
み
よ
う
。

跡
へ
ゑ
い
さ
ら
く
ゑ
い
。地
獄
の
沙
汰
も
銭
次
第
。閻
魔
の
御
頂
地
車
に
。乗
セ
て
勧
化
の
道
心
ン
者
。参
り
下
向
を
あ
て
に
し
て
。

西
門
ン
石
の
鳥
居
筋
に
建
立
の
閻
魔
王
。
壱
銭
ン
の
多
少
に
寄
ラ
ず
お
志
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
か
な
。
〳
〵
。
た
つ
た
一
チ
文
ン
か

二
文
ン
で
。
閻
魔
様
に
近
カ
付
キ
に
成
ツ
て
置
ク
は
徳
な
物
。
死
し
な
の
よ
い
心
便
り
。
…
惣
し
て
今
の
人
心
。
弥
陀
や
。
薬
師

や
観
音
地
蔵
。
仏
ケ
計
リ
を
頼
む
の
は
片
タ
手
打
チ
な
る
信
ン
心
者
。
折
リ
に
は
鬼
や
倶
生
神
。
閻
魔
王
を
は
信
心
な
さ
れ
。
奉

加
に
た
ん
と
付
ク
人
は
少
々
ウ
悪
ル
い
事
を
し
て
。
地
獄
へ
落
て
も
あ
つ
ち
に
近
カ
付
キ
。
そ
こ
ら
は
譬
の
金
次
第
。
無
間
ン
の

釜
て
酒
の
煖
。
焦
熱
地
獄
で
肴
を
焼
。
三
途
川
の
船
遊
参
。
剣
キ
の
山
行
な
ん
ど
迚
極
楽
浄
土
の
楽
し
み
よ
り
や
つ
と
ま
し
な
る

遊
び
有
リ
。
さ
す
れ
ば
地
獄
極
楽
は
元
来
一
つ
の
世
帯
也
。（
下
巻
）注

十
七

　

右
は
、
勧
進
坊
主
と
な
っ
た
合
邦
（
玉
手
父
）
が
、
天
王
寺
の
西
門
に
閻
魔
堂
を
建
立
し
よ
う
と
、
彼
岸
の
中
日
に
集
ま
っ
た
参
詣

者
に
奉
加
銭
を
募
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
［
図
２
］。
石
造
の
「
閻
魔
の
御
頂
」
を
前
に
唱
え
る
祭
文
は
い
か
に
も
軽
快
で
、
衆
目
を

集
め
る
た
め
「
た
つ
た
一
チ
文
ン
か
二
文
ン
で
。
閻
魔
様
に
近
カ
付
キ
に
成
ツ
て
置
ク
は
徳
な
物
」
と
か
、「
奉
加
に
た
ん
と
付
ク
人

は
少
々
ウ
悪
ル
い
事
を
し
て
。
地
獄
へ
落
て
も
あ
つ
ち
に
近
カ
付
キ
。
そ
こ
ら
は
譬
の
金
次
第
。」
な
ど
と
声
高
に
歌
い
、喜
捨
を
募
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
だ
け
で
は
片
手
落
ち
で
閻
魔
王
も
信
心
す
べ
し
、
と
は
、
こ
こ
が
天
王
寺
境
内
の
外
側
に
位
置
し
て
い
る
こ
と

で
成
り
立
つ
理
屈
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
引
用
文
で
は
省
略
し
た
が
、「
畢
竟
地
獄
は
極
楽
の
出
店
。
其
出
店
の
番
ン
頭
は
此
わ
ろ
。
番

ン
頭
の
気
に
入
ツ
て
置
カ
ず
ば
。
お
も
や
の
極
楽
へ
何
ン
と
出
入
リ
は
成
ル
ま
い
が
の
」
と
い
っ
た
口
上
も
見
ら
れ
る
。
境
内
の
極
楽

と
そ
の
外
側
に
あ
る
地
獄
。
合
邦
の
い
る
こ
の
西
門
は
、
閻
魔
や
地
獄
を
語
る
の
に
、
実
に
相
応
し
い
場
所
な
の
で
あ
る
。

注
十
八　

ま
た
、

三
途
の
川
の
船
遊
山
、
剣
の
山
へ
の
行
楽
と
い
っ
た
文
学
的
な
脚
色
は
、
い
か
に
も
娯
楽
性
に
富
ん
で
い
る
が
、
例
え
ば
、
滑
稽
本
の

『
針
の
供
養
』（
畠
中
観
斎
・
一
七
七
四
年
）
に
「
春
は
剣
山
の
花
盛
に
、
幕
な
ん
ど
打
ち
ら
し
た
る
様
は
、
都
の
東
山
を
あ
ざ
む
き
、
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夏
は
三
途
川
の
舟
遊
山
に
、
吾
妻
の
両
国
を
あ
ら
そ
ふ
気
色
、
と
か
く
地
獄
の
沙
汰
も
銭
次
第
に
て
、
い
ろ
〳
〵
の
慰
む
わ
ざ
ぞ
多
か

り
き
」（
巻
一
）注

十
九な

ど
と
あ
る
よ
う
に
、
金
さ
え
あ
れ
ば
地
獄
で
も
楽
し
く
遊
べ
る
と
い
う
理
解
が
、
当
時
広
く
行
き
渡
っ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
開
帳
と
地
獄

熊
野
比
丘
尼
に
せ
よ
合
邦
に
せ
よ
、
そ
の
背
後
に
は
、
熊
野
三
山
と
い
う
権
威
、
も
し
く
は
閻
魔
堂
の
建
立
と
い
う
大
義
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
巷
間
で
勧
進
を
す
る
者
の
中
に
は
、
単
に
個
人
の
生
活
の
た
め
に
活
動
し
て
い

る
輩
も
数
多
く
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
西
鶴
置
土
産
』（
一
六
九
三
年
）
に
は
、
観
音
や
奪
衣
婆
の
像
を
持
ち
歩
く
男
の
話
が
語
ら
れ
て

い
る
。こ

の
北
隣
に
は
、
観
音
さ
ま
を
負
う
て
く
わ
ん
じ
ん
坊
主
住
み
し
が
、
烏
賊
つ
く
り
て
、
わ
け
ぎ
鱠
の
か
を
り
、
ふ
だ
ん
塩
魚
き

ら
す
と
い
ふ
事
な
し
。
南
ど
な
り
は
、
三
途
川
の
お
姥
さ
ま
の
勧
進
に
あ
り
く
男
、
ふ
る
ぬ
の
こ
あ
ま
た
こ
し
ら
へ
置
き
、
一
夜

を
六
文
づ
つ
に
て
、
貧
家
の
嵐
を
凌
ぐ
た
め
に
借
し
て
、
朝
は
か
た
は
し
か
ら
は
ぎ
て
ま
は
り
て
、
目
前
に
あ
の
世
を
み
せ
け
る
。

（
巻
一
ノ
三
・
偽
も
い
ひ
過
ご
し
て
）

注
二
十

　

と
あ
る
落
ち
ぶ
れ
た
大
尽
が
住
ん
で
い
た
裏
長
屋
の
人
々
の
様
子
で
、
北
隣
の
男
は
観
音
を
、
南
隣
の
男
は
奪
衣
婆
の
像
を
そ
れ
ぞ

れ
使
い
日
銭
を
稼
い
で
い
る
。
前
者
は
勧
進
坊
主
と
い
い
な
が
ら
肉
食
を
し
、
後
者
は
非
情
な
毛
布
の
貸
し
付
け
も
行
っ
て
い
る
と
い

う
の
だ
か
ら
、
何
か
特
別
な
志
を
も
っ
て
勧
進
活
動
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
は
、
こ
の
世
を
た
く
ま

し
く
生
き
る
庶
民
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
毛
布
の
貸
し
付
け
業
な
ど
に
つ
い
て
は
、
奪
衣
婆
が
亡
者
の
衣
を
剥
ぎ
取
る

こ
と
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
描
か
れ
た
虚
構
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
底
辺
の
人
々
が
観
音
や
奪
衣
婆
を
利
用
し
、
し
た
た
か
に
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生
活
の
糧
を
得
て
い
た
有
り
様
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

一
方
で
、
逆
に
寺
社
に
よ
る
組
織
的
な
開
帳
も
、
江
戸
時
代
に
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
西
村
遠
里
の
『
閑
窓
筆
記
』（
一
七
七
九

年
）
に
は
、
皮
肉
を
込
め
て
、

金
ゆ
へ
に
神
も
仏
も
御
開
帳
地
獄
の
店
も
一
文
の
銭

注
二
十
一

　

と
あ
る
。「
地
獄
の
店
」
が
何
で
あ
る
か
、
具
体
的
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
開
帳
に
付
随
し
た
出
店
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
や
は
り
秘
仏
だ
け
で
は
片
手
落
ち
で
、
隣
接
す
る
空
間
に
は
、
地
獄
が
見
世
物
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

で
は
、
こ
の
出
開
帳
に
関
し
て
、
も
う
少
し
具
体
的
な
例
を
見
て
お
こ
う
。
埼
玉
県
春
日
部
市
の
圓
福
寺
（
浄
土
宗
）
に
は
、
木
彫

り
の
「
釈
迦
涅
槃
像
」、「
浄
土
曼
陀
羅
」
と
共
に
、「
閻
魔
王
宮
と
八
大
地
獄
図
」［
図
３
］
と
い
う
木
彫
図
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
九
世
光
世
上
人
の
作
で
あ
り
、
本
所
回
向
院
に
お
け
る
出
開
帳
の
記
録
も
残
っ
て
い
る
。
両
国
の
盛
り
場
見
物
や
浅
草

川
の
舟
遊
山
の
様
子
を
、
浮
世
物
真
似
の
口
調
で
語
っ
た
『
両
国
栞
』（
作
者
未
詳
・
一
七
七
一
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
口
上
が
残

さ
れ
て
い
る
。

し
や
う
こ
う
〳
〵
。
武
州
に
い
が
た
領
、
市
の
わ
り
円
福
寺
、
十
一
面
く
わ
ん
ぜ
音
ぼ
さ
つ
な
こ
な
た
で
ご
ざ
い
。
…
是
な
る
は

大
地
獄
く
さ
う
の
て
い
、
光
世
上
人
の
御
作
。
そ
も
〳
〵
閻
王
城
、
南
ゑ
ん
ぶ
だ
い
の
地
を
去
る
事
五
百
由
旬
下
に
お
ゐ
て
閻
王

城
有
リ
。
罪
人
は
此
ち
や
う
に
い
た
り
、
大
王
の
は
ん
だ
ん
を
か
ふ
む
り
、
罪
の
軽
重
に
よ
り
て
か
く
し
よ
の
地
獄
に
至
る
。
死

天
山
と
申
は
、
是
死
出
の
山
ニ
て
、
俗
に
是
を
つ
る
ぎ
の
山
と
も
申
ま
す
。
左
右
の
扉
は
八
大
ご
く
、
一
ツ
の
地
獄
に
各
十
六
の

別
処
あ
り
。
根
本
の
八
大
地
獄
を
合
て
一
百
三
十
六
地
獄
と
な
る
。
叢
見
聞
の
と
も
が
ら
、
誰
か
罪
を
恐
れ
ざ
ら
ん
。
ね
か
は
く

は
、
一
切
の
有
情
、
じ
や
を
す
て
正
に
き
し
、
す
み
や
か
に
称
名
の
ぎ
や
う
を
は
げ
み
、
け
ぞ
う
ま
ん
だ
ら
の
い
み
じ
き
浄
土
へ
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往
生
を
得
ん
事
を
ね
が
い
給
へ
。
く
わ
し
く
は
縁
起
に
し
る
し
て
ご
ざ
り
ま
す
。
御
ち
や
う
だ
ひ
な
さ
れ
ま
せ
う
。
一
百
三
十
六

ぢ
ご
く
の
わ
け
や
い
が
く
わ
し
く
し
れ
ま
す
る
ぞ
。
是
な
る
木
像
ま
ん
だ
ら
は
極
楽
浄
土
の
て
ひ
そ
う
で
ご
ざ
ひ
。
ち
か
ふ
寄
て

は
い
あ
ら
れ
ま
せ
う
。
縁
起
は
め
う
が
せ
ん
、
お
心
も
ち
次
第
で
ご
ざ
い
。

注
二
十
二

　

こ
の
出
開
帳
は
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
年
）
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

注
二
十
三そ

こ
に
は
十
一
面
観
音
像
を
は
じ
め
、「
大
地
獄
く
さ

う
の
て
い
」（
閻
魔
王
宮
と
八
大
地
獄
図
）
と
「
極
楽
浄
土
の
て
ひ
そ
う
」（
浄
土
曼
陀
羅
）
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
閻
魔
王
宮

と
八
大
地
獄
図
」
は
、
近
世
の
地
獄
絵
図
の
中
で
は
た
い
へ
ん
珍
し
い
も
の
で
、
木
製
の
レ
リ
ー
フ
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
観
音
開

き
に
な
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
施
し
て
あ
り
、
出
開
帳
に
便
利
な
作
り
と
な
っ
て
い
る
。
絵
の
内
容
は
、
中
心
に
閻
魔
王
宮
を
描
き
、
左

右
観
音
開
き
に
な
る
扉
の
部
分
に
、『
往
生
要
集
』
の
八
大
地
獄
と
そ
の
別
処
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
る
。
口
上
で
は
、
そ
れ
ら
地

獄
の
場
面
を
見
て
お
の
の
い
た
者
は
、
邪
念
を
捨
て
浄
土
往
生
を
願
え
と
い
い
、
さ
ら
に
「
浄
土
曼
陀
羅
」
の
紹
介
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
な
語
り
の
道
筋
や
展
示
品
の
組
み
合
わ
せ
は
、「
恐
怖
」
と
「
救
済
」
が
一
体
と
な
っ
た
絵
解
き
や
説
法
と
同
じ
構
造
を
成

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
、「
縁
起
は
め
う
が
せ
ん
、
お
心
も
ち
次
第
で
ご
ざ
い
」
と
、
喜
捨
を
求
め
る
こ
と
も
忘
れ

て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
寺
社
の
意
向
と
は
直
接
に
関
係
の
な
い
、
衆
目
を
集
め
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
技
術
で
あ
る
が
、
一

方
で
は
、
当
時
の
生
き
生
き
と
し
た
語
り
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
貴
重
な
資
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

五
、
清
梵
寺
「
地
獄
極
楽
変
相
図
」

最
後
に
、「
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
」
と
い
う
諺
に
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
絵
画
資
料
を
、
一
つ
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

静
岡
県
沼
津
市
に
あ
る
清
梵
寺
（
臨
済
宗
）
に
は
、
白
隠
が
描
い
た
と
い
う
「
地
獄
極
楽
変
相
図
」［
図
４
］
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
毎

年
七
月
、
地
蔵
の
縁
日
（
現
在
は
海
の
日
）
に
、
本
尊
の
地
蔵
菩
薩
像
と
共
に
公
開
さ
れ
、
地
域
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。
縦
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一
六
四
セ
ン
チ
、
横
一
〇
二
セ
ン
チ
の
大
画
面
の
中
に
は
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
阿
修
羅
、
人
、
天
、
声
聞
、
縁
覚
、
菩
薩
、
仏
と
、

い
わ
ゆ
る
十
界
の
様
子
が
整
然
と
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
中
心
に
閻
魔
王
が
鎮
座
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
体
的
な
内
容
か
ら
す

れ
ば
、そ
の
名
称
は
「
閻
魔
十
界
図
」
と
す
る
の
が
妥
当
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
お
よ
そ
三
十
ほ
ど
の
場
面
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

画
面
下
半
分
は
、
全
て
地
獄
の
場
面
で
あ
る
。

さ
て
、
図
中
の
中
で
最
も
興
味
深
い
の
は
、
や
は
り
中
心
部
に
一
際
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
閻
魔
の
姿
［
図
５
］
で
あ
ろ
う
。
机
上

に
閻
魔
帳
を
置
き
、
赤
ら
顔
に
「
王
」
の
冠
、
そ
し
て
右
手
に
笏
を
持
つ
そ
の
姿
は
、
一
目
で
閻
魔
王
だ
と
理
解
さ
れ
る
が
、
一
方
で
、

「
顔
の
表
情
」
や
「
左
手
の
仕
草
」
は
、
一
般
的
な
閻
魔
の
姿
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
少
々
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

普
通
、
閻
魔
の
表
情
と
言
え
ば
、
正
面
を
見
据
え
、
忿
怒
の
形
相
で
亡
者
を
睨
み
付
け
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
閻
魔

王
は
視
線
を
上
に
そ
ら
し
、
ど
こ
か
に
や
け
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
御
前
で
は
、「
浄
頗
梨
の
鏡
」
と
「
業
の
秤
」
に
よ
る
裁

き
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
閻
魔
王
の
表
情
と
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
、
理
解
し
辛
い
図
で
あ
る
。
ま
た
、
左
手
の
仕
草
は
、
通
常
な

ら
ば
、
膝
も
し
く
は
机
上
に
置
か
れ
て
い
る
か
、
怒
り
で
握
り
拳
を
作
っ
て
い
る
か
、
或
い
は
開
い
て
前
に
突
き
出
し
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
閻
魔
は
、
親
指
と
人
差
し
指
で
輪
を
作
り
、
胸
の
前
に
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
や
釈
迦
の
説
法
印

に
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
も
そ
も
閻
魔
と
同
体
視
さ
れ
る
の
は
地
蔵
菩
薩
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
試
み
に
そ
の
表
情
と
仕
草
と
を
同
時
に
考
え
て
み
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
俗
な
（
も
し
く
は
現
代
的
な
）
見
方
か
も
知

れ
な
い
が
、
ま
ず
真
っ
先
に
浮
か
ぶ
の
は
、「
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
」
と
い
う
諺
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
左
手
が
そ
の
「
金
」
を
表

象
し
、
に
や
け
た
顔
は
銭
を
要
求
す
る
後
ろ
め
た
さ
を
表
し
て
い
る
と
解
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
指
で
輪
を
作
る
仕

草
が
、
い
つ
か
ら
金
や
銭
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
ま
た
、
白
隠
の
著
作
を
紐
解
い
て
み
て
も
、
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こ
の
諺
の
引
用
は
見
当
た
ら
ず
、
法
語
で
説
か
れ
る
閻
魔
王
は
「
地
獄
の
絶
対
的
な
教
主
」
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

注
二
十
四さ

ら

に
は
、
白
隠
が
残
し
た
膨
大
な
禅
画
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
仕
草
を
す
る
図
像
は
皆
無
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
存
す
る
白
隠
関
係
の

資
料
に
は
、「
地
獄
極
楽
変
相
図
」
の
閻
魔
の
姿
を
説
明
す
る
も
の
は
、管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
白
隠
が
「
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
」
と
い
う
諺
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
東
海
道
の
要
所
で
あ
る
原
と
い
う
地
域
に
、
こ
の
諺
が
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
も
考
え
に
く
い
。
例
え
ば
、
吉
備
地
方
の
俳
書

『
鉋
屑
集
』（
岡
本
胤
及
・
一
六
五
九
年
）
に

地
獄
の
さ
た
も
銭
勝
負
な
り　

／　

一
灯
を
と
も
す
貧
女
の
哀
し
れ　
　

云
斗注

二
十
五

　

と
あ
り
、
越
前
の
『
玉
江
草
』（
柴
垣
卜
琴
・
一
六
七
七
年
）
に
も

誓
ひ
の
舟
に
運
賃
は
な
し　

／　

い
か
に
せ
ん
地
獄
の
さ
た
も
銭
と
や
ら　
　

青
琴注

二
十
六

　

と
詠
わ
れ
て
い
る
。
十
七
世
紀
の
こ
の
よ
う
な
地
方
へ
の
広
が
り
を
考
え
る
と
、
白
隠
の
絵
に
先
述
の
よ
う
な
想
定
を
立
て
て
み
る
こ

と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
補
足
と
し
て
、
閻
魔
王
の
左
手
の
仕
草
に
つ
い
て
、
も
う
一
言
触
れ
て
お
く
と
、
近
世
の
十
王
図
や
地
獄
絵
の
中
に
は
、
同

じ
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
し
た
閻
魔
（
も
し
く
は
十
王
）
の
姿
が
い
く
ら
か
見
ら
れ
る
。

紫
雲
寺
（
福
島
）「
十
王
図
」［
図
６
］

林
泉
寺
（
神
奈
川
）「
地
獄
十
王
図
」

金
龍
院
（
神
奈
川
）「
十
王
図
」［
図
７
］

教
伝
寺
（
島
根
）「
十
王
図
」

お
そ
ら
く
、
こ
の
他
に
も
同
様
の
図
像
は
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
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白
隠
の
「
地
獄
極
楽
変
相
図
」
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
意
味
が
導
き
出
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

お
わ
り
に

『
万
葉
集
』
に
は
、「
古
日
」
と
い
う
幼
い
子
を
亡
く
し
た
男
の
歌
が
見
ら
れ
る
。

若
け
れ
ば
道
行
き
知
ら
じ
賂
は
せ
む
し
た
へ
の
使
ひ
負
ひ
て
通
ら
せ
（
九
〇
五
）

注
二
十
七

　

冥
途
の
使
い
に
賄
賂
を
渡
そ
う
、
幼
き
我
が
子
を
背
負
っ
て
や
っ
て
お
く
れ
。
素
朴
で
は
あ
る
が
、
父
親
の
愛
情
溢
れ
る
詠
歌
で
あ

る
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
す
で
に
万
葉
の
時
代
か
ら
、
冥
界
で
も
袖
の
下
が
通
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
千
年
。
貨
幣
経
済
の
た
だ
中
で
、
近
世
の
人
々
は
い
か
に
生
き
た
か
。「
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
」
と
い
う
諺
を

手
が
か
り
に
、
そ
の
一
端
を
垣
間
見
た
次
第
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
引
用
し
た
資
料
以
外
に
も
、
多
く
の
用
例
が
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
お
よ
そ
、
こ
の
諺
に
は
、
否
定
的
、
退
廃
的
な
意
味
合
い
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
金
が
も
の
を

言
う
世
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
理
不
尽
さ
を
笑
い
飛
ば
す
よ
う
な
明
る
さ
が
あ
る
。
こ
の
諺
を
伝
え
る
多
く
の
資
料
が
、
娯
楽
性
豊
か

な
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。
し
か
し
ま
た
、
そ
の
明
る
さ
の
裏
に
は
、
人
は
金
に
よ
っ
て
幸

せ
を
得
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
命
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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付
記　
挿
図
に
関
し
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

図
１
、『
噺
本
大
系
』
第
四
巻
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
六
年
。

　
　
　

図
２
、『
菅
専
助
全
集
』
第
二
巻
、
勉
誠
社
、
一
九
九
一
年
。

　
　
　

図
３
、
圓
福
寺
の
許
可
を
得
て
撮
影
し
た
も
の
を
使
用
。

　
　
　

図
４
・５
、
清
梵
寺
の
許
可
を
得
て
撮
影
し
た
も
の
を
使
用
。

　
　
　

図
６
、『
三
春
の
浄
土
宗 

光
岩
寺
・
紫
雲
寺
・
薬
師
寺
』、
三
春
町
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
九
六
年
。

　
　
　

図
７
、『
金
龍
院 
禅
宗
の
古
刹
』、
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
。

【
図
像
】

 

図 2　『摂州合邦辻 絵尽』

図 1　『籠耳』 熊野比丘尼の絵解き
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図 3　圓福寺「閻魔王宮と八大地獄図」

図 5　閻魔王の姿

図 6　紫雲寺「十王図」閻魔王

図 7　金龍院「十王図」閻魔王
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【
注
】

図 4　清梵寺「地獄極楽変相図」
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注
一　
『
噺
本
大
系
』
第
四
巻
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
六
年
。

注
二　
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
三
巻
（
私
家
集
編
㈵
）、
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
。

注
三　
『
法
華
経
直
談
鈔
』
二
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
九
年
。

注
四　
『
玉
塵
抄
』
八
、
勉
誠
社
、
一
九
七
一
年
。

注
五　
『
古
典
俳
文
学
大
系
１ 

貞
門
俳
諧
集
一
』、
集
英
社
、
一
九
七
〇
年
。
但
し
、『
犬
筑
波
集
』
に
は
多
く
の
諸
本
が
あ
り
、「
聞
け
ば
た
だ
」
の
句

を
載
せ
な
い
も
の
も
あ
る
。

注
六　
『
歴
史
学
事
典 

第
三
巻 
か
た
ち
と
し
る
し
』、
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
。
黒
田
日
出
男
氏
に
よ
る
「
子
ど
も
」、「
賽
の
河
原
」
の
項
に
簡
潔
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。

注
七　

拙
稿
「「
剣
の
枝
」
考 —

和
泉
式
部
と
邪
婬
の
刀
葉
林—

」、『
国
語
と
国
文
学
』
八
十
六
（
三
）、
二
〇
〇
九
年
三
月
。

注
八　

畜
生
道
に
描
か
れ
る
人
面
獣
（
後
に
「
地
獄
の
馬
」
と
称
さ
れ
る
）
も
、
や
は
り
同
じ
時
期
に
登
場
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
拙
稿
「「
地
獄

の
馬
」
の
表
現
史 —

人
面
獣
心
と
人
面
獣
身—
」、『
典
籍
と
資
料
』（
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
叢
書
二
十
八
）、大
取
一
馬
氏
編
、思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
一
年
。

注
九　

早
く
『
太
平
記
』
な
ど
に
現
れ
た
死
を
恐
れ
な
い
武
士
た
ち
は
、「
今
生
一
世
の
契
り
に
非
ず
、
冥
途
ま
で
も
ろ
と
も
に
修
羅
闘
諍
の
苦
し
み
を

受
け
ん
事
は
、
誠
に
謝
し
て
も
余
り
あ
り
」（
巻
三
十
新
編
・
日
本
古
典
文
学
全
集
『
太
平
記 

三
』、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
と
嘯
き
、

六
道
輪
廻
、
特
に
修
羅
道
へ
の
転
生
を
切
に
望
ん
だ
。
彼
ら
に
は
、
も
は
や
浄
土
往
生
な
ど
と
い
う
救
済
を
求
め
る
心
は
な
く
、
主
従
の
絆
や

親
子
の
恩
愛
を
拠
り
所
と
し
て
、
と
も
に
死
出
の
旅
路
を
歩
ん
で
ゆ
こ
う
と
す
る
者
達
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
『
平
家
物
語
』
に
は
見
ら
れ
な
い

人
間
像
で
あ
り
、
武
士
の
死
生
観
、
他
界
観
の
大
き
な
変
質
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
武
士
像
を
取
り
入
れ
た
文
学
作
品
と
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し
て
、『
朝
比
奈
』
や
「
地
獄
破
り
」
と
い
う
も
の
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

注
十　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
伽
婢
子
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。

注
十
一　

こ
の
一
話
は
、『
剪
灯
新
話
』
巻
二
ノ
一
「
令
狐
生
冥
夢
録
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
金
銭
を
万
能
と
す
る
思
想
は
、
中
国
に

源
流
が
あ
り
、晋
の
『
銭
神
論
』（
魯
褒
）
な
ど
に
は
、す
で
に
様
々
な
形
で
銭
に
ま
つ
わ
る
論
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、日
本
の
「
地

獄
の
沙
汰
も
金
次
第
」
に
近
い
、「
銭
に
耳
は
無
い
が
鬼
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
な
諺
が
あ
っ
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

注
十
二　

叢
書
江
戸
文
庫
『
都
の
錦
集
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
。

注
十
三　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
来
山
人
集
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
。

注
十
四　
『
狂
歌
大
観
』
第
一
巻
（
本
編
）、
明
治
書
院
、
一
九
八
三
年
。

注
十
五　

前
掲
、
注
一
に
同
じ
。

注
十
六　

徳
田
和
夫
氏
、『
絵
語
り
と
物
語
り
』、
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
。
第
二
部
第
二
章
の
「
地
獄
語
り
の
人
形
勧
進
」
に
詳
し
い
。

注
十
七　
『
菅
専
助
全
集
』
第
二
巻
、
勉
誠
社
、
一
九
九
一
年
。

注
十
八　

岩
崎
武
夫
氏
、『
さ
ん
せ
う
太
夫
考 

続
』、
平
凡
社
、
一
九
七
八
年
。

注
十
九　
『
滑
稽
文
学
全
集
』
第
十
二
巻
、
文
芸
書
院
、
一
九
一
八
年
。

注
二
十　

日
本
古
典
文
学
全
集
『
井
原
西
鶴
集
３
』、
小
学
館
、
一
九
七
二
年
。

注
二
十
一　
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
第
十
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
。

注
二
十
二　
『
洒
落
本
大
成
』
第
五
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
。

注
二
十
三　
『
江
戸
町
人
の
研
究
』
第
二
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
。
比
留
間
尚
氏
の
「
江
戸
開
帳
年
表
」
に
よ
る
。

注
二
十
四　

閻
魔
王
以
外
の
他
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
、
白
隠
の
説
法
と
付
き
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、『
於
仁
安
佐
美
』
巻
上
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に
、「
大
キ
ナ
ル
盤
石
ノ
上
ヘ
ニ
罪
人
ヲ
ウ
ツ
伏
シ
ニ
取
ツ
テ
推
シ
伏
セ
、
厚
ミ
二
三
尺
モ
在
ル
ベ
キ
大
石
ノ
板
ヲ
其
ノ
上
ヘ
ニ
打
チ
ノ
セ
、

獄
卒
ド
モ
多
ク
打
チ
寄
リ
、
グ
ヾ
ト
推
シ
ツ
ク
レ
バ
、
流
ガ
ル
血
、
瀧
ノ
如
シ
。
又
タ
ア
ル
家
ニ
ハ
、
五
六
尺
斗
リ
ノ
柱
ラ
ヲ
間
モ
無
ク
立

テ
並
ベ
テ
、
罪
人
ヲ
尽
ク
縛
付
ケ
テ
、
鉄
鉗
モ
テ
舌
ヲ
抜
キ
出
シ
テ
、
寸
分
〳
〵
ト
切
リ
ト
ル
モ
ア
リ
。
又
或
家
ニ
ハ
、
大
釜
ヲ
余
多
居
ヘ

並
ベ
テ
、
熱
鉄
ノ
湯
玉
モ
飛
ビ
散
ル
斗
リ
沸
キ
カ
ヘ
ラ
セ
テ
、
罪
人
ヲ
取
ツ
テ
ハ
投
入
レ
、
取
ツ
テ
ハ
投
ゲ
入
レ
、
散
々
ニ
煮
タ
ヾ
ラ
カ
ス

モ
在
リ
。
又
タ
二
町
モ
三
町
モ
在
ル
ベ
キ
大
炉
ニ
炭
火
ヲ
夥
布
ク
扇
ギ
立
テ
、
鉄
ノ
魚
串
ニ
罪
人
ヲ
突
貫
テ
、
打
チ
返
シ
〳
〵
炙
ル
モ
ア
リ
。

或
イ
ハ
罪
人
ヲ
刀
俎
ニ
カ
ケ
テ
切
リ
刻
ム
モ
ア
リ
。
臼
ニ
テ
擣
ア
リ
、
天
秤
ニ
カ
ク
ル
ア
リ
。
又
方
百
里
モ
ア
ル
ベ
キ
胡
水
ノ
氷
ノ
中
ヘ
罪

人
ヲ
数
ズ
限
リ
モ
ナ
ク
追
浸
シ
テ
、
存
分
ニ
イ
テ
凍
ラ
シ
ム
レ
バ
、
頭
モ
肌
ヘ
モ
七
華
八
裂
サ
ケ
破
レ
テ
、
全
身
血
ニ
染
ミ
テ
、
左
ナ
ガ
ラ

咲
キ
乱
ダ
レ
タ
ル
蓮
ノ
如
シ
。
此
レ
ヲ
紅
蓮
大
紅
蓮
ノ
地
獄
ト
云
フ
。」（『
白
隠
禅
師
法
語
全
集
』
第
二
冊
、
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
九

年
）
と
あ
り
、
絵
図
の
内
容
と
多
く
が
符
合
す
る
。
ま
た
、「
二
升
の
罪
」
を
描
い
た
場
面
に
つ
い
て
も
、『
壁
生
草
』
巻
下
の
中
に
、「
中
頃
、

不
生
断
無
の
邪
法
を
信
じ
て
、覚
え
ず
二
升
を
使
う
。
其
の
罪
障
に
依
つ
て
、死
後
、果
し
て
地
獄
の
悪
処
に
堕
す
。」（『
白
隠
禅
師
法
語
全
集
』

第
三
冊
、
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
九
年
）
と
あ
る
。

注
二
十
五　
『
江
戸
時
代
語
辞
典
』、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。

注
二
十
六　

前
掲
、
注
二
十
五
に
同
じ
。

注
二
十
七　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集 

二
』、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
閻
魔　

銭　

見
世
物　

開
帳　

圓
福
寺　

清
梵
寺
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は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
、
法
蔵
が
事
事
無
礙
の
主
た
る
論
拠
に
定
め
た
「
理
性
融
通
」
と
「
縁
起
相
由
」
を
め
ぐ
る
解
釈
の
揺
ら
ぎ
を
窺
っ
て
き

た1

が
、
そ
の
諸
々
の
著
作
の
述
作
年
代
が
明
瞭
で
は
な
い
た
め
に
、
思
想
的
変
遷
の
時
間
軸
を
確
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
本
論
で
は
、
更
に
時
代
を
遡
り
、
智
儼
と
法
蔵
の
接
続
関
係
か
ら
、
こ
の
解
釈
の
揺
ら
ぎ
の
問
題
を
再
考
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ

う
と
思
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
両
者
の
思
想
を
概
観
す
る
な
ら
、
先
ず
「
十
玄
縁
起
」
が
注
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

法
蔵
に
於
け
る
事
事
無
礙
を
考
え
る
上
で
、
十
玄
縁
起
は
法
界
縁
起
の
主
た
る
根
拠
と
位
置
付
け
ら
れ
、
且
つ
智
儼
の
中
に
そ
の
雛
形

を
既
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
か
ら
導
か
れ
る
。
こ
の
十
玄
縁
起
は
智
儼
の
著
作
の
中
で
も
『
捜
玄
記
』
及
び
『
一
乘
十

玄
門
』
に
あ
ら
わ
れ
て
お
れ
ば
、
こ
れ
ら
両
書
が
比
較
の
主
た
る
資
料
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
こ
の
内
、『
捜
玄
記
』
は

ほ
ぼ
名
称
を
列
挙
す
る
程
度
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、『
一
乘
十
玄
門
』
で
は
そ
の
理
論
の
詳
細
が
論
及
さ
れ
て
い
る
た
め
、特
に
『
一

乘
十
玄
門
』
が
思
想
的
に
注
目
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
『
一
乘
十
玄
門
』
は
初
祖
杜
順
の
口
説
を
智
儼
が
筆
記
し
た
と
の

智
儼
の
法
界
縁
起  

法
藏
の
前
駆
思
想
と
し
て
の
観
点
か
ら　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
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位
置
付
け
が
な
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
杜
順
の
存
在
が
疑
わ
し
い
と
い
っ
た
点
か
ら
、
果
た
し
て
杜
順
説
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
の
か
、

或
い
は
智
儼
の
自
説
で
あ
る
の
か
は
明
瞭
で
は
な
く
、
す
ぐ
さ
ま
比
較
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
『
一
乗
十
玄

門
』
は
智
儼
の
他
の
著
作
に
比
し
て
、
法
界
縁
起
の
内
容
が
些
か
相
違
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
も
併
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
先
ず
『
一
乗
十
玄
門
』
以
外
の
著
作
に
見
ら
れ
る
智
儼
の

法
界
縁
起
思
想
に
つ
い
て
眺
め
、
そ
の
上
で
『
一
乗
十
玄
門
』
の
法
界
縁
起
を
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

『
一
乘
十
玄
門
』
以
外
に
あ
ら
わ
れ
た
智
儼
の
法
界
縁
起
観

智
儼
は
果
た
し
て
法
界
縁
起
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
捜
玄
記
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

法
界
緣
起
乃
有
衆
多
。
今
以
要
門
略
攝
為
二
。
一
約
凡
夫
染
法
以
辨
緣
起
。
二
約
菩
提
淨
分
以
明
緣
起
。
約
淨
門
者
要
攝
為
四
。

一
本
有
。
二
本
有
修
生
。
三
名
修
生
。
第
四
修
生
本
有
。【
中
略
】若
對
經
分
文
、此
十
番
緣
生
唯
有
二
門
。
一
修
生
。
二
修
生
本
有
。

餘
二
在
性
起
品
。
第
二
染
法
分
別
緣
生
者
、
有
二
義
。
一
緣
起
一
心
門
。
二
依
持
一
心
門
。
緣
起
門
者
、
大
分
有
三
。
初
真
妄
緣

集
門
。
二
攝
本
從
末
門
。
三
攝
末
從
本
門
。【
中
略
】
二
依
持
一
心
門
者
、
六
七
等
識
依
梨
耶
成
。
故
論
云
十
二
緣
生
依
梨
耶
識
。

以
梨
耶
識
為
通
因
故
。2

こ
こ
で
は
法
界
縁
起
を
「
凡
夫
染
法
」
と
「
菩
提
淨
分
」
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
、
更
に
細
分
し
な
が
ら
解
説
を
付
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
は
如
来
蔵
説
を
越
え
る
内
容
は
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
智
儼
の
法
界
縁
起
は
如
来
蔵
思
想
に
準
拠
し
た
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形
で
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
、3

基
本
的
に
理
と
事
の
関
係
に
於
て
定
位
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
受
け
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、
智
儼
の
法
界
縁
起
が
あ
く
ま
で
理
事
の
関
係
に
於
け
る
相
即
入
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

『
捜
玄
記
』
で
は
同
時
に
「
第
三
有
六
。
一
坐
已
。
二
毛
孔
出
光
。
三
光
中
出
菩
薩
。
四
菩
薩
方
便
周
遍
諸
塵
。
五
一
一
塵
中
有
佛
刹
。

六
一
一
刹
中
有
佛
現
。
此
是
實
事
非
化
權
也
。」4

と
も
言
い
、
い
わ
ゆ
る
一
事
の
中
に
多
事
が
有
る
と
す
る
事
事
無
礙
と
同
様
の
現
象

を
「
化
權
」
で
は
な
く
「
實
事
」
で
あ
る
と
も
し
て
お
り
、
相
即
入
の
関
係
は
理
と
事
の
間
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
『
孔

目
章
』
で
も
例
え
ば
「
若
約
滅
惑
分
齊
論
者
、
依
普
賢
品
說
一
障
一
切
障
、
依
小
相
品
說
斷
惑
分
齊
、
一
斷
即
一
切
斷
。
由
彼
華
嚴
經

文
云
、內
外
各
有
五
百
煩
惱
、及
八
萬
四
千
煩
惱
、普
滅
非
別
。
故
得
知
也
。
何
以
故
。
對
彼
生
死
際
說
故
。
又
白
淨
寶
網
轉
輪
王
位
時
、

有
定
光
頗
梨
鏡
、
光
明
照
十
佛
刹
微
塵
數
等
世
界
。
以
此
驗
之
。」5

と
も
、
或
い
は
「
問
。
一
乘
淨
土
大
小
多
少
染
淨
差
別
、
云
何
得

知
分
齊
同
異
。
答
。
一
乘
淨
土
、一
即
是
多
、多
即
是
一
。
具
如
地
論
廣
釋
。
欲
知
分
量
、準
其
十
佛
即
可
知
之
。」6

と
も
言
っ
て
お
り
、

事
と
事
の
相
即
は
智
儼
の
著
作
に
広
く
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
、
先
の
『
捜
玄
記
』
か
ら
の
引
用
も
含
め
て
、
事
と
事
の
相
即
関
係

は
僅
か
に
聖
教
量
が
示
さ
れ
る
程
度
で
、
縁
起
論
な
ど
に
よ
る
論
理
的
立
証
に
ふ
み
こ
む
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、智
儼
に
於
い
て
こ
の
理
事
の
相
即
と
事
事
の
相
即
は
論
理
的
に
統
合
可
能
な
も
の
と
し
て
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

智
儼
は
一
乗
教
の
教
理
の
特
徴
と
し
て
「
理
事
自
在
」
を
挙
げ
て
い
る
。『
孔
目
章
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

問
。
諸
煩
惱
法
、
菩
薩
用
衆
生
煩
惱
作
自
煩
惱
、
自
煩
惱
作
衆
生
煩
惱
、
此
義
云
何
。

答
。
若
小
乘
及
初
教
、
則
不
得
迴
轉
。
若
終
教
、
始
終
雖
理
是
正
、
用
理
自
在
、
仍
於
教
事
不
得
自
在
。
由
教
事
不
具
故
。
依
圓

教
宗
中
、
即
得
互
轉
。
由
得
理
事
自
在
具
足
故
。
餘
可
準
知
。7

こ
こ
で
は
、
大
乗
終
教
と
円
教
の
相
違
に
つ
い
て
言
う
が
、
大
乗
終
教
は
理
の
自
在
な
る
の
み
で
、
円
教
は
理
事
自
在
と
す
る
。
こ

こ
で
は
円
教
宗
で
は
終
教
の
理
自
在
に
更
に
事
自
在
を
付
加
し
て
お
り
、漸
次
に
深
化
さ
れ
る
教
宗
の
展
開
の
過
程
を
想
定
す
る
な
ら
、
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理
事
自
在
は
理
と
事
の
自
在
を
併
挙
す
る
表
現
で
あ
り
つ
つ
、
説
明
原
理
的
に
は
理
自
在
が
事
自
在
に
論
理
的
に
先
行
す
る
構
造
が
読

み
取
れ
る
。

ま
た
同
書
で
は
他
に
も
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。

問
。
何
故
上
來
所
錄
並
皆
差
別
不
同
。

答
。
依
大
經
本
所
顯
義
門
相
、
即
容
融
理
事
自
在
、
所
有
教
義
一
即
一
切
、
一
切
即
一
、
如
帝
網
喩
無
盡
不
同
、
若
諸
教
網
、
主

伴
相
顯
。
有
定
相
者
、
即
違
大
理
故
、
主
伴
經
差
別
不
同
。8

こ
こ
で
言
う
「
所
有
教
義
」
は
、
先
に
も
「
用
理
自
在
、
仍
於
教
事
不
得
自
在
」
と
あ
る
よ
う
に
、
理
事
の
対
に
よ
り
分
類
す
る
な

ら
事
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
れ
故
こ
こ
で
言
う
「
一
即
一
切
」「
一
切
即
一
」
は
一
事
と
一
切
事
と
の
間
の
相
即
関

係
を
言
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
の
相
即
は
「
容
融
理
事
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
事
に
於
い
て
一
と
一
切
の
関
係
が

言
わ
れ
る
の
も
、
そ
こ
に
個
別
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
個
別
の
事
が
各
々
「
一
即
一
切
」「
一
切
即
一
」
す
る
の
も
、

普
遍
的
な
理
と
の
「
容
融
」
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
一
即
一
切
」「
一
切
即
一
」
で
あ
る
と
は
、
事
の
実
定
的
個
別
性
を

認
め
ず
、
た
え
ず
普
遍
的
理
に
還
元
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
の
表
現
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
そ
の
個
別
性
は
実
定
的
で
は
な
い
ま
で
も
同
時
に
「
無
尽
不
同
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
無
尽
不
同
な
る
教
義
は
相
互
に

「
主
」
と
「
伴
」
に
な
り
な
が
ら
教
網
（
相
互
補
完
的
連
関
性
）
を
構
築
す
る
の
だ
と
い
う
。
正
し
く
そ
の
「
無
尽
不
同
」
な
る
在
り

方
が
「
帝
網
喩
」
の
様
相
に
比
定
さ
れ
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
「
帝
網
喩
」
に
無
限
に
重
層
的
な
構
造
の
概
念
ま
で
も
読
み
込
む
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
智
儼
の
言
う
「
無
盡
」
も
「
又
一
乘
之
法
對
機
以
明
別
、
非
謂
自
相
而
可
別
。
隨
機
論
別
、
別
別

別
別
別
別
別
別
別
別
。
所
以
說
十
者
、
欲
顯
無
量
故
。
又
一
乘
同
法
對
智
以
彰
同
。
若
引
機
以
會
同
、
則
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
、

即
窮
無
盡
也
。」9

と
あ
る
よ
う
に
、
普
遍
的
理
が
無
限
に
個
別
性
を
顕
現
し
な
が
ら
も
、
そ
の
無
限
の
個
別
性
は
普
遍
的
理
に
於
い
て
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同
一
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
普
遍
的
理
は
無
尽
を
窮
め
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
。
故
に
、
こ
こ
で
言
う
無
尽
は
、
重
重
無
尽
と
い
わ
れ
る

よ
う
な
事
事
無
礙
の
構
想
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
機
に
対
し
て
開
か
れ
た
個
別
性
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
重
層
的
構
造
を
期
待
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
上
掲
の
文
に
於
い
て
も
後
に
「
有
定
相
者
、
即
違
大
理
故
、
主
伴
經
差
別
不
同
」

と
述
べ
、
同
時
に
存
在
す
る
諸
教
義
の
相
違
性
が
主
眼
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
単
層
の
空
間
的
広
が
り
と
し
て
の
「
無
尽
」

と
解
す
る
の
が
宜
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
事
自
在
は
重
重
無
尽
な
る
重
層
的
相
即
関
係
に
ま
で
踏
み
込
む
も
の
で
は
な
い
が
、
一
つ
の
事
を
即
一
切
の
事

と
す
る
関
係
を
言
い
、
こ
れ
は
「
容
融
理
事
」
を
前
提
と
し
、
事
と
「
容
融
」
さ
れ
た
理
の
普
遍
性
を
媒
介
と
し
て
一
事
が
即
一
切
の

事
た
り
う
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
事
自
在
は
円
教
に
独
自
な
教
説
で
あ
り
、
理
自
在
に
限
定
さ
れ
る
終
教
と

は
明
確
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
の
両
教
の
相
違
を
注
視
す
る
な
ら
、「
滅
盡
定
者
、
分
別
有
三
。
謂
一
乘
、
三
乘
、
小
乘
。
一
乘
義
者
、

謂
即
體
成
用
、
教
化
衆
生
成
諸
佛
事
。
如
海
憧
比
丘
入
滅
盡
定
、
即
自
身
上
放
法
界
身
雲
利
益
衆
生
。
三
乘
滅
定
者
、
於
自
身
上
不
說

成
用
、
變
作
異
身
、
依
其
異
物
、
成
利
生
等
用
、
得
名
俱
行
。
約
菩
薩
自
身
、
則
不
可
說
相
。
約
衆
生
心
機
、
方
得
明
其
菩
薩
俱
行
。」10

と
す
る
箇
所
に
良
く
顕
れ
て
い
る
。
三
乗
で
は
「
異
身
」
を
変
作
し
て
「
異
物
」
に
依
っ
て
利
生
等
の
用
を
成
じ
る
と
し
、
自
身
と
し

て
用
を
成
じ
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
一
乗
義
で
は
即
體
と
し
て
自
身
の
上
に
法
界
身
雲
を
放
ち
衆
生
利
益
す
る
と
言
う
。
そ
こ
で
は
続

け
て
「
三
乘
定
體
者
、
即
真
如
實
性
。
隨
其
勝
緣
說
不
相
應
。
不
相
應
者
、
即
理
也
。
一
乘
道
理
、
一
即
一
切
、
一
切
即
一
、
具
因
陀

羅
及
微
細
等
。
三
乘
道
理
、
但
是
一
寂
不
說
別
相
、
名
不
相
應
。
不
相
應
者
、
不
與
分
別
相
應
也
。」11

と
も
言
い
、
こ
れ
は
先
に
見
た

終
教
の
理
自
在
、
円
教
の
理
事
自
在
と
重
ね
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
乗
で
は
自
身
と
し
て
用
を
成
じ
る
の
に
対
し
、
三
乗
で
は
そ

れ
が
か
な
わ
な
い
の
は
、
事
自
在
の
存
否
に
左
右
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
三
乗
で
も
「
真
如
實
性
」、
い
わ
ば
理
の
体

現
が
保
証
さ
れ
て
は
い
て
も
、
先
に
挙
げ
た
通
り
「
但
是
一
寂
不
說
別
相
」
で
あ
れ
ば
、
理
の
体
現
以
後
に
個
別
性
は
解
消
さ
れ
る
。
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そ
れ
故
、
利
他
の
働
き
を
そ
こ
に
見
た
場
合
、
そ
の
作
用
は
「
真
如
實
性
」
と
し
て
の
そ
れ
へ
と
転
換
し
、
理
の
体
現
以
前
か
ら
の
自

己
同
一
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
一
乗
の
場
合
、
理
事
は
容
融
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
事
（
自
己
）
に
即
し
て
理

の
普
遍
性
が
付
与
さ
れ
う
る
為
、
自
身
に
即
し
て
普
遍
的
作
用
の
発
現
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
両
教
共
に
理
の
普
遍
性
を
媒
介
と

し
た
広
大
な
作
用
の
発
現
を
構
造
的
に
共
有
し
、
事
自
在
も
そ
の
理
の
普
遍
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
即

事
と
し
て
事
自
在
を
展
開
す
る
こ
と
に
一
乗
円
教
の
優
位
な
る
特
徴
を
見
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
智
儼
は
こ
の
一
乗
円
教
の
法
界
縁
起
を
性
起
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

性
起
者
、
明
一
乘
法
界
緣
起
之
際
本
來
究
竟
離
於
修
造
。
何
以
故
。
以
離
相
故
。
起
在
大
解
大
行
、
離
分
別
菩
提
心
中
、
名
為
起

也
。
由
是
緣
起
性
故
、
說
為
起
。
起
即
不
起
、
不
起
者
是
性
起
。12

上
文
か
ら
見
え
る
「
普
遍
的
理
か
ら
展
開
さ
れ
る
無
限
の
事
の
多
様
性
と
い
う
構
造
」
は
、
ま
さ
し
く
こ
こ
で
言
う
「
性
起
」
に
相

当
し
て
い
る
。
事
の
レ
ベ
ル
に
て
縁
起
と
し
て
捉
え
得
た
在
り
方
が
、
先
の
構
造
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
り
、
性
起
と
し
て
解
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
縁
起
の
様
相
が
性
起
と
し
て
捉
え
う
る
理
事
全
体
を
智
儼
は
法
界
と
し
て
捉
え
、『
華
嚴
五
十
要
問
答
』

に
て
「
若
據
實
理
、
一
切
緣
起
不
離
法
界
。
所
成
理
事
是
法
界
能
。
由
如
金
器
離
金
無
器
是
金
之
能
。
言
熏
果
報
者
據
位
而
說
。
此
可

思
簡
。
故
起
信
云
、
真
如
熏
無
明
、
無
明
熏
真
如
。」13

と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
こ
の
理
事
の
構
造
を
「
法
界
能
」
と
し
て
捉
え

て
お
り
、「
若
し
實
理
に
拠
る
な
ら
、
一
切
縁
起
は
法
界
と
離
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
な
れ
ば
、「
法
界
」
を
理
事
の
内
の
一
方
の
理
に

相
当
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
に
よ
り
か
え
っ
て
以
後
「
理
事
無
礙
法
界
」
と
呼
称
さ
れ
る
内
容
を
有
す
る
も
の
と
し
て
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
理
事
自
在
な
る
在
り
方
全
体
を
指
し
て
「
法
界
能
」
と
す
る
態
度14

は
、
先
の
『
捜
玄
記
』
に
見
ら
れ
る
法
界
縁

起
が
如
来
蔵
思
想
を
基
本
と
し
、
理
と
事
の
枠
組
み
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
通
底
し
て
お
り
、
そ
れ
は
智
儼
の
法
界
縁
起
思
想

の
基
底
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
見
做
さ
れ
え
よ
う
。
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以
上
の
考
察
か
ら
、『
一
乘
十
玄
門
』
以
外
の
著
作
に
見
ら
れ
る
智
儼
の
法
界
縁
起
思
想
に
は
、
法
蔵
の
言
う
二
種
の
論
拠
の
内
「
理

性
融
通
」
義
の
論
理
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
一
乘
十
玄
門
』
は
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ

た
論
理
で
法
界
縁
起
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

『
一
乘
十
玄
門
』
の
法
界
縁
起
観

冒
頭
で
既
に
述
べ
て
お
い
た
通
り
、『
一
乘
十
玄
門
』
に
は
著
作
者
の
問
題
が
つ
い
て
ま
わ
る
。
現
時
点
で
も
複
数
の
成
立
説
が
提

示
さ
れ
て
お
り
、
未
だ
に
解
決
を
み
て
い
な
い
。15

中
国
で
は
澄
觀
が
『
演
義
鈔
』
で
「
故
至
相
十
玄
云
、
猶
如
十
錢
一
攝
十
時
、
一
即

名
顯
、
二
三
至
十
即
名
為
隱
。
亦
如
見
此
不
見
彼
、
彼
名
隱
此
名
顯
。
亦
如
一
人
身
上
六
親
、
互
望
雖
各
不
同
、
然
各
全
得
亦
不
雜
亂
。

由
此
隱
顯
體
無
前
後
、
不
相
妨
礙
、
名
祕
密
俱
成
。」16

と
述
べ
て
お
り
、
現
行
の
『
一
乘
十
玄
門
』
と
完
全
に
一
致
し
な
い
ま
で
も
、17

そ
こ
か
ら
の
参
照
が
知
ら
れ
、『
一
乘
十
玄
門
』
の
教
説
は
少
な
く
と
も
智
儼
に
帰
さ
れ
て
い
た
。

法
蔵
も
『
五
教
章
』
に
て
「
上
來
所
明
並
是
略
顯
別
教
一
乘
緣
起
義
耳
。
又
於
其
中
諸
餘
法
相
及
問
答
除
疑
等
、
與
彼
三
乘
或
同
或

異
、
所
目
所
設
為
方
便
等
、
廣
如
經
論
疏
鈔
孔
目
及
問
答
中
於
彼
釋
矣
。」18

と
述
べ
て
お
り
、
十
玄
門
と
智
儼
と
の
関
り
示
唆
し
て
い

る
。
こ
の
内
「
孔
目
」
に
つ
い
て
は
特
徴
的
な
名
称
で
あ
る
為
、
直
ち
に
『
華
嚴
經
内
章
門
等
雜
孔
目
』
と
判
断
さ
れ
、
こ
れ
と
並
挙

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
「
問
答
」
は
『
華
嚴
五
十
要
問
答
』
と
解
さ
れ
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
「
經
論
疏
鈔
」
に
つ

い
て
は
ど
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
か
有
効
な
手
掛
か
り
は
全
く
見
当
た
ら
ず
、
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
但

し
先
に
「
顯
別
教
一
乘
緣
起
義
耳
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
華
嚴
經
」
を
「
別
教
一
乘
」
と
し
て
解
す
る
「
華
嚴
經
」
註
釈
書
の
類
を
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指
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
且
つ
以
下
に
智
儼
の
著
作
が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
智
儼
に
関
る
「
華
嚴
經
」
註

釈
で
あ
る
可
能
性
が
疑
わ
れ
る
。
こ
れ
に
類
す
る
表
現
は
義
湘
の
『
法
界
圖
』
に
も
「
如
是
十
門
具
足
圓
者
、
如
華
嚴
經
説
。
餘
廣
義

者
、
如
經
論
疏
抄
孔
目
問
答
等
分
別
也
。」19

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
先
の
場
合
と
同
様
に
「
經
論
疏
抄
」
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、20

や
は
り
智
儼
に
関
る
「
華
嚴
經
」
註
釈
書
と
し
て
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
智
儼
の
「
華
嚴
經
」
註
釈
書
と
は
何
か
。
智
儼
の
「
華
嚴
經
」
註
釈
に
は
『
捜
玄
記
』
が
有
る
が
、
そ
も
そ
も
参
照
を
指

示
し
て
い
る
側
の
『
法
界
圖
』
よ
り
も
更
に
十
玄
門
を
詳
説
し
て
い
る
箇
所
は
見
受
け
ら
れ
な
い
た
め
、
十
玄
門
に
間
接
的
に
関
る
他

の
詳
細
な
内
容
と
い
う
意
味
で
「
餘
廣
義
」
と
解
さ
な
い
か
ぎ
り
、そ
れ
を
「
經
論
疏
抄
」
に
相
当
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、

法
蔵
に
至
っ
て
は
「
又
於
其
中
諸
餘
法
相
及
問
答
除
疑
等
」
の
参
照
を
「
經
論
疏
抄
」
に
負
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
『
捜
玄
記
』
に

求
め
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
義
湘
の
場
合
も
、
法
蔵
の
場
合
も
、
共
に
十
玄
門
は
確
実
に
智
儼
の
華
嚴
思
想
の
延
長
線
上
に
位
置
を
占
め
て

い
な
が
ら
、『
一
乘
十
玄
門
』
の
書
名
を
挙
げ
て
そ
の
援
用
を
指
示
し
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
見
え
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
、
澄
觀

の
記
述
を
史
実
と
し
て
直
ち
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ず
、『
一
乘
十
玄
門
』
と
智
儼
の
関
り
は
再
考
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、

先
の
援
用
の
指
示
を
ふ
ま
え
る
と
す
る
な
ら
、現
行
本
の
範
囲
か
ら
そ
れ
の
帰
す
べ
き
智
儼
の
教
説
が
直
接
に
は
窺
い
知
れ
な
い
た
め
、

十
玄
門
を
理
解
す
る
上
で
某
か
援
用
に
足
る
だ
け
の
智
儼
の
著
述
が
他
に
指
示
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
故
『
一

乘
十
玄
門
』
の
教
説
は
他
の
現
行
本
よ
り
そ
の
指
示
に
呼
応
す
べ
き
内
容
を
十
分
に
有
し
て
い
る
為
、
た
と
え
そ
の
当
時
に
現
行
本
の

体
裁
を
有
さ
な
い
ま
で
も
、
智
儼
の
思
想
を
留
め
た
も
の
と
解
し
う
る
可
能
性
が
か
え
っ
て
疑
わ
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
本
論
で
は

こ
の
『
一
乘
十
玄
門
』
の
十
玄
門
の
思
想
的
特
徴
を
『
法
界
圖
』『
五
教
章
』
の
当
該
箇
所
と
の
比
較
を
通
し
て
検
討
し
、本
論
の
テ
ー

マ
で
あ
る
法
藏
の
法
界
縁
起
と
の
関
り
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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『
一
乘
十
玄
門
』
の
全
文
を
内
容
的
に
区
分
し
、
そ
の
内
容
に
対
応
す
る
箇
所
を
『
法
界
圖
』『
五
教
章
』
よ
り
見
出
し
、
対
応
さ
せ

れ
ば
以
下
の
対
応
表
の
よ
う
に
な
る
。『
一
乘
十
玄
門
』
を
機
軸
に
『
法
界
圖
』『
五
教
章
』
を
対
応
さ
せ
て
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
二
書

の
引
用
箇
所
は
必
ず
し
も
本
文
の
順
に
整
列
し
て
お
ら
ず
、
互
い
に
前
後
す
る
箇
所
を
含
ん
で
い
る
。

〈
対
応
表
〉

華
嚴
一
乘
法
界
圖

華
嚴
一
乘
十
玄
門

華
嚴
五
教
章

1

明
一
乘
緣
起
自
體
法
界
義
者
、
不
同
大
乘
二
乘
緣
起
、
但

能
離
執
常
斷
諸
過
等
。
此
宗
不
爾
。
一
即
一
切
無
過
不
離
、

無
法
不
同
也
。
今
且
就
此
華
嚴
一
部
經
宗
、通
明
法
界
緣
起
、

不
過
自
體
因
之
與
果
。
所
言
因
者
、謂
方
便
緣
修
體
窮
位
滿
、

即
普
賢
是
也
。
所
言
果
者
、
謂
自
體
究
竟
寂
滅
圓
果
、
十

佛
境
界
一
即
一
切
、
謂
十
佛
世
界
海
及
離
世
間
品
明
十
佛

義
、
是
也
。（
大
正
藏
巻
四
五　

五
一
四
上
〜
中
）

夫
法
界
緣
起
、
乃
自
在
無
窮
。
今
以
要
門
略
攝
為
二
。
一
者

明
究
竟
果
證
義
、
即
十
佛
自
境
界
也
。
二
者
隨
緣
約
因
辯
教

義
、
即
普
賢
境
界
也
。
初
義
者
、
圓
融
自
在
一
即
一
切
、
一

切
即
一
。
不
可
説
其
狀
相
耳
。
如
華
嚴
經
中
究
竟
果
分
國
土

海
及
十
佛
自
體
融
義
等
者
、
即
其
事
也
。
不
論
因
陀
羅
及
微

細
等
。
此
當
不
可
説
義
。
何
以
故
。
不
與
教
相
應
故
。
地
論
云
、

因
分
可
説
、
果
分
不
可
説
者
、
即
其
事
也
。（
大
正
藏
巻
四
五

　

五
〇
三
上
）

2

問
。
文
殊
亦
是
因
人
、
何
故
但
言
普
賢
是
其
因
人
耶
。
答
。

雖
復
始
起
發
於
妙
慧
、
圓
滿
在
於
稱
周
、
是
故
隱
於
文
殊
、

獨
言
普
賢
也
。
亦
可
、文
殊
普
賢
據
其
始
終
、通
明
緣
起
也
。

今
辨
此
因
果
二
門
者
、
圓
果
絶
於
説
相
、
所
以
不
可
以
言

説
而
辨
、因
即
明
其
方
便
緣
修
、是
故
略
辨
也
。（
五
一
四
中
）

3

問
。
不
思
議
法
品
等
亦
明
果
德
。
何
故
得
於
因
門
説
耶
。
答
。

此
等
雖
是
果
徳
、
對
緣
以
辨
果
、
非
是
究
竟
圓
寂
之
果
。
是

故
與
因
同
一
會
説
也
。（
五
一
四
中
）

問
。
義
若
如
是
、
何
故
經
中
乃
説
佛
不
思
議
品
等
果
耶
。
答
。

此
果
義
是
約
緣
形
對
為
成
因
故
説
此
果
、
非
彼
究
竟
自
在
果
。

所
以
然
者
、
為
與
因
位
同
會
而
説
故
。
知
形
對
耳
。（
五
〇
三

上
）

4

若
欲
觀
緣
起
實
相
陀
羅
尼
法
者
、
先
應
覺
數
十
錢
法
。
所

謂
一
錢
乃
至
十
錢
。
所
以
說
十
者
、
欲
顯
無
量
故
。（
大
正

藏
巻
四
五　

七
一
四
中
）

今
約
教
就
自
體
相
辨
緣
起
者
、
於
中
有
二
。
一
者
舉
譬
辨
成

於
法
。
二
者
辨
法
會
通
於
理
。
所
言
舉
譬
辨
者
、
如
夜
摩

天
會
菩
薩
雲
集
品
説
云
。
譬
如
數
十
法
增
一
至
無
量
、
皆

悉
是
本
數
智
慧
故
差
別
也
。（
五
一
四
中
）

第
二
義
者
有
二
。
一
以
喩
略
示
。
二
約
法
廣
辯
。
初
喩
示
者
、

如
數
十
錢
法
。
所
以
説
十
者
、
欲
應
圓
數
顯
無
盡
故
。

（
五
〇
三
上
〜
中
）
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5

今
舉
此
十
數
為
譬
者
、復
有
二
門
。
一
異
體
門
。
二
同
體
門
。

（
五
一
四
中
）

此
中
有
二
。
一
異
體
。
二
同
體
。
所
以
有
此
二
門
者
、
以
諸

緣
起
門
内
有
二
義
故
。
一
不
相
由
義
。
謂
自
具
德
故
。
如
因

中
不
待
緣
等
是
也
。二
相
由
義
。如
待
緣
等
是
也
。初
即
同
體
。

後
即
異
體
。（
五
〇
三
中
）

6

此
中
有
二
。
一
者
、
一
即
十
、十
中
一
。
二
者
、
一
即
十
、

十
即
一
。（
七
一
四
中
）

就
異
體
門
中
復
有
三
。
一
者
一
中
多
多
中
一
。
如
經
云
。

一
中
解
無
量
無
量
中
解
一
、
展
轉
生
非
實
、
智
者
無
所
畏
。

此
約
相
説
也
。
二
者
一
即
多
多
即
一
。
如
第
七
住
經
云
。
一

即
是
多
多
即
一
、
義
味
寂
滅
悉
平
等
、
遠
離
一
異
顛
倒
相
、

是
名
菩
薩
不
退
住
。
此
即
約
理
説
也
。（
五
一
四
中
）

就
異
體
中
有
二
門
。
一
相
即
。
二
相
入
。
所
以
有
此
二
門
者
、

以
諸
緣
起
法
皆
有
二
義
故
。
一
空
有
義
。
此
望
自
體
。
二
力

無
力
義
。此
望
力
用
。由
初
義
故
得
相
即
。由
後
義
故
得
相
入
。

（
五
〇
三
中
）

7

初
中
、
由
自
若
有
時
他
必
無
故
、
故
他
即
自
。
何
以
故
。
由

他
無
性
以
自
作
故
。
二
由
自
若
空
時
他
必
自
有
故
自
即
他
。

何
以
故
。
由
自
無
性
用
他
作
故
。
以
二
有
二
空
各
不
倶
故
。

無
彼
不
相
即
。有
無
無
有
無
二
故
。是
故
常
相
即
。若
不
爾
者
、

緣
起
不
成
、
有
自
性
等
過
。
思
之
可
見
。（
五
〇
三
中
）

8

二
明
力
用
中
自
有
全
力
故
。
所
以
能
攝
他
。
他
全
無
力
故
。

所
以
能
入
自
。
他
有
力
自
無
力(

反
上
可
知)

。
不
據
自
體
故

非
相
即
。
力
用
交
徹
故
成
相
入
。
又
由
二
有
力
二
無
力
各
不

倶
故
、
無
彼
不
相
入
。
有
力
無
力
、
無
力
有
力
無
二
故
。
是

故
常
相
入
。
又
以
用
攝
體
更
無
別
體
故
、
唯
是
相
入
。
以
體

攝
用
無
別
用
故
。唯
是
相
即
。此
依
因
六
義
内
準
之
。（
五
〇
三

中
）

9

初
門
中
有
二
。
一
者
向
上
來
。
二
者
向
下
去
。
言
向
上
來
中
、

有
十
門
不
同
。
一
者
一
。
何
以
故
。
緣
成
故
。
即
是
本
數
。

乃
至
十
者
一
中
十
。
何
以
故
。
若
無
一
十
即
不
成
、
仍
十

非
一
故
。
餘
門
亦
如
是
、
准
例
可
知
。
言
向
下
去
中
、
亦

有
十
門
。
一
者
十
。
何
以
故
。
緣
成
故
。
乃
至
十
者
十
中
一
。

何
以
故
。
若
無
十
、一
即
不
成
、
仍
一
非
十
故
。
餘
亦
如
是

生
變
、
如
是
勘
當
、
即
知
一
一
錢
中
具
足
十
門
。
如
本
末

兩
錢
中
具
足
十
門
、
餘
八
錢
中
准
例
可
解
。（
七
一
四
中
〜

下
）

今
約
十
數
明
一
中
多
多
中
一
者
、
若
順
數
從
一
至
十
、
向

上
去
、
若
逆
數
從
十
至
一
、
向
下
來
。
如
一
者
一
緣
成
故
、

一
中
即
有
十
。
所
以
一
成
故
、
若
無
十
一
即
不
成
。
無
性

緣
成
故
、
一
中
即
有
十
。
所
以
一
成
故
、
二
三
四
等
一
切

皆
成
也
。若
一
住
自
性
十
即
不
成
。十
若
不
成
一
亦
不
成
也
。

（
五
一
四
中
）

於
中
先
明
相
入
。初
向
上
數
十
門
。一
者
一
是
本
數
。何
以
故
。

緣
成
故
。乃
至
十
者
一
中
十
。何
以
故
。若
無
一
即
十
不
成
故
。

一
即
全
有
力
故
、攝
於
十
也
。仍
十
非
一
矣
。餘
九
門
亦
如
是
。

一
一
皆
有
十
。
準
例
可
知
。
向
下
數
亦
十
門
。
一
者
十
即
攝

一
。
何
以
故
。
緣
成
故
。
謂
若
無
十
即
一
不
成
故
。
即
一
全

無
力
歸
於
十
也
。仍
一
非
十
矣
。餘
例
然
。如
是
本
末
二
門
中
、

各
具
足
十
門
。
餘
一
一
錢
中
準
以
思
之
。
此
約
異
門
相
望
説

耳
。（
五
〇
三
中
〜
下
）
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10

問
。
現
言
一
者
、
何
得
一
中
名
為
十
也
。
答
。
大
緣
起
陀

羅
尼
法
若
無
一
、一
切
即
不
成
、
定
知
如
是
其
相
。
如
所
言

一
者
、
非
自
性
一
、
緣
成
故
一
。
乃
至
十
者
、
非
自
性
十
、

緣
成
故
十
。
一
切
緣
生
法
、
無
有
一
法
定
相
有
性
、
無
自

性
故
即
不
自
在
者
、
即
生
不
生
。
生
不
生
生
者
、
即
是
不

住
義
。
不
住
義
者
即
是
中
道
。
道
義
者
、
即
通
生
不
生
。

故
龍
樹
云
。
因
緣
所
生
法
、
我
説
即
是
空
、
亦
説
為
是
假

名
、亦
是
中
道
義
。
即
其
義
也
。
中
道
義
者
、是
無
分
別
義
。

無
分
別
法
不
守
自
性
故
、
隨
緣
無
盡
、
亦
是
不
住
。
是
故

當
知
、
一
中
十
、十
中
一
、
相
容
無
礙
、
仍
不
相
是
。
現
一

門
中
具
足
十
門
、
故
明
中
智
一
門
中
有
無
盡
義
。
如
一
門
、

餘
亦
如
是
。（
七
一
四
下
）

問
。
既
言
一
者
、
何
得
一
中
有
十
耶
。
答
。
大
緣
起
陀
羅
尼

法
、
若
無
一
即
一
切
不
成
故
、
定
知
如
是
。
此
義
云
何
。
所

言
一
者
非
自
性
一
。
緣
成
故
。
是
故
一
中
有
十
者
、
是
緣
成

一
。
若
不
爾
者
、
自
性
無
緣
起
不
得
名
一
也
。
乃
至
十
者
皆

非
自
性
十
。由
緣
成
故
。為
此
十
中
有
一
者
、是
緣
成
無
性
十
。

若
不
爾
者
、
自
性
無
緣
起
不
名
十
也
。
是
故
一
切
緣
起
皆
非

自
性
。
何
以
故
。
隨
去
一
緣
即
一
切
不
成
。
是
故
一
中
即
具

多
者
、
方
名
緣
起
一
耳
。（
五
〇
三
下
）

11

問
。
既
其
各
各
無
性
、
何
得
成
其
一
多
耶
。
答
。
此
由
法

界
實
德
緣
起
力
用
普
賢
境
界
相
應
、
所
以
一
多
常
成
不
增

不
減
也
。
如
維
摩
經
云
。
從
無
住
本
立
一
切
法
。
又
論
云
。

以
有
空
義
故
一
切
法
得
成
也
。（
五
一
四
中
〜
下
）

問
。
若
去
一
緣
即
不
成
者
、
此
則
無
性
。
無
自
性
者
、
云
何

得
成
一
多
緣
起
。
答
。
秖
由
無
性
得
成
一
多
緣
起
。
何
以
故
。

由
此
緣
起
是
法
界
家
實
德
故
。
普
賢
境
界
具
德
自
在
無
障
礙

故
。
華
嚴
云
、
菩
薩
善
觀
緣
起
法
、
於
一
法
中
解
衆
多
法
、

衆
多
法
中
解
了
一
法
。
是
故
當
知
、
一
中
十
十
中
一
、
相
容

無
礙
仍
不
相
是
。
一
門
中
既
具
足
十
義
故
、
明
知
一
門
中
皆

有
無
盡
義
。
餘
門
亦
如
是
。（
五
〇
三
下
）

12

問
。
一
門
中
攝
十
盡
不
。
答
。
盡
不
盡
。
所
以
者
何
。
須

盡
即
盡
、
須
不
盡
即
不
盡
故
。
其
義
云
何
。
以
一
事
辨
一

多
故
即
盡
。
以
異
事
辨
一
多
故
即
不
盡
。
文
（
又
）
一
事

中
一
多
義
不
相
是
。
即
是
多
一
事
故
即
多
。
是
一
四
句
、

護
過
失
非
、離（
顯
）德
准
之
可
解
。
異
事
亦
准
同
。（
七
一
四

下
）

問
。
此
門
攝
法
界
、
為
盡
為
不
盡
耶
。
答
亦
有
盡
義
。
亦

無
盡
義
。
何
者
、十
中
一
即
是
盡
、一
中
十
具
説
即
無
盡
也
。

又
復
知
。
一
中
等
皆
具
盡
不
盡
義
也
。（
五
一
四
下
）

問
。
一
門
中
攝
十
盡
不
。
答
。
盡
不
盡
。
何
以
故
。
一
中
十

故
盡
。
十
中
一
故
不
盡
。
四
句
護
過
去
非
顯
德
等
。
準
之
可

解
耳
。
別
別
諸
門
中
準
例
如
是
。
緣
起
妙
理
應
如
是
知
。
第

一
門
竟
。（
五
〇
三
下
）

13

問
。
須
何
義
。
答
。
須
者
緣
成
義
。
何
以
故
。
因
緣
法
一

不
差
故
。
別
別
諸
事
門
中
。
准
例
如
是
。
緣
起
妙
理
、
應

如
是
可
知
故
。（
七
一
四
下
）
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14

第
二
門
。
此
中
二
門
。
一
者
向
上
去
之
。
二
者
向
下
來
。

初
門
中
十
門
不
同
。
一
者
一
。
何
以
故
。
緣
成
故
。
乃
至

十
者
一
即
十
。
何
以
故
。
若
無
一
、十
即
不
成
故
。
緣
成
故
。

第
二
門
中
亦
有
十
門
。
一
者
十
。
何
以
故
。
緣
成
故
。
乃

至
十
者
。
十
即
一
。
若
無
十
、一
即
不
成
故
。
餘
者
准
例
。

以
此
義
故
、
當
知
一
一
錢
中
具
足
十
門
。（
七
一
四
下
〜

七
一
五
上
）

次
明
一
即
多
多
即
一
者
、
還
同
前
門
中
向
上
去
向
下
來

也
。
如
似
一
即
十
緣
成
故
、
若
一
非
十
、十
不
成
也
。
從
上

向
下
來
亦
如
是
。
十
即
一
緣
成
故
、
若
十
非
一
一
不
成
也
。

（
五
一
四
下
）

第
二
即
義
者
、
此
中
有
二
門
。
一
者
向
上
去
。
二
者
向
下
來
。

初
門
中
有
十
門
。
一
者
一
。
何
以
故
。
緣
成
故
。
一
即
十
。

何
以
故
。
若
無
一
即
無
十
故
。
由
一
有
體
餘
皆
空
故
。
是
故

此
一
即
是
十
矣
。
如
是
向
上
乃
至
第
十
。
皆
各
如
前
準
可
知

耳
。
言
向
下
者
亦
有
十
門
。
一
者
十
。
何
以
故
。
緣
成
故
十

即
一
。
何
以
故
。
若
無
十
即
無
一
故
。
由
一
無
體
餘
皆
有
故
。

是
故
此
十
即
一
矣
。
如
是
向
下
乃
至
第
一
。
皆
各
如
是
準
前

可
知
耳
。
以
此
義
故
。
當
知
一
一
錢
即
是
多
錢
耳
。（
五
〇
三

下
〜
五
〇
四
上
）

15

問
。
何
但
一
不
成
、
十
亦
不
成
。
答
。
如
柱
若
非
舍
、
爾

時
則
無
舍
。
若
有
舍
亦
有
柱
。
即
以
柱
即
舍
故
、
有
舍
復

有
柱
。
一
即
十
十
即
一
故
、
成
一
復
成
十
也
。（
五
一
四
下
）

問
。
若
一
不
即
十
者
、
有
何
過
失
。
答
。
若
一
不
即
十
者
、

有
二
失
。
一
不
成
十
錢
過
。
何
以
故
。
若
一
不
即
十
者
、
多

一
亦
不
成
十
。
何
以
故
。
一
一
皆
非
十
故
。
今
既
得
成
十
。

明
知
一
即
是
十
也
。
二
者
一
不
成
十
過
。
何
以
故
。
若
一
不

即
十
、十
即
不
得
成
。
由
不
成
十
故
。
一
義
亦
不
成
。
何
以
故
。

若
無
十
是
誰
一
。
故
今
既
得
一
、
明
知
一
即
十
。
又
若
不
相

即
、
緣
起
門
中
空
有
二
義
、
即
不
現
前
便
成
大
過
。
謂
自
性

等
。思
之
可
知
。下
同
體
門
中
準
此
知
之
。餘
門
亦
準
可
知
耳
。

（
五
〇
四
上
）

16

問
。
若
一
即
十
、
此
乃
無
有
十
、
那
得
言
一
之
與
十
、
乃

言
以
即
故
得
成
耶
。
答
。
一
即
十
即
非
一
者
、非
是
情
謂
一
。

所
謂
緣
成
一
。
緣
成
一
者
非
是
情
謂
一
故
。
故
經
云
。
一

亦
不
為
一
、
為
欲
破
諸
數
。
淺
智
者
著
諸
法
、
見
一
以
為

一
也
。（
五
一
四
下
）

問
。
若
一
即
十
者
、應
當
非
是
一
。若
十
即
一
者
、
應
當
非
是

十
。答
。秖
為
一
即
十
故
、是
故
名
為
一
。何
以
故
。所
言
一
者
、

非
是
所
謂
一
、緣
成
無
性
一
。
為
此
一
即
多
者
是
名
一
。若
不

爾
者
、不
名
一
。何
以
故
。
由
無
自
性
故
、無
緣
不
成
一
也
。
十

即
一
者
、準
前
例
耳
。
勿
妄
執
矣
。應
如
是
準
知
。（
五
〇
四
上
）

17

問
。
前
明
一
中
十
、此
明
一
即
十
、
有
何
別
耶
。
答
。
前
明

一
中
十
者
、
離
一
無
有
十
、
而
十
非
是
一
。
若
此
明
一
即

十
者
、離
一
無
有
十
、而
十
即
是
一
。
緣
成
故
。（
五
一
四
下
）

18

問
。
如
上
多
門
一
時
倶
圓
耶
。
前
後
不
同
耶
。
答
。
即
圓

即
前
後
不
同
。
何
故
如
是
。
須
圓
即
圓
、
須
前
後
即
前
後
。

何
以
故
。
法
性
家
内
德
用
自
在
無
障
礙
故
。
由
緣
成
故
、

皆
得
如
是
。（
七
一
五
上
）

問
。
若
一
多
要
待
緣
成
者
、為
是
同
時
、為
是
先
後
耶
。
答
。

緣
成
故
、
常
同
時
而
先
後
。
所
以
然
者
、
一
即
十
十
即
一

故
常
同
時
、
而
向
上
去
向
下
來
故
有
前
後
也
。（
五
一
四
下
）

問
。
上
一
多
義
門
、
為
一
時
倶
圓
耶
、
為
前
後
不
同
耶
。
答
。

即
圓
即
前
後
。
何
以
故
。
由
此
法
性
緣
起
具
足
逆
順
同
體
不

違
、
德
用
自
在
無
障
礙
故
、
皆
得
如
此
。（
五
〇
四
上
）
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19

問
。
如
上
所
説
來
去
義
、
其
相
云
何
。
答
。
自
位
不
動
、

而
恒
來
去
。
何
以
故
。
來
去
者
隨
緣
義
、
即
是
因
緣
義
。

不
動
者
向
本
義
、
即
是
緣
起
義
。（
七
一
五
上
）

問
。
既
有
明
先
後
去
來
、即
是
有
增
減
。
何
名
不
動
本
相
耶
。

答
。
雖
先
後
去
來
、而
常
不
動
故
。
經
云
。
不
來
相
而
來
也
。

如
一
即
多
而
不
動
一
相
。
如
此
一
相
亦
非
情
謂
一
。
多
亦

如
是
。雖
多
即
一
而
不
壞
多
相
。亦
非
情
謂
多
。（
五
一
四
下
）

問
。
如
上
所
説
去
來
義
、
其
相
云
何
。
答
。
自
位
不
動
而
恒

去
來
。
何
以
故
。
去
來
不
動
即
一
物
故
。
但
為
生
智
顯
理
故
、

説
去
來
等
義
耳
。
若
廢
智
一
切
不
可
説
。
如
上
果
分
者
、
即

其
事
也
。（
五
〇
四
上
）

20

問
。
因
緣
與
緣
起
何
別
。
答
。
亦
別
亦
同
。
所
謂
別
義
者
、

因
緣
者
隨
隨
（
相
）
俗
義
別
、
即
是
因
緣
相
望
、
顯
無
自

性
義
、
正
俗
諦
體
也
。
緣
起
者
、
隨
性
無
分
別
、
即
是
相

即
相
融
、顯
平
等
義
、正
隨
第
一
義
體
也
。
俗
諦
無
自
性
故
、

順
第
一
義
。
是
故
經
云
。
隨
順
觀
世
諦
、
即
入
第
一
義
諦
、

即
其
也
。
別
義
如
是
。
同
義
如
前
龍
樹
釋
。（
七
一
五
上
）

21

問
。
此
之
一
多
既
是
緣
成
、
不
同
情
謂
者
、
為
是
本
來
有
此

一
多
、
為
是
始
有
耶
。
答
、
今
本
有
不
有
者
、
為
欲
就
智

辨
本
有
、
為
自
就
一
多
體
辨
耶
。
若
自
就
一
多
體
辨
不
論

智
者
、
體
即
息
諸
論
道
。
同
於
究
竟
圓
果
離
説
相
故
。
今

若
辨
一
多
者
約
智
説
也
。
如
經
云
、
智
慧
差
別
故
。
又
云
、

智
者
無
所
畏
。
故
約
智
説
一
多
也
。（
五
一
四
下
〜
五
一
五

上
）

問
。
若
由
智
者
、
即
非
先
有
。
如
何
説
云
舊
來
如
此
耶
。
答

若
廢
智
即
、不
論
緣
起
。
由
約
智
故
、説
舊
來
如
此
。
何
以
故
。

不
成
即
以
成
即
離
始
終
故
。
智
及
與
法
舊
來
成
故
。（
五
〇
四

中
）

22

問
。若
約
智
故
其
本
有
者
、以
智
照
故
本
有
。答
。如
室
中
空
、

開
門
見
時
、
此
空
即
是
本
有
。
如
涅
槃
經
、
見
佛
性
已
即

非
三
世
攝
。（
五
一
五
上
）

問
。
為
由
智
耶
。
法
如
是
耶
。
答
。
為
由
智
也
。
為
法
如
此
也
。

何
以
故
。
同
時
具
足
故
。
餘
義
準
以
思
之
。
大
段
第
一
異
體

門
訖
。（
五
〇
四
中
）

23

問
。
亦
得
是
始
有
以
不
。
答
。
見
時
如
言
有
、
不
見
不
言

有
故
亦
名
始
有
。（
五
一
五
上
）

24

問
。
若
一
多
之
體
由
智
照
故
、
即
通
本
有
及
本
不
有
者
、
此

智
照
時
、
得
通
有
照
不
照
以
不
。
答
。
本
有
故
智
即
非
照
。

本
不
有
故
、
由
智
故
照
。
明
知
、
亦
通
照
不
照
。
一
切
諸

法
例
如
此
也
。（
五
一
五
上
）

25

二
明
同
體
門
者
、
還
如
前
門
。
相
似
還
明
一
中
多
多
中
一
、

一
即
多
多
即
一
。（
五
一
五
上
）

第
二
同
體
門
者
、
亦
有
二
義
。
一
者
一
中
多
、
多
中
一
。
二

者
一
即
多
、
多
即
一
。（
五
〇
四
中
）
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26

今
就
一
中
門
説
者
、
還
明
向
上
去
向
下
來
。
其
中
逆
順
各

具
十
門
。
今
略
舉
其
始
終
。
約
十
一
而
説
者
、
如
似
一
中

十
緣
成
故
、
若
無
十
、一
不
成
。
二
三
亦
如
是
。
十
即
一
亦

如
是
。（
五
一
五
上
）

初
門
二
。
一
者
一
中
多
。
二
者
多
中
一
。
初
一
中
多
者
、
有

十
門
不
同
。
一
者
一
。
何
以
故
。
緣
成
故
。
是
本
數
。
一
中

即
具
十
。
何
以
故
。
由
此
一
錢
自
體
是
一
、
復
與
二
作
一
故
、

即
為
二
一
、
乃
至
與
十
作
一
故
、
即
為
十
一
。
是
故
此
一
之

中
、
即
自
具
有
十
箇
一
耳
。
仍
一
非
十
也
。
以
未
是
即
門
故
。

初
一
錢
既
爾
。
餘
二
三
四
五
已
上
九
門
皆
各
如
是
。
準
例
可

知
耳
。
二
者
、
多
中
一
亦
有
十
門
。
一
者
十
。
何
以
故
。
緣

成
故
。
十
中
一
。
何
以
故
。
由
此
一
與
十
作
一
故
。
即
彼
初

一
在
十
一
之
中
、
以
離
十
一
即
無
初
一
故
。
是
故
此
一
即
十

中
一
也
。
仍
十
非
一
矣
。
餘
下
九
八
七
乃
至
於
一
皆
各
如
是
。

準
例
思
之
。（
五
〇
四
中
）

27

問
。
此
同
體
門
中
、
與
前
異
體
門
中
有
何
別
耶
。
答
。
前

異
門
言
一
中
十
者
、
以
望
後
九
故
、
名
一
中
十
。
此
門
言

一
中
十
者
、
即
一
中
有
九
故
、
言
一
中
十
也
。（
五
一
五
上
）

問
。
此
與
前
異
體
何
別
。
答
。
前
異
體
者
、
初
一
望
後
九
異

門
相
入
耳
。
今
此
同
體
、一
中
自
具
十
、非
望
前
後
異
門
説
也
。

即
義
亦
準
思
之
。（
五
〇
四
中
）

28

問
。
若
一
中
即
有
九
者
、
此
與
前
異
體
門
一
即
十
有
何
別

耶
。
答
。
此
中
言
一
有
九
者
、有
於
自
體
九
、而
一
不
是
九
。

若
前
別
體
門
説
者
、
一
即
是
彼
異
體
十
等
、
而
十
不
離
一
。

（
五
一
五
上
）

29

問
。
一
中
既
自
有
九
者
、
應
非
緣
成
義
。
答
。
若
非
緣
成
、

豈
得
有
九
耶
。問
。一
體
云
何
得
有
九
。答
。若
無
九
即
無
一
。

（
五
一
五
上
）

30

次
明
同
體
門
中
一
即
十
者
、
還
言
一
者
一
緣
成
故
一
即
十
。

何
以
故
。
若
十
非
一
、一
不
成
故
。
一
即
十
既
爾
。
一
即

二
三
亦
然
。
逆
順
各
十
門
亦
然
。（
五
一
五
上
〜
中
）

二
者
、
一
即
十
、十
即
一
、
亦
有
二
門
。
一
者
一
即
十
。
亦
有

十
門
不
同
。
一
者
一
。
何
以
故
。
緣
成
故
。
一
即
十
。
何
以
故
。

由
此
十
一
即
是
初
一
故
。
無
別
自
體
故
。
是
故
十
即
是
一
也
。

餘
九
門
皆
亦
如
是
。
準
之
可
知
。
二
者
十
即
一
者
、
亦
有
十

門
不
同
。
一
者
十
。
何
以
故
。
緣
成
故
。
十
即
一
。
何
以
故
。

彼
初
一
即
是
十
故
。
更
無
自
一
故
。
是
故
初
一
即
是
十
也
。

餘
九
門
準
例
知
之
。（
五
〇
四
中
〜
下
）
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問
。
此
中
言
自
體
一
即
十
者
、與
前
同
體
一
中
十
有
何
別
耶
。

答
。
前
明
同
體
一
中
有
十
而
一
非
是
十
、
此
明
一
即
十
而

一
即
是
十
、
以
為
異
也
。（
五
一
五
中
）

32

問
。
此
明
一
體
即
十
、為
攝
法
盡
以
不
。
答
。
隨
智
差
別
故
、

亦
盡
亦
不
盡
。
何
者
、
如
一
若
攝
十
即
名
為
盡
、
若
具
説

即
無
盡
。（
五
一
五
中
）

問
。
此
同
體
中
一
即
十
等
者
、為
秖
攝
此
十
耶
、為
攝
無
盡
耶
。

答
。
此
並
隨
智
而
成
。
須
十
即
十
、
須
無
盡
即
無
盡
、
如
是

增
減
隨
智
趣
矣
。十
即
如
前
釋
。曰
無
盡
者
、一
門
中
既
有
十
、

然
此
十
復
自
迭
相
即
相
入
、
重
重
成
無
盡
也
。
然
此
無
盡
重

重
、
皆
悉
攝
在
初
門
中
也
。（
五
〇
四
下
）

33

問
。
為
自
門
無
盡
、
為
攝
餘
門
亦
無
盡
耶
。
答
、
一
無
盡
、

餘
所
無
盡
。
若
餘
不
盡
、
一
亦
不
盡
。
若
成
一
、一
切
即
成
。

若
不
成
一
、一
切
不
成
。
是
故
此
攝
法
即
無
盡
復
無
盡
。
成

一
之
義
、
於
三
四
義
由
若
虛
空
、
即
是
盡
、
更
不
攝
餘
。
故

名
無
盡
、
故
亦
攝
盡
不
盡
也
。

問
。既
言
一
即
攝
盡
者
、為
只
攝
一
中
十
、亦
攝
他
處
十
。答
。

攝
他
十
亦
有
盡
不
盡
義
。
何
以
故
。
離
他
無
自
故
。
一
攝

他
處
即
無
盡
、
而
成
一
之
義
、
他
處
十
義
如
虛
空
、
故
有
盡
。

上
明
舉
十
數
為
譬
説
竟
。（
五
一
五
中
）

問
。
為
但
攝
自
一
門
中
無
盡
重
重
耶
。
為
一
攝
餘
異
門
無
盡

耶
。
答
。
或
倶
攝
。
或
但
攝
後
自
無
盡
。
何
以
故
。
若
無
自

一
門
中
無
盡
、
餘
一
切
門
中
無
盡
、
皆
悉
不
成
故
。
是
故
初

門
同
體
、
即
攝
同
異
二
門
中
無
盡
無
盡
無
盡
無
盡
無
盡
無
盡

無
盡
無
盡
無
盡
無
盡
、
窮
其
圓
極
法
界
、
無
不
攝
盡
耳
。
或

但
自
攝
同
體
一
門
中
無
盡
。
何
以
故
。
由
餘
異
門
如
虛
空
故
。

不
相
知
故
。
自
具
足
故
。
更
無
可
攝
也
。
此
但
隨
智
而
取
、

一
不
差
失
也
。
如
此
一
門
既
具
足
無
窮
箇
無
盡
、
及
相
即
相

入
等
成
無
盡
者
、
餘
一
一
門
中
皆
悉
如
是
各
無
盡
無
盡
、
誠

宜
如
是
準
知
。
此
且
約
現
理
事
錢
中
、
況
彼
一
乘
緣
起
無
盡

陀
羅
尼
法
、
非
謂
其
法
秖
如
此
也
、
應
可
去
情
如
理
思
之
。

（
五
〇
四
下
）

34

就
一
一
錢
中
於
同
時
具
足
等
十
門
以
迴
轉
者
、
准
之
可
解
。

十
門
如
上
説
。
如
錢
中
第
一
乃
至
第
十
不
同
、
而
相
即
相

入
無
礙
相
、
雖
因
果
理
事
人
法
解
行
教
義
主
伴
等
衆
多
門

別
、
而
隨
説
一
門
盡
攝
一
切
。
餘
義
准
之
。

上
來
數
錢
法
者
、
且
依
遍
計
事
錢
、
顯
示
依
他
因
緣
緣
起

錢
也
。
亦
可
依
指
示
顯
生
一
切
諸
法
終
不
可
得
、執
遍
計
物
、

迷
緣
起
法
、
顯
法
逗
留
全
別
。
經
云
初
發
心
菩
薩
一
念
功

德
不
可
盡
者
、
如
第
一
錢
。
何
以
故
。
約
一
門
顯
無
盡
故
。
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何
況
無
量
無
邊
諸
地
功
德
者
、
如
第
二
錢
已
去
。
何
以
故
。

約
異
門
説
故
。
初
發
心
時
便
成
正
覺
者
、
如
一
錢
即
十
故
。

何
以
故
。
約
行
體
説
故
。

問
。初
發
心
菩
薩
者
、信
地
菩
薩
、即
是
弟
子
位
。成
正
覺
者
、

佛
地
、
即
是
大
師
位
。
高
下
不
同
、
位
地
亦
一
別
、
何
以
故
、

同
處
並
頭
脚
耶
。

答
。
三
乘
方
便
法
與
圓
教
一
乘
法
、
法
用
逗
留
各
別
不
得

雜
用
。
其
義
云
何
。
三
乘
法
頭
脚
各
別
、
阿
耶
兒
子
年
月

不
同
。
何
故
如
是
。
約
相
説
故
。
生
信
心
故
。
圓
教
一
乘

法
者
、
頭
脚
總
一
、
阿
耶
兒
子
年
月
皆
同
總
。
何
以
故
。

由
緣
成
故
。
約
道
理
説
故
。

問
。
一
者
何
義
。
答
。
一
者
一
無
分
別
義
。

又
問
。
同
者
何
義
。

答
。
同
者
同
不
住
義
。
無
分
別
不
住
故
、
始
終
同
處
、
師

弟
子
並
頭
。

問
。
同
處
並
頭
者
何
義
。

答
。
同
處
並
頭
者
、
不
相
知
義
。
何
以
故
。
無
分
別
故
。

又
問
。
無
分
別
者
何
義
。

答
。
無
分
別
者
、
緣
生
義
、
即
是
始
終
等
是
無
二
別
。
何

故
如
是
。
一
切
緣
生
法
無
有
作
者
、無
有
成
者
、無
有
知
者
、

寂
用
一
相
、高
下
一
味
、猶
如
虛
空
。
諸
法
法
爾
、舊
來
如
是
。

是
故
經
云
、
觀
一
切
法
無
生
無
滅
、
因
緣
而
有
。
如
是
等

文
即
其
義
也
。（
七
一
五
上
〜
中
）

35

問
。
初
教
已
去
、
一
切
諸
法
即
空
即
如
、
一
無
分
別
。
何

故
上
言
、
頭
脚
各
別
耶
。

答
。
非
無
此
義
、
未
滿
故
。
從
下
為
言
。（
七
一
五
中
〜
下
）

36

問
。
一
乘
三
乘
分
齊
別
義
、
因
何
得
知
。
答
。
且
依
十
門
、

即
知
也
。
一
同
時
具
足
相
應
門
。
於
中
有
十
相
。
謂
人
法

理
事
教
義
解
行
因
果
。
此
等
十
門
相
應
、
無
有
前
後
。
二

因
陀
羅
網
境
界
門
。
此
中
具
前
十
門
倶
義
、
從
喩
異
耳
。

此
下
、
明
約
法
以
會
理
者
、
凡
十
門
。
一
者
同
時
具
足
相

應
門(

此
約
相
應
無
先
後
説)
二
者
因
陀
羅
網
境
界
門(

此

約
譬
説)

三
者
祕
密
隱
顯
倶
成
門(
此
約
緣
説)

四
者
微
細

相
容
安
立
門(

此
約
相
説)

五
者
十
世
隔
法
異
成
門(

此
約

第
二
約
法
廣
辯
者
、略
有
二
種
。一
者
立
義
門
。二
者
解
釋
門
。

（
五
〇
四
下
）
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餘
可
准
之
。
三
祕
密
隱
顯
倶
成
門
。
此
亦
具
前
十
門
倶
義
、

從
緣
異
耳
。
四
微
細
相
容
安
立
門
。
此
亦
具
前
十
門
倶
義
、

從
緣
相
異
耳
。五
十
世
隔
法
異
成
門
。此
亦
具
前
十
門
倶
義
、

從
世
異
耳
。
六
諸
藏
純
雜
具
德
門
。
此
亦
具
前
十
門
倶
義
、

從
事
異
耳
。
七
一
多
相
容
不
同
門
。
此
亦
具
前
十
門
倶
義
、

從
理
異
耳
。
八
諸
法
相
即
自
在
門
。
此
亦
具
前
十
門
倶
義
、

從
用
異
耳
。
亦
可
依
性
。
九
隨
心
迴
轉
善
成
門
。
此
亦
具

前
十
門
倶
義
、
從
心
異
耳
。
十
託
事
顯
法
生
解
門
。
此
亦

具
前
倶
義
、
從
智
異
耳
。
餘
可
准
之
。
上
十
玄
門
、
並
皆

別
異
。
若
教
義
分
齊
與
此
相
應
者
、
即
是
一
乘
圓
教
及
頓

教
攝
。
若
諸
教
義
分
與
此
相
應
、
而
不
具
足
者
、
即
是
三

乘
漸
教
。
如
是
知
也
。
如
是
十
門
具
足
圓
者
、如
華
嚴
經
説
。

餘
廣
義
者
、
如
經
論
疏
抄
孔
目
問
答
等
分
別
也
。（
七
一
五

下
〜
七
一
六
上
）

世
説)

六
者
諸
藏
純
雜
具
德
門(

此
約
行
行)

七
者
一
多
相

容
不
同
門(

此
約
理
説)

八
者
諸
法
相
即
自
在
門(

此
約
用

説)

九
者
唯
心
迴
轉
善
成
門(

此
約
心
説)

十
者
託
事
顯
法

生
解
門(

此
約
智
説)

（
五
一
五
中
）

37

十
門
如
上
説
。
如
錢
中
第
一
、
乃
至
第
十
不
同
、
而
相
即

相
入
無
礙
相
、
雖
因
果
理
事
人
法
解
行
教
義
主
伴
等
衆
多

門
別
、
而
隨
説
一
門
盡
攝
一
切
。
餘
義
准
之
。（
七
一
五
上
）

就
此
十
門
、
亦
一
一
之
門
皆
復
具
十
會
成
一
百
。
所
言
十

者
、
一
者
教
義
、
二
理
事
、
三
解
行
、
四
因
果
、
五
人
法
、

六
分
齊
境
位
、
七
法
智
師
弟
、
八
主
伴
依
正
、
九
逆
順
體
用
、

十
隨
生
根
欲
性
。
所
言
教
義
者
、
教
即
是
通
相
別
相
。
三

乘
五
乘
之
教
、
即
以
別
教
以
論
別
義
、
所
以
得
理
而
忘
教
。

若
入
此
通
宗
、
而
教
即
義
、
以
同
時
相
應
故
也
。
第
二
理

事
者
、
若
三
乘
教
辨
即
異
事
顯
異
理
。
如
諸
經
舉
異
事
喩

異
理
。
若
此
宗
即
事
是
理
。
如
入
法
界
等
經
文
是
體
實
即

是
理
、
相
彰
即
是
事
。
第
三
解
行
者
、
如
三
乘
説
解
而
非

行
。
如
説
人
名
字
而
不
識
其
人
。
若
通
宗
説
者
、即
行
即
解
。

如
看
其
面
不
説
其
名
而
自
識
也
。
相
顯
為
行
、
契
窮
後
際

為
解
。
第
四
因
果
者
、
修
相
為
因
、
契
窮
為
果
。
第
五
人

法
者
、
文
殊
顯
其
妙
慧
、
普
賢
彰
其
稱
周
、
明
人
即
法
也
。

第
六
分
齊
境
位
者
、
參
而
不
雜
各
住
分
位
、
即
分
齊
境
位
。

第
七
法
智
師
弟
者
、
開
發
為
師
、
相
成
即
弟
子
。
第
八
主
伴

依
正
者
、
舉
一
為
主
、
餘
即
為
伴
。
主
以
為
正
、
伴
即
是
依
。

初
立
義
門
者
、
略
立
十
義
門
、
以
顯
無
盡
。
何
者
為
十
。
一

教
義
、
即
攝
一
乘
三
乘
乃
至
五
乘
等
一
切
教
義
。
餘
下
準
之
。

二
理
事
、
即
攝
一
切
理
事
。
三
解
行
、
即
攝
一
切
解
行
。
四

因
果
、
即
攝
一
切
因
果
。
五
人
法
、
即
攝
一
切
人
法
。
六
分

齊
境
位
、
即
攝
一
切
分
齊
境
位
。
七
師
弟
法
智
、
即
攝
一
切

師
弟
法
智
。
八
主
伴
依
正
、
即
攝
一
切
主
伴
依
正
。
九
隨
其

根
欲
示
現
、
即
攝
一
切
隨
其
根
欲
示
現
。
十
逆
順
體
用
自
在

等
、
即
攝
一
切
逆
順
體
用
自
在
等
。
此
十
門
為
首
、
皆
各
總

攝
一
切
法
、成
無
盡
也
。
二
言
解
釋
者
、亦
以
十
門
釋
前
十
義
、

以
顯
無
盡
。
問
。
何
以
得
知
十
數
顯
無
盡
耶
。
答
。
依
華
嚴

經
中
立
十
數
為
則
以
顯
無
盡
義
。（
五
〇
四
下
〜
五
〇
五
上
）
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第
九
逆
順
體
用
者
、即
是
成
壞
義
也
。
第
十
隨
生
根
欲
性
者
、

隨
緣
常
應
也
。
如
涅
槃
經
云
。
此
方
見
滿
餘
方
見
半
。
而

月
實
無
虛
盈
。
若
此
宗
明
者
、
常
增
減
而
常
無
增
減
、
以

同
時
相
應
。
然
此
十
門
體
無
前
後
、
相
應
既
其
具
此
十
門
。

餘
因
陀
羅
等
九
門
亦
皆
具
此
十
門
。
何
但
此
十
門
。
其
中

一
一
皆
稱
周
法
界
。
所
以
舉
十
門
者
、
成
其
無
盡
義
也
。

（
五
一
五
下
）

38

今
釋
第
一
同
時
具
足
相
應
門
者
、
即
具
明
教
義
理
事
等
十
門

同
時
也
。
何
以
得
如
此
耶
。
良
由
緣
起
實
德
法
性
海
印
三
昧

力
用
故
、得
然
。
非
是
方
便
緣
修
所
成
故
得
同
時
。（
五
一
五

下
〜
五
一
六
上
）

一
者
同
時
具
足
相
應
門
。
此
上
十
義
同
時
相
應
成
一
緣
起
、

無
有
前
後
始
終
等
別
、
具
足
一
切
自
在
逆
順
、參
而
不
雜
成
緣

起
際
。此
依
海
印
三
昧
、炳
然
同
時
顯
現
成
矣
。（
五
〇
五
上
）

39

今
且
據
因
是
同
時
者
、
若
小
乘
説
因
果
者
、
即
轉
因
以
成

果
、
因
滅
始
果
成
。
若
據
大
乘
因
果
、
亦
得
同
時
、
而
不

彰
其
無
盡
。
如
似
舍
緣
以
成
舍
、因
果
同
時
成
而
不
成
餘
物
。

以
因
有
親
疏
故
。
所
以
成
有
盡
。
若
通
宗
明
因
果
者
、
舉

疏
緣
以
入
親
。
是
故
如
舍
成
時
、
一
切
法
皆
一
時
成
。
若

有
一
法
不
成
者
、
此
舍
亦
不
成
。
如
似
初
步
若
到
、
一
切

步
皆
到
、
若
有
一
步
非
到
者
、
一
切
步
皆
非
到
。
故
經
云
。

雖
成
等
正
覺
不
捨
初
發
心
。又
如
大
品
經
云
。非
初
不
離
初
、

非
後
不
離
後
、
而
明
菩
提
也
。（
五
一
五
下
〜
五
一
六
上
）

40

問
。
既
言
一
步
即
到
者
、
何
須
用
第
二
步
耶
。
答
。
汝
言
一

步
即
到
者
、
為
多
是
即
一
以
不
。
又
言
何
用
第
二
步
者
、
此

第
二
步
為
是
一
即
多
以
否
。
若
初
步
是
多
一
、
第
二
步
即
一

多
者
、云
何
乃
言
一
步
到
不
用
第
二
步
耶
。
若
不
一
是
多
一
、

多
亦
不
是
一
多
者
、
何
但
一
步
不
能
到
。
雖
行
多
步
終
是

不
到
。
故
知
、一
步
與
多
步
常
有
到
不
到
義
。
因
中
尚
爾
者
、

果
中
亦
無
果
義
。故
涅
槃
經
云
。智
者
應
當
定
説
亦
有
亦
無
。

今
舉
一
步
到
者
、
即
是
法
界
緣
起
海
印
定
力
、
説
到
不
到
、

不
同
情
謂
説
到
不
到
。
故
經
云
。
唯
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應
度
者
乃
能
見
之
。
而
復
不
失
因
果
、
不
墮
斷
常
。
故
經

云
。
深
入
緣
起
斷
諸
邪
見
、斯
之
謂
也
。
問
。
若
因
果
同
時
、

即
因
成
果
、
因
即
成
果
、
那
得
言
不
失
因
果
耶
。
答
。
如

地
論
云
。
依
緣
二
種
義
示
現
二
種
時
、
依
因
義
者
名
為
因
、

依
果
義
者
名
為
果
。
豈
得
失
於
因
果
耶
。
又
且
既
言
因
果

同
時
、
那
得
言
失
。
若
其
失
者
、
何
名
因
果
同
時
耶
。
因

果
同
時
既
如
此
。
教
義
理
事
等
同
時
亦
然
。

問
。
既
言
同
時
相
應
者
、
今
舉
因
果
一
事
、
即
得
具
前
教
義

等
十
門
以
否
。
答
。
今
但
舉
十
門
者
、
欲
成
其
無
盡
。
若

論
三
種
世
間
圓
融
、
可
但
一
事
具
此
十
門
、
亦
具
無
盡
無

量
法
界
虛
空
法
門
、
成
其
無
盡
復
無
盡
。
若
但
就
別
事
説

不
成
無
盡
者
、
只
同
大
乘
義
也
。（
五
一
六
上
〜
中
）

41

第
二
因
陀
羅
網
境
界
門
者
、
此
約
譬
以
明
。
亦
復
具
有
教

義
等
十
門
。
如
梵
網
經
、即
取
梵
宮
羅
網
為
喩
。今
言
因
陀

羅
網
者
、
即
以
帝
釋
殿
網
為
喩
。
帝
釋
殿
網
為
喩
者
、須
先

識
此
帝
網
之
相
。
以
何
為
相
。
猶
如
衆
鏡
相
照
衆
鏡
之
影

見
一
鏡
中
。
如
是
影
中
復
現
衆
影
。
一
一
影
中
復
現
衆
影
。

即
重
重
現
影
、
成
其
無
盡
復
無
盡
也
。
是
故
如
第
七
地
讚

請
經
云
。
於
一
微
塵
中
各
示
那
由
他
無
量
無
邊
佛
於
中
而

説
法
。
此
即
智
正
覺
世
間
。
又
云
。
於
一
微
塵
中
現
無
量

佛
國
須
彌
金
剛
、
圍
世
間
不
迫
迮
。
此
即
據
器
世
間
。
又

云
。
於
一
微
塵
中
現
有
三
惡
道
天
人
阿
修
羅
、各
各
受
業
報
。

此
即
據
衆
生
世
間
。
又
云
。
如
一
微
塵
所
示
現
、一
切
微
塵

亦
如
是
。
故
於
微
塵
現
國
土
、
國
土
微
塵
復
示
現
。
所
以

成
其
無
盡
復
無
盡
。
此
即
是
其
法
界
緣
起
如
智
如
理
實
德
。

如
此
非
即
變
化
對
緣
方
便
故
説
。
若
是
大
乘
宗
所
明
、
即

言
神
力
變
化
故
大
小
得
相
入
。
或
云
菩
薩
力
故
入
。
又
言

不
二
故
入
。
不
同
一
乘
説
。（
大
正
藏
巻
四
五　

五
一
六
中
）

第
四
者
因
陀
羅
網
境
界
門
。
此
但
從
喩
異
前
耳
。
此
上
諸
義

體
相
自
在
、
隱
顯
互
現
重
重
無
盡
。
故
此
經
云
、
於
一
微
塵

中
各
示
那
由
他
無
數
億
諸
佛
於
中
而
説
法
、
於
一
微
塵
中
現

無
量
佛
國
須
彌
金
剛
圍
世
間
不
迫
迮
、
於
一
微
塵
中
現
有
三

惡
道
天
人
阿
脩
羅
各
各
受
果
報
。
此
三
偈
即
三
世
間
也
。
又

云
、
一
切
佛
刹
微
塵
等
爾
所
佛
坐
一
毛
孔
、
皆
有
無
量
菩
薩

衆
、
各
為
具
説
普
賢
行
。
無
量
刹
海
處
一
毛
、
悉
坐
菩
提
蓮

華
座
遍
滿
一
切
諸
法
界
、
一
切
毛
孔
自
在
現
。
又
云
、
如
一

微
塵
所
示
現
一
切
微
塵
亦
如
是
。
餘
者
云
云
無
量
、
廣
如
經

辯
。
此
等
並
是
實
義
、
非
變
化
成
。
此
是
如
理
智
中
如
量
境

也
。
其
餘
變
化
等
者
不
入
此
例
。
何
以
故
。
此
並
是
法
性
家

實
德
。法
爾
如
是
也
。非
謂
分
別
情
識
境
界
。此
可
去
情
思
之
。

（
五
〇
六
上
）
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問
。
若
此
宗
明
相
入
不
論
神
力
、
乃
言
自
體
常
如
此
者
、
斯

則
渾
無
疆
界
、無
始
無
終
、何
緣
得
辨
因
果
教
義
等
耶
。
答
。

以
隨
智
差
別
故
、
舉
一
為
主
、
餘
則
為
伴
。
猶
如
帝
網
舉

一
珠
為
首
、
衆
珠
現
中
、
如
一
珠
即
爾
、
一
切
珠
現
亦
如
是
。

是
故
前
經
、
舉
一
菩
薩
為
主
、
一
切
菩
薩
圍
繞
。
一
一
菩

薩
皆
悉
如
是
。
又
如
諸
方
皆
來
證
誠
同
其
名
號
、
一
切
十

方
證
誠
皆
亦
如
是
。
所
以
成
其
無
盡
復
無
盡
。
而
不
失
因

果
先
後
次
第
、而
體
無
增
減
。
故
経
云
。
一
切
衆
生
盡
成
佛
、

佛
界
亦
不
增
、
衆
生
界
亦
不
減
。
若
無
一
衆
生
成
佛
、
衆

生
界
亦
不
增
、
佛
界
亦
不
減
也
。（
五
一
六
中
〜
下
）

問
。
若
據
此
文
重
重
無
盡
、有
何
分
齊
、云
何
辯
其
始
終
等
耶
。

答
。
隨
其
智
取
、
舉
一
為
首
、
餘
則
為
伴
。
據
其
首
者
即
當

中
、
餘
者
即
眷
屬
圍
繞
。
如
上
教
義
等
、
並
悉
如
是
自
在
成

耳
。
反
前
相
即
相
入
自
在
等
、
皆
悉
如
是
攝
一
切
法
無
窮
法

界
、
並
悉
因
陀
羅
成
也
。（
五
〇
六
中
）

43

問
。
上
一
塵
中
現
無
量
佛
刹
等
者
、
此
但
是
一
重
現
而
已
、

何
故
乃
云
重
重
現
耶
。
答
。
此
方
説
華
嚴
經
時
、
云
一
切
微

塵
中
亦
如
是
説
、
彼
微
塵
中
説
華
嚴
經
時
、
亦
云
一
切
微

塵
中
亦
如
是
説
、
如
是
展
轉
即
重
重
無
盡
也
。
宜
準
思
之
。

（
五
〇
六
上
〜
中
）
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第
三
祕
密
隱
顯
倶
成
門
者
、
此
約
緣
起
説
也
。
還
具
前
教
義

十
門
。
所
言
隱
顯
者
、
如
涅
槃
經
半
字
及
滿
字
。
昔
説
半

字
故
、
半
字
即
顯
、
滿
字
即
隱
。
今
日
説
滿
字
、
即
滿
字

即
顯
、半
字
即
隱
。
此
即
約
緣
而
説
隱
顯
。
又
如
月
喩
品
云
。

此
方
見
半(

他
方
見
滿)

。
而
彼
月
性
實
無
虧
盈
。
隨
緣
所

見
故
有
增
減
。
此
即
是
大
乘
宗
中
説
。
若
通
宗
辨
者
、
不

待
説
與
不
説
。
常
半
常
滿
、
隱
顯
無
別
時
。
如
彼
月
性
常

滿
而
常
半
、半
滿
無
異
時
。
是
故
如
來
於
一
念
中
八
相
成
道
、

生
時
即
是
滅
時
、
同
時
倶
成
故
、
所
以
稱
祕
密
。
如
似
十

數
一
即
十
、一
即
是
顯
、
二
三
四
至
十
即
為
隱
。
又
眼
根
入

正
受
即
是
顯
、
於
色
法
中
三
昧
起
即
名
隱
。
而
此
隱
顯
體

無
前
後
、
故
言
祕
密
也
。（
五
一
六
下
）

六
者
祕
密
隱
顯
倶
成
門
。
此
上
諸
義
隱
覆
顯
了
、
倶
時
成
就

也
。
故
此
經
云
、
於
此
方
入
正
受
、
他
方
三
昧
起
、
眼
根
入

正
定
、
色
塵
三
昧
起
等
云
云
。
又
云
、
男
子
身
中
入
正
受
、

女
子
身
中
三
昧
起
等
云
云
。
於
一
微
塵
入
正
受
、
一
毛
端
頭

三
昧
起
。
如
是
自
在
此
隱
彼
顯
、
正
受
及
起
定
同
時
祕
密
成

矣
。
又
此
經
云
、
十
方
世
界
有
緣
故
、
往
返
出
入
度
衆
生
、

或
見
菩
薩
入
正
受
、
或
見
菩
薩
從
定
起
。
又
云
、
於
彼
十
方

世
界
中
、
念
念
示
現
成
正
覺
轉
正
法
輪
入
涅
槃
現
分
舍
利
度

衆
生
。如
是
無
量
。廣
如
經
辯
。又
如
佛
為
諸
菩
薩
受
記
之
時
、

或
現
前
受
記
、
或
不
現
前
祕
密
受
記
等
。
如
上
第
一
錢
中
十

錢
名
為
顯
了
、
第
二
錢
望
第
一
錢
中
十
即
為
祕
密
。
何
以
故
。

見
此
不
見
彼
故
。
不
相
知
故
。
雖
不
相
知
見
、
然
則
成
此
彼

成
故
、
倶
名
成
也
。
應
如
此
準
思
之
。（
五
〇
六
中
〜
下
）
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第
四
微
細
相
容
安
立
門
者
、
此
就
相
説
。
如
一
微
塵
、
此
即

是
其
小
相
。
無
量
佛
國
須
彌
金
剛
山
等
即
其
大
相
。
直
以

緣
起
實
德
無
礙
自
在
致
使
相
容
、
非
是
天
人
所
作
故
安
立
。

如
似
一
微
塵
中
有
穢
國
土
、
而
即
於
此
微
塵
中
具
有
不
可

説
淨
國
、
在
此
微
塵
中
而
於
彼
穢
國
不
相
妨
礙
、
而
此
淨

國
之
相
仍
亦
不
失
。
乃
至
有
諸
國
土
尸
羅
盆
幢
形
三
方
及

四
維
等
國
、
在
此
一
微
塵
中
常
不
相
妨
礙
。
故
普
賢
品
云
。

一
切
諸
世
界
入
於
一
微
塵
中
、
世
界
不
積
聚
、
亦
復
不
離

散
。
故
知
。
若
與
普
相
應
、
能
於
一
微
塵
中
見
不
可
説
國

土
、而
不
雜
亂
不
增
不
減
。
豈
可
須
彌
納
芥
子
將
為
難
事
哉
。

理
事
等
十
門
安
立
相
容
亦
如
是
。（
五
一
六
下
〜
五
一
七
上
）

五
者
微
細
相
容
安
立
門
。
此
上
諸
義
、
於
一
念
中
具
足
始
終

同
時
別
時
前
後
逆
順
等
一
切
法
門
、
於
一
念
中
炳
然
同
時
齊

頭
顯
現
無
不
明
了
、
猶
如
束
箭
齊
頭
顯
現
耳
。
故
此
經
云
、

菩
薩
於
一
念
中
從
兜
率
天
降
神
母
胎
、
乃
至
流
通
舍
利
法
住

久
遠
、
及
所
被
益
諸
衆
生
等
於
一
念
中
皆
悉
顯
現
。
廣
如
經

文
。又
云
、一
毛
孔
中
無
量
佛
刹
莊
嚴
清
淨
曠
然
安
住
。又
云
、

於
一
塵
内
微
細
國
土
、
一
切
塵
等
悉
於
中
住
。
宜
可
如
理
思

之
。（
五
〇
六
中
）

46

問
。
此
相
容
門
與
前
因
陀
羅
網
門
有
何
別
耶
。
答
。
諸
門

隱
映
互
相
顯
發
重
重(

復
重
重
成
其
無)

盡
者
、
即
是
因
陀

羅
網
門
中
攝
。
若
諸
門
一
時
具
顯
不
相
妨
礙
、
即
是
相
容

門
中
攝
。（
五
一
七
上
）

問
。
是
義
與
上
因
陀
羅
何
別
耶
。
答
。
重
重
隱
映
互
現
、
因

陀
羅
攝
。
齊
頭
炳
然
顯
著
、
微
細
攝
。
此
等
諸
義
並
別
不
同
。

宜
細
思
之
。（
五
〇
六
中
）
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第
五
十
世
隔
法
異
成
門
者
、
此
約
三
世
説
。
如
離
世
間
品

説
。
十
世
者
、
過
去
説
過
去
、
過
去
説
未
來
、
過
去
説
現
在
、

現
在
説
現
在
、
現
在
説
未
來
、
現
在
説
過
去
、
未
來
説
未

來
、
未
來
説
過
去
、
未
來
説
現
在
、
三
世
為
一
念
、
合
前

九
為
十
世
也
。
如
是
十
世
以
緣
起
力
故
、
相
即
復
相
入
而

不
失
三
世
。
如
以
五
指
為
拳
不
失
指
。
十
世
雖
同
時
、
而

不
失
十
世
。
故
經
云
。
過
去
劫
入
未
來
、
現
在
劫
入
過
去
、

現
在
劫
入
過
去
、
未
來
劫
入
現
在
。
又
云
。
長
劫
入
短
劫
、

短
劫
入
長
劫
、
有
劫
入
無
劫
、
無
劫
入
有
劫
。
又
云
。
過

去
是
未
來
、
未
來
是
過
去
、
現
在
是
過
去
、
菩
薩
悉
了
知
。

又
云
。
無
盡
無
數
劫
能
作
一
念
頃
、
非
長
亦
非
短
。
解
脱

人
所
行
如
是
。十
世
相
入
復
相
即
。而
不
失
先
後
短
長
之
相
。

故
云
隔
法
異
成
。
教
義
理
事
等
十
門
相
即
相
入
、
而
不
失

先
後
差
別
之
相
、
故
名
異
成
也
。（
五
一
七
上
）

八
者
十
世
隔
法
異
成
門
。
此
上
諸
雜
義
遍
十
世
中
、
同
時
別

異
具
足
顯
現
。
以
時
與
法
不
相
離
故
。
言
十
世
者
、
過
去
未

來
現
在
三
世
、
各
有
過
去
未
來
及
現
在
、
即
為
九
世
也
。
然

此
九
世
迭
相
即
入
故
、
成
一
總
句
。
總
別
合
成
十
世
也
。
此

十
世
具
足
別
異
、
同
時
顯
現
成
緣
起
故
。
得
即
入
也
。
故
此

經
云
、
或
以
長
劫
入
短
劫
、
短
劫
入
長
劫
、
或
百
千
大
劫
為

一
念
、
一
念
即
百
千
大
劫
、
或
過
去
劫
入
未
來
劫
、
未
來
劫

入
過
去
劫
。
如
是
自
在
時
劫
無
礙
、
相
即
相
入
渾
融
成
矣
。

又
此
經
云
、
於
一
微
塵
中
普
現
三
世
一
切
佛
刹
。
又
云
、
於

一
微
塵
中
普
現
三
世
一
切
衆
生
。
又
云
、
於
一
微
塵
中
普
現

三
世
一
切
諸
佛
事
。
又
云
、
於
一
微
塵
中
建
立
三
世
一
切
佛

轉
法
輪
。
如
是
云
云
無
量
。
廣
如
經
文
。
此
普
攝
上
諸
義
門
、

悉
於
十
世
中
自
在
現
耳
。宜
可
思
之
。（
五
〇
六
下
五
〇
七
上
）
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第
六
諸
藏
純
雜
具
德
門
者
、此
約
諸
度
門
説
。何
者
、如
似
就

一
施
門
脱
者
、一
切
萬
法
皆
悉
名
施
、所
以
名
純
。而
此
施
門

即
具
諸
度
等
行
、故
名
為
雜
。如
是
純
之
與
雜
不
相
妨
礙
、故

名
具
德
。如
大
品
經
一
念
品
明
。從
始
至
終
不
出
一
念
、即
名

為
純
。而
此
一
念
之
中
具
於
萬
行
、即
名
為
雜
。雖
爾
而
與
此

中
純
雜
義
別
。何
者
。如
彼
經
一
念
者
、同
是
無
得
相
應
、不

明
緣
起
德
用
。若
此
明
純
者
、若
約
施
門
、一
切
皆
施
。若
説

忍
門
、一
切
皆
忍
。説
忍
門
者
、諸
行
如
虛
空
、即
名
為
純
。而

此
忍
門
具
足
諸
門
、即
名
為
雜
。純
雜
不
相
亂
故
名
具
德
。故

不
同
彼
念
品
。又
問
。此
與
六
度
相
攝
義
有
何
別
耶
。答
。六

度
相
攝
義
者
、如
似
以
施
攝
諸
度
、而
諸
度
非
是
施
。若
此
明

者
、以
施
攝
諸
門
、無
門
不
是
施
、以
緣
起
力
故
、不
同
六
度

相
攝
。故
一
攝
於
九
十
、而
九
十
等
皆
是
一
、是
故
名
為
純
。

而
一
内
即
具
九
十
等
、是
故
復
名
雜
。故
知
、不
同
相
攝
義
。

問
。此
與
大
品
相
資
義
復
有
何
別
耶
。彼
中
資
者
、闕
一
即
不

成
。此
中
十
數
、闕
一
亦
不
成
。彼
此
二
未
審
有
何
別
耶
。答
。

彼
言
相
資
者
、而
能
非
是
所
。今
言
十
成
一
。而
一
即
是
十
。

所
以
不
同
資
義
。（
五
一
七
上
〜
中
）

第
七
諸
藏
純
雜
具
德
門
。
此
上
諸
義
或
純
或
雜
。
如
前
人
法

等
、若
以
人
門
取
者
、即
一
切
皆
人
故
名
為
純
。
又
即
此
人
門
、

具
含
理
事
等
一
切
差
別
法
故
名
為
雜
。
又
如
菩
薩
入
一
三
昧

唯
行
布
施
無
量
無
邊
更
無
餘
行
故
名
純
。
又
入
一
三
昧
即
施

戒
度
生
等
無
量
無
邊
諸
餘
雜
行
、
倶
時
成
就
也
。
如
是
繁
興

法
界
純
雜
自
在
、無
不
具
足
者
矣
。
宜
準
思
之
。（
五
〇
六
下
）
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第
七
一
多
相
容
不
同
門
者
、此
約
理
説
。以
一
入
多
、多
入
一

故
、名
相
容
。即
體
無
先
後
。而
不
失
一
多
之
相
、故
曰
不
同
。

此
即
緣
起
實
德
、非
天
人
所
修
。故
經
云
。以
一
佛
土
滿
十

方
。十
方
入
一
亦
無
餘
。世
界
本
相
亦
不
壞
。自
在
願
力
故
能

爾
。又
如
普
賢
品
云
。一
切
衆
生
身
入
一
衆
生
身
。一
衆
生
身

入
一
切
衆
生
身
。又
云
。一
切
諸
世
界
令
入
一
塵
中
、世
界
不

積
聚
、亦
復
不
雜
亂
。須
彌
入
芥
子
、此
即
不
説
也
。（
五
一
七

中
）

二
者
一
多
相
容
不
同
門
。
此
上
諸
義
、
隨
一
門
中
即
具
攝
前

因
果
理
事
一
切
法
門
。
如
彼
初
錢
中
即
攝
無
盡
義
者
、
此
亦

如
是
。
然
此
一
中
雖
具
有
多
、
仍
一
非
即
是
其
多
耳
。
多
中

一
等
、準
上
思
之
。
餘
一
一
門
中
、皆
悉
如
是
重
重
無
盡
故
也
。

故
此
經
偈
云
、
以
一
佛
土
滿
十
方
、
十
方
入
一
亦
無
餘
、
世

界
本
相
亦
不
壞
、
無
比
功
德
故
能
爾
。
然
此
一
多
雖
復
互
相

含
受
自
在
無
礙
、
仍
體
不
同
也
。
所
由
如
上
錢
義
中
釋
。
此

有
同
體
異
體
。
準
上
思
之
可
解
。（
五
〇
五
上
）

50

第
八
諸
法
相
即
自
在
門
者
、
此
約
用
説
。
還
就
約
教
義
理

事
等
十
門
、
取
其
三
種
世
間
圓
融
無
礙
自
在
、
故
一
即
攝

一
切
、
成
其
無
盡
復
無
盡
。
以
其
無
盡
故
、
相
即
復
相
入
。

此
約
用
以
説
。（
五
一
七
中
）

三
者
諸
法
相
即
自
在
門
。此
上
諸
義
一
即
一
切
、一
切
即
一
、

圓
融
自
在
無
礙
成
耳
。若
約
同
體
門
中
、即
自
具
足
攝
一
切
法

也
。然
此
自
一
切
復
自
相
入
、重
重
無
盡
故
也
。然
此
無
盡
皆

悉
在
初
門
中
也
。故
此
經
云
、初
發
心
菩
薩
一
念
之
切
德
深
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廣
無
邊
際
、如
來
分
別
説
、窮
劫
不
能
盡
、何
況
於
無
邊
無
數

無
量
劫
、具
足
修
諸
度
諸
地
功
德
行
。義
言
一
念
即
深
廣
無
邊

者
、良
由
緣
起
法
界
一
即
一
切
故
爾
。如
彼
同
體
門
中
一
錢
即

得
重
重
無
盡
義
者
、即
其
事
也
。何
況
無
邊
劫
者
、即
餘
一
一

門
中
、各
現
無
盡
義
者
是
也
。所
以
爾
者
、此
經
又
云
、初
發

心
菩
薩
即
是
佛
故
也
。由
是
緣
起
妙
理
始
終
皆
齊
、得
始
即
得

終
、窮
終
方
原
始
。如
上
同
時
具
足
故
得
然
也
。又
云
、在
於

一
地
普
攝
一
切
諸
地
功
德
也
。是
故
得
一
即
得
一
切
。又
云
、

知
一
即
多
多
即
一
故
也
。十
信
終
心
即
作
佛
者
、即
其
事
也
。

（
五
〇
五
上
〜
中
）

51

問
。
此
明
其
無
盡
復
無
盡
相
即
復
相
入
、
與
前
因
陀
羅
網

及
微
細
相
容
門
、
有
何
差
別
耶
。
答
。
如
譬
説
同
體
門
中

説
者
、
若
就
隱
映
相
應
互
相
顯
發
重
重
復
重
重
成
其
無
盡

者
、即
是
因
陀
羅
網
門
攝
。
若
諸
門
一
時
具
顯
不
相
妨
礙
者
、

是
相
容
門
攝
。
若
就
三
世
圓
融
無
礙
自
在
相
即
復
相
入
成

其
無
盡
復
無
盡
者
、
即
是
此
門
攝
。（
五
一
七
中
〜
下
）

問
。
如
同
體
一
門
中
即
攝
一
切
無
盡
者
、
為
一
時
倶
現
耶
、

為
前
後
耶
。答
。於
一
門
中
一
時
炳
然
現
一
切
者
、屬
微
細
攝
。

隱
映
互
現
重
重
者
、
屬
因
陀
羅
攝
。
餘
義
即
同
即
異
、
即
多

即
少
、
即
有
即
無
、
即
始
即
終
、
如
是
自
在
具
足
一
切
無
盡

法
門
、
仍
隨
舉
為
首
、
餘
即
為
伴
、
道
理
一
不
差
失
舊
來
如

此
。
亦
辯
同
體
一
門
中
具
足
自
在
無
窮
德
耳
。
餘
異
體
等
門

中
、
亦
準
思
之
。（
五
〇
五
中
）

52

問
。
若
如
是
相
即
即
復
相
入
成
其
無
盡
復
無
盡
者
、
此
乃

渾
無
疆
界
、
何
始
何
終
何
因
何
果
耶
。
答
。
此
據
法
界
緣

起
體
性
成
其
無
盡
復
無
盡
、
故
先
後
因
果
不
失
。
雖
不
失

先
後
、
而
先
後
相
即
復
相
入
、
故
成
其
無
盡
。
以
先
後
相

即
復
相
入
故
、
初
發
心
時
便
成
正
覺
。
如
前
章
門
。
一
即

一
切
無
盡
亦
復
無
盡
、
二
三
亦
復
爾
。
故
此
經
歎
初
發
心
功

德
云
、
彼
一
念
功
德
深
廣
無
邊
際
、
如
來
分
別
説
窮
劫
不

可
盡
。
此
即
明
其
一
即
一
切
成
其
一
切
無
盡
。
又
云
。
何

況
於
無
量
無
數
無
邊
劫
具
足
、
修
諸
度
諸
地
功
德
行
。
此

即
是
從
二
三
至
九
十
皆
成
無
盡
。
以
是
故
、
從
十
信
終
心
、

至
十
住
十
行
及
十
迴
向
地
等
、
皆
悉
明
成
佛
者
、
良
由
始

終
相
即
復
相
入
、
成
無
盡
故
。（
五
一
七
下
）
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問
。
所
以
得
知
信
位
菩
薩
乃
至
佛
同
處
並
頭
。
如
下
經
云
、

初
發
心
時
、便
成
正
覺
。
亦
如
地
論
釋
、信
地
菩
薩
乃
至
佛
、

六
相
成
故
。
明
知
、
有
如
是
義
。
六
相
如
上
。
此
語
欲
入

法
性
家
要
門
、開
陀
羅
尼
藏
。好[

卄/(

戊@
((

甬-

用)/

皿))]
[

匙-

匕+

我]

故
。
上
來
所
明
者
、
唯
顯
示
一
乘
陀
羅
尼

大
緣
起
法
。
亦
可
論
、
一
乘
無
礙
辨
大
體
、
非
三
乘
分
齊
。

（
七
一
五
中
）

問
。
此
同
體
中
所
攝
一
切
者
、
但
應
攝
自
門
中
一
切
、
豈
可

攝
餘
門
中
一
切
耶
。
答
。
既
攝
自
一
切
、
復
攝
餘
一
一
門
中

無
盡
一
切
、
如
是
重
重
窮
其
法
界
也
。
何
以
故
。
圓
融
法
界

無
盡
緣
起
、
無
一
一
切
並
不
成
故
。
此
但
論
法
性
家
實
德
故
、

不
可
説
其
邊
量
。
故
此
經
偈
云
、
不
可
言
説
諸
劫
中
演
説
一

切
不
可
説
、不
可
説
劫
猶
可
盡
、説
不
可
説
不
可
盡
。
又
偈
云
、

一
切
衆
生
心
悉
可
分
別
知
、
一
切
刹
微
塵
尚
可
算
其
數
、
十

方
虛
空
界
一
毛
猶
可
量
、
菩
薩
初
發
心
究
竟
不
可
惻
。
良
由

此
一
乘
圓
極
自
在
無
礙
法
門
得
一
即
得
一
切
故
耳
。
因
果
倶

齊
無
前
後
別
。
故
地
論
云
、
以
信
地
菩
薩
乃
至
與
不
可
思
議

佛
法
為
一
緣
起
、
以
六
相
總
別
等
義
而
用
括
之
。
明
知
、
因

果
倶
時
相
容
相
即
、
各
攝
一
切
互
為
主
伴
。
深
須
思
之
、
此

事
不
疑
。
又
此
經
云
、
何
以
故
。
此
初
發
心
菩
薩
即
是
佛
故
、

悉
與
三
世
諸
如
來
等
、
亦
與
三
世
佛
境
界
等
、
悉
與
三
世
佛

正
法
等
、
得
如
來
一
身
無
量
身
三
世
諸
佛
平
等
智
慧
、
所
化

衆
生
皆
悉
平
等
。
又
云
、
初
發
心
時
便
成
正
覺
、
具
足
慧
身

不
由
他
悟
。
如
是
云
云
無
量
、廣
如
經
文
。（
五
〇
五
中
〜
下
）

54

問
。
如
前
明
果
德
絶
於
説
相
、
云
何
十
信
終
心
即
具
佛
果
德

用
耶
。
若
十
信
同
果
德
者
、
即
果
德
是
可
説
之
相
。
何
不

可
説
耶
。
答
。
因
位
菩
薩
有
果
德
者
、欲
彰
果
德
是
不
可
説
。

是
故
歎
德
文
云
、
菩
薩
在
此
一
地
、
普
攝
一
切
諸
地
功
德
。

（
五
一
七
下
）

問
。
此
等
歎
因
中
德
耳
、
豈
可
即
滿
德
果
耶
。
答
。
此
一
乘

義
、
因
果
同
體
成
一
緣
起
、
得
此
即
得
彼
。
由
彼
此
相
即
故
。

若
不
得
果
者
、
因
即
不
成
因
。
何
以
故
。
不
得
果
等
非
因
也
。

（
五
〇
五
下
）

問
。
上
言
果
分
離
緣
不
可
説
相
、
但
論
因
分
者
、
何
故
十
信

終
心
、
即
辯
作
佛
得
果
法
耶
。
答
。
令
言
作
佛
者
、
但
從
初

見
聞
已
去
、
乃
至
第
二
生
即
成
解
行
、
解
行
終
心
因
位
窮
滿

者
、
於
第
三
生
即
得
彼
究
竟
自
在
圓
融
果
矣
。
由
此
因
體
依

果
成
故
。
但
因
滿
者
、
即
沒
於
果
海
中
也
。
為
是
證
境
界
故
、

不
可
説
也
。
此
如
龍
女
及
普
莊
嚴
童
子
善
財
童
子
并
兜
率
天

子
等
、
於
三
生
中
即
克
彼
果
義
等
。
廣
如
經
辯
、
應
準
思
之
。

（
五
〇
五
下
〜
五
〇
六
上
）
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問
。
若
一
地
即
攝
一
切
諸
地
功
德
、
一
即
一
切
、
初
即
攝

後
者
、
一
門
即
具
、
何
用
餘
門
也
。
答
。
若
無
餘
門
、
一

門
即
不
成
故
。
如
一
升
即
攝
一
斗
。
若
無
一
升
、
此
斗
即

不
成
。（
五
一
七
下
）

問
。
若
一
門
中
即
具
足
一
切
無
盡
自
在
者
、
餘
門
何
用
為
。

答
。餘
門
如
虛
空
。何
以
故
。同
體
一
門
并
攝
一
切
無
不
盡
故
。

（
五
〇
五
中
）

56

問
。
若
無
升
即
無
斗
者
、
今
舉
一
升
即
得
一
斗
以
不
。
若
一

升
不
得
一
斗
、一
行
不
得
具
一
切
行
。
答
。
十
升
合
成
一
斗
。

既
無
其
升
時
、
將
何
作
斗
。
故
如
無
升
即
無
斗
、
有
升
即

有
斗
。
今
舉
升
即
斗
、
斗
升
之
外
無
別
升
斗
。
如
龜
毛
兔

角
不
可
得
。
初
心
即
成
佛
、
成
外
無
別
修
。
其
相
如
虛
空
。

是
故
言
初
心
成
佛
者
、
非
謂
不
具
諸
功
德
。
如
經
説
。
普

莊
嚴
童
子
一
生
具
見
佛
聞
法
、
即
得
三
昧
、
即
至
後
際
見

佛
滅
度
、
後
復
得
三
昧
。
如
經
、
一
生
得
見
聞
、
若
熏
習
、

二
生
成
其
解
行
、
三
生
得
入
果
海
。
同
一
緣
起
大
樹
而
此

三
生
只
在
一
念
。
猶
如
遠
行
到
在
初
步
。
然
此
初
步
之
到
、

非
謂
無
於
後
步
、
明
此
童
子
得
入
果
海
、
非
不
久
植
善
根
。

（
五
一
七
下
〜
五
一
八
上
）

57

問
。
既
言
久
修
始
得
者
、
云
何
言
一
念
得
耶
。
答
。
言
久

修
行
善
根
者
、
即
在
三
乘
教
攝
。
從
三
乘
入
一
乘
、
即
是

一
念
始
終
具
足
。
故
經
云
、
初
發
心
時
便
成
正
覺
、
乃
至

具
足
慧
身
不
由
他
悟
。
譬
衆
流
入
海
。
纔
入
一
滴
、
即
稱

周
大
海
無
始
無
終
。
若
餘
江
河
水
之
深
不
及
入
大
海
一
滴
。

故
即
用
三
乘
中
修
、
三
乘
多
劫
不
及
與
一
乘
中
一
念
。
故

下
明
善
財
從
文
殊
所
發
心
求
善
知
識
、
經
歷
一
百
一
十
城

已
、
而
不
如
一
念
得
見
普
賢
菩
薩
。
故
知
、
得
入
此
緣
起

大
海
、
一
念
豈
不
成
佛
耶
。
至
如
初
坐
用
心
之
徒
但
取
靜

心
即
言
成
佛
者
、
此
亦
謂
佛
成
在
、
而
不
得
是
圓
極
之
成
。

如
諸
江
河
亦
得
是
水
、
未
得
同
於
大
海
之
水
。（
五
一
八
上
）

問
。上
言
一
念
即
得
作
佛
者
、三
乘
中
已
有
此
義
。與
彼
何
別
。

答
。
三
乘
望
理
、
為
一
念
即
得
作
佛
。
今
此
一
乘
、
一
念
即

得
具
足
一
切
教
義
、
理
事
因
果
等
、
如
上
一
切
法
門
、
及
與

一
切
衆
生
皆
悉
同
時
同
時
同
時
同
時
同
時
同
時
同
時
同
時
同

時
同
時
作
佛
、
後
皆
新
新
斷
惑
、
亦
不
住
學
地
而
成
正
覺
。

具
足
十
佛
以
顯
無
盡
逆
順
德
故
。
及
因
陀
羅
微
細
九
世
十
世

等
遍
通
諸
位
。
謂
説
十
信
終
心
已
去
、
十
解
、
十
行
、
十
迴

向
、
十
地
及
佛
地
等
、
同
時
遍
成
無
有
前
後
、
具
足
一
切
耳
。

然
此
一
念
與
百
千
劫
無
有
異
也
。
直
須
思
之
。
此
即
第
三
諸

法
相
即
自
在
門
訖
。（
五
〇
六
上
）
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此
中
通
辨
一
念
成
佛
義
者
、
若
小
乘
説
、
要
三
大
阿
僧
祇
劫

滿
百
劫
、
修
行
相
好
業
始
得
成
佛
。
行
若
滿
、
意
欲
不
成

佛
亦
不
得
。故
無
一
念
成
佛
義
。若
大
乘
明
一
念
成
佛
義
者
、

凡
有
二
種
。
一
者
、
會
緣
以
入
實
性
無
多
少
故
、
明
一
念

成
佛
義
。
如
大
品
經
一
念
品
義
是
也
。
二
者
、
行
行
既
滿

取
最
後
念
、
名
為
成
佛
。
如
人
遠
行
以
後
步
為
到
。
此
亦

分
用
緣
起
、
而
明
三
僧
祇
劫
修
道
。
地
前
是
一
僧
祇
、
初

地
至
七
地
是
二
僧
祇
、八
地
至
十
地
是
三
僧
祇
。
然
亦
不
定
。

由
有
一
念
成
佛
故
、
明
知
不
定
。
若
一
乘
明
、
一
念
成
佛
、

如
大
乘
取
最
後
一
念
成
佛
、
即
入
一
乘
。
以
後
望
初
、
初

念
即
是
成
。
何
故
。
以
因
果
相
即
同
時
應
故
。
欲
論
其
成

者
、
成
復
成
成
復
成
。
衆
生
欲
在
後
成
佛
者
、
在
後
復
在

後
在
後
復
在
後
。
故
不
思
議
品
云
、
諸
佛
如
來
非
不
先
覺
、

為
衆
生
故
於
念
念
中
新
新
斷
結
、
亦
不
住
學
地
而
成
正
覺
。

故
今
舉
一
念
成
者
、
即
與
佛
同
時
、
位
未
見
究
竟
、
故
復

有
淺
深
之
殊
。
如
人
始
出
門
及
與
久
遊
他
土
、雖
同
在
空
中
、

而
遠
近
有
別
。
是
故
信
住
等
位
各
各
言
成
佛
者
、
而
復
辨

其
淺
深
。
此
須
善
思
之
。（
五
一
八
上
〜
中
）

59

第
九
唯
心
迴
轉
善
成
門
者
、
此
約
心
説
。
所
言
唯
心
迴
轉

者
、前
諸
義
教
門
等
、並
是
如
來
藏
性
清
淨
真
心
之
所
建
立
。

若
善
若
惡
隨
心
所
轉
故
、
云
迴
轉
善
成
。
心
外
無
別
境
故
、

言
唯
心
。
若
順
轉
即
名
涅
槃
、
故
經
云
心
造
諸
如
來
。
若

逆
轉
即
是
生
死
、
故
云
三
界
虛
妄
唯
一
心
作
。
生
死
涅
槃

皆
不
出
心
。是
故
不
得
定
説
性
是
淨
及
與
不
淨
。故
涅
槃
云
、

佛
性
非
淨
亦
非
不
淨
、
淨
與
不
淨
皆
唯
心
。
故
離
心
更
無

別
法
。
故
楞
伽
經
云
、
心
外
無
境
界
無
塵
虛
妄
見
。
問
。
若

心
外
更
無
別
境
、有
無
皆
由
心
成
者
、如
人
先
見
障
外
有
物
、

別
有
人
去
物
時
、
心
由
謂
有
、
爾
時
物
實
無
、
何
名
由
心

成
耶
。
答
。
若
隨
虛
妄
心
中
轉
者
、
此
障
外
物
亦
隨
心
之

九
者
唯
心
迴
轉
善
成
門
。
此
上
諸
義
、
唯
是
一
如
來
藏
、
為

自
性
清
淨
心
轉
也
。
但
性
起
具
德
故
、
異
三
乘
耳
。
然
一
心

亦
具
足
十
種
德
。
如
性
起
品
中
説
十
心
義
等
者
、
即
其
事
也
。

所
以
説
十
者
、
欲
顯
無
盡
故
。
如
是
自
在
具
足
無
窮
種
種
德

耳
。
此
上
諸
義
門
、
悉
是
此
心
自
在
作
用
、
更
無
餘
物
名
唯

心
轉
等
。
宜
思
釋
之
。（
五
〇
七
上
）
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59

有
無
。
此
亦
心
隨
去
物
不
去
物
而
轉
。
若
論
如
來
藏
性
真

實
淨
心
説
者
、
此
物
不
動
本
處
、
體
應
十
方
、
性
恒
常
轉
、

縱
移
到
他
方
、
而
常
不
動
本
處
。
此
即
緣
起
自
在
力
。
然

非
是
變
化
幻
術
所
為
。
是
故
雖
復
七
處
九
會
、
而
不
離
寂

滅
道
場
。
維
摩
云
、文
殊
師
利
不
來
相
而
來
、不
見
相
而
見
、

此
之
謂
也
。（
五
一
八
中
〜
下
）

60

第
十
託
事
顯
法
生
解
門
者
、此
約
智
説
。
言
託
事
者
、如
經
、

舉
金
色
世
界
之
事
、
即
顯
始
起
於
實
際
之
法
、
一
切
幢
一

切
蓋
等
事
是
行
體
也
。
又
如
法
界
品
云
、
開
樓
觀
門
相
見

彌
勒
菩
薩
所
行
因
事
、
至
菩
提
道
場
。
以
樓
觀
則
菩
提
相
。

所
以
言
顯
法
生
解
也
。
若
大
乘
宗
中
所
明
、亦
託
事
以
顯
法
、

即
以
異
事
顯
於
異
理
法
。
此
中
以
事
即
法
故
、
隨
舉
一
事

攝
法
無
盡
。
故
前
舉
旛
幢
等
、
皆
言
一
切
。
所
以
不
同
大

乘
説
也
。
此
中
明
因
果
者
、
如
一
乘
説
也
。（
五
一
八
下
）

十
者
託
事
顯
法
生
解
門
。
此
上
諸
義
隨
託
之
事
、
以
別
顯
別

法
。
謂
諸
理
事
等
一
切
法
門
。
如
此
經
中
説
十
種
寶
王
雲
等

事
相
者
、此
即
諸
法
門
也
。
顯
上
諸
義
可
貴
故
、立
寶
以
表
之
。

顯
上
諸
義
自
在
故
、
標
王
以
表
之
。
顯
上
諸
義
潤
益
故
、
資

澤
故
、
齗
齗
故
、
以
雲
標
之
矣
。
如
是
等
事
云
云
無
量
。
如

經
思
之
。（
五
〇
七
上
）

61

問
。
三
乘
中
以
有
此
義
、
與
此
何
別
。
答
。
三
乘
託
異
事
相

表
顯
異
理
。
今
此
一
乘
所
託
之
事
相
、
即
是
彼
所
現
道
理
更

無
異
也
。
具
足
一
切
理
事
教
義
及
上
諸
法
門
、
無
不
攝
盡
者

也
。
宜
可
如
理
思
之
。（
五
〇
七
上
）

62

如
是
十
門
具
足
圓
者
、
如
華
嚴
經
説
。
餘
廣
義
者
、
如
經

論
疏
抄
孔
目
問
答
等
分
別
也
。（
七
一
六
上
）

此
上
十
門
等
解
釋
、
及
上
本
文
十
義
等
、
皆
悉
同
時
會
融
、

成
一
法
界
緣
起
具
德
門
。
普
眼
境
界
諦
觀
察
、
餘
時
但
在
大

解
大
行
大
見
聞
心
中
。
然
此
十
門
隨
一
門
中
、
即
攝
餘
門
無

不
皆
盡
。
應
以
六
相
方
便
而
會
通
之
。
可
準
。
上
來
所
明
、

並
是
略
顯
別
教
一
乘
緣
起
義
耳
。
又
於
其
中
諸
餘
法
相
及
問

答
除
疑
等
、
與
彼
三
乘
或
同
或
異
、
所
目
所
設
為
方
便
等
、

廣
如
經
論
疏
鈔
孔
目
及
問
答
中
於
彼
釋
矣
。
與
彼
三
乘
全
別

不
同
、
宜
可
廣
依
華
嚴
經
普
眼
境
界
準
思
之
。（
五
〇
七
上
〜

中
）
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問
、
所
以
得
知
自
三
乘
以
外
別
有
圓
教
一
乘
分
齊
、
如
下

經
言
、
一
切
世
界
群
生
類
尟
有
欲
求
聲
聞
道
、
求
緣
覺
者

轉
復
少
、
求
大
乘
者
甚
希
有
、
求
大
乘
者
猶
為
易
、
能
信

是
法
甚
為
難
。
若
衆
生
下
劣
其
心
厭
沒
者
、
示
以
聲
聞
道
、

令
出
於
衆
苦
。
若
復
有
衆
生
、諸
根
小
明
利
、樂
於
因
緣
法
、

為
説
辟
支
佛
。
若
有
根
明
利
、有
大
慈
悲
心
、余
益
於
衆
生
、

為
説
菩
薩
道
。
若
有
無
上
心
、決
定
樂
大
事
、為
示
於
佛
身
、

説
無
盡
佛
法
。
聖
言
如
常
明
珠
。
不
須
驚
怪
。（
七
一
五
下
）

問
。
此
上
道
理
、
與
彼
三
乘
義
別
不
同
、
此
可
信
矣
。
又
以

何
文
證
知
、
三
乘
外
別
有
一
乘
耶
。
答
。
此
經
自
有
誠
文
。

故
偈
云
、
一
切
世
界
群
生
類
、
尟
有
欲
求
聲
聞
道
、
求
緣
覺

者
轉
復
少
、
求
大
乘
者
甚
希
有
、
求
大
乘
者
猶
為
易
、
能
信

是
法
甚
為
難
。
良
由
此
法
出
情
難
信
、
是
故
聖
者
將
彼
三
乘

對
比
決
之
。
又
偈
云
、
若
衆
生
下
劣
其
心
厭
沒
者
、
示
以
聲

聞
道
、
令
出
於
衆
苦
、
小
乘
也
。
若
復
有
衆
生
、
諸
根
少
明

利
、
樂
於
因
緣
法
、
為
説
辟
支
佛
。
中
乘
也
。
若
人
根
明
利
、

有
大
慈
悲
心
、
饒
益
諸
衆
生
、
為
説
菩
薩
道
。
即
大
乘
也
。

若
有
無
上
心
、
決
定
欲
大
事
、
為
示
於
佛
身
、
説
無
盡
佛
法
。

一
乘
也
。
由
此
一
乘
非
下
機
堪
受
。
是
故
大
聖
善
巧
、
於
彼

三
乘
位
中
隨
其
機
欲
方
便
少
説
。
由
不
窮
法
界
源
故
、
權
現

二
身
三
身
等
佛
。
今
為
如
是
無
上
心
機
樂
大
事
、
方
始
現
佛

十
身
境
界
、
説
無
盡
佛
法
耳
。
名
現
佛
身
説
無
盡
佛
法
也
。

三
乘
但
隨
機
而
已
、
未
顯
諸
佛
十
身
自
境
界
故
、
非
現
佛
身
。

又
隨
機
少
説
一
相
一
寂
一
味
理
等
、
非
窮
盡
説
也
。
何
以
故
。

三
乘
以
此
無
窮
為
過
失
故
。
然
此
一
乘
以
無
窮
為
實
德
故
耳
。

又
此
經
云
、
於
一
世
界
中
聞
説
一
乘
者
、
或
二
三
四
五
乃
至

無
量
乘
。
此
據
本
末
分
齊
説
耳
。
聖
教
文
義
顯
然
。
不
可
以

執
情
而
驚
怪
者
矣
。（
五
〇
七
中
〜
下
）

『
搜
玄
記
』
で
は
十
玄
門
の
名
称
が
列
挙
さ
れ
、
そ
の
各
々
に
教
義
・
理
事
等
の
十
門
が
具
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
簡
潔
に
示
す
だ

け
で
、
そ
こ
に
理
論
的
な
解
説
は
ま
っ
た
く
見
受
け
ら
れ
な
い
。21

せ
い
ぜ
い
「
若
教
義
分
齊
與
此
相
應
者
、
即
是
一
乘
圓
教
及
頓
教
法

門
。
若
諸
教
義
分
與
此
相
應
而
不
具
足
者
。
即
是
三
乘
漸
教
所
攝
。」22

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
玄
門
が
一
乗
不
共
の
教
義
で
あ

る
こ
と
が
僅
か
に
知
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
実
際
、
彼
の
書
で
は
相
即
入
に
関
し
て
他
に
も
「
一
者
、
一
中
多
。
一
數
中
見
十
故
。
多

中
一
者
、
十
數
中
見
一
故
。
又
一
即
多
者
、
一
數
即
多
、
而
不
見
一
故
。
多
即
一
者
、
多
數
即
一
、
而
不
見
多
也
。
此
可
準
之
。
又
即
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事
辨
一
多
。
二
異
事
辨
一
多
。
可
思
之
。」23

と
す
る
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
程
度
で
、
相
即
入
の
様
相
を
示
す
程
度
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を

評
し
て
論
理
的
説
明
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
『
搜
玄
記
』
の
場
合
は
、
十
玄
門
の
詳
細
な
様
相
、
論
理
性
な
ど
、
そ
の
全
容
は
全
く
明
確
で
な
い
と
も
言
え
る
が
、

そ
れ
に
対
し
て
、
先
に
比
較
に
掲
げ
た
三
書
は
か
え
っ
て
そ
の
未
解
明
の
領
域
の
闡
明
に
注
力
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
顕
著
な
相
違
が

認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
三
書
は
『
搜
玄
記
』
と
の
対
比
の
元
で
、
一
つ
の
範
疇
と
し
て
見
做
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

事
の
相
即
入
と
い
う
課
題
を
共
有
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
具
体
的
な
論
理
の
構
築
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
書
の
う
ち
、『
一
乘
十
玄
門
』
と
『
五
教
章
』
で
は
相
即
入
を
同
體
門
・
異
體
門
の
両
観
点
か
ら
分
析
し
、
論
を
進
め
て

い
る
の
に
対
し
て
、『
法
界
圖
』
で
は
そ
の
観
点
が
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
先
ず
内
容
的
に
も
、
論
の
構
成
の
上
で
も
大
き
く
体
裁
が

異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ま
た
『
法
界
圖
』
で
は
「
問
。
現
言
一
者
、
何
得
一
中
名
為
十
也
。
答
。
大
緣
起
陀
羅
尼
法

若
無
一
、一
切
即
不
成
、
定
知
如
是
其
相
。
如
所
言
一
者
、
非
自
性
一
、
緣
成
故
一
。
乃
至
十
者
、
非
自
性
十
、
緣
成
故
十
。
一
切
緣

生
法
、
無
有
一
法
定
相
有
性
、
無
自
性
故
即
不
自
在
者
、
即
生
不
生
。
生
不
生
生
者
、
即
是
不
住
義
。
不
住
義
者
即
是
中
道
。
道
義
者
、

即
通
生
不
生
。
故
龍
樹
云
、
因
緣
所
生
法
、
我
説
即
是
空
、
亦
説
為
是
假
名
、
亦
是
中
道
義
、
即
其
義
也
。
中
道
義
者
、
是
無
分
別
義
。

無
分
別
法
不
守
自
性
故
、
隨
緣
無
盡
、
亦
是
不
住
。
是
故
當
知
、
一
中
十
、十
中
一
、
相
容
無
礙
、
仍
不
相
是
。
現
一
門
中
具
足
十
門
、

故
明
中
智
一
門
中
有
無
盡
義
。
如
一
門
、
餘
亦
如
是
。」24

と
言
い
、
一
と
十
の
相
即
入
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
が
、「
緣
成
」
を
起
点

に
連
鎖
的
に
論
理
を
展
開
し
て
お
り
、「
緣
成
故
」が
相
即
入
を
成
立
さ
せ
る
重
要
な
根
拠
と
し
て
見
做
さ
れ
て
い
る
。
こ
の「
緣
成
」は
、

縁
起
す
る
「
事
」
を
指
示
す
る
も
の
の
、
既
に
上
掲
の
文
中
に
も
例
え
ば
「
無
分
別
法
不
守
自
性
故
、
隨
緣
無
盡
、
亦
是
不
住
」
と
あ

り
、
下
文
で
は
「
三
乘
方
便
法
與
圓
教
一
乘
法
、
法
用
逗
留
各
別
不
得
雜
用
。
其
義
云
何
。
三
乘
法
頭
脚
各
別
、
阿
耶
兒
子
年
月
不
同
。

何
故
如
是
。
約
相
説
故
。
生
信
心
故
。
圓
教
一
乘
法
者
、頭
脚
總
一
、阿
耶
兒
子
年
月
皆
同
總
。
何
以
故
。
由
緣
成
故
。
約
道
理
説
故
。」
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と
あ
る
よ
う
に
、縁
成
は
単
に
事
の
レ
ベ
ル
に
於
け
る
事
事
の
間
の
縁
起
論
と
し
て
の
展
開
が
期
さ
れ
る
概
念
で
は
な
く
、む
し
ろ
「
不

守
自
性
」
な
る
「
無
分
別
法
」、
或
い
は
「
道
理
」
へ
と
変
換
さ
れ
る
こ
と
で
、
理
性
へ
の
還
元
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
事

の
自
在
な
振
る
舞
い
は
理
性
の
融
通
に
由
来
す
る
思
考
が
支
配
的
で
あ
る
と
言
え
、
こ
れ
は
『
五
教
章
』
で
「
縁
起
相
由
」
を
論
拠
に

事
の
縁
起
論
と
し
て
思
考
を
展
開
す
る
態
度
と
明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
大
き
な
相
違
点
を
有
し
な
が
ら
、『
法
界
圖
』に
は『
五
教
章
』と
互
い
に
極
め
て
相
似
し
た
表
現
が
同
時
に
散
見
さ
れ
る
。

例
え
ば
「
十
錢
喩
」
な
ど
は
、『
法
界
圖
』
と
『
五
教
章
』
の
間
に
見
ら
れ
、『
一
乘
十
玄
門
』
に
は
見
ら
れ
な
い
表
現
と
し
て
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し『
五
教
章
』で「
第
二
義
者
有
二
。
一
以
喩
略
示
。
二
約
法
廣
辯
。
初
喩
示
者
、如
數
十
錢
法
。
所
以
説
十
者
、

欲
應
圓
數
顯
無
盡
故
。」25

と
あ
る
の
に
対
し
て
、『
一
乘
十
玄
門
』
で
は
「
今
約
教
就
自
體
相
辨
緣
起
者
、
於
中
有
二
。
一
者
舉
譬
辨
成

於
法
。
二
者
辨
法
會
通
於
理
。」26

と
言
い
、『
一
乘
十
玄
門
』
で
「
譬
」
と
さ
れ
る
の
は
、日
常
的
に
通
用
す
る
数
の
概
念
で
あ
り
、「
十
錢
」

が
具
体
的
で
あ
る
の
と
比
す
れ
ば
抽
象
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
譬
喩
を
用
い
な
が
ら
解
説
を
す
る
と
い
う
意
味
で
は
共
通
し
て
お

り
、
あ
く
ま
で
表
現
上
の
相
違
と
も
解
さ
れ
て
く
る
。
実
際
、『
一
乘
十
玄
門
』
は
こ
の
抽
象
性
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

以
下
で
は
「
歩
」「
升
・
斗
」
に
よ
る
譬
喩
も
有
り
、
具
体
的
現
象
に
事
寄
せ
た
事
例
も
存
在
す
る
。
そ
う
な
る
と
、「
十
錢
」
も
そ
れ

ら
と
同
様
の
譬
喩
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
『
一
乘
十
玄
門
』
と
他
の
両
書
と
の
同
質
性
を
認
め
う
る
一
方
、
そ
の
こ
と
が
か

え
っ
て
、表
現
上
ま
で
の
一
致
と
い
う
意
味
で
、『
法
界
圖
』
と
『
五
教
章
』
と
の
一
層
緊
密
な
関
係
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

他
に
も
、〈
表
１
０
〉〈
表
１
２
〉〈
表
１
４
〉〈
表
１
８
〉〈
表
１
９
〉〈
表
６
２
〉
な
ど
は
、
内
容
上
の
相
似
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
表
現
ま
で
も
が
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
時
代
的
に
先
行
す
る
義
湘
の
『
法
界
圖
』
を
法
藏
が
参
照
し
て
い
た
も
の
と
推

測
す
る
こ
と
に
難
く
な
い
。
実
に
、
法
藏
に
は
義
湘
に
宛
て
た
「
賢
首
國
師
寄
海
東
書
」27

の
存
在
が
知
ら
れ
る
な
ど
、
両
者
の
間
に
は

緊
密
な
関
係
性
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
十
分
に
そ
の
可
能
性
を
肯
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
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し
か
し
、
奇
妙
で
あ
る
の
に
は
、
両
者
の
緊
密
な
関
係
性
の
上
で
、
酷
似
し
た
表
現
が
用
い
ら
れ
る
に
せ
よ
、
そ
の
共
通
性
が
著
作

全
体
か
ら
す
る
と
極
め
て
限
定
的
な
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
著
作
全
体
を
俯
瞰
し
て
み
る
な
ら
、
義
湘
と
全
体
の

構
成
を
異
な
ら
せ
な
が
ら
、
か
え
っ
て
そ
の
差
異
が
『
一
乘
十
玄
門
』
へ
の
近
接
を
伴
っ
て
い
る
た
め
、
法
藏
の
思
想
的
展
開
は
『
法

界
圖
』
の
み
な
ら
ず
、『
一
乘
十
玄
門
』
と
の
関
り
の
上
で
解
さ
れ
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
先
の
対
応
表
を
俯
瞰
し
て
眺
め
る
な
ら
、『
五
教
章
』
は
『
一
乘
十
玄
門
』
に
そ
の
構
成
が
良
く
似
て
い
る
こ
と
に
容
易
に

気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
両
者
の
共
通
性
は
、
論
の
展
開
、
構
成
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
示

さ
れ
る
具
体
的
内
容
に
相
違
性
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、
両
者
を
子
細
に
比
較
す
る
な
ら
、
細
か
な
点
で
多
々
相

違
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
両
者
の
思
想
的
性
格
を
明
確
に
区
分
さ
せ
る
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
相
即
入
の
捉
え
方

に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
一
乘
十
玄
門
』
で
は
「
就
異
體
門
中
復
有
三
。
一
者
一
中
多
多
中
一
。
如
經
云
、
一
中
解
無
量
無
量
中
解
一
、
展
轉
生
非
實
、
智

者
無
所
畏
。
此
約
相
説
也
。
二
者
一
即
多
多
即
一
。
如
第
七
住
經
云
、
一
即
是
多
多
即
一
、
義
味
寂
滅
悉
平
等
、
遠
離
一
異
顛
倒
相
、

是
名
菩
薩
不
退
住
。
此
即
約
理
説
也
。」28

と
言
い
、
相
即
を
「
約
理
説
」、
相
入
を
「
約
相
説
」
と
し
て
解
し
て
お
り
、
こ
の
内
「
約
理
」

は
「
義
味
寂
滅
悉
平
等
、
遠
離
一
異
顛
倒
相
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
相
対
す
る
二
項
の
相
即
は
理
に
於
け
る
平
等
性
を
根
拠
に
、
無
自

性
な
る
事
と
し
て
の
二
項
を
相
即
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、理
性
に
還
元
す
る
視
点
が
片
方
で
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

一
方
『
五
教
章
』
で
は
「
就
異
體
中
有
二
門
。
一
相
即
。
二
相
入
。
所
以
有
此
二
門
者
、
以
諸
緣
起
法
皆
有
二
義
故
。
一
空
有
義
。

此
望
自
體
。
二
力
無
力
義
。
此
望
力
用
。
由
初
義
故
得
相
即
。
由
後
義
故
得
相
入
。」29

と
言
い
、
相
即
は
縁
起
法
の
自
體
が
他
に
対
し

て
相
互
に
空
或
い
は
有
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
基
づ
き
、
相
入
は
力
用
が
相
互
に
有
或
い
は
無
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
基
づ
く
と
考
え

て
い
る
。
相
即
と
相
入
の
両
者
は
自
體
と
力
用
で
区
分
さ
れ
て
は
い
て
も
、
異
體
の
相
即
で
は
「
初
中
、
由
自
若
有
時
他
必
無
故
、
故
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他
即
自
。
何
以
故
。
由
他
無
性
以
自
作
故
。
二
由
自
若
空
時
他
必
自
有
故
自
即
他
。
何
以
故
。
由
自
無
性
用
他
作
故
。
以
二
有
二
空
各

不
倶
故
、
無
彼
不
相
即
。
有
無
無
有
無
二
故
、
是
故
常
相
即
。
若
不
爾
者
、
緣
起
不
成
、
有
自
性
等
過
。
思
之
可
見
。」30

、
異
體
の
相
入

で
は「
二
明
力
用
中
自
有
全
力
故
、所
以
能
攝
他
。
他
全
無
力
故
、所
以
能
入
自
。
他
有
力
自
無
力(

反
上
可
知)

。
不
據
自
體
故
非
相
即
。

力
用
交
徹
故
成
相
入
。
又
由
二
有
力
二
無
力
各
不
倶
故
、
無
彼
不
相
入
。
有
力
無
力
、
無
力
有
力
無
二
故
、
是
故
常
相
入
。
又
以
用
攝

體
更
無
別
體
故
、
唯
是
相
入
。
以
體
攝
用
無
別
用
故
、
唯
是
相
即
。
此
依
因
六
義
内
準
之
。」31

と
あ
る
よ
う
に
、
相
対
す
る
二
項
を
交

互
に
有
、
或
い
は
無
と
す
る
こ
と
に
よ
り
一
項
が
他
の
一
項
を
内
包
し
う
る
と
す
る
論
理
構
造
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
事
に
於
け

る
相
即
入
を
あ
く
ま
で
事
の
レ
ベ
ル
に
於
け
る
縁
起
論
と
し
て
扱
う
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
法
藏
独
自
の
思
想
的
展
開
を
見
る
の
で
あ

る
。し

か
し
縁
起
の
究
極
的
形
態
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
法
藏
の
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
因
陀
羅
網
境
界

門
に
て
「
此
上
諸
義
體
相
自
在
、
隱
顯
互
現
重
重
無
盡
。
故
此
經
云
、
於
一
微
塵
中
各
示
那
由
他
無
數
億
諸
佛
於
中
而
説
法
、
於
一
微

塵
中
現
無
量
佛
國
須
彌
金
剛
圍
世
間
不
迫
迮
、
於
一
微
塵
中
現
有
三
惡
道
天
人
阿
脩
羅
各
各
受
果
報
。
此
三
偈
即
三
世
間
也
。
又
云
、

一
切
佛
刹
微
塵
等
爾
所
佛
坐
一
毛
孔
、
皆
有
無
量
菩
薩
衆
、
各
為
具
説
普
賢
行
。
無
量
刹
海
處
一
毛
、
悉
坐
菩
提
蓮
華
座
遍
滿
一
切
諸

法
界
、
一
切
毛
孔
自
在
現
。
又
云
、
如
一
微
塵
所
示
現
一
切
微
塵
亦
如
是
。
餘
者
云
云
無
量
、
廣
如
經
辯
。
此
等
並
是
實
義
、
非
變
化

成
。
此
是
如
理
智
中
如
量
境
也
。
其
餘
變
化
等
者
不
入
此
例
。
何
以
故
。
此
並
是
法
性
家
實
德
。
法
爾
如
是
也
。
非
謂
分
別
情
識
境

界
。」32

と
あ
る
よ
う
に
、
事
の
相
即
入
の
論
理
を
全
存
在
に
対
し
て
無
際
限
に
適
用
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、「
重
重
無
盡
」
な
る
縁

起
を
導
き
出
す
が
、『
一
乗
十
玄
門
』
に
も
「
今
言
因
陀
羅
網
者
、
即
以
帝
釋
殿
網
為
喩
。
帝
釋
殿
網
為
喩
者
、
須
先
識
此
帝
網
之
相
。

以
何
為
相
。
猶
如
衆
鏡
相
照
衆
鏡
之
影
見
一
鏡
中
。
如
是
影
中
復
現
衆
影
。
一
一
影
中
復
現
衆
影
。
即
重
重
現
影
、
成
其
無
盡
復
無
盡

也
。
是
故
如
第
七
地
讚
請
經
云
、
於
一
微
塵
中
各
示
那
由
他
無
量
無
邊
佛
於
中
而
説
法
。
此
即
智
正
覺
世
間
。
又
云
、
於
一
微
塵
中
現
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無
量
佛
國
須
彌
金
剛
、
圍
世
間
不
迫
迮
。
此
即
據
器
世
間
。
又
云
、
於
一
微
塵
中
現
有
三
惡
道
天
人
阿
修
羅
、
各
各
受
業
報
。
此
即
據

衆
生
世
間
。
又
云
、
如
一
微
塵
所
示
現
、
一
切
微
塵
亦
如
是
。
故
於
微
塵
現
國
土
、
國
土
微
塵
復
示
現
。
所
以
成
其
無
盡
復
無
盡
。
此

即
是
其
法
界
緣
起
如
智
如
理
實
德
。
如
此
非
即
變
化
對
緣
方
便
故
説
。
若
是
大
乘
宗
所
明
、
即
言
神
力
變
化
故
大
小
得
相
入
。
或
云
菩

薩
力
故
入
。
又
言
不
二
故
入
。
不
同
一
乘
説
。」33

と
あ
り
、
一
乗
不
共
の
境
地
と
し
て
「
無
盡
復
無
盡
」
な
る
縁
起
を
見
る
の
で
あ
り
、

両
者
の
無
尽
縁
起
の
概
念
に
大
き
な
相
違
は
無
い
。
つ
ま
り
、
両
者
の
相
即
入
の
捉
え
方
の
相
違
は
、
相
即
入
を
成
立
さ
せ
う
る
基
礎

理
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
相
即
入
の
形
態
、
延
い
て
は
そ
の
究
極
的
形
態
に
つ
い
て
は
共
有
し
て
い
る
も

の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
比
較
の
結
果
、こ
れ
ら
三
書
は
互
い
に
緊
密
な
関
係
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
一
乘
十
玄
門
』

は
未
だ
学
術
的
に
作
者
の
特
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
困
難
が
残
さ
れ
て
お
り
、
三
者
を
す
ぐ
さ
ま
思
想
史
的
に
位
置
付
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
続
け
て
、『
一
乘
十
玄
門
』
は
義
湘
の
『
法
界
圖
』、
法
藏
の
『
五
教
章
』
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に

位
置
付
け
う
る
か
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

『
法
界
圖
』
の
成
立
は
総
章
元
年
（
668
）
七
月
十
五
日
と
あ
り
、
こ
れ
は
智
儼
が
没
し
た
と
さ
れ
る
総
章
元
年
十
月
二
十
九
日34

よ
り

以
前
の
こ
と
で
あ
り
、
義
湘
は
師
智
儼
の
在
世
時
に
述
作
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、『
法
界
圖
』
は
智
儼
の
思
想
の
強
い
影
響
下

に
在
る
も
の
と
見
做
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
智
儼
と
義
湘
に
見
解
の
共
有
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
必
ず
し
も

な
い
。
そ
れ
で
も
、
理
解
・
解
釈
の
相
違
を
内
包
す
る
に
せ
よ
、
師
資
の
関
係
を
有
す
る
限
り
、
当
時
そ
の
場
に
て
主
題
化
さ
れ
た
思

想
的
課
題
に
つ
い
て
は
共
有
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
弟
子
の
義
湘
・
法
藏
ら
に
は

そ
の
認
識
の
共
有
の
痕
跡
が
顕
著
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
妥
当
性
を
見
る
の
で
あ
る
。

或
い
は
仮
に
、十
玄
門
の
理
論
化
が
智
儼
の
思
想
的
傾
向
と
は
無
関
係
に
在
る
と
想
定
す
る
な
ら
、義
湘
の『
法
界
圖
』は
法
藏
の『
五
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教
章
』
に
先
行
し
て
お
り
、
十
玄
門
の
理
論
化
の
端
緒
は
義
湘
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
あ
る
。
確
か
に
、
法
藏
は
義
湘
を

敬
慕
し
て
お
り
、
こ
の
両
者
の
緊
密
な
関
係
か
ら
、
理
論
化
の
指
向
は
そ
の
間
に
だ
け
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
場
合
、
逆
に
問
題
に
な
る
の
が
『
一
乘
十
玄
門
』
の
位
置
付
け
で
あ
る
。『
一
乘
十
玄
門
』
は
法
藏
の
『
五
教
章
』
と
解

釈
の
上
で
差
異
を
孕
み
な
が
ら
も
、
そ
の
構
成
は
酷
似
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
一
方
が
一
方
を
参
照
し
た
こ
と
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。

若
し
法
藏
以
後
に
、
智
儼
に
仮
託
さ
れ
て
偽
作
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
某
か
の
積
極
的
意
図
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、法
藏
の
『
五
教
章
』
に
基
づ
き
な
が
ら
智
儼
と
は
全
く
無
関
係
に
成
立
し
た
も
の
と
の
性
格
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

な
れ
ば
、
偽
作
の
意
図
は
法
藏
と
智
儼
の
間
の
問
題
が
焦
点
と
な
ろ
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
智
儼
と
法
藏
を
思
想
的
に
架
橋
す
る
と

し
た
法
藏
の
十
玄
門
に
対
す
る
肯
定
的
意
図
に
基
づ
く
の
か
、
或
い
は
法
藏
説
を
退
け
智
儼
説
を
宣
揚
す
る
否
定
的
意
図
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
の
か
の
何
れ
か
の
意
図
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

肯
定
的
な
意
図
を
持
つ
と
す
る
な
ら
、
法
藏
自
身
は
義
湘
と
の
関
り
か
ら
十
玄
門
の
理
論
化
を
既
に
果
た
し
な
が
ら
、『
五
教
章
』

が
成
っ
て
後
、
改
め
て
智
儼
と
の
思
想
的
関
係
性
を
文
献
的
に
立
証
せ
ね
ば
な
ら
な
い
特
別
な
事
情
が
要
請
さ
れ
る
。
後
に
澄
觀
な
ど

は
、
智
儼
と
法
藏
の
十
玄
門
の
相
違
を
捉
え
、
法
藏
説
を
採
用
す
る
旨
を
言
い
、
両
者
の
理
解
の
相
違
を
矛
盾
と
し
て
解
し
て
は
い
な

い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
先
の
証
明
の
有
効
性
は
、
智
儼
の
法
系
の
正
当
性
と
い
う
極
め
て
限
定
的
な
範
囲
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
が
法
藏
の
『
五
教
章
』
成
立
後
に
再
び
蒸
し
返
さ
れ
た
と
は
到
底
考
え
難
い
。
こ
の
こ
と
は
否
定
的
な
意
図
を
持
つ
と
想
定
す
る

場
合
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
が
、
そ
も
そ
も
『
五
教
章
』
を
踏
ま
え
て
『
一
乘
十
玄
門
』
が
成
立
し
、
且
つ
両
者
の
相
違

点
が
争
点
を
形
成
す
る
ほ
ど
の
内
容
が
不
在
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
否
定
の
意
図
を
見
出
す
こ
と
さ
え
困
難
な
こ
と
に
な

る
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、『
一
乘
十
玄
門
』
の
教
説
が
法
藏
以
後
に
成
立
し
た
と
す
る
可
能
性
は
殆
ど
認
め
ら
れ
ず
、法
藏
の
『
五

教
章
』
は
『
一
乘
十
玄
門
』
に
基
づ
き
成
立
し
た
と
考
え
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。
法
藏
が
十
玄
門
を
構
築
す
る
際
に
依
拠
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、『
一
乘
十
玄
門
』
は
当
然
、
智
儼
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
。
但
し
、
義
湘
の
『
法
界
圖
』
と
対
照
す
る
な
ら
、『
五
教
章
』

ほ
ど
論
の
構
成
を
同
じ
く
は
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
同
體
門
」「
異
體
門
」
の
概
念
が
導
入
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
相
違
点
も
多
々
目

に
付
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
十
玄
門
の
理
論
化
の
課
題
は
共
に
主
題
化
さ
れ
、
現
行
の
『
一
乘
十
玄
門
』
に
類
す
る
教
説
を
参

照
し
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
直
接
に
参
照
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
そ
れ
故
、『
一
乘
十
玄
門
』
は
智
儼
の
教
説
に
基
づ
き
な

が
ら
も
、
智
儼
の
没
後
に
編
集
定
型
化
に
向
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
五
教
章
』
に
未
だ
そ
の
書
目
が
示
さ
れ
て
お

ら
ず
、
澄
觀
も
「
至
相
十
玄
」
と
言
う
の
み
で
あ
る
か
ら
、
現
行
の
体
裁
に
一
応
に
落
ち
着
く
の
は
相
当
に
時
代
が
下
が
っ
て
の
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
考
察
の
結
果
、
現
行
本
『
一
乘
十
玄
門
』
の
教
説
は
智
儼
の
思
想
に
帰
す
こ
と
が
で
き
、35

そ
れ
故
、『
五
教
章
』『
一
乘
十
玄

門
』
の
両
者
の
相
似
性
か
ら
、『
五
教
章
』
が
『
一
乘
十
玄
門
』
の
教
説
を
前
提
と
し
て
い
る
の
が
確
定
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、本
論
で
は
、

法
藏
の
法
界
縁
起
思
想
の
端
緒
は
『
五
教
章
』
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
思
想
は
智
儼
の
『
一
乘
十
玄
門
』
の
教
説
と
の
接
続
関
係
を
持
つ

も
の
と
の
結
論
を
得
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

法
藏
は
諸
著
作
を
通
し
て
「
縁
起
相
由
」「
理
性
融
通
」
の
二
義
を
法
界
縁
起
を
成
立
さ
せ
る
主
た
る
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
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智
儼
の
思
想
と
の
連
続
性
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
但
し
こ
の
連
続
性
も
、
同
質
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
も
の
で
は
な
く
、
智

儼
の
思
想
を
踏
ま
え
解
釈
し
て
展
開
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
一
乗
十
玄
門
』
の
教
説
に
呼
応
し
た
内
容
を

持
つ
『
五
教
章
』
の
十
玄
門
は
、
い
わ
ば
「
縁
起
相
由
」
の
側
面
を
偏
に
強
調
し
た
理
論
構
築
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、『
一

乗
十
玄
門
』
で
は
理
性
へ
の
還
元
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、こ
の
差
異
は
相
即
入
の
解
釈
の
相
違
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
一

乘
十
玄
門
』
の
法
界
縁
起
思
想
に
見
ら
れ
る
理
性
へ
の
還
元
は
、
そ
れ
以
外
の
著
作
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
「
容
融
理
事
」
を
基
調
と

す
る
法
界
観
と
の
関
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
理
性
へ
の
還
元
を
媒
介
さ
せ
な
が
ら
も
、
事
と
事
の
関
係
性
の
理
論
を
主
題
化
し
て

い
る
点
に
そ
の
特
徴
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
に
智
儼
は
円
教
不
共
の
境
地
と
さ
れ
る
「
事
自
在
」
の
側
面
に
も
留
意
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
課
題
へ
の
回
答
と
し
て
『
一
乘
十
玄
門
』
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
義
湘
の
『
法
界
圖
』
で
も
「
問
。
三
乘
教
中
、
亦
有
寂
而
常
用
、
用
而
常
寂
、
如
是
等
義
、
何
故
上
言
、
偏
即
理
門
、
不
即

事
中
不
自
在
也
。
答
。
理
事
相
即
故
、
有
如
是
義
。
非
謂
事
事
相
即
。
何
以
故
。
三
乘
教
中
、
欲
治
分
別
病
、
會
事
入
理
為
宗
故
。
若

依
別
教
一
乘
、
理
理
相
即
、
亦
得
事
事
相
即
、
亦
得
理
事
相
即
、
亦
得
各
各
不
相
即
、
亦
得
相
即
。
何
以
故
。
中
即
不
同
故
。
亦
有
具

足
理
因
陀
羅
尼
、
及
事
因
陀
羅
尼
等
法
門
故
。
十
佛
普
賢
法
界
宅
中
、
有
如
是
等
無
障
礙
法
界
法
門
、
極
自
在
故
。
其
餘
逆
順
主
半
相

成
等
法
門
、准
例
相
攝
。
隨
義
消
息
。」36

と
事
事
相
即
を
強
調
し
て
お
り
、先
の
課
題
に
対
し
て
同
様
の
対
応
が
見
ら
れ
る
。
な
れ
ば
当
初
、

法
界
を
規
定
し
て
い
た
「
理
事
容
融
」
か
ら
、『
一
乘
十
玄
門
』
に
て
事
の
自
在
な
る
様
相
に
主
眼
が
置
か
る
に
至
る
経
緯
も
、
ま
た

義
湘
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
、「
理
事
容
融
」
は
三
乗
と
共
通
す
る
「
理
事
相
即
」
に
他
な
ら
ず
、
一
乗
不
共
の
境
地
を
示
す
に
相
応

し
い
の
は
、
寧
ろ
事
事
相
即
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
傾
向
の
高
ま
り
と
し
て
解
さ
れ
、
法
藏
が
『
五
教
章
』
に
て
独
自
の
解

釈
を
盛
り
込
み
な
が
ら
「
縁
起
相
由
」
を
強
調
し
て
い
る
の
も
、
こ
れ
ら
と
の
接
続
関
係
の
上
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
法
藏
も
『
五
教
章
』
で
端
的
に
「
問
。
云
何
一
心
約
就
諸
教
、
得
有
如
是
差
別
義
耶
。
答
。
此
有
二
義
。
一
約
法
通
收
。
二
約
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機
分
齊
。
初
義
者
、
由
此
甚
深
緣
起
一
心
具
五
義
門
。
是
故
聖
者
隨
以
一
門
攝
化
衆
生
。
一
攝
義
從
名
門
。
如
小
乘
教
説
。
二
攝
理
從

事
門
。
如
始
教
説
。
三
理
事
無
礙
門
。
如
終
教
説
。
四
事
盡
理
顯
門
。
如
頓
教
説
。
五
性
海
具
德
門
。
如
圓
教
説
。
是
即
不
動
本
而
常

末
、
不
壞
末
而
恒
本
。
故
五
義
相
融
唯
一
心
轉
也
。」37

と
言
う
よ
う
に
、
事
の
理
へ
の
還
元
は
終
教
の
論
理
と
類
同
す
る
態
度
で
あ
る

と
し
、
ま
た
「
又
如
十
地
經
云
、
三
界
虛
妄
唯
一
心
作
。
攝
論
等
約
始
教
義
釋
、
諸
賴
耶
識
等
也
。
十
地
論
約
終
教
釋
、
為
第
一
義
真

心
也
。
又
如
達
摩
經
頌
、
攝
論
等
釋
云
、
此
界
等
者
、
界
謂
因
義
即
種
子
識
。
如
是
等
。
寶
性
論
約
終
教
釋
云
、
此
性
者
即
如
來
藏
性
。

依
此
有
諸
趣
等
者
、
如
勝
鬘
經
説
、
依
如
來
藏
有
生
死
、
依
如
來
藏
有
涅
槃
等
。
乃
至
廣
説
。
是
故
當
知
二
門
別
也
。
若
依
頓
教
、
即

一
切
法
唯
一
真
如
心
、
差
別
相
盡
離
言
絕
慮
不
可
説
也
。
如
維
摩
經
中
、
三
十
二
菩
薩
所
説
不
二
法
門
者
、
是
前
終
教
中
染
淨
鎔
融
無

二
之
義
、
淨
名
所
顯
離
言
不
二
是
此
門
也
。
以
其
一
切
染
淨
相
盡
無
有
二
法
可
以
融
會
故
、
不
可
説
為
不
二
也
。
若
依
圓
教
、
即
約
性

海
圓
明
法
界
緣
起
無
礙
自
在
一
即
一
切
一
切
即
一
主
伴
圓
融
。
故
説
十
心
以
顯
無
盡
。
如
離
世
間
品
及
第
九
地
説
。
又
唯
一
法
界
性
起

心
亦
具
十
德
。
如
性
起
品
説
。」38

と
言
い
、
円
教
を
明
確
に
大
乗
終
教
の
理
事
鎔
融
と
区
分
し
て
お
れ
ば
、
先
の
流
れ
は
法
藏
に
確
実

に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

〔
註
〕

1 

「
法
藏
の
法
界
縁
起
の
論
拠
は
基
本
的
に
「
理
性
融
通
」
と
「
縁
起
相
由
」
の
両
面
か
ら
押
さ
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
各
著
作
ご
と
に
些
か
強
調
の
度

合
い
に
相
違
が
有
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。『
五
教
章
』
な
ど
で
は
「
縁
起
相
由
」
が
強
調
さ
れ
、『
義
海
百
門
』
な
ど
で
は
逆
に
「
理
性
融
通
」
の
側
面



智儼の法界縁起

65

が
強
調
さ
れ
る
な
ど
、
両
者
に
偏
り
が
見
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
『
探
玄
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
両
者
は
平
衡
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
性

質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
弟
子
の
慧
苑
は
『
刋
定
記
』
に
於
て
「
理
性
融
通
」
の
側
面
を
強
調
し
、
華
厳
円
教
と
如
来
蔵
思
想
を
同
一
の
範
疇
の
も
の
と
し
て
扱
う
よ

う
に
な
る
。
こ
れ
は
法
藏
へ
の
痛
烈
な
批
判
を
含
む
た
め
、
法
藏
と
は
異
質
な
慧
苑
に
全
く
独
自
な
解
釈
と
し
て
解
さ
れ
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
法

藏
の
法
界
縁
起
が
「
理
性
融
通
」
の
側
面
を
有
す
る
限
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
法
藏
思
想
の
一
つ
の
展
開
と
し
て
十

分
に
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
法
藏
自
身
も
四
教
判
を
提
示
し
、
如
来
蔵
思
想
と
円
教
を
本
質
的
に
同
一
視
し
て
い
る
可
能
性
も
十
分
に
想
定

さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
理
性
融
通
」
の
強
調
は
法
藏
の
段
階
か
ら
し
て
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
十
分
に
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
澄
觀
は
、「
理
性
融
通
」
の
過
度
の
強
調
は
か
え
っ
て
華
厳
独
自
の
法
界
大
縁
起
の
義
味
を
損
な
い
、
如
来
蔵
思
想
に
対
す
る
華
厳
円
教

の
優
位
を
無
効
化
す
る
も
の
と
警
告
す
る
。
そ
れ
故
、澄
觀
の
教
学
に
於
い
て
は
「
理
性
融
通
」
を
法
界
縁
起
の
基
礎
理
論
と
し
て
活
用
し
な
が
ら
、「
縁

起
相
由
」
の
側
面
も
併
せ
て
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
法
藏
以
後
の
展
開
の
様
相
か
ら
す
る
と
、
法
藏
の
法
界
縁
起
の
論
拠
に
見
ら
れ
た
「
ゆ
ら
ぎ
」
は
、
そ
の
ま
ま
後
の
論
師
に
ま
で
波
及
し
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
。
本
論
で
は
法
藏
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
、
傍
ら
に
慧
苑
・
澄
觀
に
至
る
ま
で
の
限
定
的
な
範
囲
を
扱
っ
た
た
め
、
僅
か
に
そ
の
一

端
を
闡
明
に
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
法
藏
以
前
の
智
儼
、
或
い
は
澄
觀
以
後
の
宗
密
に
至
る
ま
で
の
思
想
的
展
開
に
於
い
て
、
果
た

し
て
こ
れ
に
類
す
る
現
象
が
同
じ
く
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
稿
を
設
け
、
更
に
範
囲
を
広
げ
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と

に
し
た
い
。」
拙
論
『
法
藏
の
法
界
縁
起
思
想
』（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
四
号　

二
〇
一
一
年
三
月　

所
収
）

2 

大
正
藏
巻
三
五　

六
二
頁
下
〜
六
三
頁
下

3 

木
村
清
孝
『
初
期
中
国
華
厳
思
想
の
研
究
』（
春
秋
社　

昭
和
五
二
年
十
月
三
十
一
日
）
五
一
三
頁
〜
に
て
細
か
く
分
析
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
再

説
を
要
さ
な
い
。
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4 

大
正
藏
巻
三
五　

二
一
頁
上

5 
大
正
藏
巻
四
五　

五
三
八
頁
上

6 
大
正
藏
巻
四
五　

五
四
一
頁
上

7 

大
正
藏
巻
四
五　

五
五
二
頁
上

8 

大
正
藏
巻
四
五　

五
八
七
頁
下

9 

大
正
藏
巻
四
五　

五
八
六
頁
中

10 

大
正
藏
巻
四
五　

五
七
五
頁
下
〜
五
七
六
頁
上

11 

大
正
藏
巻
四
五　

五
七
六
頁
上

12 

大
正
藏
巻
四
五　

五
八
〇
頁
下

13 

大
正
藏
巻
四
五　

五
二
二
頁
下

14 

下
で
「
此
文
在
三
乘
、
義
通
一
乘
。
用
由
同
法
界
故
。」（
大
正
藏
巻
四
五　

五
二
三
頁
上
）
と
も
言
っ
て
お
り
、
如
来
蔵
思
想
が
援
用
さ
れ
て
も
「
用

が
法
界
に
同
じ
く
す
る
」
こ
と
に
よ
り
、
義
と
し
て
一
乗
に
通
じ
る
と
し
て
お
り
、
理
事
自
在
な
る
在
り
方
全
体
を
指
し
て
の
「
法
界
能
」
は
一
乗
の

そ
れ
と
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

15 

石
井
公
成
『
華
厳
思
想
の
研
究
』（
春
秋
社　

一
九
九
六
）
一
四
〇
〜
一
四
五
頁

16 

大
正
藏
巻
三
六　

七
九
上

17 「
如
似
十
數
一
即
十
、一
即
是
顯
、二
三
四
至
十
即
為
隱
。
又
眼
根
入
正
受
即
是
顯
、於
色
法
中
三
昧
起
即
名
隱
。
而
此
隱
顯
體
無
前
後
、故
言
祕
密
也
。」

（
大
正
藏
巻
四
五　

五
一
六
下
）

18 

大
正
藏
巻
四
五　

五
〇
七
中
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19 

大
正
藏
巻
四
五　

七
一
六
上

20 

均
如
は
『
一
乘
法
界
圖
圓
通
記
』
に
て
当
該
箇
所
の
智
儼
の
著
作
を
特
定
し
て
「
今
此
從
親
踈
次
第
列
也
。
謂
經
是
所
依
本
教
、
故
在
最
初
。
造
論

釋
經
、故
次
之
。
疏
通
經
論
、故
次
之
。
鈔
非
通
釋
、但
釋
法
界
一
品
。
然
不
異
經
文
次
第
而
釋
、故
次
之
。
孔
目
雖
不
依
經
而
釋
、然
不
違
於
八
會
品
次
、

立
其
章
門
、
故
次
之
。
問
答
則
既
不
依
經
文
次
第
、
但
擧
經
中
要
義
而
問
答
、
故
最
在
后
也
。」（『
均
如
大
師
華
嚴
學
全
書
』
上　

七
一
〇
〜
七
一
一
）

と
述
べ
る
が
、
一
解
釈
の
範
囲
を
出
な
い
。

21 

二
約
就
所
詮
明
分
齊
者
略
有
十
門
。
一
同
時
具
足
相
應
門
。
於
中
有
十
。
一
教
義
具
足
。
二
理
事
具
足
。
三
解
行
具
足
。
四
因
果
具
足
。
五
人
法
具

足
。
六
分
齊
境
位
具
足
。
七
師
弟
法
智
具
足
。
八
主
伴
依
正
具
足
。
九
逆
順
體
用
自
在
具
足
。
十
隨
生
根
欲
示
現
具
足
。
此
等
十
門
相
應
無
有
前
後
也
。

二
因
陀
羅
網
境
界
門
。
此
中
具
前
十
門
。
但
義
從
喩
異
耳
。
餘
可
准
上
。
三
祕
密
隱
顯
倶
成
門
。
此
亦
具
前
十
門
。
但
義
從
緣
異
耳
。
餘
可
准
上
。
四

微
細
相
容
安
立
門
。
此
亦
具
前
十
門
。
但
義
從
相
異
耳
。
餘
可
准
之
。
五
十
世
隔
法
異
成
門
。
此
亦
具
前
十
門
。
但
義
從
世
異
耳
。
餘
可
准
之
。
六
諸

藏
純
雜
具
德
門
。
此
亦
具
前
十
門
。
但
義
從
世
異
耳
。
餘
可
准
之
。
七
一
多
相
容
不
同
門
。
此
亦
具
前
十
門
。
但
義
從
理
異
耳
。
餘
可
准
之
。
八
諸
法

相
即
自
在
門
。
此
亦
具
前
十
門
。
但
義
從
用
異
耳
。
餘
可
准
之
。
亦
可
依
性
。
九
唯
心
迴
轉
善
成
門
。
此
亦
具
前
十
門
。
但
義
從
心
異
耳
。
餘
可
准
之
。

十
託
事
顯
法
生
解
門
。
此
亦
具
前
十
門
。
但
義
從
智
異
耳
。
餘
可
准
之
。
上
之
十
門
玄
並
皆
別
異
。
若
教
義
分
齊
與
此
相
應
者
、
即
是
一
乘
圓
教
及
頓

教
法
門
。
若
諸
教
義
分
與
此
相
應
而
不
具
足
者
。
即
是
三
乘
漸
教
所
攝
。
餘
義
依
下
天
王
等
法
門
。
准
之
可
解
也
。（
大
正
藏
巻
三
五　

十
五
中
）

22 

大
正
藏
巻
三
五　

十
五
中

23 

大
正
藏
巻
三
五　

二
七
中

24 

大
正
藏
巻
四
五　

七
一
四
下

25 

大
正
藏
巻
四
五　

五
〇
三
上
〜
中

26 

大
正
藏
巻
四
五　

五
一
四
中
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27 

卍
續
藏
巻
百
三　

四
二
二
右
下

28 
大
正
藏
巻
四
五　

五
一
四
中

29 
大
正
藏
巻
四
五　

五
〇
三
中

30 

大
正
藏
巻
四
五　

五
〇
三
中

31 

大
正
藏
巻
四
五　

五
〇
三
中

32 

大
正
藏
巻
四
五　

五
〇
六
上

33 

大
正
藏
巻
四
五　

五
一
六
中

34 『
華
嚴
經
傳
記
』（
大
正
藏
巻
五
一　

一
六
三
中
）

35 

現
行
本
に
は
「
大
唐
終
南
太
一
山
至
相
寺
釋
智
儼
撰　

承
杜
順
和
尚
説
」
と
あ
り
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
杜
順
説
の
影
響
に
つ
い
て
一
切
言
及
し
て
こ

な
か
っ
た
が
、
本
論
で
は
法
藏
と
智
儼
の
接
続
関
係
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
杜
順
説
を
受
け
た
に
せ
よ
、
法
蔵
と
そ
の
思
想
の
邂
逅
は
智
儼
を

媒
介
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
法
藏
の
法
界
縁
起
説
の
前
駆
と
い
う
意
味
か
ら
一
応
に
智
儼
思
想
の
範
疇
に
入
れ
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
杜

順
説
の
可
能
性
を
単
純
に
退
け
る
も
の
で
は
な
い
。

36 

大
正
藏
巻
四
五　

七
一
四
中

37 

大
正
藏
巻
四
五　

四
八
五
中

38 

大
正
藏
巻
四
五　

四
八
五
上
〜
中

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

法
界
縁
起
・
事
事
無
礙
・
法
蔵
・
智
儼
・『
一
乗
十
玄
門
』
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射
和
文
庫
は
、伊
勢
国
飯
野
郡
射
和
村
（
現
在
の
三
重
県
松
阪
市
射
和
町
）
の
豪
商
（
射
和
商
人
）
で
あ
っ
た
竹
川
竹
斎
（
一
八
〇
九

〜
一
八
八
二
）
が
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
に
私
財
を
投
じ
、
国
内
外
の
様
々
な
文
献
を
集
め
て
創
設
し
た
私
立
図
書
館
で
あ
る
。)1

(

往
時
は
、
蔵
書
数
一
万
巻
余
り
に
及
ん
だ
と
言
わ
れ
、
郷
土
の
教
育
活
動
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。)2

(

今
回
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
射
和
文
庫
蔵
『
夢
物
語
』（
写
本
・
一
冊
）
で
あ
る
。『
夢
物
語
』
に
は
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）、

竹
川
家
に
縁
の
あ
る
女
性
「
ゆ
き
」
の
夢
枕
に
地
蔵
菩
薩
が
立
ち
現
れ
、
共
に
地
獄
極
楽
を
巡
り
、
や
が
て
浄
土
へ
と
誘
わ
れ
る
と
い

う
話
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

現
在
、
射
和
文
庫
に
は
仏
教
関
係
の
典
籍
は
さ
ほ
ど
多
く
は
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
『
夢
物
語
』
は
、
竹
川
家
の
仏
教
信
仰
を
知
る

上
で
も
、
ま
た
江
戸
時
代
の
射
和
村
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
の
広
が
り
を
知
る
上
に
お
い
て
も
貴
重
な
史
料
と
言
え
る
。
竹
川
竹
斎
が
生

ま
れ
る
以
前
に
伝
わ
っ
て
い
た
、
竹
川
家
に
ま
つ
わ
る
逸
話
と
し
て
も
興
味
深
い
。
こ
の
度
、
幸
い
に
も
閲
覧
す
る
機
会
を
得
た
こ
と

か
ら
、
こ
こ
に
全
文
を
翻
刻
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
ず
、
書
誌
的
事
項
は
以
下
の
通
り
。

地
蔵
と
な
っ
た
女
性
―
射
和
文
庫
蔵
『
夢
物
語
』（「
地
蔵
尊
霊
夢
話
」）
―　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

髙
橋
　
秀
城
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射
和
文
庫
蔵
『
夢
物
語
』（
Ⅱ
―
120
）。
横
刷
毛
目
（
渋
引
）
表
紙
。
左
肩
題
箋
に
「
地
蔵
尊
霊
夢
話
全
」
と
墨
書
。
表
紙
の
寸
法
は
、

縦
二
四
・
一
糎
、
横
十
六
・
九
糎
で
、
袋
綴
（
四
つ
目
綴
じ
）
の
写
本
一
冊
（
江
戸
中
期
写
）。
本
文
料
紙
は
楮
紙
。
内
題
「
夢
物
語
」。

全
九
丁
（
表
紙
を
含
ま
な
い
）。
毎
半
葉
八
行
、
毎
行
十
八
字
内
外
。
本
文
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
。

奥
書
は
な
く
、
具
体
的
な
書
写
年
次
や
作
者
（
書
写
者
）
等
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
本
文
中
に
、「
元（

一
七
三
七
）

文
丁
巳
年
二
月
廿

三
日
」（
一
丁
表
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
江
戸
中
期
の
写
し
と
推
定
さ
れ
る
。
途
中
、
七
丁
表
二
行
目
に
一
行
の
空
白
が
見

ら
れ
、
ま
た
全
体
的
に
漢
字
に
は
振
り
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
。

『
夢
物
語
』
に
は
、「
ゆ
き
」
の
三
度
に
わ
た
る
夢
が
語
ら
れ
て
い
る
。
あ
ら
ま
し
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

〔
一
度
目
〕

元（
一
七
三
七
）

文
二
年
二
月
二
十
三
日
、竹
川
金
助
と
い
う
者
の
孫
娘
が
四
歳
に
て
早
世
し
た
（
戒
名
・
春
覚
童
女
）。
そ
の
三
七
日
（
み
な
ぬ
か
）

忌
に
当
た
る
三
月
十
三
日
の
夜
の
こ
と
。
金
助
の
娘
で
、
二
十
一
歳
に
な
る
「
ゆ
き
」
の
目
の
前
に
、
墨
染
の
衣
を
ま
と
っ
た
地
蔵
菩

薩
が
立
ち
現
れ
た
。
何
処
と
も
な
く
「
ゆ
き
」
を
連
れ
出
す
と
、
い
つ
の
間
に
か
極
楽
へ
通
じ
る
門
の
入
口
に
辿
り
着
い
て
い
る
。
そ

こ
で
地
蔵
尊
が
三
度
手
を
打
ち
鳴
ら
す
と
、
門
の
中
か
ら
金
色
の
地
蔵
菩
薩
が
現
れ
、
さ
ら
に
「
ゆ
き
」
を
連
れ
行
く
。
道
す
が
ら
、

音
楽
の
響
き
や
鐘
の
音
、
念
仏
の
声
な
ど
を
聴
き
な
が
ら
、
や
が
て
彩
飾
の
門
に
至
る
。
階
段
を
二
・
三
段
登
っ
て
い
く
と
、
ま
た
別

の
金
色
の
袈
裟
衣
を
着
し
た
地
蔵
菩
薩
が
、
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
現
れ
出
た
。
そ
の
地
蔵
の
仰
せ
に
は
、「
こ
の
二
人
の
子
供
は
、

そ
な
た
の
姪
と
甥
で
あ
る
。
拝
み
な
さ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
な
た
の
よ
う
な
娑
婆
で
の
姿
で
は
不
審
に
思
う
に
違
い
な
い
」
と
言

う
と
、二
人
と
も
亡
く
な
っ
た
時
の
着
物
姿
と
な
り
、そ
の
ま
ま
「
ゆ
き
」
の
も
と
に
近
寄
っ
て
首
を
押
さ
え
叩
き
去
っ
て
い
っ
た
。「
ゆ

き
」
が
涙
を
抑
え
て
い
る
と
、
地
蔵
菩
薩
は
「
決
し
て
嘆
い
て
は
い
け
な
い
。
娑
婆
に
帰
り
、
た
だ
後
世
の
菩
提
を
願
い
な
さ
い
。
そ

な
た
は
ま
だ
、
こ
こ
へ
来
る
者
で
は
な
い
。
早
く
立
ち
去
れ
」
と
仰
せ
に
な
る
。
そ
こ
で
席
を
立
と
う
と
思
っ
た
途
端
、
先
の
墨
染
の



地蔵となった女性

71

地
蔵
菩
薩
が
現
れ
、
最
初
の
門
の
前
に
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
地
蔵
が
一
つ
手
を
叩
く
と
、
夢
か
ら
目
覚
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

 〔
二
度
目
〕

同
四
月
十
日
、
春
覚
童
女
の
尽
七
日
（
四
十
九
日
・
な
な
な
ぬ
か
）
忌
に
当
た
る
日
の
昼
八
つ
頃
（
午
後
二
時
頃
）
の
こ
と
。
し
き

り
に
眠
気
を
催
し
た
「
ゆ
き
」
は
、
そ
の
ま
ま
座
敷
に
横
た
わ
っ
た
。
す
る
と
地
蔵
菩
薩
が
立
ち
現
れ
、「
今
回
は
、
地
獄
極
楽
を
巡

る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
仰
せ
ら
れ
る
と
、
右
手
に
錫
杖
、
左
手
に
水
精
の
数
珠
を
お
持
ち
に
な
り
、
賽
の
河
原
へ
と
案
内
さ
れ
た
。
そ

こ
に
は
三
体
の
地
蔵
菩
薩
が
お
り
、
た
く
さ
ん
の
小
さ
な
子
供
た
ち
が
塔
を
積
ん
だ
り
、
地
蔵
尊
に
し
が
み
つ
い
た
り
し
て
遊
ん
で
い

る
。
手
に
数
珠
を
持
っ
て
い
た
り
、
白
い
装
束
を
着
た
り
、
裸
の
子
供
も
い
る
よ
う
だ
。
思
い
思
い
に
気
分
よ
く
遊
ん
で
い
る
。
す
る

と
突
然
に
眼
の
赤
い
鬼
二
疋
が
現
れ
、
鉄
の
鉾
を
振
り
廻
し
て
、
子
供
が
積
み
上
げ
た
塔
を
崩
し
廻
っ
た
。
そ
の
様
子
を
見
て
泣
き
出

す
子
供
た
ち
。

そ
の
時
、
例
の
地
蔵
菩
薩
は
「
賽
の
河
原
は
こ
れ
ま
で
」
と
仰
せ
ら
れ
、
右
の
道
に
出
て
極
楽
の
門
に
向
う
と
、
全
て
の
門
が
開
い

て
い
る
。
門
の
先
に
は
美
し
い
座
敷
が
見
え
、
右
の
座
敷
に
は
、
八
年
以
上
前
に
往
生
し
た
寂
心
と
い
う
伯
父
が
数
珠
を
操
り
な
が
ら

手
引
き
を
し
て
座
っ
て
い
る
。
地
蔵
菩
薩
が
「
二
人
の
子
供
と
寂
心
、
我
ら
二
人
を
合
わ
せ
た
五
人
は
、
明
日
の
五
つ
時
に
向
こ
う
に

見
え
る
堂
に
上
が
る
の
だ
」
と
仰
せ
ら
れ
た
方
角
を
見
る
と
、
ま
さ
し
く
七
宝
で
飾
ら
れ
た
宮
殿
が
見
え
、
内
に
は
五
色
の
蓮
が
植
え

ら
れ
て
お
り
、
蝋
燭
や
百
味
と
思
わ
れ
る
飲
食
も
供
え
ら
れ
て
い
る
。
地
蔵
尊
は
さ
ら
に
「
こ
れ
か
ら
地
獄
を
見
せ
よ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
娑
婆
の
ま
ま
の
姿
で
は
蛇（

邪
鬼
）鬼

と
い
う
も
の
が
我
ら
を
苦
し
め
る
。
そ
な
た
は
髮
を
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
仰
せ
ら
れ
る

の
で
、「
そ
れ
は
い
つ
ま
で
の
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
申
す
と
、「
百
箇
日
ま
で
」
と
仰
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
「
娑
婆
へ
の
証
し
と
し
て
、
髮

を
切
っ
て
遣
わ
そ
う
」
と
言
っ
て
、「
ゆ
き
」
の
頭
を
地
蔵
尊
が
撫
で
ら
れ
た
と
感
じ
た
時
、
娑
婆
で
は
「
ゆ
き
」
の
母
親
が
、
寝
て
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い
る
「
ゆ
き
」
の
気
分
が
悪
い
の
で
は
と
心
配
し
て
い
た
。「
ゆ
き
」
を
起
こ
そ
う
と
す
る
と
、
た
い
そ
う
体
が
冷
え
て
い
る
。
生
気

を
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
激
し
く
揺
り
起
こ
す
と
、
や
っ
と
の
こ
と
で
目
を
覚
ま
し
た
の
で
あ
っ
た
。

不
思
議
な
こ
と
に
、
枕
元
に
は
「
ゆ
き
」
の
髮
が
一
尺
五
寸
（
約
四
十
五
糎
）
ほ
ど
切
ら
れ
て
置
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
辺
り
に
は

剃
刀
も
小
刀
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〔
三
度
目
〕

同
四
月
十
五
日
の
夜
の
こ
と
。
再
び
例
の
地
蔵
菩
薩
が
現
れ
、「
我
は
、
衆
生
を
救
う
た
め
に
、
そ
な
た
の
髮
を
切
っ
た
。
そ
れ
な

の
に
念
仏
を
す
る
こ
と
も
な
く
過
ご
し
て
い
る
の
は
以
て
の
外
で
あ
る
。
今
よ
り
た
い
そ
う
信
心
し
な
さ
い
。
こ
の
髮
は
、
そ
な
た
の

髮
で
は
な
い
。
我
が
錫
杖
の
真（

芯
）で

あ
り
、
蓮
の
糸
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。

さ
ら
に
地
蔵
菩
薩
は
「
我
は
昔
、
越
後
国
の
宇
右
衛
門
の
娘
で
清
川
」
と
い
う
者
で
あ
っ
た
と
語
り
、
か
つ
て
二
月
二
十
三
日
に

二
十
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
日
の
こ
と
を
告
げ
る
。
野
辺
に
葬
ら
れ
た
日
、い
つ
も
頼
み
と
し
て
い
た
地
蔵
尊
が
迎
え
に
お
出
で
に
な
り
、

今
は
我
が
地
蔵
尊
と
な
っ
て「
ゆ
き
」を
極
楽
に
導
い
て
い
る
の
だ
と
言
う
。地
蔵
菩
薩
は「
ゆ
き
」に
対
し
、髮
を
惜
し
む
こ
と
な
く
人
々

に
分
け
与
え
る
こ
と
を
勧
め
、
ひ
た
す
ら
念
仏
を
唱
え
て
、
極
楽
に
往
生
す
る
よ
う
に
諭
し
た
。
お
産
に
効
く
経
文
も
伝
え
、
ま
た
最

前
の
髮
も
寺
で
回
向
を
頼
む
べ
き
こ
と
を
告
げ
る
と
、「
我
は
こ
れ
ま
で
。
も
う
二
度
と
や
っ
て
来
る
こ
と
は
な
い
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。

地
蔵
菩
薩
が
何
処
と
も
な
く
お
行
き
に
な
っ
た
時
、「
ゆ
き
」
も
夢
か
ら
覚
め
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
お
お
よ
そ
の
粗
筋
を
確
認
し
て
み
た
。『
夢
物
語
』
に
は
、
竹
川
家
に
関
わ
る
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。

　

・
竹
川
金
助
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・
竹
川
金
助
の
娘
で
二
十
一
歳
に
な
る
「
ゆ
き
」

　

・
竹
川
金
助
の
孫
で
四
歳
で
早
世
し
た
娘
（
元（

一
七
三
七
）

文
二
年
二
月
二
十
三
日
沒
。
戒
名
・
春
覚
童
女
。「
ゆ
き
」
の
姪
）

　

・
竹
川
家
の
子
で
三
歳
で
早
世
し
た
男
子
（
去
る
正
月
二
十
日
沒
。
戒
名
・
春
教
童
子
。「
ゆ
き
」
の
甥
）

　

・「
ゆ
き
」
の
伯
父
で
、
八
年
以
上
前
に
往
生
し
た
寂
心
と
い
う
僧
侶

　

・
竹
川
金
助
の
妻
で
「
ゆ
き
」
の
母
親

ま
た
、『
夢
物
語
』
に
は
多
く
の
地
蔵
菩
薩
が
登
場
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
「
ゆ
き
」
の
枕
元
に
三
度
に
わ
た
っ
て
現
れ
出
た
墨
染

衣
の
地
蔵
菩
薩
は
、「
ゆ
き
」
と
同
じ
二
十
一
歳
の
時
に
、
竹
川
金
助
の
孫
娘
（「
ゆ
き
」
の
姪
）
と
同
じ
日
（
二
月
二
十
三
日
）
に
亡

く
な
っ
た
越
後
国
の
「
清
川
」
と
い
う
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
三
度
目
の
霊
夢
の
中
で
明
か
さ
れ
て
い
る
。
孫
娘
の
命
日
が
、
そ
の

ま
ま
「
清
川
」
の
命
日
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
冒
頭
に
見
え
る
竹
川
金
助
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
竹
川
家
の
先
祖
は
、
浅
井
長
政
（
一
五
四
五
〜

一
五
七
三
）
の
父
で
あ
る
久
政
（
一
五
二
六
〜
一
五
七
三
）
の
弟
、
浅
井
友
政
が
射
和
の
地
に
逃
れ
て
、
竹
川
半
左
衛
門
の
家
に
入
り
、

そ
こ
か
ら
竹
川
姓
を
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。)3

(

竹
川
家
は
そ
の
後
、
本
家
竹
川
・
新
宅
竹
川
・
東
竹
川
の
三
軒
へ

と
分
か
れ
、『
夢
物
語
』
に
見
え
る
元
文
年
間
前
後
は
、
ま
さ
に
分
家
・
独
立
を
行
い
な
が
ら
地
歩
を
固
め
て
い
た
時
期
に
当
た
る
。

竹
川
家
の
系
図
の
中
に
金
助
の
名
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
『
夢
物
語
』
は
竹
川
家
一
族
に
ま
つ
わ
る
人
物
の
逸
話

と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

地
蔵
菩
薩
の
導
き
に
よ
っ
て
「
ゆ
き
」
が
目
の
当
た
り
に
し
た
賽
の
河
原
や
極
楽
浄
土
の
光
景
は
具
体
的
で
あ
り
、
こ
う
し
た
射
和

村
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
・
浄
土
往
生
思
想
の
広
が
り
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
射
和
地
区
に
は
射
和
寺
（
高
野
山
真

言
宗
）・
延
命
寺
（
浄
土
宗
）・
蓮
生
寺
（
天
台
真
盛
宗
）
と
い
っ
た
竹
川
竹
斎
と
も
関
わ
り
の
深
い
寺
院
が
あ
り
、)4

(

石
や
木
に
彫
ら
れ
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た
地
蔵
菩
薩
像
も
遺
さ
れ
て
い
る
。)5

(

特
に
、
竹
川
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
延
命
寺
は
重
要
な
学
問
寺
院
で
あ
り
、
伊
勢
国
出
身
で
増
上
寺

四
十
八
代
の
智
瑛
（
？
〜
一
七
七
三
）
や
、伊
勢
国
多
気
郡
丹
生
村
（
現
在
の
多
気
町
）
出
身
で
増
上
寺
五
十
三
代
の
智
堂
（
一
七
二
六

〜
一
八
〇
〇
）
が
幼
い
頃
に
学
ん
で
い
る
。)6

(

ま
た
、
射
和
村
出
身
の
俳
人
・
大
淀
三
千
風
（
一
六
三
九
〜
一
七
〇
七
）
の
『
戴
龍
山
延

命
寺
院
中
地
蔵
院
九
景
の
品
定
』（
貞
享
三
年
〔
一
六
八
六
〕）
に
よ
っ
て
、
延
命
寺
の
中
に
地
蔵
菩
薩
を
祀
る
お
堂
が
あ
っ
た
こ
と
も

知
ら
れ
る
。)7

(

『
夢
物
語
』
で
語
ら
れ
て
い
る
地
獄
極
楽
の
情
景
が
、
単
な
る
想
像
の
世
界
で
は
な
く
、
実
際
に
建
て
ら
れ
て
い
た
堂
舎

を
思
い
描
き
な
が
ら
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、
こ
の
地
で
行
わ
れ
て
い
た
説
教
（
唱
導
）
と
の
結
び
つ
き
が
想
像
さ
れ
る
。)8

(

さ
ら
に
『
夢
物
語
』
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
点
と
し
て
、女
性
の
髪
に
纏
わ
る
記
述
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。『
夢
物
語
』
の
中
で
「
ゆ
き
」

は
、
地
蔵
菩
薩
か
ら
「
爰
に
て
髮
を
結つ

メ
ね
ば
行ゆ

き

か
た
し
」（
二
丁
表
）、「
汝

な
ん
じ

髮
を
切き

る
へ
し
」（
六
丁
表
）
な
ど
と
、
幾
度
と
な
く
髪

を
切
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
有
髮
が
娑
婆
で
の
姿
で
あ
り
、
地
獄
で
は
責
め
苦
を
受
け
、
極
楽
で
は
訝
し
が
ら
れ
る
も

の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、「
ゆ
き
」
の
髮
が
、
地
蔵
菩
薩
の
「
錫し

や
く
ち
う杖

の
真し

ん

に
し
て
則

す
な
は
ち

蓮は
す

の
糸い

と

」（
七
丁
裏
）
と
な

る
こ
と
も
告
げ
ら
れ
て
い
る
。「
ゆ
き
」
の
長
い
髪
（『
夢
物
語
』
で
は
「
一
尺
五
寸
」）
を
断
ち
切
り
分
け
与
え
る
こ
と
が
、
自
ら
の

極
楽
往
生
へ
の
因
と
な
る
と
同
時
に
、
多
く
の
人
々
を
救
う
利
他
行
に
も
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

地
蔵
菩
薩
が
消
え
去
っ
た
後
、「
ゆ
き
」が
ど
の
よ
う
に
生
き
た
の
か
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
地
蔵
菩
薩
の
お
告
げ
を
守
り
、

日
々
念
仏
を
唱
え
、
髮
を
惜
し
ま
ず
、
人
々
の
命
に
寄
り
添
い
な
が
ら
信
心
を
深
め
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
三
度
の
夢
を
経
験
し
た

「
ゆ
き
」
は
、悲
し
み
か
ら
離
れ
、真
の
意
味
で
娑
婆
の
夢
か
ら
目
覚
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
や
が
て
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
「
ゆ
き
」

は
、
墨
染
姿
の
清
川
地
蔵
の
よ
う
に
再
び
娑
婆
に
還
り
、
女
性
の
夢
枕
に
立
ち
現
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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注（
１
）
竹
川
竹
斎
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
松
阪
市
文
化
財
保
護
委
員
会
編
『
竹
川
竹
斎
』（
竹
川
竹
斎
翁
百
年
祭
実
行
委
員
会
、
昭
和
五
十
六
年
）
等
参
照
。

（
２
）
射
和
文
庫
蔵
書
に
つ
い
て
は
、
射
和
文
庫
蔵
書
目
録
編
集
委
員
会
編
『
射
和
文
庫
蔵
書
目
録
』（
竹
川
竹
斎
翁
百
年
祭
実
行
委
員
会
、
昭
和
五
十
六

年
十
一
月
）
参
照
。

（
３
）
現
在
、
竹
川
家
の
先
祖
に
関
す
る
記
述
に
は
三
説
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
ど
れ
も
浅
井
友
政
で
共
通
し
て
い
る
（
前
掲
注
（
１
）
書
参
照
）。

（
４
）
射
和
寺
に
は
、竹
川
竹
斎
が
明
治
十
二
年
に
、射
和
寺
に
伝
え
ら
れ
た
古
文
書
文
書
を
一
括
し
て
保
存
し
た
「
射
和
寺
文
書
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
射
和
寺
や
蓮
生
寺
で
は
、
竹
斎
が
村
の
大
人
や
子
供
た
ち
に
対
し
『
万
葉
集
』『
源
氏
物
語
』『
伊
勢
物
語
』
な
ど
を
講
釈
し
、
知
識
の
啓
蒙

を
図
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
嶋
崎
さ
や
香
「
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
お
け
る
新
聞
受
容
―
竹
川
竹
斎
と
射
和
村
」「
リ
テ
ラ
シ
ー
史

研
究
」
平
成
二
十
年
）。
な
お
、
竹
川
竹
斎
と
延
命
寺
と
の
結
び
付
き
を
含
め
、
射
和
出
身
の
伊
勢
商
人
の
文
化
的
活
動
を
論
じ
た
も
の
に
、
上
野

利
三
『
幕
末
維
新
期
伊
勢
商
人
の
文
化
史
的
研
究
』（
多
賀
出
版
、
平
成
十
三
年
二
月
）
が
あ
る
。
竹
川
家
と
近
隣
寺
院
と
の
繋
が
り
は
、
竹
斎
以

前
か
ら
代
々
続
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）
蓮
生
寺
境
内
に
は
、
石
地
蔵
群
の
上
に
置
か
れ
た
真
盛
上
人
供
養
塔
（
室
町
時
代
）
が
あ
る
。
ま
た
、
旧
射
和
寺
境
内
に
あ
る
大
日
堂
に
は
木
造

地
蔵
菩
薩
坐
像
（
南
北
朝
時
代
・
重
要
文
化
財
）
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
胎
内
か
ら
は
、
寛
文
・
延
宝
年
間
（
一
六
六
一
〜
一
六
八
〇
）
に
出
版
さ

れ
た
上
方
子
供
絵
本
（
十
冊
）
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
射
和
文
庫
の
竹
川
隆
子
様
よ
り
、
延
命
寺
は
当
初
、
開
山
行
基
菩
薩
自
作
の
地
蔵
菩
薩
像
を
御
本
尊
と
し
て
お
り
、
戴
龍
山
延
命
地
蔵
院
と
呼
ば

れ
て
い
た
こ
と
を
お
教
え
い
た
だ
い
た
。
ま
た
智
堂
に
つ
い
て
は
、
根
岸
鎮
衛
（
一
七
三
七
〜
一
八
一
五
）
の
『
耳
囊
』
に
「
増
上
寺
僧
正
和
歌

の
事
」
と
し
て
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
（
岩
波
文
庫
本
に
拠
る
）。

寛
政
八
年
の
頃
、
不ふ

に
よ
ほ
う

如
法
の
僧
侶
有
り
て
罪
に
行

お
こ
な
われ

し
に
、
増
上
寺
五
十
三
世
嶺
誉
智
堂
僧
正
の
詠よ

め

る
歌
と
て
人
の
見
せ
侍
り
し
。
一
宗し

ゆ
うの



蓮花寺佛教研究所紀要　第五号　個人論文

76

貫か
ん
じ
ゆ首

左さ

も
あ
る
べ
き
事
と
、
爰こ

こ

に
記
し
ぬ
。

　
　
　

救
ふ
べ
き
力
な
け
れ
ば
せ
め
て
代よ

の
塵
に
け
が
さ
ぬ
法の

り

の
衣こ

ろ
も
で手

（
７
）『
戴
龍
山
延
命
寺
院
中
地
蔵
院
九
景
の
品
定
』
に
は
、
射
和
村
に
伝
わ
る
妖
怪
（
樹
神
・
嫁
入
り
狐
・
カ
ッ
パ
な
ど
）
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
伝
承
と
地
獄
と
の
結
び
付
き
も
興
味
深
い
。

（
８
）
例
え
ば
『
夢
物
語
』
の
本
文
に
振
り
仮
名
が
多
く
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
実
際
に
説
教
（
唱
導
）
の
場
に
お
い
て
読
み
あ
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

〈
付
記
〉

　

貴
重
な
蔵
書
の
閲
覧
、
掲
載
を
御
許
可
い
た
だ
き
、
種
々
御
教
示
賜
り
ま
し
た
射
和
文
庫
の
竹
川
隆
子
様
に
心
よ
り
御
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。

【
凡
例
】

一
、
底
本
は
、
射
和
文
庫
蔵
『
夢
物
語
』（
Ⅱ
―
120
）
で
あ
る
。

一
、
文
字
は
、
可
能
な
限
り
原
本
通
り
と
し
、
行
移
り
も
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。
仮
名
合
字
「
ゟ
」
は
「
よ
り
」
に
改
め
た
。

一
、
傍
線
な
ら
び
に
振
り
仮
名
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。

一
、
改
丁
は
」
を
も
っ
て
示
し
、「
１
オ
」
の
よ
う
に
丁
数
な
ら
び
に
表
裏
を
記
し
た
。

一
、
明
ら
か
に
誤
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
（
マ
ヽ
）
と
記
し
た
。
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【
本
文
】

                                                                                                    

　

地
蔵
尊
霊
夢
話　

全                                                    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

」
表
紙                         

                                                                                                     

　
　
　
　
　

夢
物
語                                                                                     

　
　

勢
州
飯い

ゝ
の
こ
う
り

野
郡
射い

さ
わ和

村
竹
川
金
助
と
云
ふ
者
の
孫
四
才                                   

　
　

に
て
元
文
丁
巳
年
二
月
廿
三
日
に
早は

や
せ世

す
則
戒か

い
み
や
う

名
ヲ                                     

　
　

春
し
ゆ
ん
か
く覚

童ど
う
に
や
う

女
と
号
ス
又
一
家
の
内
に
春

し
ゆ
ん
き
や
う教

童ど
う
じ子                               

　
　

と
い
ふ
三
才
に
て
去
ル
正
月
廿
日
に
早
世
し
た
る
子
あ
り                                                     

　
　

然
る
に
三
月
十
三
日
春
覚
童
女
三
七
日
に
相
当
る
其                                                         

　
　

夜
金
助
娘
ゆ
き
と
申
女
廿
一
歳
也
同
家
に
居お

り                                                         

　
　

し
か
何い

づ
く国

に
行
か
ん
と
お
も
ふ
心
も
な
く
蔵く

ら

の
二に

か
い階    　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

」
１
オ                         

　
　

ゑ
揚あ

か
りり

着き

物
を
出い

だ

さ
ん
と
お
も
ふ
其
時
墨す

み

の
衣け

さ

を                               

　
　

め
し
た
る
地じ

ぞ
う蔵

菩ぼ
さ
つ薩

出し
ゆ
つ
げ
ん

現
し
給た

ま

ひ
汝な

ん
じは

何い
つ
く国                               

　
　

へ
行ゆ

く
わ
れ我

つ
れ
行ゆ

か
ん
と
お
ふ
せ
ら
れ
則

す
な
は
ち

道
に
出い

テ                               

　
　

向
ひ
給
ふ
と
覚
し
か
御
袈け

さ裟
に
壁へ

つ
らふ

べ
き                                                   

　
　

事
な
き
冥

み
や
う

〻
と
し
た
る
所
を
遥は

る
かに

行ゆ
き

其
先
に                                          

　
　

平
び
や
う

〻〳
〵

た
る
野
原
へ
出い

て

し
か
忽

た
ち
ま
ち

闇や
み

晴は

れ
て
昼ひ

る

の                               
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ご
と
く
な
り
し
ゆ
へ
ゆ
き
四よ

も方
を
詠な

が
めし

か
小こ

か
ね金

の                                     
　
　

柱は
し
らに

て
結
構
な
る
彩さ

い
じ
き飾

た
る
門
有
り
黒
き
錠

ぢ
や
う      　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
１
ウ                         

　
　

前
も
あ
り
爰こ

ゝ

に
て
地
蔵
尊
仰
せ
ら
れ
し
は
此
門
を                                                     

　
　

開ひ
ら

け
は
極
楽
へ
ゆ
く
な
り
爰
に
て
髮
を
結つ

メ                                                     

　
　

ね
ば
行ゆ

き

か
た
し
と
お
ふ
せ
ら
れ
け
れ
は
其そ

の
と
き時

ゆ
き                                           

　
　

申
け
る
は
成な

る
ほ
と程

髮か
み

を
詰つ

メ
給た

ま

ひ
と
云い

ふ
其
後の

ち

地
蔵                               

　
　

尊そ
ん

御
手
を
三
度
扣た

ゝ

キ
給た

も

ふ
と
右
の
門
ひ
ら
く
と                                           

　
　

ま
た
金こ

ん
じ
き色

の
地
蔵
尊そ

ん

結け
つ
こ
う構

成
御
袈け

さ裟
衣こ

ろ
もを                               

　
　

召め

し
出い

て

給た
も

ふ
と
最さ

い
ぜ
ん前

の
墨こ

く
ゑ衣

を
め
し
た
る
地
蔵                               

　
　

尊
は
何い

づ
ち地

へ
と
な
く
見
へ
給た

ま

は
すす

後の
ち

に
出し

ゆ
つ
げ
ん現

し
給
ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
２
オ                         

　
　

地
蔵
尊
ゆ
き
を
連つ

れ
行ゆ

か
せ
給
ふ
に
道
す
か
ら                                                    

　
　

何い
つ
ち地

と
も
な
く
音お

ん
ら
く楽

の
響ひ

ゞ
きき

頻し
き
りに

なな

り                               

　
　

ま
た
鐘か

ね

を
打う

ち
な
ら鳴

ら
し
念
佛
の
声こ

ゑ

聴き
こ
ゆゆ                                       

　
　

遥は
る

〻〳
〵

行
き
け
れ
は
結け

つ
こ
う構

成な
る

る
彩さ

い
し
き飾

の
門も

ん

有
り                               

　
　

て
二
段
三
段
階き

ざ
は
しを

揚あ
が
るる

と
お
ぼ
へ
ぬ
れ
は
彼か

の                                     

　
　

地
蔵
尊
消き

へ

う
せ
給
ふ
然し

か

る
に
又
外
の
地
蔵
菩
薩                                                 

　
　

金こ
ん
じ地

の
御
袈け

さ裟
衣

こ
も
ろ（
マ
ヽ
）を

め
し
て
其
時
二
人
の                                           

　
　

小
増
を
地
蔵
菩
薩
手
を
引
て
出
給
ふ
御お

ん
と
き時

地ぢ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
２
ウ                         



地蔵となった女性

79

　
　

蔵
尊
の
お
ふ
せ
に
此
二
人
の
子
供
は
汝な

ん
じか

姪め
い
お
い娚

に
て                                       

　
　

あ
り
此
小こ

ぞ
う増

を
拝お

か

め
と
仰
ら
れ
去さ

り
な
か
ら                                             

　
　

此
姿す

か
たに

て
は
疑う

た
かひ

あ
る
べ
し
と
娑し

や
ば婆

の
す
か
た                                     

　
　

あ
ら
は
し
見
せ
ん
と
二
人
共
則

す
な
は
ち

果は
て

し
時と

き

寺て
ら

へ
上
け                               

　
　

た
る
着き

物
を
其
尽ま

ゝ

顕あ
ら

ら
は
せ
け
る
其
時
ゆ
き
歎

な
け
き                                     

　
　

き
悲か

な
しむ

と
ま
た
其そ

の

尽ま
ゝ

弐
人
の
子
供
立
寄
ゆ
き
か                                         

　
　

首く
び

を
お
さ
へ
扣た

ゝ

キ
去さ

り
ぬ
ゆ
き
驚お

ど
ろき

起お
き

あ
が
り
涙な

み
たを                               

　
　

お
さ
へ
居い

た
り
け
れ
は
か
な
ら
す
歎な

け

く
ま
じ
娑し

や
ば婆          　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

」
３
オ                         

　
　

へ
帰か

へ

り
只た

ゝ

後
世
の
菩ぼ

だ
い提

を
ね
か
う
べ
し
汝な

ん
じは

未い
ま                               

　
　

だ
こ
の
所
へ
来
る
者
に
あ
ら
す
は
や
く
爰こ

ゝ

を
立                                                       

　
　

さ
れ
と
仰
せ
ら
れ
し
に
其
座
を
立
と
お
も
ふ
と                                                            

　
　

否い
な
や哉

最も
は
や早

さ
い
初し

よ

に
つ
れ
ら
れ
来
り
給
ふ
地
蔵                                       

　
　

ぼ
さ
つ
出い

て
む
か向

ひ
給
ひ
て
最さ

い

ぜ
ん
の
門も

ん

の
前
へ
参
り                                     

　
　

し
か
又
地
蔵
ほ
さ
つ
御
手
を
壹
つ
打
た
も
ふ
と                                                             

　
　

覚
へ
て
夢ゆ

め

は
醒さ

め

め
け
り
同
四
月
十
日
春し

ゆ
ん
か
く覚

童ど
う
に
や
う女                               

　
　

尽じ
ん

七
日
に
当
る
昼
八
つ
頃
ま
た
ゆ
き
な
ん
と
な
く                     　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                        

」
３
ウ                         

　
　

し
き
り
に
睡ね

む

く
な
り
そ
の
ま
ゝ
座
敷
へ
寝ふ

し
け
り                                                 

　
　

か
ゝ
る
所
ヘ
地
蔵
尊
出
給
ひ
仰お

ふ
せけ

る
は
今こ

の
た
ひ度

は
地                                         
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獄こ
く

極こ
く
ら
く楽

を
巡め

ぐ

ら
す
べ
し
と
仰
せ
ら
れ
右
の                                           

　
　

御
手
に
錫

し
や
く
ぢ
や
う

杖
を
持も

ち

左
の
御
手
に
は
水す

い
し
や
う精

の
珠し

ゆ                               
　
　

数ず

を
御
持も

ち

給
ひ
則

す
な
は
ち

御
隨し

た
がひ

行ゆ
く

に
西さ

い

の
川
原                               

　
　

に
て
あ
る
そ
と
仰
せ
ら
る
ゝ
と
三さ

ん
た
い躰

地
蔵
菩
薩                                                   

　
　

ま
し
ま
す
各

お
の
〳
〵

皆み
な

御
衣こ

ろ
もの

裾す
そ

捺な
ど

切
ま
た
泥ど

ろ

捺な

と                               

　
　

か
ゝ
り
あ
り
此
所
に
或
は
十
才
或
は
五
才
三
才
の
童

わ
ら
ん
べ              　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                 

」
４
オ                         

　
　

数あ
ま
た多

並な

み
居い

てて
塔と

う

を
積
ま
た
地
蔵
尊
に
す
が
り                                     

　
　

つ
き
遊
ふ
あ
り
お
の
〳
〵
手
に
珠し

ゆ

数す

を
持も

ち

さ
て                                               

　
　

装し
や
う
ぞ
く束

は
白
き
単
物
を
着き

た
る
も
あ
り
ま
た                                                

　
　

裸は
た

か
子
も
あ
り
心こ

ゝ
ろ
よ
く能

さ
ま
〳
〵
遊
ひ
居
た
り
し
に                                           

　
　

其
所
ヘ
眼

ま
な
こ

日
月
の
こ
と
く
な
る
赤
き　

二
疋                                                 

　
　

い
で
鉄て

つ

の
桙ほ

こ

を
振ふ

り
廻ま

は

し
子
供
の
積つ

み

た
る                                     

　
　

塔と
う

を
扣た

ゝ
きき

崩く
す

し
け
れ
ば
子
と
も
は
つ
と
涙な

き
出
ス                                   

　
　

そ
の
時
地
蔵
尊
西さ

い

の
川
原
は
是
ま
て
な
り
と
仰お

ふ                  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

               

」
４
ウ                         

　
　

せ
ら
れ
右
の
道
へ
出
る
と
三
七
日
の
節
参
り
せ
し                                                           

　
　

極
楽
の
門
へ
向
ひ
し
か
此
度
は
前ま

へ
か
た方

錠ぢ
や
うの

落お
ち

し                                     

　
　

あ
り
た
り
門
皆
〻
ひ
ら
き
居
た
り
其そ

の
さ
き先

に
結
構                                                    

　
　

成
る
座
敷
と
お
ほ
し
き
所
あ
り
四よ

も方
の
障し

や
う
じ子

又                                             

お
に
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座ざ

に
も
一い

ち
め
ん面

に
五こ

し
き色

の
蓮れ

ん
か花

ば
か
り
充し

ゆ
ま
ん満

せ
り                               

　
　

右
の
座
敷
に
伯お

じ父
に
て
あ
り
し
か
寂し

や
く
し
ん心

と
云
ふ                                           

　
　

八
年
以
前
往お

ふ
ぜ
う生

せ
し
人
な
り
引い

ん
ど
う導

し
て
珠し

ゆ                                       

　
　

数す

操つ
ま
くり

居い

給
ふ
時
地
蔵
尊
の
仰
せ
ら
れ
に
は                　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

」
５
オ                         

　
　

二
人
の
小
僧
寂し

や
く
し
ん心

我わ
れ
ら等

五
人
と
も
明
日
の
五
つ
時                                       

　
　

に
は
向
ひ
に
見
ゆ
る
堂ど

う

へ
揚あ

か

る
な
り
と
仰                                                    

　
　

せ
ら
れ
し
ゆ
へ
む
か
ふ
を
見
れ
は
誠ま

こ
とに

七し
つ
ほ
う寶                                             

　
　

に
て
飾か

さ

り
し
宮く

う
て
ん殿

あ
り
て
内
に
は
五
色
の                                                 

　
　

蓮は
ち

す
悉こ

と
〳
〵〻

く
鋪し

き
み
ち満

ち
た
り
扨さ

て

燈と
も
し
ひ火

ら
う                               

　
　

そ
く
な
ら
は
お
よ
そ
百
挺
は
か
り
の　

 
供く

う
も
つ物

は                                          

　
　

百
味み

と
も
覚
し
き
い
ろ
〳
〵
の
菓
子
有
り
ま
た                                                           

　
　

地
蔵
尊
仰
せ
ら
れ
し
は
是
よ
り
地ち

こ
く獄

を
見
せ
ん
と                    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

」
５
ウ                         

　
　

さ
り
な
か
ら
娑し

や
ば婆

の
す
か
た
に
て
は
虵じ

や
き鬼

と
云                                              

　
　

も
の
あ
り
て
我
共
に
責せ

め

る
な
り
汝

な
ん
じ

髮
を
切き                                               

　
　

る
へ
し
と
仰
せ
ら
れ
る
ゆ
へ
申
けけ

るる
は
夫そ

れ
はは                                                

　
　

毎い
つ

ま
で
の
事
に
て
と
申
せ
し
に
百
ケ
日
迄
と
仰お

ふ                                                 

　
　

せ
ら
る
ゝ
ゆ
き
申
様
さ
や
う
に
久
敷
事
な
れ
は                                                             

　
　

望の
そ
みな

き
や
と
申
ス
さ
も
あ
ら
ば
娑し

や
ば婆

へ
の
印し

る
しに                                     

ひ
か
り
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髮
を
詰つ

め
て
遣
す
へ
し
と
て
ゆ
き
か
頭い

た
ゝき

を                                                  
　
　

地
蔵
尊
御
手
に
て
撫な

で

て
給た

ま

ふ
と
覚お

ほ
へし

時と
き

ゆ
き      　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
６
オ                         

　
　

か
母
親
気き

ふ
ん分

悪あ
し
き
や哉

と
お
も
ひ
頻し

き

り
に
起お

こ

し
て
是                               

　
　

を
見
れ
は
誠ま

こ
とに

冷ひ

へ
か
へ
り
性し

や
う
き気

を
失う

し
なひ

し                                 

　
　

か
と
お
も
ひ
あ
わ
た
ゝ
し
く
起お

こ

せ
は
目
を
醒さ

ま                                                   

　
　

す
不
思
議
哉
枕ま

く

ら
元も

と

に
ゆ
き
か
髮か

み

の
す
へ
壹
尺                                         

　
　

五
寸
ほ
と
此　
　
　
　

 
廻ま

は

り
切き

り
て
あ
り
し
か
れ
ど
も                                        

　
　

其そ
の
へ
ん辺

に
剃か

み
そ
り刀

小こ
か
た
な刀

も
な
き
け
れ
は
誠
に
不
思
議                               

　
　

な
る
事
疑う

た
かふ

事
あ
る
へ
か
ら
す
あ
ま
り
有
か
た
く                                                   

　
　

御
事
に
て
書
し
る
し
た
り
志

こ
ゝ
ろ
さ
しあ

る
ひ
と
〳
〵
は                    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

」
６
ウ                         

　
　

不ふ
し
き
に

思
議
感か

ん

し
て
信し

ん
じ
ん心

致
す
べ
し                                               

                                                                                                     

　
　

同
四
月
十
五
日
の
夜
ま
た
ゆ
き
霊れ

い
む夢

を
蒙か

う
むる                                              

　
　

扨さ
て

已い
ぜ
ん前

の
地
蔵
尊
又
出し

ゆ
つ
け
ん

現
し
給
ひ
我
衆し

ゆ
し
や
う

生
を                               

　
　

済さ
い
ど度

せ
し
め
ん
か
為た

め

に
汝な

ん
じか

髮
を
き
り
た
り                                         

　
　

し
か
る
に
念
佛
を
申
事
も
な
く
只た

ゝ

う
か
〳
〵
と                                                         

　
　

し
て
居
た
る
事
以も

つ
ての

外
な
り
今
よ
り
隨す

い
ふ
ん分                                               

大
キ
サ

一
寸
餘
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信し
ん
じ
ん心

す
へ
し
此
髮
は
汝な

ん
じか

か
み
に
あ
ら
す
我わ

れ

が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
７
オ                         

　
　

錫し
や
く
ち
う杖

の
真し

ん

に
し
て
則

す
な
は
ち

蓮は
す

の
糸い

と

と
成
り
と
お
ふ
せ                               

　
　

ら
る
ゝ
我
は
む
か
し
越
後
国
宇
右
衛
門
と
云
ふ
者
の                                                         

　
　

娘
な
り
名
は
清き

よ
か
わ川

と
云
菩ぼ

だ
い提

を
願
ひ
寺
へ                                               

　
　

日ひ
こ
と毎

に
参さ

ん
け
い詣

い
た
し
家か

き
や
う業

に
作つ

く

り
を
い
た
す                               

　
　

其
穀こ

く
も
の物

を
代し

ろ
か替

へ
非ひ

人
乞こ

つ
し
き食

に
施ほ

と
こす

我わ
れ

果は
て

た                      

　
　

る
時
は
二
月
廿
三
日
に
て
年
は
廿
壹
才
な
り
親お

や

兄き
や
う                                             

　
　

弟た
い

も
な
く
孤こ

と
く獨

の
身
な
り
果は

て

た
る
と
き
隣り

ん
か家                                   

　
　

き
ん
所し

よ

の
人
〻
取
持
に
て
提ひ

つ

の
や
う
成
物
に
い
れ                 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

」
７
ウ                         

　
　

野
辺
に
贈お

く

り
葬ほ

ふ
むり

た
ま
ふ
我わ

れ

日ひ
こ
ろ頃

願む
か
いし

お
き                               

　
　

し
ゆ
へ
地
蔵
尊
迎む

か

ひ
に
出い

で
た
ま給

ひ
我
今
は
地
蔵                                               

　
　

と
成
り
汝

な
ん
じ

隨す
い
ふ
ん分

後ご

世
を
願む

か

ひ
極こ

く
ら
く楽

へ
行ゆ

く

べ
し                               

　
　

汝な
ん
じが

髮か
み

を
少す

こ

し
も
惜お

し

む
事
な
け
れ
汝な

ん
じか

み
は                               

　
　

錫
し
や
く
じ
よ
う

杖
の
真し

ん

な
り
今
よ
り
後の

ち

壹い
ち

人
成
り
と
も                                 

　
　

菩ぼ
だ
い提

を
願ね

か
わ
す
べ
し
又
此こ

の

髮か
み

を
望の

ぞ

む                                     

　
　

も
の
な
れ
は
少
し
宛つ

ゝ

切
て
授じ

ゆ
よ與

せ
し
む
へ
し                                                 

　
　

此こ
の

功く
ど
く徳

を
以

も
つ
て

後ご

せ世
を
救す

く

わ
ん
是こ

れ

を
き
く
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
８
オ                         

　
　

疑う
た
かひ

あ
ら
ば
罰ば

ち

を
蒙か

う
むる

べ
し
信し

ん
〳心〵

し
て                                     
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授さ
づ

か
ら
は
た
と
い
非ひ

人
乞こ

つ
し
き食

に
た
り
と
も
施ほ

と

こ
す                                 

　
　

べ
し
此こ

の

髮か
み

を
棺か

ん

へ
入
れ
来
る
も
の
は
か
ら
な
す                                           

　
　

救す
く

ふ
べ
し
自じ

た他
と
も
に
一い

つ
か
う向

に
念ね

ん
ぶ
つ仏

申
極こ

く
ら
く楽                               

　
　

へ
来き

た

れ
ま
た
娑し

や
ば婆

に
お
ゐ
て
産さ

ん

に
て
非ひ

ほ
う法                                     

　
　

の
死し

あ
り
此こ

の

経きよ
を
唱と

な

へ
せ
な
か
に
書か

き

し
る
し                                   

　
　

た
る
人
は
其そ

の

難な
ん

を
遁の

か

る
へ
し
右
の
ご
と
く                                               

　
　

し
て
生う

ま

れ
子こ

の
名な

を
付つ

け

へ
し
此こ

の

経き
や
う
も
ん文

娑し
や

ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                       

」
８
ウ                         

　
　

に
て
か
な
ら
す
傅
ふ
へ
か
ら
す
扨
ま
た
最さ

い
せ
ん前

の                                                   

　
　

髮か
み

を
明あ

す日
の
日
中
に
寺て

ら

に
て
回ゑ

こ
う向

を
頼た

の
むべ

し                               

　
　

我わ
れ

は
是こ

れ
ま
て迄

な
り
重か

さ
ねて

来き
た

ら
す
と
仰を

う
せら

れ                               

　
　

何い
づ
ち地

と
も
な
く
行ゆ

き

給た

ふ
と
覚お

ほ
へて

夢ゆ
め

は
醒さ

め

め
に                               

　
　

け
り                                                              　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

」
９
オ                         

                                                                                                     

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

射
和
文
庫
、
地
蔵
菩
薩
、
髮
、
夢
想
・
夢
告
、
地
獄
・
極
楽
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は
じ
め
に

勤
操(758-827)

は
、
奈
良
末
か
ら
平
安
初
期
の
日
本
仏
教
を
代
表
す
る
僧
侶
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
幼
く
し
て
大
安
寺
に
入
り
、
早

く
か
ら
三
論
の
碩
学
と
し
て
名
を
馳
せ
た
。
晩
年
は
僧
綱
に
列
せ
ら
れ
、
大
僧
都
ま
で
昇
進
し
て
い
る
。
遷
化
に
際
し
て
は
、
日
本
で

の
初
例
と
な
る
僧
正
位
の
追
贈
が
な
さ
れ
、
ま
た
多
く
の
人
々
が
そ
の
死
を
悼
む
な
ど
、
朝
廷
は
も
と
よ
り
民
衆
か
ら
も
篤
く
帰
依
を

得
た
。
ま
さ
し
く
当
時
の
仏
教
界
の
第
一
人
者
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
ま
た
後
世
に
至
る
ま
で
、
弘
法
大
師
空
海
の
師
匠
、
さ
ら

に
は
法
華
八
講
の
創
始
者
と
伝
承
さ
れ
た
先
徳
で
も
あ
る
。

た
だ
し
近
年
の
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
最
澄(767-822)

と
空
海(774-835)

の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
い
、
勤
操

は
い
わ
ゆ
る
平
安
仏
教
が
成
立
す
る
一
因
子
と
し
て
、
僅
か
に
述
べ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
実
際
に
勤
操
に
つ
い
て
専
論
し
た
先
行
研

究
は
少
な
く1

、
唯
一
そ
の
生
涯
を
詳
細
に
論
じ
た
池
田
源
太
氏
は
、
真
言
宗
の
伝
統
的
な
史
伝
に
依
拠
し
、
勤
操
は
「
奈
良
仏
教
と
平

安
仏
教
の
中
間
的
因
子
」
と
し
て
、「
空
海
を
誘
掖
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
言
宗
を
啓
発
し
た
」
人
物
と
す
る2

。

勤
操
の
生
涯 　
─
誕
生
か
ら
修
行
期
に
か
け
て
─  

小
林
　
崇
仁
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ま
た
通
説
を
確
認
す
る
意
味
で
辞
書
類
を
見
て
も
、『
日
本
仏
教
人
名
辞
典
』
が
「
最
澄
・
空
海
と
親
交
し
て
天
台
・
真
言
の
新
仏

教
に
理
解
を
示
し
た
」
と
し3

、
ま
た
『
日
本
仏
教
史
辞
典
』
も
「
最
澄
や
空
海
の
天
台
・
真
言
宗
に
も
深
い
理
解
を
示
し
、〈
中
略
〉

は
な
は
だ
協
力
的
で
あ
っ
た
」
と
す
る
よ
う
に4

、単
に
奈
良
仏
教
か
ら
平
安
仏
教
へ
と
い
う
枠
組
み
を
前
提
と
し
、勤
操
は
前
者
に
あ
っ

て
後
者
に
理
解
を
示
し
協
力
的
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
で
一
致
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
従
来
の
見
解
は
、
確
か
に
事
実
の
一
端
を
示
し
て
は
い
る
が
、
あ
く
ま
で
空
海
や
最
澄
を
主
軸
と
し
た
視
点
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
勤
操
そ
の
人
の
事
績
を
十
分
に
検
討
し
て
か
ら
の
結
論
と
は
言
い
難
い
。
勤
操
の
事
績
そ
の
も
の
を
見
る
と
、
ひ
と
り
の
真

摯
な
仏
教
者
と
し
て
、な
お
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
り
、さ
ら
に
後
世
に
与
え
た
影
響
も
甚
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
点
も
多
々

あ
る
。

古
代
に
お
け
る
仏
教
、
特
に
官
大
寺
僧
の
あ
り
方
に
つ
い
て
理
解
す
る
と
と
も
に
、
最
澄
や
空
海
の
活
動
を
時
代
状
況
に
即
し
て
改

め
て
論
ず
る
上
で
も
、
当
時
の
仏
教
界
の
中
枢
に
い
た
勤
操
そ
の
人
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
論
攷
で
は
、
勤
操
に
関
す
る
基
礎
研
究
の
手
始
め
と
し
て
、
ま
ず
は
誕
生
か
ら
修
行
期
に
至
る
ま
で
を
概
観
し
て
お
き
た

い
。と

こ
ろ
で
勤
操
に
関
し
て
は
、
諸
史
料
に
断
片
的
な
記
述
が
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
生
涯
を
通
説
し
た
同
時
代
の
史
料
と
し
て
、『
故

僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
』（
以
下
『
勤
操
讃
』
と
略
す
）
が
あ
る5

。
本
書
は
真
済(800-860)

が
編
纂
し
た
空
海
の
詩
文
集
『
遍
照

発
揮
性
霊
集
』
に
収
録
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
厳
密
に
は
済
暹(1025-1115)

が
改
め
て
蒐
集
し
た
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補

闕
抄
』
に
含
ま
れ
る
。『
勤
操
讃
』
に
は
「
高
雄
の
金
剛
道
場
に
お
い
て
、
三
昧
耶
戒
を
授
け
、
両
部
の
灌
頂
を
沐
せ
し
む
」
と
あ
る

か
ら6

、
こ
れ
が
空
海
の
述
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
そ
の
撰
述
意
図
は
「
序
」
に
あ
る
通
り
、
勤
操
の
一
周
忌
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、
勤
操
の
弟
子
達
が
師
の
影
像
を
造
立
し
た
際
、
師
の
偉
業
を
後
世
に
残
す
た
め
、
空
海
に
影
像
の
「
賛
」
を
依
頼
し
、
こ
れ
を
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請
け
た
空
海
が
天
長
五
年(828)

四
月
十
三
日
に
叙
し
た
と
い
う
。
ま
た
そ
の
「
序
」
に
は
勤
操
の
生
涯
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
行
業
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
空
海
の
『
勤
操
讃
』
に
関
し
て
、そ
の
先
蹤
と
な
っ
た
の
は
、空
海
が
請
来
し
た
真
言
五
祖
の
祖
師
画
像
に
付
さ
れ
た
讃
で
あ
っ

た
と
の
推
測
が
あ
る7

。
し
か
し
弟
子
達
が
先
師
の
偉
業
を
仰
い
で
影
像
を
造
立
し
、
そ
の
「
賛
」
と
伝
記
を
含
め
た
長
文
の
「
序
」
を

付
す
と
い
う
形
式
は
、
神
護
景
雲
四
年(770)

に
大
安
寺
修
栄
（
生
没
年
不
詳
）
が
撰
し
た
『
南
天
竺
婆
羅
門
僧
正
碑
并
序
』
の
場
合

と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る8

。『
南
天
竺
婆
羅
門
僧
正
碑
并
序
』
は
、
来
日
し
て
大
安
寺
に
止
住
し
た
菩
提
僊
那(704-760)

を
歎
徳
し

た
書
で
あ
る
が
、
形
式
的
に
完
成
さ
れ
た
高
僧
伝
と
し
て
は
日
本
最
初
の
も
の
で
、
長
安
・
西
明
寺
の
機
構
と
教
学
を
継
承
し
た
大
安

寺
の
な
か
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る9

。
勤
操
の
弟
子
達
に
よ
る
影
像
の
造
立
と
空
海
の
『
勤
操
讃
』
は
、
む
し
ろ
大
安
寺
に
受
け
継
が
れ

た
形
式
の
延
長
上
に
位
置
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

勤
操
は
天
長
四
年(827)

五
月
に
遷
化
す
る
が
、
そ
の
時
は
「
大
僧
都
伝
燈
大
法
師
位
」
に
あ
り
、
当
時
の
僧
侶
と
し
て
は
最
も
高

位
に
あ
っ
た
。『
勤
操
讃
』
は
そ
の
勤
操
を
歎
徳
し
た
書
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
修
辞
に
満
ち
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
そ

の
ま
ま
事
実
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
当
時
の
国
史
で
あ
る
『
日
本
後
紀
』
に
は
「
勤
操
卒
伝
（
逸
文
）」
が
記
録
さ
れ
、

そ
の
編
纂
に
は
『
勤
操
讃
』
が
利
用
さ
れ
た
と
い
う10

。
と
す
れ
ば
『
勤
操
讃
』
は
、
勤
操
の
生
涯
を
考
察
す
る
に
当
た
り
、
お
お
む
ね

信
用
で
き
る
史
料
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、『
勤
操
讃
』
を
基
本
と
し
、
記
載
さ
れ
た
勤
操
の
行
業
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
な
が
ら
理
解
を
進

め
る
こ
と
と
し
た
い
。
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１
、
誕
生
・
幼
少
期
（
生
年
、
出
自
、
明
星
入
懷
、
父
親
早
世
）

（
１
）
生
年

ま
ず
勤
操
の
生
年
で
あ
る
が
、『
勤
操
讃
』
に
、

以
天
長
四
年
五
月
七
日
、
於
中
京
西
寺
北
院
、
奄
然
化
矣
。
春
秋
七
十
、
夏
臈
四
十
七11

。

と
あ
り
、
天
長
四
年(827)

に
七
十
歳
で
遷
化
し
た
と
伝
え
る
。
こ
れ
よ
り
逆
算
す
れ
ば
、
勤
操
は
天
平
宝
字
二
年(758)

に
誕
生
し

た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
一
方
で
『
類
聚
国
史
』
に
、「（
天
長
）
四
年
五
月
戊八

辰
。
贈
僧
正
伝
燈
大
法
師
位
勤
操
卒
。〈
中
略
〉
春
秋
七
十
四
」
と
あ

り12

、
遷
化
の
年
は
一
致
す
る
も
の
の
、
日
に
ち
と
行
年
が
相
違
し
、
こ
れ
に
従
え
ば
天
平
勝
宝
六
年(754)

の
誕
生
と
な
る
。

い
ず
れ
が
正
確
か
断
定
は
で
き
な
い
が
、『
勤
操
讃
』は
勤
操
示
寂
の
翌
年
に
書
か
れ
、さ
ら
に『
類
聚
国
史
』が
依
拠
し
た『
日
本
後
紀
』

の
「
勤
操
卒
伝
（
逸
文
）」
は
、
編
纂
に
当
た
り
『
勤
操
讃
』
を
利
用
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら13

、
本
論
で
は
『
勤
操
讃
』
に
従
い
、

天
平
宝
字
二
年(758)

の
誕
生
と
し
て
お
く14

。

（
２
）
出
自

勤
操
の
出
自
に
つ
い
て
『
勤
操
讃
』
は
、

法
諱
勤
操
、
俗
姓
秦
氏
、
母
則
嶋
史
、
大
和
州
高
市
人
也15

。

と
記
し
て
お
り
、
大
和
国
高
市
郡
の
人
で
、
俗
姓
は
秦
氏
、
母
は
嶋
史
氏
の
出
身
と
す
る
。

大
和
国
の
秦
氏
に
つ
い
て
、『
新
撰
姓
氏
録
』「
大
和
国
諸
蕃
・
漢
」
に
は
、
太
秦
公
宿
禰
と
同
祖
と
さ
れ
る
「
秦
忌
寸
」
が
見
え
、
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お
そ
ら
く
勤
操
の
父
親
は
こ
の
一
族
で
あ
ろ
う16

。
た
だ
、
天
平
神
護
二
年(766)

十
二
月
、
大
和
国
の
正
八
位
下
秦
勝
古
麻
呂
な
ど
四

人
に
、
秦
忌
寸
の
姓
が
下
賜
さ
れ
て
い
る17

こ
と
か
ら
、
そ
の
旧
姓
は
「
秦
勝
」
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る18

。
秦
勝
氏
は
、『
新
撰

姓
氏
録
』「
和
泉
国
諸
蕃
・
漢
」
に
、
や
は
り
太
秦
公
宿
禰
と
同
祖
と
さ
れ
、
和
泉
以
外
に
も
、
若
狭
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
な
ど
諸

国
に
分
布
し
た
一
族
で
あ
っ
た19

。
先
述
の
よ
う
に
、
勤
操
の
生
年
は
天
平
宝
字
二
年(758)

と
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
当
時
は
ま
だ
旧
姓

の
「
秦
勝
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
高
市
郡
内
に
は
、『
倭
名
類
聚
抄
』
に
も
記
す
よ
う
に
「
波
多
郷
」
が
あ
り20

、
さ
ら
に
現
在
も
高
市
郡
明
日
香
村
に
は
「
畑
」

と
い
う
地
名
が
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
、
蘇
我
氏
の
一
族
・
八
多
朝
臣
氏
の
本
貫
と
さ
れ
る
が21

、
池
田
氏
は
そ
れ
以
外
に
も
、『
新
撰
姓

氏
録
』「
大
和
国
諸
蕃
・
百
済
」
の
波
多
造
氏
や
、『
新
撰
姓
氏
録
』「
大
和
国
未
定
雑
姓
」
の
波
多
祝
氏
、
そ
し
て
先
に
挙
げ
た
勤
操

の
出
自
で
あ
る
秦
勝
氏
（
の
ち
に
秦
忌
寸
氏
）
な
ど
が
住
す
る
土
地
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る22

。

ま
た
母
方
の
嶋
史
氏
に
つ
い
て
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』「
右
京
諸
蕃
・
高
麗
」に
、和
興
の
末
裔
と
す
る「
島
史
」が
見
え
る
。「
島
」は「
嶋
」

と
も
書
き
、『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
即
位
前
紀
に
記
さ
れ
る
「
嶋
宮
」
の
「
嶋
」
の
地
名
に
も
と
づ
く
も
の
と
さ
れ
る23

。
嶋
宮
は
七

〜
八
世
紀
の
宮
で
、
嶋
大
臣
と
称
さ
れ
た
蘇
我
馬
子
の
邸
宅
跡
に
造
ら
れ
、
の
ち
に
大
海
人
皇
子
（
天
武
天
皇
）
や
草
壁
皇
子
へ
と
伝

領
さ
れ
、
東
宮
的
な
性
格
に
加
え
て
背
後
に
広
大
な
生
産
地
を
占
め
る
外
苑
（
禁
苑
）
的
な
機
能
を
担
い
、
平
安
時
代
ま
で
存
続
し
た

と
い
う24

。
そ
の
場
所
は
高
市
郡
明
日
香
村
の
「
島
庄
」
に
比
定
さ
れ
る
が
、
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
同
地
に
あ
る
縄
文
期
か
ら

中
世
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
「
島
庄
遺
跡
」
よ
り
、
七
世
紀
の
建
物
群
が
多
数
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
遺
跡
は
建
物
群
の
み
な
ら
ず
、
方

形
池
・
石
舞
台
古
墳
な
ど
が
一
体
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
る
極
め
て
特
異
か
つ
稀
有
な
遺
跡
と
さ
れ
、
蘇
我
馬
子
の
邸
宅
・
嶋
宮
と
の
関

連
性
が
注
目
さ
れ
て
い
る25

。

勤
操
の
両
親
は
い
ず
れ
も
渡
来
系
氏
族
で
あ
っ
た
。
後
に
平
安
京
遷
都
を
推
し
進
め
る
秦
氏
と
同
族
で
、
か
つ
仏
教
文
化
の
色
濃
く
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残
る
古
都
飛
鳥
に
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
は
、
勤
操
の
生
涯
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

（
３
）
明
星
入
懷

勤
操
の
生
誕
に
関
し
て
『
勤
操
讃
』
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話
を
挙
げ
る
。

初
母
氏
無
嗣
、
中
心
憂
之
。
數
詣
駕
龍
寺
、
玉
像
前
香
花
表
誠
、
精
勤
祈
息
。
夜
夢
明
星
入
懷
、
遂
乃
有
娠26

。

も
と
よ
り
子
宝
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
勤
操
の
母
は
、「
駕
龍
寺
」
に
参
詣
し
て
仏
像
に
香
華
を
捧
げ
て
祈
っ
た
。
す
る
と
明
星
が
懷

に
入
る
夢
を
み
て
、
つ
い
に
勤
操
を
妊
っ
た
と
い
う
。

そ
の
駕
龍
寺
に
つ
い
て
、『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
の
注
釈
書
で
あ
る
運
敞(1614-1693)

の
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
便
蒙
』
は
未
詳
と

す
る
が27

、
江
戸
期
の
文
政
年
間
頃
の
作
と
さ
れ
る
『
性
霊
集
私
記
』
は
、「
泉河

カ

州
観
心
寺
天
野
中
間
有
云
桐
山
処
。
此
村
有
之
寺
也
。

此
寺
有
秘
仏
釈
迦
像
。
祈
此
像
歟
」
と
す
る
。
和
泉
国
（
註
記
に
従
え
ば
河
内
国
）
の
観
心
寺
と
天
野
（
金
剛
寺
か
）
の
中
間
に
位
置

す
る
「
桐
山
」
と
い
う
場
所
に
あ
る
寺
で
、
秘
仏
の
釈
迦
像
が
あ
る
と
伝
え
る
も
の
の
、
不
詳
で
あ
る
。

ま
た
池
田
氏
は
、
勤
操
の
父
親
の
本
拠
地
に
比
定
し
た
明
日
香
村
畑
に
位
置
す
る
、
現
在
は
浄
土
宗
の
「
竜
池
山
常
龍
寺
」
を
こ

れ
に
当
て
て
い
る
。
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
奈
良
前
期
の
義
淵(?-728)

の
開
基
と
い
う
。
義
淵
は
高
市
郡
の
出
身
で
、
法
興
寺
に
住
し
た

新
羅
僧
智
鳳
（
生
没
年
不
詳
）
に
学
び
、
文
武
天
皇
や
聖
武
天
皇
の
信
任
を
得
た
高
僧
で
、
弟
子
に
道
慈(?-744)

、
玄
昉(?-746)

、

行
基(668-749)

、
良
弁(689-773)

、
宣
教
（
生
没
年
不
詳
）
な
ど
多
数
を
輩
出
し
た
と
さ
れ
る
。
文
武
天
皇
三
年(699)

に
は
学

業
を
賞
賛
さ
れ
て
稲
一
万
束
を
賜
り29

、
大
宝
三
年(703)

に
は
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
た30

。
ま
た
岡
の
龍
蓋
寺
（
岡
寺
）、
稲
淵
の
龍
福
寺
、

吉
野
の
龍
門
寺
、
葛
下
の
龍
本
寺
、
若
江
の
龍
華
寺
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
五
龍
寺
を
造
立
し
た
と
さ
れ
る31

。
池
田
氏
は
、
畑
の
常
龍
寺
も

義
淵
の
五
龍
寺
に
関
わ
る
寺
で
、
も
と
駕
龍
寺
と
称
し
、
の
ち
に
転
訛
し
た
の
で
は
と
推
測
し
て
い
る32

。
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一
方
、
駕
龍
寺
を
橿
原
市
大
軽
町
の
「
軽
寺
」
に
当
て
る
説
も
あ
る33

。
軽
寺
は
現
在
は
廃
寺
で
あ
り
、
法
輪
寺
が
そ
の
寺
跡
と
さ
れ

る
。
朱
鳥
元
年(686)

に
桧
隈
寺
、
大
窪
寺
と
と
も
に
三
十
年
を
限
っ
て
食
封
百
戸
を
与
え
ら
れ34

、『
今
昔
物
語
集
』
は
元
明
天
皇
の

陵
を
示
し
て
「
軽
寺
の
南
な
り
」
と
す
る35

。
ま
た
飛
鳥
池
遺
跡
よ
り
出
土
し
た
七
世
紀
後
半
の
木
簡
に
「
軽
寺
」
と
あ
り36

、
そ
の
存
在

が
確
認
さ
れ
る
。
な
お
こ
の
木
簡
に
は
、「
龍
門
・
吉
野
」
の
文
字
も
見
え
、
義
淵
が
創
建
し
た
吉
野
の
龍
門
寺
、
あ
る
い
は
広
い
意

味
で
龍
門
山
地
や
吉
野
山
地
と
の
繋
が
り
を
予
想
さ
せ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
駕
龍
寺
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
確
証
が
得
ら
れ
ず
、推
測
の
域
を
出
な
い
。
た
だ
寺
号
に
「
龍
」
が
付
く
こ
と
と
、

勤
操
の
母
親
は
嶋
宮
と
関
わ
り
が
あ
り
、
こ
こ
は
義
淵
が
建
立
し
た
岡
寺
の
付
近
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
や
は
り
義
淵
と
縁

の
あ
る
寺
院
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
穏
当
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
勤
操
の
母
親
は
駕
龍
寺
に
参
詣
し
、
仏
像
に
香
華
を
捧
げ
て
祈
っ
た
と
い
う
が
、
寺
院
の
仏
像
に
香
華
灯
を
捧
げ
て
祈

願
す
る
説
話
が
『
日
本
霊
異
記
』
に
も
見
え
る
。
聖
武
期
に
大
安
寺
の
西
里
に
住
む
女
人
が
大
安
寺
丈
六
仏
に
参
拝
し37

、
ま
た
類
話
と

し
て
淳
仁
期
に
奈
良
左
京
九
条
二
坊
に
住
む
女
人
が
穂
積
寺
千
手
像
に
参
拝
す
る
様
子
が
描
写
さ
れ
て
お
り38

、
庶
民
に
よ
る
寺
院
参
拝

が
既
に
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。「
駕
龍
寺
」
の
所
在
は
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
実
際
に
勤
操
の
母
親
が
こ
の
寺
院
に

参
拝
し
て
子
宝
を
祈
っ
た
可
能
性
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
駕
龍
寺
に
祈
っ
た
母
親
が
「
明
星
懷
に
入
る
」
と
の
夢
を
み
て
懐
妊
し
た
と
の
伝
は
示
唆
的
で
あ
る
。
空
海
が
一
沙
門
よ
り
授

か
っ
た
虚
空
蔵
聞
持
法
を
修
し
た
時
、「
明
星
来
影
す
」
と
し
た
『
三
教
指
帰
』
の
一
文39

を
想
起
さ
せ
る
。
明
星
を
虚
空
蔵
菩
薩
の
応

化
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
議
論
も
あ
る
が40

、『
法
華
経
』
に
登
場
す
る
「
普
香
天
子
」41

に
つ
い
て
、す
で
に
天
台
大
師
智
顗(538-597)

が
『
法
華
文
句
』
に
「
普
香
是
明
星
天
子
、
虚
空
蔵
応
作
」42

と
釈
し
、
普
香
天
子
と
は
明
星
の
こ
と
で
、
虚
空
蔵
菩
薩
の
応
作
と
解
し

て
い
る
。
空
海
も
『
歴
沙
門
勝
道
山
水
瑩
玄
珠
碑
并
序
』
に
て
、
勝
道(735-817)
が
修
行
し
た
日
光
山
に
輝
く
「
星
」
を
灯
明
に
譬
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え
、「
普
香
の
把
束
」
と
表
現
し
て
お
り43

、「
明
星
＝
普
香
＝
虚
空
蔵
」
の
結
び
つ
き
は
、
確
か
に
空
海
も
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

「
明
星
懷
に
入
る
」
と
の
伝
が
、空
海
の
創
作
か
、あ
る
い
は
勤
操
周
辺
で
も
共
有
さ
れ
た
認
識
で
あ
っ
た
か
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、

も
し
前
者
で
あ
れ
ば
、
空
海
は
勤
操
と
虚
空
蔵
菩
薩
と
の
関
係
を
敢
え
て
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
、
ま
た
後
者
で
あ
れ
ば
、
勤
操
は
す

で
に
生
前
中
よ
り
、
明
星
の
生
ま
れ
変
わ
り
、
つ
ま
り
虚
空
蔵
菩
薩
の
応
化
と
し
て
周
囲
か
ら
仰
が
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
母
親
が
懐
妊
時
に
霊
夢
を
感
得
す
る
説
話
は
高
僧
伝
に
よ
く
見
ら
れ
、
日
本
で
は
特
に
梵
僧
と
明
星
を
夢
見
る
場
合
が

多
い44

。
勤
操
ば
か
り
で
な
く
、
安
慧(795-868)

、
安
然(841-889-)

、
観
修(945-1008)

、
円
爾(1202-1280)

な
ど
も
、
懐
妊

時
に
明
星
と
の
関
わ
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る45

。
し
か
し
彼
ら
が
共
通
し
て
、特
に
虚
空
蔵
信
仰
と
関
わ
り
が
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

よ
っ
て
『
勤
操
讃
』
の
「
明
星
」
は
、
具
体
的
に
虚
空
蔵
を
明
示
す
る
の
で
は
な
く
、
広
い
意
味
で
の
聖
性
を
暗
喩
し
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
少
な
く
と
も
後
世
、『
勤
操
讃
』
を
披
見
し
た
真
言
末
徒
は
、「
明
星
＝
虚
空
蔵
」
を
通
じ
て
の
、
勤
操
と
空
海
の
浅

か
ら
ぬ
関
係
を
想
像
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
４
）
父
親
早
世

さ
て
、
幼
少
期
の
勤
操
は
と
い
う
と
、『
勤
操
讃
』
に
、

法
師
生
而
未
幾
、
耶
早
弃
背
。
孤
露
無
歸
、
母
氏
掬
養46

。

と
あ
る
よ
う
に
、
勤
操
が
生
ま
れ
て
ま
も
な
く
父
親
が
早
世
し
、
母
親
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
た
と
伝
え
る
。
幼
い
勤
操
が
過
ご
し
場
所

は
定
か
で
は
な
い
が
、
母
親
の
出
自
で
あ
る
島
史
氏
と
ゆ
か
り
の
深
い
嶋
宮
、
現
在
の
高
市
郡
明
日
香
村
の
島
庄
付
近
は
、
最
も
可
能

性
が
高
い
場
所
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

当
地
は
奈
良
盆
地
の
南
、龍
門
山
地
の
麓
に
あ
り
、こ
こ
か
ら
芋
ヶ
峠
を
越
え
る
と
吉
野
へ
と
至
る
。付
近
に
は
川
原
寺
、橘
寺
、岡
寺
、
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坂
田
寺
、
龍
福
寺
、
さ
ら
に
は
飛
鳥
寺
や
大
官
大
寺
跡
な
ど
が
位
置
し
て
い
た
。
勤
操
は
そ
の
幼
少
期
を
、
古
都
飛
鳥
の
地
で
過
ご
し

た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

２
、
修
行
期
（
出
家
、
得
度
、
山
林
修
行
、
受
具
足
戒
、
三
論
修
学
、
二
利
双
修
）

（
１
）
出
家

勤
操
の
出
家
に
つ
い
て
は
、『
勤
操
讃
』
に
、

    

年
甫
十
二
、
就
大
安
寺
信
霊
大
徳
、
以
爲
吾
師47

。

と
あ
り
、神
護
景
雲
三
年(769)

十
二
歳
に
し
て
大
安
寺
の
信
霊
（
生
没
年
不
詳
）
に
就
い
た
と
い
う
。
勤
操
が
若
く
し
て
仏
門
に
入
っ

た
の
は
、
仏
教
に
信
心
の
あ
っ
た
母
親
の
存
在
に
加
え
、
父
親
の
早
世
と
い
う
事
実
も
多
分
に
影
響
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
勤

操
の
師
で
あ
る
大
安
寺
の
「
信
霊
」
に
つ
い
て
は
、
他
に
伝
を
見
る
こ
と
な
く
未
詳
で
あ
る
。

大
安
寺
は
、そ
の
前
身
が
聖
徳
太
子
創
建
の
熊
凝
精
舎
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
譲
り
受
け
た
舒
明
天
皇
が
十
一
年(639)

に
百
済
川
の
側
に
百
済
大
寺
を
造
作
し
て
九
重
塔
を
建
立
し48

、
そ
し
て
天
武
天
皇
が
二
年(673)

に
高
市
へ
移
建
し
大
官
大
寺
と
改
称

さ
れ
た49

。
藤
原
京
時
代
に
は
大
安
寺
と
称
さ
れ
、官
寺
の
な
か
で
も
筆
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た50

。
さ
ら
に
平
城
遷
都
に
と
も
な
い
、

霊
亀
二
年(716)

に
は
平
城
京
左
京
六
条
四
坊
・
七
条
四
坊
へ
と
移
転
さ
れ51

、
入
唐
僧
道
慈(?-744)

が
入
寺
し
て
造
営
に
深
く
関
わ
っ

た
。
義
淵
の
弟
子
と
さ
れ
る
道
慈(?-744)

は
、
大
宝
元
年(701)

に
入
唐
し
て
い
る
。
唐
・
西
明
寺
に
止
宿
し
、
ま
た
高
僧
百
人
に

選
ば
れ
宮
中
に
て
『
仁
王
般
若
経
』
を
講
じ
た
と
い
う
。
養
老
二
年(718)

に
帰
朝
し
て
ま
ず
興
福
寺
に
入
り52

、さ
ら
に
大
安
寺
に
移
っ
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て
三
論
を
伝
え
た
。
翌
年
に
は
学
業
を
称
賛
さ
れ
て
神
叡(?-737)

と
と
も
に
食
封
五
十
戸
を
賜
り
、
天
平
元
年(729)

に
は
律
師
に

就
任
す
る
な
ど
、
奈
良
前
期
を
代
表
す
る
僧
侶
の
ひ
と
り
で
あ
る53

。

勤
操
が
大
安
寺
に
入
っ
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
勤
操
は
高
市
郡
に
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
、
母
親
が
祈
っ
た
駕
龍
寺
は
義

淵
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
そ
し
て
高
市
郡
出
身
の
義
淵
の
弟
子
に
大
安
寺
道
慈
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
勘
案
す

る
に
、
高
市
郡
と
義
淵
を
通
じ
て
の
縁
故
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
奈
良
期
の
大
安
寺
は
移
転
後
も
引
き
続
き
官
寺
の
筆
頭
と
認
識
さ
れ
た
。
し
か
し
東
大
寺
が
建
立
さ
れ
て
以
降
、
特
に

孝
謙
・
称
徳
期
に
あ
っ
て
は
、
天
皇
家
の
私
寺
的
な
意
味
で
東
大
寺
が
最
も
重
視
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
光
仁
・
桓
武
期
に
は
、
再
び
天

平
以
前
の
国
家
仏
教
が
志
向
さ
れ
、
大
安
寺
が
官
寺
の
筆
頭
に
置
か
れ
た
と
さ
れ
る54

。
と
こ
ろ
が
仁
明
期
以
降
に
は
東
大
寺
・
興
福
寺

の
地
位
が
向
上
し
、
大
安
寺
の
実
質
的
な
寺
勢
は
衰
え
て
ゆ
く
。
た
だ
少
な
く
と
も
摂
関
期
ま
で
は
、
か
つ
て
官
寺
の
筆
頭
で
あ
っ
た

格
式
の
高
い
寺
院
と
の
認
識
は
継
承
さ
れ
た
と
い
う55

。

大
安
寺
の
学
系
と
し
て
は
、
帰
朝
し
た
道
慈
が
伝
え
た
三
論
を
中
心
と
す
る
六
宗
に
加
え
、
多
く
の
渡
来
僧
・
学
問
僧
が
止
住
し
て

諸
宗
を
伝
え
て
い
る56

。
つ
ま
り
天
平
八
年(736)
に
来
日
し
た
唐
僧
道
璿(702-760)

は
律
・
禅
・
華
厳
・
天
台
に
、
ま
た
天
竺
僧
菩

提
僊
那(704-760)

は
華
厳
と
呪
術
に
通
じ
て
い
た
。
さ
ら
に
天
平
十
二
年(740)

に
良
弁(689-773)

の
『
華
厳
経
』
講
説
に
招
請

さ
れ
た
新
羅
学
僧
の
審
祥
（
生
没
年
不
詳
）
も
大
安
寺
僧
で
、
大
安
寺
華
蔵
院
の
造
営
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
天
平
勝
宝
六

年(754)

に
は
鑑
真
の
弟
子
で
天
台
と
律
に
通
じ
た
思
託(?-753-770-?)

が
大
安
寺
唐
院
に
止
住
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
大
安
寺
に
は
入
唐
僧
や
渡
来
僧
が
多
く
止
住
し
、
国
際
色
豊
か
な
環
境
の
も
と
、
幅
広
い
新
た
な
仏
教
が
蓄
積
さ
れ
る

場
を
形
成
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
は
単
に
寺
院
内
の
教
学
に
留
ま
ら
ず
、
石
上
宅
嗣(729-781)

や
淡
海
三
船(729-785)

な
ど
文

人
達
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
支
え
ら
れ
、
仏
教
的
な
伝
や
漢
詩
文
を
生
成
す
る
学
問
・
文
学
の
場
と
も
な
っ
て
い
た
。
そ
の
広
が
り



勤操の生涯

95

は
文
化
の
諸
領
域
に
わ
た
る
も
の
で
、
藏
中
し
の
ぶ
氏
は
こ
れ
を
「
大
安
寺
文
化
圏
」
と
提
唱
し
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
圏
の

一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
て
い
る57

。

ま
た
勤
操
が
大
安
寺
に
入
寺
し
た
前
年
の
神
護
景
雲
二
年(768)

、
光
仁
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
親
王
禅
師
（
早
良
親
王
・750-785)

が
東
大
寺
羂
索
院
よ
り
大
安
寺
東
院
に
移
住
し
て
い
る58

。
東
大
寺
の
良
弁(689-773)

は
臨
終
に
際
し
、
華
厳
一
乗
を
親
王
禅
師
に
付

嘱
し59

、
実
忠(726-?)
は
宝
亀
・
延
暦
初
年
に
親
王
禅
師
の
指
導
を
仰
ぐ
な
ど60

、
親
王
禅
師
は
華
厳
や
東
大
寺
に
対
し
て
も
依
然
と
し

て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。
な
お
親
王
禅
師
は
、
天
応
元
年(781)

に
実
兄
に
あ
た
る
桓
武
天
皇
の
即
位
と
も
に
還
俗
し
て
立

太
子
す
る
も
、
延
暦
四
年(785)
に
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
の
容
疑
を
か
け
ら
れ
て
憤
死
し
、
の
ち
怨
霊
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
こ
と
は
周

知
で
あ
る
。

親
王
禅
師
が
大
安
寺
に
入
寺
し
た
当
時
、
道
鏡
─
称
徳
政
権
下
の
も
と
、
大
安
寺
の
寺
勢
は
や
や
減
退
し
て
い
た
と
見
え
、
そ
の
荒

廃
に
胸
を
痛
め
た
親
王
禅
師
は
、
伽
藍
の
荘
厳
を
整
え
、
大
安
寺
を
復
興
に
導
い
て
い
る
。
そ
し
て
大
安
寺
に
関
わ
る
高
僧
の
偉
業
を

讃
え
、
こ
れ
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
、
碑
文
の
作
成
を
意
図
し
た
。
そ
の
要
請
に
よ
り
、
淡
海
三
船(722-785)

は
宝
亀
六
年(775)

に
『
大
安
寺
碑
文
』
を
述
作
し
て
い
る
。
本
書
に
当
時
の
大
安
寺
は
、「
経
台
は　
嵼
に
し
て
、
像
殿
は
玲
瓏
な
り
、
千
号
を
荘
厳
し
、

千
工
を
彫
刻
す
」
と
描
写
さ
れ61

、
経
蔵
が
高
く
聳
え
、
仏
殿
が
あ
ざ
や
か
に
輝
き
、
そ
の
伽
藍
は
数
多
く
の
名
号
や
細
工
に
よ
っ
て
見

事
に
荘
厳
・
彫
刻
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
る
。
さ
ら
に
「
霜
鐘
を
雲
閣
に
扣
け
ば
則
ち
釈
衆
行
を
成
し
、
金
花
を
玉
堂
に
散
ら
せ
ば
則
ち

梵
音
響
き
を
揚
ぐ
」
と
表
現
さ
れ62

、
鐘
楼
の
古
鐘
が
鳴
り
響
く
な
か
僧
侶
達
が
行
列
を
な
し
て
上
堂
し
、
美
し
い
仏
殿
に
金
の
蓮
華
が

散
ら
さ
れ
て
読
経
の
声
が
響
き
渡
る
と
い
っ
た
、
法
会
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
多
少
の
誇
張
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
当
時
に
大
安
寺

の
伽
藍
が
整
備
さ
れ
、
華
や
か
な
法
会
が
執
行
さ
れ
て
い
た
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

勤
操
が
修
行
期
を
過
ご
し
た
光
仁
・
桓
武
期
の
大
安
寺
は
、
当
時
の
寺
院
の
中
で
最
も
隆
盛
に
あ
っ
た
寺
院
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
だ
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ろ
う
。
官
寺
の
筆
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
寺
勢
、
学
問
僧
・
外
来
僧
に
よ
っ
て
将
さ
れ
た
幅
広
い
教
学
や
儀
礼
、
す
ぐ
れ
た
出
家
在
家

の
人
的
交
流
に
支
え
ら
れ
た
学
問
と
文
化
、
さ
ら
に
親
王
禅
師
に
よ
る
興
隆
な
ど
、
ま
さ
に
「
乃
ち
登
真
の
浄
刹
に
し
て
、
是
れ
護
国

の
良
縁
な
り
」63

と
評
さ
れ
る
に
相
応
し
い
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
淡
海
三
船
は
じ
め
、
大
安
寺
に
関
わ
る
僧
俗
達
は
、
そ
う

自
負
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

（
２
）
得
度

勤
操
の
得
度
に
つ
い
て
は
、『
勤
操
讃
』
に
続
け
て
、

    

景
雲
四
年
秋
、
有
勅
於
宮
中
及
山
階
寺
度
一
千
僧
。
法
師
則
千
勤
之
一
也64

。

と
記
さ
れ
、
大
安
寺
の
信
霊
に
就
い
た
翌
年
の
神
護
景
雲
四
年(770)

秋
、
勤
操
は
十
三
歳
に
し
て
得
度
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の

時
は
詔
勅
に
よ
り
、
宮
中
及
び
山
階
寺
に
て
千
人
が
得
度
し
、
勤
操
は
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
優
婆
塞
が
得
度
す
る
に
は
、『
法
華
経
』『
最
勝
王
経
』
の
闇
誦
、
礼
仏
の
理
解
に
加
え
、
三
年
以
上
の
浄
行
が
課

せ
ら
れ
て
い
た
が65

、
勤
操
は
信
霊
に
弟
子
入
り
し
て
僅
か
一
年
経
っ
た
と
こ
ろ
で
、
臨
時
の
多
数
得
度
が
行
わ
れ
沙
弥
と
な
っ
た
。

な
お
「
千
勤
」
に
つ
い
て
、
得
度
が
許
さ
れ
た
千
人
は
み
な
「
勤
某
」
と
改
名
し
た
と
す
る
説
も
あ
り
、
確
か
に
国
史
に
は
「
勤
操
」

以
外
に
も
、「
勤
韓
」66

、「
勤
蓋
」67

な
ど
の
僧
名
も
見
え
る
。
一
方
、
運
敞
は
『
性
霊
集
便
蒙
』
に
て
「
勤
は
勤
策
男
、
沙
弥
の
翻
名
な
り
」

と
指
摘
し
、
得
度
が
許
さ
れ
た
千
人
の
沙
弥
と
と
る68

。

と
こ
ろ
で
当
時
の
正
史
で
あ
る
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
神
護
景
雲
四
年(770)

秋
に
千
人
の
得
度
が
あ
っ
た
と
の
記
録
は
見
ら
れ
な

い
。
た
だ
こ
の
年
の
四
月
頃
よ
り
、
称
徳
天
皇
は
体
調
を
崩
し
て
い
る69

。
ま
た
六
月
に
は
美
濃
国
で
長
雨
、
京
師
で
飢
饉
と
疫
病
が
あ

り
、
さ
ら
に
七
月
に
は
土
佐
国
で
飢
饉
、
出
羽
国
で
氷
雨
、
八
月
に
日
食
な
ど
、
疫
病
や
災
異
が
続
い
た
。
こ
れ
ら
に
応
じ
て
六
月
に
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天
皇
は
謹
慎
し
、
天
下
に
殺
生
禁
断
の
令
を
出
し
て
大
赦
を
行
い
、
さ
ら
に
京
師
四
隅
と
畿
内
十
堺
に
て
疫
神
を
祭
っ
て
い
る
。
ま
た

七
月
に
は
、
京
内
の
諸
大
小
寺
に
て
『
大
般
若
経
』
の
転
読
が
行
わ
れ
、
加
え
て
天
下
に
辛
・
肉
・
酒
を
禁
じ
て
各
国
の
諸
寺
に
て
も

読
経
が
命
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
八
月
に
は
伊
勢
・
若
狭
・
八
幡
の
各
社
へ
の
奉
馬
、
気
比
・
気
多
両
社
へ
の
奉
幣
が
あ
り
、
ま
た
住
吉

に
も
使
者
が
送
ら
れ
て
い
る70

。

仏
事
と
神
事
を
中
心
に
様
々
な
手
が
尽
く
さ
れ
た
も
の
の
、
つ
い
に
天
皇
は
八
月
四
日
に
崩
御
さ
れ
た71

。
そ
の
後
、
天
皇
へ
の
追
善

供
養
に
つ
い
て
は
、
初
七
日
か
ら
七
日
毎
の
忌
日
に
、
東
大
寺
、
西
大
寺
、
薬
師
寺
、
元
興
寺
、
大
安
寺
、
薬
師
寺
、
西
大
寺
に
て
仏

事
が
あ
り
、
七
七
日
忌
に
は
山
階
寺
に
齋
を
設
け
、
諸
国
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
に
て
行
道
転
経
が
な
さ
れ
た72

。

宮
中
お
よ
び
興
福
寺
で
の
千
人
の
得
度
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
祈
願
、
あ
る
い
は
追
善
に
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ

も
臨
時
の
多
数
得
度
に
つ
い
て
は
、
天
智
四
年(665)

三
月
、
間
人
大
后(?-665)

の
追
善
の
た
め
に
三
百
三
十
人
を
度
し
た
事
例73

を

初
見
と
し
て
、
少
な
く
と
も
元
慶
年
間
ま
で
断
続
的
に
四
十
回
程
度
の
事
例
が
確
認
さ
れ
る
。
最
も
規
模
が
大
き
か
っ
た
の
は
、
天
平

二
十
年(748)

十
二
月
、
元
正
天
皇
の
追
善
の
た
め
に
僧
千
人
・
尼
千
人
を
度
し
た
時
で
あ
っ
た74

。
当
時
は
出
家
と
い
う
行
為
そ
れ
自

体
に
功
徳
が
あ
る
と
信
仰
さ
れ
て
お
り75

、
為
政
者
は
事
あ
る
毎
に
多
人
数
の
得
度
を
行
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、
不
豫
平
癒
の
祈
願
、
あ

る
い
は
追
善
供
養
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

勤
操
の
場
合
、「
景
雲
四
年
秋
」
に
「
宮
中
」
お
よ
び
「
山
階
寺
」
に
て
千
人
の
多
数
得
度
が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら

く
は
九
月
二
十
二
日
、
山
階
寺
（
興
福
寺
）
に
お
け
る
称
徳
天
皇
の
七
七
日
忌
に
際
し
て
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
勤
操
の
得
度
に
関
す
る
記
事
は
、
寛
平
四
年(892)

成
立
の
菅
原
道
真
編
『
類
聚
国
史
』
に
も
見
え
る76

。『
類
聚
国
史
』
は

六
国
史
を
分
類
再
編
集
し
た
も
の
で
、
当
該
箇
所
は
お
そ
ら
く
『
日
本
後
紀
』
巻
三
五
に
収
録
さ
れ
て
い
た
「
勤
操
卒
伝
（
逸
文
）」

か
ら
の
抜
粋
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
同
巻
は
既
に
散
逸
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
卒
伝
の
全
体
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、『
類
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聚
国
史
』
に
記
さ
れ
た
得
度
の
記
事
は
、『
勤
操
讃
』
と
全
同
で
あ
る
た
め
、
お
そ
ら
く
『
日
本
後
紀
』「
勤
操
卒
伝
（
逸
文
）」
の
当

該
箇
所
は
、『
勤
操
讃
』
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る77

。

（
３
）
山
林
修
行

光
仁
天
皇
の
治
世
へ
と
移
り
、
宝
亀
四
年(773)

に
十
六
歳
と
な
っ
た
勤
操
は
、
俗
塵
を
厭
離
し
、
閑
寂
な
る
山
林
を
渇
慕
し
た
と

さ
れ
る
。
つ
ま
り
『
勤
操
讃
』
に
、

    

十
六
渇
慕
閑
寂
、
厭
悪
囂
塵
。
遂
懷
忘
歸
之
思
、
躋
南
嶽
之
窟78

。

と
あ
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
南
嶽
の
窟
に
登
っ
た
と
い
う
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
優
婆
塞
が
得
度
す
る
に
は
、『
法
華
経
』『
最
勝
王
経
』
の
闇
誦
、
礼
仏
の
理
解
、
そ
し
て
三
年
以
上
の
「
浄

行
」
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
い
う
「
浄
行
」
と
は
、
八
斎
戒
を
受
持
し
陀
羅
尼
を
唱
え
る
こ
と
が
主
要
な
要
素
と
さ
れ
る79

。
さ

ら
に
淳
仁
期
に
は
諸
国
の
山
林
に
隠
れ
て
清
行
を
十
年
以
上
積
ん
だ
近
士
（
優
婆
塞
）
に
得
度
が
許
さ
れ
る
こ
と
か
ら80

、
そ
の
場
は
主

と
し
て
山
林
に
求
め
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
奈
良
期
に
お
い
て
得
度
を
志
す
優
婆
塞
の
中
に
は
、
世
俗
を
離
れ
て
山
林
に
身

を
置
く
者
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う81

。
す
で
に
勤
操
は
臨
時
の
機
会
を
得
て
得
度
が
許
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
、
本
格

的
に
仏
教
を
模
索
す
る
年
齢
に
至
っ
て
、
山
林
浄
行
を
志
求
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
真
摯
な
出
家
者
と
し
て
あ
る
意
味
、
自
然
な
こ
と

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

勤
操
が
南
嶽
に
登
っ
た
宝
亀
年
間
は
、
仏
教
者
に
よ
る
山
林
修
行
が
朝
廷
か
ら
推
奨
さ
れ
た
時
期
と
も
重
な
る
。
称
徳
─
道
鏡
政
権

下
に
お
い
て
、
天
平
宝
字
八
年(764)

に
は
山
林
寺
院
で
の
私
的
な
法
会
が
禁
止
さ
れ
た
も
の
の
、
続
く
光
仁
期
の
宝
亀
元
年(770)

に
は
僧
綱
の
奏
上
に
よ
り
、
長
く
山
林
寺
院
に
住
し
て
修
行
す
る
こ
と
が
解
禁
さ
れ
た82

。
さ
ら
に
宝
亀
三
年(772)

に
は
、
山
林
に
修
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行
し
、
持
戒
や
看
病
に
秀
で
た
十
人
の
禅
師
に
修
身
の
供
養
が
充
て
ら
れ
て
い
る83

。
こ
う
し
た
時
流
の
な
か
で
、
沙
弥
で
あ
っ
た
勤
操

も
山
林
で
の
修
行
に
励
ん
だ
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

勤
操
は
「
南
嶽
の
窟
に
躋
る
」
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
修
行
は
往
来
し
や
す
い
山
寺
に
居
住
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
入
峰
が
困

難
な
険
し
い
山
岳
に
よ
じ
登
る
な
ど
、動
的
な
意
味
を
伴
う
あ
り
方
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
空
海
が
最
澄
に
宛
て
た『
風
信
帖
』に
も
、

「
命
に
随
い
て
彼
の
嶺
に
躋
攀
せ
ん
こ
と
を
擬
す
」
と
あ
る
よ
う
に84

、「
躋
攀
」
は
実
際
に
比
叡
山
に
登
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
こ

で
以
下
で
は
、
ま
ず
は
「
窟
に
躋
る
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
続
い
て
「
南
嶽
」
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
「
窟
に
躋
る
」
は
、
空
海
に
よ
る
比
喩
的
な
表
現
で
あ
る
か
ら
、
す
ぐ
さ
ま
事
実
を
示
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
例
え
ば

下
野
国
補
陀
洛
山
（
現
：
栃
木
県
日
光
男
体
山
）
を
開
い
た
勝
道(735-817)

の
事
例
は
参
考
に
値
す
る
。
空
海
は
勝
道
の
偉
業
と
日

光
山
の
景
勝
を
讃
え
て
『
沙
門
勝
道
歴
山
水
瑩
玄
珠
碑
并
序
』
を
述
作
す
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
勝
道
は
神
護
景
雲
元
年(767)

、
さ

ら
に
天
応
元
年(781)

に
補
陀
洛
山
の
登
頂
を
試
み
る
も
失
敗
し
、
天
応
二
年(782)

に
漸
く
そ
の
山
頂
に
到
っ
た
。
そ
し
て
延
暦
三

年(784)

に
再
び
登
り
、
南
湖
（
現
：
中
禅
寺
湖
）
の
畔
に
「
神
宮
寺
」
を
建
立
し
、
数
年
間
止
住
し
て
修
行
し
た85

。

勝
道
は
「
古
よ
り
未
だ
攀
ぢ
躋3

る
者
」
が
な
い
補
陀
洛
山
の
麓
で
、「
我
れ
若
し
山
の
頂
に
到
ら
ざ
れ
ば
、
菩
提
に
至
ら
じ
」
と
の

決
意
を
示
し
、「
龍
の
ご
と
く
に
絶
巘
に
跳
り
、鳳
の
ご
と
く
に
擧
り
」、遂
に
山
頂
に
至
っ
て
「
神
窟3

を
見
る
こ
と
を
得
」、さ
ら
に
「
明

神
威
護
し
て
、
山
河
を
歴
覧
す
」
と
さ
れ
る86

。
勝
道
は
観
音
菩
薩
の
住
処
と
さ
れ
る
深
山
に
よ
じ
登
っ
て
神
窟
に
到
り
、
明
神
の
加
護

を
得
て
山
水
を
経
巡
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
に
「
神
窟
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
窟
」
と
は
単
な
る
”い
わ
や
“
で
は
な
く
、
東
晉
の

孫
綽
撰
『
遊
天
台
山
賦
』
に
「
天
台
山
は
、〈
中
略
〉
皆
玄
聖
の
遊
化
す
る
所
、
霊
仙
の
窟
宅
す
る
所
」
と
し
、
呂
向
注
に
「
此
の
山

皆
聖
神
仙
の
遊
居
変
化
す
る
所
な
り
」と
の
表
現
を
踏
ま
え
た
、「
神
仙
の
窟
」と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る87

。
勤
操
に
お
け
る「
窟
に
躋
る
」

も
こ
れ
と
同
様
の
表
現
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
空
海
は
、
勝
道
と
勤
操
の
山
林
修
行
の
あ
り
方
に
共
通
性
を
見
出
し
て
い
る
も
の
と
推
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察
さ
れ
る
。

こ
れ
に
類
似
し
た
あ
り
方
と
し
て
、『
日
本
霊
異
記
』
に
登
場
す
る
石
鎚
山
の
寂
仙
禅
師
を
指
摘
し
た
い
。
伊
与
国
石
鎚
山
は
、「
是

れ
す
な
わ
ち
彼
の
山
に
有
る
石
鎚
神
の
名
な
り
。
其
の
山
高
く　

し
く
し
て
、
凡
夫
登
り
到
る
こ
と
得
ず
。
た
だ
し
浄
行
の
人
の
み
登

り
到
り
て
居
住
む
」
と
さ
れ
、
寂
仙
は
聖
武
〜
孝
謙
期
に
、
石
鎚
神
の
い
る
山
に
登
り
修
行
し
た
と
い
う
。
そ
の
浄
行
を
貴
び
、
人
々

は
寂
仙
を
「
菩
薩
」
と
称
し
た
と
さ
れ
る88

。
こ
れ
が
直
ち
に
史
実
と
は
限
ら
な
い
が
、
遅
く
と
も
『
日
本
霊
異
記
』
が
成
立
し
た
平
安

初
期
に
は
、
凡
夫
が
よ
じ
登
る
こ
と
の
で
き
な
い
深
山
に
は
神
が
い
て
、
浄
行
の
菩
薩
の
み
踏
み
入
っ
て
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の

認
識
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う89

。

勝
道
の
事
例
と
寂
仙
の
伝
承
に
よ
り
、
凡
夫
が
入
峰
困
難
な
深
山
は
、
神
仙
や
明
神
を
含
め
た
仏
菩
薩
の
境
界
と
見
な
さ
れ
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
境
界
を
求
め
て
世
俗
を
離
れ
、
山
林
に
登
攀
す
る
修
行
者
が
存
在
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。『
日
本
霊
異
記
』
に

は
寂
仙
以
外
に
も
、
孝
謙
期
に
熊
野
か
ら
「
山
を
展め

ぐ

り
て
伊
勢
国
に
踰
え
む
と
欲
し
」90

た
一
禅
師
や
、「
吉
野
の
金
峯
に
て
峯
を
往
き

て
行め

ぐ
り
あ
る道

い
」91

た
一
禅
師
、
さ
ら
に
称
徳
期
に
「
優
婆
塞
と
為
り
、
常
に
千
手
の
呪
を
誦
持
す
る
こ
と
を
業
と
し
、
彼
（
筆
者
注
：
越
前

国
）
の
加
賀
郡
の
部
内
の
山
に
展め

ぐ転
り
て
修
行
し
た
」92

京
の
小
野
朝
臣
庭
麿
な
ど
が
描
写
さ
れ
て
お
り
、
既
に
山
林
を
跋
渉
す
る
修
行

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

こ
う
し
た
山
林
修
行
の
あ
り
方
を
、
空
海
は
端
的
に
「
斗
薮
」
と
表
現
す
る
。
空
海
は
勝
道
の
登
頂
を
「
斗
薮
し
て
直
ち
に
嵯
峨
に

入
る
」
と
言
い93

、
ま
た
『
入
山
興
』
で
は
「
南
山
の
松
石
は
看
れ
ど
も
厭
か
ず
。
南
嶽
の
清
流
は
憐
む
こ
と
已
ま
ず
。
浮
花
の
名
利
の

毒
に
慢
る
こ
と
莫
れ
。
三
界
の
火
宅
の
裏
に
焼
る
る
こ
と
莫
れ
。
斗
薮
し
て
早
く
法
身
の
里
に
入
れ
」
と
諭
し
て
い
る94

。
そ
も
そ
も
斗

薮
と
は
梵
語dhūta

の
漢
訳
で
、
頭
陀
と
音
写
さ
れ
る
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
頭
陀
」
は
主
と
し
て
「
乞
食
行
」
を
指
す
が
、
既
に

中
国
に
て
乞
食
行
の
意
味
が
薄
れ
、
山
林
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
へ
と
変
化
し
、
同
時
に
道
家
に
由
来
す
る
「
辟
穀
」
や
「
服
餌
」、
仏
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教
の
肉
食
の
禁
戒
に
由
来
す
る
「
蔬
食
」
の
意
味
が
付
与
さ
れ
た
。
日
本
で
は
「
斗
薮
」
と
表
記
す
る
場
合
が
多
く
、
乞
食
行
・
辟
穀
・

服
餌
・
蔬
食
な
ど
の
意
味
は
薄
れ
、
薮
を
ふ
り
は
ら
う
、
つ
ま
り
山
林
を
跋
渉
す
る
と
い
う
意
味
に
転
じ
て
い
る95

。

こ
れ
ら
山
林
修
行
に
関
わ
る
表
現
は
、
中
国
に
由
来
す
る
漢
詩
文
や
僧
伝
な
ど
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
そ
れ
は

単
に
修
辞
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
勝
道
は
日
光
山
に
登
頂
し
た
と
伝
え
る
が
、
実
際
に
山
頂
遺
跡
か
ら
は
同
時
期

の
遺
物
が
多
数
出
土
す
る96

。
ま
た
斗
薮
を
重
ん
じ
た
空
海
自
身
、
若
か
り
し
頃
に
「
阿
国
大
瀧
嶽3

に
躋3

り
攀
ぢ
」97

る
な
ど
山
林
を
跋
渉

し
、
後
に
高
野
山
を
開
創
し
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
以
上
を
勘
案
す
る
に
、
勤
操
が
「
窟
に
躋
る
」
と
は
ひ
と
ま
ず
、
勝
道
や
空
海

な
ど
が
行
っ
た
「
斗
薮
」
に
類
す
る
形
態
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、勤
操
が
よ
じ
登
っ
た
「
南
嶽
」
で
あ
る
が
、先
述
し
た
空
海
の
『
入
山
興
』
に
て
、「
南
嶽
の
清
流
は
憐
む
こ
と
已
ま
ず
」

と
あ
る
の
に
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
先
行
研
究
で
は
こ
れ
を「
高
野
山
」と
解
釈
す
る98

。
ま
た『
日
本
仏
家
人
名
辞
書
』な
ど
も「
南
嶽
」

を
高
野
山
と
と
り
、
勤
操
は
「
十
六
歳
潜
に
高
野
山
に
入
り
て
禅
坐
修
練
す
」
と
す
る99

。
し
か
し
高
野
山
は
、
弘
仁
七
年(816)

に
空

海
が
修
禅
の
道
場
と
し
て
一
院
を
建
立
し
た
こ
と
に
始
ま
る
た
め
、
こ
の
説
に
は
疑
問
も
残
る
。
た
だ
、
空
海
は
高
野
山
を
賜
る
よ
う

乞
う
た
上
表
文
に
て
、「
空
海
少
年
の
日
、
好
む
で
山
水
を
渉
覧
し
き
。
吉
野
従
り
南
に
行
く
こ
と
一
日
、
更
に
西
に
向
ひ
て
去
る
こ

と
両
日
程
に
し
て
、
平
原
の
幽
地
有
り
。
名
づ
け
て
高
野
と
曰
ふ
」
と
す
る
よ
う
に100

、
延
暦
年
中
に
若
か
り
し
優
婆
塞
の
空
海
が
、
吉

野
か
ら
大
峯
山
麓
を
ま
わ
っ
て
高
野
に
至
る
広
範
囲
を
斗
薮
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
空
海
に
よ
る
開
創
以
前
の
高
野
山
は
、
紀

ノ
川
周
辺
の
人
々
か
ら
神
奈
備
の
山
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
と
い
わ
れ101

、
ま
た
奈
良
期
よ
り
山
林
修
行
者
が
斗
薮
す
る
霊
場
で
あ
っ
た
と

も
い
う102

。
と
す
れ
ば
、
勤
操
が
高
野
山
ま
で
斗
薮
し
た
可
能
性
も
出
て
く
る
。
も
っ
と
も
武
内
孝
善
氏
は
、『
三
教
指
帰
』
の
序
文
に

空
海
が
自
身
の
山
林
斗
薮
を
述
べ
る
箇
所
に
「
高
野
山
」
が
明
記
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
空
海
が
伽
藍
の
建
立
地
と
し
て
高
野
を
明
確

に
意
識
す
る
の
は
、
上
表
文
を
出
し
た
弘
仁
七
年(816)

に
遠
く
な
い
と
す
る103

。
こ
れ
に
従
え
ば
、
空
海
以
前
の
山
林
修
行
者
が
、
仮
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に
今
の
高
野
山
に
入
峰
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
明
確
な
修
禅
の
場
と
認
識
し
、
頻
繁
に
登
攀
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

よ
っ
て
勤
操
が
登
っ
た
「
南
嶽
」
を
高
野
山
に
限
定
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
避
け
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
運
敞
の
『
性
霊
集
便
蒙
』
は
勤
操
が
登
っ
た
「
南
嶽
」
に
注
釈
し
て
、「
古
鈔
に
曰
く
、
泉
州
槙
尾
山
寺
な
り
」
と
し
、
大
阪

府
和
泉
市
の
槙
尾
山
寺（
現
：
施
福
寺
）を
当
て
て
い
る104

。
槙
尾
山
は
葛
城
山
系
を
構
成
す
る
和
泉
山
脈
に
位
置
す
る
標
高
六
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
山
で
、
山
頂
の
四
分
の
三
が
和
泉
、
四
分
の
一
が
紀
州
に
属
し
、
麓
の
塔
ノ
原
部
落
（
岸
和
田
市
）
が
雨
乞
に
登
っ
た
山
と
い

う105

。
後
に
は
葛
木
修
験
の
霊
峰
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
た
。
そ
の
開
山
伝
承
は
、
欽
明
期
に
播
磨
国
加
古
郡
の
行
満
上
人
が
創
建
し
、

役
小
角
が
書
写
し
た
『
法
華
経
』
を
葛
城
山
の
各
所
に
埋
納
し
、
最
後
に
納
め
た
こ
と
か
ら
巻
尾
山
（
槙
尾
山
）
の
名
が
付
い
た
と
さ

れ
る
。
ま
た
真
言
宗
の
伝
で
は
、空
海
が
出
家
し
勤
操
よ
り
沙
弥
戒
を
受
け
た
の
が
当
山
で
あ
っ
た
と
す
る106

。
さ
ら
に
『
日
本
霊
異
記
』

に
描
写
さ
れ
る
「
和
泉
国
泉
郡
血
渟
山
寺
」
を
槙
尾
山
寺
に
比
定
す
る
説
も
あ
る107

。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
伝
承
・
推
測
の
域
を
出
な
い
。

当
時
の
仏
教
者
に
は
広
範
囲
に
交
通
し
、
各
地
の
峯
々
を
転
々
と
斗
薮
し
た
者
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
勤
操
が

槙
尾
山
に
登
っ
た
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
当
時
に
槙
尾
山
が
「
南
嶽
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
は
不
詳
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
同
時
期
に
「
南
嶽
」
と
称
さ
れ
た
山
地
と
し
て
「
吉
野
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
日
本
最
古
の
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』
に
収
録
さ

れ
る
紀
男
人(682-738)

の
「
扈
従
吉
野
宮
」
に
は
、

鳳
蓋
停
南
岳　

追
尋
智
與
仁　

嘯
谷
將
孫
語　

攀
藤
共
許
親

峰
巖
夏
景
變　

泉
石
秋
光
新　

此
地
仙
靈
宅　

何
須
姑
射
倫108

と
あ
り
、
吉
野
を
「
南
岳
」
と
称
し
、
こ
の
地
を
「
仙
霊
の
宅
」
と
表
現
し
て
い
る
。
吉
野
は
奈
良
盆
地
の
南
方
に
位
置
し
、
都
の
中

心
地
か
ら
近
い
風
光
明
媚
な
山
岳
地
帯
で
あ
る
。
古
来
よ
り
神
仙
境
に
み
た
て
ら
れ
、
皇
族
が
好
ん
で
遊
山
し
、
僧
侶
が
多
く
修
行
し

た
場
所
で
も
あ
る
。
皇
極
四
年(645)

に
は
古
人
大
兄
皇
子
が
、
天
智
十
年(671)

に
は
大
海
人
皇
子
（
天
武
天
皇
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
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出
家
し
て
吉
野
に
入
っ
た109

。
こ
の
時
大
海
人
皇
子
は
嶋
宮
よ
り
吉
野
に
移
っ
て
い
る110

。
こ
れ
ら
は
出
家
者
の
入
峰
の
初
例
と
さ
れ
る
が
、

政
権
争
い
の
保
身
と
も
見
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
頃
、
後
に
修
験
道
の
開
祖
と
さ
れ
る
役
小
角
が
、
吉
野
金
峯
と
葛
木
峯
と
の
間
に

椅
を
渡
そ
う
と
し
た
と
の
伝
承
が
あ
る111

。

さ
ら
に
奈
良
期
に
は
、
道
慈
と
と
も
に
並
び
称
さ
れ
た
法
相
の
神
叡(?-737)

が
吉
野
に
入
っ
て
現
光
寺
（
比
蘇
山
寺
）
に
て
草
庵

を
結
び112

、
ま
た
来
日
し
て
大
安
寺
西
唐
院
に
止
住
し
た
唐
僧
道
璿(702-760)

も
比
蘇
山
寺
に
居
し
て
い
る113

。
両
者
の
事
例
は
、
比
蘇

山
寺
を
中
心
と
し
た
山
寺
に
て
自
然
智
を
得
る
た
め
に
虚
空
蔵
求
聞
持
法
を
修
す
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
智
宗
」
と
し
て
理
解
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が114

、
前
谷
彰
・
恵
紹
氏
が
そ
の
誤
謬
を
指
摘
し
た
よ
う
に115

、「
自
然
智
を
得
る
」
と
は
、「
特
定
の
師
主
か
ら
の
学
的

相
承
な
く
し
て
仏
教
の
奥
義
に
精
通
し
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
虚
空
蔵
求
聞
持
法
と
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
神
叡
は
現
光

寺
に
草
庵
を
結
び
、
三
蔵
を
披
閲
し
て
二
十
年
を
逾
え
て
奥
旨
に
妙
通
し
、
ま
た
道
璿
も
比
蘇
山
寺
に
隠
居
し
て
『
梵
網
経
』
注
釈
三

巻
を
著
し
、
祖
師
や
善
友
の
冥
福
を
祈
っ
て
四
季
追
福
文
を
製
す
る
な
ど
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
吉
野
の
比
蘇
山
寺
に
籠
も
り
、
修
学

研
鑚
の
日
々
を
過
ご
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
先
述
し
た
よ
う
に
、
光
仁
天
皇
よ
り
持
戒
と
看
病
が
認
め
ら
れ
供
養
を
受
け
た
十
禅

師
の
ひ
と
り
広
達
（
生
没
年
不
詳
）
は
、「
吉
野
の
金
峯
に
入
り
、
樹
下
を
経
行
し
て
仏
道
を
求
め
」
た
と
い
う116

。
さ
ら
に
奈
良
後
期

の
興
福
寺
僧
の
報
恩(718

頃-795)

も
吉
野
山
に
て
観
音
陀
羅
尼
を
持
誦
し
、
長
く
山
林
修
行
を
行
い
、
そ
の
験
力
を
認
め
ら
れ
て

桓
武
天
皇
よ
り
殊
遇
を
蒙
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る117

。
そ
し
て
勤
操
よ
り
八
歳
年
長
で
、
勤
操
と
同
時
期
に
僧
綱
に
列
し
た
法
相
の
護

命(750-834)

も
優
婆
塞
の
時
に
「
吉
野
山
に
入
っ
て
苦
行
し
」
た
と
伝
え
る118

。

さ
ら
に
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
吉
野
に
て
修
行
す
る
僧
や
優
婆
塞
が
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
、
御
手
代
東
人
は
聖
武
期
に
吉
野
山

に
入
り
、
法
を
修
し
て
福
を
求
め
、
三
年
許
り
を
経
て
、
観
音
の
名
号
を
称
礼
し
た
と
い
い119

、
ま
た
孝
謙
期
に
は
吉
野
の
金
峯
に
一
人

の
禅
師
が
あ
り
、
峯
を
往
来
し
て
行
道
し
た
と
さ
れ120

、
さ
ら
に
吉
野
山
の
海
部
峯
と
号
す
る
山
寺
に
一
人
の
大
僧
が
住
み
、
精
に
懃
め
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て
道
を
修
し
た121

と
伝
え
る
。
断
片
的
な
情
報
で
は
あ
る
が
、
吉
野
に
修
行
し
た
と
の
伝
は
多
く
、
お
そ
ら
く
奈
良
期
も
後
半
に
な
る
と
、

吉
野
は
最
も
代
表
的
な
山
林
修
行
の
場
と
な
り
、
い
く
つ
か
の
峯
に
山
寺
が
営
ま
れ
、
ま
た
峯
々
を
斗
薮
す
る
修
行
者
も
既
に
現
れ
て

い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

空
海
が
高
野
山
の
位
置
を
、「
吉
野
従
り
南
に
行
く
こ
と
一
日
、
更
に
西
に
向
ひ
て
去
る
こ
と
両
日
程
」
と
し
て122

、
吉
野
を
起
点
と

し
て
説
明
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
奈
良
期
以
来
の
山
林
斗
薮
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
先
に
触
れ
た
『
大
安
寺
碑
文
』
に
て
、
淡
海
三
船
は
平
城
京
か
ら
望
む
壮
観
を
歎
じ
て
、「
北
は
平
岡
を
望
め
ば
宸
耀
を
紫
闕

に
揚
げ
、
南
は
吉
野
を
瞻
れ
ば
仏
気
を
碧
峯
に
泛
ぶ
。
東
嶺
は
嵯
峨
と
し
て
煙
嵐
の
搖
蕩
す
る
所
、
西
阜
は
隠
軫
と
し
て
日
月
是
に
蔽

虧
せ
ら
る
」
と
し123

、四
方
の
山
や
岡
の
中
で
、南
方
に
仰
ぎ
見
る
吉
野
に
の
み
、「
仏
気
」
つ
ま
り
仏
菩
薩
の
雲
気
を
言
い
表
し
て
い
る
。

こ
こ
に
南
方
の
吉
野
は
、
仏
菩
薩
の
お
わ
す
清
浄
な
霊
峰
で
あ
る
と
の
認
識
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
南
都
の
僧
侶
や
文
人

達
に
も
共
有
さ
れ
た
認
識
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

奈
良
期
後
半
、
特
に
光
仁
期
に
山
林
修
行
が
推
奨
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
仏
教
者
の
山
林
修
行
は
次
第
に
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ
の
形
態

に
つ
い
て
、
今
後
よ
り
詳
し
く
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
勤
操
の
「
南
嶽
の
窟
に
躋
る
」
に
関
し
て
は
、
吉
野
の
神
窟
に

よ
じ
登
る
と
解
さ
れ
、
勝
道
や
空
海
な
ど
が
行
っ
た
斗
薮
に
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る124

。

も
っ
と
も
、
空
海
が
阿
波
国
大
瀧
嶽
に
よ
じ
登
り
土
佐
州
室
戸
崎
に
勤
念
し
た
よ
う
に
、
そ
し
て
吉
野
か
ら
高
野
に
至
っ
た
よ
う
に
、

斗
薮
と
は
諸
山
を
転
々
と
跋
渉
す
る
性
格
を
有
し
て
い
る
。
よ
っ
て
推
測
の
域
は
出
な
い
が
、
勤
操
が
吉
野
に
留
ま
ら
ず
、
あ
る
い
は

紀
伊
山
地
の
高
野
山
や
葛
城
山
系
の
槙
尾
山
に
ま
で
足
を
伸
ば
し
た
と
し
て
も
、
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、「
南
嶽
」

と
は
吉
野
を
拠
点
と
し
た
広
範
囲
に
亘
る
「
南
方
の
山
岳
」
の
総
称
と
も
想
定
さ
れ
得
る
。

と
こ
ろ
で
、
南
嶽
の
窟
に
到
っ
た
勤
操
は
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
修
行
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
勤
操
讃
』
に
は
、「
念3

を
巌
薮
の
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裏
に
摂
す
」
と
伝
え
る
が125

、
運
敞
の
『
性
霊
集
便
蒙
』
も
「
摂
念3

は
禅
定
な
り
」126

と
す
る
の
み
で
、
そ
の
具
体
的
な
修
禅
の
方
法
は
不

明
で
あ
る
。
近
年
の
通
説
で
は
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
を
修
し
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
『
御
遺
告
』
に
空
海
が
「
石
淵
の
贈
僧
正
大

師
（
筆
者
注
：
勤
操
）
に
逢
ひ
て
、
大
虚
空
蔵
等
并
能
満
虚
空
蔵
の
法
呂
を
受
け
」
た
と
す
る
伝127

、
さ
ら
に
は
『
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』

に
説
か
れ
る
よ
う
に
求
聞
持
法
の
相
承
を
善
無
畏
→
道
慈
→
善
議
→
勤
操
→
空
海
と
す
る
伝128

に
依
る
も
の
で
、
こ
れ
を
否
定
す
る
見
解

も
あ
る129

。

た
だ
し
空
海
は
『
三
教
指
帰
』
に
て
、「
阿
国
大
瀧
嶽
に
躋
り
攀
ぢ
、土
州
室
戸
崎
に
勤
念3

す
。
谷
響
き
を
惜
し
ま
ず
、明
星
来
影
す
」

と
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
「
勤
念
」
と
は
虚
空
蔵
聞
持
法
を
修
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
勤
操
と
同
時
期
の
法
相
の
碩
学
で
あ
る

護
命(750-834)

は
、
沙
弥
の
頃
に
「
月
の
上
半
は
深
山
に
入
り
て
虚
空
蔵
法
を
修
し
」
た
と
さ
れ130

、
当
時
に
お
け
る
沙
弥
の
深
山
で

の
修
行
法
と
し
て
、ひ
と
つ
の
参
考
と
な
る
事
例
で
あ
る
。ま
た
勤
操
の
母
親
が
懐
妊
に
際
し
、「
明
星
懷
に
入
る
」夢
を
見
た
と
の
伝
は
、

勤
操
と
虚
空
蔵
と
の
結
び
つ
き
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
勤
操
の
修
行
法
に
つ
い
て
確
証
は
得
ら
れ

な
い
も
の
の
、
虚
空
蔵
法
を
修
し
た
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

（
４
）
受
具
足
戒

と
こ
ろ
で
『
勤
操
讃
』
に
は
、

    

比
及
弱
冠
、
親
教
數
召
、
令
受
具
足131

。

と
あ
り
、
勤
操
が
弱
冠
の
齢
に
及
ぶ
と
、
親
教
は
勤
操
を
し
ば
し
ば
召
し
て
、
具
足
戒
を
受
け
さ
せ
た
と
す
る
。

「
親
教
」
を
「
母
親
」
と
解
釈
す
る
見
解
も
あ
る
が132

、
唐
・
慧
琳(737-820)

の
『
一
切
経
音
義
』
に
「
鄥
波
柁
耶
、
梵
語
、
唐
に

云
く
親
教
師
、
古
訳
に
云
く
和
上
」
と
あ
り133

、
ま
た
運
敞
の
『
性
霊
集
便
蒙
』
に
「
親
教
は
和
尚
の
翻
名
な
り
。
信
霊
大
徳
を
指
す
」
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と
注
す
よ
う
に134

、
勤
操
の
師
匠
で
あ
る
大
安
寺
の
信
霊
を
指
す
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

信
霊
が
勤
操
を
「
し
ば
し
ば
召
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
常
に
大
安
寺
に
止
住
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
は
吉
野
を
中
心
に
、
山
林
に
身
を
寄
せ
る
機
会
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
時
の
勤
操
の
年
齢
に
つ
い
て
、「
弱
冠
」
つ
ま
り
二
十
歳
に
及
ん
で
と
記
さ
れ
る
が
、『
勤
操
讃
』
に
「
春
秋
七
十
。
夏

臘
四
十
七
」
と
あ
る
よ
う
に
、
具
足
戒
を
受
け
て
か
ら
四
十
七
年
後
に
七
十
歳
で
遷
化
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
勤
操
は
天
応
元
年

(781)

に
二
十
四
歳
で
具
足
戒
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。

（
５
）
三
論
修
学

受
戒
の
後
に
勤
操
は
、
大
安
寺
に
て
本
格
的
に
仏
教
を
学
ん
で
い
る
。『
勤
操
讃
』
に
、

入
壇
之
後
、
就
同
寺
三
論
名
匠
善
議
大
徳
、
稟
學
三
論
之
幽
蹟
。
勤
經
十
餘
年
。
彼
大
徳
則
、
故
入
唐
學
法
沙
門
道
慈
律
師
之
入

室
也135

。

と
あ
る
よ
う
に
、
勤
操
は
大
安
寺
の
善
議
よ
り
三
論
の
奥
旨
を
学
び
、
そ
れ
は
十
数
年
に
及
ん
だ
と
い
う
。
ち
ょ
う
ど
延
暦
年
間
の
前

半
に
当
た
り
、
都
が
平
城
京
か
ら
長
岡
京
、
平
安
京
へ
と
遷
っ
た
時
期
と
重
な
る
。
な
お
勤
操
と
善
議
の
年
齢
は
、
勤
操
が
お
よ
そ

二
十
四
か
ら
三
十
四
歳
頃
、
善
議
が
五
十
三
か
ら
六
十
三
歳
頃
に
相
当
す
る
。

勤
操
の
三
論
の
師
で
あ
る
善
議(729-812)

は
、
本
姓
は
恵
賀
連
氏
で
、
河
内
国
錦
部
郡
の
人
、
天
平
元
年(729)

の
誕
生
と
い
う
。

若
く
し
て
俗
事
を
捨
て
仏
道
を
志
し
、
入
唐
僧
道
慈
の
弟
子
と
な
っ
た136

。
た
だ
し
道
慈
は
天
平
十
六
年(744)

に
卒
し
て
お
り
、
こ
の

時
に
善
議
は
わ
ず
か
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
善
議
は
道
慈
の
弟
子
と
は
い
え
、
実
質
的
に
は
道
慈
門
下
の
誰
か
よ
り
、
三
論
を
学

ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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年
代
的
に
見
て
、
道
慈
の
弟
子
の
慶
俊(?-778)

な
ど
は
、
善
議
を
指
導
し
た
ひ
と
り
で
あ
ろ
う
。
慶
俊
は
河
内
の
人
、
俗
姓
は
藤

井
氏
で
、
大
安
寺
に
居
し
て
道
慈
の
弟
子
と
な
っ
た
。
天
平
勝
宝
八
年(756)

、
法
華
寺
鎮
で
あ
っ
た
慶
俊
は
、
聖
武
上
皇
の
看
病
禅

師
の
一
人
と
な
り
、
修
学
と
持
戒
に
よ
る
国
家
の
鎮
護
を
称
賛
さ
れ
て
律
師
に
就
任
し
た137

。
弓
削
の
道
鏡(?-772)

の
台
頭
に
よ
り
一

時
は
律
師
を
退
い
た
も
の
の
、
光
仁
天
皇
の
即
位
と
と
も
に
宝
亀
元
年(770)

年
に
は
少
僧
都
に
復
帰
し
て
い
る138

。
さ
ら
に
慶
俊
は

大
安
寺
に
あ
っ
て
、
唐
の
法
宝(627-705?)

の
『
一
乗
仏
性
究
竟
論
』
六
巻
を
注
釈
し
て
『
一
乗
仏
性
究
竟
論
記
』
六
巻
を
著
す
な

ど139

、
僧
位
・
教
学
の
両
面
か
ら
見
て
、
道
慈
亡
き
後
を
牽
引
し
た
僧
侶
と
言
え
る
。

慶
俊
は
宝
亀
九
年(778)
に
示
寂
す
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
慶
俊
の
弟
子
で
あ
る
戒
明
（
生
没
年
不
詳
）
が
唐
よ
り
帰
朝
し
た
。

戒
明
は
讃
岐
国
の
人
で
、
俗
姓
は
凡
直
氏
、
大
安
寺
に
居
し
て
慶
俊
を
師
主
と
し
た
。
天
平
勝
宝
四
年(752)

に
入
唐
し
、
留
学
期
間

は
二
十
数
年
に
及
ん
だ
。
戒
明
が
請
来
し
た
経
論
の
中
に
『
釈
摩
訶
衍
論
』
が
あ
っ
た
が
、
僧
綱
に
あ
っ
た
賢
璟(705-793)

や
文
人

の
淡
海
三
船(722-785)

ら
に
よ
っ
て
偽
撰
と
判
じ
ら
れ
非
難
を
受
け
た140

。
そ
の
後
に
戒
明
の
名
は
聞
か
れ
ず
、『
日
本
霊
異
記
』
に

は
宝
亀
七
〜
八
年(776-777)

頃
の
話
と
し
て
、
大
安
寺
僧
戒
明
が
筑
紫
国
府
の
大
国
師
に
な
っ
て
下
向
し
た
時
、
肥
前
国
の
佐
賀
君

児
公
に
招
請
さ
れ
て
『
八
十
華
厳
』
を
講
じ
た
と
伝
え
る
。
し
か
し
そ
の
法
会
の
聴
衆
に
居
た
尼
僧
が
偈
を
以
て
問
う
た
と
こ
ろ
、
戒

明
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う141

。こ
の
説
話
は
舎
利
菩
薩
と
称
さ
れ
た
尼
僧
を
称
賛
す
る
意
図
も
あ
る
が
、『
日
本
霊
異
記
』

に
お
け
る
戒
明
は
、
あ
ま
り
好
意
的
に
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
戒
明
は
当
時
の
仏
教
界
か
ら
追
放
的
な
半
生
を
お
く
っ
た
と

の
見
方
も
あ
る142

。

少
僧
都
慶
俊
・
入
唐
僧
戒
明
な
ど
は
、
道
慈
の
門
流
と
し
て
大
安
寺
を
代
表
す
る
学
匠
と
見
ら
れ
る
が
、
た
だ
し
両
者
と
も
三
論
以

上
に
華
厳
を
重
視
し
た
よ
う
で
あ
る
。
慶
俊
は
「
空
有
微
を
窮
め
、
円
宗
に
洞
暁
す
」
と
さ
れ
、
三
論
・
法
相
は
も
と
よ
り
円
宗
、
特

に
華
厳
に
通
じ
て『
華
厳
経
』を
講
ず
る
の
に
す
ぐ
れ
て
い
た143

。
そ
し
て
東
大
寺
・
大
安
寺
の
華
厳
教
学
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
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大
仏
造
顕
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
と
さ
れ
る144

。
ま
た
戒
明
も
慶
俊
よ
り
「
華
厳
経
を
学
び
」145

、
先
の
説
話
で
は
『
八
十
華
厳
』
を
講

じ
た
と
い
う
。

さ
ら
に
大
安
寺
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
唐
僧
道
璿
、
天
竺
僧
菩
提
僊
那
、
新
羅
学
僧
審
祥
、
唐
僧
思
託
と
い
っ
た
渡
来
僧
・
学
問

僧
が
止
住
し
、
律
・
禅
・
華
厳
・
天
台
・
呪
術
な
ど
様
々
な
新
し
い
仏
教
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
。
戒
明
が
請
来
し
た
『
釈
摩
訶
衍
論
』

を
淡
海
三
船
が
偽
撰
と
判
ず
る
な
ど
、
僧
俗
問
わ
ず
、
諸
宗
兼
学
の
幅
広
い
学
問
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
道
慈
の
伝
え
た
三
論
に
す
ぐ
れ
た
学
匠
と
し
て
名
前
が
知
ら
れ
る
の
は
、
は
や
り
善
議
で
あ
っ
た
。
善

議
は
生
ま
れ
も
っ
て
の
秀
才
で
、
性
格
も
穏
や
か
で
あ
り
、
特
に
持
戒
と
修
学
に
す
ぐ
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
三
論
の
学
徒
は

善
議
に
「
法
将
」
の
称
号
を
許
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
卒
伝
に
「
中
道
の
理
、
国
家
に
流
布
す
る
は
、
則
ち
伊こ

の
人
の
力
な
り
」
と
あ

る
よ
う
に
、
日
本
に
三
論
が
弘
通
し
た
の
は
、
善
議
の
功
績
で
あ
る
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る146

。

た
だ
し
延
暦
年
間
の
三
論
は
、
実
際
に
は
法
相
に
圧
さ
れ
、
あ
ま
り
振
る
わ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
延
暦
十
七
年(798)

の
詔
勅
に
よ

れ
ば
、「
比こ

の
ご
ろ来

、
有
る
所
の
仏
子
、
偏
え
に
法
相
に
務
め
、
三
論
に
至
り
て
は
、
多
く
其
の
業
を
廃
す
。
世
親
の
説
伝
う
と
雖
も
、
竜

樹
の
論
将
に
墜
ち
ん
と
す
」147

と
の
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
桓
武
天
皇
は
す
べ
て
の
僧
侶
に
告
げ
て
、
僧
綱
の
指
導
の
下
に
、
両
宗

を
並
び
習
い
、
空
有
の
教
理
論
諍
を
深
め
、
仏
法
が
絶
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
三
論
を
学
ぶ
者

は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
、
延
暦
二
十
年(801)

に
は
年
分
度
者
の
得
度
の
試
験
に
て
法
相
・
三
論
の
教
理
の
差
異
を
論
ぜ
し
め
る
こ
と

と
な
り148

、
さ
ら
に
二
十
二
年(803)

に
は
「
緇
徒
、
三
論
を
学
ば
ず
、
専
ら
法
相
を
崇
む
。
三
論
の
学
、
殆
ど
以
て
将
に
絶
え
ん
と
す
」

と
の
危
惧
か
ら
、
得
度
の
人
数
が
三
論
・
法
相
各
五
人
と
、
両
宗
が
同
人
数
と
な
る
よ
う
定
め
ら
れ
た149

。
桓
武
天
皇
は
始
め
僧
綱
の
適

切
な
指
導
の
も
と
、
両
宗
の
兼
修
を
命
じ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
法
相
を
専
修
す
る
傾
向
は
収
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
は
得
度
の
課
試
の
内

容
、
及
び
両
宗
の
定
員
を
規
定
す
る
こ
と
で
、
三
論
の
興
学
を
図
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
政
策
は
、
教
義
の
面
で
も
大
安
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寺
復
興
を
期
し
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る150

。

延
暦
年
間
、
三
論
が
低
迷
し
た
要
因
の
ひ
と
つ
は
、「
良ま

こ
とに

僧
綱
の
誨
う
る
無
き
が
為
に
、
後
進
此
の
如
く
な
る
所
以
な
り
」
と
あ

る
よ
う
に151

、
僧
綱
に
三
論
の
指
導
者
が
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
確
か
に
宝
亀
年
中
は
、
大
安
寺
慶
俊(?-778)

と
興
福

寺
慈
訓(691-777)

が
共
に
少
僧
都
に
あ
り
並
び
立
っ
て
い
た
が
、
慶
俊
の
入
滅
後
は
、
長
く
僧
綱
に
三
論
に
す
ぐ
れ
た
僧
が
不
在
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
延
暦
年
間
に
僧
綱
の
上
位
に
あ
っ
た
、
僧
正
善
珠(723-797)

、
大
僧
都
弘
耀(?-779-784-?)

、
賢
憬(705-

793)

、
行
賀(729-803)
、
少
僧
都
玄
憐(?-789-792-?)

、
施
暁
（
生
没
年
不
詳
）、
勝
虞(732-811)

は
、
い
ず
れ
も
法
相
に
す
ぐ

れ
た
僧
で
あ
り
、
大
僧
都
等
定(721-800)

は
華
厳
に
長
じ
て
い
た
。
当
時
は
諸
宗
兼
学
で
あ
っ
た
か
ら
明
確
に
峻
別
で
き
な
い
も
の

の
、
延
暦
年
中
に
僧
正
・
大
僧
都
・
少
僧
都
に
列
し
た
八
人
中
、
実
に
七
人
が
法
相
を
、
一
人
が
華
厳
を
得
意
と
す
る
状
況
に
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
善
議
は
、
延
暦
二
十
一
年(802)

仲
秋
、
高
雄
山
寺
で
行
わ
れ
た
天
台
三
大
部
の
講
説
に
、
勤
操
は
じ
め
修
円(771-835)

な
ど
計
十
四
名
の
学
僧
と
と
も
に
招
か
れ
て
い
る
。
こ
の
講
会
は
和
気
広
世（
生
没
年
不
詳
）・
真
綱(783-846)

兄
弟
の
主
催
に
よ
り
、

最
澄
を
会
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
図
は
三
論
・
法
相
間
の
論
諍
の
解
決
と
、
六
宗
競
学
の
振
興
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る152

。
こ

の
法
会
に
関
し
て
善
議
は
謝
表
を
奏
上
し
、
天
台
の
妙
理
に
よ
っ
て
三
論
・
法
相
の
論
諍
も
氷
の
よ
う
に
溶
け
る
だ
ろ
う
と
賛
意
を
表

し
て
い
る153

。
こ
の
時
の
善
議
の
上
表
文
は
、
唐
・
玄
奘
三
蔵(602-664)

の
上
表
文
に
依
拠
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ154

、
善
議
も
ま
た
大

安
寺
に
継
承
さ
れ
た
学
問
・
文
学
の
流
れ
を
汲
む
僧
侶
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る155

。

な
お
、
桓
武
期
後
半
に
三
論
・
法
相
の
均
衡
政
策
が
打
ち
立
て
ら
れ
、
高
雄
山
寺
で
は
天
台
法
会
が
催
さ
れ
た
も
の
の
、
実
際
は
二

宗
の
論
諍
は
氷
釈
せ
ず
、
む
し
ろ
新
た
に
法
相
と
天
台
と
の
間
で
論
諍
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
事
情
を
表
す
か
の
よ

う
に
、平
城
・
嵯
峨
期
に
入
っ
て
も
依
然
と
し
て
、僧
綱
に
お
け
る
法
相
学
僧
の
割
合
は
高
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
玄
賓(?-818)

、

常
騰(740-815)

、
護
命(750-834)

は
法
相
に
、
さ
ら
に
如
宝(?-814)

、
恵
長(?-826)

な
ど
は
律
に
長
じ
て
い
た
。
後
に
よ
う
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や
く
三
論
に
す
ぐ
れ
た
僧
侶
が
僧
綱
の
上
位
に
列
せ
ら
れ
る
の
は
、
延
暦
末
に
帰
朝
し
た
永
忠(743-816)

、
さ
ら
に
は
勤
操
そ
の
人

ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

大
安
寺
は
光
仁
・
桓
武
期
に
お
い
て
、
官
寺
の
筆
頭
で
あ
り
、
学
問
・
文
化
の
面
で
も
高
い
水
準
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に

善
議
は
大
安
寺
三
論
の
碩
学
で
文
学
的
素
養
も
あ
り
、
朝
廷
が
二
宗
均
衡
策
を
採
る
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
慶
俊
の
後
継
と
し
て
僧

綱
に
入
っ
て
し
か
る
べ
き
人
物
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
卒
伝
で
「
才
位
愜み

た
ざ
る
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
才
質
に
ふ
さ
わ
し
い

地
位
に
昇
る
こ
と
な
く
、
弘
仁
三
年(812)

に
八
十
四
歳
で
示
寂
し
て
い
る156

。

善
議
が
僧
綱
に
入
ら
な
か
っ
た
要
因
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
当
時
、
善
謝(724-804) 157

や
玄
賓(734-818) 158

な
ど
、
世
俗
の
栄
華

を
厭
い
、
僧
綱
の
補
任
を
固
持
し
た
り
閑
居
す
る
な
ど
し
た
高
僧
が
見
ら
れ
る
が
、
善
議
も
「
少
く
し
て
塵
事
を
捐
て
」
た
と
あ
る
よ

う
に159

、
同
様
の
気
質
を
備
え
た
真
摯
な
出
家
者
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
「
諸
寺
の
学
生
、
三
論
に
就
く
者
は
少
な
く
、

法
相
に
赴
く
者
多
し
。
遂
に
阿
党
を
し
て
凌
奪
せ
し
め
、
其
の
道
を
し
て
疏
浅
な
ら
し
む
」
と
批
判
さ
れ
た
よ
う
に160

、
当
時
の
学
派
の

趨
勢
は
、
必
ず
し
も
純
粋
な
真
理
へ
の
関
心
の
み
な
ら
ず
、
実
社
会
の
権
勢
の
所
在
に
左
右
さ
れ
る
事
態
に
あ
り
、
そ
う
し
た
外
的
な

要
因
に
よ
り
、
三
論
を
学
ぶ
者
が
少
な
く
、
ま
た
三
論
に
す
ぐ
れ
た
僧
侶
の
僧
綱
入
り
が
阻
ま
れ
た
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
実
際
は
全
く
の
不
明
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
勤
操
が
大
安
寺
に
て
善
議
よ
り
三
論
を
学
び
、
十
数
年
を
経
て
習
い
終

わ
る
頃
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
に
お
い
て
も
、
三
論
は
法
相
に
比
べ
、
か
な
り
低
迷
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
勤

操
は
当
時
の
時
流
な
ど
意
に
介
す
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
に
三
論
の
修
学
に
励
ん
だ
と
も
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
努
力
が
実
を
結
び
、
後

に
勤
操
は
宮
中
御
斎
会
の
内
論
義
に
出
仕
す
る
な
ど
、
三
論
の
碩
学
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
待
望
の
三
論
学
僧
と
し

て
期
待
を
集
め
る
存
在
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
勤
操
の
学
風
に
つ
い
て
、
空
海
は
『
勤
操
讃
』
に
て
、
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三
論
満
懷
悲
幻
影
、
一
乗
韞
臆
愛
梁
津
。

と
表
わ
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
三
論
」
と
「
一
乗
」
が
対
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
勤
操
は
三
論
を
軸
と
し
つ
つ
、
華
厳
や
法
華
の
一
仏

乗
に
も
通
じ
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
大
安
寺
の
学
風
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
藤
井
淳
氏

は
、
三
論
の
祖
で
あ
る
吉
蔵(549-623)

が
『
法
華
経
』
な
ど
一
乗
を
重
視
し
た
点
を
指
摘
し
、
当
時
の
日
本
の
三
論
宗
は
、
自
ら
の

立
場
を
一
乗
に
位
置
づ
け
た
と
す
る
が161

、
ま
さ
に
勤
操
に
も
同
様
の
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。

さ
ら
に
勤
操
の
場
合
、「
三
論
、
懷
に
満
ち
て
幻
影
を
悲
し
み
、
一
乗
、
臆
に
韞つ

つ

む
で
梁
津
を
愛
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
論
と
一

乗
の
思
想
が
単
に
教
学
上
の
関
心
に
留
ま
ら
ず
、
衆
生
を
憐
れ
み
救
済
せ
ん
と
す
る
利
他
的
な
実
践
行
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
点
に
も

注
目
し
た
い
。
後
に
勤
操
は
、「
三
千
仏
名
」、「
大
通
方
広
法
」、「
法
華
八
講
」、「
文
殊
会
」
な
ど
様
々
な
法
会
を
頻
繁
に
行
う
こ
と

と
な
る
。
詳
細
は
次
回
の
課
題
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
に
通
底
す
る
の
は
、
一
闡
提
を
含
め
た
一
切
衆
生
成
仏
の
思
想
で
あ
っ
た
。
勤
操

は
修
行
期
に
培
っ
た
教
学
に
基
づ
き
、
そ
の
後
の
活
動
期
に
お
い
て
、
幅
広
い
実
践
行
を
展
開
し
た
と
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ

う
。（

６
）
二
利
双
修

以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、勤
操
の
修
行
期
の
あ
り
方
は
、端
的
に
は
学
問
と
浄
行
の「
二
利
双
修
」と
言
え
る
。
つ
ま
り『
勤
操
讃
』に
、

公
皷
篋
於
毗
訶
之
中
、
攝
念
於
巖
藪
之
裏
。
不
擲
寸
陰
、
二
利
是
競162

。

と
あ
る
よ
う
に
、
勤
操
は
毗
訶
（vihāra

・
寺
院
）
に
て
修
学
を
重
ね
、
巌
薮
（
山
林
）
に
て
修
禅
に
勤
め
た
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に

は
、
大
安
寺
に
て
止
住
し
て
の
三
論
の
修
学
と
、
仏
菩
薩
の
境
界
と
さ
れ
た
吉
野
に
斗
薮
し
て
の
修
禅
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
勤
操
は

寸
暇
を
惜
し
ん
で
、「
二
利
」
が
競
い
合
う
ほ
ど
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
。
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ふ
つ
う
「
二
利
」
と
言
え
ば
「
自
利
行
と
利
他
行
」
を
意
味
し
、
当
該
箇
所
を
「
自
利
利
他
の
行
」
と
す
る
見
方
も
あ
る
が163

、
こ
こ

で
は
文
脈
よ
り
、
寺
院
で
の
修
学
と
山
林
で
の
修
禅
と
い
う
「
二
つ
の
自
利
行
」
と
解
釈
し
た
方
が
妥
当
で
あ
る164

。
勤
操
は
そ
れ
ら
自

利
行
を
積
み
重
ね
、
次
第
に
僧
侶
と
し
て
の
才
徳
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

な
お
、
の
ち
に
勤
操
と
同
時
期
に
僧
綱
に
列
す
る
法
相
の
護
命
も
、
沙
弥
の
頃
に
は
「
月
の
上
半
は
深
山
に
て
虚
空
蔵
法
を
修
し
、

下
半
は
本
寺
に
て
宗
旨
を
研
鑚
し
た
」
と
伝
え
ら
れ165

、
本
寺
と
深
山
に
て
修
道
に
励
ん
で
い
る
。
両
者
の
修
行
期
の
あ
り
方
に
は
共
通

す
る
も
の
が
あ
り
、
当
時
の
若
き
修
行
者
の
あ
り
方
と
し
て
、
本
寺
で
の
学
問
と
山
林
で
の
浄
行
と
い
う
「
二
利
」
が
重
視
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
当
時
の
朝
廷
も
、
浄
行
や
修
学
に
励
む
僧
に
対
し
、
た
び
た
び
施
物
を
与
え
る
な
ど
し
て
こ
れ
ら
を
奨
励
し
て
い
る
。
例
え
ば

延
暦
十
六
年(797)

に
は
僧
延
尊
ら
四
人
が
「
山
中
に
て
苦
行
し
修
道
し
」
た
と
し
て
稲
が
施
与
さ
れ166

、同
二
十
一
年(802)

に
は
「
身

を
伽
藍
に
住
し
て
、
聖
教
を
研
す
る
を
志
し
、
伝
燈
の
労
怠
る
こ
と
無
く
、
瑩
珠
の
勤
に
倦
ま
ず
」
と
し
て
、
元
興
寺
・
薬
師
寺
・
弘

福
寺
・
東
大
寺
の
僧
四
十
三
人
に
布
等
が
施
与
さ
れ
て
い
る167

。

た
だ
朝
廷
が
修
学
や
浄
行
に
励
む
僧
侶
を
奨
励
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
実
際
に
は
真
摯
に
修
行
に
打
ち
込
む
僧
侶
は
、

全
体
の
割
合
と
し
て
は
少
な
か
っ
た
と
も
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
時
代
は
下
る
が
空
海
が
高
野
山
を
賜
る
よ
う
乞
う
た
上
表
文
に
は
、「
義

を
談
ず
る
龍
象
、
寺
毎
に
林
を
成
す
」
も
、「
た
だ
恨
む
ら
く
は
、
高
山
深
嶺
に
四
禅
の
客
乏
し
」
と
あ
り168

、
寺
院
で
の
学
問
に
比
べ

て
、山
林
で
の
修
禅
に
励
む
修
行
者
は
、な
お
稀
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
う
し
た
状
況
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、「
寸
暇
を
擲
た
ず
、

二
利
是
れ
を
競
う
」
と
称
さ
れ
た
若
き
日
の
勤
操
は
、
や
は
り
類
い
稀
な
る
修
行
者
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

勤
操
は
天
平
宝
字
二
年(758)

、
大
和
国
高
市
郡
に
生
ま
れ
た
。
父
は
秦
勝
氏
、
母
は
嶋
史
氏
、
い
ず
れ
も
渡
来
系
氏
族
で
あ
っ
た
。

子
宝
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
母
親
は
駕
龍
寺
に
参
拝
し
、
明
星
が
懷
に
入
る
夢
を
見
て
勤
操
を
妊
っ
た
と
い
う
。
駕
龍
寺
の
所
在
は
明
確

で
な
い
が
、
義
淵
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
「
明
星
懷
に
入
る
」
と
の
夢
は
、
勤
操
と
虚
空
蔵
と
の
関
係
を
示
唆

す
る
暗
喩
と
も
推
察
さ
れ
興
味
深
い
。

勤
操
は
幼
く
し
て
父
親
を
亡
く
し
、
母
親
の
も
と
で
養
育
さ
れ
た
。
母
親
の
出
身
で
あ
る
嶋
史
氏
は
、
も
と
蘇
我
馬
子
の
別
宅
で
、

天
武
天
皇
や
草
壁
親
王
に
伝
領
さ
れ
た
嶋
宮
と
関
係
が
深
い
と
さ
れ
る
。
幼
い
頃
の
勤
操
は
、
古
都
飛
鳥
の
南
東
、
龍
門
山
地
の
麓
に

位
置
す
る
嶋
宮
（
現
：
高
市
郡
明
日
香
村
島
庄
）
の
付
近
で
過
ご
し
た
可
能
性
が
高
い
。

神
護
景
雲
三
年(769)

、
勤
操
は
十
二
歳
に
し
て
大
安
寺
の
信
霊
に
就
い
て
出
家
し
た
。
さ
ら
に
翌
年
の
神
護
景
雲
四
年(770)

秋
、

宮
中
及
び
山
階
寺
に
て
千
人
の
得
度
が
許
さ
れ
た
が
、
勤
操
も
そ
の
内
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
九
月
二
十
二
日
、
山
階
寺
（
興

福
寺
）
に
て
称
徳
天
皇
の
七
七
日
忌
が
行
わ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ
に
際
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

光
仁
期
に
移
り
、
宝
亀
四
年(773)

に
十
六
歳
と
な
っ
た
勤
操
は
、
南
嶽
の
窟
に
躋
っ
て
浄
行
に
励
ん
だ
。「
南
嶽
」
と
は
平
城
京

か
ら
見
た
南
方
の
山
岳
で
、
具
体
的
に
は
吉
野
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
窟
に
躋
る
」
と
は
勝
道
や
空
海
な
ど
が
行
っ
た
斗
薮
に
通
ず

る
修
行
形
態
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
勤
操
も
、
当
時
の
山
林
斗
薮
者
と
同
様
に
、
世
俗
を
離
れ
、
神
仙
や
明
神
を
含
め
た
仏
菩
薩
の

境
界
を
求
め
て
、
吉
野
の
深
山
に
踏
み
入
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
推
測
の
域
は
出
な
い
が
、
勤
操
が
吉
野
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、

あ
る
い
は
紀
伊
山
地
や
葛
城
山
系
の
広
い
範
囲
に
ま
で
足
を
伸
ば
し
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
山
林
に
到
っ
て
勤
操
は
修
禅
に

励
ん
で
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
修
行
法
に
つ
い
て
確
証
は
得
ら
れ
な
い
も
の
の
、
護
命
や
空
海
と
同
様
に
虚
空
蔵
法
を
修
し
た
可
能
性
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は
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

天
応
元
年(781)

、
二
十
四
歳
に
な
っ
た
勤
操
は
、
師
主
の
信
霊
に
招
き
に
よ
り
、
東
大
寺
に
て
具
足
戒
を
受
け
た
。
さ
ら
に
勤
操

は
大
安
寺
の
善
議
に
師
事
し
、
十
数
年
か
け
て
三
論
の
奥
旨
を
学
ん
で
い
る
。
当
時
の
三
論
は
、
法
相
に
比
べ
て
劣
勢
に
あ
り
、
指
導

者
も
学
生
も
少
な
か
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
勤
操
が
学
ん
だ
大
安
寺
は
官
寺
の
筆
頭
と
さ
れ
、
渡
来
僧
も
よ
く
止
住
し
て
お
り
、
す

ぐ
れ
た
道
俗
に
よ
る
人
的
交
流
に
支
え
ら
れ
、
幅
広
い
学
問
・
文
学
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
。
勤
操
の
師
で
あ
る
善
議
は
当
時
の
大
安
寺

に
お
け
る
三
論
の
碩
学
で
、
文
学
的
素
養
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
勤
操
が
三
論
と
と
も
に
一
乗
に
も
通
じ
て
い
た
の
は
、
大
安
寺
の

学
風
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
勤
操
の
場
合
、
三
論
と
一
乗
の
思
想
が
、
後
に
展
開
さ
れ
る
利
他
的
な
実
践
行
の
根
拠
と

な
っ
て
い
る
点
に
も
注
目
さ
れ
る
。

勤
操
の
修
行
期
を
端
的
に
言
え
ば
、
大
安
寺
に
止
住
し
て
の
学
問
と
、
吉
野
に
斗
薮
し
て
の
浄
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
時
期
の

法
相
の
護
命
も
、
半
月
ご
と
に
本
寺
と
深
山
に
て
修
道
に
励
ん
だ
よ
う
に
、
寺
院
で
の
学
問
と
山
林
で
の
浄
行
は
、
対
概
念
と
し
て
認

識
さ
れ
、
若
き
仏
教
者
の
修
行
の
あ
り
方
と
し
て
、
い
ず
れ
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
本
郷
真
紹
氏
は
、
当
時
の
仏
教
政
策
を
評
し
て
、「
律
令
制
の
再
建
築
」、「
再
び
天
平
年
間
以
前
の
在
り
方
に
戻
そ
う
と

す
る
も
の
」
と
し
た169

。
つ
ま
り
聖
武
〜
称
徳
期
に
お
け
る
国
家
と
仏
教
の
癒
着
を
見
直
し
、
国
家
は
仏
教
の
統
制
を
図
っ
て
、
仏
教
者

が
王
権
や
民
間
か
ら
一
定
の
距
離
を
置
く
よ
う
に
し
た
と
の
見
方
で
あ
る
。
特
に
僧
尼
へ
の
統
制
に
関
し
て
は
、官
大
寺
で
の
学
問
と
、

山
林
で
の
浄
行
が
奨
励
さ
れ
た
と
す
る
。

一
方
、
薗
田
香
融
氏
は
、
南
都
僧
の
山
林
修
行
に
お
け
る
呪
術
性
は
、
官
大
寺
を
中
心
と
す
る
学
解
仏
教
を
支
え
る
基
盤
で
あ
っ
た

と
見
る
が
、
僧
尼
の
学
問
も
浄
行
も
、
結
局
は
僧
尼
の
開
悟
成
仏
の
手
段
と
し
て
意
義
づ
け
て
い
る170

。

確
か
に
修
行
期
の
勤
操
は
、「
寸
暇
を
擲
た
ず
、
二
利
是
れ
を
競
う
」171

と
評
さ
れ
る
ほ
ど
、
学
問
と
浄
行
と
い
う
二
つ
の
自
利
行
に
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徹
し
て
い
た
。
ま
た
そ
う
し
た
行
業
は
、
当
時
の
為
政
者
が
奨
励
し
た
僧
侶
の
あ
り
方
に
も
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
勤
操
は
、
単
に
本
寺
と
山
林
を
往
復
す
る
だ
け
の
僧
侶
で
は
な
か
っ
た
。「
無
住
の
騎
に
乗
り
て
此
の
不
二
を
唱
へ
、
有
為

の
人
を
慨な

げ

い
て
彼
の
三
空
を
談
ず
」172

、さ
ら
に
は
「
慈
悲
、心
に
涌
い
て
人
を
救
ふ
功
、還
り
て
船
筏
に
同
じ
」173

と
讃
え
ら
れ
た
よ
う
に
、

勤
操
は
「
貴
賎
を
簡
ば
ず
」、「
昼
夜
を
論
せ
ず
」174

、
積
極
的
に
人
々
と
関
わ
り
、
説
法
と
利
他
行
を
実
践
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
勤

操
は
「
群
品
の
耶
嬢
、
一
人
の
帰
馮
」175

と
称
さ
れ
、
嵯
峨
・
淳
和
天
皇
が
深
く
帰
依
し
、
多
く
の
人
々
は
父
母
と
仰
ぎ
慕
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
が
必
ず
し
も
定
型
的
な
賛
辞
で
な
い
こ
と
は
、
勤
操
に
対
し
日
本
初
と
な
る
僧
正
位
の
追
贈
が
な
さ
れ
た176

こ
と
か
ら
も
推
し
量

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

勤
操
の
修
行
期
に
お
け
る
学
問
と
浄
行
と
い
う
二
つ
の
自
利
行
が
、
そ
の
後
の
幅
広
い
利
他
行
に
ど
う
展
開
し
て
ゆ
く
の
か
。「
人

を
導
く
に
倦
ま
ず
、
物
を
済
ふ
に
方
便
あ
る
」177

と
称
さ
れ
た
勤
操
の
利
他
行
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
と
意
義
を
持
ち
、
日

本
仏
教
の
歴
史
に
ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
ら
勤
操
の
後
半
生
に
つ
い
て
の
検
討
は
次
回
の
課
題
と
し
た
い
。

そ
れ
は
当
時
に
お
け
る
仏
教
の
あ
り
方
、
特
に
官
大
寺
僧
に
よ
る
王
権
や
民
間
と
の
交
渉
、
さ
ら
に
は
最
澄
や
空
海
と
の
関
連
性
な

ど
を
議
論
す
る
上
で
も
、
少
な
か
ら
ず
参
考
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。



蓮花寺佛教研究所紀要　第五号　個人論文

116

注
1  
井
上
薫
「
狭
山
池
所
と
勤
操
─
行
基
狭
山
池
院
の
一
史
料
─
」（『
仏
教
史
学
』
十
二
（
三
）・
一
九
六
六
年
）、
高
木
訷
元
「
平
安
仏
教
成
立
史
序
説

─
最
澄
の
軌
跡
と
大
安
寺
勤
操
─
」（『
伊
原
照
蓮
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
伊
原
照
蓮
博
士
古
稀
記
念
会
・
一
九
九
一
年
）

2  

池
田
源
太
「
石
淵
寺
勤
操
と
平
安
仏
教
」（『
南
都
仏
教
』
五
・
一
九
五
八
年
）

3
『
日
本
仏
教
人
名
辞
典
』（
法
蔵
館
・
一
九
九
二
年
・
二
七
六
頁
）

4  

堀
池
春
峰
「
勤
操
」（『
日
本
仏
教
史
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
九
年
・
三
五
八
頁
）

5
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
一
〜
五
頁
）

6
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
四
頁
）

7  

後
藤
昭
雄
「
入
唐
僧
の
将
来
し
た
も
の
―
讃
と
碑
文
―
」（『
論
集
平
安
文
学
』
二
・
勉
誠
社
・
一
九
九
五
年
）

8
『
婆
羅
門
僧
正
碑
』
に
「
所
以
炳
発
神
功
、崇
敬
茂
範
、莫
若
在
妙
像
於
当
今
、伝
遺
影
於
後
葉
。
乃
造
成
形
像
。〈
中
略
〉
爰
命
諛
才
、為
像
賛
」（
藏

中
し
の
ぶ
編
「『
南
天
竺
婆
羅
門
僧
正
碑
并
序
』
注
釈
」（『
水
門
』
二
一
・
二
〇
〇
九
年
））
と
あ
り
、『
勤
操
讃
』
に
「
弟
子
僧
達
、
顧
丁
氏
之
孝
感
、
刻

于
邦
之
檀
木
。
欲
懸
日
月
、
憑
詞
余
翰
」（『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
三

〜
四
頁
））
と
あ
る
。

9  

藏
中
し
の
ぶ
『
奈
良
朝
漢
詩
文
の
比
較
文
学
的
研
究
』（
翰
林
書
房
・
二
〇
〇
三
年
・
四
〇
七
頁
）

10  

小
山
田
和
夫
「『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
僧
侶
の
卒
伝
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（
佐
伯
有
清
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
祭
祀
と
仏
教
』
吉

川
弘
文
館
・
一
九
九
五
年
）

11
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
三
頁
）
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12
『
類
聚
国
史
』
一
八
七
「
仏
道
部
十
四
度
者
・
天
長
四
年
五
月
八
日
戊
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
三
一
六
頁
）

13  
小
山
田
和
夫
「『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
僧
侶
の
卒
伝
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（
佐
伯
有
清
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
祭
祀
と
仏
教
』
吉

川
弘
文
館
・
一
九
九
五
年
）

14  

池
田
氏
も
『
勤
操
讃
』
に
従
い
行
年
七
十
歳
説
を
と
る
。
ま
た
小
山
田
和
夫
「『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
僧
侶
の
卒
伝
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（
佐

伯
有
清
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
祭
祀
と
仏
教
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
五
年
）
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
後
世
の
僧
伝
は
、『
元
亨
釈
書
』（『
新

訂
増
補
国
史
大
系
』
三
一
・
五
二
頁
）、『
三
国
伝
記
』（『
三
国
伝
記
〈
平
仮
名
本
〉』
下
・
古
典
文
庫
・
二
三
頁
）、『
三
論
祖
師
伝
集
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』

一
一
一
・
五
二
九
頁
）、『
本
朝
高
僧
伝
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
〇
二
・
一
〇
二
頁
）
も
『
勤
操
讃
』
に
従
い
七
十
歳
と
す
る
。
た
だ
し
『
明
匠
略
伝
』（『
群

書
類
従
』
五
・
五
〇
二
頁
）
の
み
七
十
四
歳
説
を
と
る
。

15
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
一
頁
）

16  

池
田
源
太
「
石
淵
寺
勤
操
と
平
安
仏
教
」（『
南
都
仏
教
』
五
・
一
九
五
八
年
）
も
同
様
に
推
測
す
る
。

17
『
続
日
本
紀
』
二
七
「
天
平
神
護
二
年
十
二
月
丁
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
三
三
八
頁
）

18  

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
証
編
第
五
（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
三
年
・
三
四
二
頁
）

19  

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
証
編
第
六
（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
三
年
・
四
頁
）

20
『
倭
名
類
聚
鈔
』
六
「
大
和
国
」（
正
宗
敦
夫
『
倭
名
類
聚
鈔
』
風
間
書
房
・
一
九
七
七
年
）

21  

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
証
編
第
二
（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
二
年
・
一
二
三
頁
）

22  

池
田
源
太
「
石
淵
寺
勤
操
と
平
安
仏
教
」（『
南
都
仏
教
』
五
・
一
九
五
八
年
）

23  

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
証
編
第
五
（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
三
年
・
二
六
三
頁
）

24  

卜
部
行
弘
「
島
庄
遺
跡
と
飛
鳥
京
苑
池
─
飛
鳥
の
苑
池
を
め
ぐ
っ
て
─
」（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
付
属
博
物
館
『
宮
都
飛
鳥
』
学
生
社
・
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二
〇
一
一
年
）

25  

明
日
香
村
教
育
委
員
会
『
島
庄
遺
跡
』（
明
日
香
村
・
二
〇
〇
四
〜
五
年
）

26
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
一
頁
）

27
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
便
蒙
』
二
（『
真
言
宗
全
書
』
四
二
・
三
二
五
頁
）

28
『
性
霊
集
私
記
』
地
（『
真
言
宗
全
書
』
四
一
・
四
四
四
頁
）

29
『
続
日
本
紀
』
一
「
文
武
三
年
十
一
月
己
卯
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
五
頁
）

30
『
続
日
本
紀
』
三
「
大
宝
三
年
三
月
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
八
頁
）

31  

横
田
健
一
「
義
淵
僧
正
と
そ
の
時
代
」（『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
』
五
・
一
九
七
九
年
）

32  

池
田
源
太
「
石
淵
寺
勤
操
と
平
安
仏
教
」（『
南
都
仏
教
』
五
・
一
九
五
八
年
）

33  

福
山
敏
男
『
奈
良
朝
寺
院
の
研
究
』（
高
桐
書
院
・
一
九
四
八
年
・
一
七
二
〜
三
頁
）

34
『
日
本
書
紀
』
二
九
「
朱
鳥
元
年
八
月
己
丑
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
三
八
六
頁
）

35
『
今
昔
物
語
集
』
三
一
「
元
明
天
皇
陵
点
定
恵
和
尚
語
第
三
五
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
七
・
五
一
三
頁
）

36  

奈
良
文
化
財
研
究
所
「
木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
参
照
（『
飛
鳥
藤
原
京
木
簡
』
一
・
一
八
一
頁
）

37
『
日
本
霊
異
記
』
中
「
極
窮
女
於
尺
迦
丈
六
仏
願
福
分
示
奇
表
以
現
得
大
福
縁
第
二
八
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
二
五
一
頁
）

38
『
日
本
霊
異
記
』
中
「
極
窮
女
憑
敬
手
観
音
像
願
福
分
以
得
大
富
縁
第
四
二
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
二
六
〇
頁
）

39
『
三
教
指
帰
』
上
（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
四
一
頁
）

40  

前
谷
彰
・
恵
紹
「
虚
空
蔵
求
聞
持
法
の
意
義
」（『
高
野
山
大
学
論
叢
』
三
六
・
二
〇
〇
一
年
）
は
、
明
星
を
虚
空
蔵
菩
薩
の
垂
迹
と
見
る
の
は
、
平

安
後
期
以
降
の
『
覚
禅
抄
』
に
端
を
発
す
る
と
い
う
。
一
方
、
北
尾
隆
心
「
弘
法
大
師
の
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
（
一
）」（『
佛
教
文
化
論
集
』
九
・
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二
〇
〇
三
年
）
は
こ
れ
を
否
定
し
、
明
星
と
虚
空
蔵
と
の
結
び
つ
き
は
、
も
と
も
と
虚
空
蔵
系
の
経
典
に
存
し
て
い
た
要
素
と
す
る
。

41
『
妙
法
蓮
華
経
』
一
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
九
・
二
頁
上
）

42
『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
二
下
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
三
四
・
二
四
頁
上
）

43
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
二
「
沙
門
勝
道
歴
山
水
瑩
玄
珠
碑
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
二
四
〜
五
頁
）

44  

黒
田
亮
「
精
神
分
析
学
と
宗
教
」（『
宗
教
研
究
』
一
〇
九
・
一
九
四
一
年
）

45
『
元
亨
釈
書
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
〇
一
）
に
、「
釈
安
慧
。
姓
狛
氏
。
内
州
大
縣
郡
人
。
母
夢
呑
明
星
有
孕
」（
巻
二
・
三
三
頁
）、「
釈
安
然
。

伝
教
大
師
之
系
族
也
。
母
夢
明
星
入
懷
、因
而
有
孕
」（
巻
四
・
五
一
頁
）、「
釈
勧
修
。
姓
紀
氏
。
父
母
祷
仏
神
求
子
。
母
夢
星
光
入
懷
、覚
而
孕
」（
巻
四
・

五
七
頁
）、「
釈
弁
円
。
字
円
爾
。
以
字
行
。
姓
平
氏
。
駿
州
藁
科
人
。
母
税
氏
、
夢
擧
手
採
明
星
光
、
而
孕
」（
巻
七
・
八
四
頁
）
と
あ
る
。

46
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
一
頁
）

47
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
一
頁
）

48
『
日
本
書
紀
』
二
三
「
舒
明
天
皇
十
一
年
七
月
条
・
十
二
月
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
一
八
四
〜
五
頁
）

49
『
日
本
書
紀
』
二
九
「
天
武
天
皇
二
年
十
二
月
戊
戌
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
三
三
四
頁
）

50  

追
塩
千
尋「
平
安
期
に
お
け
る
大
安
寺
の
大
勢
」（
佐
伯
有
清
編 『
日
本
古
代
中
世
の
政
治
と
宗
教〈
佐
伯
有
清
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
〉』吉
川
弘
文
館
・

二
〇
〇
二
年
）

51
『
続
日
本
紀
』
七
「
霊
亀
二
年
五
月
辛
卯
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
六
六
頁
）
に
は
「
始
徒
建
元
興
寺
于
左
京
六
條
四
坊
」
と
あ
る
が
、
所

在
地
よ
り
大
安
寺
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

52  

森
下
和
貴
子
「
藤
原
寺
考
─
律
師
道
慈
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
美
術
史
研
究
』
二
五
・
一
九
八
七
年
）

53  

星
野
良
史
「
道
慈
伝
の
成
立
と
大
安
寺
」（
佐
伯
有
清
先
生
古
稀
記
念
会
『
日
本
古
代
の
祭
祀
と
仏
教
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
五
年
）
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54  

本
郷
真
紹
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
国
家
と
仏
教
─
早
良
親
王
と
大
安
寺
・
東
大
寺
─
」（『
仏
教
史
学
研
究
』
三
四
（
一
）・
一
九
九
一
年
）

55  

追
塩
千
尋「
平
安
期
に
お
け
る
大
安
寺
の
大
勢
」（
佐
伯
有
清
編 『
日
本
古
代
中
世
の
政
治
と
宗
教〈
佐
伯
有
清
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
〉』吉
川
弘
文
館
・

二
〇
〇
二
年
）

56  

山
本
幸
男
「
早
良
親
王
と
淡
海
三
船
─
奈
良
末
期
の
大
安
寺
を
め
ぐ
る
人
々
─
」（『
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
別
冊
一
・
一
九
九
九
年
）

57  

藏
中
し
の
ぶ
『
奈
良
朝
漢
詩
文
の
比
較
文
化
的
研
究
』（
翰
林
書
房
・
二
〇
〇
三
年
・
四
二
八
頁
）

58  

山
本
幸
男
「
早
良
親
王
と
淡
海
三
船
─
奈
良
末
期
の
大
安
寺
を
め
ぐ
る
人
々
─
」（『
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
別
冊
一
・
一
九
九
九
年
）

59
『
東
大
寺
要
録
』「
東
大
寺
華
厳
別
供
縁
起
」（
筒
井
英
俊
校
訂
『
東
大
寺
要
録
』
国
書
刊
行
会
・
二
〇
〇
三
年
・
一
五
七
頁
）

60
『
東
大
寺
要
録
』「
東
大
寺
権
別
当
実
忠
二
十
九
个
条
事
」（
筒
井
英
俊
校
訂
『
東
大
寺
要
録
』
国
書
刊
行
会
・
二
〇
〇
三
年
・
二
六
三
〜
七
一
頁
）

61
『
大
安
寺
碑
文
』（
藏
中
し
の
ぶ
編
「『
大
安
寺
碑
文
』
注
釈
」（『
水
門
』
二
二
・
二
〇
一
〇
年
・
一
一
一
頁
）

62
『
大
安
寺
碑
文
』（
藏
中
し
の
ぶ
編
「『
大
安
寺
碑
文
』
注
釈
」（『
水
門
』
二
二
・
二
〇
一
〇
年
・
九
七
頁
）

63
『
大
安
寺
碑
文
』（
藏
中
し
の
ぶ
編
「『
大
安
寺
碑
文
』
注
釈
」（『
水
門
』
二
二
・
二
〇
一
〇
年
・
九
一
頁
）

64
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
一
頁
）

65
『
続
日
本
紀
』
十
一
「
天
平
六
年
十
一
月
戊
寅
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
三
五
頁
）

66
『
続
日
本
紀
』
三
八
「
延
暦
三
年
六
月
辛
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
五
〇
〇
頁
）

67
『
日
本
後
紀
』
十
二
「
延
暦
二
十
四
年
三
月
丙
子
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
四
〇
頁
）

68
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
便
蒙
』
十
（『
真
言
宗
全
書
』
四
二
・
三
三
二
頁
上
）。
ま
た
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
編
『〈
訳
注
日
本
史
料
〉
日
本
後
紀
』（
集
英
社
・

二
〇
〇
三
年
・
九
四
五
頁
）
も
同
様
に
解
釈
す
る
。

69
『
続
日
本
紀
』
三
十
「
宝
亀
元
年
六
月
辛
丑
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
三
七
七
頁
）
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70  

以
上
、『
続
日
本
紀
』
三
十
「
宝
亀
元
年
四
月
〜
九
月
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
三
七
五
〜
八
二
頁
）
に
よ
る
。

71
『
続
日
本
紀
』
三
十
「
宝
亀
元
年
八
月
癸
巳
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
三
七
九
頁
）

72
『
続
日
本
紀
』
三
十
「
宝
亀
元
年
九
月
辛
巳
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
三
八
二
頁
）

73
『
日
本
書
紀
』
二
七
「
天
智
天
皇
四
年
三
月
癸
卯
朔
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
二
八
九
頁
）

74
『
続
日
本
紀
』
一
七
「
天
平
二
十
年
十
二
月
甲
寅
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
九
六
頁
）

75
『
類
聚
国
史
』
一
八
七
「
仏
道
部
十
四
度
者
・
天
長
六
年
四
月
丙
寅
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
三
一
六
頁
）
に
、「
勅
曰
。
如
聞
、
諸
国
頃
日
、

疫
癘
間
発
、百
姓
夭
死
。
出
家
功
徳
、不
可
思
議
。
宜
度
百
僧
、弭
此
凶
禍
。
庶
幾
、納
群
生
於
仁
寿
、致
品
物
於
中
和
。」
と
あ
る
。
や
や
時
代
は
下
る
が
、

『
三
代
実
録
』
二
一
「
貞
観
十
四
年
三
月
九
日
己
卯
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
四
・
三
〇
五
頁
）
に
も
「
聞
諸
内
経
、度
人
帰
道
之
功
、能
救
人
之
厄
命
。

〈
中
略
〉
宜
賜
度
者
八
十
人
。」
と
あ
る
。

76
『
類
聚
国
史
』
一
八
七
「
仏
道
部
十
四
度
者
・
天
長
四
年
五
月
八
日
戊
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
三
一
六
頁
）

77  

小
山
田
和
夫
「『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
僧
侶
の
卒
伝
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（
佐
伯
有
清
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
祭
祀
と
仏
教
』
吉

川
弘
文
館
・
一
九
九
五
年
）
も
同
様
に
結
論
づ
け
、「『
日
本
後
紀
』
編
纂
過
程
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
材
料
に
も
な
り
得
よ
う
」
と
し
て
い
る
。

78
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
一
頁
）

79  

佐
藤
正
伸
「
日
本
密
教
受
容
の
背
景
に
つ
い
て
の
一
考
察
─
浄
行
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
─
」（『
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
』
別
冊
一
・

一
九
九
九
年
）

80
『
続
日
本
紀
』
二
一
「
天
平
宝
字
二
年
八
月
庚
子
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
二
五
三
頁
）

81
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
拍
于
憶
持
千
手
呪
者
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
七
二
頁
）
に
は
、
神
護

景
雲
三
年(769)

頃
の
説
話
と
し
て
、
京
を
本
貫
と
す
る
小
野
朝
臣
庭
麿
な
る
人
物
が
優
婆
塞
と
な
り
、
常
に
千
手
呪
を
誦
持
し
て
、
越
前
国
加
賀
郡
の
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部
内
の
山
を
展
転
と
し
て
修
行
し
た
と
伝
え
る
が
、
こ
れ
も
優
婆
塞
に
よ
る
山
林
浄
行
の
実
践
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

82
『
続
日
本
紀
』
三
一
「
宝
亀
元
年
十
月
丙
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
三
八
六
頁
）

83
『
続
日
本
紀
』
三
二
「
宝
亀
三
年
三
月
甲
申
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
四
〇
二
頁
）

84
『
風
信
帖
』（『
伝
教
大
師
全
集
』
五
・
附
録
一
三
五
頁
）

85  

拙
論
「
日
光
開
山
・
沙
門
勝
道
の
人
物
像
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
二
・
二
〇
〇
九
年
）

86
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
二
「
沙
門
勝
道
歴
山
水
瑩
玄
珠
碑
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
二
二
〜
二
三
・
二
六
頁
）

87  

岩
田
芳
子
・
藏
中
し
の
ぶ
・
ケ
ビ
ン･

ウ
イ
ル
ソ
ン
・
小
林
崇
仁
・
佐
藤
信
一
・
土
佐
朋
子
・
藤
本
誠
・
米
山
孝
子
「『
沙
門
勝
道
歴
山
水
瑩
玄
珠
碑
并
序
』

注
釈
」（『
水
門
』
二
三
・
二
〇
一
一
年
）

88
『
日
本
霊
異
記
』
下
「
智
行
並
具
禅
師
重
得
人
身
生
国
皇
之
子
縁
第
三
九
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
二
九
六
頁
）。
な
お
「
菩
薩
」
に
つ
い
て
、

「
法
相
初
伝
者
の
道
昭
、
そ
の
弟
子
行
基
、
多
度
・
箱
根
・
鹿
島
に
神
宮
寺
を
建
て
た
満
願
と
い
っ
た
僧
ら
は
、
諸
国
を
巡
鈴
し
、
在
地
の
「
知
識
」
と

よ
ば
れ
る
支
持
者
ら
を
先
導
し
て
、
写
経
・
土
木
工
事
・
梵
宇
草
創
な
ど
、
利
他
行
と
し
て
の
活
動
を
な
し
、「
菩
薩
」「
化
主
」
と
し
て
仰
が
れ
た
」
と

の
見
解
が
あ
る
が
（
速
水
侑
『
日
本
仏
教
史
古
代
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
六
年
）、『
日
本
霊
異
記
』
に
描
写
さ
れ
る
行
基
菩
薩
、金
鷲
菩
薩
、永
興
菩
薩
、

寂
仙
菩
薩
、
舎
利
菩
薩
の
行
状
に
よ
れ
ば
、
従
来
言
わ
れ
る
「
利
他
行
」
に
加
え
、
持
戒
、
山
林
修
行
、
修
学
な
ど
の
「
自
利
行
」
に
も
超
越
性
を
認
め
、

菩
薩
と
称
讃
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

89  

山
は
大
小
に
関
わ
ら
ず
神
霊
が
存
し
、
み
だ
り
に
入
山
す
る
と
そ
の
怒
り
に
触
れ
て
患
害
を
蒙
る
と
の
観
念
は
『
抱
朴
子
』
に
見
え
る
。
詳
し
く
は

拙
論
「
日
光
開
山
・
沙
門
勝
道
の
人
物
像
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
二
・
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

90
『
日
本
霊
異
記
』
下
「
憶
持
法
花
経
者
舌
著
之
曝
髑
髏
中
不
朽
縁
第
一
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
二
六
二
頁
）

91
『
日
本
霊
異
記
』
下
「
憶
持
法
花
経
者
舌
著
之
曝
髑
髏
中
不
朽
縁
第
一
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
二
六
三
頁
）
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92
『
日
本
霊
異
記
』
下
「
拍
于
憶
持
千
手
呪
者
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
二
七
二
頁
）

93
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
二
「
沙
門
勝
道
歴
山
水
瑩
玄
珠
碑
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
二
一
〜
二
七
頁
）

94
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
一
「
入
山
興
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
七
頁
）

95  

拙
論
「
古
代
に
お
け
る
山
林
修
行
─
徳
一
・
勝
道
・
空
海
に
お
け
る
斗
薮
を
通
じ
て
─
」（『
密
教
学
研
究
』
三
三
・
二
〇
〇
一
年
）、
拙
論
「
日
本
古

代
に
お
け
る
山
林
修
行
の
資
糧
（
一
）
─
乞
食
・
蔬
食
─
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
三
・
二
〇
一
〇
年
）

96  

斎
藤
忠
「
日
光
男
体
山
頂
遺
跡
の
調
査
」（
同
『
日
本
古
代
遺
跡
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
七
六
年
）、『
栃
木
県
史
』
資
料
編
「
考
古
二
」（
栃
木
県
・

一
九
七
九
年
）、
日
光
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
日
光
市
史
』
上
（
日
光
市
・
一
九
七
九
年
）、
大
和
久
震
平
『
古
代
山
岳
信
仰
遺
跡
の
研
究
─
日
光
山
地

を
中
心
と
す
る
山
頂
遺
跡
の
一
考
察
─
』（
名
著
出
版
・
一
九
九
〇
年
）、日
光
二
荒
山
神
社『
日
光
男
体
山
─
山
頂
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
─
』（
名
著
出
版
・

一
九
九
一
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

97
『
三
教
指
帰
』
上
（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
四
一
頁
）

98  

渡
辺
照
宏
・
宮
坂
宥
勝
校
注
「
遍
照
発
揮
性
霊
集
」（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
七
一
・
岩
波
書
店
・
一
九
六
五
年
・
一
七
四
頁
）、
今
鷹
真
訳
注
「
遍

照
発
揮
性
霊
集
巻
第
一
」（『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
六
・
筑
摩
書
房
・
一
九
八
四
年
・
一
八
九
頁
）

99
『
日
本
仏
家
人
名
辞
書
〈
増
訂
再
版
〉』（
東
京
美
術
・
一
九
八
二
年
〈
初
版
一
九
〇
三
年
〉・
三
八
七
頁
）。
さ
ら
に
『
密
教
大
辞
典
〈
縮
刷
版
〉』（
法

蔵
館
・
一
九
八
六
年
〈
初
版
一
九
三
一
年
〉・
七
三
六
頁
）、『
望
月
仏
教
大
辞
典
〈
三
版
〉』（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
・
一
九
五
八
年
〈
初
版
一
九
三
二
年
〉・

一
三
六
七
頁
）
も
同
様
で
あ
る
。

100
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
九
「
於
紀
伊
国
伊
都
郡
高
野
峯
被
請
乞
入
定
処
表
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
七
〇
頁
）

101  

五
来
重
「
高
野
山
の
山
岳
信
仰
」（
同
編
『
高
野
山
と
真
言
密
教
の
研
究
』
名
著
出
版
・
一
九
七
六
年
）

102  

和
多
秀
乗
「
高
野
山
の
歴
史
」（『
高
野
山
〈
秘
宝
第
七
巻
〉』
講
談
社
・
一
九
六
八
年
・
二
頁
）
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103  

武
内
孝
善
『
弘
法
大
師
空
海
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
〇
六
年
・
五
〇
〇
頁
）

104  

牧
尾
良
海
訳
注
「
遍
照
発
揮
性
霊
集
巻
第
十
」（『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
六
・
筑
摩
書
房
・
一
九
八
四
年
・
七
〇
三
頁
）
も
こ
れ
に
従
う
。

105  
五
来
重
「
近
畿
霊
山
と
修
験
道
」（
同
編
『
近
畿
霊
山
と
修
験
道
〈
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
二
〉』
名
著
出
版
・
一
九
七
八
年
）

106
『
御
遺
告
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
二
・
七
八
三
頁
）

107  

出
雲
路
修
校
注
「
日
本
霊
異
記
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
八
一
頁
）

108
『
懐
風
藻
』
紀
男
人
「
扈
従
吉
野
宮
」（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
六
九
・
一
三
七
頁
）

109
『
日
本
書
紀
』
二
五
「
孝
徳
天
皇
即
位
前
記
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
二
一
六
頁
）、『
日
本
書
紀
』
二
七
「
天
智
天
皇
十
年
十
月
壬
午
条
」（『
新

訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
三
〇
一
頁
）

110
『
日
本
書
紀
』
二
八
「
天
武
天
皇
即
位
前
記
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
三
〇
八
頁
）

111
『
日
本
霊
異
記
』
上
「
修
持
孔
雀
王
呪
法
得
異
験
力
以
現
作
仙
飛
天
縁
第
二
八
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
二
二
一
頁
）

112
『
延
暦
僧
録
』（『
扶
桑
略
記
』
六
「
天
平
二
年
十
月
十
七
日
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
十
二
・
九
〇
頁
））

113
『
内
證
仏
法
相
承
血
脈
譜
』（『
伝
教
大
師
全
集
』
一
・
二
一
一
〜
二
頁
）

114  

薗
田
香
融
「
古
代
仏
教
に
お
け
る
山
林
修
行
と
そ
の
意
義
」（『
南
都
仏
教
』
四
・
一
九
五
七
年
）

115  

前
谷
彰
・
恵
紹
「
虚
空
蔵
求
聞
持
法
と
自
然
智
宗
」（『
仏
教
文
化
の
諸
相
〈
高
木
伸
元
博
士
古
稀
記
念
論
集
〉』
山
喜
房
仏
書
林
・
二
〇
〇
〇
年
）

116
『
日
本
霊
異
記
』
中
「
未
作
畢
仏
像
而
棄
木
示
異
霊
表
縁
第
二
六
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
二
四
九
頁
）

117  

拙
論
「
吉
野
山
の
報
恩
法
師
」（『
現
代
密
教
』
十
七
・
二
〇
〇
四
年
）

118
『
続
日
本
後
紀
』
三
「
承
和
元
年
九
月
戊
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
二
九
頁
）

119
『
日
本
霊
異
記
』
上
「
慇
懃
帰
信
観
音
願
福
分
以
現
得
大
福
徳
縁
第
三
一
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
二
二
三
頁
）



勤操の生涯

125

120
『
日
本
霊
異
記
』
下
「
憶
持
法
花
経
者
舌
著
之
曝
髑
髏
中
不
朽
縁
第
一
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
二
六
三
頁
）

121
『
日
本
霊
異
記
』
下
「
禅
師
将
食
魚
化
作
法
花
経
覆
俗
誹
縁
第
六
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
二
六
六
頁
）

122
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
九
「
於
紀
伊
国
伊
都
郡
高
野
峯
被
請
乞
入
定
処
表
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
七
〇
頁
）

123
『
大
安
寺
碑
文
』（
藏
中
し
の
ぶ
編
「『
大
安
寺
碑
文
』
注
釈
」（『
水
門
』
二
二
・
二
〇
一
〇
年
））

124  

な
お
後
世
の
伝
で
あ
る
が
、『
諸
寺
縁
起
集
』
所
収
「
諸
山
縁
起
」（
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
伏
見
宮
家
九
条
家
旧
蔵
諸
寺
縁
起
集
〈
図
書
寮
叢
刊
〉』

明
治
書
院
・
一
九
七
〇
年
・
一
三
四
頁
）
に
、
大
峰
山
八
童
子
が
記
さ
れ
、「
二
諸
教
行
者
守
護
童
子
多
論
宿
、
後
世
童
子
申
、
師
子
童
仏
垂
跡
云
々
〈
中

略
〉
勤
操
行
時
顕
給
」
と
伝
え
る
。
詳
し
く
は
和
多
昭
夫
「
護
法
童
子
」（『
密
教
文
化
』
一
〇
四
・
一
九
七
三
年
）
を
参
照
。

125
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
二
頁
）

126
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
便
蒙
』
十
（『
真
言
宗
全
書
』
四
二
・
三
二
六
頁
）

127
『
御
遺
告
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
二
・
七
八
二
頁
）

128
『
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』
下
「
真
言
宗
」（『〈
鈴
木
版
〉
大
日
本
仏
教
全
書
』
六
二
・
二
一
頁
）。
な
お
薗
田
香
融
氏
は
「
古
代
仏
教
に
お
け
る
山
林
修

行
と
そ
の
意
義
」（『
南
都
仏
教
』
四
・
一
九
五
七
年
）
に
て
、
善
無
畏
以
下
の
系
譜
の
典
拠
を
「
建
保
頃
（
鎌
倉
初
期
）
の
選
者
未
詳
の
『
三
教
指
帰
註
』

（『
真
言
宗
全
書
』
所
収
）」
と
す
る
が
該
当
箇
所
は
な
く
、氏
が
引
か
れ
た
文
は
実
際
は
運
敞
の
『
三
教
指
帰
註
刪
補
』（『
真
言
宗
全
書
』
所
収
）
で
あ
る
。

129  

北
尾
隆
心
「
弘
法
大
師
の
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
（
一
）」（『
佛
教
文
化
論
集
』
九
・
二
〇
〇
三
年
）

130
『
続
日
本
後
紀
』
三
「
承
和
元
年
九
月
戊
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
二
九
頁
）

131
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
一
〜
二
頁
）

132
『
日
本
仏
家
人
名
辞
書
〈
増
訂
再
版
〉』（
東
京
美
術
・
一
九
八
二
年
〈
初
版
一
九
〇
三
年
〉・
三
八
七
頁
）、『
密
教
大
辞
典
〈
縮
刷
版
〉』（
法
蔵
館
・

一
九
八
六
年
〈
初
版
一
九
三
一
年
〉・
七
三
六
頁
）



蓮花寺佛教研究所紀要　第五号　個人論文

126

133
『
一
切
経
音
義
』
十
三
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
四
・
三
八
四
頁
下
）

134
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
便
蒙
』
十
（『
真
言
宗
全
書
』
四
二
・
三
三
二
頁
上
）

135
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
二
頁
）

136
『
日
本
後
紀
』
二
二
「
弘
仁
三
年
八
月
戊
申
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
一
七
頁
）

137
『
続
日
本
紀
』
十
九
「
天
平
勝
宝
八
歳
五
月
丁
丑
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
二
二
五
頁
）

138
『
続
日
本
紀
』
三
十
「
宝
亀
元
年
八
月
乙
卯
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
三
八
一
頁
）

139
『
三
論
宗
章
疏
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
五
・
一
一
三
八
頁
上
）

140
『
守
護
国
界
章
』
上
（『
伝
教
大
師
全
集
』
二
・
二
七
八
頁
）、『
宝
册
抄
』
八
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
七
七
・
八
二
〇
頁
下
）

141
『
日
本
霊
異
記
』
下
「
産
生
肉
団
之
作
女
子
修
善
化
人
縁
第
十
九
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
・
二
七
六
頁
）

142  

堀
池
春
峰
「
弘
法
大
師
空
海
と
東
大
寺
」（『
仏
教
芸
術
』
九
二
・
一
九
七
三
年
）

143
『
延
暦
僧
録
』
五
「
智
名
僧
沙
門
釈
慶
俊
伝
」（『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
三
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
一
・
八
七
頁
））

144  

佐
久
間
竜
『
日
本
古
代
僧
伝
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
三
年
・
一
一
九
頁
）

145
『
延
暦
僧
録
』
五
「
智
名
僧
沙
門
釈
戒
明
伝
」（『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
三
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
一
・
八
八
頁
））

146
『
日
本
後
紀
』
二
二
「
弘
仁
三
年
八
月
戊
申
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
一
七
頁
）

147
『
類
聚
国
史
』
一
七
九
「
仏
道
部
六
諸
宗
・
延
暦
十
七
年
九
月
壬
戌
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
三
七
頁
）

148
『
類
聚
国
史
』
一
八
七
「
仏
道
部
十
四
度
者
・
延
暦
二
十
年
四
月
丙
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
三
一
四
頁
）

149
『
類
聚
国
史
』
一
七
九
「
仏
道
部
六
諸
宗
・
延
暦
二
十
二
年
正
月
戊
寅
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
三
七
頁
）

150  

本
郷
真
紹
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
国
家
と
仏
教
─
早
良
親
王
と
大
安
寺
・
東
大
寺
─
」（『
仏
教
史
学
研
究
』
三
四
（
一
）・
一
九
九
一
年
）
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151
『
類
聚
国
史
』
一
七
九
「
仏
道
部
六
諸
宗
・
延
暦
十
七
年
九
月
壬
戌
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
三
七
頁
）

152  
高
木
訷
元
「
平
安
仏
教
成
立
史
序
説
─
最
澄
の
軌
跡
と
大
安
寺
勤
操
─
」（『
伊
原
照
蓮
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
伊
原
照
蓮
博
士
古
稀
記
念
会
・

一
九
九
一
年
）

153
『
叡
山
大
師
伝
』（『
伝
教
大
師
全
集
』
五
・
附
録
九
〜
一
一
頁
）

154  

佐
伯
有
清
「
最
澄
の
上
表
文
と
唐
僧
玄
突
」（『
最
澄
と
そ
の
門
流
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
三
年
・
八
八
〜
九
五
頁
）

155  

藏
中
し
の
ぶ 

「
大
安
寺
を
め
ぐ
る
出
典
テ
キ
ス
ト
群
と
蔵
書
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
─
長
安
西
明
寺
の
類
聚
編
纂
書
群
受
容
の
手
法
と
継
承
─
」（『
国
語
と

国
文
学
』
八
七
（
十
一
）・
二
〇
一
〇
年
）

156
『
日
本
後
紀
』
二
二
「
弘
仁
三
年
八
月
戊
申
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
一
七
頁
）

157
『
日
本
後
紀
』
十
二
「
延
暦
二
三
年
五
月
辛
卯
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
三
二
頁
）

158  

拙
論
「
玄
賓
法
師
の
生
涯
─
嵯
峨
天
皇
よ
り
の
殊
遇
を
中
心
と
し
て
─
」（『
智
山
学
報
』
五
四
・
二
〇
〇
五
年
）、
同
「
嵯
峨
天
皇
親
書
よ
り
み
た
玄

賓
法
師
の
人
物
像
」（『
佛
教
文
学
』
三
十
・
二
〇
〇
六
年
）

159
『
日
本
後
紀
』
二
二
「
弘
仁
三
年
八
月
戊
申
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
一
七
頁
）

160
『
日
本
後
紀
』
十
二
「
延
暦
二
三
年
正
月
癸
未
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
二
九
頁
）

161  

藤
井
淳
『
空
海
の
思
想
的
展
開
の
研
究
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
・
二
〇
〇
八
年
・
六
七
頁
）

162
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
二
頁
）

163  

静
慈
円
「『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
に
み
ら
れ
る
『
淮
南
子
』
の
影
響
」（『
密
教
学
会
報
』
十
七
〜
十
八
・
一
九
八
〇
年
）

164  

池
田
氏
も
同
様
に
「
二
元
的
な
修
行
」
と
と
る
が
、「
一
方
に
於
て
は
経
文
を
読
み
、
一
方
に
於
て
は
思
索
を
深
め
る
」
と
解
釈
す
る
。

165
『
続
日
本
後
紀
』
三
「
承
和
元
年
九
月
戊
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
二
九
頁
）



蓮花寺佛教研究所紀要　第五号　個人論文

128

166
『
類
聚
国
史
』
一
八
六
「
仏
道
部
十
三
施
物
僧
・
延
暦
十
六
年
四
月
壬
戌
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
三
〇
四
頁
）

167
『
類
聚
国
史
』
一
八
六
「
仏
道
部
十
三
施
物
僧
・
延
暦
二
十
一
年
二
月
庚
寅
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
三
〇
四
頁
）

168
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
九
「
於
紀
伊
国
伊
都
郡
高
野
峯
被
請
乞
入
定
処
表
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
七
〇
頁
）

169   
本
郷
真
紹
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
国
家
と
仏
教
─
早
良
親
王
と
大
安
寺
・
東
大
寺
─
」（『
仏
教
史
学
研
究
』
三
四
（
一
）・
一
九
九
一
年
）

170  

薗
田
香
融
「
古
代
仏
教
に
お
け
る
山
林
修
行
と
そ
の
意
義
」（『
南
都
仏
教
』
四
、一
九
五
七
）、
同
「
草
創
期
室
生
寺
を
め
ぐ
る
僧
侶
の
動
向
」（
京

都
大
学
読
史
会
創
立
五
十
年
記
念
『
国
史
論
集
』
一
・
一
九
六
九
年
）

171
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
二
頁
）

172
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
二
頁
）

173
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
八
「
為
先
師
講
釈
梵
網
経
表
白
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
五
〇
頁
）

174
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
三
頁
）

175
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
八
「
為
先
師
講
釈
梵
網
経
表
白
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
五
〇
〜
一
頁
）

176
『
日
本
紀
略
』
前
十
四
「
天
長
四
年
五
月
庚
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
十
・
三
二
四
頁
）

177
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
二
頁
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
明
星
、
嶋
宮
、
吉
野
、
山
林
修
行
、
大
安
寺
、
善
議
、
三
論
、
二
利
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
運
営

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
研
究
員
そ
れ
ぞ
れ
が
コ
ラ
ム
を
任
意
に
投
稿
し
、

研
究
会
の
案
内
、
報
告
な
ど
を
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
研
究
紀
要
バ
ッ
ク

ナ
ン
バ
ー
電
子
版
の
公
開
も
行
っ
て
い
る
。

http://renbutsuken.org/w
p/

現
在
公
開
し
て
い
る
コ
ン
テ
ン
ツ
は
以
下
の
通
り
。

○
コ
ラ
ム

○
レ
ビ
ュ
ー

○
企
画

○
出
版

○
所
内
連
絡

○
研
究
会
報
告

○
論
文

○
資
料

監
修
協
力

ス
コ
ラ
ム
ッ
ク
『
5
分
で
分
か
る
テ
ツ
ガ
ク　

ブ
ッ
ダ
の
世
界
』（
ス
コ

ラ
マ
ガ
ジ
ン
二
〇
一
一
年
九
月
）

　
共
同
研
究

研
究
テ
ー
マ
と
趣
旨

「
仏
教
と
経
済
」

近
年
、
行
き
過
ぎ
た
資
本
主
義
経
済
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
警
鐘

が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
研
究
の
立
場
か
ら
も
こ
れ
ま
で
現
代
の
経
済

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
彙
報

二
〇
一
一
年
度
人
員
構
成

代　
表

遠
藤　

祐
純

相
談
役

福
田　

亮
成　
　
　

大
塚　

秀
高

山
口　

幸
照　
　
　

苫
米
地
誠
一

研
究
員

山
野　

智
恵　
　

遠
藤
純
一
郎　
　

髙
橋　

秀
城　
　

小
林　

崇
仁　
　

松
本
圭
介

二
〇
一
一
年
度
事
業
報
告

出
版
事
業

『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
四
号
を
全
国
の
研
究
所
、大
学
図
書
館
等
、

約
二
〇
〇
機
関
に
寄
贈
し
た
。
今
年
度
発
行
の
第
五
号
は
、
研
究
員
に
よ

る
個
人
研
究
、
共
同
研
究
の
論
文
に
加
え
、
共
同
研
究
協
力
者
二
名
に
よ

る
論
文
を
掲
載
し
た
。
版
下
作
成
は
、
遠
藤
純
一
郎
研
究
員
が
担
当
し
た
。
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○
個
人
研
究
　
研
究
発
表

遠
藤
祐
介

題
目
：
皇
帝
菩
薩
蕭
衍
の
信
仰
と
実
践

概
要
：
中
国
に
お
け
る
「
仏
教
天
子
」
と
し
て
は
、
隋
の
文
帝
、
煬
帝
、

唐
の
則
天
武
后
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
南
朝
梁
の
初
代
皇
帝
、
蕭
衍

は
、
中
国
に
お
い
て
皇
帝
と
菩
薩
の
合
一
を
目
指
し
た
先
駆
的
な
皇
帝
で

あ
る
。
当
時
の
仏
教
受
容
の
あ
り
方
と
照
ら
し
、
蕭
衍
の
仏
教
に
対
す
る

態
度
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
森
三
樹
三
郎
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、「
南
朝
奉
仏
士
大
夫
の
拡
大
版
」
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。

今
回
は
、
蕭
衍
の
仏
教
理
解
、
こ
と
に
は
『
般
若
経
』、「
二
諦
」、「
無
生
」

に
対
す
る
理
解
と
、
菩
薩
行
の
実
践
と
し
て
の
戒
の
遵
守
や
、
悔
罪
、
布

施
な
ど
の
実
践
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

小
林
崇
仁

題
目
：
諏
訪
萬
福
寺
蔵
『
諏
訪
神
社
上
宮
神
宮
寺
世
代
』
翻
刻
と
考
察

概
要
：
江
戸
末
期
、
信
濃
国
一
宮
諏
訪
神
社
に
は
、
上
宮
・
下
宮
に
あ
わ

せ
て
七
つ
の
別
当
寺
が
置
か
れ
て
い
た
。
諏
訪
神
宮
寺
に
つ
い
て
は
、
断

片
的
で
は
有
る
が
い
く
つ
か
の
資
料
が
の
こ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
起
源
は

中
世
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
の
神
仏
分
離
令
に

よ
り
、
七
つ
の
別
当
寺
は
す
べ
て
廃
寺
と
な
り
、
明
治
年
間
に
復
興
さ
れ

た
法
華
寺
を
除
き
、
今
や
そ
の
所
在
地
さ
え
正
確
に
知
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
諏
訪
社
神
宮
寺
の
研
究
は
基
本
的
な
資
料
不
足
の
た
め
、
い
ま
だ
そ

の
途
上
に
有
る
が
、今
回
、諏
訪
萬
福
寺
蔵
『
諏
訪
神
社
上
宮
神
宮
寺
世
代
』

を
披
見
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
上
神
宮
寺
に
関
わ
る
人
的
系
譜
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

秩
序
に
対
し
、
な
に
が
し
か
の
提
言
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、

そ
れ
ら
の
多
く
は
、
十
分
な
学
術
的
分
析
を
欠
い
た
ま
ま
、
一
般
的
な
道

徳
を
提
示
し
て
終
わ
る
も
の
が
多
く
、
ま
た
社
会
的
な
波
及
力
も
無
か
っ

た
。
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
で
は
、
こ
の
問
題
を
宗
教
と
経
済
と
い
う
人
間

の
活
動
の
根
本
か
ら
見
据
え
、
ま
た
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を
学
問

的
に
分
析
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
二
〇
〇
七
年
度
に
「
仏
教
と
経
済
」
と

い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
歴
史
的
存
在

と
し
て
の
仏
教
が
、
各
時
代
・
各
地
域
の
中
で
、
如
何
に
社
会
関
係
の
連

鎖
の
上
に
定
位
さ
れ
、
ま
た
如
何
に
社
会
の
諸
要
素
と
関
係
し
あ
い
な
が

ら
展
開
し
た
の
か
、
と
い
う
研
究
所
の
研
究
課
題
に
も
併
せ
て
取
り
組
ん

で
い
る
。

二
〇
一
一
年
度
共
同
研
究
活
動
報
告

本
年
度
は
、
二
名
の
研
究
協
力
者
を
迎
え
、
計
七
回
の
共
同
研
究
会
を
開

催
し
た
。
研
究
成
果
は
研
究
所
紀
要
に
掲
載
し
た
。
本
年
度
の
研
究
協
力

者
は
、
左
記
の
通
り
。

田
村
正
彦
氏
（
大
東
文
化
大
学
非
常
勤
講
師
）

大
道
晴
香
氏
（
横
浜
国
立
大
学
大
学
院
）

定
例
研
究
会
活
動
報
告

第
五
十
四
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
〇
一
一
年
二
月
十
六
日
（
水
）　

午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所 

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
小
林
崇
仁
、
山
野
智
恵 



132

え
た
神
仙
郷
の
住
人
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
タ
ン
ト
ラ
世
界
の
中
で
ヴ
ィ

ド
ヤ
ー
ダ
ラ
は
、
タ
ン
ト
ラ
行
者
た
ち
の
理
想
像
と
さ
れ
、
ヴ
ィ
ド
ヤ
ー

ダ
ラ
の
シ
ッ
デ
ィ (siddhi) 

を
得
る
た
め
の
様
々
な
仙
術
・
呪
術
が
編
み

出
さ
れ
て
い
っ
た
。

第
五
十
六
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
〇
一
一
年
四
月
二
十
七
日
（
水
）　

午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、
高
橋
秀
城
、
山
野
智
恵

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

遠
藤
純
一
郎

題
目
：
法
藏
の
法
界
縁
起
の
前
駆
思
想

概
要
：
法
藏
の
法
界
縁
起
の
前
駆
思
想
と
し
て
、『
一
乘
十
玄
門
』
の
十
玄

門
を
と
り
あ
げ
、『
法
界
圖
』『
五
教
章
』
と
の
比
較
を
通
し
て
、
そ
の
思

想
的
特
徴
を
考
察
し
た
。『
五
教
章
』
の
十
玄
門
で
は
、
い
わ
ば
「
縁
起
相

由
」の
側
面 

を
強
調
し
た
理
論
構
築
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、『
一
乗
十
玄
門
』

で
は
、
理
性
へ
の
還
元
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
異
は
相
即
入
の
解

釈
の
相
違
に
起
因
し
て
い
る
。『
一
乘
十
玄
門
』
の
法
界
縁
起
思
想
に
見
ら

れ
る
理
性
へ
の
還
元
は
、「
容
融
理
事
」
を
基
調
と
す
る
法
界
観
と
の
関
り

を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
理
性
へ
の
還
元
を
媒
介
さ
せ
な
が
ら
も
、
事
と

事
の
関
係
性
の
理
論
を
主
題
化
し
て
い
る
点
に
そ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

○
研
究
所
会
議

議
題
：
今
後
の
研
究
所
の
活
動
に
つ
い
て

第
五
十
五
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
〇
一
一
年
三
月
二
日
（
水
）　

午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
高
橋
秀
城
、
山
野
智
恵

　
　
　
　

今
井
秀
和
、
伊
藤
尚
徳
、
小
嶋
教
寛 

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

高
橋
秀
城

題
目
：
「
仏
教
文
学
」
を
め
ぐ
っ
て

概
要
：
「
仏
教
文
学
」
に
つ
い
て
は
諸
氏
に
よ
り
様
々
な
定
義
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
「
仏
教
」「
文
学
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た

概
念
あ
る
い
は
分
野
の
関
係
性
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
牧
野
淳
司
氏
は
こ
う
し
た
対
立
的
な
概
念
規
定

を
疑
問
視
し
、
中
世
寺
院
に
お
け
る
唱
導
・
芸
能
・
儀
礼
・
音
楽
・
信
仰

等
の
諸
活
動
を
大
き
く
「
仏
法
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
な
か
で
文
学
作
品

の
意
義
を
考
察
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
今
回
は
「
仏
教
文
学
」

と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
、
仏
教
文
学
研
究
に
お
け
る
現
状
と
課
題
を
ま

と
め
た
。

山
野
智
恵

題
目
：
ヴ
ィ
ド
ヤ
ー
ダ
ラ
の
呪
法

概
要
：
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
「
不
老
長
生
」
の
術
に
通
じ
て
い
た
と
い

う
伝
承
は
、
ヴ
ィ
ド
ヤ
ー
ダ
ラ (vidyādhara) 

の
信
仰
の
展
開
と
密
接

な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ヴ
ィ
ド
ヤ
ー
ダ
ラ
は
イ
ン

ド
の
説
話
世
界
に
お
い
て
「
呪 (vidyā)

」
を
駆
使
す
る
能
力
を
持
ち
、
神

通
力
を
有
し
、
天
空
を
翔
け
、
永
遠
の
若
さ
を
保
ち
、
美
し
い
容
貌
を
具
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第
五
十
八
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
〇
一
一
年
六
月
二
十
九
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、
高
橋
秀
城
、
松
本
圭
介

　
　
　
　

山
野
智
恵 

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

高
橋
秀
城

題
目
：
享
受
に
よ
る
対
象
の
広
が
り
―
智
積
院
新
文
庫
蔵
『
孝
養
集
』
を

一
例
と
し
て
―

概
要
：
智
積
院
新
文
庫
蔵
『
孝
養
集
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
受
容
の
あ
り

方
を
考
察
し
た
。
応
永
二
十
年
（
一
四
一
三
）
乗
海
の
本
奥
書
を
有
す
る

智
積
院
新
文
庫
蔵
『
孝
養
集
』
は
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
写
本
の
中
で
も

古
い
形
態
を
思
わ
せ
る
伝
本
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
本
書
は
、
伝
統
的
に

興
教
大
師
覚
鑁
が
母
親
の
た
め
に
撰
述
し
た
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

時
代
を
超
え
て
幅
広
い
階
層
の
人
々
に
読
み
継
が
れ
て
き
た
書
で
あ
る
。

智
積
院
新
文
庫
蔵
『
孝
養
集
』
の
奥
書
か
ら
は
、
こ
の
写
本
が
高
野
山
、

根
来
寺
、
奥
州
相
馬
を
経
て
智
積
院
に
伝
来
し
た
経
緯
が
知
ら
れ
、
ま
た
、

在
家
の
人
々
へ
の
唱
導
（
聴
聞
）
に
適
し
、
ま
た
出
家
者
に
対
し
て
の
入

門
書
（
披
覧
）
と
し
て
も
有
効
な
書
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

○
研
究
所
会
議

議
題
：
『
五
分
で
わ
か
る
テ
ツ
ガ
ク　

図
説
ブ
ッ
ダ
の
世
界
』
監
修
に
つ

い
て

第
五
十
七
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
〇
一
一
年
五
月
三
十
日
（
月
）　

午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、
高
橋
秀
城
、
松
本
圭
介

　
　
　
　

山
野
智
恵
、
小
嶋
教
寛

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

小
林
崇
仁

題
目
：
空
海
著
述
に
見
る
勤
操
の
人
物
像

概
要
：
『
性
霊
集
』「
為
先
師
講
釈
梵
網
経
表
白
一
首
」「
故
僧
正
勤
操
大

徳
影
讃
并
序
」
を
資
料
に
、
奈
良
末
よ
り
平
安
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た

三
論
僧
、
勤
操
の
人
物
像
を
分
析
し
、
あ
わ
せ
て
勤
操
の
一
周
忌
に
行
わ

れ
た
法
会
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
上
記
の
資
料
の
中
で
、
勤
操
は
、
寺
院

と
山
林
を
往
き
来
し
修
学
と
修
禪
に
務
め
、
貴
賎
を
選
ば
ず
教
化
を
行
い
、

恭
謙
・
質
素
・
忍
辱
の
精
神
を
具
え
、
智
慧
・
慈
悲
を
具
え
た
人
物
と
し

て
讚
え
ら
れ
て
い
る
。
事
蹟
と
し
て
は
、
三
論
教
学
を
修
め
、
法
華
経
を

講
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
、
法
会
の
際
に
は
、
哀
愁
を
帯
び
た
声
に

よ
っ
て
人
々
の
心
を
惹
き
つ
け
た
と
い
う
。
空
海
は
勤
操
を
釈
尊
・
龍
樹
・

羅
什
・
智
蔵
・
道
慈
の
系
譜
に
続
く
仏
教
の
指
導
者
と
見
て
お
り
、
ま
た

仏
菩
薩
の
化
現
と
し
て
讚
嘆
し
て
い
る
。
以
上
の
勤
操
の
人
物
像
は
、
奈

良
期
の
僧
侶
の
理
想
像
を
知
る
一
例
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

○
研
究
所
会
議

議
題
：
今
後
の
研
究
所
の
活
動
に
つ
い
て
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第
六
十
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
〇
一
一
年
八
月
二
十
六
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、
松
本
圭
介
、
山
野
智
恵

　
　
　
　

小
嶋
教
寛
、
今
井
秀
和

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

山
野
智
恵

題
目
：
ヤ
ク
シ
ー
信
仰
―
仏
教
に
お
け
る
豊
饒
、
財
福
の
女
神
一
―

概
要
：
仏
教
に
お
け
る
豊
饒
、
財
福
の
信
仰
を
考
察
す
る
研
究
の
一
環
と

し
て
、
今
回
は
初
期
仏
教
美
術
、
南
伝
の
仏
教
文
学
に
み
ら
れ
る
ヤ
ク
シ

ー
信
仰
を
と
り
あ
げ
た
。
現
世
否
定
的
な
教
理
を
有
す
る
仏
教
は
、
在
来

の
信
仰
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
豊
饒
、
財
福
へ
の
願
い
を

受
け
止
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
ヤ
ク
シ
ー
信
仰
は
、
古
代
よ
り
行
わ

れ
て
き
た
樹
神
の
信
仰
が
基
盤
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
信
仰
は
在
家
者
の

礼
拝
対
象
と
な
っ
た
仏
塔
信
仰
を
通
し
て
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
こ

れ
と
同
時
に
、
仏
典
で
は
ヤ
ク
シ
ャ
や
ヤ
ク
シ
ー
が
仏
教
を
守
護
す
る
こ

と
が
説
か
れ
、
あ
る
い
は
、
凶
暴
な
性
格
を
捨
て
、
仏
教
に
改
宗
す
る
物

語
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

○
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

松
本
圭
介

題
目
：
自
己
評
価
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
作
成
の
た
め
の
グ
ル
ー
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン

第
五
十
九
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
〇
一
一
年
七
月
二
十
七
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、
高
橋
秀
城
、
松
本
圭
介

　
　
　
　

山
野
智
恵
、
伊
藤
尚
徳
、
小
嶋
教
寛 

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

松
本
圭
介

題
目
：
現
代
仏
教
寺
院
の
経
営
に
お
け
る
成
果
指
標
の
研
究
―
ド
ラ
ッ
カ

ー
の
「N

PO

・
行
政
・
公
益
法
人
の
た
め
の
自
己
評
価
手
法
」
を
現
代
日

本
の
仏
教
寺
院
経
営
に
導
入
す
る
―

概
要
：
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
「
非
営
利
法
人
」
を
「hum

an-change 
agents

」
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。
仏
教
寺
院
は
「a changed hum

an 
being

」
を
提
供
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
、
ま
さ
に
非
営
利
法

人
の
お
手
本
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
『
非
営
利
組

織
の
経
営　

原
理
と
実
践
』
は
、
非
営
利
法
人
特
有
の
問
題
を
考
慮
に
入

れ
た
経
営
論
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
経
営
論
を
実
際
に
運
用
す
る
た
め
、

よ
り
具
体
的
な
方
法
論
を
提
示
し
た
の
が
『N

PO

・
行
政
・
公
益
法
人
の

た
め
の
自
己
評
価
手
法
』
で
あ
る
。
今
回
は
こ
の
「
自
己
評
価
手
法
」
を

紹
介
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
仏
教
寺
院
に
お
い
て
運
用
す
る
上
で
の
方

法
論
を
提
示
し
た
。。

○
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

松
本
圭
介

題
目
：
自
己
評
価
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
作
成
の
た
め
の
グ
ル
ー
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
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場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

田
村
正
彦
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、
高
橋
秀
城
、

　
　
　
　

松
本
圭
介
、
山
野
智
恵
、
大
道
晴
香

 

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

田
村
正
彦
氏
（
大
東
文
化
大
学
講
師)

題
目
：
貨
幣
経
済
と
地
獄
の
思
想

概
要
：
地
獄
の
思
想
は
し
ば
し
ば
金
銭
と
関
連
付
け
て
説
か
れ
る
。
あ
の

世
を
こ
の
世
の
鏡
像
と
し
て
描
き
、
そ
こ
に
貨
幣
経
済
の
観
念
を
持
ち
込

ん
だ
の
は
中
国
で
あ
る
が
、
中
国
に
お
け
る
「
六
道
銭
」
な
ど
の
風
習
は

日
本
に
も
伝
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
「
地
獄
の
沙
汰
も
銭
次
第
」
と
い
っ
た

滑
稽
噺
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
日
本
の
地
獄
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
流
は
、

『
往
生
要
集
』
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
往
生
要
集
の
地
獄
観
に
基
づ

く
地
獄
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
中
世
後
期
に
転
換
が
図
ら
れ
、
こ
れ
よ
り
地
獄

が
滑
稽
化
し
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
転
換
の
背
景
と
し
て
、『
太

平
記
』
な
ど
を
資
料
に
、
日
本
人
の
六
道
輪
廻
に
対
す
る
信
仰
の
あ
り
方

の
変
化
を
分
析
し
た
。

山
野
智
恵

題
目
：
ヤ
ク
シ
ー
信
仰
―
仏
教
に
お
け
る
豊
饒
、
財
福
の
女
神
二
―

概
要
：
仏
教
に
お
け
る
豊
饒
、
財
福
の
信
仰
を
考
察
す
る
研
究
の
一
環
と

し
て
、
今
回
は
中
世
イ
ン
ド
の
タ
ン
ト
ラ
世
界
に
お
け
る
ヤ
ク
シ
ニ
ー
信

仰
を
と
り
あ
げ
た
。
ヤ
ク
シ
ニ
ー
信
仰
は
、
中
世
の
タ
ン
ト
ラ
世
界
を
形

成
し
て
い
る
一
つ
の
重
要
な
信
仰
形
態
で
あ
り
、
仏
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
仏
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
各
タ
ン
ト
ラ
で
は
、
財

福
を
司
る
神
的
存
在
と
し
て
ヤ
ク
シ
ニ
ー
が
篤
く
信
仰
さ
れ
、
こ
の
ヤ
ク

第
六
十
一
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
〇
一
一
年
九
月
二
十
八
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、
高
橋
秀
城
、
松
本
圭
介

　
　
　
　

山
野
智
恵
、
今
井
秀
和
、
大
道
晴
香
、
小
嶋
教
寛

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

遠
藤
純
一
郎

題
目
：
『
禅
苑
清
規
』
に
見
ら
れ
る
経
済
理
念
の
性
格

概
要
：
禅
院
の
運
営
に
お
い
て
如
何
に
経
済
理
念
が
構
築
さ
れ
う
る
か
を

考
察
す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
、
宗
賾
『
禅
苑
清
規
』
を
資
料
に
、
禅
院

に
お
け
る
具
体
的
な
経
済
活
動
を
紹
介
し
た
。『
禅
苑
清
規
』
か
ら
知
ら
れ

る
禅
院
の
収
益
事
業
と
し
て
は
、
農
業
生
産
、
化
主
の
勧
募
、
法
事
・
看

経
の
布
施
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
収
益
事
業
は
、
積
極
的
な
利
益

の
追
求
と
は
見
做
さ
れ
得
ず
、
そ
こ
か
ら
自
給
自
足
の
生
産
体
制
や
共
有

財
の
分
配
体
制
の
理
念
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
今
回
は
、

禅
院
に
お
け
る
経
済
活
動
を
特
徴
と
し
て
五
つ
の
項
目
（
倹
約
、
分
業
制
、

会
計
監
査
の
厳
密
性
、
非
収
益
指
向
性
、
仏
道
完
遂
の
為
の
基
金
）
を
あ

げ
て
、
こ
れ
を
分
析
し
た
。。

○
研
究
所
会
議

議
題
：
研
究
所
の
改
組
に
つ
い
て

第
六
十
二
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
〇
一
一
年
十
月
二
十
四
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時
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○
個
人
研
究　

研
究
発
表

小
林
祟
仁

題
目
：
勤
操
と
法
華
八
講
―
古
代
官
僧
に
よ
る
私
的
な
追
善
供
養
―

概
要
：
勤
操
は
奈
良
末
か
ら
平
安
初
期
の
日
本
仏
教
を
代
表
す
る
僧
侶
の

ひ
と
り
で
あ
る
。
勤
操
は
伝
統
的
に
法
華
八
講
の
創
始
者
と
さ
れ
て
い
る

が
、
今
回
は
、
こ
の
伝
承
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
法
華
八
講
の
成
立
過

程
を
考
察
し
た
。
追
善
の
仏
教
儀
礼
は
、
推
古
期
に
お
け
る
盂
蘭
盆
会
の

設
齋
を
端
緒
と
し
、
読
経
・
写
経
・
講
経
等
、
様
々
な
方
法
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
き
た
。
講
経
に
よ
る
追
善
と
し
て
は
、孝
謙
・
淳
仁
期
に
『
梵
網
経
』

の
講
経
が
行
わ
れ
た
例
が
あ
り
、
淳
和
期
以
降
は
主
に
『
法
華
経
』
の
講

経
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
、
勤
操
が
追
善
の
た

め
に
法
華
八
講
を
頻
繁
に
行
っ
た
と
い
う
伝
承
は
、
時
代
状
況
か
ら
十
分

に
考
え
う
る
も
の
で
あ
る
。

第
六
十
四
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
〇
一
一
年
十
二
月
十
二
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所　

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、
高
橋
秀
城
、
松
本
圭
介

　
　
　
　

山
野
智
恵

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

高
橋
秀
城　

題
目
：
仏
教
文
学
を
め
ぐ
っ
て

概
要
：
三
月
の
発
表
に
引
き
続
き「
仏
教
文
学
」と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
、

仏
教
文
学
研
究
に
お
け
る
現
状
と
課
題
を
提
示
し
て
み
た
い
。
中
世
寺
院

シ
ニ
ー
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
仏
教
タ
ン
ト
ラ
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
タ
ン
ト
ラ
に
共
通
す
る
ヤ
ク
シ
ニ
ー
の
呪
法
の
実
際
に
つ
い

て
概
観
し
た
。

第
六
十
三
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
〇
一
一
年
十
一
月
二
十
一
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
高
橋
秀
城
、
小
林
崇
仁
、
松
本
圭
介　
　
　
　
　

　
　
　
　

山
野
智
恵
、
今
井
秀
和
、
大
道
晴
香　

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

大
道
晴
香

題
目
：
恐
山
円
通
寺
を
〈
イ
タ
コ
寺
〉
に
し
た
の
は
誰
か
―
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
の
共
犯
者
と
し
て
の
地
域
社
会
―

概
要
：
恐
山
が
イ
タ
コ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和

三
十
年
代
以
降
で
あ
り
、
こ
の
「
恐
山
＝
イ
タ
コ
」
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
一
方
向
的
に
大
衆
に
押
し

付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
恐
山
を
中
心
と
す
る
地
域
社
会
は
、
こ
の

イ
メ
ー
ジ
を
取
り
込
み
、
そ
れ
を
「
郷
土
の
文
化
」「
民
俗
」
と
し
て
積
極

的
に
再
生
産
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
郷
土
の
文
化
」「
民
俗
」

と
し
て
の
「
恐
山
＝
イ
タ
コ
」
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
過
程
を
、
地
方
行
政
に

よ
る
刊
行
物
や
、
郷
土
史
家
の
著
述
、
あ
る
い
は
当
該
寺
院
の
見
解
な
ど

を
通
し
て
検
証
し
た
。
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第
六
十
五
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
〇
一
二
年
一
月
十
八
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、
松
本
圭
介
、
山
野
智
恵

　
　
　
　

大
道
晴
香

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

松
本
圭
介

題
目
：
日
本
伝
統
仏
教
寺
院
に
お
け
る
業
務
成
果
評
価
指
標
に
関
す
る
考

察
―
包
括
宗
教
法
人
た
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
と
被
包
括
法
人
た
る
光
明

寺
の
関
係
性
を
手
が
か
り
に
―

概
要
：
伝
統
仏
教
寺
院
の
運
営
を
評
価
し
、
よ
り
良
い
運
営
に
繋
げ
る
た

め
、
現
代
仏
教
寺
院
の
中
で
も
最
も
一
般
的
な
「
檀
家
寺
」
と
、
包
括
宗

教
法
人
と
し
て
の
仏
教
宗
派
に
つ
い
て
、
経
営
的
な
視
点
か
ら
分
析
を
加

え
、
そ
の
業
務
成
果
を
評
価
す
る
た
め
の
評
価
指
標
を
試
み
に
提
示
し
た
。

さ
ら
に
現
状
分
析
に
基
づ
き
、
檀
家
寺
の
運
営
に
お
い
て
は
、
個
人
の
信

仰
を
う
け
と
め
る
新
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
、
ま
た
仏
教
宗
派
の
運
営
に
お
い

て
は
、
所
属
寺
院
・
僧
侶
の
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
と

ブ
ラ
ン
ド
力
を
向
上
す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
な
ど
が
課
題
点

と
な
る
こ
と
を
提
言
し
た
。

○
個
人
研
究　

研
究
発
表　

山
野
智
恵

題
目
：
ラ
サ
シ
ッ
ダ
・
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

概
要
：
仏
教
史
上
最
も
著
名
な
論
師
で
あ
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
、
中

世
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
長
生
術
や
錬
金
術
な
ど
の
呪
術
に
熟
達
し
た
シ
ッ

に
お
い
て
は
「
内
典
」
と
と
も
に
「
外
典
」
が
学
ば
れ
て
い
た
が
、「
外
典
」

の
教
養
は
単
に
僧
侶
の
基
礎
教
養
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
唱
導
や

法
会
な
ど
の
僧
侶
の
活
動
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。「
仏
教
文
学
」
と
い
う

用
語
に
お
い
て
仏
教
と
文
学
と
が
、
異
な
っ
た
別
個
の
対
立
す
る
概
念
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
前
回
の
発
表
に
お
い
て
指
摘
し
た

が
、
こ
う
し
た
垣
根
を
取
り
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
仏
教
文
学
」
の
新
た

な
方
向
性
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

遠
藤
純
一
郎

題
目
：
『
禪
苑
清
規
』
に
見
ら
れ
る
経
済
理
念
の
性
格　

そ
の
二

概
要
：
前
回
ま
で
に
『
禪
苑
清
規
』
を
資
料
に
禁
欲
的
経
済
活
動
の
概
要

を
伺
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
仏
道
成
弁
を
目
指
す
禅
院
内
部
の
理
念
に
基

づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
禅
院
の
経
済
活
動
は
院
内
で
完

結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
外
部
の
世
俗
に
対
す
る
内
部
の
あ
り
方
、「
内
外

の
関
係
性
」
に
つ
い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
。
禅
院
は
世
俗
の
外

に
定
位
さ
れ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
独
立
性
は
世
俗
か
ら
の
規
定
性
を
免

れ
得
な
い
。
清
規
は
世
俗
と
出
世
間
を
明
確
に
分
け
な
が
ら
も
、
具
体
的

な
規
範
は
世
俗
の
そ
れ
を
雛
形
と
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
仏
教
の
理
念

を
根
底
に
据
え
た
修
行
者
の
た
め
の
「
小
さ
な
国
家
」
と
い
っ
た
禅
院
の

構
想
が
見
え
て
く
る
。

○
研
究
所
会
議

議
題
：
来
年
度
の
人
員
構
成
・
新
規
事
業
案
に
つ
い
て
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根
来
寺
文
化
研
究
所
紀
要　

第
六
号　

根
来
寺
文
化
研
究
所　

二
〇
一
一
年
三

月大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
年
報　
第
三
十
三
号　

大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究

所　

二
〇
一
一
年
三
月

禅
研
究
所
紀
要　
第
三
十
九
号　

愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所　

二
〇
一
一
年
三

月佛
教
學
研
究　
第
六
十
七
号　

龍
谷
佛
教
學
會　

二
〇
一
一
年
三
月

武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要　
第
二
十
七
号　

武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化

研
究
所　

二
〇
一
一
年
三
月

日
蓮
仏
教
研
究　
第
四
号　

常
円
寺
日
蓮
仏
教
研
究
所　

二
〇
一
一
年
三
月

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所
紀
要　

第
十
八
号　

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
一
年
三
月

真
宗
綜
合
研
究
所
研
究
紀
要　
第
二
十
八
号　

大
谷
大
学
真
宗
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
一
年
三
月

時
宗
教
学
年
報　
第
三
十
九
輯　

時
宗
教
学
研
究
所　

二
〇
一
一
年
三
月

佛
立
研
究
学
報　
第
二
十
号　

佛
立
研
究
所　

二
〇
一
一
年
十
一
月

筑
紫
女
学
園
大
学
・
筑
紫
女
学
園
大
学
短
期
大
学
部
紀
要　
第
六
号　
　

二
〇
一
〇
年
一
月

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所
報　

第
三
十
二
号　

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
〇
年
十
二
月

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所
報　
第
三
十
二
号
別
冊　

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
一
年
三
月

東
北
福
祉
大
学
研
究
紀
要　
第
三
十
五
巻　

東
北
福
祉
大
学　

二
〇
一
一
年
三

月
図
書能

仁
正
顕
編
『
西
域　

流
砂
に
響
く
仏
教
の
調
べ
』（
龍
谷
大
学
仏
教
学
叢
書

ダ
と
し
て
崇
拝
さ
れ
、
さ
ら
に
十
一
世
紀
頃
よ
り
ラ
サ
（
水
銀
）
の
技
術

の
マ
ス
タ
ー
、「
ラ
サ
シ
ッ
ダ (Rasasiddha)

」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
発
表
で
は
、
シ
ヴ
ァ
教
を
信
仰
的
基
盤
と
し
て
発
達
し

た
「
ラ
サ
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ (rasaśāstra)

」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
文
献
群

に
お
い
て
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
「
ラ
サ
シ
ッ
ダ
」
の
一
人
と
し
て
取

り
込
ま
れ
て
い
っ
た
過
程
を
分
析
し
た
。

○
研
究
所
会
議

議
題
：
来
年
度
の
人
員
構
成
・
新
規
事
業
案
に
つ
い
て

二
〇
一
一
年
度　
交
換
雑
誌
・
図
書
一
覧

雑
誌研

究
所
報　
第
五
十
八
号　

大
谷
大
学
真
宗
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
一
年
五
月

研
究
所
報　
第
五
十
九
号　

大
谷
大
学
真
宗
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
一
年
一
〇
月

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告　
二
〇
〇
九
・
二
〇
一
〇　
（
財
）
元
興
寺
文

化
財
研
究
所　

二
〇
一
一
年
三
月

法
鼓
佛
學
學
報　
第
七
期　

法
鼓
佛
教
學
院　

二
〇
一
〇
年
十
一
月

法
鼓
佛
學
學
報　
第
八
期　

法
鼓
佛
教
學
院　

二
〇
一
一
年
六
月

法
鼓
佛
學
學
報　
第
九
期　

法
鼓
佛
教
學
院　

二
〇
一
一
年
十
二
月

中
華
佛
學
學
報　
第
二
十
四
期　

中
華
佛
教
研
究
所　

二
〇
一
一
年
七
月

中
華
佛
學
研
究　
第
十
一
期　

中
華
佛
學
研
究
所　

二
〇
一
〇
年
十
二
月

中
華
佛
學
研
究　
第
十
二
期　

中
華
佛
學
研
究
所　

二
〇
一
一
年
十
二
月

黄
檗
文
華　

第
一
三
〇
号　

黄
檗
山
万
福
寺
文
華
殿
、
黄
檗
文
化
研
究
所　

二
〇
一
一
年
七
月

東
方　
第
二
十
六
号　
（
財
）
東
方
研
究
会　

二
〇
一
一
年
三
月
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２
）
自
照
社
出
版　

二
〇
一
一
年
八
月

『
満
山
制
法
大
帖　

聚
塵
１
』（
中
村
檀
林
資
料
３
）
正
東
山
日
本
寺　

二
〇
一
一
年
六
月

福
田
亮
成
『
知
識
ゼ
ロ
か
ら
の
空
海
』
幻
冬
舍　

二
〇
一
一
年
六
月

松
本
圭
介
『
お
坊
さ
ん
が
教
え
る　

こ
こ
ろ
が
整
う
掃
除
の
本
』
デ
ィ
ス
カ

ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ワ
ン　

二
〇
一
一
年
十
二
月

献
本
（
江
田
昭
道
氏
）

『
三
井
記
念
美
術
館
所
蔵　

精
選
敦
煌
写
経
』
三
井
記
念
美
術
館　

二
〇
〇
六

年
十
一
月

『
新
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
展　

幻
の
都
楼
蘭
か
ら
永
遠
の
都
西
安
へ
』N

H
K 

二
〇
〇
五
年

『
玉
重
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

タ
ン
カ
の
精
華
』
渡
辺
出
版　

二
〇
〇
四
年
八
月

D
ie W

elt des tibetischen B
uddhism

us, M
useum

 für 
Völkerkunde H

am
burg, 2005

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要　

第
五
号

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
日　

印
刷

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
発
行

編　

輯　
　
　

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

製　

作　
　
　

株
式
会
社
ニ
ッ
ケ
イ
印
刷

発
行
者　
　
　

代
表　
　

遠
藤
祐
純

発
行
所　
　
　

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

　

〒
一
四
四
〇
〇
五
一
東
京
都
大
田
区
西
蒲
田
六
丁
目
十
三
番
十
四
号

　

℡
（
〇
三
）
三
七
三
四
｜
〇
七
八
五
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Mañjuśrīmūlakalpa

Mahayanasutrasamgraha part II (Buddhist Sanskrit Texts, 18), ed. by P.L. Vaidya 

(Darbhanga 1964) :440-447

49) Naṭikā：木の枝をもつ、Naravīrā：アショカ樹に住う、Yakṣakumārikā：シトロンの実とア

ショカ樹の枝をもつ。(Vaidya 1964):441,443,443

50) 『文殊師利根本儀軌』のヤクシニー・サーダナに登場する19 人のヤクシニーのうち、妻

の恩恵をもたらすとされるのは、Naṭikā, Bhaṭṭā, Tamasundarī, Vadhūyakṣiṇī, Manojñā, 

Padmoccā, pramodāyā の 7人である。この他、Yakṣakumārikā, Surasundarī, Jayā の 3 人は、

母、姉妹、妻の何れにもなる。霊薬 (rasarasāyana) の成就は、母、姉妹がもたらすこともある。

『文殊師利根本儀軌』と、その他のタントラの中で説かれているヤクシニーの「妻」としての役

割は、ヴィドヤーダラの成就と関連があるように思われる。ヴィドヤーダラの成就は様々なタ

ントラの中で言及されているが、この成就を得たものは、アスラの地下世界を支配し、荘厳な

宮殿においてアスラの乙女に囲まれ、あらゆる快楽と長寿を獲得することが説かれている。こ

のアスラの乙女、アスリー（asurī）はしばしばヤクシニーと混同されている。

51) 「añjana」は眼膏を意味する。ここで言及しているアンジャナは、地下に埋まった財宝を見

ることができる魔法の眼膏である。アンジャナの呪法では、ヤクシニー・サーダナと同様、ヤ

クシニーが召喚され、姿を現したヤクシニーが行者にこのアンジャナを与える。『カクシャプタ

タントラ (Kakṣapuṭatantra)』第十五章参照。

〈キーワード〉ヤクシャ、ヤクシニー、ハーリーティー、仏塔信仰、『ジャータカ

(Jātaka)』、『不空羂索神変真言経 (Amoghapāśakalparāja)』、『文殊師利根本儀

軌 (Mañjuśrīmūlakalpa)』



ヤクシー信仰

141 (66)

rgys)』(Otani no.5091) のナーガールジュナ伝では、ヤクシニーたちがナーガールジュナのた

めに、手四杯分の米と五種の野菜を毎日準備したと説かれている。ヤクシニーの布施を受け

ながらナーガールジュナは 12 年間サーダナを行ったとされる。(Peking:Lu19b-20a)

41) 註 39 参照

42) 中世のタントラ聖典では、「yakṣī」よりも、「yakṣin」の女性形である「yakṣiṇī」が一般

的に用いられている。

43) 中世のジャイナ教においてもヤクシニー信仰は盛んであり、造例も多数遺されているよう

である。[Misra 1981;125-131]

44) ヤクシニーたちのグループは、仏教・ヒンドゥー教、様々なタントラの中で言及されている。

仏教タントラでは、『文殊師利根本儀軌 (Mañjuśrīmūlakalpa)』に 8 ヤクシニー、6 ヤクシニ

ー、5 ヤクシニーが、法天訳『佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經』 ( 大正 No.1129) に

6 ヤクシニー、法天訳『佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經』 ( 大正 No.1283) に 12 ヤクシニー、

法天訳『佛說聖寶藏神儀軌經』 ( 大正 No.1284) に 21 ヤクシニーが説かれている。

45) ヤクシニー・サーダナを説くヒンドゥータントラ、『カクシャプタタントラ (Kakṣapuṭa 

tantra)』や『ウッダーマレーシュヴァラタントラ (Uḍḍāmareśvaratantra)』などは、ヤクシ

ニーたちをしばしば「devī」と言い換えている。仏教タントラでは、『文殊師利根本儀軌 

(Mañjuśrīmūlakalpa)』において、Jayā-yakṣiṇī を「devī」と言い換えている例が見られる。

(Vaidya 1964):447

46) ヤクシニー・サーダナは、仏教、ヒンドゥー教のタントラに共通して説かれる呪法であるが、

Miranda Shaw は『ジャヤーキャ・サンヒター (Jayākhyasaṃhitā)』にこのサーダナが既に説

かれていることから、ヒンドゥー起源であることを指摘している。［shaw 2009］:271

47) 菩提流志 (-713-) 譯『不空羂索神變真言經』卷第十八 (No. 1092) :20.323

當壇心上以赤二畫藥叉女。以粳米紛界壇四面。以粳米麨壇中供養。用前炭香。如是一真

言一呼藥叉女。燒已。復以白芥子一真言一打藥叉女像。得真藥叉女現前而來。任諸命使

隨真言者意。若請作母。常逐擁護如護赤子。供給所須一切財寶。若請作姉妹。隨日供給

衣服財錢而不乏少。

48) 『文殊師利根本儀軌 (Mañjuśrīmūlakalpa)』第 52 章には、ヤクシニー・サーダナについ

ての記載がある。ここでは19人のヤクシニーのサーダナが説かれている。『文殊師利根本儀軌』

には漢訳が存在するが (『大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經』大正 No.1191)、ヤクシニー・

サーダナの箇所は翻訳されていない。
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rukkhadevate sace me sattāhabbhantare yeva vaṇaṃ phāsukaṃ kātuṃ sakkhissasi 

sakalajambudhīpe ekasatakhattiyānaṃ galalohitena te khandhaṃ dhovitā antehi 

parikkhipitvā pañcamadhuramaṃsena balikammaṃ karissāmīti āyācanaṃ akāsi/

34) 『マヌ法典 (Manusmṛti)』は、バリ供養を「ブータ (bhūta)」への供養として定義している。

Manusmṛti 3.70

adhyāpanaṃ brahmayajñaḥ pitṛyajñas tu tarpaṇam /

homo daivo balir bhauto nṛyajño ‘tithipūjanam // 3.70 //

日々行 わ れ るバリ供 養 で は、 四 方 神 (Indra, Yama, Varuṇa, Soma)、 風 (marut)、 水

(ap)、木 (vanaspati)、シュリー女神 (Śrī)、バドラカーリー女神 (Bhadrakālī)、ブラフマン 

(brahman)、家の守り神 (vāstoṣpati)、一切神、ブータ等に供養が捧げられる。(3.87-90)

35) Manusmṛti 3.80-81

ṛṣayaḥ pitaro devā bhūtāny atithayas tathā /

āśāsate kuṭumbibhyas tebhyaḥ kāryaṃ vijānatā // 3.80//

svādhyāyenārcayeta rṣīn homair devān yathāvidhi /

pitṝñ śrāddhaiś ca nṝn annair bhūtāni balikarmaṇā // 3.81//

36) Śukla Yajurveda 3.49-50

vasneva vikrīṇāvahā iṣam ūrjaṃ śatakrato//

dehi me dadāmi te ni meṃ dhehi ni te dadhe/

nihāraṃ ca harāsi me nihāraṃ niharāṇi te svāhā//

37) 義浄訳『根本說一切有部毘奈耶雜事』卷第三十一 ( 大正 No.1451); 24.360

この他、『ディヴヤ・アヴァダーナ (Divyāvadāna)』などにヤクシャの大将として登場している。

[Misra 1981;77］

38) パーンチカは、造形表現においてクベーラまたはジャンバラ (Jambhala) と習合したとされ

る。[Misra 1981;78］

39) 義浄撰『南海寄歸內法傳』第一 ( 大正 No.2125):54.209

佛言。苾芻等住處寺家。日日每設祭食。令汝等充餐。故西方諸寺。每於門屋處。或在食廚邊。

素畫母形抱一兒子。於其膝下或五或三以表其像。每日於前盛陳供食。其母乃是四天王之衆。

大豐勢力。其有疾病無兒息者。饗食薦之咸皆遂願。廣緣如律。此陳大意耳。神州先有名

鬼子母焉。

40) 『八十四成就者伝 (San.Caturaśītisiddhapravṛtti, tib.Grub thob brgyad cu rtsa bshi’i lo 
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この他、『マハーマユーリー (Mahāmāyūrī)』では多数のヤクシャの名と、彼らが住う地名が

列挙されている。当該箇所の記述の有る漢訳に、以下の三本が有る。

僧伽婆羅訳『孔雀王呪経』 ( 大正 No.984)

義浄訳『仏説大孔雀呪王経』 ( 大正 No.985)

不空訳『佛母大孔雀明王経』 ( 大正 No.982)　

Sylvain Levi, “Le catalogue géographique des Yaksa dans la Mahāmāyūrī” Journal 

Asiatique sér5 vol.9 (1915) は中国語からこれらの地名を還梵し、いくつかの場所の同定を

行っている。

30) Bhaddasālajātala ( バッダサーラ樹神本生 ), Jātaka Ⅳ (Pali Text Society):153-154

vaḍḍhakī uyyānaṃ gantvā ekaṃ sujātaṃ ujukaṃ gāmanigamapūjitaṃ rājakulato pi 

laddhabalikammaṃ mañgalasālarukkhaṃ disvā rañño santikaṃ gantvā tam atthaṃ 

ārocesuṃ/

ṛājā uyyāne rukkho nāma mama paṭiladdho gacchatha naṃ chindathā ‘ti āha/

t e  sādhu ‘t i  sampaṭ icch itvā gandhamā lād i hat thā uyyā na ṃ gantvā r u k k he 

gandhapañcaṅgulaṃ datvā suttena parikkhipitvā pupphakaṇṇikaṃ bandhitvā dīpaṃ 

jaletvā bolikammaṃ katvā ito sattame divase āgantvā rukkhaṃ chindissāma rājā 

chedāpeti imasmiṃ rukkhe nibbattadevatā aññattha gacchantu amhākaṃ doso n’ atthīti 

sāvesuṃ/

31) Sigālajātaka ( 豺本生 ), Jātaka Ⅰ (Pali Text Society):425

atīte bārāṇasiyaṃ brahmadatte rajjaṃ kārente bodhisatto susānavane rukkhadevatā 

hutvā nibbatti/ tadā bārāṇasiyaṃ nakkhattaṃ ghuṭṭhaṃ/ manussā yakkhabalikammaṃ 

karomā ‘ti tesu tesu caccararacchādiṭṭhānesu macchamaṃsādīni vippakiritvā kapālakesu 

bahusuraṃ ṭhapayiṃsu/

32) Ayakūtajātaka ( 鉄槌本生 ), Jātaka Ⅲ (Pali Text Society):145-146

tadā manussā devamangalikā hutvā bahuajeḷakādayo māretvā devatānaṃ balikammaṃ 

karonti/ bodhisatto pāṇo na hantabbo ti bheriñ carāpesi/ yakkhā balikammaṃ alabhamānā 

bodhisattassa kujjhitvā himavante yakkhasamāgamaṃ katvā bodhisattassa māraṇatthāya 

ekaṃ kakkhalaṃ yakkhaṃ pesesuṃ/

33) Mahāsutasomajātaka ( マハースタソーマ王本生 ), Jātaka Ⅴ (Pali Text Society):472

porisādo pi attano nigrodhamūlaṃ gantvā pārohantaraṃ pavisitvā nipanno ayyo 
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23) Ālavakasutta ( 曠野夜叉経 ), Suttanipāta (Pali Text Society):33

atthāya vata me buddhi vāsāy’ āḷavim āgamā so ‘ham ajja pajānāmi yattha dinnaṃ 

mahapphalaṃ//

so ‘haṃ vicarissāmi gāmā gāmaṃ purā puraṃ namassamāno sambuddhaṃ dhammassa 

ca sudhammatan//

同内容の対話が『Yakkhasaṃyutta ( ヤクシャ相応 )』の中にも収録されている。

Yakkhasaṃyutta ( ヤクシャ相応 ), Saṃyuttaṇikāya Ⅰ (Pali Text Society): 213-215

24) Valāhassajātaka ( 天馬本生 ), Jātaka Ⅱ (Pali Text Society): 127-130

25) 『雜寶藏經』卷第九 ( 大正 No.203)、『佛說鬼子母經』 ( 大正 No.1262)、『根本說

一切有部毘奈耶雜事』卷第三十一 ( 大正 No.1451)、『南海寄歸內法傳』卷第一 ( 大正

No.2125) など。

26) 『雜寶藏經』卷第九 ( 大正 No.203):4.492

27) 義浄の訳した『根本說一切有部毘奈耶雜事』 ( 大正 No.1451) にはこの物語の最も詳細

なヴァージョンが説かれている (24.360-362)。ここで、ハーリーティーは、王舎城を守護す

るサーター・ヤクシャの娘とされ、もとプリティヴィーという名であったという。ガンダーラ国の

パーンチカ・ヤクシャの妻となり、五百の子をもったが、前世に、王舎城の子供達を食い殺す

という誓願をたてていたため、ガンダーラ国より王舎城に帰り、子どもたちを取って食ってい

た。人々はこの災いに大いに心を悩ませて、王に相談した。王は占い師によりこの災いがヤク

シャの所業によるものであることを知った。王の命により人々はヤクシャを供養する祭祀をおこ

なったが、災いは取り除かれなかった。王舎城を守護するヤクシャは、人々の夢に現れ、こ

の災いがプリティヴィー・ヤクシーによるものであり、災いを取り除くためには、世尊に相談す

るのがよいと告げた。そのため、人々は、この悪鬼を「プリティヴィー」と呼ぶことをやめ、「ハ

ーリーティー」と呼ぶことにした、とされている。

28) ヤクシャ、ヤクシーが聖樹に祀られる例は多いが、その依代には聖樹に限らず、他に

も壇、塚、石床などの様々な形態があり、祠堂 (bhavana) に祀られることもあった。祀

られる場所もここにあげた村や森、あるいは屍林の他、洞窟、湖や河岸など様々である。

[Coomaraswamy 1980; 17-24, Misra 1981;88-97] 

29) 土地の守護神として登場するヤクシャの例として『天宮事経 (Vimānavatthu)』に登場する

セーリッサカ・ヤクシャをあげることができる。

Vimānavatthu ( 天宮事経 ),  (Pali Text Society):126
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iddhimanto jutīmanto vaṇṇavanto yasassino

modamānā abhikkāmuṃ bhikkūnaṃ samitiṃ varnaṃ//7//

16) Āṭānāṭiyasuttanta ( アーターナーティヤ経 ), Dīghanikāya Ⅲ (Pali Text Society):204- 

205

ayaṃ yakkho gaṇhāti ayaṃ yakkho āvisati ayaṃ uakkho heṭheti ayaṃ yakkho viheṭheti 

ayaṃ yakkho hiṃsati ayaṃ yakkho vihiṃsatu ayaṃ yakkho na muñcatīti/

katamesaṃ yakkhānaṃ mahāyakkhānaṃ senāpatīnaṃ mahāsenāpatīnaṃ/

indo soma varuṇo ca bhāradvājo pajāpati/

candano kāmaseṭṭho ca kinnughaṇḍu nighaṇḍu ca/

panādo opamañño ca devasūto ca mātali/

cittaseno ca gandhabbo naḷo rājā janesabho/

sātāgiro hemavato puṇṇako karatiyo gulo/

sīvako mucalindo ca vessāmitto yugandharo/

gopālo suppagedho ca hirī netī ca mandiyo/

pañcālacaṇḍo ālavako pajjunno sumano sumukkho/

dadhimukkho maṇi mānicaro dīgho atho serissako sahā/

17) ヤクシャは、狭義にはデーヴァターに分類される様々な神的存在の一種であるが、広義に

は様々な神的存在の総称であるデーヴァターと同じ意味で用いられる。註 16 にヤクシャの名

前としてあげられているものの中には、ヤクシャ以外のデーヴァターたちの名前も含まれている。

18) クンビーラはラージャグリハのヴィプラ山に住むとされる。「Kumbhīra」の語自体は「ワニ」

を意味する。金毘羅神は、日本では水運の神として信仰されている。

19) マニバドラもまた、クベーラ同様、財宝を司る神として知られている。仏典ばかりでなく、『マ

ハーバーラタ』やジャイナ経典などにも登場し、インドで広く信仰を集めていたヤクシャである。

20) 拙稿「密迹金剛力士の一考察」『現代密教』第 14 号 (2001) 参照。

21) Sūcilomasutta ( 針毛夜叉経 ), Suttanipāta (Pali Text Society):48

同内容の対話が『Yakkhasaṃyutta ( ヤクシャ相応 )』の中にも収録されている。

Yakkhasaṃyutta ( ヤクシャ相応 ), Saṃyuttaṇikāya Ⅰ (Pali Text Society):207-208

22) Sūcilomasutta ( 針毛夜叉経 ), Suttanipāta (Pali Text Society): 48

pañhaṃ taṃ samaṇa pucchissāmi sace me na vyākarissasi cittaṃ vā te khipissāmi 

hadayaṃ vā te  phāḷessāmi pādesu vā gathetvā pāragaṅgāya khipissāmī/
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6) Cūḷataṇgāsaṅkhayasutta ( 愛尽小経 ), Majjhimanikāya Ⅰ (Pali Text Society):252

7) Udayajātaka ( ウダヤ王子本生物語 ), Jātaka Ⅳ (Pali Text Society):107

Sarabhaggajātaka ( サラバンガ仙本生物語 ), Jātaka Ⅴ (Pali Text Society):137

8) Upālisutta ( ウパーリ経 ), Majjhimanikāya Ⅰ (Pali Text Society):386

9) Sundarikabhāradvājasutta ( スンダリカ・バーラドヴァージャ経 ), Suttanipāta (Pali Text 

Society):84

mohanatarā yassa na santi keci/

sabbesu dhammesu cañāṇadassī//

sarīrañ ca animaṃ dhāreti

patto ca sambodhi anuttaraṃ sivaṃ/

ettāvatā yakkhassa suddhi

tathāgato arahati pūraḷāsaṃ//478//

10) Cūlaviyūhasutta ( 小集積経 ), Suttanipāta (Pali Text Society):171

ettāvat’ aggaṃ no vadanti h’ eko/

yakkhassa suddhiṃ idha paṇḍitāse/

udāhu aññam pi vadanti etto//875//

11) 光り輝く身体

Janavasabhasuttanta ( ジャナヴァサバ経 ), Dīghanikāya Ⅱ (Pali Text Society):205-206

Devatāsaṃyutta ( 諸天相応 ), Saṃyuttaṇikāya Ⅰ (Pali Text Society):8

yakkha ＝ devatā

12) 姿を隠す

Upavāna ( ウパヴァーナ ), Apadāna Ⅰ (Pali Text Society):72

13) 神力を持つ

Dhammadevaputtacariya ( 法天子諸行 ), Cariyāpiṭaka (Pali Text Society):20

yakkha ＝ devaputta

14) Bhīsapupphajātaka ( 蓮華本生 ), Jātaka Ⅲ (Pali Text Society):307-310

15) Mahāsamayasuttanta, Dīghanikāya Ⅱ (Pali Text Society):256

devakāyā abhikkantā te vijānātha bhikkhavo

ye vo ‘haṃ kittayissāmi girāhi anupubbaso//6//

satta sahassā va yakkhā bhummā kāpilavatthavā 
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参考文献
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Goddess: New Directions in the Study of Saktism, edited by Cynthia Ann Humes and 

Rachel Fell McDermott (Manohar Publishers and Distributors 2009)

註

1) ヤクシー (yakṣī) は、男性形のヤクシャ (yakṣa) の女性形。あるいは男性形ヤクシン 

(yakṣin) の女性形ヤクシニー (yakṣiṇī) の語も用いられる。

2) デーヴァター (devatā) は、神的存在を意味する。なお、カンボジアの仏教遺跡に見られる

デーヴァターたちは、ヤクシーではなく、アプサラス (apsaras) とされている。

3) ヤクシャの依代には聖樹の他にも、壇、塚、石床などの様々な形態がある。またヤクシャ

は祠堂 (bhavana) に祀られることもあった。

4) ここではチャイトヤにバリ供養を行うべきことが述べられている。

Āśvalāyanagṛhyasūtra 1.12 

caityayajñe prāk sviṣṭakṛtaś caityāya balim haret/

yadyu vai videśastham palāśadūtena yatra vettha vanaspata ity etayarcā dvau piṇḍau kṛtvā 

vīvadhe ‘bhyādhāya dūtāya prayacced imam tasmai balim hareti cainam brū　yādayam 

tubhyam iti yo dūtāya//

5) ここでは Vaiśravaṇana などのヤクシャたちの名が言及されている。

Mānavagṛhyasūtra 2.14.29

atha devānām āvāhanaṃ vimukhaḥ śeyeno bako yakṣaḥ kalaho bhīrur vināyakaḥ 

kūṣmāṇḍarājaputro yajñāvikṣepī kulaṅgāpamāro yūpakeśī sūparakroḍī haimavato, 

jambhako virūpākṣo lohitākṣo vaiśravaṇo mahāseno mahādevo mahārāja iti /

ete me devāḥ prīyantāṃ prītā māṃ prīṇayantu tṛptā māṃ tarpayantv iti // 
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まとめ

　現世否定的な教理を有する仏教の中で、ヤクシャ・ヤクシーの信仰は、豊饒や

財福をはじめとする現世利益への願いを受け止める役割を果たしてきた。ヤクシャ・

ヤクシーを祀り、現世利益を求めることは、仏教の出家主義の立場からは演繹で

きず、教理を第一義的な宗教現象と見る文献中心の研究の立場からすれば、宗教

の「堕落」形態として映るかもしれない。しかしながら、ある宗教現象のうち、そ

の教理的要請が常に支配的であるとは限らない。こうした信仰は、しばしば教理と

は関わりをもたない社会的要請によって成立し、教理的な意味付けは後から与えら

れる。これは宗教現象において珍しいことではないが、文献中心に宗教を扱ってい

ると、ややもすると見落としてしまう視点である。

　古代より行われてきたヤクシャ・ヤクシーの信仰は、仏塔信仰を通して仏教に取

り入れられ、財神であるクベーラや、子産の女神であるハーリーティーの信仰など

を通して展開した。これに伴い、仏典の中では、ヤクシャやヤクシーに仏教の守護

者としての役割が与えられ、彼らが凶暴な性格や、血なまぐさい食習慣を捨て、仏

教に改宗する物語などが説かれるようになった。

　古来のヤクシーの信仰は中世のタントラ世界に受け継がれ、仏教、ヒンドゥーの

タントラにおいて、財福の女神、ヤクシニーが信仰された。タントラのヤクシニーは、

しばしばヨーギニーやダーキニーと同一視されるが、その起源は異なるものであり、

古来の豊饒神としてのヤクシーの性格を引き継いでいる。中世のタントラ世界では、

民間の信仰や祭祀が、仏教・ヒンドゥー教共通の宗教基盤の一つとして機能して

いたが、これらはそのままの形で取り入れられたのではなく、タントラ的に改変され

て、この世界の中に統合された。中世のタントラのヤクシニーは、タントラ行者の

守護神としての役割が与えられた一方、大地との関係性が希薄となり、土地の神と

しての地域性も薄れていった。また、貨幣の流通に伴い、金銭を恵む女神として

の要素が加わったこともその特徴の一つとしてあげられるだろう。
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教タントラ、ヒンドゥータントラに共通するヤクシニー・サーダナの内容となっている。

上記の『不空羂索神変真言経』の例では、その母となったときには、行者を赤子

のように守護し、あらゆる財宝を与えるとされ、姉妹となったときには、衣服や財

錢を与えるとされている。ヤクシニーは、母、姉妹、妻、それぞれの役割に応じた

恩恵を施すのである。

　『不空羂索神変真言経』では、母、姉妹のみについて言及し、妻については言

及されていないが、『文殊師利根本儀軌』では、妻の役割として、行者の命に従う

こと、霊薬 (rasarasāyana) をもたらすこと、また、あらゆる快楽と長寿をもたらす

こと等が説かれている 50)。『文殊師利根本儀軌』では、妻の役割としてヤクシニー

が行者の愛欲の対象となることが期待されているようであるが、他の仏教タントラ、

ヒンドゥータントラにおけるヤクシニー・サーダナでは、ヤクシニーが愛欲の対象と

される例は少ない。また、ヤクシニー・サーダナの目的は現世利益に限定されており、

ヤクシニーが覚りの境地に到達することを目的とした性的ヨーガのパートナーになる

こともない。この点において、ヤクシニーはヨーギニーやダーキニーとは異なってい

るのである。

　ヤクシニーたちは行者の守護神としてあらゆる恩恵をもたらすが、他の様々な現

世利益をもたらすサーダナと比較して、ヤクシニー・サーダナに特徴的であるのは、

ヤクシニーが日々の食料、また金銭を行者のために賄い、あるいは、過去や未来

の出来事を知らせるという利益を説いている点である。タントラのヤクシニーは、特

に財福と関わりを持つと考えられていたようであり、ヤクシニー・サーダナの他にも、

地下に埋蔵された財宝を見つけるアンジャナ (añjana) の呪法において、ヤクシニー

を召喚する例が見られる 51)。彼女たちと財福との関わりは、古来の豊饒神として役

割から発展したものであろうが、中世のタントラにおけるヤクシニーは、土地の神と

しての地域性が薄れ、また大地がもたらす豊饒性との関わりも希薄になっているよ

うにみえる。これに代わって、「金貨 (dīnāra)」や「銀貨 (rūpya)」といった貨幣を

恵む女神としての役割が加わっているのは、社会背景の変化によって彼女たちの

役割が変容した例といえ、興味深い点である。
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される彼女たちは 45)、古来のヤクシーの性格を引き継いでいるように見える。ここ

では「ヤクシニー・サーダナ (yakṣiṇī-sādhana)」とよばれるタントラの呪法を参考

に、中世インドにおけるヤクシー信仰の展開を確認していこう。

　漢訳の密教経典では八世紀頃より、ヤクシニー・サーダナについて記す文献が

現れ始める 46)。私見では、菩提流志 (-727) 訳の『不空羂索神変真言経』に現れ

るものが初出ではないかと思われる。ここに記されているヤクシニー・サーダナの

概要は、次の通りである。

　壇を設け、ヤクシニーを描き、マントラを唱えながら、ヤクシニーの名を呼び、

粳米麨を焼供する。焼供が終わったら、次に再びマントラを唱えながら、白芥子

でヤクシニーを打つ。すると、ヤクシニーが姿を現す。そこで行者はヤクシニーに自

分の母となるよう、あるいは姉妹となるように請う。ヤクシニーが母となれば、彼女

は常に行者に従い、行者を赤子のように守護し、あらゆる財宝を与えてくれる。ヤ

クシニーが姉妹となれば、毎日、衣服や金銭を与えてくれる。47)

　この『不空羂索神変真言経』と同様、その他のタントラにおいても、香華や飲

食などの供養をし、マントラを唱えながらホーマ (homa) を行なうことがヤクシニー・

サーダナの基本的な内容となっている。タントラのヤクシニー信仰は、古来のヤク

シー信仰を受け継いでいるが、この儀礼自体は従来のバリ供養とは異なるものであ

り、ホーマを行うなど、タントラ的な手法に基づいて新たに考案されたものである。

　『不空羂索神変真言経』ではヤクシニーの名は明記されていないが、通常は、こ

こで召喚されるそれぞれのヤクシニーの名と、ヤクシニーに捧げるマントラが明記

されている。呪法を行う場所や供養に用いるもの等は、ヤクシニーの特徴や好み

に合わせて変化するようである。このサーダナでは上記の例のように、しばしば

布などにヤクシニーの姿を描くことが指示されている。例えば『文殊師利根本儀軌 

(Mañjuśrīmūlakalpa)』48) では、一々のヤクシニーの尊容が詳細に記されており、

これらのヤクシニーの中には、樹下に佇み、あるいは樹の枝や果実を手にする者も

あり 49)、古来の樹神としての性格を受け継いでいるように見える。

　行者は、マントラを唱えながらヤクシニーが姿を現すのを期する。夜半に、あるい

は夢中に、ヤクシニーは行者の前に現れ、行者に望みのものを尋ねる。そこで行

者はヤクシニーに自らの母、あるいは姉妹、妻となってくれるように請う。これによ

り彼女たちは行者の守護者となり、行者に様々な恩恵を施すのである。以上が仏
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リーティーとその子どもたちが、人さらいを止めて食物が得られなくなったために、

釈尊が僧衆に彼女たちのために食事を給するよう命じたことにより始まったという
39)。しかしながら、ハーリーティーが食厨で祀られたのは、おそらく、このヤクシ

ーが豊饒や食物を司る女神と考えられていたからではないだろうか。ヤクシーと食

物との関係は、後に確認するヤクシーの呪法においても確認でき、また、後世の

仏教説話の中では、ヤクシーが聖者の食事を賄う守護神として登場する例も見られ

る 40)。

　義浄はさらに、ハーリーティーの信仰に関して、病いを患う者や、子のない者が、

ハーリーティーに食物を供すれば、その病が治り、子が授かるといった利益がある

ことを述べている 41)。ハーリーティーの信仰は、仏教寺院の内部にあって、これら

の現世利益の願いを受け止める役割を果たしていたことがわかる。

　

六　ヤクシニーの呪法

　グプタ期 (320-550) 以降、ヤクシーの信仰は、ハーリーティーが一手に引き受け

ていったように見えるが、タントラ聖典が盛んにつくられるようになる八世紀頃より、

ヤクシーたちの信仰が再びクローズアップされてくる。ヤクシーの信仰は、中世の

タントラ世界を形成している様々な信仰形態の一つであり、仏教、ヒンドゥー教に

共通して見られるものである 42)。仏教、ヒンドゥーの各タントラでは、財福を司る

神的存在として「ヤクシニー (yakṣiṇī) 」43) が篤く信仰され、このヤクシニーたちの

グループが形成された 44)。

　中世のタントラ世界では、二元論的世界観に基づいて、男性原理と対になる

女性原理、男性神と対になる女性神が重要な役割を果たしており、女性原理であ

るシャクティ (śakti)、あるいは男性神の性的ヨーガのパートナーであるヨーギニー 

(yoginī) やダーキニー (ḍākinī) が、その教理や実践の体系の中で大きな役割を占

めている。ヤクシニーはこれらヨーギニーやダーキニーと、しばしば同一視されるこ

ともあるが、ヤクシニーの起源は、ヨーギニーやダーキニーのそれとは異なるもの

である。

　仏教、ヒンドゥー教のタントラ聖典の中で、ヤクシニーたちは、日常の資具や食物、

金銭を与える女神として登場する。美しい姿をし、デーヴィー (devī, 女神 ) とも称
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芸術表現であったであろうし、欄楯や門にヤクシーたちが配置されていることを鑑

みれば、彼女たちが仏塔を守護する役割を担っていたことも推察できる。仏塔の

遺構を飾るこれらのヤクシーたちは、おそらく、前述の『大会経』や『アーターナ

ーティヤ経』と同じ意図をもって、造形されたものと思われる。つまり、仏教が在

来の神 を々そのパンテノンの中に組み込んだことの造形的表現であったのであろう。

　また、仏塔信仰はそもそも、それ以前に存在したチャイトヤ信仰の一変形と考え

ることができ、この仏塔自体がヤクシャ・ヤクシーと密接な関わりを持っていたとい

える。仏塔は無仏時代より、釈尊のいわばシンボルとして機能してきた。蓮華や蔦

植物、樹木、ヤクシーといった充溢する生命力がこのシンボルを取り巻いているこ

とを鑑みれば、このシンボルが自然の生命力や豊饒を司る神々の信仰を受け継いだ

と考えることもあながち無理ではないだろう。それ故、仏塔は僧院の構成員ばかり

でなく、ひろく在家信者の礼拝対象と成り得たのではないだろうか。

　こうした仏塔の遺構を飾るヤクシーたちの作例は、しかしながら、三世紀以降、

インドではあまり見られなくなっていく。その一方、二世紀頃よりガンダーラ、マト

ゥラーを中心に造像されるようになったハーリーティーの信仰は、その後も広範囲

に流行し、東南アジア、東アジアにまで広がりをみせた。ハーリーティーは、しば

しばその夫、パーンチカ (pāñcika) とともに祀られている。このパーンチカは、ガ

ンダーラ地方を守護するヤクシャとされており 37)、クベーラやマニバドラ同様、財

宝を司る神と見なされていた 38)。ガンダーラにおけるハーリーティーとパーンチカの

夫婦神は、豊饒と富を司るイラン系の夫婦神、アルドクショー (Ardoxsho)とファッ

ロー (Pharro)と習合し [Misra 1981;78, Shaw 2006;127] 、当地の人々の信仰を集

めたようである。ガンダーラのハーリーティーの像は、しばしばアルドクショーの持

物、コルヌーコピアイ (Cornu Copiae, 豊穣の角 ) を手にしている。

　大きな胸をたたえ、乳飲み子を抱えた姿で表現されるハーリーティーは、ガンダ

ーラの作例では、ギリシア風に髪を編み上げた貴婦人の姿をしているが、マトゥラ

ーの作例では、胸をあらわにし、どっしりとした体形をしており、地母神を想起さ

せる。ハーリーティーは五百、千、一万ともいわれる子どもの母とされているように、

多産・豊饒と深い関わりを持ち、子産の神として信仰された。

　七世紀末にインドを訪れた義浄によると、西方の諸寺では門屋や食厨にハーリ

ーティーの像を祀り、僧衆が毎日、食物を供養していたという。この習慣は、ハー
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『白ヤジュルヴェーダ (Śukla-yajurveda)』36)

モノのように、取引をしよう。Śatakratu (i.e.Indra) よ、食物と力を。

私に与えれば、私は汝に与えよう、汝のものを私に贈れば、私は汝に贈ろう。

　インド世界における神や神的存在は、キリスト教にみられるような絶対善の存在

ではない。彼らは、一方向的に人間に働きかける存在ではなく、人間から働きか

けられ、人間と取引を行う存在である。ヤクシャ・ヤクシーは、豊饒と飢饉、富と

没落、治病と病いなどの現象の背後にあり、これらをコントロールする力を持つと

考えられていた。自然界にある様々な目に見えない力を、人々はこの神的存在に帰

したのである。ヤクシャ・ヤクシーに供物を捧げることによって、人々はその加護や

恩恵を期待し、また、その供養が正しく行われなわれないことによって、その災い

が降り掛ることを恐れたのである。

　仏教は、この恩恵と災いの神、ヤクシャ・ヤクシーの信仰を取り入れた際に、彼

らに善・悪、両方の役割を与えた。つまり、彼らがすでに仏教を信奉している状態

では「仏教を守護する善神」、いまだ仏教に改宗していない状態では「凶暴な悪鬼」

としての性格である。しかしながら、実際の信仰の場では、こうした意味付けとは

関わりなく、人々は依然として従来のヤクシャ・ヤクシーの信仰、特に豊饒や財福

といった恩恵をもたらす神としての信仰を保持していたように見受けられる。

五　ヤクシーの造像と信仰

　ヤクシーの彫像は、現存する最初期の仏教建築に既に見出される。シュンガ王

朝 (Śuṅga) の時代 (BC180-BC68) に建立されたバールフット (Bhārhut) の仏塔の

欄楯には、樹に手をかけるヤクシーの姿が見られ、同様に、仏塔の欄楯や門にヤ

クシーを配する作例は、サーンチー (Sāñcī,1C) や、マトゥラー  (Mathurā, 2C) に

も確認できる。これらヤクシーたちの豊満な肢体が示しているのはその豊饒性であ

り、また樹下に配され、樹神として表現されている彼女たちは生命力の象徴でもあ

る。

　釈尊の聖遺物を祀る仏塔の周囲に、なぜ、これらの艶めかしいヤクシーたちが

配されたのだろうか。これらの彫像は仏塔を荘厳し、そこを訪れる人 を々魅了する
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クシャたちは供養を得られなくなって、菩薩に対して怒りを抱き、雪山でヤク

シャの集会を開き、菩薩を殺害するために一人の獰猛なヤクシャを遣わした。

　

　この記述から、ヤクシャに対して、羊や山羊などが供えられていたことを知る

ことが出来るだろう。また、次にあげる「大スタソーマ王本生 (Mahāsutasoma-

jātaka)」の例では、樹神にクシャトリヤの生贄が捧げられているが、このような人

身の供犠が実際に行われていたかは不明である。この説話は、一度食べた人肉の

味が忘れられず、人食鬼となって、国を追われたカーシー国の王をめぐる物語であ

る。このカーシー国の王の前世はヤクシャであったために、人肉への異常な執着を

示すようになったとされている。人さらいの途中で負傷した彼は、傷の平癒のために、

樹神に対して百一人のクシャトリヤを生贄に捧げる誓いを、次のようにたてている。

『ジャータカ』「大スタソーマ王本生 (Mahāsutasoma-jātaka)」33)

人喰いはニグローダ樹の根元に帰り、若枝の間に入り込んで坐って、「樹の女

神よ、もしあなたが七日の間にこの傷を治癒してくれることができたら、全ジ

ャンブディーパ中の百一人のクシャトリヤの喉の血でもって貴女の樹の幹を洗

い清め、臓物で取り巻いて、五種の美味な肉で供養を行いましょう」と誓い

をたてた。

　以上の諸例において、樹神あるいはヤクシャへの供養は「バリ供養 (balikamma) 

」として言及されている。このバリ供養は、通常、ブータ (bhūta) 等の様々な霊的

存在などに捧げられる供養として規定されている 34)。『マヌ法典 (Manusmṛti)』で

は、このバリ供養が、ブラフマン、神 、々祖霊への供養とともに、家長に課せられ

る義務として言及されているが 35)、ここで確認した諸例に見られるのは、交換ある

いは取引の手段としての供養のあり方である。人々が神々に供物を捧げれば、か

わって神々は人々に恩恵を与えてくれる。古代インド人は人間同士の取引の延長上

に、神や神的存在との取引を考えていたように見える。例えば、『白ヤジュルヴェー

ダ (Śukla-yajurveda)』では「buy and sell, barter , trade」を意味する √vikrīとい

う動詞を用いて、神と人との取引を次のように説明している。
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村の人や町の人の崇拝している樹で、王家から常に供物をうけている吉祥なサ

ーラ樹であった。それで王のところへ行って、このことを告げた。王は「王苑

で樹が見つかったか、では行ってそれを伐ってまいれ」と命じた。彼らは「か

しこまりました」といって、手に香や華鬘などを持って御苑に行った。香にひ

たした五指でその樹に印をつけて、紐を巻き付けて、花束を結びつけ、燈火

を点じ、供物を捧げて供養し、「今から七日後に私たちはやって来て樹を伐る

でしょう。それは王様のご命令なのです。この樹に棲んでいらっしゃる神様は

どうか他の所へ行ってください」と言って聞かせた。

　以上の記述から、樹に宿る神が土地の人々から崇拝され、供養をうけていた様

子を知ることができる。そして樹神に「引っ越し」をお願いする場合には、その怒

りを買わないよう、香、華、供物が供えられ、それ相応の供養が行われたことが

わかる。ここでは、肉食の供物は供されていないが、これらの樹神はしばしば肉

食を好むと考えられていたようであり、魚や肉、酒などの供物が捧げられていた例

も見られる。「豺本生 (Sigāla-jātaka)」は、バナラシの祭りの日に、人々がヤクシ

ャに魚や肉、酒などの供え物を捧げていたことを次のように説いている。

『ジャータカ』「豺本生 (Sigāla-jātaka)」31)

その昔、ブラフマダッタ王がバラナシで国を治めていた時、菩薩は屍林の樹神

としてお生まれになった。その時バラナシで祭りがあり、人々は「ヤクシャに供

物を供えよう」といって、広場や街路を始め所々に魚や肉等を撒き、鉢に多量

の酒を入れて置いた。

　次にあげる「鉄槌本生 (Ayakūta-jātaka)」は、過去世においてブラフマダッタ

王の王子として生まれた菩薩が、バナラシの人々に動物の供犠を止めさせようとし、

これに反発したヤクシャたちが、菩薩を殺そうと企てる物語である。

『ジャータカ』「鉄槌本生 (Ayakūta-jātaka)」32)

その頃の人は神の崇拝者で多くの羊や山羊などを殺し、デーヴァターに供養

をしていた。菩薩は「生物は殺してならない」と太鼓を叩いて触れ回った。ヤ
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ものであったと解釈できるかもしれない。

四　恩恵と災いの神

　以上のヤクシャ・ヤクシーの善・悪、両義的な神格をいかに理解するべきである

のか。彼らはそもそも凶暴な鬼神であったが、仏教に取り込まれ、善神と見なされ

るようになったのだろうか。それとも逆に、そもそも善神であったが、非仏教由来

の神であったが故にその凶暴な性格が強調され、鬼神と見なされるようになったの

だろうか。

　おそらく、答えはそのどちらでもないだろう。ヤクシャ・ヤクシーは本来、恩恵の

神とも災いの神ともなりうる存在なのであり、彼らにもともと善・悪の性格が具わっ

ていた訳ではない。ヤクシャ・ヤクシーに善・悪の性格を付与したのは、まさに仏

教やジャイナ教、ヒンドゥー教といった諸宗教であったのである。

　前述の「蓮華本生」の例において、ヤクシーは「ルッカ・デーヴァター」 と呼ば

れる樹神とされており、また、スーチローマやアーラヴァカは、特定の土地に住う

ローカルな存在として描かれていた。ヤクシャ・ヤクシーは、村や森、あるいは屍

林の聖樹などに宿り 28)、その土地に住う人々に祀られる神的存在であった 29)。人々

が正しく供物を捧げて、供養する限りにおいて、ヤクシャ・ヤクシーは加護や恩恵

を与え、供養が正しく行われない場合は、災いをもたらしたのである。

　古来の樹神やヤクシャの祭祀については、『ジャータカ (Jātaka)』がいくつかの

情報を提供してくれる。これらの記述から、仏教に取り込まれる以前のヤクシャ・

ヤクシー信仰のあり方を垣間見ることができる。

　「バッダサーラ樹神本生 (Bhaddasāla-jātala)」は、樹神としての菩薩の過去世

を説いた本生譚である。菩薩は、昔、ブラフマダッタ王の御苑に祀られるサーラ樹 

(sāla-rukkha) に宿る神として生を受けていた。ブラフマダッタ王が宮殿を支える柱

を求めていたところ、大工たちがこのサーラ樹に目をつけ、この樹を伐採しようとす

る。そのくだりが、以下のように説かれている。

『ジャータカ』「バッダサーラ樹神本生 (Bhaddasāla-jātaka)」30)

大工たちは御苑へ行って、よく伸びて真っ直ぐな一本の樹を見つけた。それは
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様々なヴァリエーションが収められている 25)。以下は、元魏 (386-534) の時代に、

吉迦夜と曇曜が編纂した『雜寶藏經』(472 年 ) に収められるヴァージョン、「鬼子

母失子緣」26) の内容である。

　ハーリーティーは、パーンチカ・ヤクシャの妻であり、一万の子があった。その

一番末息子の名をピンガラといった。ハーリーティーは凶暴であり、子どもたちを取

って食うことを常としていた。人々はこの災いに大いに心を悩ませて、世尊に相談し

た。世尊は人々の相談をうけて、ハーリーティーの子、ピンガラをさらい、鉢の中

に隠した。ハーリーティーは、ピンガラの姿が見えず、苦悩し、七日間、子を探し

まわったが、ピンガラの姿は見えなかった。途方に暮れたハーリーティーは、一切

智者である世尊のもとを尋ね、子どもの所在を問うた。世尊がハーリーティーに告

げて言うには、「おまえは一万の子があるのに、なぜ一子を失っただけで、そのよ

うに憂いているのか。世間の人はただ、一人から十五人ほどの子があるのみであり

ながら、おまえが殺してしまっているというのに」と。ハーリーティーは、世尊に「も

しピンガラをとりもどすことができたら、この先、人の子を殺しません」と誓った。

そこで世尊は、鉢の下のピンガラを見せて「おまえが三帰五戒を受け、不殺生を守

るなら、子を帰してやろう」といった。そこでハーリーティーは、世尊の言葉に従い、

三帰五戒を受け、子を帰してもらった。

　以上のように、ハーリーティーは釈尊の教導によって、血なまぐさい食習慣を捨

てるに至ったとされるのである。上記の『雜寶藏經』のヴァージョンでは、この食

習慣が彼女のヤクシーとしての属性に帰せられているようであるが、『根本說一切有

部毘奈耶雜事』のヴァージョンでは、ヤクシーとしての属性ではなく、彼女の前世

の誓願によるものとされており、ヤクシャ・ヤクシーは、土地の人 を々守護する尊貴

な存在として描かれている 27)。しかしいずれにせよ、釈尊の巧みな方便により、ハ

ーリーティーの凶暴な食習慣が改められ、彼女が不殺生を守るようになったという

ことが、この物語の主眼とするところである。

　ハーリーティー (Hārītī) の名は動詞の √hṛ ( 奪う ) から派生した語であり、子

どもを奪い去る天然痘などの疫病を神格化したものではないかと指摘されている

［Misra 1981;75-76, Shaw 2006;117-118］。この説に従うとすれば、ハーリーティー

の説話は、疫病など、子どもの命に関わる事象を司る女神の信仰を仏教が取り入

れた際に、この女神を仏教のパンテノンの中に位置づけることを目的として成立した
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ュラパーニは、釈尊のボディガードであるが、その教えに従わない者の頭を粉砕す

る凶暴なヤクシャでもある。これらのヤクシャは、仏教を信奉する存在として描か

れていると同時に、人々に危害を加え、恐怖を与える存在としても描かれているの

である。

三　人喰いヤクシーの物語
　

　人肉を喰らう凶暴な鬼神としてのヤクシャやヤクシーのイメージの形成に大きな

影響を与えたのは、南、東南アジアに広く流布した「天馬本生 (Valāhassa-jātaka)」
24) の説話であろう。この説話はシュリーランカ島のシュリーサットヴァという街を舞

台としており、天馬としての菩薩の過去世を説くものである。

　ヤクシーが住うシュリーサットヴァでは、難破船が漂着する度に、ヤクシーたちが、

難破した商人をその美しさで魅了し、自らの夫としていた。そして新たな難破船が

漂着すると、ヤクシーたちは彼らを鎖で縛り、人喰い屋敷に投げ込んでは喰らって

いた。あるとき、五百人の商人が難破して、シュリーサットヴァに漂着した。ヤクシ

ーたちは彼らを魅了して、めいめいの夫とした。あるとき、商主の男は、彼女たち

がヤクシーであることに気がつき、他の商人たちにこのことを告げた。商主の男が、

ヤクシーの街から逃れようと、その方法を模索していたところ、天馬として生を授

かっていた菩薩に出会った。菩薩は、商主と彼の忠告に従った二百五十人の商人を、

威神力をもって人間の街へと運んだ。しかしながら残る二百五十人は妻への愛情

からヤクシーの街にとどまることを選んだ。ヤクシーの街にのこった二百五十人は、

果たして、次の難破船が漂着したときに、みな食い殺されてしまった。

　この説話は、女性への愛着に捕らわれた比丘に対して、釈尊が愛欲のもたらす

過失を説明するために説いたものである。ここで、ヤクシーたちの魅力的な容貌と

凶暴な性質は、女性一般の象徴として描かれている。このように女性形のヤクシー

は、仏教説話の中では、善神として登場するよりも、男性を惑わす人喰い鬼として

登場することの方が多い。

　これら人喰いヤクシーが登場する説話の中で最もよく知られているのは、ハーリ

ーティー (Hārītī, 鬼子母神 ) の物語であろう。ハーリーティーの仏教改宗の物語は

北伝仏教の中で好んで取りあげられた題材であり、漢訳の大蔵経にはこの物語の
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別名でも知られており、四方を守護する四天王の一人として、また財宝を司る神と

して、信仰されてきた。仏教ではこの他にも「クンビーラ (Kumbhīra, 金毘羅 )」18)

や「マニバドラ (Maṇibhadra)」19) などのヤクシャの大将が知られている。また「ヴ

ァジュラパーニ (Vajrapāṇi, 金剛手 )」は、手にしたヴァジュラによって、釈尊に従

わない外道や非人たちを懲らしめる、釈尊のボディガードとして知られている 20)。

　これらの著名なヤクシャの他にも、南伝の仏典には、固有名を有するヤクシャ・

ヤクシーたちが大勢登場している。例えば、スーチローマ (Sūciloma) は、ガヤー

村 (Gayā) のタンキタ石床 (Taṃkita-mañca) に住うヤクシャであり、「スーチローマ

経 (Sūcilomasutta)」等 21) の中で釈尊の対話者となっている。その名前「Sūci 針

＋ loma 毛」が示すように、針毛を有する凶暴なヤクシャであり、その身体を釈尊

に近づけて、次のように釈尊を脅すのである。

『スッタニパータ』「スーチローマ経 (Sūcilomasutta)」22)

沙門よ、私はおまえに質問しよう。若し私に説明することができなければ、汝

の心を乱してやろう、汝の心臓を破ってやろう、汝の両脚を取ってガンジス河

の彼岸に投げてやろう。

　他の経典中に対話者として登場するバラモンたちのように、スーチローマ・ヤクシ

ャも、もとは非仏教徒であったが、釈尊との対話を通じてその教えに感服するので

ある。またアーラヴァカ (Ālavaka) はアーラヴィー (Ālavī) に住うヤクシャであり、

スーチローマ同様、釈尊を脅かす凶暴なヤクシャであったが、釈尊の教えに感服し、

仏法に帰依することを誓っている。

『スッタニパータ』「アーラヴァカ経 (Ālavaka-sutta)」23)

実に私のために、仏はアーラヴィーに来たもうた。この私は今日、布施が大い

なる果をもたらすことを知解した。私は今より村から村へ町から町へ遊行しよう。

正覚者と彼によって説かれたその法を称賛しつつ。

　スーチローマやアーラヴァカは、人 を々脅し、恐怖させるヤクシャであるが、釈尊

の対話者となり、その教えを信奉する神的存在でもある。また、先にあげたヴァジ
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は「わたしは汝に仕えない。われらは汝の使用人ではない。比丘よ、自ら励み、善

趣に生まれる道を求めよ」と語るのである。

　ヤクシャ・ヤクシーはまた、仏教を守護する神 と々ともに登場している。例えば、『大

会経 (Mahāsamaya-suttanta)』では、釈尊に見えようと迦毘羅城の大園林に参集

するデーヴァターたちの筆頭にヤクシャ衆が登場する。

『大会経 (Mahāsamaya-suttanta)』15)

天衆がやってきた。比丘等よ、彼らを知るべきである。その彼らを私は偈頌

により、順序正しく汝等に宣べよう。カピラヴァストゥの七千のヤクシャ、神通

を具え、光明を有し、美しい姿をし、名声がある彼らは、比丘衆の集う園林に、

歓喜しつつ進み来る。

　『大会経』は、カピラヴァストゥの園林に住する釈尊のもとに参集したデーヴァ

ターたちの名を、釈尊が比丘衆に説いて聞かせるという、少々変わった内容をも

った経である。この経は仏の教えを説くのではなく、これらデーヴァターたちの

名を説くことを目的としているのである。ここに登場するデーヴァターたちは、上

記のカピラヴァストゥのヤクシャ衆をはじめ、雪山 (Hemavat) のヤクシャ衆、 サ

ーター山 (Sātāgira) のヤクシャ衆、 ヴェーサーミッタ (Vessāmitta) のヤクシャ

衆、ラージャグリハのクンビーラ (Kumbhīra, 金毘羅 ) とヤクシャ衆、そして 持国

天 (Dhataraṭṭha) とガンダルヴァ衆、増長天 (Virūḷha) とクンバンダ衆、広目天 

(Virūpakkha) とナーガ衆、多聞天 (Kuvera) とヤクシャ衆、六十の諸天、インドラ、

ブラフマンなどであり、在来の信仰から仏教に取り込まれた神々である。

　これらの諸天の名の一部は『アーターナーティヤ経 (Āṭānāṭiya-suttanta) 』にも

説かれている 16)。そこでは仏教を信奉するこれらヤクシャたちの名を称えることによ

って、仏教を信奉しない凶暴なヤクシャたちがもたらす災いを防ぐことができると説

かれている 17)。『大会経』や『アーターナーティヤ経』は、仏教に取り込まれた在

来の神々を、仏教の守護者としてそのパンテノンの中に位置づけるための経であっ

たといえる。

　『大会経』や『アーターナーティヤ経』に登場するヤクシャの大将、「クベーラ

(Kuvera)」は、「ヴァイシュラヴァナ (Vaiśravaṇa, 毘沙門天あるいは多聞天 )」の
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(Cūḷataṇhāsaṅkhaya-sutta)』6) や『本生経 (Jātaka)』7) では、帝釈天を「yakkha」

と称する例がみられ、『ウパーリ経  (Upāli-sutta)』8) には、仏を「yakkha」と表現

する例もみられる。この他『スッタニパータ (Suttanipāta)』では、「yakkha」の語が、

以下のように人間存在や精神を言い表している例も見られる。

『スッタニパータ』「スンダリカ・バーラドヴァージャ経 (Sundarika bhāradvāja-

sutta)」 9)

迷妄にもとづいて起る障りは何ら存在せず、一切諸法に対する知見があり、最

後の身体をもち、吉祥なる無上正覚に達する。これによってyakkha は清らか

になる。如来は供養に値する。

『スッタニパータ』「小集積経 (Cūlaviyūha-sutta)」10)

この世における或る賢者たちは、「この状態こそが yakkha の最上の境地であ

る」とわれらに語ります。あるいはまたこれより他のものを説くのでしょうか。

　以上のように、パーリ語の「yakkha」は、古くは聖なる存在一般を指し示してい

たのであり、このことはヤクシャの性格の多様性を理解する上で、重要であるよう

に思われる。

　南伝の仏典では、この語は通常、より狭義の意味で用いられている。男性形の

「yakkha」、あるいは女性形の「yakkhī」は、多くの場合、特定の神的存在のグル

ープ、あるいはその個体を表している。彼らは光り輝く身体を有し 11)、あるいは姿

を隠し 12)、不思議な力を持つ神的存在であり 13)、「デーヴァター (devatā、神的存

在 )」とも呼ばれている。彼らは現在イメージされるよりも、しばしば高貴な存在と

して描かれている。

　例えば、「蓮華本生 (Bhīsapuppha-jātaka) 」14) に登場するヤクシーは、樹に住う

女神であり、「ルッカ・デーヴァター (rukkha 樹 +devatā 神的存在 )」 と呼ばれて

いる。彼女は蓮華の花の香りを嗅いだ菩薩を「香盗人」と非難し、この不条理な

非難に抗議をした菩薩に対し、浄心をこころがける者はたとえ微小な欲望であって

も注意を払わなければならないと教え諭している。菩薩はヤクシーに、今後もこの

ようなことがあれば、自分の過失を指摘するよう、請い願うのであるが、ヤクシー
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来すると考えられている。つまり、ヤクシャの語源には、供養すべきもの、聖なるも

の、あるいはその姿をすばやく移動させるものといった意味が含まれている [Misra 

1981;9-10]。「yakṣa」の語自体は、古くはヴェーダ聖典に現れていることが指摘さ

れており、この語は、何かしら不思議な現象や存在を示す言葉として用いられてい

る。 [Coomaraswamy 1980; 5, Misra 1981;12] 

　また、ヴェーダ聖典において、ヤクシャ (yakṣa) の語はしばしば中性形で用いら

れている。これはこの語が、特定の個体やグループを指すのではなく、不思議な

現象や存在一般を指し示していたことを示唆している [Misra 1981;18]。ヤクシャの

語が、現在のように、特定の神的存在のグループ、あるいはその個体を指し示す例

が現れるのは、アタルヴァヴェーダ、ブラーフマナ、ウパニシャッド等が成立したヴ

ェーダ後期の時代になってからである。この時代には、ラークシャサ、ガンダルヴァ、

アスラ、キンナラなども、ヤクシャと同様、特定の神的存在としての概念を確立して

きたという [Misra 1981;19-20]。重要なことは、特定の個体やグループとしてのヤク

シャの概念が確立してくると同時に、チャイトヤ (caitya) 供養の事例が見出される

ようになったことである。『アーシュヴァラーヤナ家庭経 (Āśvalāyana-gṛhyasūtra)』
4) は、チャイトヤ供養について言及しており、また『マーナヴァ家庭経 (Mānava-

gṛhyasūtra)』5) はヤクシャや他の神的存在への供養について言及している。[Misra 

1981; 20]

　仏教では「チャイトヤ (caitya) 」といえば仏塔や祠堂を意味するが、この語は本来、

神的存在の依代となる場所、具体的には壇、塚、聖樹などを意味した。ヤクシャは、

このチャイトヤに宿る神的存在であり、人々はチャイトヤに供養を捧げることによっ

て、この目に見えない神的存在の加護や恩恵を期待した。仏教における仏塔信仰は、

それより以前に存在した、こうしたチャイトヤ信仰の一変形として見なし得るかもし

れない。

二　ヤクシャ＝デーヴァター

　さて、初期の仏典においても「ヤクシャ (S:yakṣa, P:yakkha)」の語が、特

定の神的存在の個体やグループを指すのではなく、ヴェーダ文献における用

例同様、聖なる存在一般を意味している例が散見される。 南伝の『愛尽小経 
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はじめに

　仏教に対する一般的なイメージといえば、空の教理や出家主義に代表される、

ある種ニヒリスティック、現世否定的なものではないだろうか。それを視覚的に表

現するならば、禅宗の寺院空間に見られるような、水墨画や枯山水の世界が相応

しい。ところが、インドや東南アジアの仏教遺跡を訪れてみると、そこには枯山水

の世界とはほど遠い光景がしばしば展開している。最も驚かされるのは、ヤクシー 

(yakṣī)1) やデーヴァター (devatā)2) たちの艶めかしい彫像の数々である。

　ヤクシーの彫像は、現存する最初期の仏教建築に既に見出される。シュンガ王

朝 (Śuṅga) の時代 (BC180-BC68) に建立されたバールフット (Bhārhut) の仏塔の

欄楯には、樹に手をかけるヤクシーの姿が見られる。村の聖樹などに祀られ 3)、土

地の人々に信仰されていたヤクシャとヤクシーは、仏教説話の中では、仏教を守護

する善神とも、人を喰らう鬼神ともされている。また、仏教の歴史の中では、豊饒

や財福をもたらす存在として信仰されてきた。

　本稿では、仏教におけるヤクシャ・ヤクシーの神格を分析するとともに、現世否

定的な教理を有する仏教の中で、豊饒や財福をもたらすヤクシーの信仰がどのよう

に実践されてきたのか、そしてその信仰が仏教の中でどのように位置づけられたの

かを考察していくことにしよう。

一　ヤクシャ (yakṣa) の語源　

　ヤクシャ (yakṣa) の語源については諸説あり、動詞の√ yaj ( 供養する、供犠を

ささげる ) 、あるいは (pra-)√yakṣ ( あがめる ) 、√yakṣ ( すばやく移動する ) に由

　　　　  ヤクシー信仰　　　 
　　  ─豊饒と財福の女神─

山 野 智 恵
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所属寺院・僧侶が伝道活動を行うに当たり、求められるサービス

を開発・提供すること

・支援サービス収入

宗派として新規顧客開拓（寺院＜他宗派寺院、単立寺院、新規寺

院＞、僧侶＜僧侶を志す一般人＞）を行うこと

・所属僧侶数

・賦課金収入

なお、“のれん” 価値は一見、檀信徒を直接に対象としているようにも見え

るが、包括宗教法人としての “のれん” 価値が高まれば、それだけ被包括の

一般寺院・僧侶の業務執行がスムーズになり、その顧客である檀信徒（既存・

新規）の満足度の向上にもつながる。その点で、宗派は檀信徒（既存・新規）

の認知において高まった “のれん” 価値を包括する寺院・僧侶に対して供与

する役割を担っていると言えよう。

4.	 まとめ

以上、日本の伝統仏教における一般的な宗派（包括宗教法人）と檀家寺（被

包括宗教法人）の関係、そしてそれぞれの運営上の課題について概観した。

今後、これらの課題を題材として研究を進めて行きたい所存である。本稿は

浄土真宗本願寺派を例としており、また一般的な宗派と末寺の普遍的な関係

性を一様に定義することは不可能であると言ってよいが、多くの点は伝統仏

教宗派一般にも当てはまるのではないか。

本稿が実際の寺院運営現場の分析における一つの指針となれば幸いである。 
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からの関係性が双方において明確に意識されていないことが、そのひとつに

挙げられる。そのために、お互いの期待のすれ違いがしばしば発生すること

となる。

図表　浄土真宗本願寺派における宗派と末寺の関係性

顧客 事業

包括宗教法人

（例：浄土真宗本願寺派）

僧侶・寺院

（既存・新規）

僧侶・寺院が業務を行うにあたり必要な

支援を行うこと

被包括宗教法人

一般寺院

檀信徒

（既存・新規）

伝道活動（新規檀信徒の獲得、ならびに

既檀信徒のコミットメントの強化拡大）

包括宗教法人たる浄土真宗本願寺派の経営的な視点からの直接的な役割を

「浄土真宗本願寺派に属する僧侶・寺院の伝道活動を支援すること」であると

すれば、その役割を具体的に示すなら、下記の３項目に開くことができよう。

・　所属寺院・僧侶のターゲットとする既存顧客・潜在顧客における「浄

土真宗本願寺派」の “のれん”（ブランド）価値を高めること

・　包括する寺院・僧侶が伝道活動を行うに当たり、求められるサービス

を開発・提供すること

・　宗派として新規顧客開拓（寺院＜他宗派寺院、単立寺院、新規寺院＞、

僧侶＜僧侶を志す一般人＞）を行うこと

これらの役割を数値的な業績評価指標と結びつけることによって、具体的

な成果の出せる組織設計を行うことも可能である。包括宗教法人としての伝

統仏教宗派における業績評価指標に関する筆者の試案を下記に示す。

図表　包括宗教法人としての伝統仏教宗派における業績評価指標（試案）

役割 業績評価指標

所属寺院・僧侶のターゲットとする既存顧客・潜在顧客における

宗派の “のれん” 価値を高めること

・“ のれん ” 価値

・賦課金収入
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図　浄土真宗本願寺派の組織図

（２０１１年現在　浄土真宗本願寺派　公式ホームページより）

 

包括宗教法人浄土真宗本願寺派はその目的を「この宗門は、親鸞聖人を宗

祖と仰ぎ、門主を中心として、宗制を遵守する個人及び本山、寺院、教会そ

の他の団体を包括し、浄土真宗の教義をひろめ、法要儀式を行い、僧侶、寺

族及び門徒その他の信者を教化育成し、他力信仰の本義の開顕（かいけん）

に努め、人類永遠の福祉に貢献することを目的とする。」と規定している。こ

れは文言から明らかに、包括する 32,316 名の僧侶と 10,276 の寺院（2011

年 6 月 17 日現在）の活動を含めた宗門全体の目的を広く定義したものと考

えられる。その上で、さらに包括宗教法人と被包括宗教法人の役割を区別す

るならば、包括宗教法人たる浄土真宗本願寺派の経営的な視点からの直接的

な役割は「浄土真宗本願寺派に属する僧侶・寺院の伝道活動を支援すること」

に集約されるであろう。

3.2 宗派の運営における諸課題

宗派の運営における課題は業務の効率性などさまざまなものがあるが、中

でも大きな問題は、宗派とその直接的な顧客（所属寺院）との経営的な視点
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２０１１（平成２３）年６月１７日現在 

＜註＞ この図表は、宗門の機構を一覧表として図示することを目的とし

たもので、厳密な法規的関係を明示することを企図したものではな

いから注意されたい。 
｢門主は、法灯を伝承して、この宗門を統一し、宗務を統裁する｡」

宗法６条 とあり、また、宗教法人法による包括・被包括の関係を

示すという立場での図表である。 
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からも確立されているのに対し、個人顧客に関してはその市場自体 の成長が

見込まれるものの、事業モデルのスタンダードは確立されておらず、無料サ

ービスの域を出ない。唯一、個人顧客向けに経済的に成り立っているのは、

永代供養墓等を縁とする個人向けの供養サービスであろうか。それとて旧来

の家顧客向けの先祖供養サービスの延長線に位置するもので、伝統仏教寺院

が「供養産業」の殻を破り宗教としての力を取り戻す起爆剤となるわけでは

なかろう。サービス領域の拡大も寺院運営における大きな検討課題であると

言える。

3.	宗派（包括宗教法人）としての伝統仏教教団

3.1	宗派の運営形態

伝統仏教宗派における包括宗教法人と被包括宗教法人の関係はコンビニエ

ンスストアのフランチャイザーとフランチャイジーの関係に近い。本稿で例

として取り上げる浄土真宗本願寺派は 2012 年 4 月より本山本願寺と宗派が

分離運営されることとなっている。これまで宗門全体の崇敬の中心である本

山本願寺（単位宗教法人）と、宗門の行政機能を担う浄土真宗本願寺派（包

括宗教法人）が図のような組織構造をもって一体的に運営されてきたが、こ

の度の改革により尊崇の中心対象としての本山（信者からの布施によって成

り立つ）と一般寺院や僧侶の役所としての宗派（所属寺院から収められる賦

課金によって成り立つ）に分離されたわけである。本山本願寺と包括宗教法

人浄土真宗本願寺派が切り離されるということは、これまで本山が明確な区

分なく行ってきたすべての業務のうち、新・本山本願寺は直接に一般門信徒

を対象とする業務を引き継ぎ、包括宗教法人浄土真宗本願寺派はその顧客を

僧侶・寺院とする業務を行うこととなる。
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を新宗教に奪取されてしまったという例は枚挙にいとまがない。寺院の立場

からすると、寺檀関係の維持をそのまま信仰の維持と受け止めることは、非

常に危険であると言える。

宗旨替えを想定していないことは、家顧客を増やすことに関しても当ては

まる。檀家寺では、檀家が増える契機として他宗教の信者を積極的に「教化」

して自宗の信者とし、寺檀関係を結ぼうという意識が希薄である。あたかも

所属する宗教宗派というのは生まれながらにして決まっており、自らの意志

で選ぶものではないかのような捉え方である。新規顧客開拓においても、た

とえば浄土真宗本願寺派の寺院は、生まれた家の宗教が浄土真宗本願寺派で

ある人のみを対象として行うことが前提とされている。宗教宗派の選択が個

人の主体的な意志によってなされるものであると考えられていない点もまた、

伝統仏教寺院が個人の宗教的拠り所であることよりも家単位の先祖供養儀礼

執行者であることが先に来てしまっていることを物語っている。

2.4	檀家寺の運営における諸課題

檀家寺と一口に言っても、個々の寺院によって地域社会・規模・リソース

などは異なっており、ミッションを一義的に定義することはできない。檀家 

寺のミッションは檀家寺の数だけ存在すると言っても過言ではない。それぞ

れの寺院に適当な業務成果評価のための指標を考えることは大きな課題であ

る。その際、公益法人の一形態である宗教法人という社会的位置付けにもと

づいた公益性の高い組織作りが課題となることも、もちろん忘れてはならな

い。

また、檀家寺は二種類の顧客を持つことを見てきたが、寺院運営に対する

財的貢献において、家顧客に対して個人顧客の占める割合が非常に少ないこ

とが分かる。そのことは、『浄土真宗本願寺派　第９回宗勢基本調査』におい

て寺院の収入に関して法務（仏事）に対する布施収入のみが議論されている

ことからも明らかである。今後は寺院収入の多角化も課題となるだろう。

しかし、家顧客に対しては先祖供養にまつわる事業モデルが経済的な観点
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光明寺においては図らずも、家族顧客の構成員ではない一般人が神谷町オ

ープンテラスという場を通じて個人顧客として縁を結ぶということが発生し

たことにより、二種類の顧客種別が明らかになった。しかし、一般的な檀家

寺の運営においてはほとんどの場合、さまざまなサービスが対象とする顧客

の単位を考慮せずに提供されており、漠然と「檀家」という言葉で顧客をひ

とくくりにされている。

「個人単位」の顧客が想定されていないために、寺院側としてもそのような

人をお寺としてどう位置づけるか迷うこととなる。初めての人がお寺に来れ

ば、最終的には「檀家になるか、ならないのか」を問わざるを得ない状況、

それが顧客のニーズに合致しているかどうか、検討の必要があろう。

さて、家単位の顧客（以下、家顧客）と個人単位の顧客（以下、個人顧客）

を分けて考えたとして、現在の檀家寺一般が抱える課題とはどのようなもの

であろうか。

家顧客について、長期間にわたり檀家制度に慣れ切った檀家寺においては、

家顧客というのは基本的に不動のものであり、引っ越しでもしなければ増え

ることも減ることもないという前提で捉えられていることが少なくない。

檀家が離れる契機としては、家族が途絶える、家族が丸ごと遠方へ移住する、

などのことが想定されているのみであり、注目すべきは、家族の主たる意思

決定者が自らの意志で菩提寺を離れるということが考えられていないという

ことである。つまり、基本的に宗旨替えは起こらないと考えられている。

また、宗旨替えにおいてもうひとつ注目すべきは、家族の構成員の誰かが

別の宗教に入る、場合によっては家族が皆別の宗教に帰依したとしても、家

顧客との寺檀関係は維持されうるということである。家単位に対する仏事と

いうサービスを提供することによって寺檀関係が成り立っている家顧客にお

いては、極端なことを言えば個人単位での宗教は不問とされる。これも、伝

統仏教の事業形態が宗教よりも供養儀礼カテゴリーに近いことを示唆してい

る。

伝統仏教寺院が家顧客との寺檀関係を、そのまま宗教的関係と錯覚してい 

るのを横目に、寺檀関係が維持されているにも関わらず、宗教としての関係
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図表　光明寺における顧客別コミュニケーション分類

 一般的な檀家寺におい

ては、このような個人顧

客は想定されておらず、

「檀家」や「門徒」といっ

た呼び方のもと家単位で

顧客を把握するのが通常の仕方である。檀家という地位が先祖代々から引き

継がれるものであると想定されている以上、一つの家の中で各構成員が別の

寺に所属することは考えられない。

しかし、だからとって一般的な檀家寺において個人顧客が存在しなかった

かといえばそうではない。たとえば家族顧客としての檀家のうち、構成員の

一人である家族（主として年長者）が、一人でお寺の法話を聞きに行くこと

や住職に相談事をしに行くことは一般的である。その場合、家族顧客の一構

成員が個人顧客としてお寺のサービスを受けているわけだが、それはあくま

でも家族顧客という地位に付随する無料サービスのようなものである。言い

換えると、一般的な檀家寺における個人顧客はあくまでもいずれかの家族顧

客の構成員であることが前提である。

図表　光明寺における顧客とサービスの分類

家単位の顧客に対するサービス 仏事（法事・葬儀・月忌参り等）

墓苑の護持　等

個人単位の顧客に対するサービス 仏教を学ぶ場（仏教講座）

寛ぎの場（オープンテラス）

相談の場（テラスおもてなし）

サークル活動の場（仏教青年会）

社会貢献の場（各種ワークショップ）　等
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墓の人気である。顧客の意識の大きな変化が起こっている。

また、公益法人としての寺院に対する期待と要請も高まっている。社会と

の関わりを積極的に持つことを志向するエンゲイジドブディズム運動が隆盛

し、閉じた寺から開かれた寺へと変革を望む声が高まる中、既存の檀家だけ

を相手にする寺院のあり方に疑問も投げかけられている。

2.3	檀家寺の運営モデル

東京神谷町にある浄土真宗本願寺派光明寺では、「神谷町オープンテラス」

として、周辺で働くビジネスマン・ウーマン向けに平日の日中、境内の一角

を開放し、飲食物の持ち込みを許可し、寛ぎの空間を提供している。気温の

冷え込む冬期を除き、平均 70 〜 80 人の来訪者が思い思いに過ごす憩いの場

となっている。

このスペースを管理しているのは “店長” の木原健氏。2005 年の企画立ち

上げ時からスタッフとして関わり、2009 年には同寺所属の僧侶として得度（僧

籍取得）もした。ランチタイムに読経を行い、希望者にはお茶やお菓子での

おもてなしサービスや、相談者には傾聴も行うなど、光明寺と一般の人とを

結ぶ縁づくりを担っている。これらのサービスは無料で行われるが、お参り

のしるしとして “お気持ち”（賽銭）を残していくことが奨励される。

「お寺カフェ」としての場だけでなく、音楽会やヨガ教室を開くなど、イベ

ント等も定期的に開催し、話題を生み出し続けている。また、光明寺ではこ

のスペースにおける大勢の人の流れを活用し、今後の運営にいかすべく寺院

に関するアンケートを実施している。

これらの取り組みを通じて見えてきたのは、光明寺における二種類の顧客

種別である。葬儀や法事など仏事を通じて家族単位で価値を提供するのは「家

族顧客」であり、イベントやおもてなし、個別面談などを通じて価値を提供

するのが「個人顧客」である。このような顧客種別が明らかになった光明寺

では、それぞれに対して望ましい関係を構築するために必要な運営の枠組み

を模索している。
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いわば小規模な家族経営法人としての側面も持つようになった。一般企業で

もコンプライアンスが重視される中、公益法人でありながら実質的に寺族が

財産を相続するような檀家寺のあり方は批判の対象となっており、寺院の公

益性に疑問を呈するひとつの根拠となっている。

また、少子高齢化に伴い日本の人口構造は大きく変わっており、2011 年に

日本人の人口が初の減少に転じたことは象徴的である。現在６０歳前後にあ

る団塊世代がこれから高齢者となることから、葬儀等の仏事の数は一時的に

増えることも考えられるが、その波が過ぎればその後の仏事の需要は減少が

見込まれる。

さらに、核家族や単身者の数は増加の一途を辿っている。寺檀関係におい

て墓を守ることが期待されるのは多くの場合、本家筋の長子を代表とする家

族であるが、家族を構成する平均人数は減少を続け、一方で、寺檀関係を持

たない分家筋あるいは単身者の構成員が増えているのである。彼らにおいて

かろうじて「うちの宗派」意識が保たれている場合もあるが、確実に意識が

薄くなってきていることも事実であろう。

図表　家・墓を継ぐ子どもと所属寺院との関わり方

浄土真宗本願寺派　第９回宗勢基本調査より（門徒への質問）

実数 ％

自分よりもっと熱心に関わるだろう 59 1.8

自分と同じ程度に関わるだろう 1,687 52.4

自分より少ない関わり方になるだろう 1,305 40.5

ほとんど関わらないだろう 132 4.1

所属寺院を離れるかもしれない 36 1.1

合計 3,219 100.0

今、仏事を中心業務とする檀家寺における顧客に起こっていることは、所

属宗派意識の低下と、顧客単位の構造変化である。宗派や寺院は次第に「先

祖から受け継ぐもの」ではなく「自分の意思で決める」ものに変わりつつある。

そして、墓や納骨堂など「納まり所」も、「家族」のものではなく「自分個人・

夫婦」のものを求めるようになってきている。その象徴が、個人の永代供養
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1. 既存檀家が他所の寺・宗派へ関係を移すことは基本的にない

2. まれに分家の引っ越しなどで新規檀家と縁を結ぶこともあるが、それ 

はその檀家が属する一族が代々帰属する宗派による

という考え方をしてきた。つまり、檀家寺においては基本的に新規顧客開拓

の努力は想定されておらず、まれにあるとしてもそれは顧客の主体的な意思

ではなく、すでに決められた宗派の中での所属寺院の移動が行われるだけと

いう考え方である。

いわば、すでに与えられたパイの中での奪い合いのみが考えられ、顧客が

宗教的な動機から主体的な意思をもって宗派・寺院を選ぶことが想定されて

いないことは注目に値する。

経営論的に見れば、檀家寺の事業形態（ビジネスモデル）は宗教のカテゴ

リーよりも供養儀礼のカテゴリーに近い。つまり、檀家寺の直接的な競合は

キリスト教会や新宗教の布教所などではなく、石材店や葬儀社である。事実、

宗派において新規拠点が設立されんとするとき、まず問題になるのは同宗派

に属する既存寺院の存在だが、次に続くのは他宗派や他宗教の寺院・教会よ

りも、石材店や葬儀社の活動状況である場合が少なくない。つまり、檀家寺

において想定される顧客は、先祖から受けついだ宗派に属する人々のみであ

り、現在他宗派や他宗教に属している人といった新規顧客は問題とされてい

ない。いわば宗旨替え（ブランド・スイッチング）は発生しないことが前提

とされているのである。

2.2.3	檀家寺を取り巻く環境の変化

明治時代に僧侶の妻帯が「公許」されて以来、宗派に関わらず寺院の世襲

が急速に広まった。宗祖から妻帯の伝統を持つ浄土真宗のみならず、元来妻

帯を認められてこなかった諸宗派においても、実質的な世襲制度が確立され

てきた。

法律的な面から見るならば、寺院の世襲はその代表役員たる住職の地が主

として父から息子へ慣例的に受け継がれるということであり、実態としては
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その他、外界から閉ざされた環境の中で僧侶が修行に励み、ひとつの宗派

を束ねる包括宗教法人の中心となる「本山寺」なども存在する。

2.2	檀家寺の運営形態

2.2.1	檀家制度（寺請制度）

10,000 を超える浄土真宗本願寺派の寺院は、そのほとんどが月忌まいり、

年回法要、葬儀の執行を中心とした布施収入によって成り立つ檀家寺である。

檀家制度（寺請制度）が幕府の主導で確立されたのは江戸時代である。徳川

家康の権力安定政策の一貫として仏教寺院を国家権力側に取り込むために作

られた檀家制度によって、仏教寺院は今でいう村役場のような公的な立場を

与えられ、その結果すべての国民は本人の信仰に関係なくいずれかの寺院に

檀家として割り当てられ、寺院は幕府の出先機関として民衆の戸籍管理を引

き受けることとなり、また民衆の葬儀を担当することとなった。

主として先祖から受け継がれた宗派・寺院との寺檀関係に基づき、顧客（檀

家・門徒）に対し、檀家寺、つまり法事や葬儀など顧客の親類や先祖に対す

る仏事として法 要儀式を勤めることによって得られる布施収入が歳入の大部

分を占める寺院が、日本の伝統仏教寺院の大部分を占めている。

江戸時代に国家的制度として確立された寺檀制度は明治に入って制度とし

ては効力を失ったが、現在においても慣習としての継続性は引き続き見るこ

とができる。一般的には「うちは先祖代々○○宗だから」という仕方で、一

族が所属してきた伝統仏教宗派への、あるいは特定の寺院への帰属意識が確

認される。先祖を大切にする日本人の伝統的宗教意識が、代々の菩提寺に先

祖を供養してもらうという形で寺檀関係をかろうじて維持してきたと言える。

2.2.2 檀家寺における顧客の考え方

寺院側も、古くは寺檀制度に端を発する顧客の菩提寺に対する所属意識を

あたかも所与のものとして受け止めており、
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が、創価学会は単立宗教法人であるなど、組織によってあり方は異なっており、

規模では一概に判断することはできない。

宗教法人は統計の上で、神道系・仏教系・キリスト教系・諸教の四種に分

類される。「諸教」には、それ以外の三種に分類されないあらゆる宗教を含む。

これらの分類は当該宗教法人からの届けに基づくものであり、いずれの宗教

団体がいずれの系統に属するかは、各宗教団体の判断により決定される。

2.	単位宗教法人（被包括宗教法人）としての伝統仏教寺院

2.1	一般的な仏教寺院の運営形態

日本の仏教寺院の運営形態は一般に下記のような分類で論じられる。

・檀家寺

・祈祷寺（信者寺）

・観光寺

・本山寺

この中の形態において最も一般的なのは、「檀家寺」である。いわゆる「先

祖代々、葬儀や法事の際にお世話になるところ」として檀家と関係を結び、

継続的に仏事を執り行う寺である。主として檀家のみを顧客対象としており、

関係をもたない檀家以外の者にとっては足を踏み入れにくい閉鎖的なコミュ

ニティを形成していると指摘されることも少なくない。

一方、一般向けに広くお寺を開き、ところによっては英語のパンフレット

やホームページを整備して世界中からの参拝者を集めようと努力を重ねるお

寺もある。京都や奈良などに多いいわゆる「観光寺」である。観光寺は広大

な敷地や大きな伽藍を維持するため、観光客からの拝観料や賽銭が重要な収

入源となっており、参拝者の数を増やすために各種の企画などを積極的に開

催している。

もうひとつ、墓地や納骨堂を持つ檀家として顧客を囲い込むわけではない

が、一般顧客からのリクエストに応じて加持祈祷などを行う「祈祷寺」と言

うべき寺院の運営形態もある。
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平成１６年１２月３１日現在の文化庁の統計によれば、仏教系包括宗教法

人（宗派）は１６８存在している。

「宗教法人法」は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを

維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資

するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的として、昭和２６年

4 月 3 日に制定された。

信教の自由は憲法で保障されており、尊重されなければならない。所轄庁

による宗教団体の宗教法人としての認証は、宗教団体としての活動内容につ

いての認証ではなく、法律に規定された事項を満たしているかどうか、手続

きが適切になされているかについて認証するものである。

図 宗教法人の種類

単位宗教法人 神社、寺院、教会などのように礼拝の施設を備える宗教法人

包括宗教法人 宗派、教派、教団など神社、寺院、教会などを傘下に持つ宗教法人

被包括宗教法人 単位宗教法人のうち、包括宗教法人の傘下にある宗教法人

単立宗教法人 単位宗教法人のうち、包括宗教法人の傘下にない宗教法人

1.2	日本伝統仏教寺院と新宗教系の組織構造の違い

すでに述べたように、宗教法人には大きく分けて「包括宗教法人」と「単

位宗教法人」の二種類がある。「包括宗教法人」とは、寺院や神社あるいは教

会などその傘下に複数の宗教法人や宗教団体を包括し、なおかつそれ自体が

宗教法人格を有する宗教団体のことを言う。

一方、個々の仏教寺院や神社などの宗教法人は「単位宗教法人」である。

単位宗教法人で、包括宗教法人の傘下にある法人を「被包括宗教法人」と呼

ぶ。そして、どの包括宗教団体にも属していない単位法人を「単立宗教法人」

と呼ぶ。たとえば、京都の西本願寺を本山とする浄土真宗本願寺派は包括宗

教法人で、その傘下にある浄土真宗本願寺派寺院は被包括宗教法人である。

一般に、仏教諸宗派や神社本庁など比較的規模の大きな宗教団体が包括宗

教法人に該当するが、同じ新宗教系でも、立正佼成会は包括宗教法人である
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要がある。しかし、営利法人においては損益という明確な評価指標項目があ

るが、非営利法人においてはその組織の存在意義や根本目的は法人によって

一様ではなく、一般化して定義することは難しい。

本稿では、最初に宗教法人全般と仏教寺院の法人としてのあり方に関して

確認を行った後、現代仏教寺院の運営形態の中でも最も一般的なあり方であ

る「檀家寺」について経営的視点から分析を加え、同様に包括宗教法人とし

ての伝統仏教宗派についても分析し、現代の伝統仏教寺院・教団における経

営的課 題を明らかにしたい。

なお、本稿では伝統仏教系の宗教法人の中で最大の信者数を持つ浄土真宗

本願寺派の寺院と宗派を取り上げて論ずる。従って本稿における「寺院」「宗

派」はそれぞれ浄土真宗本願寺派における一般的な寺院、浄土真宗本願寺派

を表すことを断っておく。

また、本稿では寺院の運営について経営的な視点をもって論ずるという趣

旨から、経営学の用語（例：顧客＝満足させるべき相手）を多用しているが、

寺院運営を経済的な視点のみで語ろうとする営みでは決してないことをご理

解いただきたい。

1.	宗教法人全般と伝統仏教寺院の法人としてのあり方について

1.1	宗教法人について

最初に、宗教法人の定義から確認する。文化庁の定義によると、宗教法人

は「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる

目的とする団体、つまり『宗教団体』が都道府県知事若しくは文部科学大臣

の認証を経て法人格を取得したもの」である。

宗教法人にはいくつかの種類があり、神社、寺院、教会などのように礼拝

の施設を備える「単位宗教法人」と、宗派、教派、教団のように神社、寺院、

教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」がある。単位宗教法人のうち包括宗

教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、傘下にないものを「単立

宗教法人」と呼ぶ。
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0.	はじめに

現在、日本には約７万５千の伝統仏教系の寺院・教会・布教所等があり、

それらの多くはいずれかの包括宗教法人たる宗派（教団）に所属している。

全国のコンビニエンスストアの総数の 1.5 倍とも言われる伝統仏教寺院だが、

果たして社会における存在感においてもそれに勝っているかと問えば、疑問

も残る。

それはなぜか。ビジネスの世界で創業百年といえば老舗中の老舗であるが、

お寺の世界では百年・二百年は当たり前、江戸時代どころか鎌倉・平安まで

歴史を遡るものも少なくない。歴史的・文化的な観点からの存在感はコンビ

ニエンスストアの比ではない。にもかかわらずその存在感の低下が指摘され

続けているのは、伝統仏教寺院が社会に対してどのような貢献を行うかとい

う問題意識が寺院の運営責任者である住職に欠如していることも一因であろ

う。

「伝統仏教寺院がなぜ社会に対して貢献しなければならないのか」について

ある面からの根拠を与えるのは、昭和２６年の宗教法人法施行である。この

時より、仏教寺院は公益法人の一種である宗教法人としての法人格を付与さ

れ、その代表役員たる住職を中心とする今日のような運営体制が成立するこ

ととなった。日本の伝統仏教寺院はその歴史性がゆえに、近現代において成

立した公益法人としての立場から社会に対するいかなる貢献を行うのかとい

う問いを、考える機会を逸し続けてきたのかもしれない。

伝統仏教寺院が公益法人のひとつとしての存在意義を示すためには、現代

の社会一般に理解・評価されうる組織のあり方と業務の成果を示していく必

日本の伝統仏教寺院における経営的課題

松 本 圭 介
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【註】

1 「フィギュア版　みちのく物産展」は、2005 年 5 月から展開された企画である。

コンビニエンスストアで販売されていたサッポロビールの対象製品にもれな

く全 16 種類のフィギュアのうちの一つが付けられていた。全 16 種類の内容

は以下のとおりである。

①「雪景色」②「雪ぐつとかんじき」③「青森ねぶた」④「なまはげ」⑤「り

んご」⑥「きりたんぽ鍋」⑦「喜多方ラーメン」⑧「ホヤ」⑨「下北のニホ

ンザル」⑩「南部鉄器」⑪「鳴子のこけし」⑫「三春駒・八幡馬（A）」⑬「三

春駒・八幡馬（B）」⑭「伊達政宗騎馬像」⑮「恐山のイタコ」⑯「秋田小町」

参照：海洋堂 HP　http://www.kaiyodo.net/new/0505/index.html

                　　　 http://www.kaiyodo.co.jp/products/michinoku.html

2 五所川原市金木町の川倉賽の河原地蔵尊で開催される例大祭（旧暦 6月22日

〜24日）と上北郡おいらせ町の法運寺で開催される「いだこ祭り」（8月6日

〜7日）では、2008 年の時点でイタコマチの存在が確認されている。また、

現状は確認できていないものの、久渡寺（弘前市）、津軽高野山（弘前市）、

大石神社（弘前市）、猿賀神社（南津軽郡）、小栗山神社（南津軽郡）、仏ヶ浦

（佐井村）等でも祭の折にイタコマチの存在していたことが分かっている。

3 楠正弘『庶民信仰の世界-恐山信仰とオシラサン信仰-』未来社、1984、23 頁。

4 宮本袈裟雄・高松敬吉『山と信仰　恐山』佼成出版、1995、186 頁。

5 大道晴香「＜イタコ＞以前の＜恐山＞-活字メディアにみる＜恐山＞像の変容-」

『世間話研究』第 20 号、2011。

大道晴香「大衆文化における＜イタコ＞の登場 - 一九五〇年代から六〇年代の

活字メディアをめぐって - 」『横浜国大　国語研究』第 29 号、2011。

6 『観光資源調査報告 VOL.5-2　さいはての霊場恐山』観光資源保護財団、

1977、33 頁。

7 桜井徳太郎『日本のシャマニズム（上）』吉川弘文館、1974、157 頁。
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では「民芸・雑貨」の実演ならびに即売が行われ、ここには特設で観光案内

所が設けられたとされている。「みちのくの神秘　地獄極楽恐山展」からは、

〈恐山のイタコ〉を観光資源として積極的に活用する青森県・むつ市の姿を知

ることができると同時に、〈恐山のイタコ〉が有していた集客力の大きさとい

うものを改めて確認することができる。

おわりに

本稿は、恐山を〈イタコ寺〉にしたマス・メディアの “共犯者” として、「む

つ市」と「青森県」という二つの地方自治体に着目し、両者が〈恐山のイタコ〉

を自らの文脈でいかに利用していったかを明らかにしていくものであった。

「信仰」の立場にある恐山菩提寺が、その知名度に伴う集客力ゆえに〈恐山

のイタコ〉を、ひいては〈イタコ寺〉という自己像を否定するに至ったのに対し、

その集客力に目を付け、同イメージを受容していったのが青森県とむつ市と

いう地方自治体であった。「観光推進」の役割を担った両自治体は、〈恐山の

イタコ〉を内面化することで、自己の中に「恐山のイタコ」という新たな観

光資源を“発見”し、これを対外的にアピールしていったことで、結果的にマス・

メディアの “共犯者” になっていったということができるだろう。

地方自治体によって作られた表象が、マス・メディアによるそれと大きく

異なっているのは、この表象が公的な意味合いを帯びている点である。した

がって、青森県とむつ市による〈恐山のイタコ〉の受容と再生産とは、マス・

メディアによって作られた同イメージに行政の公認を与える行為に他ならな

い。青森県・むつ市の観光案内で「恐山のイタコ」を扱い始めたのが 1963 年（昭

和 38）であるのに対し、恐山で「俗化」問題の生じた時期は 1976 年（昭和

51）前後である。こうした状況を鑑みれば、両自治体が恐山の “イタコ寺化”

において果たした役割は決して小さくなかったと推測される。その意味でも、

青森県とむつ市の二者は、まさしくマス・メディアの “共犯者” であったと

いえよう。
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レットの少なからぬ部分を、イタコに関連する記述が占めていたといってよ

いだろう。

  

以上のように、首都圏の人々を対象に開催された「恐山展」は、マス・メ

ディアによって形成された〈恐山のイタコ〉というイメージを前面に押し出

したイベントであったわけだが、ここで最も注目されるのは、本展の後援が

青森県とむつ市であったという点である。主催が読売新聞社であったことを

考えれば、すなわち「恐山展」のあり方とは、〈恐山のイタコ〉によって集客

を望む主催者と、観光資源としての「恐山のイタコ」を PR したい後援者と

の思惑が合致した結果と捉えることが可能だろう。「恐山展」が青森県の観光

PR と決して無縁でなかったことは、同期間に同フロアで開催されていた企

画展が、青森県・県内八市・青森県物産協会他を主催者とする「青森県の物

産と観光展」であった点からも明らかである。先に取り上げた「恐山展」の

広告にも「青森県の物産と観光展」の告知が併記されており、これによれば、

地下の食品催事場では食品関連の実演と立食、「恐山展」と同フロアの催事場

【写真 12】拡大図

【写真 11】「恐山展」の広告
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れた先の写真はイタコを写したものということになる。これは即ち、「恐山展」

というイベントが首都圏の人々に対して発信する「恐山」像において、イタ

コが一つの主要な役割を担っていたことを意味している。「恐山展」がイタコ

に重きを置くものであったことは、本展のパンフレットの記述にも明らかだ。

国立国会図書館に所蔵されるパンフレット『地獄極楽恐山展』の冒頭に記さ

れた「ごあいさつ」は、以下のようなものである。

高野山・比叡山とともに日本三大霊場の一つである “恐山” は本州の最北

端 - 青森県下北半島にあり、現世における地獄・極楽の縮図といわれ、また

死霊のあつまる霊地として古くから多くの人たちの信仰をあつめ、それによ

って培われた特異な風習や民俗資料が山中深く秘められています。

本展は恐山に伝わる各種の信仰・民俗資料を中心に、それにまつわる特異

な宗教現象シャーマニズム（口寄せ巫女）を紹介し、あわせて善悪応報思想

の底流として、わが国の美術・文化に大きな影響をあたえた宗教の原点とも

いえる “死後の世界” - “地獄・極楽” 信仰の跡を貴重な文化遺産を通じてふ

りかえろうというものです。

ここに引用した「ごあいさつ」は、まさに本展の趣旨を説明したものに他

ならない。よって「恐山展」においては、その表題にも冠された「地獄極楽」

というキャッチフレーズが象徴する「“死後の世界” - “地獄・極楽” 信仰の跡

を貴重な文化遺産を通じてふりかえ」るという目的にもまして、「特異な宗教

現象シャーマニズム（口寄せ巫女）を紹介」することが一つの重要な目的と

して存在していたことになる。

また、イタコの写真こそ掲載されていないものの、本展のパンフレットに

は日本のシャーマニズム研究の大家である桜井徳太郎が文章を寄せており、

「霊場・恐山信仰の基盤」と題されたその文章の半分近くはイタコについて解

説したものとなっている。桜井の他にも、本冊子には中村溪男が「地獄絵抄」

という文章を寄稿しているが、分量の点からいえば、中村がパンフレット約

2 頁分の執筆であるのに対して、桜井は 8.5 頁分もの文章を執筆しており、

このうちの約 4 頁分がイタコの記述に当てられている。したがって、パンフ
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何とかして取り締まりたいと考えているが……
26

 

この発言に表れる葛藤が『むつ市勢要覧 ‘77』以降の変化と関連している

かは定かでないものの、少なくともむつ市は、恐山菩提寺との距離という点

でも、観光客の増減によって受ける影響の点でも、青森県以上に〈恐山のイ

タコ〉に対して慎重な判断を迫られていたものと推測される。

３．「みちのくの神秘　地獄極楽恐山展」

青森県とむつ市が〈恐山のイタコ〉を観光資源として積極的に活用してい

たことは、前章で対象とした刊行物に限らず、地方自治体が関与するイベン

トからも窺い知ることが出来る。それが「みちのくの神秘　地獄極楽恐山展」

である。このイベントは読売新聞社が主催となり、1973 年（昭和 48）3 月

15 日から 21 日までの一週間にわたって東京上野の松坂屋で開催されたもの

で、首都圏の人々を対象に重要文化財である地獄草紙断簡や冥府十王図、閻

魔王坐像、三途川姥といった恐山ゆかりの「秘宝」130 点あまりが公開された。

【写真 11】は、「恐山展」開催前日の「読売新聞」（夕刊）に掲載された広告

である。ここには聖観音坐像、十一面観音立像、地獄草紙断簡という本展に

おける主要な出品物の写真が載せられているのだが、注目すべきは左上の隅

に載せられた人の顔を写したと思しき小さな写真である（【写真 12】）。この

写真には次の文章が付されている。

「口寄せ巫女があやつる特異な宗教現象をご紹介」

巫女の祈とうによって霊魂を招き巫女の口からその心を伝えます

お申し込み受付（会場入口）

●毎日先着 70 名様　● 1 件につき 1,000 円

つまり、「恐山展」では恐山に由来する物品の展示と同時に、「口寄せ巫女」

＝イタコによる口寄せの “実演” も行なわれていたのであり、広告に掲載さ
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1977 年（昭和 52）の『むつ市勢要覧 ‘77』を境に、突如、「恐山」の項目か

ら姿を消すことになる。『むつ市勢要覧 ‘77』以降、『むつ　昭和 54 年』、『む

つ 1982　市勢要覧』、『むつ 1986　市勢要覧』、『むつ 1989　市勢要覧』で

は、いずれも「恐山」の項目にイタコは一切登場していない。起点となった

『むつ市勢要覧 ‘77』に着目した場合、本誌では観光案内を四季ごとに分けて

行っており、ここで「恐山」は「紅葉の名所」として「秋」の項目に分類さ

れている。以降、『むつ 1986　市勢要覧』に至るまで、「恐山」は「紅葉の名

所」として秋の項目で扱われることになる。これは、従来「恐山」が夏季大

祭で注目されてきたことを考えれば、大きな変化であるといえよう。ちなみに、

本誌が「夏」の項目で取り上げているのは「田名部神社祭典」である。また、

恐山では秋にも祭が行なわれ、この時にもイタコマチが設けられるが、これ

についても一切触れられていない。

こうした状況から察するに、おそらくむつ市は、夏季大祭を基軸とした「恐

山のイタコ」があまりにも有名になったことを受け、恐山の新たな魅力の開

拓、また夏場の新たな観光スポットの開拓に踏み切ったのだろう。つまり、「定

番」となり過ぎたゆえに「恐山」の項目からイタコは消えたものと推測される。

しかし、1978年（昭和 53）発行の『むつ市統計書』において、「恐山大祭」の

主要な内容として「上山式」と「イタコの口寄せ」が挙げられていることを

鑑みれば、決して観光資源としての「恐山のイタコ」を放棄したわけではな

かったようだ。

以上のように、青森県と同様、やはりむつ市の場合も〈恐山のイタコ〉を

積極的に取り入れ、これを観光資源として再発信していたわけだが、地域と

の距離が近い分、「俗化」に反対する恐山菩提寺の主張を無視することも出

来ず、そこに葛藤があったことは、観光資源保護財団の『観光資源調査報告』

に載せられたむつ市商工観光課担当者の発言からも明らかである。

大祭参加へのいきさつはどうあれ、一般には恐山＝イタコというイメー

ジが定着しきっている。もしも今恐山からイタコが消えれば、恐山へ来

る観光客は半減して市は大きな打撃を受けることになるだろう。また恐

山をＰＲする際、イタコがなくては効果が半減してしまう。偽イタコは
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この『むつ市勢要覧 1967 年版』における「下北の風土」と題された観光

案内の冒頭には、水上勉の「下北を憶う」という文章が載せられている。水

上勉は 1962 年（昭和 37）1 月から 12 月まで『週刊朝日』で「飢餓海峡」

という小説を連載しており、この下北を舞台とした小説にはイタコが登場し

ている。『飢餓海峡』は 1963 年（昭和 38）に単行本化され、1965 年（昭和

40）には映画化がなされるほどのヒット作であり、佐治靖は「この小説が、

イタコという盲目の巫女の存在を、広く世に知らしめるきっかけになったこ

とはたしかである。と同時に、当時すでに、小説の素材に加わるほど、「イタ

コ」目当てに、夏の大祭には恐山を訪れる参詣者が増加しつつあったことが、

読み取れるのである」
23

と述べている。また、桜井徳太郎は、1960 年代当時衰

退の一途にあったイタコが復活の兆しをみせた理由に関して「水上勉氏の作

品『飢餓海峡』（『週刊朝日』に連載）が映画化されてから急速に脚光をあび

てきたことも忘れてはならない」
24

と指摘しており、『むつ市勢要覧 1967 年版』

は、この 1965 年公開の映画を受けて作成されたものと推測される。こうし

た点からは、大衆文化の動向を意識し、それを積極的に取り入れ活用してい

たむつ市の姿を窺うことができる。

1970 年（昭和 45）には、東津軽郡蟹田町で民間宗教者（カミサマ）のお

告げを信じた母親が息子を殺害する事件が発生し、全国紙がこれを「イタコ

信仰、息子を殺す」と報じたことで
25

、「文化」としての地位を確立しつつあっ

た〈イタコ〉には一時的に「迷信」という暗雲が立ち込めた。しかし、事件

から約半年後の 1971 年（昭和 46）7 月に刊行された『むつ市勢概要 1971 年版』

では、従来通り「恐山」の項目で「「イタコ」と呼ばれる巫女 ( みこ )」を紹

介しており、事件の影響は特に見受けられない。その後、1972 年（昭和 47）

の『市勢要覧　むつ』で一度取り上げられなくなったことを除けば、1963 年

から 1975 年（昭和 50）の『むつ市勢概要 1975 年版』に至るまで、「恐山」

の項目にイタコは登場し続けている。イタコを取り上げ始めた時期が県と同

じ 1963 年であることを考えれば、むつ市の場合も、やはり当時抜群の知名

度を誇っていた〈恐山のイタコ〉という表象を、観光資源の開発に援用した

と考えるのが妥当だろう。

だが、こうして『むつ』の定番となっていた「恐山のイタコ」にも拘らず、
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和 38）発行の『むつ市勢要覧 1963』からである。本誌の「観光」の欄では、

主要な「行事」として「恐山祭典とイタコの口寄」が挙げられており、「毎年

7 月 20 日から 24 日まで開催され、イタコの口寄が行なわれる。口寄とは巫

女が死者のことばを生者の依頼で伝えることをいう」
22

と解説がなされている。

また、複数掲載された恐山関係の写真の一枚が、「霊媒者の口寄せ」と題して

イタコの口寄せを映し出している（【写真 7】）。

さらに、それから二年後の『むつ　昭和41年版』（1965）でも、「7月20日か

ら24日までの祭典は参拝者が雲集し、イタコ（巫女）の口寄女（霊媒）に涙する

人が多い」という記述とその写真が掲載されており（【写真 8】）、1967 年（昭

和 42）の『むつ市勢要覧 1967 年版』では「菅江真澄遊覧記」を下敷きに観

光案内を行なっているためイタコに関する直接的な説明こそ無いものの、「恐

山」の項目にはオシラサマと思しきものを手にしたイタコと、口寄せをする

イタコを写した二枚の写真が掲載されている（【写真 9】【写真 10】）。
 

  

【写真 8】『むつ　昭和 41 年版』の写真

【写真 9】『むつ市勢要覧 1967 年版』 【写真 10】『むつ市勢要覧 1967 年版』
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では、「恐山」について以下のように記述している。

当むつ市は数多くの観光資源に恵まれ、年々観光客が激増している現状で

あります。日本三大霊場の一つ恐山は騒音と繁忙の中に生活する近代人に

とって俗塵を越した仏果の顕然たる様相はあこがれの地であり、いこいの

場所であります。（中略）

日本三大霊場の恐山（田名部駅よりバスで 50 分）は貞観 4 年（880 年）

慈覚大師によって開かれたと言われ、その俗塵を離れた境内には古滝の湯，

冷の湯，花染の湯などの温泉が湧出し、喧噪の中に生活する近代人のあこ

がれの地とされています。

ここで「恐山」の “売り” とされているのは、俗塵を離れた恐山の幽境性

と温泉である。また、写真に関しても霊場の全景を写したものを使用してお

り（【写真 6】）、県と同様、むつ市においてもやはり 1960 年の段階で「恐山」

の項目にイタコは登場していない。市町村を包括する広域の地方自治体であ

る県に対し、より地域に密着した行政を司るむつ市は、県以上に恐山の状況

を把握していたことだろう。当然、恐山のイタコマチについても認識してい

た可能性は高い。しかしながら、1960 年の時点でむつ市が恐山のイタコを観

光資源と捉えている様子は無い。

  

こうした状況に変化が生じるのは、これもまた県の場合と同様、1963 年（昭

【写真 6】「霊場恐山」 【写真 7】「霊媒者の口寄せ」
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参詣」であり、こうした変化からは、青森県の内部において「恐山のイタコ」

の観光資源的価値が増していった様子が見て取れる。1972 年 1 月の『あおも

り』には、「日本三大霊場　恐山」と「恐山大祭」という二つの項目が設けら

れており、いずれの項目でも「イタコの口よせ」が紹介されている。さらに

「恐山大祭」の項目には、大祭を象徴する画としてイタコの口寄せ風景を写し

た写真が大々的に用いられている（【写真 5】）。

以後、1972 年（昭和 47）10 月の『あおもり』、1974 年（昭和 49）の『あ

おもり』、同年の『青森県観光便覧　昭和 48 年』、1975（昭和 50）年の『あ

おもり』、同年の『青森県観光便覧　昭和 51 年』、1982 年の『あおもりの旅』（青

森県監修、青森県観光連盟発行）、1984 年の『青森県観光要覧』、1988 年の

『青森県観光要覧 ‘88』（青森県商工労働部観光課、青森県観光連盟発行）には、

いずれも「恐山」の項目にイタコの存在が確認されている。

こうした状況からは、高い認知度を誇る〈恐山のイタコ〉というマス・メ

ディアによる表象を「観光推進」の観点から内面化することで、自己の中に

「恐山のイタコ」という新たな観光資源を “発見” し、これを対外的に発信し

ていくことで、結果的にマス・メディアの “共犯者” となっていった青森県

の姿を確認することが出来る。

２－２．むつ市の刊行物に見るイメージ受容と再生産

それでは、恐山を管内に擁するもう一つの地方自治体、むつ市の場合はど

うだったのだろうか。むつ市は、1959 年（昭和 34）に下北郡田名部町と大

湊町との合併で生じた大湊田名部市が、1960 年（昭和 35）に名称を改める

ことで誕生した市である。むつ市は、市制の始まった 1960 年以来、「新市と

して発展途上にある本市の概要を一般にお伝えするとともに広く各方面にむ

つ市の実情を紹介する目的」
21

で、『むつ市勢要覧』（名称は年度によって若干

異なる）という冊子を編纂しており、本節ではここに描かれる「恐山」像を

通じて、〈恐山のイタコ〉に対するむつ市の動向を確認したい。

まず、最も刊行年の古いものとしては、市制施行一周年を記念して 1960

年に発行された『むつ市勢要覧 1960』が挙げられる。本誌の「観光」の項目
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この『あおもり 1963』を皮切りに、青森県によって描かれる観光地「恐山」

には、必ずといってよいほどにイタコが登場することとなる。まず、『あおも

り 1963』から五年後の『県政のあゆみ』1968 年（昭和 43）7 月号（青森県）

に掲載された「青森県の観光地（第三回）」では、「恐山県立公園 - 天然林の

神秘な霊場 - 」と題して恐山を取り上げており、次のような解説を行なって

いる。

宇曾利湖の北岸には間けつ泉・噴気孔、温泉があり、その数二十におよぶ。

イタコの口寄せで知られる恐山の地蔵堂がここにある　地蔵堂は、比叡、

高野と共に日本三大霊場のひとつで、茲覚大師が開祖である　死者の霊

魂がみなこの山に集まるといわれ、毎年七月二十日から二十四日まで行

なわれる祭典には、イタコがたくさん集まり、県内はもちろん、遠く関

西方面からも参詣者が来てにぎわう。

ここでは、「イタコの口寄せで知られる恐山の地蔵堂」「イタコがたくさん

あつまり」と二箇所でイタコに言及しており、これは先の『県政のあゆみ』

1960 年 8 月号の記述と比較してみた場合、大きな変化ということができる。

さらに、1972 年（昭和 47）1 月発行の『あおもり』（青森県）になると、「恐

山」の項目はもとより、巻頭に付された竹内俊吉青森県知事（当時）のあい

さつにまで「恐山のイタコ」が登場することになる。

むつ湾をかゝえて右に下北半島、左に津軽半島、それに曲折の多い海岸

線と県中央を走る奥羽山系の突端という地形の特異性から、他に見られ

ない自然景観が随所に展開しているのが本県の特色であります。（中略）

また夏の夜をいろどる青森、弘前のネブタや恐山のイタコなどの民俗行

事と数々の民謡、そしてりんご、ほたて、青森銘酒などふるさとの味も

また豊富であります。

ちなみに、1963 年の『あおもり 1963』で同じ位置づけにある「青森県の

あらまし」という文章で紹介されている行事は、「えんぶり」「ねぶた」「お山
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を目的に作成されたものであり、青森県立図書館の所蔵をみる限り、1963 年

以降も複数回発行されたことが分かっている。1972 年（昭和 47）1 月発行

の『あおもり』に掲載された竹内俊吉青森県知事（当時）の巻頭言には英語

訳が付されており、加えて、この冒頭に「Aomori welcomes you!」の一文

があることを鑑みれば、『あおもり』は県外から青森県を訪れる観光客に向け

て作られた冊子だったと考えられる。

本誌は基本的にビジュアル面を重視して作られており、『あおもり 1963』

には恐山関連の写真が二枚掲載されている。注目すべきは、そのうちの一枚が、

イタコの口寄せ風景を写したものとなっている点である（【写真 4】）。しかし、

県が「恐山」の項目でイタコを取り上げたのは初めてだったにも拘らず、こ

の写真には「いたこ」というキャプション以外、特に説明文等は付されてい

ない。『あおもり』は、民俗文化としてのイタコの担い手ではない、県外の観

光客を受容者とした冊子であり、よって「いたこ」という名称が説明も無し

に使用されている事実は、既に当時、説明を必要としないまでに〈恐山のイ

タコ〉が全国の人々に認知されていた状況を物語っている。前章で述べたと

おり、実際、〈恐山のイタコ〉は 1963 年の段階で「いつも盆のころになると、

近ごろきまってジャーナリズムの脚光をあびるものに恐山のミコイチがある」

といわれるほどに、大衆文化としての定着をみせていた。

活字メディアに〈恐山のイタコ〉が登場し始める時期が 1950 年代である

のに対し、青森県が恐山のイタコを取り上げ始めた時期が、〈恐山のイタコ〉

が既に高い知名度を獲得した後の 1963 年からであるという事実は、マス・

メディアによって作られた〈恐山のイタコ〉というイメージが先に存在し、

これを青森県が摂取していったという構図を示唆している。

 

   

 

【写真 4】「いたこ」 【写真 5】『あおもり』に掲載された写真
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さらに、その後刊行された 1959 年（昭和 34）の『観光の青森』（青森県

観光印刷物協議会）や、1960 年（昭和 35）8 月号の『県政のあゆみ』（青森県）

にも、やはりイタコに関する記述や写真は見当たらない。『県政のあゆみ』は

青森県が毎月発行していた県民向けの広報誌であり、先に挙げた『青森県の

観光と物産』という冊子も、実は『県政のあゆみ』の「写真特別号」である。

1960 年当時、『県政のあゆみ』には「観光地めぐり」というコーナーが存在

しており、同年 8 月号の「観光地めぐり」では「日本三大霊山の一つ　恐山

県立公園」を取り上げている。ここでも「恐山の祭典は奥の院に安置する地

蔵尊の祭礼は、七月二十日〜二十四日まで五日間、下北郡下の索洞宗十数ヵ

寺の僧侶が登山して盛大に行われる」と夏季大祭の紹介はなされているにも

拘らず、イタコには言及されていない。また、掲載されている写真に関しても、

「恐山寺」と「恐山宇曾利湖」の二枚のみである。つまり、青森県は 1960 年

頃まで、恐山のイタコに観光資源としての価値は認めていなかったというこ

とになる。

こうした県による観光地「恐山」の表象に変化が生じ始めたのは、1963 年（昭

和 38）発行の『あおもり 1963』（青森県・青森県観光連盟）からである。こ

の『あおもり』という冊子は、青森県内の観光スポットや行事、名産の紹介

【写真 2】「恐山霊場の納骨堂」と霊場の全景

【写真 3】「恐山寺」
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これはイタコと夏季大祭を前面に押し出した、昨今の観光案内の記述とは大

きく異なるものとなっている。なお、前章で述べたように、恐山にイタコマ

チが形成されるようになったのは昭和 10 年代頃と推測されるため、この『観

光と産業の青森』が発行された段階で、恐山のイタコマチは風習として既に

ある程度の定着をみていたと思われる。したがって、この記述は恐山の実際

の状況を反映したものではなく、恐山のイタコマチに対する県の認識を反映

したものと解することができよう。恐山のイタコマチの存在自体を県が認識

していなかった可能性も指摘されるが、いずれにせよ 1950 年の時点で、県

は恐山のイタコに対して観光資源としての価値は認めていなかったことにな

る。

次に古い資料としては、1954 年（昭和 29）に青森県が発行した『青森県

の観光と物産（『県政のあゆみ』写真特集号）』が挙げられる。本誌の「恐山

県立公園」の項目には、先の『観光と産業の青森』にはみられなかった夏季

大祭に関する記述が確認される。

　恐山は下北半島の休火山で、山上宇曾利湖の北岸には恐山温泉を始め

二十二の間歇泉、噴気孔が散在している。

恐山は貞観四年四月慈覚大師が開山した霊場で、常時、信仰をかねた湯

治客で賑い、特に七月下旬の恐山祭典には全国各地から参拝者が殺到す

る［22 頁］

だが、夏季大祭の賑わいには触れているものの、ここにもやはりイタコに

関する記述は見受けられない。また、「恐山県立公園」には二枚の写真が掲載

されているのだが、これは「恐山霊場の納骨堂」と霊場の全景を映し出した

ものであり、こちらにもイタコの姿は認められない（【写真 2】）。写真という

点に注目すれば、同年に青森県観光協会が出版した『観光青森』の場合も、

恐山のＰＲのために使用しているのは恐山菩提寺の写真である（【写真 3】）。
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が、「青森県」と「むつ市」という恐山を囲む二つの地方自治体である。周知

のとおり、地方自治体は財源確保や地域の活性化という観点から、管内の「観

光推進」をその主要な役割の一つとしている。したがって、恐山を自己の管

轄とする青森県とむつ市が、管内の観光客増加に繋がる〈恐山のイタコ〉に

目を付けなかったとは考えづらい。

そこで本章は、「観光推進」の役割を担う青森県とむつ市が、マス・メディ

アによって作られた〈恐山のイタコ〉をいかに利用していったのかを、両自

治体、または自治体と協力関係にある諸団体（青森県観光協会など）が作成

した観光案内冊子に描かれる「恐山」像の変化から確認していくこととする。

なお、資料に関しては、青森県立図書館ならびにむつ市立図書館に所蔵され

るものを対象とした。

まずは、より広域を管轄する青森県の状況から見ていきたい。青森県内の

観光地を紹介する冊子で最も古いものとしては、1950 年（昭和 25）に出版

された『観光と産業の青森』が挙げられる。厳密に言えば、このパンフレッ

トの出版元は青森市であり、本節が対象とする青森県ではないものの、青森

県内全域の観光地を扱っている地方自治体刊行の出版物という点で、参考ま

でに扱いたい。『観光と産業の青森』では、「南部方面（東北本線）」の観光地

の一つとして「恐山」を取り上げており、その項目では以下のような説明が

なされている（以下、●は判読不可能文字）。

一千余年前慈覚大師●開基し奥の霊場として古より全国に知られた所で

ある宇曾利山湖を中心に釜臥山。北国。大盡。小盡。円山等八〇〇米内

外の翠巒が蓮華八状をなし。中に三途の川鬼面巌八大地獄、極楽の濱な

どの地獄極楽があり。死者の声を聞くという。四月から八月にかけて仏

法僧が鳴く幽境である。境内には酸性泉綠●泉の温泉が湧き信仰をかね

た湯治客に賑う。

このように、1950 年当時の観光案内において観光地「恐山」の見所とし

て挙げられているのは、宇曾利湖と周囲の山々ならびに地獄極楽といった自

然景観と、仏法僧、温泉、そして「死者の声を聞く」という民間信仰であり、
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二回（土曜と日曜）バス会社が運営する恐山のレストハウスでイタコの口寄

せを行なっていた
18

。

しかし高松敬吉によれば、円通寺側も恐山境内の薬師堂にイタコを招いて

観光客相手に口寄せを実施しており、「昭和四十九年からは、盛田クニ氏を専

属に依頼し、宿と食事の費用は寺側で負担し、口寄せ料は全部本人に支給す

ることを条件とし」、「むつ市に住んでいる三本木りせ氏が応援として、土曜

日と日曜日には、手伝うことになっている」
19

とされている。こうした状況を

高松は、「信仰としての恐山の一面だけではなく、国定公園としての一面から、

新しく観光化している現状」
20

と説明しており、恐山を含む一帯が 1968 年（昭

和 43）に国定公園の指定を受けたことが、寺に観光への配慮を余儀なくした

ようだ。寺主導の口寄せがいつまで継続されたかは定かでないものの、こう

した取り組みからは、信仰の守護者でありながら、観光資源である国定公園

の構成員でもある恐山菩提寺の葛藤が窺われる。1980 年代の段階でイタコと

の決別を表明しながら、それ以降も現在に至るまで祭期間中の「イタコの口

寄せ」が行なわれている現状も、そうした恐山菩提寺による観光面への配慮

の結果と捉えることが可能かもしれない。

２．〈恐山のイタコ〉と地方自治体 - マス・メディアの “共犯者” としての青

森県とむつ市 -

２ - １．青森県の刊行物にみるイメージの受容と再生産

恐山の国定公園化とディスカバージャパンという要因があったとはいえ、

高い知名度を誇る〈恐山のイタコ〉に、一定の集客力があったことは事実だ

ろう。「信仰」の立場にある恐山菩提寺にとって、信仰の裏付けを持たない観

光客の増加とは、霊場の「俗化」を招く否定的評価に値するものだったので

あり、よって〈恐山のイタコ〉はその知名度と集客力ゆえに否定されること

となった。だが、もし仮に、恐山の来訪者数増加が利益に繋がる立場が存在

した場合、こうした〈恐山のイタコ〉の集客力とはむしろ歓迎されるべき要

素として、肯定的に受け入れられていったことだろう。そこで注目されるの
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てもいい。いまは、恐山というと、イタコのイメージを与えているが、

われわれの同じ系統が五人、十人、あそこに常時いてくれれば、だれが

どんなことで恐山に来たってイタコに負ける心配はない。

（中略）

恐山そのものを、今後かけて、りっぱな霊場として作りあげていきたい。

そういく試みのひとつとして、今年じゅうには「水子地蔵」を建てよう

と思っているし、いろいろと新しい恐山のイメージをつくりたいと思う。

さらに 1980 年代になると、恐山菩提寺は、1970 年代を通じて確立したイ

タコに対する自身の姿勢を来訪者に向けて積極的に表明するようになってお

り、この時点で、恐山菩提寺のイタコに対する立ち位置は凡そ定まっていた

とみてよいだろう。

・「世紀末漂流（9）「恐山」へ死霊と話しに行く」『毎日グラフ』1988年8月28日

号、79-80頁。

イタコに会うために詣でる人もあり、恐山の収益にはなっているはずで

ある。しかしイタコに人気があり、円通寺は「恐山は、いつも死者との

対話ができる所とお考えの方が多いように報じられていますが、事実と

は異なります。また恐山はイタコの本山でもなく、イタコ祭でもありま

せん」と掲示まで出している。これは一部のマスコミの記事に対して、

読者からの質問や苦情を直接に寺が受けたために、態度を表明したもの

であった。

ただし、恐山菩提寺が恐山における観光の重要性を全く認めていなかった

わけではなく、信仰と観光とのバランスを取ろうと試行錯誤してきたことは、

イタコを求めて山を訪れる観光客への対応からも明らかである。円通寺は

1970 年代の時点で、霊場の俗化を防ぐという目的で、祭の期間外にイタコが

恐山で口寄せを行うことを禁止していた。よって、恐山にイタコが常駐する

と思いやってくる観光客に対応するため、むつ市役所と地元のバス会社は週
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資源調査報告 VOL.5-2』において、熊谷紘全氏（二十五世）は以下のような

発言を行なっている。

・『観光資源調査報告 VOL.5-2　さいはての霊場恐山』観光資源保護財団、

1977、32 - 33 頁。

恐山はあくまでも信仰の場であって、観光の対象ではない。だから、話

の種にイタコを見に行こうなどという人は来てほしくない。（中略）イタ

コのことにしても、決して境内でホトケオロシすることを承認したわけ

ではなく、来る者は追い返せないというだけのことである。しかし、イ

タコをこのまま放置すれば観光客がますます増え、恐山が荒らされて霊

場としての尊厳を失う可能性すらある。完全に締め出すわけにもゆくま

いが、今後は何らかの方法でイタコを規制したい。

ここでは、イタコの存在に比較的寛容だった従来の態度とは異なり、「承認

したわけではなく」「来る者は追い返せないというだけのこと」というように、

イタコが寺非公認の存在であることを強調する恐山菩提寺の姿を垣間見るこ

とができる。また、「イタコの規制」に関しても、先の記事では「一部の不心

得なイタコ」が対象であったのに対して、ここではその対象が、観光客の増

加をもたらす「イタコ」そのものへと変化していることが分かる。

同様の態度は、同年に刊行された中岡俊哉『最後のミステリー・ゾーン「恐

山」の神秘　死霊を見た！』に載せられた、熊谷紘全氏の話にも確認するこ

とが可能である。以下に引用した熊谷氏の発言には、「恐山対イタコ」という

構図がはっきりと浮かび上がっていると同時に、〈恐山のイタコ〉に対する恐

山菩提寺側の「否定」の姿勢が見て取れる。

・中岡俊哉『死霊を見た！』二見書房、1977、245 - 246 頁。

私がいちばん望んでいるのは、恐山にわれわれの和尚さんが五人から十

人、常時いてほしいということである。そうなれば、イタコに負けなく
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・「“観光イタコ” 規制騒ぎ　にわか修行、偽者も」「読売新聞」（朝刊）

1976 年 9 月 3 日付

本州最北端の霊場として知られる青森県むつ市の恐山で、名物のイタコ

がブームに “悪乗り”、修行未熟なものが出てきたり、不当値上げや録音

料まで要求したりするあくどい商法がまかり通っている。このため、恐

山を管理する曹洞宗・円通寺から「本来の山の信仰が失われる」とクレ

ームがつき “イタコ規制” の意向までほのめかし始めた。

　　（中略）

熊谷紘全住職は「この夏の恐山大祭には四十人を超すイタコが集まった

が、ろくに修行もしていない、観光客目当ての偽のイタコも現れた」と

おかんむり。（中略）なかには、口寄せを録音しようとマイクを向ける人

に録音料を請求するイタコまで出ているといい、「こうした苦情がみなわ

れわれのところに持ち込まれる。迷惑だ」と、熊谷住職は商売に走りす

ぎたイタコをすっかりもてあました様子。そして「本当に信仰に打ち込

んでいるイタコも多いが、一部の不心得なイタコのために恐山が汚され

ては困るので、来年からはイタコの数を制限するなどの対策を検討した

い」ともいう。

以上のように、〈恐山のイタコ〉というイメージを抱く来訪者の増加は、恐

山に「観光イタコ」の出現という事態をもたらし、これを受けて恐山菩提寺

は「イタコ規制」の意向を打ち出すようになった。ただし、ここで注目すべ

きは、恐山菩提寺が規制の対象としたのはあくまでも「一部の不心得なイタコ」

であり、「本当に信仰に打ち込んでいるイタコ」を認めていた点である。つま

り、イタコという存在自体に否定的な評価を下していたわけではなく、信仰

の場としての恐山を損なう「不信心」なイタコを否定していたことになる。

だが、恐山菩提寺はそれからまもなく、「信仰の有無」という個々のイタコ

の差異を問うことなく、「イタコ」という存在自体に否定的な見解を示すよう

になっていく。前掲記事から半年後に刊行された観光資源保護財団の『観光
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熊谷東全住職の話によると、恐山は宗派をとわないならわしなので、神

仏混交のイタコたちも、祭礼をめざしてくるのだそうだ。（中略）県では

観光コースとして売り出すコンタンで、自動車道路（県道）を拡張中だが、

住職は「俗化反対」。昨年春から一人三十円の入山料を徴収することにし

たが、祭礼期間中はみな信者とみなし入山料を徴収しないという。観光

ブーム便乗組が多いおりから、一見識というべきだろう。

1965 年になると〈恐山のイタコ〉は既に一定の知名度を獲得しており、イ

タコを目当てに恐山を訪れる人の数も徐々に増加しつつあったと考えられる。

だが、この記事において熊谷東全氏が反対しているのは、あくまで県の観光

推進に伴う恐山の「俗化」であり、決して「俗化」の原因をイタコにあると

考え、イタコに対して否定的な見方を示しているわけではない。むしろ「恐

山は宗派をとわない」としてイタコを許容する様子が窺われる。

こうした恐山菩提寺の態度に変化が生じ始めるのが、1970 年代のことであ

る。次の記事は 1976 年（昭和 51）9 月 3 日の「読売新聞」（朝刊）に掲載さ

れた「“観光イタコ” 規制騒ぎ　にわか修行、偽者も」という記事であり、表

題からも分かるように、この頃になると、信仰という側面を軽視し金銭獲得

ばかりを主眼とした「観光イタコ」や「偽イタコ」が出現するというトラブ

ルが霊場内で生じるようになってくる。

事態の背景にあったのは、おそらく 1968 年（昭和 43）の下北半島国定公

園の指定と、1970 年（昭和 45）に始まる国鉄のディスカバージャパンに伴

う観光客の増加であろう。観光資源保護財団（日本ナショナルトラスト）が

1977 年（昭和 52）に行った報告によれば、「大祭にこれほど数多くの人々が、

しかも全国各地から集まるようになったのは、昭和 40 年代以降のこと」であ

り、加えて「それらの人々は信仰的な動機より、むしろ観光的な興味によっ

て恐山へと登ってくる。すなわち、現在恐山へ来る人々は、死者のことばを

語るというイタコへの好奇心にかられた人がその大半を占めている」
17

とされ

ている。つまり1970年代に始まる観光客の増加とは、すなわち〈恐山のイタコ〉

というイメージ保有者の増加でもあったとことになる。
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・「新日本探訪（10）三途川の向う岸」『オール読物』1960 年 10 月号、120 頁

（以下、引用は全て論者が常用漢字に改め、ふりがなは省略している）

―このお祭に来る人達は、やはり例のイタコの口寄せを聞きに来るのが

目的で……？

「そうではないんでございますな。御参詣の方は地蔵講の方達が大部分で

ございましてな、春は豊稔祈願、秋は豊稔のお礼にと、地蔵講の人がお

まいりになる、その人達が地蔵尊のお祭りだからといらっしゃるんで、（中

略）それが、どこで誰が宣伝いたしましたのか、私共では全然そのよう

なことは申してないのですが、この地蔵尊のお祭りに来ると、死んだ人

の霊にあえる、死人の霊がこの五日間は恐山に集まるなどいわれまして、

それが評判になっているようでございますな」（中略）

―そういうウワサに便乗して、イタコが自分達の商売の宣伝をしている

わけですな。

「まさかそこまで智慧がまわるとは思いませんのですが、戦前は少うござ

いましたな、せいぜいイタコは四、五人。その代り乞食が多うございま

した。」

このように、1960 年の段階において、「イタコの口寄せ」が夏季大祭の「地

蔵尊のお祭り」という本旨から逸れるとはしながらも、恐山菩提寺側が大祭

に参集するイタコ自体に対して不快感や拒絶の反応を示している様子は見受

けられない。こうした反応は、〈恐山のイタコ〉の知名度がそれほど高くなか

った当時の状況によるものとも考えられるわけだが、それから五年後の 1965

年（昭和 40）7 月 25 日の「読売新聞」（朝刊）に掲載された「歴史とともに

（11）下北半島の霊場　恐山の大祭」においても、基本的に “イタコの許容”

という寛容な態度をとる点で、恐山菩提寺側の反応に別段変化はみられない。

・「歴史とともに（11）下北半島の霊場　恐山の大祭」「読売新聞」（朝刊）

1965 年 7 月 25 日付
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チがマス・メディア（活字メディア）によって注目され始めたのは、1950 年

代のことである。その後、1960 年代になると新聞や雑誌がこぞって恐山のイ

タコマチを取り上げるようになり、1963 年（昭和 38）には既に「いつも盆

のころになると、近ごろきまってジャーナリズムの脚光をあびるものに恐山

のミコイチがある」
16

といわれるほどに、その知名度は高まっていた。この時

点で、〈恐山のイタコ〉はある程度の定着をみていたものと考えられる。

それでは、マス・メディアによって形成された〈恐山のイタコ〉というイ

メージ、裏返せば〈イタコ寺〉という自己像に対し、当事者である恐山菩提

寺は一体いかなる反応を示してきたのだろうか。本章では、〈恐山のイタコ〉

に対する地方自治体の動きを確認する前段階として、まずは同イメージの “当

事者” である恐山側の反応を、恐山菩提寺のイタコに対する姿勢の変化から

確認しておきたい。

寺の姿勢を確認するためには、寺が発行する刊行物を確認するのが最善の

方法と思われる。しかし、恐山菩提寺の本坊である円通寺は、1967 年（昭和

42）に『恐山本坊円通寺誌』（熊谷東全編、本坊・円通寺）という寺の歴史を

まとめた書物を発行してはいるものの、それ以降、こうした書物を定期的に

発行している様子は窺われない。また、2011 年（平成 23）現在、恐山境内

の売店では恐山事務局監修の『慈覚大師円仁開基　霊場恐山』という写真を

主体とした小冊子を販売しており、こうした参詣記念の冊子は版を重ね、以

前から売られてきたものと推測されるが、その所蔵を確認できないのが現状

である。よって、第三者の意図が介在する難点はあるものの、ここでは新聞

や雑誌等の活字メディアに掲載された円通寺側のコメントを手掛かりに、そ

の姿勢を探っていきたい。

恐山菩提寺の反応が確認される最も早い記事としては、「新日本探訪（10）

三途川の向う岸」（『オール読物』1960 年 10 月号）が挙げられる。これは、

恐山の夏季大祭でイタコが口寄せするという噂を聞いた記者（岡部冬彦）が

祭を訪れ、その様子を綴ったものであり、ちょうどマス・メディアが〈恐山〉

を通じて〈イタコ〉に注目し始めた当時の記事である。ここには、記者と「住

職熊谷さん」との会話が掲載されており、この「住職熊谷さん」というのは、

恐山菩提寺円通寺二十四世の熊谷東全氏とみられる。
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むつ市新町（旧田名部町）の吉祥山円通寺（曹洞宗）であり、霊場内の寺は

恐山菩提寺と呼ばれ円通寺の「奥の院」と位置づけられている。

恐山とイタコとの関係については、これまでも様々な研究者によって論じ

られているが、今のところ「恐山のイタコマチはさほど古いものではない」

というのが一般的な見解と言ってよいだろう。例えば、桜井徳太郎は『日本

のシャマニズム（上）』において「恐山のイタコマチは近々五〇年ほどの歴史

しかもっていない」
7

と述べており、また楠正弘も『庶民信仰の世界 - 恐山信

仰とオシラサン信仰 - 』において「恐山にイタコマチが出来たのは、それ程

古いことではない。私の推定では、大正の末年か、若しくは昭和初年の頃で

ある。若しかすると、第二次世界大戦の終了後であるかもしれない」
8

という

見解を示している。

確かに、寛政年間に書かれた菅江真澄「於久の宇良宇良」を始めとして、

幸田露伴「易心後語」
9

（初出、明治 25）、日下部四郎太『信仰仏利二人行脚』
10

（大正 8）といった紀行文には、いずれも夏季大祭について詳細な記述がある

にも拘らず、イタコに関する言及は全くなされていない。また、1927 年（昭

和 2）の時点で「イタコ・おかみん・ボサマ」
11

という論考を発表し、イタコ

に一定の文化的価値を認めていただろう中道等は、1929 年（昭和 4）刊行の

『奥隅奇譚』
12

や翌年の「南部恐山の話」
13

において恐山の解説を行なっているが、

ここにもイタコに関する記述は一切みられない。したがって、これらが書か

れた当時においては、恐山にイタコは参集していなかったか、または数名の

イタコが参集していたとしても、現在のように「イベント」として特筆され

るほどの活発さはなかったものと推測される。この点に関して鈴木岩弓は、

1939 年（昭和 14）に発表された中市謙三「恐山詣」
14

に「川原にゐる巫女に

「たまおろし」をして貰ふ、それが忙しくて初め一人だつたのが今は五人位ゐ

るといふ」という記述が見られる点、さらに、確認可能な範囲での恐山夏季

大祭に参加したイタコの人数にみられる推移から、「恐山の大祭時にイタコの

存在が眼につくようになったのは昭和十年代（一九三五〜）ころからとみな

すことができる」
15

という一つの指標を提示している。

仮に昭和十年代をイタコと恐山との結びつきの起点とみた場合、両者の関

係は戦前から続くものということになるが、先述のように、恐山のイタコマ
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うした記事を通じて〈恐山のイタコ〉に注目が集まった。結果、60 年代には

〈恐山のイタコ〉ブームとでも言うべき状況が生じており、ここで一定の知名

度と文化的価値を獲得した〈恐山のイタコ〉は、その後、70 年代に始まる日

本のオカルトブームや旅行ブームによる再評価を通じ、大衆文化の中に確固

たる地位を築いていくこととなった。〈恐山のイタコ〉の定着とは、裏を返せ

ば、〈イタコ寺〉という〈恐山〉像の定着を意味している。

確かに、マス・メディアが〈恐山のイタコ〉の形成と定着において、非常

に大きな役割を果たしたのは事実である。そしてこうしたイメージは、実際

の恐山をめぐる状況にも多大なる影響を及ぼすと同時に、信仰に裏打ちされ

た恐山の「俗化」という問題を生み出し、それは時に「責任の大半は（中略）

イタコを好奇心の対象と化す、無責任な伝え方をしてきたマスコミにある」
6

というマス・メディア批判にも繋がった。しかし〈恐山のイタコ〉は、果た

してマス・メディアによってのみ流布されたものだったのだろうか。高い知

名度を誇るこのイメージが、各々の文脈のもと、二次的に利用されることは

なかったのだろうか。

そこで本稿は、恐山を〈イタコ寺〉にしたマス・メディアの “共犯者” として、

「むつ市」と「青森県」という二つの地方自治体に着目し、両者が〈恐山のイ

タコ〉を自らの文脈でいかに利用していったかを明らかにしていきたい。な

お、便宜上、今回は、マス・メディアに〈恐山のイタコ〉が表れ始めた 1950

年代から 1980 年代までの状況を対象とする。

１．〈恐山のイタコ〉と恐山菩提寺

「恐山」といった場合、ここには二つの意味合いが包含されている。一つは、

青森県の下北半島に存在するカルデラ地帯の総称としての恐山であり、もう

一つは、そうしたカルデラ地帯の内部に位置する霊場恐山である。本稿では、

後者の霊場恐山を指して「恐山」の語を使用したい。恐山は高野山、比叡山

と並ぶ日本三大霊場の一つとして知られており、火山岩と宇曾利湖の織り成

す “地獄極楽” の光景が非常に特徴的である。現在、恐山を管理しているのは、
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恐山は、青森県むつ市の円通寺を本坊とする恐山菩提寺を中心とした霊場

である。しかしながら、実際の恐山とイタコとの関係性に目を向けてみれば、

平素のイタコは自宅のある地域社会の中で巫業を営んでおり、恐山に登って

くるのは夏季大祭と秋祭の期間中に限られる。また、寺社の縁日に複数のイ

タコが参集し死者の口寄せを行なうことをイタコマチと呼ぶが、こうしたイ

タコマチは青森県内各地の寺社で確認されており、決して恐山に限ってみら

れる現象というわけではない
2

。

それでは、一体なぜイタコと恐山とは、人々の認識のなかでこれほどまで

に強固な結びつきをもつようになったのか。こうした民俗文化としてのイタ

コの実態とは乖離する、大衆的なイメージとしての “イタコ” の形成において、

マス・メディアが大きな役割を果たしたことは言うまでもない。

マス・メディアとイタコの関係については、従来の研究でも言及がなされ

ており、「恐山信仰は昭和三〇年頃からマスコミによって注目され、日本人の

多くによって認知せられるようになった。（中略）マスコミは恐山信仰を、現

代にみる古代信仰、原始信仰、未開信仰と主張したり、恐山を死者の山と考

えたり、地蔵堂をイタコ寺と伝えたりしてきた」
3

、「昭和三十年頃から、恐山

のイタコの存在がマスコミを通じて報じられ、観光旅行者が口寄せ巫女のイ

タコを求めて恐山にやって来るようになった」
4

といった記述がなされてきた。

しかし、マス・メディアが実際いかにイタコを取り上げたか等、その内実を

問うような試みはなされてこなかったのであり、この点に着目した論者は、

これまでマス・メディアによって形成された大衆文化としての〈イタコ〉の

具体相を、活字メディアを通じて明らかにしてきた
5

。

現在までに得られた結果を概観すれば、〈イタコ〉が活字メディアに登場し

始めたのは、1950 年代のことである。当時の記事の背景にあったのは、戦後

復興から経済成長期に生じた「日本再発見」の動きであり、「古き日本」とし

て「恐山」ならびに「恐山まいり」という習俗がクローズアップされるよう

になった結果、〈イタコ〉は「恐山の構成要素」として活字メディアに登場す

ることとなった。したがって、〈イタコ〉は登場の時点で既に〈恐山のイタコ〉

と同義だったことになる。

1950 年代の記事はいずれも恐山が話題の中心を占める記事であったが、こ
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はじめに

イタコは青森県から秋田県・岩手県に分布する民間巫者であり、特定の地

域に根付く民俗文化であるにも拘らず、その存在は現在、全国的に広く認知

される状況にある。イタコの知名度を示す事例は枚挙に暇がない。例えば、【写

真１】はサッポロビールの製品に「おまけ」として付けられていたフィギュ

アの一つである。「恐山のイタコ」と名付けられたこのフィギュアは、2005

年にサッポロビールが海洋堂とコラボレーションして展開した「フィギュア

版　みちのく物産展」という企画で作られたものであり、その名の通り、こ

の「みちのく物産展」には、「青森ねぶた」「なまはげ」「きりたんぽ鍋」「鳴

子のこけし」「伊達政宗騎馬像」「下北のニホンザル」など、食品や工芸品か

ら動物に至るまで、「みちのく」を代表する 16 種類のアイテムがラインナッ

プされていた
1

。「恐山のイタコ」は、そうした「みちのく」の代表の一つとし

てノミネートされていたのであり、これはイタコの知名度の高さを物語って

いると同時に、多くの人々が共有する「イタコといえば恐山、恐山といえば

イタコ」というイメージを如実に示しているといえるだろう。

                

【写真１】フィギュア「恐山のイタコ」

恐山菩提寺を〈イタコ寺〉にしたのは誰か
―マス・メディアの “共犯者” としての地方自治体―

大 道 晴 香


