
寒
　
熱
　
風
　
雨

「
〔
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
〕
」

の
典
拠

工

藤

哲

夫

一

忍

辱

　
賢
治
は
修
羅
意
識
を
抱
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
例
え
ば
龍
谷
大
學
編

『佛
敏
大
蹴
彙
第

一
巻
』
(大
3
・
5
・
18
初
版
未
見

昭
15
.

10

.
18
三
版
所
見

冨
山
房
)
三
五
頁

「
ア
シ
ュ
ラ
」
の
項
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

寒 熱 風 雨

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ふ
　
た
ん
し
や
う
　
む
　
め
うぎ

　

六
道

の

一
。

漢

字

音
、

阿

須

羅

・
阿
素

羅

・
阿

蘇

羅

・
阿

素
洛

・
阿

須

倫

・
阿

索
羅

に
作

り
、

略

し

て
修

羅

と

い

ふ
。

非

天
、

不
端

正

・
無

妙

戯

　

　

む

し
ゆ
　
　ふ
お
ん
し
ゆ

又

は
無

酒

・
不
飲

酒
等

と

課

す
。

大

婆

沙

論

巻

百

七
十

二

に

曰
く

、

「
素

洛

は
是

れ

天

な

り

。

彼

は

天

に
非

ざ

る
が

故

に

阿
素

洛

と

名

つ

く
。

復

次

　

　

　

　
た
ん
じ
やう

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
んぎ
や
う

に
素

洛

は
端

政

と

名

つ

く

、

彼

は
端

政

に
非

ざ

る

が
故

に
阿

素

洛

と

名
つ

く
。

彼

は
諸

天

を

檜
嫉

し
、

得

る
所

の
身

形

端
政

な

ら

ざ

る
を

以

て

の
故

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
よ
じ
やう

に

。
復

次

に
素

洛

は
同

類

と

名
つ

く

、

彼

は

先

に
天

と

相

近

く

住

し
、

然
も

類

同

じ

か

ら
ざ

る
が

故

に
阿

素

洛

と

名
つ

く

。

世

界

初

成

の
時

、

諸

阿

　

　

　

　

　
そ
　
め
い
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
く
く
わ
う
じ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
め
う

素

洛

は
先

づ

蘇

迷

鷹

の
頂

に
住

み

し

が
、

後

に
極

光

浄

天

の
壽

壷

き

業

書

き

幅

鍵

き

し
が

故

に
、

彼

天

よ

り
没

し

て
、

是

の
中

に
來

生

し

、

勝
妙

　

く
う
で
ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
つ
い

の
宮

殿

自

然

に

出

で

た

り
。

諸

阿
修

羅

心

に
嫉

悉

を

生

じ

即

ち
之

を
避

け
た

り
。

此

後

復

第

二
天

に
生

じ
彼

更

に
庭

を

移

す

乙
あ

り

て
乃

至

三

十

三

　

　
め
う
か
う
ざ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ　
へ　
　
　
　
　
　
た
い
げ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み
な

天

、
妙

高

山

の
頂

に
偏

く

衣

第

に
佳

せ
し

か

ば
、

彼

極

め

て
韻

惑

し

即

ち
退

下

せ
り

。

然

る

に
諸

天

衆

は
初

生

の
時

威
之

を
指

し

て
此

は
我

が

同

類
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ひ
　ど
う
るゐ

に
非
ず

と
い

へ
り
、

斯
に
由
り
て
韓
展
し
て
非
同
類
と
名
つ
く
。
復
嫉
惑
を
生
ず
る
に
由

る
が
故

に
形
端
政

な
ら
ず
、
部
ち
此

を
以
て
非
端
政
と
名

　

　
　
　
　
　

(1
)

つ

く
」

と
。
【後
略
]　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

(
・
点
工
藤
、
以
下
特

に
断
わ
ら
ぬ
限
り
同
様
)
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修
羅
は
瞑
惑
を
そ
の
特
性

(
の

一
つ
)
と
す
る

(「
憎
嫉
」
「嫉
悉
」
等
も
類
義
語
と
言
え
よ
う
)
。
賢
治
自
身
の
文
に
徴

し
て
み
る

な
ら
ぽ
、
詩

「春
と
修
羅
」
以
外
に
、
大
正
九
年

「
〔六
月
～
七
月
〕」
保
阪
嘉
内
宛
書
簡

(恥
踊
)
に
こ
う
あ
る

(『校
本
宮
澤
賢
治
全
集

第
十
三
巻
』
〔昭
49
.
12
・
20

筑
摩
書
房
〕
一
八
三
～
一
八
四
頁

以
下
同
全
集
を

『校
本
全
集
』
と
略
記
し
、
発
行
所
名
を
省
略
す
る
)。

お
手

紙

あ

り
が

た
う

ご

ざ

い
ま

し

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ　　
ヘ　　　ヤ　　　ヘ　　　へ　　　も　　　う　　　も　　　あ　　　も　　ヘ　　　へ

お
互

に
し

っ
か

り
や

ら

な

け

れ
ぽ

な

り
ま

せ

ん
。
突

然

で
す

が

。

私

な

ん

か

こ

の
ご

ろ

は
毎

日
ブ

リ
ブ

リ
憤

っ
て
ば

か

り

ゐ
ま

す

。

何

も

し

や
く

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　へ　　も

さ

わ

る
筈

が

さ

っ
ぱ

り

な

い

の

で
す

が

ど

う

し

た
訳

や
ら

人

の
ぼ

ん

や

り

し
た

顔

を

見

る

と
、

「
え

x
ぐ

つ

ぐ
つ

す

る

な

い
。
」

い
か

り
が

か

っ
と

燃

え
て
身

体

は
酒

精

に
入

っ
た
様

な
気

が

し

ま
す

。

机

へ
座

っ
て

誰

か

の
物

を
言

ふ

の
を

思

ひ
だ

し
な

が

ら

急

に
身
体

全

体

で
机

を

な

ぐ

り

つ
け

さ

う

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　へ

に

な

り

ま
す

。

い
か

り

は
赤

く

見

え

ま

す
。

あ

ま

り
強

い
と

き

は

い
か

り

の
光

が

滋

く

な

っ
て
却

て
水

の
様

に
感

ぜ

ら
れ

ま

す

。

遂

に

は
真

青

に
見

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　へ

え

ま
す

。

確

か

に

い

か

り

は
気

持

が

悪
く

あ

り

ま

せ

ん
。
関

さ

ん
が

あ

二
お

こ
る

の

も
尤

で
す

。

私

は

殆

ん
ど

狂

人

に
も

な

り

さ

う

な

こ

の
発
作

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
ヘ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
ム　

機

械

的

に
そ

の
本

当

の
名

称

で
呼

び

出

し
手

を
合

せ
ま

す
。

人

間

の
世

界

の
修
羅

の
成

仏

。

そ

し

て
悦

び

に

み

ち

て
頁

を
操

り

ま
す

。

本

当

に
し

っ

か

り

や
り

ま

せ

う

よ
。

あ

な

た

の
様

に

心
的

に
も

身

的

に
も
烈

し

い
動

き

を

し

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
状

態

で

は

い

つ
も

こ
ん

な

こ

と

は

お
感

じ

で

せ

う
。

　

又

、

『
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ

手

帳

』

五

～

十

一
頁

(『
校
本
全
集
第
十
二
巻
㊤
』
〔
昭
50

.
12

.
20
〕
二
八
～

三
〇
頁
)

に
次

の
よ

う

に
書

か

れ

て

い

る

。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　へ

◎
病
血
熱
す

と
錐
も
/
斯

の
如
き
の
悪
念
を
/
仮

に
も
再
び
な
す
/

こ
と
勿
れ
/
斯

の
如
き

の
瞑
惑
先
づ
/
身
を
敗
り
人
を
壊
り
/
順
次

に
増
長
し



　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ヘ　　へ

/
て
遂
に
絶
す

る
な

か
ら
ん
/

そ
れ
瞑
悉

の
来

る
処
/
多
く
は
/
名
利

の
故
な
り
/
血
浄

く
胸
熱
/

せ
ざ
る
の
日
/
身
自
ら
名
利

を
離

れ
た
り
と
負

し
/

一
切

を
/
童
子
嬉
戯

の
如
く

に
/
思
ひ
/
私

に
そ
の
/
念

に
誇

り
酔

ふ
と
も
/
見

よ
四
大
僅

に
和
/
を
得
ざ
れ
ば
忽

ち
に
/

諸

の
秘

心
斯

の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　
へ

き

の
/
悪
相
を
現
じ
来

っ
て
/
汝
が
脳
中
を
馳

駆
し
/
或

は

一
刻
/
或

は
二
刻
或
は
終

に
/
唯
是
修
羅

の
中
を
/

さ
ま
よ
ふ
に
/
非
ず
や
/
さ
ら
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　　へ

こ
れ
格
好

の
/
道
場
な
り
/
三
十

八
度
九
度
の
熱
悩
/
肺
炎
流
感
結
核

の
諸
毒
/
汝
が
身

中
に
充

つ
る
の
と
き
/
汝
が
五
蕗

の
修
羅
/
を
化

し
て
或

は
天
或

は
/
菩
薩
或
仏

の
国
土
た
ら
し

め
よ
/

こ
の
事
成
ら
ず
ぽ
/
如
何
ぞ
汝
能
く
/
十
界
成
仏
を
/
談
じ
得

ん

　

こ

の
瞑

惑

と
結

び
付

い
て

来

る

の
が

、

六
波

羅

蜜

の

一
つ
、

忍

辱

と

い
う

行

法

・
徳

目

で
あ

ろ
う

。

そ

し

て
賢

治

は

「
菩

薩

の
修

す

る

六
種

の
行

。

布

施

、

持

戒
、

忍

辱
、

精

進

、

輝
定

、

智

慧

。
」

(『
鑛
肺
妙
法
蓮
華
経
』
〔
大
3

.
8

.
28
初
版
未
見

昭
3

.
2

.
15
二
+
八
版
所
見

明
治
書
院
〕
「
附
録
」

の

「
法
華
字
解
」

四
二
頁
)

の
内

、

特

に
忍

辱

に
意

を

用

い

て

い

た

と

推

測

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

大

正
七

年

六

月

二
十

二

日
付

宮

澤
政

次
郎

宛

書

簡

(
M
72
　
『
校
本
全
集
第
十
三
巻
』

八
〇
頁
)

に
、

謹
啓
　
御

手
紙
誠

に
有
難
く
拝
見
仕
り
候
　
実

は
私

も
自
分

の
忍
耐
力

の
少
き
事

は
充
分

承
知
致
し
居
り
折
角

と
気

を
付
け
候

へ
ど
も
何
分

に
も
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

へ　　も

回

の
如
き
事

を
申
し
上
ぐ
る
様

の
程
度
に
有

之
今
後

は
尚

々
覚

悟
を
判
然

と
致
し
随
処
み
な
忍
辱

の
道
場
と
心
掛
け
候
間
何
卒
御
安

心
奉
願
候

只
今

の
分
析

と
て
も
、
本
日
等

は
夕

の
七
時
に
実
験
室
を
出
で
候

へ
ど
も
、
何
も
仕
事
が
苦

し
と
は
存
じ
申

さ
ず
候
。
只
無
意
味

な
る
事

を
致

し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

心
神

を
労
ら
す
事
を
堪
え
難
く
思
ひ
た
る

の
み
に
御
座
候

へ
ど
も
之
と
て
も
応
分

の
結

果
は
来

る
べ
く
且

つ
は
心
掛
け
様

に
て
理
論
化
学

の
実
験
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ヘ　　へ

も
相
成
る
べ
く
加

ふ
る
に
忍
び
を
習

ふ
道
場
に
有
之
候

は
ば
今
更
何

等
の
不
平
を
も
持
ち
申
す

ま
じ
く
候

[後

略
]

寒 熱 風 雨

と
あ
り
、
同
年

「
〔
六
月
二
十
日
前
後
〕」
保
阪
嘉
内
宛
書
簡

(恥
履

同
八
七
頁

注
の
番
号
を
省
略
)
に
、

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
マ

[前
略
]
私

は
今

一
つ
の
務
を
果
す
為

に
実

に
実

に
陰
気

な
び
く
び
く
も

の
の
日
を
送

つ
て
ゐ
ま
す
。
私

は
今
学
校

の
関
さ
ん
の
実
験
室

へ
入

っ
て
郡

の
土
壌

の
分
析
を
し
て
ゐ

ま
す
。
そ
れ
は
実

に
ひ
ど

い
失
敗
ば

か
り
し
て
居
ま
す
。
天
秤

の
皿
に
強
硫
酸

を

つ
け
た
り
、

瓦
斯

を
止

め
ず
に
帰

っ
た
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り
塩
化
ア
ム
モ

ニ
ア
を
炭
酸

ア
ム
モ

ニ
ア
の
代
り
に
疵

へ
入
れ

て
置

い
た
り
、
私

の
様

な
ぼ

ん
や
り

は
と
て
も
定
量
分
析

な
ど

の
様
な
精
密
な
仕
事

を
す
る
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
も
今
止
め
る
訳

に
は
ど
う
し
て
も
行
き
ま
せ
ん
。

五
六
十

の
土
壌

は
ど
う
し
て
も
今
年
中
に
分
析

し
な
け
れ

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ヘ　　　へ

ぽ

な
り
ま
せ
ん
。
あ

x
け
れ
ど
も

こ
の
実
験
室

は
盛

岡
の
北

の
隅
に
あ

る
の
で
は
な
い
。
諸
仏
諸
菩
薩

の
道

場
で
あ

り
ま
す
。
私

に
と

っ
て
は
忍
辱

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
マ
マ

の
道

場
で
す
。
国
§

α
2

ゲ
①巴

よ
。
放
心
者

よ
。

お
ま

へ
は
毎

日
み
ち

め
に
も
叱
ら
れ

し
ょ
ん
ぼ
り
と
立

ち
試
薬
瓶

の
列
を
黙

つ
て
見

て
ゐ
る
。

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

で

け
れ
ど
も
動
く
な
動
く

な
。
硅
素
も

カ
リ
ゥ
ム
も
み
ん
な
不
可
思
儀

な
光
波

(
そ
の
波
長

の
大
さ
は
誰
も
知

ら
な
い
。
)

の
前

に
明

に
見

ら

れ

る
前

に
は
お
前

は
ご

つ
ご

つ
と
硅
酸
分
離
を
や
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
。
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ヘ　　ヘ　　へ

と

あ

り
、

「
歌

稿

〔
A
〕
」

脇

に
、

「
こ

エ

は

こ
れ

惑

ふ
木

立

の
な

か

な

ら

ず

し

の
び

を

習

ふ
春

の
道

場

」
(『
校
本
全
集
第

一
巻
』

〔昭
48

.
11
.

15
〕
八
三
頁
。

こ
の
短
歌

は
、
「
歌
稿

〔
B
〕
」

脇

〔
同
二
五
六
頁
〕
・
「
マ
グ

ノ
リ

ア

の
木
」

〔『校
本
全
集
第
八
巻
』
〈
昭
48

・
9

・
15
>
二
六
九
頁
〕
・
「
〔
峯
や
谷

は
〕
」
〔『
同
第
+

一
巻
』
〈昭
49

.
9

.
15
初
版
未
見

昭
51

・
6

・
15
初
版
二
刷
所
見
〉
二
四
二
頁
〕
に
も
見
え
る
が
少

し
字
句

の
異
同
が
あ

る
)
と

あ

る
。

「
し

の
び

」

は

「
忍

辱

」

と

同

義

で
あ

ろ
う

。

六

波

羅

蜜

の
内

、

賢

治

の
書

い

た
も

の

の
中

か
ら

そ

の
言

葉

を

見

出

せ

る

の

は
、

忍
辱

と

も

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(2
)

う

一
つ
檀

波

羅

蜜

(
H
布
施
。

「学
者

ア
ラ
ム

ハ
ラ
ド
の
見

た
着
物
」

〔
『校
本
全
集
第
八
巻
』
三
三
六
頁
〕
中

に
出
て
来
る
)

だ

け

な

の
で
あ

る
。

　

さ

て
、

賢

治

は

「
住

忍

辱

地

」

と

い

う
文

句

を

『
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ

手

帳

』

=

二
八
頁

(『
校
本
全
集
第
十

二
巻
㊨
』
七
三
頁
)

に

書

き

記

し

て

い

る
。

こ
れ

は
、

法

華

経

「
安

樂

行

品

第

十

四

」

(
〔前
出
〕
『
顯
綿
妙
法
蓮
華
経
』
三
六
〇
頁
。
但
し
次

の
引
用

は

三
五
九
～

三
六
〇
頁
。
傍

注
を
省
略
)

に
出

て
く

る

言
葉

で

あ

る

。

　

　

　

じ
ゆ
し
　
り
　
　
　
つ

佛

、

文

殊

師

利

に
告

げ

た

ま

は
く

、

　

　

　

　

　

　

　

　
の
ち
　
　あ
く
せ
　
　
お
　
　
　
　
こ
　
　
き
や
う

と
　
　
　
　
　
　ほ
つ　
　
　
　
　
ま
さ
　
　し
　ほ
ふ
　
　あ
ん
ぢ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
こ
ん
し
よ
　
　あ
んぢ
う

　

　

　

　

　

　
さ
つ

　

若

菩

薩

摩

詞
薩

、

後

の
悪

世

に
於

い

て
是

の
経

を
説

か

ん

と
欲

せ
ば
、

當

に

四
法

に
安

住

す

べ

し

。

一
に

は
菩

薩

の
行

庭

、
親

近

塵

に
安

住

し

て
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

き
や
う

え
ん
ぜ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
り
　
　
　い　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
さ
つま

か
　
さ
つ　
　ぎ
や
う
し
よ
　
な
つ
　
　
　
　
　
も
し
ぼ

さ
つま

か
　
さ
つ　
　
に
ん
にく
　
　ち
　
　
　ぢ
う

　

　

　

し
ゆ
じ
や
う
　
た
め

　

よ

　

能

く

衆

生

の
爲

に
是

の
脛

を

演
説

す

べ

し
。

文

殊

師

利
、

云
何

な

る

を

か

菩
薩

摩

詞

薩

の
行

虜

と

名

く

る
。

若

菩
薩

摩

詞

薩

、

忍

辱

の
地

に
住

　

へ　
　
に
う
わ
ぜ
んじ
ゆ
ん
　
　
　
　
　
　
そ
つ
ば
う
　
　
　
　
　
　
　こ
ころ
ま
た
お
ど
ろ
　
　
　
ま
た
ま
た
ほ
ふ
　
　お
　
　
　
　
ぎ
や
う
　
　
　と
ころ
な
　
　
　
　
　
　
　し
よ
ほ
ふ
に
よ
じ
つ　
　さ
う
　
　く
わ
ん
　
　
ま
た
ふ
　
ふ
ん
べ
つ　
　ぎ
や
う

　

し
、

柔

和

善

順

に

し

て
、

卒

暴

な

ら
ず

。

心

亦

驚

か
ず
。

又
復

法

に
於

い
て
行

ず

る
所

無

く

し

て
、

諸

法

如

實

の
相

を
観

じ

、

亦

不

分

別

を
行

ぜ



　

　

　

これ
　
　
ぼ
　
さ
つ
ま　
か
　
さ
つ　
　
ぎ
よ
う
し
よ
　
な
つ

ざ

る
。

是

を
菩

薩

摩

詞

薩

の
行

庭

と

名

く
。

　

法

華

経

中

に

「
忍

辱

」

の
文

字

は
十

五
箇

所

に
見

え

る
゜
(
〔前
出
〕
『
鑛
聯
妙
法
蓮
華
経
』

一
六

.
三

一
.
六
七

・
三
〇

三

・
三
〇
六

・
三
五
七

・

三
六
〇

・
三
八

一
・
三
八
三

・
三
九
七

・
四

一
一
・
四
四
〇

・
四
四
七

・
四
四
八

・
四
五

一
頁
)
。

法

華

経

そ

の
も

の
に

は

忍

辱

と

い
う

語

の
意

味

説

明

は
無

い

わ
け

だ

か

ら
、

賢

治

は
当

然

こ

の
語

義

を
追

究

し

た
く

な

っ
た

で
あ

ろ

う
。

さ

し

当

っ
て

は

(前
出
)
「
法

華

字
解

」
が

役

に
立

つ
。

「
法

華

字
解

」

の

「
忽

辱
」

の
項

(
二
八
頁
)

に

は

「
六
度

の

一
。

苦

痛

、

屈

辱

を

堪

へ
忍

び

て

、

恨

を

報

ず

る

の
念

な

き

を

い

ふ

。」

と

記

さ

れ

て

い
る

。

そ

し

て
、

「
忍

辱

」

の
次

に
置

か
れ

て

い

る
項

目
が

「
忍
辱

地
」

で
あ

っ
て
、

次

の
よ

う

な

説

明
が

な

さ

れ

て

い
る

(同
頁
)
。

【
忍
辱
地
】
　
生
忍

(唄
、
罵
、
撞

打
等
有
生

よ
り
蒙
ら
す
凌
辱
を
忍
ぶ
)
、
法
忍

(寒
熱
、
風
雨
、
飢
潟
、
老
死
等
非
情
的

の
禍
害

を

忍

ぶ
)

に
安

　
住

し
て
動
か
ざ

る
を
大
地

に
喩

へ
て
い
ふ
。

「
法

華

字

解

」

は
賢

治
が

見

た

で
あ

ろ

う

と

推
定

し

て

よ

か

ろ

う
。

更

に
、

賢

治
が

見

た

か

ど

う

か

断
定

は

で
き

ぬ

が

、

よ

り

詳

し

い
説

明

を

『
佛

教

大

蹴

彙

第

五
巻

』

(大

11

・
-

・
8
初
版
未
見

昭
15

・
2

・
11
三
版
所
見

冨

山
房
)

に
求

め

る

な

ら

ば

、

そ

の

「
一=

一

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

(
3
)

ソ
　

ニ
忍

」

と

い
う

項

目

(
三
七

一
五
頁
)
中

に
、

次

の
よ

う

な

記

述

を
見

出

す

こ
と

が

で
き

る
。

寒 熱 風 雨

　

ぽ

さ
つ
し
よし
ゆ
　
　
　
　
　
　
　に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ん
　
　に
ん
た
い
　
　
に
んか
　
　
　あ
ん
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
や
う
にん
　
ほ
ふ
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
ち

ど
う
ん

　

菩

薩

所

修

の

二
種

の
忍

を

云

ふ
。

其

の
忍

は
忍

耐

・
忍

可

・
安

忍

等

の
義

と

し

て
用

ひ

ら

る
。

(
哺
)

生

忍

と

法

忍

と

を

云

ふ
。

大

智

度
論

巻

六

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
や
う
に
ん

に

「
復

た
次

に

二
種

の
忍

あ

り
、

生

忍

と

法

忍

と

な

り
」

等

と

説

く

も

の
是

れ

な

り

。

其

生

忍

と

は
衆

生

の
種

々
に
迫

害

し
、

若

し

は
種

々
に
寛

待

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
ゆ
じ
や
うく
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　だ
んじ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
やけ
ん

す

る

違

順

の
事

に
於

て
忍

耐

し
、

ま

た
衆

生

其

者

に
就

て
初

・
中

・
後

な

し

と
観

じ

て
衆

生

室

の
理

を
印

可

し

、

而
も

断

常

二
邊

に
堕

せ
ず

邪

見

を

　

　

　

　

　

　

　

　

ほ
ふ
に
ん

生

ぜ

ざ

る

に
名

づ

け

、

法

忍

と

は
甚

深

の
法

の
中

に
信

心

無

磯

に
し

て

一
切

法

に
於

て

中

道
實

相

の
理

を

忍

可

し

決
定

す

る

に
名

つ

く
。

又
同

論

巻
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に
ん
にく
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(4
)

十

四

已

下

に

は
忍

辱

に
就

て

生

・
法

二
忍

を

分

別

せ

る
が

、

其

読

少

し

く
前

説

と
異

れ

り

。
其

意

に
依

る

に
生

忍

と

は
衆

生

に
樹

し

て
忍

耐
す

る

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く

ぎ
や
う
く
や
う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
し
んめ
ち
やう
ち
や
く

と

に
し

て
、

之

に

二
あ

り

。

一
に
恭

敬

供

養

し

て
優

遇

す

る
衆

生

に
樹

し

て
毫

も

貢

高

染

著

の
心

を
起

さ
ず

、

二

に
瞑
罵

打

榔

し

て
迫

害

す

る
衆

生

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ほ
ふ
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
ん
ぽ
ふ
　
　
ひ
　し
ん

に
封

し

て
全

く
怨

恨

憂

悶

等

の
心

を
起

さ

ず

。

法

忍

と

は
法

に
就

て
怨

耐

す

る

こ
と

に
し

て
、

之

に
亦

二
あ

り

。

心
法

と
非

心

法

と

な

り

、

心
法

に

　

し
ん
い
　
　
　う
　し
う
　
　ぎ
　
　
　い
ん
よ
く
　
　
け
うま
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
ん
　
　
ねつ　
　
ふう
　
　う
　
　
　
　
　
　
　
　き
　
　
　か
つ　
　
ら
う
　
　ぴ
や
う
　
し

は
瞑
悉

・
憂

愁

・
疑

・
婬

慾

・
僑

慢

等

の
法

に
就

て
忍

耐

し

、

非

心
法

に

は
外

に
寒

・
熱

・
風

・
雨

等

、

内

に
飢

・
渇

・
老

・
病

・
死

等

に
就

て
忍

耐

し

て
安

然

不
動

な

る

な

り
。

[後

略

]

40

　
し
か
し
賢
治
は

(
右
の
記
述
を
読
ん
だ
に
せ
よ
読
ま
な
か

っ
た
に
せ
よ
1

読
ん
だ
と
す
れ
ぽ
そ
れ
に
満
足
せ
ず
ー

、
右
に
引
か

 れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
)
大
智
度
論
の
原
典
を
自
ら
繕
い
た
と
推
測
し
た
い
。
何
故
な
ら
、
他
の
事
柄
に
関
し
て
も
賢
治
と
大
智
度
論
と

の
関
わ
り
を
推
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　
大
　
智
　
度
　
論

『宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』
(注

(2
)
に
既
出
)
の

「
大
論
」
の
項
目

(四
三
二
頁
)
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
大
論
鰭
ろ
　
【
宗
】
　
『
大
智
度
論
』

の
略
称
。

一
〇
〇
巻
、

ナ
ー
ガ
ー

ル
ジ

ュ
ナ

(
↓
龍

樹
菩
薩
)
著
。
大
品
般
若
経

(摩
詞
般
若
波
羅
蜜
経
)

の

　

　
　
　

く
ま
ら
じゆ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ

註
釈
書

で
、
鳩
摩
羅
什
が
四呈
年

に
漢
訳
し
た
も

の
。
詩

[亜
細
亜
学
者

の
散
策
]
に

「
わ
た
し
が
名
指
す
古
金

と
は
/
今
日
世
上

一
般

の
/
暗

い
黄

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
こ
き
ん

い
う
な
も

の
で
な
く
/
龍
樹
菩
薩

の
大
論

に
/

わ
つ

か
に
暗

示
さ
れ

た
る
も

の
」
と
あ
る
が
、
こ
れ

は
麦
を
古
金

に
た
と
え
た
理
由
を
言

っ
た
も

の
。

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

マ
マ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ミ
け
ル

大
論
中

に
古
金
色
に

つ
い
て
の
暗
示
的

な
下
り
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
。

(↓
古
金
、
ρ
巳
o犀

αq
o
匡
)
。
他

に
詩

[葱
嶺
先

生

の
散
歩

]
(↓

ツ

ェ
ラ
高

原
)

に

「
龍
樹
菩
薩

の
大
論

に
/
わ
つ

か
に
暗
示
さ
れ
た
る
た
ぐ

ひ
」
と
あ
る
。　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

4

こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
作
品
は
、
「
大
論
」
と
い
う
言
葉
が
直
接
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
だ
け
で
あ

ろ
う
。
同

じ
く

「神
力
」
の



項

目

(三
六
六
頁
)

に

は
、

次

の
よ

う

な

示
唆

が

あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

神

力

続

り
　

【宗

】
　

仏

や

菩
薩

が

持

っ
て

い

る
超

自

然

で

不

可
思

議

な
能

力

の

こ
と

。

神

通
力

、

威

神

力

に

同

じ
。

詩

[装

景

手

記

]

に

「地

殻

　
つ
よ
　

の
剛
さ

こ
れ
を
決
定
す

る
も

の
は
/
大
き
く

二
つ
に
な

っ
て
ゐ
る
/

一
つ
は
如
来

の
神
力
に
ょ
り
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
下
書
稿
で
あ
る
手
帳

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

[装
景
手
記
]

を
見

る
と
、

「
或
る
平
均
的

に
/
不
変
な
/
剛
性
を
も

つ
地
殻

を
/
更

に
任
意
に
変
ず

る
」
と
あ
り
、
如
来

(仏
)

の
神
力

に
よ
り
地

殻
が
任

意
に
変
化
す
る
、
と
い
う
思
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
神
力

を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
大
智
度
論
第

二
十

八

(
↓
大
論
)

に
あ

る
神
通

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

ま
た
よ

力

の
説
明
が
参
考

に
な
る
。
す
な

わ
ち

「
二
に
は
亦
能
く
諸
物

を
変
化

し
、
地
を
し
て
水
と
な
し
、

水
を
し
て
地

と
な
し
、
風
を
火
と
な
し
、
火
を

　
　
　
　

か
く

風
と
な
し
、
是

の
如
く
諸
大

を
し

て
皆
転
易
せ
し
む
」
と
あ
る
。

寒 熱 風 雨

　

鈴

木

健

司

(「
賢
治
童
話
を
解
く

キ
ー
ワ
ー
ド
ー

仏
教
」
〔『國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
31
巻
6
号

〈
昭
61

,
5

.
25
>

一
六
五
頁
〕)

に

「
〔
手

紙

一
〕
に
は
同
論
巻
十
四
か
ら
、
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
(
こ
の
指
摘
は
、
古
宇
田
亮
延

「「
手
紙
　

一
」
に
つ
い
て
」
〔『賢
治
研
究
』
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(5
)

〈昭
妬
・
8
・
-
V
一
四
二
～

一
四
四
頁
〕
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。)
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　

'

　
『
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』
八
二
頁

(『校
本
全
集
第
十
二
巻
㊤
』
五
四
頁
)
に
、
「
五
落
」
「
国
土
」
「衆
生
」
と
い
う
三
語
が
並
記
さ
れ

て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
小
倉
豊
文

(『「雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
新
考
』
〔昭
53
.
12
。
5

東
京
創
元
社
〕
一
八
二
頁
)
が
、
「「
五
藍
」
「
国
土
」
「
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(6
)

生
」
の
三
語
は
、
智
度
論
に
説
い
て
い
る

「
三
種
世
間
」
に
当
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
じ
く

『
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』
二
五

・

二
六
頁

(『校
本
全
集
第
十
二
巻
㈹
』
三
五
頁
)
に

「七
ぜ

つ
の
/
鎗
」
「
七
舌
の
/
か
ぎ
」
と
書
か
れ
て
い
る

の
に
関

し

て
、
小
倉
豊
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(7
)

(前
掲
書
九
五
頁
)
は
、
「白
井
成
允
氏
は
大
智
度
論
の

「
七
種
弁
」
の
義
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
。」
と
示
唆
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
賢
治
と
大
智
度
論
と
の
関
わ
り
を
確
認
し
た
上
で
、
再
び
話
を
元
に
戻
し
た
い
。
先
に
、
賢
治
が

「
大
智
度
論
の
原

典
を
自
ら
旙
い
た
と
推
測
し
た
い
。」
と
書
い
た
。
『
佛
教
大
僻
彙
』
の
記
述
に
あ
る
通
り
、
生
忍
と
法
忍
に
関
し
て
大
智
度
論
の
巻
六

41



と

「
巻

十

四

已

下

」

の
両

方

に
述

べ

ら

れ

て

い
る

の
で

あ

る
が

、

今

特

に

「
巻

十

四

已

下

」

の
記

述

の
方

に

着

目

し

た

い
。

そ

の
理

由

は
、

そ

ち
ら

の
方

が

「
法

華

字

解

」

の
説

明

と

よ
く

適

合

す

る

と

い
う

こ

と

と

、

巻

十

四

の
冒

頭

に

、

前

述

の
古

宇

田

亮

延

に
よ

っ
て

「
〔
手

紙

　

一
〕
」

の
典

拠

と

指

摘

・
推

定

さ

れ

た
毒

龍

の
話

が

載

っ
て

い

る

か

ら
、

少

な
く

と
も

「
巻

十

四

巳

下
」

を
読

ん

で

い

る

可

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
(
8
)

能

性
が

強

い
か

ら

で

あ

る

。

　

で

は
、

大

智

度

論

「
巻

十

四

已

下

」

に

は
、

忍

辱

に
関

し

て
ど

の
よ

う

な

こ
と

が

書

か

れ

て

い
る

の

で
あ

ろ
う

か
。

要

点

は

『
佛

教

大

辞

彙

』

の
記

述

に

尽

き

る

と

言

っ
て

も

よ

い

の
で

あ

る
が

、

そ

れ

の
補

足

説

明

と

な

る

箇

所

を

先

に

い
く

つ

か

抜

き

出

し

て

み

た

い

(
以
下
、

大
智
度
論

の
引
用

は

「國
課
大
智
度
論
」

の

「巻

の
第
十
四
」

及
び

「
巻

の
第
十
五
」

〔〈
和
本
〉
『
國
謁
大
藏
経

論
部
第
三
朋

(端

一鎌
)』
〈大

8

・
6

・
25

國
民
文
庫
刊
行
會
V
〕
に
拠

る
。
注

の
番

号
等
を
省
略
)
。

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
シ　セ
　ラ
は
　
　ら
　
　み
つ

　

「
巻

の
第

十

四
」

冒

頭

の
毒

龍

の
話

は
、

忍

辱

に
関

し

て

の
も

の

で

は
な

く

(

「
　

羅

波

羅

蜜

」

(
11
持

戒

)

に
関

し

て

の
Lも

の

で

あ

る
が

、

持

戒

に
関

連

し

て

次

の
よ

う

に

忍

辱

に

も

説

き

及

ん

で

い
る

。
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いか
ん
　
　
ち

か
い　

に
ん
に
く
　
し
ゃう
　
　
　
　
　
ち

か
い
　
ひ
と
　
　こ
こ
ろ

み
つか

ね
ん
　
　
　
い
は
　
　
　
　わ
れ
　
　い
ま
か
い
　

た
も
　
　
　
こ
ころ

を
さ
　
　
　
　
　た
め
　
　ゆゑ
　
　
　
　
　も
　
　
　か
い
　
　
た
も

　

云
何

が
持

戒

は
忍

辱

を

生
ず

る

や
。

持

戒

の
人

は
心

に
自

ら

念

じ

て

言
く

、

「
我

、

今
戒

を
持

つ
は
心

を

治

め
ん

が
爲

の
故

な

り

。
若

し

戒

を

持

　

　
し
の　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　ち

ご
く
　
　だ
　
　
　
　
　
　
　
　か
い　
　や
ぶ　
　
　
　
　
い
へど
　
　
　し
の　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
も
つ　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
　
　あ
く
だ
う
　
　ま
ぬ
か
　
　
　
　
な
ん
　
　
ほし
い

つ
て

怨

ぶ

こ

と
無

く

ん
ば
、

當

に
地

獄

に
堕

す

べ

し
。

戒

を

破

ら

ず

と

錐
も

、

忍

ぶ

こ
と

無

き

を
以

て

の
故

に
、

悪
道

を
冤

れ

ず

、

何

ぞ

縦

ま

ま

に

い
か
　
　
　
　
み
つ
か
　
こ
こ
ろ
　
せ
い
　
　
　
　
　
ぺ
け
　
　
　
　
　
た
だ
こ
こ
ろ
　
も
つ
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
　
　
あ
く
し
ゆ
　
　
い
　
　
　
　
　
こ
の
ゆ
ゑ
　
　
ま

さ
　
　
　
こ
の
　
　
　
　
み
つ
か
　
つ
と
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
つ
と
　
　
　
　
に
ん
に
く
　
　
し
ゆ

惹

つ
て
自

ら
心

を

制

せ

ざ

る

可

ん
や

。

但

心

を
以

て

の
故

に
三

悪
趣

に
入

る
。

是

故

に

鷹
當

に
好

ん

で
自

ら

勉

め
、

強

い

て
勤

め

て
忍

辱

を
修

す

べ

　

　

　

　
ま
た
つぎ
　
　
　
ぎ
や
うじ
や
か
いと
く
　
　け
んき
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
つ
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　に
ん
にく
　
　し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　いか
ん
　
　
　
　
　
　に
ん
　
　
だ
いり
き
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
か
い
　
　
ら
う
こ

し
」

と
。

復

衣

に
、
行

者

は
戒

徳

を

堅

強

な

ら

し

め

ん
と

欲

せ
ぽ

、

當

に
忍

辱

を

修

す

べ

し
。

何

と
な

れ

ぽ

忍

は

大
力

な

り

、

能

く

戒

を

牢

固

に

　

　
ど
う
え
う

　

　

　

　

　

も
つ
　

　

　
　
ま

　

み
つか

し

ゆ
ゐ

　

　

　

　
わ

　

い
ま

し
ゆ
つけ

か
た
ち

ぞ
く

　
べ
つ
　

　
　
あ
に
こ
ころ

ほ
し
い
　

　

　

　
せ

に
ん
　
ほ
ふ
　
ご
と

し

、
動

揺

せ
ざ

ら

し

む

を

以

て

な
り

。

復

た

自

ら
思

惟

す

ら

く

、

「我

が
今

の
出

家

の
形

は
俗

と
別

な
り

、

豊

心

を
縦

ま

x

に
し

て
世

人

の
法

の

如

　

　

　
ぺ
け
　
　
　
　
　
よ
ろ
　
　
　
み
つ
か
　
べ
ん
れ
い
　
　
　
　
　
にん
　
　も
つ　
　こ
こ
ろ

と
と
の
　
　
し
んく
　
　
し
の
　
　
　
も
つ　
　
　
ここ
ろ
　
　
ま
た
に
ん
　
　う
　
　
　
　
　
も
　
　
こ
こ
ろ

し
の
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん

く

な

る

可

ん
や

。

宜

し

く
自

ら
勉

働

し

て
、

忍

を
以

て
心

を

調

へ
、

身

口

に
忍

ぶ

を

以

て
、

心

に
も

亦

忍

を

得

べ

し
。

若

し

心

に
忍
ば

ざ

れ

ば

、

身

く
　
　
　
ま
た
し
か
　
　
　
　
　
　こ
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
ぎ
よ
う
じ
や
　
ま
さ
　
　
し
ん
く
　
し
ん
　
　
　
　
　
　

も
ろ
も
ろ
　
ふ
ん
こ
ん
　
　
し
の
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
つ
ぎ
　
　
　
　
こ
　
　
　
か
い
　
　
り
や
く
　
　
　
と
　
　
　
　
　す
な
は
　

　
　
ま
ん

 口
も

亦
爾

な

り
、

是

の
故

に
行

者

は
當

に
身

口
心

を
し

て
、

諸

の
葱
根

を
忍

び

絶

た
し

む

べ

し
。

復

次

に
、

是

の
戒

は

略

し

て
説

け
ば

則

ち

八
萬

あ

　

　

ひろ
　
　と
　
　
　
　
す
な
は
　
む
　
り
やう
　
　
　
　
わ
れ
ま
さ
　
　いか
ん
　
　
　よ
　
　
　つ
ぶ
さ
　
　
　この
む

り
や
う
　
か
い
ほ
ふ
　
　た
も
　
　
　
　
　
た
だ
ま
さ
　
　
に
ん
にく
　
　
　
　
　
し
ゆ
か
い
お
の
つ
か
　
　
う
　
　
　
　
　
　
た
と

り

、
廣

く
説

け

ば

則

ち

無

量

な

り
。

我

當

に

云
何

ぞ

能

く

具

に
、

是

無
量

の
戒

法

を

持

た

ん
。

唯

當

に
忍

辱

な

ら
ぽ

衆

戒

自

ら

得

べ

し
。

讐

へ
ば



ひ
と
　
　
　
　
　

つ
み
　
　
わ
う
　
　
え
　
　
　
　
　
　
わ
う
　
　
ぎ
い
に
ん
　
　
も
つ
　
　
こ
れ
　
　
た
う
し
や
　
　
の
　
　
　
　

ろ
つ
ぺ
ん
　
　
り

じ

ん
　
　
あ
ひ
だ
　
い
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
い
つ
　
　
　

ち
　
そ
う
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　

み
ち
　
　
え
ら

人

あ

り
、

罪

を

王

に

得

ん

に
、

王

は
罪

人

を
以

て
之

を

刀

車

に
載

せ
、

六

邊

の
利

匁

は
間

を
容

れ

ず

、
奔

逸

し
、

馳

走

し
、

行

く

に
路

を
揮

ぽ

ざ

る

　

ご
と

も

よ

み

たも

　

た
う

た
め

き
ず
つ

　
　

ζ

す
な
は

こ
ろ

　

し

.

　
　

.ぢ

か
い

ひ
と

ま
た
ま

か
く

ご
と

か
い

り

た
う

が
如

し
。

若

し

能

く

身

を
持

た
ば

、

刀

の
爲

に
傷

け

ら

れ

ず
、

是

れ
則

ち
殺

せ

ど
も

死

せ
ざ

る
な

り

。
持

戒

の
人

も

亦

復

た
是

の
如

く

、

戒

を
利

刀

　

な

　

にん

ぢ

し
ん

な

　

も

に
ん
し
んか
た

　

　
　

か
い

また
ひと

き
ず

　

ま
た
ま

た
と

ら
う
にん

よ
る
ゆ

　
　

つゑ

　
　

す
な
は

っ
ま
つ

と

爲

し
、

忍

を

持

身

と
爲

す

。

若

し

忍

心

固

か

ら
ざ

れ

ぱ

、

戒

も

亦
人

を

傷

っ
く

。

又
復

た
讐

へ
ぽ

老

人

の
夜

行

く

に
、
杖

な

け
れ

ぽ

則

ち

噺

く

が

ご
と
　
　
　
　
に
ん
　
　
か
い
　
　
つ
ゑ
　
　
な
　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
た
す
　
　
　
　み
ち
　
　
い
た
　
　
　
　
ふ
く
ら
く
　
　
い
ん
ね
ん
　
　ど
う
え
う
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
か
く
　
　
ご
と
　
　
　
　し
ゆ
じ
ゅ
　
　
な
つ
　
　
　
　
　
ち

か
い
　
　
ク
シ
ヤ
ン

如
し
。
忍

を
戒

の
杖
と
爲

せ
ば
、
人
を
扶
け
て
道

に
至
り
、
輻
樂

の
因
縁
も
動
揺
す

る
こ
と
能

は
ず
。
是

の
如
き

の
種
種
を
名

け
て
、
持
戒
は

屡

(
9
)

テ
イ
パ
　
ラ
　
ミ
　
　
タ
ロ
　
　
　し
や
う
　
　
　な

提
波
羅
蜜
〔多
〕を
生
ず
と
爲
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(「巻
の
第
十
四
」
五
一
七
～
五

一
八
頁
)

　

『
本

化

聖

典

大

辮

林

　

下

』

(大
9

・
12

・
-
原
本
発
行
未
見

昭

63

・
10

・
12
普
及
版
発
行
所
見

国
書

刊
行
会
)

二
六

一
六

頁

及

び

(
前
出
)

『
佛

教

大

僻

彙

第

五

巻

』

三

七

五

〇

頁

に
見

出

し

項

目

の
あ

る

「
忍

辱

仙

人

」

(
後
者

で
は

「
忍
辱
仙
」)

の
話

が

五

三

六
～

五

三

七

頁

に

　

　
　
　
　
　
　
　
　

ク
シ
ヤ
ン
テ
イ
せん
にん

載

っ
て

い
る

(但

し

「
羅

提
仙
人
」

と
い
う
名
で
)

の

に
続

い
て

、

瞑

が

イ

ヶ

ナ
イ

理

由

、

忍

辱

を

修

行

す

べ
き

旨

等

を

次

の
よ

う

に

説

い
て

い
る
。

寒 熱 雨 風

　

ま
た
つ
ぎ
　
　
　
ぽ

さ
つ
　
　
じ

し
ん
　
　
し
ゆ
ぎ
や
う
　
　
　い
つ
さ
い
し
ゆ
じ
や
う
　
つ
ね
　
　
し
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
た
い
　
　
し
よ
　
　
　
　
　
は
く
い
つ
　
　

も
ろ
も
ろ

く
　
つ
う
　
　
う
　
　
　
　
う
ま
　
　
　
と
き
　
　
は
く
さ
く
　
　
　
　こ
つ
に
く

　

復

次

に

、

菩

薩

は

慈

心

を

修

行

す

。

一
切

衆

生

は

常

に

衆

苦

あ

り

、

胎

に

庭

し

て

は

逼

降

し

て

諸

の
苦

痛

を

受

け

、

生

る

る

時

は

迫

蓬

し

て

骨

肉

や
ぶ
　
　
　
　
　
ご
と
　
　
　

り
や
う
ふ
う
み
　
　
ふ
　
　
　
　
け
ん
げ
き
　
　
　
　
は
な
は
だ
　
　
　
こ
　
　

ゆ
ゑ
　
　
ほ
と
け

の
た
ま
　
　
　
　
　
い
う
さ
い
　
　
く
　
　
　な
か
　
　
　
し
や
う
く
　
　
も
つ
と
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　
　
ご
と
　
　
ろ
う

破

る
る
が
如
く
、
冷
風
身

に
燭
れ

て
劔
戟
よ
り
も
甚
し
。
是

の
故

に
佛

の
言
は
く
、
コ

切

の
苦

の
中
に
て
生
苦

は
最
も
重

し
」

と
。
是

の
如

く
老

び
や
う
し

く
　

し
ゆ
じ
ゆ

こ
ん
や
く

　

　
い
か
ん

　
ぎ
や
う
に
ん

ま
た
そ
の
く

　
く
は

　
　

こ
れ

さ
う
ち
う

ま

　
た
う

も
つ

や
ぶ

　

な

　
　

ま
た
つ
ぎ

ぽ

さ
つ

み
つ
か

ね
ん

病

死

の
苦

、

種

種

の
困

厄
あ

り
、

云

何

ぞ
行

人

は
復

其

苦

を

加

へ
ん
。

是

を

瘡
中

、

復

た

刀
を

以

て
破

る
と

爲

す

。

復

次

に

菩

薩

は

自

ら

念

ず

ら

　

　

わ
れ
ま
さ
　
　し
よ
よ
　
　
　ひと
　
　
つね
　
　し
や
う
じ
　
　み
つ
　
　な
が
れ
　
し
た
が
　
　
　こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　ま
さ
　
　ぎ
やく
る
　
　
　
も
つ
　
　
も
と
　
　
　みな
も
と
　
　つく
　
　
　
　な
い
を
ん
だ
う
　
　
い

く
、

「我

鷹

に
諸

絵

の
人

の
常

に
生

死

の
水

の
流

に
随

ふ
が

如

く

な

る
べ

か
ら

ず
、

我

は
當

に
逆

流

し

て
以

て
求

め

て
源

を

蓋

し
、

泥

潭

道

に

入

る

　

　

　
い
つさ
い
　
　
ぼ
ん
に
ん　
　
　
　し
ん
いた
　
　
　
　す
な
は
　
い
か
　
　
　
　や
く
いた
　
　
　
　す
な
は
よ
ろ
こ
　
　
　ム
　し
よ　
　
　
　す
な
は
　
お
そ
　
　
　
　わ
れ
　
　ぼ
　さ
つ　
　
　
　
　
か
れ
　
　ご
と
　
　
　
　
　
べ
か
　
　
　
　
　
いま

べ

し
。

一
切

の
凡

人

は
、

侵

至
れ

ぽ

則

ち
瞑

り
、

盆

至

れ
ば

則

ち
喜

び

、

怖

庭

に

は
則

ち
畏

る
。

我

は
菩

薩

た

り
、

彼

が

如

く

な

る
可

ら

ず

、
未

だ

け
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
ん
　
　
　
　
　
い
へ
ど
　
　
　
ま
さ
　
　
み
つ
か
　
よ
く
せ
い
　
　
　

に
ん
に
く
　
　し
ゅ
ぎ
や
う
　
　
　な
う
が
い
　
　
　
　
い
か
　
　
　
　
　
き
や
う
や
う
　
　
　
よ
ろ
こ
　
　
　
　
　
し
ゅ
く

結

[工
藤
注

"
「結
」
と
は
煩
悩

の
こ
と
]
を
断

ぜ
ず

と
錐
も
、

當
に
自

ら
抑
制
し

て
忽
辱
を
修
行
し
、
悩
害

を
も
瞑
ら
ず
、
敬
養

を
も

喜

ば

ず
、
衆

苦

か
ん
な
ん

ふ

ゐ

　

　

　

　
ま
さ

し
ゆ
じ
や
う

た
め

だ
い
ひ

し
ん

お
こ

　
　

,

　

　
ま
た
つ
ぎ

　

ぽ

さ
つ

も

し
ゆ
じ
や
う

き
た

　

な
う
ら
ん

な

　

　
　

み

銀
難

を
怖
畏
す
べ
か
ら
ず
、
當

に
衆
生

の
爲

に
大
悲
心
を
興
す
べ
し
」
と
。
復
次

に
、
菩
薩

は
若
し
衆

生
の
來

つ
て
悩
齪
を
爲
す

こ
と
を
見
れ
ば
、

ま
さ
　
　
み
つ
か
　
ね
ん
　
　
　

い
は
　
　
　
　
こ
　
　
　わ
　
　
　し
ん
か
う
　
　
　
　
　
ま
た
こ
　
　
　
わ
　
　
　し
　
　
　
　
　
ま
す
ま
す
し
ん
あ
い
き
や
う
し
ん

く
は
　
　
　
こ
れ
　
　ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
　
　
　
し
ゅ
な
う

當

に
自

ら
念

じ

て
言

く
、

「是

れ

我

が

親

厚

た

り
、

亦

是

れ

我

が
師

な
り

、

盆

親

愛

敬

心

を
加

へ
て
之

を
待

た

ん
」

と

。
何

と

な
れ

ば

彼

も

し
衆

悩

　

く
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れす
な
は
　
にん
にく
　
　じ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
ゆ
ゑ
　
　
　
　
こ　
　
　
　
　
　し
ん
か
う
　
　
　
　
　
ま
た
こ
　
　
　わ
　
　
　し
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
また
つぎ
　
　
　
ぼ

さ
つ　
こ
こ
ろ

を

加

へ
ず

ん
ば

、

我

則

ち

忍
辱

を

成

ぜ

ざ

れ
ぽ

な

り
。

是

故

に
、

「
是

れ

我

が

親

厚

な

り
、

亦

是

れ

我

が
師

な

り
」

と

言

ふ
。

復

次

に
、

菩

薩

は

心

43



　

　

ほ
と
け
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　と
ころ

ご
と
　
　
　
し
　
　
　
　
　
し
ゆ
じ
や
う

は
じ
め
　
　
　
　
せ

か
い
　
　か
ぎ
り
　
　
　
　
　
　
だ
う
　
　わ
う
ら
い　
　
　
り
ん
で
ん
む
　
り
や
う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

わ
れ
ま
た
か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
ゆ
じ
や
う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た
め

に
、

佛

の
説

き

た

ま

ふ
所

の
如

く

に
知

る

。

「衆

生

は
始

な

く
、

世
界

は
際

な

し

、

五

道

に
往

來

し

て
輪
聴

無
量

な
り

。

我

亦

曾

つ
て
衆

生

の
爲

に
、

ぷ
　
も
　
き
や
う
だ
い
　
　
　
　
　
し
ゆ
じ
や
う
　
ま
た
み
な
か
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
ぷ
　
も
　
き
ゃ
う
だ
い
　
　
　
　
　
た
う
ら
い
　
　
ま
た
し
か
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
も
つ　
　
こ
れ
　
　
お

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
く
し
ん
　
　
　
　
　
　
し
ん
が
い
　
　
いだ

父
母

兄

弟

た
り

、
衆

生
も

亦

皆

曾

つ
て
我

が
父

母

兄

弟

た

り
、

當

來

も

亦

爾

ら

ん
。

是

を
以

て
之

を

推
す

に
、

悪

心

に

し

て

瞑

害

を

懐

く

べ

か

ら

ず
」

と
。

　

ま
た
つぎ
　
　
　
　し
　
ゆ
ゐ　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
じ
や
う
な
か
　
　
　
　ぶ
つし
ゆ
は
な
は
　
お
ほ
　
　
　
　も
　
　
　わ
れ
し
ん
い
　
　
　
　
こ
れ
　
　
む
か
　
　
　
　
　
す
な
は　
ほ
と
け
　
い
か
　
　
　
　な
　
　
　
　
も
　
　
　
わ
れ
　
　
ほ
とけ
　
　いか

　

復

次

に
、

思

惟

す

ら
く

、

「
衆

生

の
中

に

は
佛

種

甚

だ

多

し
、

若

し
我

瞑

意

も

て
之

に
向

は
ぽ
、

則

ち
佛

を
瞑

る
と

爲

し
、

若

し

我

、

佛

を

瞑

ら

　

　

す
な
は
　
す
で
　
　
を
は
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　ご
と
　
　
　
　
　
　
　
が
ふ
てう
　
　ま
さ
　
　ほ
と
け
な
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　いま
　
　
こ　
　
　
と
り
　
　
　
　
　
　
い
へど
　
か
ろ
ん
　
べか

ば

、

則

ち
已

に
丁
れ

り
と

爲

さ

ん
。

読

く

が

如

く

ん
ば

、

鵠

鳥

は
當

に
佛

と
作

る

こ
と

を

得

べ

し
、

今

は
是

れ

鳥

な

り

と

錐

も

輕

ず

可

ら

ざ

る

な

　

　

　

　

ま
た
つ
ぎ
　

も
ろ
も
ろ

ぽ
ん
な
う

な
か

し
ん

も
つと

お
も
　

な
　

ふ

ぜ
ん

むく
い
袈

し
ん

む
く
い
も
つと

だ
い
　

　

よ
　

け
つ
　

こ
　

ち
つざ
い
　

し
や
く
だ
い

り
」

と

。

復

次

に
、

諸

の
煩

悩

の
中

に
瞑

を
最

も

重

し

と
爲

す

、

不

善

の
報

の
中

、

瞑

の
報

は
最

も

大

な

り

。

除

の
結

に

は
此

の
重

罪

な

し
。

繹

提

ば
　
な
　
み
ん
　
　
ほ
と
け
　
と
　
　
　
　
　げ
　
　
　
い
　
　
　
　
　ご
と

婆

那

民

の
佛

に
問

へ
る
偶

に
言

ふ
が

如

し
、

　

　

な
に
も
の
　
　
ころ
　
　
　
あ
ん
の
ん
　
　
　
　
　
　
　な
に
も
の
　
　こ
ろ
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
も
の　
　ど
く
　
　も
と
　
　
　
　
　
　
　
な
に
も
の
　
　
　
い
つさ
い
　
　ぜ
ん
　
　ど
ん
め
つ　
　
　
　
　
　
　
な
に
も
の
　
　こ
ろ

　

　

『
何
物

か
殺

し

て
安

隠

な

る

や
、

何

物

か
殺

し

て
悔

い
ざ

る
や
、

何

物

か
毒

の
根

な

る

や
、

〔何

者

か
〕

一
切

の
善

を

呑

滅

す

る

や
、

何

物

か
殺

　

　

　

　

さ
ん
　
　
　
　
　
　
　
な
に
も
の
　
　
こ
ろ
　
　
　
　う
れ
　
　
　
　な

　

　

し

て
讃

ず

る

や
、

何

物

か
殺

し

て
憂

ふ

る
無

き

や

。』

　

ほ
と
け
こ
た　
たま

　

佛

答

へ
言

は

く
、

　

　

し
ん
じ
ん

ころ

あ
ん
の
ん

　

し
ん
じ
ん

こ
ろ

く

　

し
ん

ど
く

こ
ん

　

し
ん

い
っさ
い

ぜ
ん

め
つ

し
ん

こ
ろ

し
よ
ぶ
つさ
ん

し
ん

こ
ろ

　

　

『瞑

心

を
殺

せ
ば
安

隠

な

り
、

瞑

心

を
殺

せ
ば

悔

い
ず

、

瞑

は

毒

の
根

た

り

、

瞑

は

一
切

の
善

を

滅

す
、

瞑

を
殺

せ
ば

諸
佛

讃

じ

、

瞑

を

殺

せ

　

　

　

す
な
は　
う
れ
ひ

　

　

ば

則

ち
憂

な

し
』

と

。

　

ぼ

さ
つし

ゆ
ゐ
　
　
　
　
　
　
　わ
れ
いま
ひ
　
　
ぎ
ゃ
う
　
　
　
　し
ゆ
じ
や
う
　
　
　
　らく
　
　え
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
つ
　
　
　
し
ん
　
　し
よぜ
ん
　
　ど
ん
め
つ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い
つさ
い　
　
ど
く
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　な

　

菩

薩

思

惟

す

ら

く
、

「我

今

悲

を

行

じ

て
、

衆

生

を

し

て
樂

を
得

せ
し

め
ん

と
欲

す

。

瞑

は
諸

善

を
呑

滅

し

て
、

一
切

を
毒

害

す

る

こ
と

を
爲

す

、

撚

灘

に
裁

冊

が

比

の
動

舞

を
彿

ず

べ

き

。
轡

し
鰍

潔

あ

れ
ば

、

鶴

げ

勲

耕

を

鬼

す
、

潔
側

が

静

く

恭

嚢

翻

し

て
饗

を

得

せ

し

め

ん
」

と

。

健

薦

に
、

し
よ
ぷ
つ
ぼ
　
さ
つ　
　
だ
い
ひ
　
　
　も
つ
　
　
も
と
　
　
な
　
　
　
　
　ひ
　
　
　
　
し
ん
　
　
い
だ
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　め
つ
　
　
　
　
　
ど
く
　
　
　
　
　
と
く
　
　
あ
ひ
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ひ
　
　
　も
と
　
　
ゑ
　
　
　
　
　
　
な
ん
　
　
ぼ

諸
佛
菩
薩

は
大
悲
を
以

て
本
と
爲
す
。
悲

よ
り
瞑
を
出
さ
ば
、
悲

を
滅
す
る

の
毒
た
り
、
特

に
相
宜
し
か
ら
ず
。
若
し
悲
の
本
を
壌

せ
ば
、
何
ぞ
菩

さ
つ
　
　
な
つ
　
　
　
　
　
ぼ

さ
つ
　
　
な
に
　
　
ょ
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　ゆ
ゑ
　
　
ま
さ
　
　
に
ん
に
く
　
　し
ゅ
　
　
　
　
　
　
　も
　
　
　し
ゆ
じ
や
う
も
ろ
も
ろ

し
ん
な
う
　
　く
は
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
そ
　
ロ　

く

ど
く

　
　
ね
ん

薩

と
名

け

ん
、

菩
薩

は
何

に
從

つ
て

か
出

で

ん
。

是

の
故

に
懸

に
忍

辱

を

修

す

べ

し
。

若

し
衆

生

諸

の
瞑

悩

を

加

へ
ば

、

當

に
其

の
功

徳

を
念

ず

　

　

　

い
ま
こ
　
　
し
ゆじ
や
う
　
　
　ざ
い
　
　
　
　
　
い
へど
　
　
　さ
ら
　
　み
つ
か
　
べ
っ　
も
ろ
も
ろ
め
う
く

ど
く
　
　
　
　
　
そ　
　
く

ど
く
　
　も
つ　
　
　
ゆ
ゑ
　
　こ
れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

いか

べ

し
。

「
今

此

の
衆

生

は

一
罪

あ

り

と
錐

も

、

更

に
自

ら
別

に
諸

の
妙

功
徳

あ

り
、

其

の
功

徳

を
以

て

の
故

に
之

を
瞑

る

べ

か
ら

ず
」

と
。

　

ま
た
つぎ

こ

ひ
と

も
し

の
の
し

も
し

う

　
　

こ

わ
れ

をさ

な

　
た
と

こん
し

こ
ん

ね

　

く

ひ

し
たが

さ

　
し
ん

　

復

次

に
、

此

の
人

、

若

く

は

罵

り
、

若

く

は
打

つ
と
も

、

是

れ

我

を

治

む

と
爲

す

。

讐

へ
ば

金

師

の
金

を

錬

つ
て
、

垢

は
火

に
随

つ
て
去

り
、

眞

こ
ん
ひ
と
　
　あ
　
　
　
　
ご
と
　
　
　
　こ
れ
　
　
ま
た
か
く
　
　ご
と
　
　
　
も
　
　
　わ
れ
っ
み
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
セ
ん
ぜ
　
　
　
　
　
　
い
ん
ね
ん
　
　
　
　
　
い
ま
ま
さ
　
　
こ
れ
　
　
つ
く
な
　
　
　
　
　
　
い
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

金
猫
り
在
る
が
如
く
、
此
も
亦
是

の
如
し
。
若
し
我
罪
あ
ら
ば
、
是
れ
先
世

よ
り

の
因
縁
な
り
、
今
當

に
之
を
償

ふ
べ
し
。
瞑
る
べ
か
ら
ず
、
當

に

に
ん
に
く
　
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
つ
ぎ
　
　
　
　ぽ
　
さ
つ
　
　
し
ゅ
じ
ゃ
う
　
じ
　
ね
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
し
ゃ
く
し
　
　
ご
と
　

　
　
　
　

え
ん
ぷ
　
だ
い
　
　
ひ
と

も
ろ
も
ろ
　
う
　
し
う
お
ほ
　
　
　
　く
わ
ん
に
ち
　
　
　
　
　
　
す
く
な

忍
辱
を
修
す

べ
し
。
復
次
に
、
菩
薩

は
衆

生
を
慈
念
す

る
こ
と
、

猫
ほ
赤
子

の
如
く
す
。
閻
浮
提

の
人
は
諸

の
憂
愁
多
く
、
激

日
あ

る
こ
と
少
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
マ
マ

も
し
　
　
　
き
た
　
　
　
め

り
　
　
　
　
あ
る
ひ

ざ
ん
ぞ
く
　
　く
は
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

く
わ
ん
ら
く

う
　
　
　こ
　
　
ら
く
　
　
え

が
た
　
　
　
ほ
し
い
　
　
　
　
　
な
ん
ち
　
こ
れ
　
　
の
の
し
　
　
　
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
も
と
ほ
つ
し
つ

若
く
は
來

つ
て
罵
四言
し
、
或

は
議
賊
を
加
ふ
る
も

心
に
敷
樂
を
得
。
此
の
樂

は
得
難
し
、
恣

ま

ま

に
汝
は
之

を
罵
れ
。
何
と

な

れ
ぽ

我
本
獲
心
し

44



寒 熱 風 雨

　

　

し
ゆ
じ
や
う
　
　
　
　
く
わ
ん
ぎ
　
　
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
つ
ぎ
　
　
　
　せ
　
け
ん
　
　
し
ゆ
じ
や
う
　
つ
ね
　
　
し
ゆ
び
や
う
　
た
め
　
　
な
や
ま
　
　
　
　
ま
た
し
　
そ
く
　
　
た
め
　
　
つ
ね
　
　
し
た
が
　
　
　
こ
れ

て

、

衆

生

を

し

て

歓

喜

を

得

せ

し

め

ん

と

欲

す

れ

ば

な

り

。

復

次

に

、

世

間

の

衆

生

は

常

に

衆

病

の

爲

に

・悩

さ

れ

、

又

死

賊

の
爲

に

常

に

随

つ

て

之

　

う
か
が
　
　
　た
と
　
　
　
を
ん
け
　
　
　
つ
ね
　
　
ひ
と
　
　
た
よ
り

う
か
が
　
　
　
ご
と
　
　
　
い
か
ん
　
　
　
ぜ
ん
に
ん
　
　
　
　
　
し
か
　
　
じ

み
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　く
　
　
　
く
は
　
　
　
　
　
ほ
つ
　
　
　
　
　
　
　
く
　
い
ま

を

伺

ふ

。

讐

へ
ぽ

怨

家

の

恒

に

人

の

便

を

伺

ふ

が

如

し

。

云

何

が

善

人

に

し

て

而

も

慈

感

せ

ざ

ら

ん

や

。

復

た

苦

を

加

へ

ん

と

欲

す

る

も

、

苦

未

だ

か
れ
　
　
お
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
み
つ
か
　
が
い
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　
　
ご
と
　
　
し

ゆ
ゐ
　
　
　
　
　

か
れ
　
　
い
か
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ま
さ
　
　
に
ん
に
く
　
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
つ
ぎ
　
　
　
　ま
さ
　
　
し
ん
い

彼

に
及
ぼ
ざ

る
に
、
先
づ
自

ら
害
を
受
く
」

と
。
是

の
如
く
思
惟

し
て
、
彼
を
瞑
る
べ
か
ら
ず
、
當

に
忍
辱
を
修
す

べ
し
。
復
次
に
、
當

に
瞑
悉
は

そ
　
　
　
と
が
も
つ
と
　
ふ
か
　
　
　
　
　
ど
く
　
　
な
か
　
　
こ
れ
　
　
　
　お
も
　
　
も
の
な
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
し
　
　
　
う
ち
　
　
こ
れ
　
　
も
つ
と
　
か
た
　
　
　
　な
　
　
　
　も
ろ
も
ろ
　
し
ん
ぴ
や
う
　
な
か
　
　
だ
い

其

の
替

最

も

深

く

、

三
毒

の
中

に
此

よ

り

重

き
者

無

き

こ
と

を
観

ず

べ

し
。

九

十

八
使

の
中

、

此

を

最

も

堅

し
と

爲

す

。

諸

の
心
病

の
中

に
第

一
に

　

　

ち
　
　
　が
た
　
　
　
し
ん
い　
　
　ひと
　
　ぜ
ん
　
　し
　
　
　
　
　
　
ひ
　ぜ
ん
　
　し
　
　
　
　
　
　ざ
い
ふく
　
　く
わ
ん
　
　
　
　
り

が
い
　
　し
　
　
　ママ　
　
み
つか
　お
く
ね
ん
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　あ
く
だ
う
　
　だ
　
　
　
　
ぜ
んご
ん

し

て
治

し
難

し

。
瞑

志

の
人

は
善

を

知

ら
ず

、

非

善

を

知

ら

ず
、

罪

幅

を
観

ぜ

ず
、

利

害

を
知

ら

す

、
自

ら
憶

念

せ
ず

、

當

に

悪
道

に
堕

し

て
善

言

　

ま
う
し
つ
　
　
　
み
や
う
し
よ
う
　
　お
し
　
　
　
　
　た
　
　
な
う
　
　し
　
　
　
　
　
ま
た
み
つ
か
し
ん
し
ん
　
　ひ

なう
　
　は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
いか
　
　
　
ゑ

げ
ん
　
　お
ほ
　
　
　
も
っぱ

た
　
　
な
や

を
忘

失

し
、

名

稻

を
惜

ま
ず

、

他

の
悩

を
知

ら
ず

、

亦

自

ら

身

心

の
疲

悩

を

計

ら
ざ

る

べ

し
。

瞑

れ
ぽ

慧
眼

を
覆

ひ
、

專

ら
他

を
悩

ま
す

こ
と

を

ぎ
や
う
　
　

ひ
と
り
　
　
　つ
う
　
　
せ
ん
に
ん
　
　ご
と
　
　

　
　
　し
ん
い
　
　

も
つ
　
　
　

ゆ
ゑ
　
　じ
や
う
ぎ
や
う
　
　し
ゆ
　
　
　
い
へ
ど

　
　
　
　
こ
く
　
　
せ
つ
が
い
　
　
　
　
　
ぜ
ん
だ

ら
　

　
ご
と
　
　
　
ま
た
つ
ぎ
　
　
　
し
ん
い
　
　

ひ
と

行

ず

。

一
の
五

通

の
仙

人

の
如

き

は
、

瞑
悉

を
以

て

の
故

に
浮

行

を

修

す

と

錐
も

、

一
國

を

殺
害

す

る

と
栴

随

羅

の
如

し
。

復

衣

に
、

瞑

悉

の
人

　

　

た
と
　
　
　
こ
　
ら
う
　
　ぐ

し
　
　
べ
　
　
　
　
か
た
　
　
　
こ
と
　
　
　
ま
た
あ
く
さ
う
　
　は
つ　

や
す
　
　
　
ゑ
　
　
や
す
　
　
　
ご
と
　
　
　
し
ん
い
　
　
ひ
と
　
　
　
た
と
　
　
　
ひと
　
　ど
く
だ
　
　
み
　
　
　
　
　
よ
ろ
こ

は
、

讐

へ
ば

虎
狼

の
共

止

す

可

き

と
難

き

が
如

く

、

又

悪

瘡

の
獲

し
易

く

、

壊

し
易

き

が

如

し

。

瞑

悉

の
人

は
、

讐

へ
ば

人

の
毒

弛

を

見

る

と

を
喜

　

　

　

　

ご
と
　
　
　
し
ん
　
　
っ　
　
　
　
ひ
と
　
　
　
あ
く
し
ん
や
う
　
　
　
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
いた
　
　べ
か
　
　
　
　
　
　
　い
た
　
　
　
ち
ち
　
　ころ
　
　
　
き
み
　
　こ
ろ
　
　
　
あ
く
い　
　
　
　
ほ
と
け
　む
か
　
　
　
　カ
ウサ
ム

ぽ

ざ

る
が

如

し

。
瞑

を
積

む

の
人

は
、

悪

心
漸

や
く

大

に
し

て
、

至

る
可

ら
ざ

る

に

至

り
、

父

を

殺

し
、

君

を

殺

し

、

悪
意

も

て
佛

に
向

ふ

。

拘
啖

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
マ
マ　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
マ
マ

ビ
　
こ
く
　
　
び
　
く
　
　
　
ご
と
　
　
　
　
　
せ
う
い
ん
ね
ん
　
　
も
つ
　
　
し
ん
じ
ん
う
た
　
　
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
　
　
　
　
　
ぶ
　
　
　な
　
　
　
　

も
　
　
　た
レ
　
　
　

ほ
つ
　
　
　
　
ひ
つ
　
　
　
　
つ
き
　
　
を
は
　
　
　
　な
ほ
を
ほ
　
　
べ
か

彌

國

の
比

丘

の
如

き

は
、

小

因

縁

を

以

て
瞑

心

轄

た
大

に
し

て
、

分

れ

て
二
部

と
爲

る
。

若

し
断

ん

と
欲

し
、

終

に
三

月

を
寛

る
も

猫

了

る

可

ら
ざ

　

　

　

　

ほ
と
け
き
た　
　
　
し
ゆ
　
　ち
う
　
　
　
　い
ま
　
　さ
う
り
ん
　
　み
て
　
　あ
　
　
　
　
さ
へぎ
　
　
　つ　
　
　
　
の
たま

る

べ

し
。

佛
、

來

つ
て
衆

〔中

〕

に
在

し
相

輪

の
手

を

學

げ

て
遮

つ
て
告

げ

て
言

は
く

、

　

　

な
ん
ぢ
も
ろ
も
ろ
　
び
　く
　
　
　と
う
じ
やう
　
お
こ
　
　
　
　
　
な
か
　
　
　
　あ
く
し
ん
さ
う
そ
く
　
　
　
　
　
　
　
く
　
は
う
は
な
は
　
お
も

　

　

『
汝

、

諸

の
比

丘
、

闘

諄

を

起

す

こ
と

勿
れ

、

悪

心

相

績

す
れ

ぽ

、

苦

報

甚

だ
重

し
。

　

　

な
ん
ぢ

ね
　
はん
　
　
　
　
　
　
　よ
　
　
き

し
や
　
　
　
ぜ
ん
ぽ
ふ
　
　な
か
　
　あ
　
　
　
　
い
か
ん
　
　
　い
か
　
　あ
ら
そ

　

　

汝

は
渥
藥

を
求

め

て
世

を

棄

捨

し
、

善

法

の
中

に
在

り
、

云
何

か
瞑

り
諄

は

ん
。

　

　

せ
　
に
ん
　
　
ふん
じ
やう
　
こ　
　
　な
　
　
　ち
よ
　
　
べ　
　
　
　
し
ゅ
つけ
　
　ひ
と
　
　な
ん　
　じ
や
う
と
う
　
べ

　

　

世

人

の
葱

諄

は
是

れ

猶

ほ
恕

す

可

し
、

出

家

の
人

は
何

ぞ

諄

岡

す

可

け

ん
。

　

　

し
ゆ
っ
け
　
　し
ん
ち
う
　
　ど
く
　
　い
だ
　
　
　
み
つ
か
　が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ゃう
うん
　
な
か
　
　
　
ひ
　
い
　
　
　
　
み
　
　
　ゃ
　
　
　
　
ご
と

　

　

出

家

の
心
中

に
毒

を

懐

い
て
自

ら
害

す

る

こ
と

、

冷

雲

の
中

よ

り

火

出

で

て
身

を

焼

く

が

如

し

。』

も
ろ
も
ろ
　
び
　
く
　
　
　
ほ
と
け
　
ま
を
　
　
　
　
ま
を
　
　
　
　
　
　
　ぬ
と
け
　
ほ
ふ
わ
う
　
　
　
　
　
　ね
が
　
　
　
　
　
　し
ば
　
　
　
　も
く
ね
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
は
い
　
　
わ
れ
　
　
を
か
　
　
　
　
こ
た
　
　
　
　
　
　
　べ
か

　
諸

の
比
丘
、
佛

に
白
し

て
言
さ
く
、
「
佛

は
法
王
た
り
、
願

は
く
は
小

ら
く
獣
然
し
た
ま

へ
。
是

の
輩
、
我
を
侵

す
、
答

へ
ざ

る

可
ら
ず
」

と
。

ほ
と
ん
ね
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　

ひ
と
　
　ど
　
　
　べ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
そ
う
　
　な
か
　
　お
い
　
　
　

こ
　
　

し
の
　
　
　
さ
　
　
　
　
り
ん
じ
ゆ
　
　あ
ひ
だ
　
　
　じ
ゃ
く
ね
ん
　
　
　
　
　
　
　ま
い
　
　
い

佛

念

じ

た

ま

は
く

、

「
是

の
人

は
度

す

可
ら

ざ

る

な

り
」

と

。
衆

僧

の
中

に
於

て
、

虚

を

凌

い
で
去

り
、

林

樹

の
間

に

て
寂

然

と

し

て

三
昧

に
入

り

　

　

　

　

　
し
ん
　
　
っみ
　
　か
く
　
　ご
と
　
　
　
す
な
は
　
ぶ
つこ
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　い
た
　
　
　
　こ
　
　
ゆ
ゑ
　
　ま

さ
　
　
　し
ん
　
　の
ぞ
　
　
　
　
　
に
ん
にく
　
　し
ゆ
ぎ
や
う
　
　
　
　
　
　
また
つぎ
　
　
　
　ょ

た

ま

へ
り

。
瞑

の
罪

は
是

の
如

く
、
・
乃

ち
佛

語

を

も
受

け
ざ

る

に
至

る

。
是

の
故

に
鷹

當

に

瞑

を
除

い

て
、

忍

辱

を
修

行

す

べ

し
。

復

次

に
、

能

く

に
ん
に
く
　
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
じ
　
ひ
　
え
　
や
す
　
　
　
じ
　
ひ
　
　
　う
　
　
　
　

す
な
は
　
ぶ
つ
だ
う
　
　い
た

忍

辱

を
修

す

れ

ぽ

慈

悲

得

易

し
、

慈

悲

を

得

れ

ぽ

則

ち
佛

道

に
至

る

。

　
と
　
　
　
　
　い
は
　
　
　
　に
ん
にく
　
　
ほ
ふ　
　み
な
ζの
　
　
　
　
　
し
か
　
　
　
　じ
　
　
　ふ
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　せ
う
にん
　
　き
や
う
ま
ん
　
　
　
　
い
　
　
　
　
ふ
　
ゐ
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　これ
　
　も
つ　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
み
な
し
の

　

問

う

て

曰
く

、

忍

辱

の
法

は
皆

好

む

も
、

而

も

一
事

の

不
可

な

る

あ

り
。

小

人

は
輕

慢

し

て
、

謂

つ
て
怖

畏
す

と

爲

す

、

是

を

以

て

の
故

に
皆

忍

　

　

　

　

　
　

こ
た
　
　
　
い
は
　
　
　
も
　
　
　せ
う
に
ん
　
　き
やう
ま
ん
　
　
　
　
い
　
　
　
　
ふ
　
い
　
　
な
　
　
　
　
も
つ
　
　
　
し
の
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
つ　
　
　
　
　
し
の
　
　
　
　
　
　
　つみ
　
　これ
　
　
　
　
はな
は

ぶ

べ

か

ら
ず

。

答

へ
て

曰

く
、

若

し
小

人

の
輕

慢

し

て
、

謂

つ

て
怖

畏
と

爲

す

を

以

て
、

忍
ぽ

ざ

ら

ん
と
欲

せ
ぽ

、

忍

ぽ

ざ

る

の
罪

は
此

よ
り

も

甚

45



　

　

　

な
ん
　
　
　
　
　
　
　
し
の
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
　
　
け
ん
し
や
う
ぜ
ん
に
ん
　
き
や
う
せ
ん
　
　
　
と
ニ
う
　
　
　
　
　
　
　に
ん
に
く
　
　
ひ
と
　
　
せ
う
に
ん
　
　
た
め
　
　
あ
な
ど
　
　
　
　
　
　
も
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
や
う
　
う
ち
　
　
む
し

だ

し

。

何

と

な

れ

ぽ

忍

ぽ

ざ

る

の

人

は

、

賢

聖

善

人

の

輕

賎

す

る

所

に

し

て

、

忍

辱

の

人

は

小

人

の

爲

に

慢

ら

る

る

を

以

て

な

り

。

二

輕

の

中

、

寧

　

む

ち
　
　

た
め
　
　あ
な
ど
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
し
や
う

た
あ
　
　い
や
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
む

ち
　
　
　ひ
と
　
　
　
か
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
こ
ろ

か
ろ
ん
　
　
け
ん
し
や
う
　
ひ
と
　
　
い
や

ろ

無

智

の

爲

に

慢

ら

る

る

も

、

賢

聖

の
爲

に

賎

め

ら

れ

ざ

れ

。

何

と

な

れ

ぽ

無

智

の
人

は

、

輕

ん

ず

べ

か

ら

ざ

る

所

を

輕

じ

、

賢

聖

の

人

は
賎

し

む

　

　

と
こ
ろ
　
い
や
　
　
　
　
　
も
つ
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　ゆ
ゑ
　
　
ま
さ
　
　
に
ん
に
く
　
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
つ
ぎ
　
　
　
　
に
ん
に
く
　
　
ひ
と
　
　
　
　
ふ
　
せ
　
ぜ
ん
ぢ
や
う
　
　
　
　
　い
へど
　
　
　
つ
ね
　
　
み
　
め
う
　
　
く
　
ど
く
　
　
え

べ可
き

所

を

賎

し

む

を

以

て
な

り

。
是

の
故

に
當

に
怨

辱

を
修

す

べ

し
。

復

次

に
、
忍

辱

の
人

は
、

布
施

暉

定

せ
ず

と

錐

も

、
常

に
微

妙

の
功

徳

を
得

　

　

て
ん
じ
や
う
に
ん
ち
う
　
し
や
う
　
　
　のち
　
　
　
　ぶ
つ
だ
う
　
　う
　
　
　な
ん
　
　
　
　
　
　
　
こ
ころ
にう
な
ん
　
　
　
　
も
つ

て
、

天

上

人

中

に

生

じ
、

後

に
は
佛

道

を
得

。

何

と

な

れ
ぽ

心

柔

軟

な

る
を

以

て

な

り
。

　

ま
た
つぎ
　

ぽ
ミ

し

ゆ
ゐ
　

　

　

も

　

ひ
き

ん
ぜ
　

わ
れ

な
や
　

　

き

に
く
　

り

　

う
ば
　

か
ろ
　

　

の
の
し
　

け

ば
く
　

　

扉

ら

ま
さ

にん

ふく

　

復

次

に
、

菩

薩

は
思

惟

す

ら
く
、

「若

し
人

今

世

に
我

を
悩

ま

し
、

殿

辱

し
、

利

を
奪

ひ
、

輕

ん
じ
、

罵

り
、

繋

縛

す

と

も
、

且
く

當

に

忍

を

含

　

　

　

　

も
　
　
　わ
れし
の　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　ち

ご
く
　
　だ
　
　
　
　
て
つ
か
う
ね
つち
　
　
　む

り
ゃ
う

く
　
　
　う
　
　
　
　
　
　
　
　せ
う
し
や
は
んし
や
つ
ぶさ
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も
つ

む

べ

し
。

若

し

我

忍
ぽ

ず

ん
ば

、
當

に
地

獄

に
堕

し
、
鐵

垣
熱

地

に
無

量

の
苦

を
受

く

べ
く

、
焼

灸

播

煮

且
ハ
に
説

く

べ

か

ら
ず

」

と

。

是

を

以

て

の

ゆ
ゑ
　
　
し
　
　
　
　
　
　
せ
う
に
ん
　
　
む
　
ち
　
　
　
　
　
　
か
ろ
　
　
　
　
　
い
へど

し
か
　
　
た
つ
と
　
　
　し
の
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　も
ち
　
　
　
　
　
く
わ
い
　
　
　
　
い
へ
ど
　
し
か
　
　
い
や
　
　
　

こ
の
ゆ
ゑ
　
　
ぼ

さ
つ
　
　
ま

さ

故

に
知

ん
ぬ
、

小
人

は
無
智

に
し
て
輕

ん
ず
と
錐
も
而
も
貴
く
、
忍
ぽ
ず
し
て
威

を
用
ゆ
れ
ば
快
な
り
と
錐
も
而
も
賎

し
。
是
故

に
菩
薩
は
鷹
當

に

に
ん
に
く
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
つ
ぎ
　
　
　

ぼ

さ
つ
　
　
し
　
ゆ
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　し
よ
ほ
つ
し
ん
　
　
　
　
　
ち
か
　
　
　

し
ゆ
じ
や
う

た
め
　
　
そ
の
し
ん
び
や
う

ち
　
　
　
　

い
ま
こ
　
　

し
ゆ
じ
や
う
　
　
　し
ん
い
　
け
つ
し

忍
辱

す

べ
し

。

復

次

に
、

菩

薩

は
思

惟

す

ら
く

、

「
我

は
初

獲

心

よ

り
、

誓

つ
て

衆

生

の
爲

に
其

心

病

を
治

す
。

今

此

の
衆

生

は
、

瞑

惑

結

使

[工
藤

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た
め
　
　び
や
う
　
　
　
　
　
　わ
れ
まさ
　
　これ
　
　ぢ
　
　
　
　
　
　
　
いか
ん　
　
ま
た
こ
れ
　
　も
つ　
　
みつ
か
　
や
　
　
　
　
　
　ま
さ
　
　
　にん
に
く
　
　
　
　
　
　
　た
と

注

時
後
出

の
注

(
-o
)
を
参

照
]

の
爲

に
病

せ
ら

る

。

我
當

に
之

を

治

す

べ
く

、

云
何

ぞ

復

之

を

以

て
自

ら
病

ま

ん
、

鷹

當

に
忍

辱

す

べ

し

。
讐

へ
ぽ

　

　

　

し
ゆ
び
やう
　
れ
う
ち
　
　
　
　
　
　
ご
と　
　
　
　も
　
　
　き
　
わ
う
び
やう
　し
や
　
　
　
　た
う
　
　
ぬ
　
　
　
　
　め
　
り
　
　
　
　
　か
う
し
う
　
　し
　
　
　
　
　
　
　い　
　
　き
　
び
やう
　
　
　
　
　し
　
　
　
　
　
　
ただ
これ
　
　ぢ

や
く
し

藥

師

の
衆

病

を
療

治

す

る
が

如

し
。

若

し
鬼

狂

病

〔者

〕

の

刀
を

抜

き
、

罵

署

し

て
好

醜

を
識

ら
ず

、

醤

は
鬼

病

な

る

を
知

れ

ば

、

但
之

を
治

せ

ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぽ
さ
つも
　
　
　し
ゆ
じ
や
う

た
め
　
　し
ん
な
う
め
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
　し
ん
い
　
　
　ば
ん
な
う
　
　た
め
　
　ぴ
や
う
　
　
　
　
　
　
わ
う
し
ん
　
　
つか
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し

　

　

　
し
ん
い

　

た
め

が

爲

に
瞑

悉

せ
ざ

る
な

り

。

菩
薩

若

し
衆

生

の
爲

に

瞑
悩

罵

署

せ
ら

れ

ん
に
、

其

は
瞑

悉

の
煩

悩

の
爲

に
病

せ

ら

れ
、

狂

心

に

使

は

る

る

と

を

知

　

　

は
う
べ
ん
　
　
　
こ
れ
　
　ぢ
　
　
　
　
　
　け
ん
し
やく
　
　
と
ζう
　
　
　
　
　
　ま
たま
た
か
く
　
　ご
と
　
　
　
ま
た
つ
ぎ
　
　
　
ぼ

さ
つ　
　い
つさ
い
　
　いく
や
う
　
　
　
こ
れ
　
　あ
い
　
　
　
　
　こ
　
　
ごと
　
　
　
も
　
　
し
ゆ

る
。

方

便

も

て
之

を
治

し

て
、
嫌

責

す

る
所

な

き

も
、

亦

復

是

の
如

し

。
復

次

に
、

菩

薩

は

一
切

を

育

養

し
、
之

を
愛

す

る
乙

子

の
如

し

。
若

し
衆

齢

坊

警
薩

を
鰍

機

す

る
も

、
華

薩

は
蔭

を

艦

が

で
、

隙

ら

ず

費

め
ず

。
豊

へ
ば

響

猶

の
ヂ
鑑

を
撫

献

す

る

が
姫

し
。

子

策

は
鯖

轡

に

し

て
艘

だ

誹

る

と
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
あ
る
と
き
　
　
め
　
り
　
　
　
ち
や
う
ち
や
く
　
　
　
き
や
う
　
　
　お
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　そ
の
ち
ぢ
　
　
そ
の
ぐ
　
せ
う
　
　
あ
は
れ
　
　
　
　
　こ
れ
　
　
あ
い
　
　
　
　
　
　

い
よ
い
よ
い
た
　
　
　
　く
わ
ざ
い
　
　
　
　
　

い
へ
ど
　
い
か

所

あ

ら

ず
、

或

時

は
罵

署

し

打

郷

し
、

敬

せ
ず

畏

れ
ざ

れ

ど

も

、

其

父

は
其

愚

小

を

慈

ん
で
、

之

を
愛

す

る

こ
と
愈

至

り
、

過

罪

あ

り

と
雄

も

瞑

　

　

いか
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぽ
　さ
つ　
　
に
ん
に
く
　
　ま
た
ま
た
か
く
　
　ご
と
　
　
　
　ま
た
っ
ぎ
　
　
　
　ぽ

さ
っ　
　
し
　
ゆ
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　し
ゆ
じ
や
う　
し
ん
な
う
　
　わ
れ
　
　
く
は
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
ま
さ
　
　
に
ん

ら

ず
悉

ら

ざ

る

な

り
。

菩

薩

の
忍
辱

も

亦

復

是

の
如

し
。

復

次

に
、

菩
薩

は
思

惟

す

ら

く
、

「若

し
衆

生

の
瞑

悩

を
我

に
加

ふ
と

も
、

我

は

當

に

忍

麟

す

べ

し
。

誉

し
撚

脇

ば

ず

ん
ば

、

磯

塵

は

腹

爵
鯉

い
、

磯

に
は
轡

鎌

に
"

つ
て
都

を
爵

く

る

と
鮮

影

㌘

ら

ん
。

耕

し
謙

紮

岬
葎

つ
て

幌
翻

譜

藤

蟷

し
　
し
　
こ
　
ら
う
　
　
な
　
　
　
　
も
　
　
　が

き
　
　
　な
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　く
ち
　
　
　
　い
　
　
　
　
も　

た
と
　
　
　
　ひ
と
　
　
ひ
　
　
　ゃ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
と
き
　
　
い
た
み
か
る
　
　
　
　
　
　
の
ち
い
た
　
　
　

う
た

師

子

虎
狼

と
作

り
、

若

し

餓

鬼

と
爲

つ

て
は
、

火
、

口

よ
り

出

で

ん
。

讐

へ
ば

人

の
火

に
焼

か

る

る

に
、
焼

く

る
時

は
痛

輕

う

し

て
、

後

痛

む

と
轄

　

お
も
　
　
　
　
ご
と

た
重

き
が

如

し
」

と
。

　
ま
た
つぎ
　
　
　
ぽ

さ
つ
　
　
し
ゆ
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　ぼ

さ
つ　
　な
　
　
　
　
　
　し
ゆ
じ
や
う
た
め
　
　や
く
り
　
　
　
　
　
　ほ
つ　
　
　
も
　
　
　わ
れ
に
ん
にく
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぽ

さ
つ　
　
な
つ

　
復

次

に
、

菩

薩

は
思

惟

す

ら
く

、

「
我

、

菩
薩

と
爲

つ
て
、

衆

生

の
爲

に
盆

利

せ

ん
と
欲

す

。

若

し

我

忍

辱

す

る

匠
能

は
ず

ん
ば

、

菩

薩

と

名

け

　

　
な
つ
　
　
　
あ
く
に
ん
　
　な
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
つ
ぎ
　
　
　
ぽ

さ
つ　

し

ゆ
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
じ
や
う
し
ゅ
　
　
　
　
ひ
し
ゆ
じ
や
う
し
ゅ
　
　
　
　
われ
　
　し
よ
ほ
つし
ん

ず
、

名

け

て
悪

人
と

爲

す

」

と
。

復

次

に
、

菩

薩

は

思
惟

す

ら

く

、

「
世

に

二
種

あ

り

、

一
は
衆

生

数

、

二

は
非
衆

生
敷

な

り

。

我

は
初

獲

心

よ
り

、

ち
か
　
　
　
　
い
つ
さ
い
し
ゆ
じ
や
う
　
た
め
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ひ
　
し
ゆ
じ
や
う
し
ゆ
　
　
　
　

せ
ん
し
や
く

じ
ゆ
も
く
　
　
ふ
う
か
ん
　
　
り
や
う
ね
つ　
す
ゐ
う
　
　
　し
ん
が
い
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
こ
れ
　
　
ふ
せ
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　

は
じ
め

誓

つ
て

一
切
衆
生

の
爲
に
す
。
若

し
非
衆
生
数
あ
り
、
山
石

・
樹
木

・
風
寒

・
冷
熱

・
水
雨

の
侵
害
す
と
も
、
但
之

を
禦
ぐ

こ
と
を
求
め
て
、
初

よ
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寒 熱 風 雨

　

　

し
ん
い
　
　
　
　
　
　い
ま
こ
　
　
し
ゆ
じ
や
う
　
　
　こ
　
　
わ
　
　
　つく
　
　と
こ
ろ
　
　
　
　
　
　あ
く
　
　わ
れ
　
　く
は
　
　
　
わ
れ
　
　ま
さ
　
　こ
れ
　
　う
　
　
　
　
　
　
　
い
か
ん
　
　
　いか
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
つぎ
　
　
　
ぼ

　

り

瞑
悪

せ
ず

。

今

此

の
衆

生

は
、

是

れ

我

が
爲

る
所

に

し

て
、

悪

を
我

に
加

ふ

、
我

は
當

に
之

を

受

く

べ

し
、

云
何

ぞ

瞑

ら

ん
」

と

。

復

次

に
、

菩

　

さ
つ
　

　
く

を
ん

　

　
こ
の
か
た
　
い
ん
ねん
わ

が
ふ

　
　
か
り

　な
つ

　
　
ひ
と

　
な
　

　
じ
つ
　
にん
ぽ
ふ

　

　

　

　
　
し

　

　
た
れ

　
い
か

　
べ
　

も
の
　

　

　
　
こ

　

な
か
　
た
だ
こ
つ
にく

　

薩

億
、

久

遠

よ
り

已

來
、

因
縁

和

合

し

て
假

に
名

け

て
人

と

爲

し
、

實

の
人

法

な

き

こ

と

を
知

る
、

誰

か

瞑

る

可
き

者

あ

ら

ん
。

是

の
中

に
但

骨

肉

　

ひ

にく

あ
　

た
と

る
ゐ
ざ
ん

ご
と

ま
た

も
く
にん
き

く
わ
ん
ど
う
さ

　

こ

　ら
い

　

ご
と

そ

か
く

ご
と

し

　

い
か

　
あ

　

皮

肉

の

み
有

り

。

讐

へ
ば

塁
璽

の
如

く
、

又
、

木

人

機

關

の
動
作

し

て
、

去

あ

り
來

あ

る
が

如

し

。

其

れ
此

の
如

し
と

知

ら
ば

、

瞑

る

こ
と

有

る

べ

　

　

　

　

　

も
　
　
　わ
れ
い
か
　
　
　
　
　
こ　
　
す
な
は
　
ぐ

ち
　
　
　
　
　
　
　
　み
つ
か
ざ
いく
　
　
　う
　
　
　
　
こ
の
ゆ
ゑ
　
　ま
さ
　
　に
ん
に
く
　
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
つ
ぎ
　
　
　
ぼ

さ
つ　
　
し
　
ゆ
ゐ

　

か

ら
ず

。

若

し
我

瞑

ら
ぽ

、

是

れ

則

ち
愚

擬

に

し

て
、

自

ら

罪

苦

を
受

く

。

是

故

に
鷹

に
忍

辱

を

修

す

べ

し
。

復

衣

に
、

菩
薩

は

思

惟

す

ら

く
、

　

く
わ
ζ　
　
む

り
や
う
こ
う
が
し
やと
う
　
　し
よ
ぷ
つ　
　
　
も
と
ぽ
さ
つ　
　み
ち
　
　ぎ
や
う
　
　
と
き
　
　み
な
ま
　
　
し
や
う
に
ん
ぎ
や
う
　
　
し
か
　
　のち
ほ
ふ
にん
　
　し
ゆ
ぎ
や
う
　
　
わ
れ
い
ま
もと
　
　
　
ぶ
つだ
う
　
　
ま
な

　

「
過

去

の
無

量

恒

河

沙

等

の
諸

佛

は
、

本

菩
薩

の
道

を

行

ず

る
時
、

皆

先

づ

生

忍

を
行

じ
、

然

る
後

法

忍

を
修

行

す

。

我

今

求

め

て
佛

道

を

學

ぶ

こ

　

　

　

　

ま
さ
　
　し
よ
ぷ
つ
　
　
ほ
ふ
　
　ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
い　
　
　お
こ　
　
　
　
　
ま
　
　
　き
や
う
が
い
　
ほ
ふ
　
　ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ　
　
　ゆ
ゑ
　
　ま
さ
　
　
にん
に
く

　

と

は
、

當

に
諸

佛

の
法

の
如

く

な

る
べ

し

。

瞑
惑

を
起

し

て
、
魔

の
境

界

の
法

の
如

く

な

る

べ

か
ら

ず
」

と
。

是

の
故

に
鷹

に

忍
辱

す

べ

し
。

[後

　

略
]　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(
同

五

三
七

～

五

四

三

頁
)

さ

て

、

そ

れ

で

は

い

よ

い

よ

忍

辱

そ

の

も

の

に

迫

っ
て

み

よ

う

。

先

ず

、

忍

辱

に

二

種

あ

る

こ

と

を

説

く

。

　

　

と
　
　
　
　
い
は
　
　
　
い
か
ん
　
　
　ク
シ
ヤ
ンテ
イ
　
　な
つ
　
　
　
　
　
　
　
こた
　
　
　
　い
は
　
　
　
にん
にく
　
　
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
し
や
う
にん

ほ
ふ
に
ん
　
　
　
　
　
　
　ぼ

さ
つ
　
　し
や
う
にん
　
ぎ
や
う
　
　
　む
　
り
や
う
　
ふく
と
く

　

　

問

う

て

曰
く

、

云

何

が

屡

提

と

名

く

る

や
。

答

へ
て
曰
く

、

忍

辱

に

二
種

あ

り
、

生

忍

と

法

忍

と

な

り
。

菩

薩

は
生

忍

を
行

じ

て
無

量

の
幅

徳

　

　

え
　
　
　ほ
ふ
に
ん
　
　
ぎ
や
う
　
　
　む
　り
や
う
　
ち

え
　
　
　え
　
　
　ふ
く
と
く
　
　ち
　
え
　
　
　
　
じ
　
　
　ぐ

そ
く
　
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
　
　ね
が
　
　と
こ
ろ
　
ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　う

　

を
得

、

法

忍

を
行

じ

て

無

量

の
智

慧

を

得
、

幅

徳

と
智

慧

の
二
事

を
具

足

す

る

が

故

に
、

願

ふ
所

の
如
く

な

る

こ
と

を

得

。　

　

　

(同

五

二

五

頁
)

で

は

生

忍

と

は

何

で

あ

ろ

う

。

　

　

と
　
　
　
　
　い
は
　
　
　
　い
が
ん
　
　
　な
つ
　
　
　
　し
や
う
にん
　
な
　
　
　
　
　
　
こた
　
　
　
　い
は
　
　
　
　
　
し
ゆ
　
　し
ゆ
じ
や
う
　
　
　
　
き
た
　
　
　
　な
　
さ
つ
　
　
む
か
　
　
　
　
　
　
　
く
　
ぎ
や
く
　
や
う
　
　
　
　
　
　
　
いか
　
の
の
し

　

　

問

う

て
曰

く

、

云
何

ぞ

名

け

て
生

忍

と
爲

す

や
。

答

へ
て

曰
く

、

二
種

の
衆

生
あ

り
、

來

つ
て
菩

薩

に
向

ひ

、

一
は
恭

敬

供

養

し

、

二

は
瞑

り
罵

　

　

う
　
　
　が
い
　
　
　
　そ
　
　
　と
き
　
　ば

さ
つ　
　
　

そ　
　
　
こ
ころ
よ
　
　
し
の
　
　
　
　き
やう
や
う
　し
ゆ
じ
や
う
あ
い　
　
　
　
　
か
　
あ
く
　
　し
ゆ
じや
う
　
いか
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　し
や
う
にん
　
な
づ

　

り
打

ち
害

す

。

爾

の
時

に
菩

薩

は
、

其

の
心
能

く

忍

び

、
敬

養

の
衆

生

を
愛

せ
ず

、

加

悪

の
衆

生

を
瞑

ら
ず

、

是

を

生

忍

と
名

く

。

(
同

五

二

六
頁

)

か
　
あ
く
　
　
し
ゆ
じ
や
う
　
い
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
や
う
や
う
　
し
ゆ
じ
や
う
　
あ
い

「
加

悪

の

衆

生

を

瞑

ら

ず

、
」

の

方

は

理

解

し

や

す

い

が

、

「
敬

養

の

衆

生

を

愛

」

し

て

い

け

な

い

理

由

は

何

で

あ

ろ

う

か

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(10
)

　

　

と

　

　
　い
は

　

　
いか
ん

　

く

ぎ
や
う

く

や
う
　
これ

　
な
つ

　

　
に
ん
　
な

　

　

　

こた

　

　
いは

　

　
　
し
ゆ
　
け
つし

　

　

　

　

　
あ
い
　
そ
く

　

　
け
つ
し
　

　

　
い

　

そ
く

　

　

問

う

て
曰

く
、

云
何

が

恭

敬

、
供

養

は
之

を

名

け

て

忍

と
爲

す

や

。
答

へ
て

曰
く

、

二
種

の
結
使

あ

り

。

一
は
愛

に
薦

す

る
結

使

、

二

は
悉

に
属

　

　

　

け
つし
　
　
　
　
　
　
く

ぎ
や
う
く
や
う
　
　
　
　い　
　
　し
や
う
　
　
　
　
い
へど
　
　
　
こ
ころ
　
　
　
　
あ
いぢ
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　これ
　
　な
ん
ぞ
く
　
　な
つ
　
　
　
　こ　
　
　ゆ
ゑ
　
　こ
こ
　
　
お
い　
　
ま　
さ
　
　
　み
つ
か
　
し
の

　

す

る
結

使

な

り
。

恭

敬

供

養

し

て
患

を
生

ぜ

ず

と

錐

も
、

心

を

し

て
愛

著

せ

し
む

る

は
、

是

を

軟
賊

と
名

く

。

是

の
故

に
此

に
於

て
鷹

當

に
自

ら
忍
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ぢ
や
く
　
　
　
　
あ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
か
ん
　
　
　よ
　
　
　し
の　
　
　
　
　
そ
　
　
　む
　
じ
やう

く
わ
ん
　
　
　
　
　
　
これ
　
　け
つし
　
　
　し
や
う
し
よ　
　
　
　
ほ
と
け

し
よ
せ
つ　
　ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　り

や
う

ん

で
著

せ
ず

、

愛

せ
ざ

る

べ

し
。

云

何

が
能

く

忍

ぶ
や

。

其

の
無
常

を
観

ず

る
に
、

是
れ

結

使

の
生

塵

な

り
。

佛

の
所

説

の
如

く

ん

ば

、

「
利

養

の

き
つ
ふ
か
　
　
　
　
　
　
　
た
と
　
　
　
　か
は
　
　
だ
ん
　
　
　
　
に
く
　
　
い
た
　
　
　
　
に
く
　
　
だ
ん
　
　
　
　
ほ
ね
　
　
い
た
　
　
　

ほ
ね
　
　
だ
ん
　
　
　
　ず
ゐ
　
　
い
た
　
　
　
　こ
と
　
　
　
　ひ
と
り

や
う
　
　
ち
や
く
　
　
　
　
す
な
は

ち
　
か
い
　
　
か
は

瘡

深

き

こ
と

、

讐

へ
ば

皮

を
断

じ

て
肉

に
至

り
、

肉

を

断

じ

て
骨

に

至

り
、

骨

を

断

じ

て

髄

に

至

る
が

如

し
。

人

利
養

に
著

す

れ
ば

則

ち
持

戒

の
皮

　

や
ぶ
　
　
　
ぜ
んぢ
や
う
　
にく
　
　だ
ん
　
　
　
ち
　
ゑ
　
　
　ほ
ね
　
　や
ぶ
　
　
　
み

め
う
　
　ぜ
ん
し
ん
　
　ず
ゐ
　
　う
し
な
　
　
　
　
　
　
ほ
と
け
は
じ
　
　
　カ
　
ビ
　ラ
ブ
ス
ツこ
く
　
　あ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
と

を
破

り

、

輝

定

の
肉

を
蜥

じ

、

智

慧

の
骨

を
破

り
、

微

妙

の
善

心

の
髄

を
失

ふ
」

と
。

佛

初

め

て
迦

砒

羅
婆

國

に
遊

び

た
ま

ふ

と
き

の
如

き

は
、

千

　

　

　

　

　
び
　
く
　
　
　と
も
　
　
　
　
　
　
ごと
ご
と
　
こ　
　
　ぼ
ん
し
　
　
　み　
　
　
　
　
　
　
　ひ
　
　
　く
　
や
う
　
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
ぎ
や
う
よ
う
せ
う
す
ゐ
　
　
　
　じ
き
　
　ぜ
つ　
　
　

く
ぎ
やう
　
　
　
　
ゆ
ゑ　
　
ふ
　
た
い
や

二
百

五

十

の
比

丘
と

倶

な

り

き
。

悉
く

是

れ

梵

志

の
身

に

し

て
、

火

を

供

養

す

る
が

故

に
形

容

憔

惇

し
、

食

を

絶

し

て
苦

行

す

る
が

故

に
膚

匿

痩

せ

　

く
ろ
　
　
　じ
やう
ぽ
ん
わう
　
　
こ
ころ
　
ね
ん
　
　
　
　いは
　
　
　
　
わ
　
　
　こ　
　
　じ
　じ
う
　
　
　
　ま
　
　
　こ
こ
ろ
き
よ
じ
ゃ
う
け
つ　
　
　
　
い
へど

な
ら
び
　
よ
う
み
やう
　
　
　
　
　わ
れ
ま
さ
　
　る
ゐ
し
げ
　
　
し
　
そ
ん
お
ほ
　
　
も
の

て
黒

し

。
浄

飯

王

は
心

に
念

じ

て

言

く
、

「
我

が

子

の
侍

從

は
、

復

た

心

清
く

浮

潔

な

り
と

錐

も

並

に
容

貌

な
し

、

我

當

に

累
重

く

子

孫

多

き

者

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
に
ん
　
ロいだ
　
　
　
ぶ
つ
で
　
し
　
　
　な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
かく
　
　ご
と
　
　し
　
ゆ
ゐ
　
　を
は
　
　
　
　
　
ち
よ
く
　
こ
く
ち
う
　
　く
だ
　
　
　
し
よ
し
や
く

き
　
ぞ
く
　
　し
　
て
い　
け
んぢ
や
く

　

　

　

　

　

　

い
へ

え
ら
　
　
と

澤

び

取

つ
て
、

家

よ
り

一
人

を

出

し

て
佛

弟

子

と

爲

す

ぺ

し
」

と
。

是

の
如

く

思

惟

し
巳

つ

て
、
勅

を
國

中

に
下

し

、

諸

繹

の
貴

族

の
子

弟

を
掠

揮

　

　

まさ
　
　
これ
　
　
み
　
　
　
し
よ　
　
　
　
　
　みな
し
ゆ
つけ
　
　
　
　
　
　
　
こ　
　
　と
き
　
　
こ
く
ぼ
ん
わ
う
　
　
こ　
　
　だ
い
ば
だ
った
　
　
　
　
　し
ゆ
つけ
が
く
だ
う
　
　
　
　
　
ま
ん
　
　
ほ
う
じ
ふ
　
　
じ
ゆ
　
　
　
　し
やう
じ
んし
ゆ
ぎ
や
う

し

、
鷹

に
之

を
身

に
書

し

て
、

皆

出

家

せ

し
む

。

是

の
時

に
餅

飯

王

の
子
、

提

婆

達

多

は
、

出
家

學

道

し

て
六

萬

の
法

聚

を

諦

し
、

精

進

修

行

し

　

　

　

ね
ん　
　み
　
　
　
　
そ
　
　
　の
ちく
　
や
う
　
　り
　
　
　た
め
　
　
ゆ
ゑ
　
　
　
ほと
け
　
み
も
と
ら
いし
　
　
　
　
じ
ん
づ
う
　
　が
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　も
と
　
　
　
　ほ
と
け　
け
う
ど
ん
　
　
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
ぢ

て
十

二
年

に
漏

つ
。

其

の
後

供
養

の
利

の
爲

の
故

に
、

佛

の
所

に
來

至

し
、

神

通

を

學

せ

ん

こ

と
を

求

む
。

佛

、

僑

曇

に
告

げ

た

ま

は

く
、

「
汝

五

お
ん
　
　
む
　
じ
や
う

く
わ
ん
　
　
　も
つ
　
　
つ
う
　
　
え
　
　
　ま
た
じ
ん
づ
う
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
　
　
た
め
　
　
っ
う
　
　
と
　
　
　
　
ほ
ふ
　
　
と
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
し
や
り
　
ほ
つ
　
　
も
く
け
ん
れ
ん
　
　
な
い
し
　
　
　
　
　
　
あ

陰

の
無
常

を
観
じ
、
以
て
通
を
得
、
亦
紳
通
を
得
べ
し
」

と
。
而
も
爲
に
通

を
取

る
の
法
を
説

か
ず
。
出

で
て
舎
利
弗

・
目
鍵
連

・
乃
至
五
百

の
阿

ら

か
ん
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　

み
な
た
め
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
　
　
　
　
な
ん
ぢ
ま
さ
　
　
　
お
ん
　
　
む

じ
ゃ
う

く
わ
ん
　
　
　も
つ
　
　
と
く
だ
う
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
　
　
つ
う
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　も
と
　
　
　
　
と
こ
ろ

羅

漢

に

求

む
れ

ど

も

、

皆
爲

に
説

か
ず

し

て
言

く
、

「
汝

當

に
五

陰

の
無

常

を

観

じ

て

以

て
得

道

す

べ

く

、

以

て
通

を
得

べ

し

」

と

。

求

む

る

所

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
　
な
ん
　
　
と
こ
ろ
　
い
た　
　
　
　じ
ん
づ
う
　
　が
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　も
と
　
　
　
　こ　
　
　と
き
　
　あ
　
な
ん
　
　
い
ま
　
　た
　
し
ん
ち
　
　
　え
　
　
　
　
そ　
　
　あ
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　
た
の

　

　

　

　

　
た
い
き
ふ

え得
ざ
れ
ば
、
涕
泣
し
て
樂
し
ま
ず
。
阿
難
の
所
に
到
つ
て
神
通
を
學
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
是
の
時
に
阿
難
は
未
だ
他
心
智
を
得
ず
、
其
の
兄
な
る
を

も
つ
　
　
　

ゆ
ゑ
　
　
　
　ほ
と
け
　
い
　
　
　
と
こ
ろ
　
ご
と
　
　
　
　も
つ　
　
だ
い
ば

だ
っ
た
　
　
　
さ
つ
　
　
　
　
つ
う
ほ
ふ
　
　
じ
ゆ
が
く
　
　
　
　や
ま
　
　
い
　
　
　
　

ひ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　す
な
は
　
　
　
じ
ん
づ
う
　
　
え
　
　
　
　
じ
ん
づ
う

以
て

の
故
に
、
佛

の
言
ふ
所

の
如
く
、
以

て
提
婆
達
多

に
授
く
。
通
法

を
受
學
し
、
山
に
入

つ
て
久
し
か
ら
ず

し
て
便

ち
五
神
通

を
得
、

五
瀞
通
を

え
　
を
は
　
　
　
　
　
み
つ
か

ね
ん
　
　
　
　
　
　
　
た
れ
　
　ま
さ
　
　
わ
　
　
た
　
　
　
　
　
だ
ん
を
つ
　
　
つ
く
　
　
　
　
　も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
う
じ

あ

じ
や
せ
　
　
ご
と
　
　
　
だ
い
わ
う
　
　さ
う
　
　
　
　
　
と
も
　
　
し
ん

得

已

つ
て
、
自
ら
念
ず

ら
く
、
「
誰

か
當
に
我
が
與

め
に
、
檀
越
を
作

る
べ
き
者
あ
る
や
」
と
。
王
子
阿
閣
世

の
如
き

は
大
王

の
相

あ

り
、
與

に
親

か
う
　
　な
　
　
　
　
　
　
ほ
つ
　
　
　

て
ん
じ
や
う
　
い
た
　
　
　
　て
ん
　
　
じ
き
　
　と
　
　
　
　
か
へ
　
　
　

う
つ
た

ら

を
つ
　
　
い
た
　
　
　
じ

ね
ん
　
　
か
う
ま
い
　
　
と
　
　
　
　
え
ん
ぷ
　
り
ん
　
　
な
か
　
　
い
た
　
　
　
え
ん
ぷ
　
く
わ
　
　
と

厚
を
爲

さ
ん
と
欲
し
、

天
上

に
到

つ
て
天

の
食

を
取

り
、
還

つ
て
欝
但
羅
越

に
到

つ
て
自
然

の
硬
米
を
取
り
、
閻
浮
林

の
中
に
至

つ
て
閻
浮
果
を
取

り
・
葺

陣
馨

に
興
ふ
・
講

は
鶴
鐸

の
穿
を
響

て
鋸
欝

鷲
と
僻
り
、
悌
て
鮮
の
夢

麗
は
し
・
離

携
撚
と
僻
つ
て
茸
の
瞬
塾

に
磐

　

　

わ
う
じ

これ

　
い
だ

　
　
を

そう

　
　
つば
　
あ
た

　

　

　
　
と
き
ど
き
み
つ
か

お
の
　
な

　
と

　

　
た
いし

　

　

　
こ
れ

し

　

　

　

　
し
ゆ
じ
ゆ

　
へ
んた
い
　
も
つ
　
そ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ
こ
ろ　
う
こ

す
。

王
子

之

を

抱

い
て
鳴

漱

し

て
唾

を

與

ふ

れ
ぱ

、

時

時

自

ら

己
が

名

を
読

い

て
太

子

を

し

て
之

を

知

ら

し

め
、

種

種

の
攣

態

を
以

て
其

の
心

を

動

　

　

　

わ
う
じ
　
　
　こ
こ
ろ
　
まど
　
　
　
り

を
ん
　
　な
か
　
　お
い
　
　だ
いし
ゃ
う
し
ゃ

た
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
　
　く

や
う
　
　な
ら
び

し
ゆ
じ
ゆ
　
　ざ
ふ
く
　
　
　も
の　
　
　
　
　
ぞ
な
は
　
　
　
　
い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も
つ

か

す
。

王
子

は
意

に
惑

ひ
、

奈

園

の
中

に

於

て

大
精

舎

を

立

て
、

四
種

の
供

養

、

並

に
種

種

の
雑

供
、

物

と

し

て
備

ら

ず

と

云

ふ

こ

と
無

く

、

以

て

だ
い
ば

だ
っ
た
　
　
　き
ふ
　
　
　

に
ち
に
ち
　
　し
よ
だ
い
じ
ん
　
　
ひ
き
　
　
　
　
　
み
つ
か
　
た
め
　
　
　
　
　
ム
　
　
　や
う
ぼ
ん
　
　
お
く
　

　
　
　
　
だ
い
ば

だ
っ
た
　
　
　お
ほ
い
　
く
　
や
う
　
　
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
　
　
と
　
し
ゆ
じ
ん
ぜ
う

提

婆

達

多

に
給

し
、

日

日

に
諸

大

臣

を

牽

ゐ

て
、

自

ら

爲

に
五

百
釜

の
奨

飯

を
迭

れ

り
。

提

婆

達

多

は

大

に
供

養

を

得

た

り

し

も
、

而

も

徒

衆
勘

少

　

　

　

み
つ
か
　
ね
ん　
　
　
　
　
　
　
　わ
れ
　
　
　
　
　
さ
う
　
　
　
　
　
ほ
と
け

げ
ん
　
　
　
　
　
　
　
いま
　
　い
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ただ
で
し
　
いま
　
　あ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ　
　
　
　
　
も
　
　
　だ
いし
ゆゐ
　
ね
う

な

り
、

自

ら

念

ず

ら
く

、

「
我

は
三

十
相

あ

り
、

佛

に
減

ず

る

こ
と

未

だ
幾

ば

く

な

ら
ず

、

直

弟

子

未
だ

集

ま
ら

ざ

る

を

以

て
す

、

若

し

大

衆
園

邊

せ
ば
・
響

慨
糞

な
ら
ん
」
と
・
慰
の
婬
く
鑑

し
離
つ
て
・
儒
を
礁
久

吾

の
蒙

葎

ん
と
の
夢

筆

・
籍

挙

鐵

嵐
の
諾
羅

け
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
　
　
か
へ　
　
　
　
わ
　
が
ふ
　
　
　
　
そ
　
　
　
と
き
　
　
だ
い
ば
　
だ
つ
た
　
　
　
す
な
は

あ
く
し
ん
　
　
し
や
う
　
　
　
や
ま
　
　
お
　
　
　
　
　
ほ
と
け
　
あ
つ
　
　
　
　
こ
ん
が
う
り
き
し
　
　
　
こ
ん
が
う
し
よ
　
　
も
つ
　
　
は
る
か
　
こ
れ

化
す

る
に
、
信
は
還

つ
て
和
合
す
。
爾

の
時

に
提
婆
達
多
は
便

ち
悪
心
を
生
じ
、
山

を
推

し
て
佛
を
屋

す
、
金
剛
力
士
、
金

剛
杵

を
以

て
遙
に
之

に

48



な
げ
う
　
　

　
　
さ
い
し
や
ぐ
ほ
と
ば
し

き
た
　
　
　

ほ
と
け

み
あ
し

ゆ
び
　
　き
ず
つ
　
　

け

し
き
び

く

に
　
こ
れ
　
　か
　
　
　
　

　
　
　
ま
た
こ
ぶ
し

も
つ
　
　
に
　
　

う
　
　
　
　
に
　
　

そ
く
じ
　
　

ま
な
こ
い
　
　
　
し

郷

つ
に
、

砕

石

遊

り

來

つ
て
佛

の
足

の
指

を

傷
く

。

華

色

比

丘

尼

之

を
呵

す

れ

ぽ
、

復

拳

を
以

て
尼

を

打

ち
、

尼

は
部

時

に
眼

出

で

て
死

せ

り
。

　

ぎ
や
く
ざ
い　
つく
　
　
　
　あ
く
じ
ゃ
　
　
し
　
ふ　
ら
ん
な
　
げ

だ
う
と
う
　
　し
ん
か
う
　
　な
　
　
　
　も
ろ
も
ろ
ぜ
ん
ζん
　
　だ
ん
　
　
　
　ζ
ζ
ろ
ぎ

げ
　
　
　
　
　
　
ま
たあ
くど
く
　
　も
つ　
　
　
し
　
さ
う
　
　なか
　
　
つ　
　
　
　
ほ
と
け

三

逆

罪

を
作

り
、

悪

邪

の
師
富

蘭

那

外

道

等

と

親

厚

を
爲

し
、

諸

の
善

根

を
断

じ

て
心

に

悦
悔

な

し
。

復

悪

毒

を

以

て
、

指

爪

の
中

に
著

け
、

佛

を

ら
い
　
　
　
　
　

よ
　
　
　
　
　も
つ　
　
ほ
と
け
　
ち
う
し
や
う
　
　
　
　
　
ほ
つ
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　は
つ
　
　
　
　
い
ま
　
　
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
う
し
や
じ
や
う
　
な
か
　
　
お
い
　
　
　
　
ぢ
　
じ
　
ね
ん
　
　
は
　
れ
つ
　
　
　
　
く
わ
し
や
き
た
　
　
む
か

禮

す

る

に

因

り
、

以

て
佛

を

中
傷

せ

ん
と

欲

す

。

去

ら

ん

と
欲

し
て

未
だ

到

ら
ざ

る

に
、

王
舎

城

の
中

に
於

て

、
地

自

然

に
破

裂

し

、

火
車

來

り
迎

　

　

い　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
ご
く
　
　
い　
　
　
　
だ
いば
　
だ
つた
　
　
　み
　
　
　
　
　
　
さ
う
　
　
　
　
　
　
　
し
か
　
　
そ
　
　
　こ
こ
ろ
　
に
ん
ぷく
　
　
　
　
　
　
　
あ
た　
　
　
　
　
く
　
や
う
　
　
り
　
　
　ため
　
　ゆ
ゑ
　
　
　
し
か
　
　
だ
い

へ
て

生

き

な
が

ら

地

獄

に

入

る
。

提

婆

達

多

の
身

に

三
十

相

あ

つ
て
、

而
も

其

の
心

を

忍
伏

す

る

こ
と

能

は
ず
、

供

養

の
利

の
爲

の
故

に
、

而

も

大

ざ
い
　
　
な
　
　
　
　

い
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

ご
く
　
　
い
　
　
　
　

こ
れ
　
　
も
つ
　
　
　

ゆ
ゑ
　
　
　
　
り

や
う
　
　
か
さ
　
　
ふ
か
　

　か
は
　
　
や
ぶ
　
　
　

ず
ゐ
　
　
い
た
　
　
　
　
　

い
　
　
　
　

ま

さ
　
　
　く
　
や
う
　
　
ひ
と
　

　
あ
い

罪

を

爲

し
、

生

き

な

が

ら

地

獄

に
入

る
。

是

を

以

て

の
故

に
、

「
利
養

の
瘡

は
深

く

皮

を
破

つ
て
髄

に
至

る
」

と

言

ふ
。

當

鷹

に
供

養

の

人

を

愛

す

　

　

ご
ζろ
　ち
よ
き
や
く
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　ば

さ
つ　
　
に
ん
し
ん
　
　
　
　
　
く
　や
う
く
ぎ
や
う
　
　ひ
と
　
　あ
いぢ
や
く
　
　
　
　
　な
　
(
11
)

る

の
心

を
除

却

す

べ

し

。

是

を
菩

薩

の
忍

心

し

て
、

供
養

恭

敬

の
人

に
愛

著

せ
ず

と

爲

す

。　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(同

五

二

六
～

五

二
九

頁

)

次

に
、

法

忍

と

は
ど

う

い
う

も

の
で

あ

ろ
う

か

。

寒 熱 風 雨

　

い
か
ん
　
　
　
ほ
ふ
に
ん
　
　
な
つ
　
　
　
　
　
　
も
ろ
も
ろ
　
く

ぎ
や
う
　
く
　
や
う
　
　
し
ゆ
じ
や
う

お
よ
　
も
ろ
も
ろ
　
し
ん
な
う
　
　
い
ん
よ
く
　
　
ひ
と
　
　し
の
　
　
　
　
こ
れ
　
　
し
や
う
に
ん

な
つ
　
　
　
　そ
　
　
　く
　
や
う
く

ぎ
や
う
　
ほ
ふ
　
　
お
よ

　

云

何

が

法

忍

と

名

く

る

や

。

諸

の

恭

敬

・
供

養

の
衆

生

、

及

び

諸

の
瞑

悩

・
婬

欲

の

人

に

忍

ぶ

、

是

を

生

忍

と

名

け

、

其

の

供

養

恭

敬

の

法

、

及

　

し
ん
な
う
　
　
い
ん
よ
く
　
　
ほ
ふ
　
　
し
の
　
　
　
　
こ
れ
　
　
ほ
ふ
に
ん
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ふ
　
　
に

し
ゆ
　
　
　
　
　
し
ん
ぽ
ふ
　
　
ひ
　
し
ん
ぽ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
し
ん
ぽ
ふ
　
　
う
ち
　
　
な
い
　
　
　
　
　
げ
　
　
　
　
　
　
げ

び

瞑

悩

、

婬

欲

の

法

を

忍

ぶ

、

是

を

法

忍

と

爲

す

。

[中

略

]
法

に

二

種

あ

り

、

心

法

と

非

心

法

と

な

り

。

非

心

法

の
中

に

内

あ

り

、

外

あ

り

、

外

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な
い
　
　
　
　け
　
か
っ
ら
う
び
や
う
し
と
う
　
　
　
　
　
か
く
　
　ご
と
　
　
と
う
　
　
し
ゆ
じ
ゆ
　
　
な
つ
　
　
　
　ひ
　
し
ん
ぽ
ふ
　
　
な
　
　
　
　
し
ん
ぽ
ふ
　
　
う
ち
　
　
に
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
い
つ
　
　
　

し
ん
い

　

か
ん
ね
つ
ふ
う
う
と
う

は

寒

熱

風

雨

等

あ

り

、

内

に

は

飢

潟

老

病

死

等

あ

り

。

是

の

如

き

等

の

種

種

を

名

け

て

非

心

法

と

爲

す

。

心

法

の
中

に

二

種

あ

り

、

一
に

は

瞑

志

・

う
　
し
う
　
　
ぎ
　
と
う
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　い
ん
よ
く
　
　
け
う
ま
ん
と
う
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
に
　
　
　
な
つ
　
　
　
　
し
ん
ぽ
ふ
　
　
な
　
　
　
　
　ぼ
　
さ
つ　
　
こ
　
　
　
に
　
ほ
ふ
　
　
お
い
　
　
　
　
し
の
　
　
　
　
ど
う
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
ほ
ふ

憂

愁

・
疑
等

に
し
て
、

二
に
は
婬
欲

・
僑
慢
等
な
り
。
是

の
二
を
名

け
て
心
法
と
爲
す
。
菩
薩

は
此

の
二
法
に
於
て
、
忍

ん
で
動
ぜ
ざ

る
、
是
を
法

に
ん
　
　
な
つ

忍
と
名
く
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(「巻
の
第
十
五
」
五
四
四
～
五
四
五
頁
)

一,

寒鷺
熱馨
風蓼
雨う
L

に
迄
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

　

　

　

　

　

　
マ
マ

　

と
　
　
　
　
い
は
　
　
　
　
ゆじ
や
う
　う
ち
　
　お
い
　
　
　
も
　
　
　し
ん
な
う
　
　
　
　いの
ち
が
い　
　
　
　
　
つ
み
　
　え
　
　
　れ
んみ
ん
　
　
　
　
　
ふ
く
　
　う
　
　
　
　
　
　
　
　か
ん
ね
つ
ふ
う
う
　
　
　
　
ぞう
そん
　
　
　
　
　
　
　な

　

問

う

て

曰
く

、

衆

生

の
中

に
於

て
、

若

し
瞑

悩

し

て
命

を

害

す

れ
ば

罪

を

得

、

憐
慈

す

れ
ば

幅

を

得

れ

ど

も
、

寒

熱

風

雨

に

は
増
損

あ

る

こ
と

無

　

　

いか
ん

　

し
か

　
し
の
　

　

　
　
こた

　

　
い
は

　
　
ぞ
う
そん

　

　
　
い
へど

　
み
つ
か

な
う
ら
ん
う

く

　
し
や
う

　

ぽ

さ
つ
　
み
ち
　
が
い
　

　
こ

　

ゆ
ゑ

　
ま

さ
　

し
の

し
、

云
何

が

而

も

忍
ば

ん

や
。

答

へ
て
曰

く
、

増
損

な

し

と
錐

も
、

自

ら
拶

齪

憂

苦

を

生

じ
、

菩

薩

の
道

を

害

す
、

是

の
故

に
鷹

當

に

忍

ぶ

べ

し
。

ま
た
つ
ぎ
　
　
　
　
た
だ
し
ゆ
じ
ゃ
う
　
ぜ
つ
な
う
　
　
　
　
　
　ゆ
ゑ
　
　
つ
み
　
　
う
　
　
　
　
　
あ
ら
　
　
　
　あ
ぐ
し
ん
　
　
た
め
　
　
い
ん
ね
ん
　
　
な
　
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
つ
み
　
　
　
　
　
　い
か
ん
　
　
　
　
　
　
　し
ゆ
じ
や
う
　
こ
ろ
　
　
　
　
い
へ
ど
　

　
　
む
　
き

復

次
に
、
但
衆
生
を
殺
憐

す
る
が
故

に
罪
を
得
る
に
非
ず
、
悪
心

の
爲

に
因
縁
と
作
る
が
故
に
罪
あ
り
。
何

と
な
れ
ぽ
衆
生
を
殺
す
と
錐

も
、
無
記

し
ん

　

　
こ

　
す
な
は

つ
み

　
　

し
ゆ
じ
や
う

じ

ね
ん

　

　
　

あ
た

　

と
こ
ろ

　
　

い
へ
ど

お
ほ
い

ふ
く

う
　

か
ん
ね
つ
ふ
う
う
　

ぞ
う
そ
ん

　

な

　
　

い
へ
ど
　

し
か

よ
　

あ
く

心
な
れ
ば
是
れ
便

ち
罪
な
し
。
衆
生
を
慈
念
す
れ
ぽ
、
與

ふ
る
所
な
し
と
錐
も
大

に
幅
を
得
。
寒
熱
風
雨

は
増
損
す

る
無

し
と
錐
も
、
然

も
能
く
悪

49



い
　

し
や
う
　

　

も
つ
　

　
ゆ
ゑ
　
つ
み
　
う
　

こ
　

ゆ
ゑ
　
ま

さ
　

し
の
　

　
(12
)

意

を
生

ず

る
を

以

て

の
故

に
罪

を

得
。

是

の
故

に
鷹

當

に

忍

ぶ

べ

し
。

門後

略
]

(同
五
四
五
頁
)

50

 

　

次

章

で

は
、

以

上

見

て
来

た
大

智

度

論

の
記

述

と

「
〔
雨

ニ
モ

マ

ケ

ズ

〕
」

(『
校
本
全
集
第

六
巻
』

〔昭
51

.
11
.
30
〕
三
五
三
～
三
五
四
頁
)

と

の
関

連

を

探

っ
て

み

た

い
。

三
　
寒
　
熱
　
風
　
雨

　

忍

辱

と

「
〔
雨

ニ
モ

マ
ケ

ズ
〕
」

と

の
結

び

付

き

と

い
う

こ
と

で

す

ぐ

思

い
浮

か

ぶ

の
が

、

「
決

シ
テ
瞑

ラ
ズ
」

と

い
う

文

句

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

つ
な

が

り

は
そ

れ

だ

け

で

は

な

い

の
で

あ

る

。

順

次

見

て

ゆ

こ

う

。

　

先

ず

冒

頭

の

「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ

/

風

ニ
モ

マ
ケ
ズ

/

雪

ニ
モ
夏

ノ
暑

サ

ニ
モ

マ
ケ

ヌ
」

と

い
う

部

分

で

あ

る

が

、

こ
れ

は
法

忍

に
関

　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　

ひ
し
ん
けはふ

　
う
ち

　

　
　
げ

　

　

　

　

　

　
か
ん
ね
つ
ふ
う
う

し

て

の

「
法

」

の
種

類

、

「
非

心
法

の
中

」

の

「
外

」

に
属

す

る

「
寒

熱

風
雨

」

に

ピ

タ

リ
当

て

は

ま

っ
て

い

る
。

つ
ま

り
、

こ
れ

は
、

か
ん
ね
つ
ふ
う
う
　
　
　
　
　
お
い
　
　
　

し
の
　
　
　

ど
う
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ふ
に
ん

「
寒
熱
風
雨
」
「
に
於
て
、
忍
ん
で
動
ぜ
ざ
る
」
「
法
忍
」
と
い
う
忍
辱
の
在
り
方
を
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
そ
こ
に
、
こ
れ
を
書
い
た
当
時
の
賢
治
の
特
殊
事
情
が
関
わ

っ
て
来
る
。
つ
ま
り
、
過
去
及
び
現
在

の
賢
治
を
苦
し

め
た

(
て
い
る
)
病
気
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が

「暑
サ

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
で
切
ら
せ
ず
に
、
「
丈
夫
ナ
カ
ラ
ダ
ヲ
モ
チ
」

へ
と
続
け
さ
せ

た

の
で
あ
る
。
大
智
度
論
中
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

　

と

い
は

い
か
ん

う
ち

し
ん
ぽ
ふ

な
か

よ

し
の

　
こ
た

い
は

ぼ

さ
つ

し

ゆ
ゐ

　

わ
れ
いま

み
ち

え

し
よけ
つ
いま

だ
ん

　
い
へど

　

問

う

て

曰
く

、

云
何

が
内

、

心

法

の
中

に
能

く

忍

ぶ

や

。
答

へ
て

曰
く

、

菩

薩

は

思
惟

す

ら

く

、

「
我
未

だ

道

を
得

ず

、

諸
結

未

だ

断

ぜ

ず

と

錐

　

　
も
　
　
ま
さ
　
　し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
ん
にん
　
　こと
　
　
　
　
　
　
ぽ

さ
つ
　
　な
　
　
　
　
あら
　
　
　
　
　
　
ま
た
み
つ
か

し

ゆ
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
わ
れ
み
ち
　
　え
　
　
　
も
ろ
も
ろ
　
け
つし
　
　
　だ
ん

も
、

若

し
當

に
忍
ば

ず

ん
ぽ

、

凡

人

と
異

な

ら
ず

、

菩

薩

と
爲

る

に
非

ず

」

と

。
復

自

ら
思

惟

す

ら

く
、

「
若

し
我

道

を

得

て
、

諸

の

結

使

を

噺

ぜ

　

　
す
な
は
　
ほ
ふ
　
　
　
　
　
し
の　
　べ
　
　
　な
　
　
　
　
　
　
　
　ま
た
つぎ
　
　
　
　け
　
か
つか
ん
ね
つ　
　
こ　
　
　げ
　
　
　ま
　ぐ
ん
　
　
　
　
　
け
つ
し
　ぼ
ん
な
う
　
　
こ　
　
　な
い
　
　
ま
　
ぞ
く
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　ご
　
　
　に
　ぐ
ん

ば

、

則

ち
法

と

し

て

忍

ぶ

可
き

無

し
」

と
。

復

衣

に
、

飢

渇
寒

熱

は
是

れ

外

の
魔

軍

な

り
、

結

使

煩

悩

は
是

れ

内

の
魔

賊

な

り
。

當

に
此

の
二

軍

を

や
ぶ
　
　
　
　
　
も
っ　
　
ぶ
っ
だ
う
　
　
じ
ゃ
う
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　し
か
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
っ
だ
う
　
　
じ
ゃ
う
　
　
　
　
と
　
　
　
　
ご
と
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
け
く
ぎ
や
う
　
　
　
　
　
ろ
く
ね
ん
　
　
ま

わ
う
き
た
　
　
　
い
は
　
　
　
　
せ
っ
り

破

つ
て
、
以

て
佛
道
を
成
ず

ぺ
し
。
若
し
爾

ら
ず

ん
ば
佛
道
は
成
ぜ
ず
。
説
く
が
如
く

ん
ば
、
佛
苦
行

す

る

と

六
年
、
魔
王
來

つ
て
言
く
、
「
刹
利



寒 熱 風 雨

　

き

にん
　

な
ん
ぢ

せ
ん
ぷ
ん
し
や
う

う
ち

ただ

　

いち
ぶん

く
わ
つ
　

　

　

す
乳

べ

　

　
乏

か
へ
　

ふ

世
　

ふ
く

し
ゆ
　

　

こん
ぜ

こ

せ
　

に
ん
う
そ
ん
じ
や
う
ら
く
だ
う

の
貴

人

よ
、

汝

は
千

分
生

の
中

に
正

し

く

一
分

の
活

あ

る

の
み
。

速

に
起

つ

て
國

に
還

り
、

布

施

し

幅

を
修

し

て
、

今

世

後
世

、

人

中

天

上

の
樂

道

　

う
　
　
　
　
　
　
な
ん
ぢ
む
な
　
　
　ご
んく
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
んぢ
も
　
　なん
ご
ん
　
　う
　
　
　
　
　
　め
い　
　ま
も
　
　
　
　た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
ま
さ
　
　だ
い
ぐ
ん
し
ゆ
　
　ひき
　
　き
た

を
得

べ

し
。

汝

唐

し

く
勤

苦

す

る

こ
と

を
得

べ

か

ら
ず

。

汝
若

し
軟

言

を

受

け
ず

、

迷

を
守

つ
て
起

た
ず

ん
ぽ

、

我

當

に
大
軍

衆

を
將

ゐ
來

つ
て
、

な
ん
ぢ

げ
き
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぼ

さ
つ
い
は
　
　
　
　
わ
れ
い
ま
ま
さ
　
　
な
ん
ぢ

だ
い
り
き
　
　
な
い
ぐ
ん
　
　
や
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
い
か
　
　
い
は
　
　
　
げ

ぐ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
い
　
　
　
　
　
　

な
ん
ら
　
　
　
こ
　
　

わ

汝

を
撃

破

す

べ

し
」

と
。

菩

薩

言

く

、

「
我
今

當

に
汝

が

大

力

の
内

軍

を

破

る

べ

し
、

何

に
況

ん
や

外

軍

を

や
」

と

。
魔

言

は
く

、

「
何

等

か
是

れ
我

　

な
いぐ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
た　
　
　
　い
は

が
内

軍

な

る
」

と
。

答

へ
て

曰
く

、

　

　

よ
く
　
　
こ　
　
　
なん
ぢ
　
し
よ
ぐ
ん
　
　
　
　
　
　
　
う　
し
う
　
　だ
い
に
　
　
　
な
　
　
　
　
　け

か
つ　
　だ
いさ
んぐ
ん
　
　か
つあ
い
　
　
だ
い
し
　
　
　ぐ
ん　
　
　
　
な

　

　

『
欲

は
是

れ

汝

が
初

軍

に
し

て
、

憂

愁

を
第

二
と

爲

し

、
飢

渇

は
第

三

軍
、

渇

愛

を
第

四

〔
軍
〕

と
爲

す

。

　

　

す
いみ
ん
　
　
だ
い
ご　
ぐ
ん
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
ゐ
　
　
　だ
いろ
く
　
　ぐ
ん
　
　
　
な
　
　
　
　
ぎ

け
　
　
　だ
い
し
ち
ぐん
　
　し
ん
い　
　
だ
い
は
ち
　
　ぐ
ん　
　
　
な

　

　

睡

眠

は
第

五

軍

に

し

て
、

怖

畏

を
第

六

〔軍

〕

と

爲

し
、

疑

悔

は
第

七

軍
、

瞑

恵

を

第

八

〔
軍
〕

と
爲

す

。

　

　

り

ゃ
う
こ

し
ょ
う

だ
い

く

　

　
　

み
つ
か

た
か

　
　

け
う
ま
ん

　

　
　
だ
い

じ
ふ

　

　

利

養

虚
構

を

〔第

〕

九

と

な

し
、

自

ら

高

ぶ

り

、
僑

慢

な

る
を

〔
第

〕
十

と

な
す

。

　

　

か
く
　
　ご
と
　
　と
う
　
　ぐ
ん
し
ゆ
　
　
　
し
ゆ
つけ
　
　ひ
と
　
　お
ん
も
つ

　

　

是

の
如

き
等

の
軍

衆

は
、

出
家

の
人

を
厭

没

す

。

　

　

わ
れ
　
　
ぜ
ん　
　ち
　り
き
　
　も
つ　
　
　
　
なん
ち
　
こ　
　
　
し
よ
ぐ
ん
　
　
や
ぶ　
　
　
　
ぶ
つだ
う
　
　じ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
を
は

　

　

我

は
輝

の
智

力

を
以

て
、

汝

が
此

の
諸

軍

を

破

り
、

佛

道

を
成

ず

る

こ
と

を
得

已

つ
て
、

　

　

よ
　
　
い
つ
さ
い
　

ひと
　
ど

だ
つ

　

　

能

く

一
切

の
人

を
度

脱

せ
ん

』。

　

ほ

さ
つ
　
　こ
こ
　
　お
い　
　
　
し
よ
ぐ
ん
い
ま
　
　や
ぶ
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
い
へど
　
　
　にん
に
く
　
　よ
う
ひ
き
　
　
　
　
ち

ゑ
　
　
け
ん
　
　と
　
　
　
　
ぜ
ん
ぢ
や
う

た
て
　
　と
　
　
　
　
　
も
ろ
も
ろ

ば
ん
な
う
　
　や

　

菩

薩

は
此

に

於

て
、

諸

軍

未

だ
破

る

こ

と
能

は
ず

と
錐

も
、

忍

辱

の
鎧

を
著

て
、

智

慧

の
劒

を
捉

り
、

輝

定

の
盾

を
執

つ
て
、

諸

の
煩

悩

の
箭

を

さ
へ
ぎ
　
　
　
こ
れ
　
　
な
い
に
ん
　
　
な
づ
　
　
　
　ま
た
つ
ぎ
　
　
　
　ぽ

さ
つ
　
も
ろ
も
ろ
　
ぼ
ん
な
う
　
　
う
ち
　
　
お
い
　
　
　
　ま

さ
　
　
　
に
ん
　
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
け
つ
　
　
だ
ん
　
　
　
　
ぞ
で
　
　
　
　
　

い
か
ん
　
　
　
　
　

　
も

遮

る
。
是
を
内

忍
と
名
く
。
復
次
に
、
菩
薩

は
諸

の
煩
悩

の
中

に
於
て
、
鷹
當

に
忍
を
修
す
べ
く
、
鷹

に
結
を
断
ず
べ
が
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
若

し

け
つ
　
　
だ
ん
　
　
　
　
　
　
　
う
し
な
　
と
こ
ろ
は
な
は
　
　
お
ほ
　
　
　
　あ
　
ら
　
か
ん
だ
う
　
　
う
ち
　
　
だ
　
　
　
　
　こ
ん
ぽ
い
　
　
　
　
　
　こ
と
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
し
や
　
　
　
　
だ
ん
　
　
　
　
　
　も
つ

結
を
断
ず
れ
ば
、
失

ふ
所

甚

だ
多
く
、
阿
羅
漢
道
の
中

に
堕
し
、
根
敗

せ
る
と
異
な
る

こ
と
無
け
れ
ば
な
り
。
是

の
故

に
遮
し
て
断
ぜ
ず
、
以

て

に
ん
に
く
　
　し
ゆ
　
　
　

け
つ
し
　
　
　し
た
が
マ
マ

忍
辱
を
修
し
、
結
使
に
随
ば
ず
ざ
る
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(「巻
の
第
十
五
」
五
四
七
～
五
四
八
頁
)

　

ぼ
　
さ
つ
　
も
ろ
も
ろ
　
ぽ
ん
な
う
　
　う
ち
　
　
お
い
　
　
　
　
ま
　
さ
　
　
　
に
ん
　
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　ま
さ
　
　け
つ　
　
だ
ん
　
　
　
　
マ
マ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
ね
つ
ふ
う
う

　

「
菩

薩

は
諸

の
煩

悩

の
中

に
於

て
、

鷹

當

に

忍

を
修

す

べ
く

、

鷹

に
結

を
断

ず

べ
が

ら
ず

。
」

こ
れ

を

「
寒

熱

風

雨

」

の
法

忍

に
援

用

　
　
　
　

　
か
ん
ね
つ
ふ
う
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
つ
　
　
だ
ん

す

れ
ば

、

「
寒

熱

風

雨

」

「
ニ
モ

マ
ケ

ヌ
/

丈

夫

ナ
カ

ラ

ダ

ヲ

モ
」

っ
て

し

ま

え
ぽ

「
結

を
断

」

じ

た

の
と

同

じ

こ
と

に
な

り

は
し

な

い

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

(13
)

か
。

大
智

度

論

に

即
す

限

り

で

は
、

賢

治

は

「
丈

夫

ナ
カ

ラ

ダ

ヲ

モ
チ
」

の

一
句

を
書

く

べ
き

で

は

な

か

っ
た

と

言

え

よ

う

。

し

か

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

か
ん
ね
つ
ふ
う
う
　
　
　
　
　
　お
い
　
　
　
　し
の
　
　
　
　ど
う

し
、

逆

に

言
え

ば

、

「
丈

夫

ナ

カ

ラ
ダ

ヲ

モ

チ
」

た

い
と

願

っ
た

の

は
、
「
寒

熱

風

雨
」

「
に
於

て
、

忽

ん

で
動

ぜ

ざ

る
」

だ

け

の

「
丈

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ヘ　　ヘ　　へ

夫

ナ

カ

ラ
ダ

ヲ

モ
チ
」

た

い
と

い
う

こ
と

だ

か

ら
、

賢

治

の

つ
も

り

で

は
あ

く

ま

で

こ
れ

も

忍
辱

の
修

行

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
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へ
く

こ
　

な
ん
ぢ

し
よ
ぐ
ん

　

「
慾

ハ
ナ
ク

」

と

対

応

す

る

も

の
は

何

か

。
直

前

の
引

用

文

中

に

「
欲

は
是

れ

汝

が

初

軍

に
し

て

」

と

あ

る

。

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

し
ん
ぽ
ふ
　
　う
ち
　
　
　
　
　
し
ん
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(14
)

　

「
決

シ
テ
瞑

ラ
ズ

」
が

、
「
心

法

の
中

」

の

「
瞑

悉

」

と

対

応

し

て

い
る

こ
と

は

言

う
迄

も

な

か

ろ

う
。

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

な
い
　
　
　
　
　
　
け
　
か
つ

　

「
一
日

二
玄

米

四

合

ト

/

味

噌

ト
少

シ

ノ
野

菜

ヲ

タ
ベ

」

は

、

非

心

法

の

「
内

」

の

「
飢

渇

」

と

対

応

し

て

い

る

(
厳

密

に

言

え

ば

け
　
　
　
　
　
(
15
)

「
飢
」

の
み

か

)
。

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

な
い　
　
　
　
　
　
び
や
う

　

「
東

二
病

気

ノ

コ
ド

モ
ア

レ
バ
」

は
、

非

心

法

の

「
内

」

の

「
病

」

に
対

応

し

、

「
西

ニ
ッ
カ

レ
タ

母

ア

レ

バ

」

は

(
「
母

」

は

「
老

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

ら
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し

母

」

の
イ

メ

ー
ジ

で
あ

ろ
う

か

ら
)
、

同

じ
く

「
老

」

と

対

応

し

、

「
南

二
死

ニ
サ

ウ

ナ

人

ア

レ
バ

」

は
、

同

じ
く

「
死

」

に
対

応

す

る

。

但

し
、

こ
れ

ら

三

つ
は
自

分

自

身

の

「
病

」

「
老

」

「
死

」

で

は
な

く

、

他

人

の
そ

れ

で
あ

る

。

菩

薩

は
上

求

菩

提

下

化

衆

生

を
も

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
(
16
)

っ
て
事

と

す

る

の
だ

か
ら

、

こ

の
場

合

は
、

対

他

的

に
忍

辱

の
修

行

を

教

化

し

よ

う

と

し

て

い
る

と

言

え

ば

よ

か

ろ
う

か
。

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
し
ん
ぽ
ふ
　
　う
ち
　
　
　
　
　
け
う
ま
ん

　

「
ミ

ン

ナ

ニ
デ

ク

ノ
ボ

ー
ト

ヨ
バ

レ
/

ホ

メ
ラ

レ

モ

セ
ズ

/

ク

ニ
モ

サ

ン
ズ

」

と

対

応

す

る

の
が

、

「
心

法

の
中

」

の

「
矯

慢

」

及

び

二
忍

の
内

の
も

う

一
つ
、

生

忍

で
あ

る

。

「
ミ

ン

ナ

ニ
デ

ク

ノ
ボ

ー
ト

ヨ
バ

レ
/

ホ

メ

ラ

レ

モ

セ
ズ

/

ク

ニ
モ

サ

レ
ズ

」

と

い
う

の

は
、

　
　

　

　

　

　

け
う
ま
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　き
や
う
や
う
　
し
ゆ
じ
や
う
　
あ
い
　
　
　
　
　
か
　
あ
く
　
　
し
ゆ
じ
や
う
　
い
か

自

ら

の
中

の

「
僑

慢

」

の
気

持

ち
を

忍

び

、

且

つ

「
敬

養

の
衆

生

を
愛

せ
ず

、

加

悪

の
衆

生

を

瞑

ら

」

ぬ
よ

う

に
と

の
生

忍

の
行

法

を

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

き
や
う
や
う
　
し
ゆ
じ
や
う
　
　
　
　
　か
　
あ
く
　
　
し
ゆ
じ
や
う

言

い
表

わ

し

た
も

の

(
の
筈

)

な

の

で
あ

る

。

た
だ

、

「
〔
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ

〕
」

に

は

、
実

際

に

は

「
敬

養

の
衆

生

」

も

「
加

悪

の
衆

生

」

も

登

場

し
な

い
。

「
ミ

ソ

ナ

ニ
デ

ク

ノ
ボ

ー
ト

ヨ
バ

レ
」
が

や

や
後

者

に

近

い
が

、

「
ホ

メ

ラ

レ

モ

セ
ズ

/

ク

ニ
モ
サ

レ
ズ

」

と

い

う

の

　
　

　

　

　

　

　
　

い
か
　
　
の
の
し
　
う
　
　
　が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
か
　
　の
の
し
　
う
　
　
　が
い

で

は
、

と

う

て

い

「
瞑

り

罵

り

打

ち
害

」

さ

れ

て

い

る
と

は

言
え

な

い
。

コ
瞑
り

罵

り

打

ち
害

す

」

か

ら

す

ぐ

連

想

さ

れ

る

の
が

、

法

華

経

「
常

不
軽

菩

薩

品

第

二
十

」

の
常

不
軽

菩

薩

と

そ
れ

に
基

づ

く

と

推
定

さ

れ

る

文

語

詩

「
不

軽

菩

薩

」

(
『
校
本
全
集
第
五
巻
』
〔昭

49

.
6

.
15
〕
二
七
入
～
二
七
九
頁
)
及

び

『
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ

手

帳

』

に

書

か

れ

た

そ

れ

に

関

す

る

メ

モ

(
『
校
本
全
集
第
十

二
巻
ω
』
六
七
～

六

八
頁
)
、

そ

し

て

同

じ

く

メ

モ

「
土

偶

坊

」

(
同
五
〇
～
五

一
頁
)
で

あ

る
が

、

少

な

く

と

も

「
〔
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ

〕
」

に

限

っ
て

は
、

こ

れ

ら

は

ス

ト

レ
ー

ト

に
照

応

し

な

い
も

の

で
あ

る
。

即

ち
、

そ

こ

に
賢

治

の
屈

折

し

た
心

理
が

働

い

て

い

る
と

考

え

ら
れ

る

の

で
あ

る
。
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(
こ

の
点

に

つ

い
て

、

こ

こ

で

は

詳
述

し

な

い
。

拙
稿

「
二

つ

の
英

雄

像

ー

デ

ク

ノ
ボ

ー
と

ブ

ド

リ

と

ー

」

〔注

(
13
)

に
既
出
〕

の

第

三
章
参
照
。)

　

以
上

「
〔雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
〕
」
の
典
拠
に
つ
い
て
鄙
見
を
記
し
て
来
た
。
今

(そ
し
て
標
題
に
)
「
典
拠
」
と
い
う

言
葉
を
遣

っ
た
。

し
か
し
、
「〔
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
〕
」
は

(文
学
)
「作
品
」
と
規
定
し
て
い
い
の
か
ど
う
か
。
実

は
、
筆

者
自

身

「
典
拠
」
と

い
う
言
葉

に
、
そ
ぐ
わ
な
い
も

の
を
感
じ
る
。
(適
切
な
言
葉
が
見
付
か
ら
な
い
が
、
)
「典
」
拠
な
の
で
は
な
く
、
賢
治
に

と

っ
て

「
心
」
の
拠

り
所
、
「
生
」
の
拠
り
所
で
あ

っ
た
、
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(17
)

　
最
後
に
、
中
野
新
治

の
印
象
的
な
言
葉
を
引
用
し
て
本
稿
の
締
め
括
り
と
し
た
い
。

　
賢
治
と

い
う
人
は

一
般

に
言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど

オ
リ
ジ

ナ
ル
な
人
で
な
く
、

む
し
ろ
余
り

に
仏
法
に
忠
実

で
あ

る
た
め
に

一
般

人
か
ら
み
て
オ
リ

ジ
ナ
ル
に
み
え
る
の
で
は
な

い
か
と
思

い
ま
す
。

寒 熱 風 雨

〔注
〕

(
1
)　

小
野
隆
祥

(『
宮
沢
賢
治
の
思
索
と
信
仰
』
〔囎
.
12
.
15

泰
流
社
〕
一
四
二
～

一
四
三
頁
)
は
、
「賢
治
が

こ
の
大
婆
娑
論

の
阿
修
羅
解
説

に
触
れ
え
た
」

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
ヘ　　へ

　
と

い
う

「仮
説
」
を
提
示
し
て
い
る
。
小
野
隆
祥

も
同
様

の
箇
所
を
初
版

の

「
仏
教
大
学
編

「
仏
教
大
辞
彙
」
第

一
巻

(あ
ー

こ

ん
)
」

よ

り
引

用

　
し
て
い
る
が
、
少
し
字
句

の
異
同
が
あ
る
。
引
用
文
終

り
の
方

の

「嫉
悉
」
と

い
う
文
字

は
、
小
野
隆
祥

に
よ
る
引
用

で
は

「
唄
悉
」
と
な

っ
て
い

　
る
。

(
2
)
　
賢
治

の
全
用
語
を
点
検
す

る
余
裕
を
持

た
な
か

っ
た

の
で
、
本
当

は
断
定
で

き

な

い

の

で
あ

る

が
、
原

子
朗
編
著

『
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』

　
(
鵬

・
10

・
14
　
東
京
書
籍
)
に
見
出
し
語
と
な

っ
て
い
る
の
が
、

六
波
羅
蜜

の
内
、
忍
辱
と
檀
波
羅
蜜
だ
け
で
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
推
定
し
た
。

(
3
)
　
「
二
忍
」

の
項
目
、
所
見

の

『
佛
教
大
僻
彙
』
三
版
で
は
第

五
巻

に
載

っ
て
い
る
が
、
初
版
で
は
第

三
巻

(「
(そ
ー
わ
)
」)
に
載

っ
て
い
た

ら

し
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い
こ

と
が

『
盛
岡
高
等
農
林
學
校
圖
書
館

　
和

漢

書

目

録
』

(昭

12

・
3

・
25

盛
岡
高
等
農
林
學
校
)

三

八
〇

頁

か
ら
分

る
。

想

像

す

る

に
、

『
佛
教

大

僻

彙

』

は
最

初

全

三

巻

で

刊
行

さ

れ

た

の
が
、

後

に
所

見

版

の
如

く

全

六

巻

に
分

冊

さ
れ

た

の
で

は
あ

る

ま

い

か
。

だ

か
ら

小

野

隆

祥

(〔前
出
〕
『宮
沢

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
ヘ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　へ

賢
治

の
思
索

と
信
仰
』

一
四
二
～

一
四
三
頁
)
が
、

「
現

岩

手

大

学

に
」

「
賢

治

の
当

時

あ

っ
た
初

版

の
方

は
、

一
、

二
、

三

巻

の
端
本

し

か
継

承

さ

れ

て

　

い

な

い

。」

と

書

い

て

い

る

の

は
合

点

が

い

か

な

い
。

(
4
)
　

こ

こ
迄

の
記

述

が

岩
本

裕

(『
日
本
佛

教
語
辞
典
』
〔髄

.
5
.
20

平
凡
社
〕
六
九

六
頁

「無
生
法
忍
」

の
項

の

「
補
説
」)

の
記

す

と

こ
ろ

、

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

し
よら
に
ん　
ほら
にん

　

　

　

[前
略
]
『
大
智
度
論
』

六

(
㊧

二
五
11

一
〇
七
中
)

に
お
い
て
は
、
生
忍

・
法
忍

の
二
種
あ
り
と
し
、
衆
生

の
迫
害

な
ど
を
受

け
て
も
瞑

な
く
悔

の
な
い

の
を

　

　

　

「
生
忍
」
と
し
、

一
切
が
空

で
あ

る
と
い
う
真

理
の
上
に
心
を
安
ん
じ
て
動
か
な
い

の
が

「
法
忍
」

で
あ
る

と
す

る
。
同
書

一
四

(㊧

二
五
11

一
六
四
中

)
に

　

　

　

は
ま
た
別

の
解

釈
が

あ
り
、
[後
略
]

　
と
似

て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
偶
然

の

一
致
で
あ
ろ
う
か
。
但
し
、

岩
本
裕

の
文
中

「
同
書
十

四
」
と

い
う

の
は
正
確

で

は
な

く
、
『
佛
教
大

　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　　へ

　
僻
彙
』

の

「
十
四
巳
下
」

の
方
が
正
し
い
。
何
故
な
ら
、
「
別

の
解
釈
」

は
巻
十
五

に
も
続
い
て
ゆ
く

か
ら
で
あ
る
。

(
5
)　

久
保
田
正
文

(コ
ニ
つ
の
手
紙
に
つ
い
て
」
〔『四
次
元
』
50
號

〈第
六
巻
第
五
号

昭
29
.
5
.
-o
>
二
～
三
頁
〕)
は
、

「龍

の
話

の
手
紙
」

に

つ
い

て
、
「
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
は
パ
ー
リ
ー
語

(仏
教

の
古
典
語

で
サ
ソ

ス
ク
リ

ッ
ト
と
共

に
現
在
は
死
語
)
の
教
典
中
に
あ
る
話

で
、
全
体
を

「
じ
や
あ

た
か
」
本
生
諌

と
い
う
本

　
生
諌
は
釈
迦

の
過
去

に
つ
い
て
言

つ
た
事
で
古
代
印
度
人

の
作
で
五
四
七
話
あ
る
。」

と
述

べ
て
い
る
が
、

典
拠

の
具
体
的
指
摘

は
無

い
。

(
6
)　

田
中
智
学
監
修

『
本
化

聖
典
大
僻
林
　
中
』
(大
9

・
12

・
-
原
本
発
行
未
見

昭
63

・
10

・
12
普
及
版
発
行
所
見

国
書
刊
行
会
)
の

「
三
せ
け

ん

　
(
三
世
間
)
」

の
項

(
一
六

一
三
頁
)
に
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

二
念
三
千
畢

」
鑓

出
づ
.〃ス

三
種
泄
問
賄

詐

耕

黛

大
智
度
論
」
(巻
四
十
七
)
に
あ
り
、
云
R

　
　
　

能
照

一
切
世
間
三
昧

者
、
得
二是
三
昧
一故
、
能
照
二三
種
世
問

・
衆
生
世
間

・
住
虚
世
間

・
五
衆
世
間
殉
(文
)

　
　

と
。
天
台
大
師
、
之
を
十
界
の
依
正
の
活
動
差
別
に
約
し
た
る
も
の
と
爲
し
、
更
に
語
を
整

へ
て
衆
生
世
間

・
國
土
世
間

・
五
陰
世
間
と
し
て
、

一
念
三
千
の
成

　
　

立
に
そ
な

へ
、
以
て
法
華
の
深
義
を
繹
成
す
。
[後
略
]　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
。
点
原
文
の
ま
ま
)

　
右

に
引
用
さ
れ
て
い
る
大
智
度
論

の
文

に
明
ら

か
な
よ
う
に
、

(「
五
蕗
」
と

「
五
衆
」

は
同
義
と
し
て
も
、
)
賢
治

の
書

い

て

い

る

「
国
土
」

と

大
智
度
論

の

「住
庭
」
で

は
違
う
語

と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
寧
ろ
、
「
更
に
語

を
整

へ
」
た

「
天
台

大
師
」

の
規
定

の
方

に
ょ
く

似

て

い
る
。
だ

か
ら
、
『
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』

の
記
述

を
も

っ
て
、
賢
治

が
大
智
度
論
を
読

ん
で
い
た
と
即
断
す

る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
小
野
隆
祥

(
〔前
出
〕
『宮

沢
賢
治
の
思
索
と
信
仰
』

一
四
八
頁
)
が
、
賢
治
が
読
ん
だ

と
推
定
し
て
い
る
、
小
林

一
郎

『
日
蓮
主
義
講
話
』
(大
5

・
10

・
18
初
版
未
見

大
7

・
-

.

27
四
版
所
見
　
大
同
館
書
店
。
小
野
隆
祥
が

「高
農
蔵
書
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
〔前
出
〕
『盛
岡
高
等
農
林
學
校
圖
書
館
　
和
漢
書
目
録
』
三
八
二
頁
に
大
正
七
年
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雨風熱寒

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

ゐ　　へ

一
月
刊

と
し

て
載

っ
て
い
る

〔
即
ち
所
見
本

と
同

一
と
思
わ
れ
る
〕。
小
野

隆
祥
が

こ
の
本
に
注
記
し

て

「
(大
正
七
年
十

一
月
第
四
版
)」

と
書

い
て
い
る

の
は
誤
植

で
あ
ろ
う
か
)

の
五

〇

一
～

五
〇

二
頁

に
、

次

の
よ

う

な
記

述

が

あ

る

。

百
界
が
皆
十
如
を
具

へ
た
と
い
ふ
の
み
で
は
、
ま
だ
充
分
で
な
い
。
十
如
は
佛
界
な
り
人
間
界
な
り
が
成
立
つ
所
の
根
本
條
件
で
あ
る
が
、
此
の
條
件
を
具

へ

て
佛
た
り
人
た
り
、
餓
鬼
畜
生
た
る
以
上
は
其
の
活
動
が
起
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
其

の
活
動
す
る
所
の
根
本
條
件
と
し
て
三
世
間
と
い
ふ
も
の
を
立
て
る
。

三
世
間

一
、
五
陰
世
間
、
五
緬

と
い
ふ
に
同
じ
、
色
、
受
、
想
、
行
、
識

で
あ
る
。

二
、
衆
生
世
間

三
、
國
土
世
間

　

人
が
只

一
人
と
し

て
天
地
問
に
立

つ
て
ゐ
て
も
、

一
更
人
た

る
意
味

は
な

い
。

と
こ
ろ
が
人

は
外
界

と
相
樹

し
て
、
種

々
の
刺
戟

を
受

け
、

種

々
の
活
動

を
爲

す
故
に
、

は
じ
め
て
人
ら
し
く
な
る

の
で
あ
る
。
そ

こ
で
人
が
外
界

と
相
封
し

て
居

る
と
、
自

ら
五
薙

と
い
ふ
も

の
が

生
じ
て
來

る
。

五
薙

の
第

一
の
色

と
い
ふ

の
は
外
界
か
ら
受
け
る

と
こ
ろ

の
種

々
の
印
象

で
あ
る
、
刺
戟

で
あ
る
。
第

二
に
受

と
い
ふ
の
は
之

に
績

い
て
生
ず

る
と
こ
ろ
の
種

々
の
感
覧

で
あ
る
。
第

三
に

想

と
い
ふ
は
、
感

覧
に
依

て
起

る
所

の
思
想
、
感
情

で
あ
る
。
第
四
に
行

と
い
ふ
は
そ

の
思
想
、
感
情

に
よ
り
定

ま
り

た
る
意
志

で
あ
る
。
第

五
に
識

と
い
ふ
は

以

上

の
凡
て
を
自
分

の
心
で
明

に
意

識
し
て
ゐ

て
錯
ま
ら

ぬ
こ
と

で
あ

る
。
各
人
皆
此

の
五
短

を
具

へ
て
、
相
繋
し
相
聚

る
の
で
、

こ
れ
を
衆
生
世
間

と
い
ふ
。

此

の
各

人

の
居
る
所
が
無
け
れ
ば

な
ら
ぬ
、

こ
れ
を
國
土
世
間
と

い
ふ
。
十
如
を
具

へ
た
る
人

は
、

三
世
間
あ

る
に
よ
り
て
人

と
し

て
活
動
し
得

る
の
で
あ
る
。

他

の
九
界

の
も

の
も
亦

同
じ
理
で
あ
る
。
千
如
に
三
世
間
を
配
し

て
部

ち
三
千

と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ　　へ

　
　
そ
し

て
、

こ
の
引
用
部
分

の
直
前
に

「十
界
互
具
」

の
語

が
出

て
い
る
。
『
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ

手
帳
』

の

「
五
藩
」
「
国
土
」

「衆
生
」

の
三
語
が
記

　
さ
れ

て
い
る
右
横

に

(そ

の
三
語

と
並

ぶ
よ
う
な
形
で
)
「
互
融
」
と

い
う
文
字
が
書

か
れ
て
い
る
の
は
、
「
互
具
」
と
い
う
語

か
ら

の
連
想
に
よ
る

　
も

の
か
も
知
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
『
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
手
帳
』

の
三
語

の
記
述

は

『
日
蓮
主
義
講
話
』
に
よ
る
も

の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

(
7
)　

〔前
出
〕
『
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』

の

「
七
舌

の
か
ぎ
」

の
項

(ゴ
ニ

八
頁
)
に
は
次

の
よ
う
に
書

か
れ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ　　
　　
かぎ

　
　
　

七
舌
の
か
ぎ
肌
鎚
っ

【宗
】
【
レ
】
　
小
沢
俊
郎
の
語
注

(
新
修
全
集
月
報
)
に
よ
れ
ば

「延
暦
寺
蔵
の
八
舌
の
鎗
。
伝
説
で
は
、
最
澄

(
↓
大
師
、
妙

法
蓮
華

　
　

経
)
瀞
根
本
中
堂
建
立
の
際
に
地
中
か
ら
得
た
も
の
で
、
唐
の
天
台
山
を
訪
れ
た
折
、
開
か
ず

の
蔵
と
言
わ
れ
た
も
の
に
試
み
た
と
こ
ろ
、
見
事
に
扉
が
開
い
た

　
　

と
い
う
」
と
あ
る
。
八
舌
が
正
し
け
れ
ば
七
舌
は
賢
治

の
記
憶
ち
が
い
か
。
歌

[
B
限
]
に

「
み
ま
な
ご
を
ひ
ら
け
ば
ひ
ら
く
あ
め
つ
ち
に
そ
の
七
舌
の
か
ぎ
を

　
　

得
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
・
点
原
文

の
ま
ま
)

　
小
倉
豊
文

(前
掲
書
九
九
頁
)
は

「
賢
治
が

「
八
舌
」

か
ら

「
七
舌
」

を
創
作

し
た
と
」
「
思
う
」

と
い
う
説

で
あ
る
が
、
「
記
憶
ち
が
い
」

に
せ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　ヘ　　
へ

「
創
作
」

に
せ
よ
、
「
八
舌
」

か
ら

「
七
舌
」

へ
の
改
変

に
、
大
智
度
論
巻
第
五
十
五

の

「
七
種
弁
」
が
関
与
し
て
い
る
可
能
性

は
考

え
ら
れ

る
で
あ

ろ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

-
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な

お
、

伊

藤

眞

一
郎

は
、

「
「龍

と
詩

人

」

論
」

(萬
田

務

・
伊
藤
眞

一
郎
編

『作
品
論

宮
沢
賢
治
』

〔昭
59

.
7

.
10

双
文
社
出
版
〕

一
九
七
頁
)

の

「注

(
4
)
」

で

、

入
沢
康
夫

氏
は
、

こ
の
よ
う
な
珠
の
登
場

に
、
龍
樹
菩
薩

に
関
す
る
仏
教
説
話

(
鳩
摩
羅
什
訳

『龍
樹
菩
薩
伝
』

の
こ
と
か
?
)
と

の
つ
な

が

り

を

見

て

い

る

(
『銀
河
鉄
道

の
夜
』
研
究

の
た
め
の
二

つ
の
資
料
集
、
「
ユ
リ
イ

カ
」

昭
45

・
7
)。

ま
た
、
管
見

の
及

ん
だ
限

り
で
も
、
『大
智
度
論
』
中

に
は
、
能
施
太
子
が
、

娑
伽
陀
龍

王
の
頭

上
の
如
意
宝

珠
を
求

め
て
、

大
海

に
入
る
と
い
う
本
生
潭
が

見
ら
れ
る

(
三
枝
充
恵
編

・
訳

『大
智
度
論

の
物
語
⇔
』

86
頁
～
95
頁

第

三
文

明
社
　
昭

52

・
5
)
。
本
作
品

の
仏
教
説
話
と

の
関
連

の
小
さ
く

な
い
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
本
稿

の
課
題

と
は
し
な
か

っ
た
が
、

そ

の
面
か
ら

の
検

討

が

や
は

り
必
要

で
あ
ろ
う
。

　
と

、

大

智
度

論

に
言

及

し

て

い

る

が
、

「
入

沢
康

夫
氏

」

が

見

た

「
つ
な

が

り
」

と

い
う

の
が
、

「
「秘

し
隠

さ

れ

た

絶

大

な
力

を
持

つ
文

章

」

と

い

　
う

点

で
、

仏

教

伝

説

で

い
う

「龍

樹

菩

薩

が

か

い

ま

み

た
と

い
う

海

中
深

く

に
蔵

さ

れ

た

経

文

」

が

連

想

さ

れ

る

。L

(『
ユ
リ
イ
ヵ
』
第

2
巻
第

8
号

　
〔恥

.
7
.
20
〕
六
八
頁
)

と

い
う

記

述

の

こ

と
を

指

し

て

い

る

の
な

ら

、

こ
れ

は
文

面

に
明

ら

か

な

よ

う

に

「
珠

の
登

場

」

と

の

「
つ
な

が

り

」

で

は

　
な

く

「
埋

も
れ

た
諸

経

を

た
つ

ね

に
海

に
は

い
る
」

(『
ユ
リ
イ
ヵ
』

同
六
九
頁
)

こ
と

と

の

「
つ
な
が

り
」

で

あ

ろ

う

。
大

智

度

論

中

の
能

施

太

子

の

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　ゐ　　　ヘ　　　ヘ　　　へ

話

と

の
関

連

に

つ
い

て
も
、

右
引

用

文

に
明

ら

か

な

よ
う

に
、

能

施

太

子

は

「
如

意

宝

珠

を

求

め

て
、

大

海

に
入

る

」

の
だ

か

ら
、

「
諸

経

を

た
つ

　

ヘ　　へ

　
ね

に
海

に

は

い

る
と

き
」

珠

を

「捧

げ

る
」

(『
校
本
全
集
第
十

一
巻
』
三
〇
五
頁
)
と

い
う

設
定

と

は
趣

を
異

に
し

て

い

る
。

(
8
)　

参
考

の
為
巻
六

の
記
述

を
引
用
し

て
お
く

。
1

線
部
が

『
佛
教
大
僻
彙
』

の
説
明
相
当
部
分
。
引
用

は

「
國
課

大

智

度

論
　
巻

の
第

六
」

(
〔和
本
〕
『國
課
大
馨

論
部
第
二
珊

(篭

激
)』
〔大
8
.
6
.
%

國
民
文
庫
刊
行
會
〕
二
三
六
～
二
三
七
頁
)
に
拠
る

(注

の
番
号
等
を
省
略
)
。

　

　

　

と
　
　
　
　
　い
は
　
　
　
　さ
き
　
　
す
で
　
　
と
う
に
ん
　
　
は
み
に
ん
マ　
マ
と
　
　
　
　
　
　
い
ぽ
な
に
　
　
も
っ
　
　
　
　ゆ
ゑ
　
　
ま
た
　
　
だ
い
に
ん
　
　
じ
や
う
じ
ゆ
　
　
　
　
　と
　
　
　
　
　
　
こ
た
　
　
　
　
い
は
　
　
　
　こ
　
　
　
に
　
に
ん
　
　
ぞ
う
ち
や
う
　
　
　
　
　な
つ

　

　

　

問

う

て

曰
く

、

先

に
已

に
等

怨

と
法

怨

を

と
読

け

り

、

今

何

を
以

て

の
故

に
復

「
大

忍

を
成

就

す
」

と

説

く

や

。

答

へ
て
日

く

、

此

の

二
忍

の
増

長

す

る

を
名

　

　

　

　

だ
い
に
ん
　
　
な
　
　
　
　
　ま
た
っ
ぎ
　
　と
う
に
ん
　
　
し
ゆ
じ
や
ら
　
う
ち
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
い
つ
さ
い
よ
　
　
に
ん
　
　
　
　に
う
じ
ゆ
ん
　
　
　
　
　ほ
ム
に
ん
　
　
じ
ん
ド
あ
　
　
う
ち
　
　
お
い
　
　
に
ん
　
　
　
　こ
　
　
　
に
　
に
ん
ぞ
う
ち
や
う
　
　
　し
よ
う
　
な

　

　

け

て
大

忍

と
爲

す
。

復

次

に
等

忍

は
衆

生

の
中

に
在

つ
て
、

一
切

能

く

忍

じ

て
柔

順

な

り

。

法

忍

は

深

法

の
中

に

於

て
忍

ず

。

此

の

二
忍

増

長

し

て
詮

を
作

し
、

　

　

む

し
よ
う
に
ん

え
　
　
さ
い
ご
　
　
に
く
し
ん

こ
と
こ
と
じ
つ
ば
う
　
し
よ
ぷ
つ
　

み
　
　
　
　
け

げ
ん
　
　
　ま
へ
　

あ
　
　
　
く
う
ち
う
　
お
い
　
ざ
　
　
　
こ
れ
　
だ
い
に
ん
　
じ
や
う
じ
ゆ
　
　
な
つ
　
　
　た
と
　
　

し
や
う
も
ん
ほ
あ

う
ち

　

　

無

生

忍

を

得

、

最

後

の
肉

身

に
悉

く

十

方

の
諸

佛

を
見

る

に
、

化

現

し

て
前

に
在

り
、

空

中

に
於

て
坐

す

。

是

を

大

忍

を

成

就

す

と

名

く

。

警

へ
ば

聲

聞

法

の
中

　

　

　

　

だ
ん
ぽ
ふ
　
　
ぞ
う
ち
や
う
　
　
　
　
　な
つ
　
　
　
ち
や
ラ
ぽ
あ
　
　
な
　
　
　
　
ち
や
う
ぽ
あ
　
そ
ひ
ち
や
う
　
　
　
　
　な
つ
　
　
　
　
に
ん
ぽ
み
　
　
な
　
　
　
　
　ご
と
　
　
　
　
さ
ら
　
　
い
　
ほ
あ
　
　
ぞ
う
ち
や
り
　
　
　い
　
　
　
な
　
　
　
　
　な
　
　
　
　
と
り
に
ん
　
　
だ
い
に
ん

　

　

に

、

媛

法

の
増

長

せ

る
を

名

け

て
頂

法

と
爲

し

、

頂

法

の
増

長

せ

る

を
名

け

て
忍

法

と
爲

す
が

如

し
。

更

に

異

法

の
増

長

し

て
異

と
爲

る
乙

無

し

。

等

忽

と
大

怨

　

　

　

　

き
た
ま
た
か
く
　
　ご
と
　
　
　
ま
た
つ
ぎ
　
　に
　
し
ゆ
　
　に
ん
　
　
　
　
　
し
や
う
に
ん
　
ほ
あ
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
し
や
渉
に
ん
　
し
ゆ
じ
や
う
　
う
ち
　
　
に
ん
　
　
な
つ
　
　
　
こ
う
が
　
し
ゃ
こ
5
と
う
　
　
ご
と
　
　
し
ゆ
じ
や
う
し
ゆ
じ
ゆ
　
あ
く
し
ん
　
　く
は

　

　

と

も

亦

復

是

の
如

し

。

復

次

に

二
種

の
忍

あ

り

、

生

忍

と

法

忍

と

な
り

。

生

忍

を
衆

生

の
中

の
怨

と
名

く

。

恒

河

沙

劫

等

の
如

き

衆

生

種

種

に

悪

心

を
加

ふ

る
も

し
ん
い
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
じ
ゅ
　
　
く
　
ぎ
や
う
く
や
う
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ
　
く
わ
ん
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
つ
ぎ
　
　
し
ゅ
じ
や
ラ
　
は
じ
め
　
　
　
　
　
　
く
わ
ん
　
　
　も
　
　
　
は
じ
め
　
　
　
　

す
な
は
　
い
ん
ね
ん
　
　
　
　
　
も
　
　
　い
ん
ね
ん
　
　
　
　
　
す
な
は

瞑
患
せ
ず
、
種
種
に
恭
敬
供
養
す
る
も
心
に
漱
喜
せ
ざ
る
な
り
。
復
次
に
衆
生
の
初
な
き
三
を
観
ず
。
若
し
初
あ
れ
ば
則
ち
因
縁
な
し
。
若
し
因
縁
あ
れ
ば
則
ち

は
じ
め
　
　
　
　
も
　
　
　は
じ
め
　
　
　
　
　
　
ま
た
ま
さ
　
　
の
ち
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
め
　
の
も
　
　
　
　さ
う
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　し
ょ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
う
　
　ま
た
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　

　ご
と
　
く
わ
ん

初
な
し
。
若
し
初
な
け
れ
ば
亦
慮
に
後
無
か
る
べ
し
。
何
と
な
れ
ば
初
と
後
と
は
相
待
な
れ
ば
な
り
。
若
し
初
後
な
け
れ
ば
中
も
亦
無
か
る
べ
し
。
是
の
如
く
観

　

　

と
き
じ
ゃ
う
だ
ん
　
に
　
へ
ん
　
　だ
　
　
　
　
　
　
あ
ん
の
ん
　
　み
ち
　
　
も
ち
　
　
　
　し
ゆ
じ
や
∋

く
わ
ん
　
じ
や
け
ん
　
　
し
や
う
　
　
　
　
こ
れ
　
　し
ゃ
う
に
ん
　
な
つ
　
　
　
　じ
ん
じ
ん
　
　
ほ
ふ
　
　
う
ち
　
　
こ
こ
ろ
　
け
い
げ
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
ほ
ふ
に
ん
　
　
な
つ

ず

る

時

常

断

の

二
邊

に

堕

せ
ず

、

安

隠

の
道

を

用

ゐ

て
衆

生

を
観

じ

邪

見

を

生

ぜ

ず

、

是

を
生

忍

と
名

け
、

甚

深

の
法

の
中

に

心

に

睾

硬

な

き

、

是

を

法

忍

と
名

く

o

　

と

い
ぼ

な
ん
ら

じ
ん
じ
ん

ほ
あ

　
こ
た

い
は

さ
き

す
で

じ
ん
ほ
ふ
に
ん

ラ
ち

と

ご
と

ま
た
つ
ぎ

じ
ん
じ
ん

ほ
ふ

じ
ふ
に

い
ん
ね
ん

う
ち

お
い

て
ん
で
ん

　

問

う

て

曰
く

、

何

等

か

甚

深

の
法

な

る
。

答

へ
て

曰
く

、

先

に

逮

に

深

法

忍

の
中

に

読

く
が

如

し
。

復

次

に

甚

深

の
法

と
は

、

十

二
因

縁

の
中

に

於

て
、

展

轄
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く
わ
　
　
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
　
　
う
ち
　
　
く
わ
　
　
　
　
　
あ
ら
　
　
　
　ま
　
　
　く
わ
　
　
　
　
　
あ
ら
　
　
　
　こ
　
　
　
な
か
　
　
　
　い
　
　
　
　
　こ
れ
　
　じ
ん
じ
ん
　
　
ほ
あ
　
　
な
づ
　
　
　
　ま
た
つぎ
　
　
　
　さ
ん
げ
　
だ
つ
も
ん
　
　
　
　く
5
　
　
む

し

て
果

を

生
ず

れ

ど

も
、

因

の
中

に

果

あ

る

に

非

ず
、

亦

た

果

な

き

に

非

ず

、

是

の
中

よ

り

出

つ

る

是

を

甚

深

の
法

と
名

く

。

復

次

に
、

三

解

睨

門

な

る
空

と
無

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

マ
マ

さ
う

　
む

さ

　

　

い

　

　

　

す
な
は

ね

は
ん

　
じ
ゃ
う
ら
く

う

　

　

ゆ
ゑ

　
こ
れ

　
じ
ん
じ
ん

　
臓
あ

　
な
つ

　

　
た
ま
っ
ぎ

　
　

い
つ
さ
い

　
ほ
ふ

く
う

　
あ
ら

　
　

ふ

く
う

　
あ
ら

　
　

う

さ
う

　
あ
ら

　
　

む

さ
う

相

と
無
作

と
に
入

つ
て
、

則
ち
浬
薬
の
常

樂
を
得

る
が

故
に
是
を
甚
深

の
法

と
名

く
。
復
次
に
、

一
切

の
法

は
空
に
非
ず
、
不
空

に
非
ず
、
有
相

に
非
ず
、
無
相

　
あ
ら
　
　
　
　う
　
さ
　
　
　あ
ら
　
　
　
　む
　
さ
　
　
　
あ
ら
　
　
　
　く
わ
ん
　
　
　
か
く
　
　
ご
と
　
　
く
わ
ん
　
　
　う
ち
　
　
こ
こ
る
ま
た
ち
や
く
　
　
　
　
　こ
れ
　
　
じ
ん
じ
ん
　
　
ほ
あ
　
　
な
つ
　
　
　
　げ
　
　
　と
　
　
　
　
　ご
と

に
非

ず

、

有

作

に
非

ず

、

無

作

に

非
ず

と
観

じ
、

是

の
如

く

観

ず

る

中

に

心

亦

著

せ
ず

、

是

を
甚

深

の
法

と
名

く
。

偏

に

説

く
が

如

し

。

　

　

い
ん
ね
ん
し
や
う
　
ほ
ふ
　
　
こ
れ
　
　
く
う
さ
う
　
　
な
づ
　
　
　
　ま
　
　
　け
　
み
や
う
　
な
づ
　
　
　
　
ま
た
ち
う
だ
ら
　
　
と

　

『
因
縁

生

の
法

、

是

を

空
相

と

名

け

、
亦

た

假

名

と

名

け

、

亦

中

道

と

読

く
。

　

　
も
　
　
　ほ
ふ
じ
つ
う
　
　
　
　
　
　
　ま
さ
　
　か
へ
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
ん
む
　
　
　
　
　
　せ
ん
多
　
　
　
　
　
　こ
れ
　
　な
つ
　
　
　
澤
ん
　
　な

　

　
若

し
法

實
有

な

ら
ば

、

鷹

に
還

つ
て
無

な

る

べ

し
、

今

無

に

し

て
先
有

な

る

、

是

を

名

け

て
断

と
爲

す

。

　

　
じ
や
う
　
　
　
　
　
　
だ
ん
　
　
　
　
　
　
　ま
た
う
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　し
ん
し
き
　
　
と
こ
ろ
め
つ
　
　
　
　
　
　
ご
ん
せ
つ
　
　
ま
　
　
　つ

　

　
常

な

ら
ず

、

断

な

ら
ず

、

亦

有

無

な

ら
ず

、

心

識

の
庭

滅

す

れ

ば
、

言

読

も

亦

た

壷

く

。
』

　

こ
　
　
　じ
ん
ぽ
ふ
　
　
お
い
　
　
し
ん
じ
ん
む
　げ
　
　
　
　
　
　
　
　く
　
　
　
　
も
つ
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
　
　
だ
い
に
ん
　
　じ
や
ら
じ
ゆ
　
　
　
　
な
つ

　
此

の
深

法

に
於

て
信

心
無

凝

に

し

て
、

悔

い
ず

没

せ
ざ

る

、

是

を

、

「
大

忍

を
成

就

す
」

と
名

く
。

寒 熱 風 雨

(
9
)　

「
【
騒
提

】
せ
ん
だ

い
　

回
答
倒
p
二

の
音
写
。

忍

・
安
忍

・
忍
辱
と
漢
訳
す
る
。

六
波
羅
蜜

の

一
つ
。」

(中
村
元

『佛
教
語
大
辞
典

縮
刷
板
』
〔昭

　
56
・
5
・
20

東
京
書
籍
〕
八
四
三
頁
)

(
10
)　

脚
注
に

「
結
使
と

は
、

煩
悩

の
異
名
な
り
。」

(
.
点
原
文
の
ま
ま
)
と
あ
る
。

(
11
)　

続
く
段
落
中

に

「
貢
高
」
と
い
う
語
が
出
て
来
る
。

こ
れ

は

『
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』
等

に
書

か
れ

て
い
る
語
で
あ

る
が
、
妙

法
蓮
華
経

に
は

　
見
え
な

い
文
字

で
あ

る
。
(
『
佛
教

大
僻
彙
』

の
説
明
中

に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。)

(
12
)　

以
下
、
法
忍

に
関
し
て
諸
種

の
説
明
が
続
く
が
、
「
法
華
字
解
」

の
説
明
及
び

『
佛
激

大
館
彙
』

か
ら

の
引

用
部

に
該
当
す
る

の
は
以

上

で
あ

　
る
。

(
13
)　

拙
稿

「
二

つ
の
英

雄
像

ー

デ

ク

ノ
ボ

ー

と
ブ

ド

リ
と

ー

」

(『
女
子
大
國
文

』
第

百
号

〔昭
61

.
12

.
15
〕
九
七
～
九
八
頁
。

の
ち
栗
原

敦
編

『
日
本

文
学
研
究
資
料
新
集
26

宮
沢
賢
治

・
童
話
の
宇
宙
』
〔加

・
12

・
5

有
精
堂
出
版
〕
に
再
録
、

一
三
五
～

=
三
ハ
頁
)
参

照

。

(
14
)　

「
イ

ッ
モ

シ
ヅ

カ

ニ
ワ
ラ

ッ
テ

ヰ

ル
」

と
精

確

に
対

応

す

る
も

の
を
、

大

智

度

論

中

の
忍

辱

に
関

す

る
記
述

か

ら
発

見

す

る

こ
と

が

で
き

な

い
。

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

へ

　
法

華

経

「安

樂

行

品

第

十

四

」

(
〔並既
出
〕
『鑛
綿
妙
法
蓮
華
経
』

三
七
〇
頁
)

に
も

出

て
来

る

「和

顔

」

と

い
う

仏

教
語

に
基

づ

く

も

の

で

で

も

あ

ろ

う

　
か

。

な

お
、

小

林

一
郎

『
勝
髪

経

通

解

』

(大

11

・
4

・
21
　
大

同
館
書
店

)
と

い
う

本

の

一
九

九
頁

に

次

の
よ

う

に

あ

る
。

　
　

　
　

　

　
　

せ
んだ
い
で
マ

　
　

　

第
三
に

は
屡
提
彼
羅
蜜

で
あ

る
。
屡
提

を
繹

し
て
怨
辱

と
い
ふ
。
維
摩
経

に
は

『
忍
辱
は
是
れ
菩
薩

の
浮
土
。
菩
薩
成
佛

の
時
、
三
十
二
相
荘
嚴

の
衆
生
其

の

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

か

　
　

國
に
來
生
す
』
と
あ
る
。
信
肇
は

こ
れ
に
註
し

て

『怨
辱

な
れ
ば
和
顔
な

り
、
故

に
繋

く
る
に
容
相
を
以
て
す
。
而
も
豊
に
た

穿
形

の
報

の
み
な
ら
ん
や
』
と
い

　
　

　
っ
た
。
蓋
し
忍
辱
に
よ

つ
て
得
る
所

の
報

の
尤
も
大

な
る
を
い
ふ

の
で
あ
る
。

[後
略
]

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

マ　　マ

(
15
)　

次

の

「
ア

ラ

ユ
ル

コ
ト

ヲ
/

ジ
ブ

ン

ヲ
カ

ソ
ジ

ョ
ウ

ニ
入

レ
ズ

輔こ

に

つ

い
て

は

よ
く

分

ら

な

い
。

恩

田
逸

夫

(
「
カ

ン
ヂ
ヤ
ゥ

ニ
入

レ
ズ

ニ
の
解

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　
マ　
マ

　
釈
」
〔『四
次
元
』
踊
号

〈第
14
巻
第
2
号

昭
37
・
3
・
10
>
四
・
八
～

一〇
頁
〕)

は
、
「
ジ

プ

ソ

ヲ
カ

ソ
ヂ

ヤ
ウ

ニ
入

レ
ズ

ニ
」

は

「
私

意

を
離

れ

て
」

の
意

と

し
、

57



　

　
　

《
私
意
を
離

れ

て
対
象

の
本
質

に
観
入

す
る
》

こ
と
を
、
生
活
態
度

の
、

こ
と
に
芸
術
制
作

の
理
念

と
し
て
い
る

こ
と
は
、
既
に
早

く
、
散

文

詩

的

小

品

文

　

　
　
『龍

と
詩
人
』
(大
⑩

.
8

.
20
)
に
現

わ
れ
て
い
る
。

　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　

マ　
マ

　

　

[中
略
]
「
ア
ラ

ユ
ル

コ
ト
ヲ

ヨ
ク
ワ
カ

ル
」

た
め
に

「
ジ
プ

ン
ヲ
カ

ン
ヂ
ヤ
ウ

ニ
入

レ
ズ

一こ

対
象

の
核

心
を
直

ち
に

つ
か
み
、

見
る
も

の
と
見
ら
れ
る
も

の
と

　

　
　
の

一
致
、

主
客

合

一
の
主
張
は
、
す

で
に

『龍
と
詩
人
』

に
お
い
て
明
確

に
意
識

さ
れ
、
『綱
要

』
を
経

て
、
晩
年

の

『
(
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
)』

の
平
淡
化

さ

れ

た

　

　

表

現
に
連
な

つ
て
い
る

の
で
あ

る
。

　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

マで

　

　
　

最
後
に
、

賢
治
と
同
じ
く

「造
化

に
随

ひ
造
化

に
帰

れ

(
「『笈
の
小
文
』)

と
言

つ
て
、
自

然
を
尊
重
し
、

「不
易

(永
遠

)
流

行

(
変

化
)」

の
説

を

な

し

て

　

　

「風
雅

の
ま
こ
と
」

を
唱

え
、
私
意

を
去

つ
て
対
象

の
本
情

を
把

握
す
る

こ
と
を
以
て
文
学
表
現

の
理
念
と
し
た
芭
蕉

の
場
合

に

つ
い
て
付
記

し
て
お
く
。

　

と

し

て
芭

蕉

の
文

を
引

用

し

た
後

、

　

　
　

賢
治
が
芭
蕉

の
影
響
を
受
け
た
か
否

か
は
、

に
わ
か

に
は
定

め
が

た
い
が
、

と
も
か
く
両
者
に
は
、

も

の
の
考
え
方

の
点

で
根
本
的
な
共
通
点
が

数
多
く
見
出

　

　
　
さ
れ
る

こ
と

は
確
か

で
あ

る
。

　

と
述

べ

て

い

る
。

な

お
、

「
ヨ
ク

ミ
キ

キ

シ

ワ
ヵ

リ
」

以

下

に

つ
い

て

は
、

拙

稿

「賢

治

と

維
摩

経

」

(
『研
究
紀
要
』

第
3
号

〔平
2

.
3

.
25

京
都
女
子

大
学
宗
教

.
文
化
研
究
所
〕)

の
第

四
章

も

参

照

さ

れ

た

い
。

(
16
)
　

「
南

二
死

ニ
サ
ゥ

ナ
人

ア

レ
バ

/

行

ッ
テ

コ

ハ
ガ

ラ

ナ

ク
テ

モ
イ

・
ト

イ
」

う

と

い

う
行

為

は
、

「
三

種
布

施

」

の

一
つ

「無

畏

施

」

に
あ

て

は

　

ま

る

と
も

考

え

ら

れ

る
。

大

智

度

論

中

に
、

持

戒

と
関

連

さ

せ
た
次

の

一
節

が

あ

る

。

　

　
　

　
　

いか
ん　
　
　ち　
か
い　
　
よ　
　
　ノ
コ　
　ナ　
　
　
　
し
やう　
　
　
　
　
　
ノ
ロ　
　
ナ　
　
　
　
　　
しゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ざ
いせ　
　
　
　
　
　
　
　
ほあ
せ　
　
　　
　
　
　
　
む
　
ゐ　
な　
　
　
　
　
　
かい　
　た
も　
　
　
　みつ
か　あ
ら
な

　

　

[前
略
]
云
何
が
持
戒

は
能

く
檀

〔那

〕
を
生
ず

る
や
。
檀

〔
那
〕
に
三
種

あ
り
、

一
に
は
財
施
、

一
一に
は
法
施
、
三
に
は
無
畏
施

な
り
。
戒
を
持
ち
、
自
ら
検
め

　

　
　

　

い
つさ
いし
ゆじ
や5
　ざ
いも
つ　
　を
か
　
　
　
　　
　
　
こ　
　
　すな
は
　ざ
いせ
　
　
　
　
　
　
し
ゆじ
ゆ∋
　み
　
　
　も
の　
　そ
　
　
　しよ
彰　や
う
　し
た　
　
　
　2
たた
め　
　ほ
あ
　
　と
　
　
　
　
　
　
そ
れ
　　
　
　
　
か
いご
　
　
　
　
　
　
　
　
また
みつ
か

　

　
　

て
、

一
切
衆
生

の
財
物
を
侵
さ

マ
る
、
是
れ
則
ち
財
施
な
り
。
衆
生

の
見
る
者
、
其

の
所
行
を
慕

ひ
、
又
爲

に
法

を
説

い
て
、
其

を
し
て
開
悟

せ
し
む
。

又
自
ら

　

　
　
し
ゆゐ

　
　

　
　
わ
れ
　ま
さ
　
かた
　
じや
う
かい
たも

　
　
　い
つ
さい
しゆ
じや
,
ため
　く

やう

　5く
で
ん
　な
　
　
も
るも
る
しゆ
じや
渉
　

　
む
り
やう
ふ
く
　え
　

　

　
　

　
　

　
　
かく
　
ご
と

　

　

思
惟
す
ら
く
、
「我
、
當

に
堅
く
浄
戒

を
持

ち
て
、

一
切
衆

生

の
與

に
供
養

の
輻
田
と
作

り
、
諸

の
衆
生
を
し

て
無
量

の
輻

を
得

せ
し

む

べ

し
」

と
。

是

の
如
き

　

　
　

し
ゆむ
ゆ　
　なつ
　
　
　
　ほ
あせ
　
　
　な
　
　
　
　
い
つさ
いし
ゆじ
やう
　み
なし
　
　
　お
そ
　
　
　
か
い　
　た
も
　
　
　
が
い　
　
　
　
　
こ　
　
　す
な
は　む
　ゐ
　
せ

　

　
　
の
種
種
を
名
け

て
法
施

と
爲
す
。

一
切
衆
生

は
皆
死
を
畏

れ
、
戒
を
持

つ
て
害

せ
ず
、
是

れ
則

ち
無
畏
施

な
り
。　

　
　

　
　

　

(
「巻

の
第
十
四
」
五

一
六
頁
)

　

　
「
無

畏

施

」

と

は

「
恐
怖

を
除

き

、

安

心

を
与

え

る

こ
と

」

(〔前
出
〕
『佛
教
語
大
辞
典

縮
刷
版
』

一
四

六
三
頁

「
六
波
羅
蜜
」

の
項

)
と

い

う
意

味

で

あ

　

る
。

(
17
)
　

一
九

九

〇

年

六

月
十

八

日
消

印

の
筆

者

宛

私

信

に
拠

る
。

許

可
を

得

て
引

用
。
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付
記
　
大
智
度
論
に
関
し
て
、
瓜
生
津
隆
真
京
都
女
子
大
学
宗
教

・
文
化
研
究
所
所
長
よ
り
御
教
示
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。


