
菩薩蔵 経と宝積 経 

妻 児 引 の た を げ 

        

同 朋 は が あ 乗迦 そ は 道 一 
じ さ " つ る 経 識 の 大 日   

  

  所 

訳蜜で " 経 あ れは掻首（ て " ） 梼漢 り、 在 菩薩 

本 筈 
力 薩 

、 ン 経   
ュ の 蜜 代 で 般 和 晴 経 
ヤ 三 経 か に 好 二 に 法 
パ 経   ら 他 三 年 洛 と 

ま、 ｜ 吾 兄 の 味 （ 陽 し     上ハ波 を Ⅰ） @ て、 
  ニ ー 薩 じ に 光 耀   

等 に 等 重 に 中   
が は 、 要 来 平 菩   薩蔵 大 で、 おそす な太 ） る の 間 

  

  

村 主 重 と が こ し 文 学 

十
エ
 

ロ
 薩
 
蔵 

経 

と
 
宝 

』
 
モ
 
"
 
貝
 経
 

平 

１ Ⅰ １ 

菩
多
 

与
圭
 

/
 

  ( Ⅰ 25) 



 
 

 
 

若
干
の
考
察
を
お
こ
 な
 

 
 

二
 、
遺
 日
 摩
尼
 宝
 経
と
宝
積
 経
 

 
 

 
 

し
 菩
薩
あ
り
て
、
 極
 

大
珍
宝
 之
積
 遣
田
 羅
 経
を
学
ば
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 「
菩
薩
、
此
の
宝
蔵
 

（
 
メ
 
サ
）
 

 
 

 
 

て
い
た
こ
と
が
わ
か
 

 
 

 
 

あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
（
 

2
 ）
 

 
 

出
て
い
な
い
。
 

 
 

 
 

ち
 無
量
寿
経
の
古
調
 

 
 

 
 

弥
陀
仏
は
極
楽
に
お
 い
 

 
 

 
 

宝
積
 経
 の
 郁
伽
 長
者
 

 
 

 
 

訳
の
離
垢
施
文
隆
な
ら
 

 
 

 
 

昧
 経
に
は
士
道
 地
 ・
 三
 

 
 

 
 

崩
 さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
 

 
 

 
 

。
な
お
菩
薩
・
三
品
 経
 
 
 

れ
て
い
る
。
（
 

3
 ）
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セ
 
二
口
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

婁
迦
識
訳
 
と
し
、
宝
積
 
経
を
 

 
 

 
 

呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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遺
日
 
摩
尼
 宝
 経
に
当
 

経
 

（
Ⅱ
は
）
 

 
 

 
 

あ
ろ
う
。
三
宝
 紀
 が
ま
ち
が
 

 
 

 
 

っ
て
宝
積
経
と
い
う
 異
 

 
 

 
 

遣
田
摩
尼
 宝
経
 で
あ
る
 

 
 

 
 

経
典
で
あ
る
か
ら
、
 
内
 

（
 
膝
り
即
 

）
 

 
 

 
 

日
 」
は
前
者
に
合
致
 

（
 
ハ
リ
 

）
 

 
 

 
 

口
目
 
の
 Ⅰ
 ゴ
曲
 
（
（
 

目
 ㏄
 づ
ゆ
 
Ⅱ
 
せ
卸
ゼ
の
 

（
 
皿
 ）
 

 
 

 
 

頂
 経
、
宝
積
 経
 ）
 と
あ
 

 
 

 
 

え
 に
し
て
 悪
取
空
 を
説
 

 
 

 
 

｜
 ル
テ
ィ
は
こ
の
経
を
 

宝
積
経
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
 
1
 
1
 

）
 

 
 

 
 

方
等
部
古
品
田
道
 日
 

（
 
9
 
し
 
）
 

 
 

 
 

宝
積
 経
 の
 普
明
 菩
薩
 会
 

 
 

 
 

迦
識
訳
は
 古
記
で
も
あ
 

 
 

 
 

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 大
 



 
 

し
て
よ
い
。
 

 
 

晴
 野
の
中
、
若
し
く
は
山
上
 

 
 

。
 讐
 え
ば
大
破
水
汚
泥
の
中
に
 

（
沖
山
）
 

 
 

の
 陸
地
に
は
蓮
華
を
生
ぜ
ず
。
 

 
 

能
く
仏
法
を
生
ぜ
ず
。
煩
悩
の
 

 
 

が
 冗
長
で
あ
る
が
、
宝
蔵
経
 

 
 

。
 讐
 え
ば
 於
 泥
の
水
に
 雑
 蓮
華
 

 
 

日
明
菩
薩
 
会
 に
は
「
 誓
 え
 、
は
高
 

に
は
蓮
華
・
 優
鉢
 華
を
生
ぜ
 ざ
 る
が
如
き
な
り
。
 

蓮
華
・
 優
鉢
 華
を
生
ず
る
が
如
し
。
愛
欲
 中
 よ
り
 

卑
湿
の
於
 泥
に
乃
ち
 此
の
華
を
生
ず
る
が
如
し
。
 

泥
中
に
 乃
ち
 衆
生
あ
り
て
仏
法
を
起
す
の
み
 の
（
 

む
 
7
 ）
 

で
は
「
 誓
 え
ば
陸
地
に
は
蓮
華
を
生
ぜ
 ざ
 る
が
 如
 

を
 生
ず
る
が
如
く
、
菩
薩
も
是
の
如
し
。
 邪
 衆
生
 

原
の
陸
地
に
は
蓮
花
を
生
ぜ
 ざ
 る
が
如
し
。
菩
薩
 

 
 

 
 

し
か
も
維
摩
経
と
全
く
同
 

の
核
と
な
っ
た
 

経
 ）
」
と
し
て
、
 

は
注
目
す
べ
き
 

典
 と
つ
な
が
り
 

こ
こ
に
は
こ
 

の
 思
想
も
説
か
 

 
 

 
 

大
宝
積
 

 
 

 
 

る
 教
理
 

 
 

 
 

大
乗
経
 

が
 認
め
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

に
 中
道
 

 
 

 
 

し
 」
と
 

 
 

 
 

心
想
 

 
 

 
 

 
 

二
 0
 巻
に
な
る
最
古
①
 



 
 

 
 

聞
や
縁
覚
を
一
乗
に
誘
引
す
す
な
わ
ち
阿
羅
漢
や
縁
覚
に
⑳
 

（
 
笏
 
）
 

廿
 
上
口
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

し
か
も
そ
れ
が
煩
悩
 と
 

経
 

 
 

 
 

て
こ
こ
に
如
来
蔵
・
如
来
種
 

 
 

 
 

如
来
種
」
の
文
章
は
 、
 

 
 

 
 

 
 

の
 ・
Ⅰ
 
ゴ
キ
 日
の
を
生
ず
 

 
 

 
 

の
 維
摩
経
の
「
如
来
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

に
 関
係
の
あ
る
こ
と
は
 

（
田
り
）
 

 
 

 
 

五
々
の
文
が
続
く
の
で
あ
 

 
 

 
 

以
下
の
理
由
 

 
 

 
 

㏄
 ヰ
ア
 
囲
の
曲
 

ヰ
リ
ー
の
 

0
 ヰ
 
Ⅱ
 
曲
 

 
 

 
 

種
々
に
説
明
を
な
 

 
 

 
 

無
為
を
見
、
正
位
 に

よ
 

の
 謎
 

し
、
 

に
人
 

（
㏄
）
 

 
 

写
本
の
破
損
に
よ
り
脱
落
し
て
い
る
。
 

（
 
仏
り
 
）
 

 
 

 
 

文
章
は
増
大
し
て
い
る
 

 
 

 
 

。
菩
薩
も
亦
 爾
り
 。
 生
 



 
 

 
 

菩
薩
 会
 
・
チ
ッ
ト
 調
 

 
 

は
 
「
愛
欲
 中
 よ
り
菩
薩
 法
 を
生
ず
」
と
な
っ
て
い
る
。
 
そ
れ
故
、
遺
 日
 摩
尼
 宝
 

 
 

 
 

あ
る
。
一
般
に
は
「
 教
 

 
 

 
 

倶
舎
論
の
言
う
と
こ
ろ
 

（
 
抑
 ）
 

 
 

 
 

の
 「
法
主
」
を
「
仏
陀
 

（
 
W
 
焚
 
）
 

 
 

 
 

る
 。
さ
ら
に
阿
含
経
に
 

（
 
四
 ）
 

 
 

 
 

」
ム
定
 

ょ
 

「
 

１
オ
イ
 P
 の
 そ
ァ
 え
て
し
る
 

 
 

 
 

い
う
場
合
の
法
に
は
、
 

 
 

法
身
は
 、
 法
の
中
の
最
高
の
法
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
例
え
ば
 
浬
 

 
 

 
 

仏
陀
の
人
格
に
そ
な
わ
 

 
 

 
 

口
薩
法
 
」
と
い
わ
れ
る
も
 

 
 

 
 

し
め
る
人
格
的
真
理
が
 

 
 

 
 

る
 。
し
た
が
っ
て
こ
の
 

 
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

起
品
の
 
「
性
起
」
の
 

 
 

 
 

い
 る
し
、
さ
ら
に
そ
れ
 

は
 
「
煩
悩
の
衆
生
に
生
ず
る
」
と
言
っ
て
い
る
か
  

 

だ
 
「
本
有
の
仏
性
」
と
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  が な る 宝 

、 工 法 文 僧 鳩 菩 探 ら 。 経 上 

  

訳 訳 の 
。 会 胎 如 

蔵 う と の に く 

名 も 中 し 遺 
か に て 日   く は 成 摩 

、 の 菩 薩 蔵 蔵 つ 
  二 健 蔵 経 経 絡 居室四 遺日 遺 、 立し   

      存 経 宝 わ 宝 蔵 
那 異 巻 す 
問 訊 四 る 
と で O も   
い る 巻 の 
い る ま ｜ 

  の 左   
の     関 成 は っ 内     

客 部 種   
を 合 四 あ 経   曲 ノト 

大 三 木 る 典 こ と 

悲 種 で が が の 見 
l い と あ 、 あ 四 て 
と 7 よ る こ る 九 よ 

れ か 会 い 
か も が が   
ら 知 ど 、 

武 一 取 れ の し 

い の り な よ か 
は 羅 上 い う し 

三件 巻訳 げ 。 な 大 

  
な 薩 す ら   
す 」） ⑰ 蔵 経 菩 点 辿 九 
と は 
- 一 - 口 - 己   

薩 は っ 会 

し 出     
大 所 し 巻   が 」， 臼玉曲浦 惧カ 士石刀 に カ @ 

こ 集 軽 ま 下 道 
れ に と た 明 日 

は よ 関 ね で 摩 
太 る 係 ば あ 尼 

一 小 ， っ い 
す こ な う 

0C と お 如 
と も 善 き 

ど 問 薩 理 
め 題 法 解 
る @C  に @C 

。 な は は 
る 、 5% 
が 「 し 

、 菩 て 
い 薩 い 
ま の な 
は 教 ぃ 

。しえ」 如来 

  
究 め れ 
が 陽 文 
工 合 に 
で も   
は あ 遺 

る日 Ⅰ Ⅰ @ Ⅴ ん ム = 。 腔歪 

か さ 尼 
ら 3 室 
省 0c  経 
路 地 の 
す の 菩 
る 経 薩 

。 理 法 
こ で は 
こ 菩 成 
に 藤 正 
は 法 が 
た が 古 
だ ど じ 

遺 の と 

  
尼 ¥.c  る 
宝 使 で 
縫 わ あ 
め れ ろ 
性 て う 

格 ぃ   
め る 
一 か 
端 と 

そ い 



 
 

ね
 、
大
宝
積
 経
 で
は
 

 
 

摩
羅
什
 訳
 

 
 

っ
て
 、
 会
の
名
と
し
た
 

 
 

出
し
て
い
る
。
（
Ⅰ
）
 

3
 し
か
し
 

が
こ
れ
を
新
し
く
載
せ
る
根
拠
も
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
 疑
わ
し
い
。
 

 
 

）
の
訳
出
で
あ
る
た
 

（
 
鍍
 ）
 

 
 

こ
れ
は
「
大
乗
 律
 」
に
 

 
 

編
入
さ
れ
て
い
る
の
は
 

 
 

大
宝
積
経
に
は
編
入
さ
 

に
 相
当
す
る
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
 

 
 

か
か
わ
る
。
開
元
禄
 

 
 

び
 玉
葉
寺
の
衆
が
大
宝
 

 
 

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
 

 
 

凡
水
を
も
た
ら
し
て
 唐
 

 
 

巻
 を
こ
れ
に
あ
て
、
 未
 

 
 

 
 

厳
正
法
経
回
 0
 巻
は
 

 
 

お
そ
ら
く
両
者
の
共
訳
 

 
 

宝
 

 
 

し
 
Ⅰ
 

 
 

る
 

 
 

経
 

 
 

ト
 
/
 

 
 

K
 

 
 

と
 

 
 

か
 

 
 

の
 

 
 

正
 

 
 

芙
 

 
 

 
 

 
 

紀
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同
じ
で
あ
り
、
む
し
ろ
 少
 い
く
ら
い
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
そ
の
点
で
は
 三
 

 
 

 
 

い
 。
こ
こ
に
は
羅
什
 訳
 

 
 

 
 

も
っ
な
が
り
が
あ
る
わ
 

 
 

 
 

あ
る
と
速
断
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

量
も
多
い
の
で
、
こ
の
 

 
 

 
 

経
と
同
時
代
に
存
在
し
 

 
 

 
 

菩
薩
蔵
経
が
別
本
で
あ
 

る
こ
と
は
、
内
容
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

遅
ロ
 
m
.
 具
 善
根
 品
 ・
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

い
う
形
式
に
な
っ
て
 い
 

 
 

 
 

道
 ・
大
悲
等
と
、
仏
の
 

 
 

 
 

日
蔭
 
が
 菩
提
心
を
お
こ
し
 

 
 

 
 

、
詰
難
を
離
れ
る
四
法
 

経
 

 
 

 
 

所
行
を
四
法
に
ま
と
め
る
こ
 

（
 
甜
 ）
 

 
 

 
 

  

甘
 
一
口
 

 
 

 
 

て
 不
住
の
智
を
う
る
こ
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楼 い 第 た ほ 大 を 尊 せ 行 蜜 
那 の セ め と 悲 第 込 め 、 ず を 第   
見 に は に ん と 六 べ 現 こ る 得 四 摂 る な 第 仏 

 
 

 
 

を
 得
る
と
も
 ぃ
 

 
 

 
 

を
 思
量
す
る
、
 

 
 

 
 

法
 、
菩
提
を
利
 

 
 

 
 

修
多
羅
 と
憂
陀
 

 
 

 
 

 
 

 
 

じ
て
平
等
 波
羅
 

 
 

 
 

羅
 蜜
の
方
便
を
 

 
 

 
 

流
 法
の
話
を
載
 

 
 

 
 

い
て
い
る
。
 世
 

 
 

 
 

を
 起
し
た
こ
と
 

 
 

説
い
て
い
る
。
 

 
 

 
 

を
 菩
薩
の
時
の
 

 
 

 
 

る
 。
 巻
 七
九
の
 

 
 

 
 

入
っ
て
衆
生
の
 

 
 

 
 

な
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

衆
生
が
尽
き
な
 

 
 

 
 

る
 。
第
八
「
 富
 

 
 

 
 

刊
書
せ
し
め
よ
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菩薩蔵 経と宝積 経 

う
と
表
白
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

ら
れ
る
こ
と
と
、
 大
 

 
 

 
 

れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

羅
 蜜
多
 品
 ・
般
若
 波
羅
 

 
 

 
 

係
 が
あ
る
。
次
の
陀
 那
 

 
 

 
 

記
を
得
る
こ
と
を
述
べ
 

 
 

 
 

は
 、
釈
迦
菩
薩
の
受
記
 

 
 

る
た
め
十
一
品
と
な
っ
て
い
る
。
 

（
 
如
 ）
 

 
 

 
 

説
か
む
」
と
あ
る
か
 

 
 

 
 

て
 、
十
種
の
深
心
（
 十
 

 
 

 
 

永
 し
た
の
で
あ
る
と
 述
 

（
Ⅱ
）
 

（
 
蛇
 ）
 

 
 

 
 

を
 説
き
、
仏
滅
五
百
年
 

（
 
ぬ
 ）
 

 
 

る
こ
と
を
も
説
い
て
い
る
。
 

 
 

 
 

と
を
説
い
て
い
る
。
 

 
 

 
 

と
 菩
提
心
を
そ
な
え
 れ
 

 
 

上
の
三
品
に
二
巻
を
費
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

種
 不
可
思
議
 法
 を
細
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生
で
あ
る
が
、
し
か
し
 

 
 

 
 

善
意
長
者
と
し
て
こ
の
 

 
 

 
 

の
と
き
、
放
光
如
来
 

 
 

 
 

釈
迦
菩
薩
の
受
記
の
物
 

 
 

 
 

施
を
初
発
心
一
切
菩
薩
 

 
 

 
 

て
い
る
。
（
 

7
 
@
 
 

）
 
こ
の
四
種
芸
 

 
 

 
 

0
 行
で
あ
る
。
し
か
し
 

 
 

 
 

大
宝
積
経
の
第
四
一
 

 
 

 
 

が
 非
常
に
詳
し
く
述
べ
 

 
 

 
 

と
は
異
な
る
説
明
が
あ
 

 
 

 
 

省
く
。
最
後
の
大
自
在
 

 
 

 
 

い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
 

 
 

羅
蜜
 ・
 智
 平
等
波
羅
蜜
等
の
用
例
が
見
ら
れ
る
と
 

（
 
5
 ）
 

 
 

 
 

っ
て
如
来
に
た
い
す
る
⑪
 

 
 

 
 

修
行
の
第
一
歩
と
し
て
 

 
 

 
 

慈
 無
量
波
羅
蜜
・
大
悲
 

 
 

 
 

心
 
議
な
光
、
不
可
思
議
な
 
2
 

 
 

 
 

な
 大
悲
、
不
可
思
議
な
 



 
 

 
 

並
ん
で
「
 
持
 菩
薩
 蔵
者
 」
を
 
職
 

 
 

 
 

 
 

三
口
っ
て
い
る
。
故
に
 

郁
伽
長
 

 
 

 
 

釈
も
注
目
さ
れ
る
。
 

分
 
1
 

菩
薩
蔵
経
は
と
も
か
く
と
し
 

の
三
蔵
と
さ
ら
に
雑
蔵
と
無
比
 

三
蔵
の
外
に
 兄
蔵
と
 菩
薩
 蔵
を
 

論
疏
 
（
三
論
玄
義
に
引
用
さ
れ
 

つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
 

経
 

%
 
 い
る
か
ら
、
仏
伝
文
学
を
中
心
 て

 、
「
菩
薩
 蔵
 」
は
い
ろ
い
ろ
 

蔵
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
（
 

0
 
5
 

）
 し
 

持
っ
て
い
た
と
い
う
。
四
分
律
 

る
 ）
や
慈
恩
の
異
部
 宗
輪
 論
述
 

。
し
か
も
黒
部
宝
輪
論
述
 記
に
 

と
し
た
菩
薩
 蔵
 で
あ
っ
た
の
で
 

 
 

部
は
経
 ・
 律
 ・
 論
 

 
 

し
て
法
蔵
部
は
 

 
 

真
諦
の
部
 執
異
 

 
 

部
で
 菩
薩
 蔵
を
持
 

 
 

す
 」
と
述
べ
て
 

あ
ろ
う
。
 

五
 、
菩
薩
蔵
の
存
在
と
仏
伝
文
学
 

 
 

時
に
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
 ス
 

 
 

究
を
必
要
と
す
る
 点
 

 
 

に
 見
た
が
、
両
者
 

 
 

に
 類
似
点
も
見
ら
れ
 

 
 

そ
の
順
序
も
同
じ
で
 

 
 

も
 重
要
な
合
致
点
で
 

 
 

共
に
仏
塔
に
閲
読
 す
 ッ

 や
伍
 木
 

 
 は

同
じ
く
 

る
。
 例
え
 

（
 
9
 ）
 

あ
る
。
 っ
 

あ
る
。
な
 

る
箇
所
が
 荷

葉
 経
等
 の
 四
 性
行
と
も
 関
 

・
菩
薩
蔵
経
と
呼
ば
れ
る
が
、
 

ば
 両
者
が
共
に
大
宝
積
 経
 

ぎ
に
菩
薩
行
を
説
く
の
が
 菩
 

-
 
お
以
上
に
は
指
摘
し
な
か
っ
 

非
常
に
多
い
。
 

係
 が
あ
ろ
う
。
こ
れ
 

し
か
し
別
本
で
あ
る
 

に
編
入
さ
れ
て
い
る
 

薩
 蔵
経
で
あ
る
と
な
 

た
が
、
 両
経
 共
に
し
 



 
 

 
 

菩
薩
行
の
事
を
問
 う
た
 

 
 

 
 

等
 正
経
は
皆
こ
れ
菩
薩
 

 
 

 
 

め
に
 分
 っ
て
剛
蔵
と
な
 

 
 

 
 

ロ
蔭
 
厳
 に
あ
り
 @
 
こ
と
も
 ニ
 
二
口
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

は
阿
闇
世
王
 の
質
問
 に
 

よ
っ
て
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

威
に
三
種
あ
り
。
何
 

 
 

 
 

の
外
に
も
菩
薩
 蔵
 に
っ
 

（
 
騒
 ）
 

 
 

 
 

か
し
こ
の
説
は
上
述
の
 
 
 

 
 

に
 「
何
を
か
三
蔵
 と
ぃ
 

（
 
肪
 ）
 

 
 

 
 

っ
て
大
大
乗
論
に
は
「
 菩
 

 
 

 
 

的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
 

 
 

 
 

っ
て
お
り
、
洪
大
 訳
で
 

 
 

 
 

、
経
典
の
題
目
は
必
 ら
 

 
 

っ
て
 経
名
 が
異
 る
 経
典
は
多
い
。
 

 
 

 
 

の
 在
り
方
を
推
定
す
 

 
 

 
 

め
た
も
の
で
あ
っ
た
の
 

 
 

 
 

初
期
の
大
乗
経
典
が
若
 

(138) 14 



菩薩蔵 経と宝積 経 

六 ま は か 
波 れ 六 れ な 
罹 る 破 る お 
蜜 か 確 知 菩 
の を 蜜 く 薩 
説 示 を 考 蔵 
明 し 挙 え 経 
が て げ 易 は 
あ い る ぃ 人 
る な が が 波 上 
が い " " 羅 / Ⅹ     

  
蜜 羅 を 若 に 
は 蜜 指 経 っ 
四 と す に い 
禅 見 か ば て 

一二二ロ となを示 て、 し 大波 

す た し 羅 し 
程 か て 蜜 て 

度 は い に お 
で 不 な っ く   
繰るえ全に り。 ば くは 
返 大 成 調 六 

し が 早波 般羅て羅 い 波 
多 石 蜜 ぃ 蜜 とい く -  隆 @/ @ @@@@ ヰ ァ， ） ひ ・ f  し ょ、 、 
内 至 ど 。 え 
容   
で め ふ 経 に 
な て く に 説 

15 (139) 

い 関 に は で る る 典 た 干 
。 係 も 、 あ 。 さ 。 が た 作 

  

点 研 世 業 さ 河 菩 切 る 著 た とき ま 、 す 究 王は 回転 きの 闇世 藤蔵 期大 場合 戯 薩 

  

  

発 に じ 題 の 罪 説 、 経 典 め 
達 思 て と 阿 を く 実 名 が て 

。 孫 王 た う 「 呼 つ 薩 

  

  
一 薩 世 の た が   さ か に で はな 一 O ノ 蔵が 王を 沙門 いし こ 菩薩 れた ろう なっ 

一 機 主 果 て の 蔵 と か た か 
に 悔 題 経 、 罪 が 考 。 の ろ 
論 を と に 文 を 仏 え 阿 で ぅ 

  

王 し 乗 阿 が ど か   
て 経 闇 答 の ら 軽 さ て 
い 理 世 え よ 発 の ら 総 
る は 王 る う 展 場 に 名 
こ 多 が 形 に し 合 ま が 

に た そ 
は 総 の   、 名 ま 

こ の お れ る こ そ の ま 
0 間 り て か と の 菩 別 
さ 題 、 ぃ が を よ 藤 君 

う 蔵 に 示す ぃ注 は俄 大乗 る 。 問題 に を も 

考 用 用 如く 悔滅意し 浬 の この こな ｜ え い い 

て 罪 磐 問 る で " り る " り 
い と 経 題 の あ れ 経 れ 



（
㏄
）
 

 
 

 
 

の
 関
心
は
般
若
経
に
は
 

 
 

つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

り
の
大
乗
経
典
に
た
よ
 

 
 

 
 

典
 で
あ
り
、
経
巻
受
持
 

 
 

て
 論
じ
た
の
で
、
こ
こ
に
は
ふ
れ
な
い
。
（
 
7
 
5
 

）
 

 
 

 
 

く
で
あ
る
。
た
と
え
 

 
 

 
 

種
 の
広
幡
 処
 の
 法
 、
四
 

 
 

 
 

生
 に
平
等
心
を
起
し
、
 

 
 

 
 

戒
を
挙
げ
て
い
る
。
 
こ
 

の
よ
う
に
戒
波
羅
蜜
の
内
容
は
非
常
に
 旦
屋
揖
 
で
あ
る
。
 

 
 

を
 説
き
、
つ
ぎ
に
天
眼
 

 
 

 
 

し
 、
こ
れ
ら
を
 禅
波
羅
 

 
 

 
 

け
で
な
く
、
他
の
諸
経
 

 
 

 
 

戒
具
光
明
 定
意
 経
に
は
 

 
 

 
 

い
て
、
そ
の
一
一
に
三
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

叩
 （
 
阿
差
摩
 菩
薩
 経
 ）
 の
 

 
 

 
 

、
忍
辱
波
羅
蜜
を
与
 

 
 

 
 

海
竜
王
経
の
六
度
品
に
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

羅
蜜
 を
土
 法
 を
も
っ
て
 

( Ⅰ 40) 16 
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以
上
、
菩
薩
蔵
経
に
つ
い
て
 若
 

 
 

 
 ま

ず
部
派
仏
教
と
菩
薩
 蔵
 に
っ
 

あ
る
い
は
「
菩
薩
の
木
田
」
 
宝
一
 

も
 、
 経
 ・
 律
 ・
論
の
三
蔵
の
外
に
 

つ
ぎ
に
大
乗
経
に
つ
い
て
は
、
 

経
 」
の
名
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
 

得
 。
広
大
の
諸
 根
 弁
才
決
定
し
 、
 

寿
如
来
会
や
無
量
寿
経
の
冒
頭
に
 

明
と
 ，
い
う
仏
土
の
こ
と
を
説
く
が
 干

の
考
察
を
行
っ
た
が
 

い
て
は
、
上
述
の
如
く
 

論
玄
義
）
で
あ
っ
た
と
 

雑
蔵
と
菩
薩
蔵
を
持
っ
 

大
宝
積
経
の
中
に
は
菩
 

に
示
し
た
。
そ
の
外
、
 

菩
薩
蔵
の
法
に
お
い
て
 

仏
伝
を
簡
単
に
説
い
て
 

、
こ
の
上
に
は
声
聞
・
   

 
 

薩
 の
本
行
」
（
速
記
）
 

 
 

ぅ
 。
な
お
成
実
論
 

（
㏄
）
 

 
 

り
 
@
 
Ⅰ
 
@
 
 

Ⅴ
 
。
 

 
 

目
蔭
蔵
経
に
「
主
ロ
 
薩
蔵
 

 
 

び
 一
切
の
陀
羅
尼
 門
を
 

 
 

 
 

 
 

師
利
 授
記
 会
 に
普
 光
 

 
 

っ
 菩
薩
が
虚
空
に
上
昇
 

 
 

を
 簡
単
に
見
て
お
き
た
 

説
い
 

い
て
 

以
 

統
が
 

こ
と
 

居
室
   
ですわ 、 も け波 六 こ   
菩 の で 羅 れ 十 
薩 で あ 蜜 ら に 
蔵 あ る に は ま     

  

さ 経 典 し し が 
れ の が た て る 
て 内 あ が 考 る 

い 容 る 、 察 よ 
る に こ こ す う 
場 っ と れ べ で 
合 い は ら き あ   
の こ 羅 経 あ の   
こ 西 夷 異 大 
の か 擦 っ 乗 
関 ら に た 宝 
供 所 実 系 垂   
を 究 践 統 経 
示 す し で の 

す る よ あ 十 
波
羅
蜜
 品
 

る
 。
千
波
 

う
と
し
て
 

こ
と
が
 必
 

も
の
と
 思
 に

も
十
波
羅
蜜
を
説
 

羅
蜜
 も
こ
れ
と
は
系
 

い
た
人
々
が
あ
っ
た
 

要
で
あ
る
。
追
目
 摩
 

う
 。
 

Ⅰ 7 (141) 



 
 

 
 

ぃ
 。
菩
薩
本
生
 経
は
 

 
 

 
 

は
 、
 法
 供
養
の
相
を
示
 

 
 

 
 

て
い
る
。
（
 

4
 
7
 

）
 こ
こ
に
も
 菩
 

 
 

 
 

威
ほ
つ
い
て
、
し
ば
し
 

 
 

 
 

れ
が
、
陀
羅
尼
と
地
 

 
 

つ
ぎ
に
無
垢
 施
 菩
薩
 

第
一
五
の
四
法
の
中
に
 

仏
陀
が
成
道
前
に
苦
行
 

に
迦
葉
仏
に
帰
依
し
た
 

し
て
説
か
れ
て
い
る
。
 

な
お
こ
の
外
に
月
虹
 

し
 、
大
乗
を
顕
 発
す
 」
 応 
三昧 主日 と の六 で 年菩弁 「   迦 し 薩 会 
蔵 4 こ 葉 た 法 の 
を も 仏 埋 蔵 「 
挙 「 は 由 に 菩 
げ 六 「 は 受 薩 
て 波 為 、 特 待 
い 羅 

蜜 る O ・ 73 （ 
」 菩 品 に 圭品 陸 親近 

薩 が し に 
な 菩 蔵 先     
お 薩 不 栂 尾 仏 
阿 蔵 退 に 夜 陀 

 
 

い
て
い
る
。
そ
の
 

 
 

乗
 方
便
会
の
中
に
 、
 

 
 

い
る
。
そ
の
彼
が
後
 

 
 

れ
も
仏
伝
に
関
連
 

 
 

し
て
菩
薩
 茂
る
持
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

口
薩
 
厳
法
門
の
声
と
を
山
脚
 

 
 

 
 

阿
弥
陀
仏
の
本
願
 

と
類
 

 
 

 
 

す
で
に
述
べ
た
。
 



菩薩蔵 経と宝積 経  
 

 
 

セ
 種
の
戒
と
、
菩
薩
 
蔵
 19 

 
 

 
 

ハ
 波
羅
蜜
、
及
び
菩
薩
 法
 

 
 

 
 

優
 破
堤
 含
 
（
こ
れ
は
 天
鞘
 

 
 
 
 

 
 

 
 

き
、
…
…
 又
 菩
薩
 蔵
修
 

薩
蔵
が
 複
数
で
示
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

最
初
に
十
六
種
相
を
 

 
 

 
 

し
 お
わ
り
」
と
あ
る
。
（
Ⅰ
）
 

8
 

 
 

一
 
・
 
持
 菩
薩
戯
者
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
 

 
 

迦
 
・
菩
薩
 蔵
を
読
諦
し
 、
解
説
し
、
書
写
す
れ
ば
 

マ
ー
ト
Ⅱ
 

カ
 

（
㏄
）
 

 
 

を
 加
え
た
豆
蔵
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
法
蔵
部
 

 
 

て
 、
「
採
決
と
は
、
空
無
相
銀
 願
 、
及
び
諸
の
深
 

（
 
竹
 ）
 

 
 

深
 経
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
 

 
 

を
求
め
て
厭
く
な
し
。
所
謂
、
六
波
羅
蜜
・
菩
薩
 

 
 

る
 。
こ
れ
は
 十
 佳
麗
 姿
沙
論
の
 
「
四
法
 品
 第
一
九
 

に
は
菩
薩
の
心
得
を
四
法
に
ま
と
め
て
九
種
を
挙
げ
、
 さ
ら
に
そ
の
あ
と
に
四
法
に
ま
と
め
な
い
で
種
々
 

 
 

る
 よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
と
く
に
 普
明
 菩
薩
会
す
な
 

 
 

四
法
を
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
㍗
（
 
9
 ）
な
お
そ
の
 

 
 

切
 書
法
を
摂
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
 
皆
当
 さ
に
遠
離
す
 す

で
に
指
摘
し
た
。
そ
の
外
に
 

此
の
因
縁
を
も
っ
て
 法
 

と
も
大
衆
部
と
も
異
な
る
正
蔵
 

経
に
名
づ
く
。
般
若
波
羅
蜜
・
 

ぎ
 九
に
は
、
善
根
を
増
長
す
る
 

（
 
鴇
 ）
 

蔵
 な
り
」
と
述
べ
、
求
む
べ
き
 

」
に
出
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
 

の
 説
明
を
低
し
て
い
る
。
四
法
 

わ
ち
 遺
日
 摩
尼
 宝
 経
の
四
法
を
 

中
に
「
若
し
菩
薩
、
諸
の
菩
薩
 

（
 
幼
 ）
 

べ
し
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
は
 菩
 



強 う 多 名 阿 は 説 
  め 。 い 以 議 さ 毘 、 」 さ 
る し と 上 大 ら 達 方 と ら 

 
 

 
 

㏄
 オ
曲
 相
応
の
ミ
口
 

 
 

 
 

後
者
の
場
合
に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

如
く
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

菩
薩
蔵
は
翻
訳
 

（
㏄
）
 

 
 

蔵
を
指
す
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
 

 
 

 
 

落
し
た
も
の
も
 

 
 

 
 

ら
れ
る
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

と
い
う
推
定
を
 

も
の
で
あ
る
。
 

（
 
荻
 ）
 

 
 

」
の
語
も
あ
る
。
 

（
 
蹄
 ）
 

 
 

 
 

棄
捨
 し
て
、
声
聞
 蔵
を
 

 
 

 
 

%
 
目
般
傍
し
 
」
（
 

6
 
8
 

）
 と
も
言
っ
て
 

@  の 
味 読 

に が 
し る 
て る 
乖 こ 
言寧 と 

な は 

し 」 （ 84 レ す で 

と ヰ乙 

説 述 

い べ 

てた い ° 

る 。 次に 

さ 仏 
ら 地 
に 経 

春 伽 論 楡 一 ョム 日什打 日 

）のま 口 ー ナし 

薩 声 
他 聞 
に 蔵 
は と 

  圭三 

若 薩 
し 蔵 
苦 る 
薩 併 
が 挙 

圭 ロ し 

薩 て 
蔵 い 
る る 

誇   
リ ー 「 

像 菩   
正 蔵 
法 は 
を 千 
達 哉 
上 巳 
す 前 
れ に 
ば 清 浄 

( Ⅰ 44) 
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縁
覚
 蔵
 ・
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薩
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菩薩蔵 経と宝積 経 

（
は
）
出
三
蔵
記
集
養
二
、
大
正
五
五
、
六
 中
 。
 

 
 

 
 

（
㎎
）
歴
代
二
室
結
巻
 四
 、
大
正
四
九
、
五
三
上
。
 

 
 

 
 

行
 。
ハ
カ
広
言
「
プ
ラ
 

め
 

 
 

 
 

和
 四
二
年
）
二
四
六
頁
以
下
。
 

五
年
十
二
月
 り
 参
照
。
 

（
 
6
 ）
 
遺
日
摩
巳
宝
 経
、
大
正
一
二
、
一
九
 0
 下
 。
 

（
 
7
 ）
 
摩
珂
街
 宝
蔵
経
、
大
正
一
二
、
一
九
六
上
。
 

 
 

下
 。
 

（
 
9
 ）
大
宝
積
経
巻
一
一
二
、
大
正
一
一
、
六
三
三
下
。
 

 
 

づ
 ・
㏄
㏄
 

 
 

原
本
四
セ
、
四
九
頁
。
 

 
 

 
 

珊
 じ
た
。
 

 
 

 
 

研
一
九
 ノ
 Ⅰ
昭
和
四
 

註
 

 
 

 
 

示
す
た
め
に
簡
単
に
言
 

度
 
す
る
に
と
ど
め
る
。
 

 
 

 
 

大
正
司
、
二
 

0
 一
下
。
 

 
 

 
 

 
 

ト
 
の
め
の
，
 

ロ
 
・
 
ト
ひ
 

 
 

 
 

。
大
阿
弥
陀
経
巻
上
、
 

 
 

 
 

、
大
正
一
二
、
 

 
 

 
 

二
三
巻
二
三
頁
 

三
 

 
 

 
 

づ
 
・
㏄
 

ト
ト
，
ト
の
 

１
ト
Ⅱ
 



（
 
ハ
 U
 

（
Ⅰ
Ⅰ
 

（
 
リ
ク
 

（
 
0
0
 

（
 
ア
サ
 

（
 
巳
 0
 

（
 
6
 

（
 
7
 

（
 
0
 。
 

（
 
リ
ク
 

り
 
Ⅰ
 

 
 

。
㏄
 
テ
 
①
沈
下
 

ヱ
 。
 
牙
 （
 
由
ダ
パ
 叫
か
 
セ
 曲
 
っ
笘
 
Ⅰ
が
 
由
ヰ
 
㏄
「
（
 

曲
 ワ
ト
ト
 
ド
 

）
維
摩
詰
所
説
経
巻
 中
 、
大
正
一
四
、
五
八
九
上
申
。
 

 
 

 
 

も
 、
こ
の
箇
所
を
 

 
 

田
 二
の
 
ヨ
 の
二
片
山
 

0
 
 
つ
 ～
 
ヨ
舶
 
寸
ガ
 
目
 （
 
ご
 Ⅰ
 o
E
 
く
 
%
 コ
ト
の
の
 

N
,
 
p
 
 

め
 
㏄
 
の
 

 
 

一
九
八
頁
以
下
）
。
 

 
 

 
 

が
に
「
仏
の
種
姓
」
 

 
 

 
 

九
ノ
二
 
昭
和
四
 

五
年
、
一
頁
以
下
）
参
照
。
 

 
 

 
 

て
は
、
高
崎
氏
も
発
 

 
 

は
 同
意
見
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

照
編
 
司
法
華
経
の
成
 

立
と
展
開
 L
 五
六
五
頁
以
下
）
参
照
。
 

 
 

 
 

ぬ
め
 「
 法
 」
の
 意
 

 
 

 
 

一
頁
以
下
）
を
 

参
照
。
 

 
 

し
 曲
の
曲
 

F
.
 
 

せ
 
0
 二
 ㎡
 ，
弓
ひ
 
べ
 
い
 

 
 

 
 

せ
 
0
 ㌃
Ⅰ
 、
づ
 
・
 
い
 う
 

雑
 河
合
巻
四
四
、
大
正
二
、
三
二
一
下
 ｜
三
 上
。
 

 
 

巻
 
Ⅰ
大
正
岡
、
一
一
八
十
。
 

 
 

 
 

（
Ⅱ
）
濱
口
摩
尼
 宝
 経
、
大
正
一
二
、
一
九
一
中
。
 

（
 
W
 ）
維
摩
詰
所
説
経
巻
 中
 、
大
正
一
四
、
五
四
九
 中
 。
 

（
㎎
）
 
摩
詞
街
 宝
蔵
経
、
大
正
一
二
、
一
九
七
上
。
 

（
㎎
）
大
宝
積
経
巻
一
一
二
、
大
正
一
一
、
六
三
四
 中 。
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（
Ⅱ
）
大
宝
積
経
巻
四
二
、
大
正
一
一
、
二
四
三
上
申
。
 

 
 

上
 、
二
八
四
十
 ト
 

 
 

O
 中
 。
 

 
 

0
 申
 
・
 三
 一
四
丁
・
 
二
 一
五
十
・
二
三
五
山
Ⅱ
二
五
四
丁
。
 

（
 
巧
 ）
大
宝
積
経
巻
セ
ハ
、
大
正
一
Ⅰ
四
四
三
十
。
 

 
 

分
律
巻
三
て
 
大
正
二
二
、
 
セ
 八
二
上
以
下
。
 

（
 W
 ）
大
宝
積
経
巻
五
四
、
大
正
一
一
、
三
一
六
十
。
 

 
 

参
照
。
 

 
 

一
 0
 七
 
・
四
三
六
上
。
但
し
大
乗
菩
薩
 厳
 正
法
経
巻
 セ
 で
は
、
 
ア
ヴ
ァ
ダ
 ー
 ナ
 を
第
七
に
移
し
、
 

宝
 

 
 

、
セ
 九
六
 中
 。
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

論
述
討
究
 靭
巻
中
 、
八
丁
右
左
。
 

 
 

中
ユ
 

口
  

 

 
 

セ
セ
上
 。
千
住
 昆
婆
沙
 
2
 

（
 
M
 ）
出
三
蔵
記
集
巻
 
こ
 、
大
正
五
五
、
一
一
 
七
 。
 

（
 
紐
 ）
歴
代
三
宝
細
巻
末
、
大
正
四
九
、
六
二
中
。
 

 
 

巻
五
 、
大
正
五
五
、
一
三
九
上
。
 

（
㏄
）
開
元
釈
教
録
番
入
、
大
正
五
五
、
五
六
 0 下
 。
 

 
 

中
 。
 

 
 

二
 0
 三
下
。
 

 
 

五
セ
 。
 

 
 

 
 

 
 

元
中
・
 
三
 二
中
・
一
九
 0
 下
 。
 

 
 

串
 八
四
四
一
中
。
 

 
 

薩
 厳
正
法
経
巻
 五
 、
大
正
岡
、
 
セ
 九
一
下
。
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        55  54 53   

  波 円 

    天一二二周 
経 巻 三上一 四 。 一   

    下人     

大     

元 利   
一ィム 
王 土 
中厳 

            
巻 「 大 
T 六 大 上 。 

「 Ⅰ     拙   
皮 

著 
蔵 二 
」 一 

阿部 蔵 中 
無   差 縄 
極 魔王 

  初 「 

（ 大 一 下 
期 

菩所   大 
珪亡   正       薩 問 

  
  乗 

陣     軽 軽 
  

4 ム 
窟   拳 拳 
蔵       教 

  
経 上 。   研 
法     究 

之立 

上 室   

  牛 面 
」   五 

経         
大 と 巻   
正 
  

回 、 三セ 

五 六 五 
頁   参 

  八 七   照 。 
但 正 

八 
七 l 
了 三 

九   l セ 
九 の 一 一 五 八 

中 。 庶 人     

量 セ   経 
大 

上 。 
由里目なの斡の、，円 二巻 

聖 上 寿経 。 
文   ど の・笘 Ⅰ セ四   
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菩薩蔵 経と宝積 経 

 
 

 
 

上
申
 ト
 

 
 

 
 

退
転
法
輪
」
と
な
す
。
 

 
 

一
セ
 四
十
 ト
 

 
 

 
 

（
 
M
 ）
大
悲
経
巻
 二
 、
大
正
一
二
、
九
五
五
十
。
 

（
 
れ
 ）
菩
提
資
糧
論
巻
末
、
大
正
三
二
、
五
四
 0
 下
 。
 

 
 

善
司
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
ロ
三
三
 
セ
頁
 以
下
参
照
。
 

 
 

中
 。
 

（
Ⅱ
）
同
上
巻
 
四
 、
大
正
岡
、
三
八
十
。
 

（
 
冊
 ）
同
上
巻
 九
 、
大
正
 岡
 、
六
六
上
。
 

 
 

 
 

ま
い
て
い
る
。
大
宝
積
 

 
 

巻
九
 、
大
正
二
六
、
六
五
丁
以
下
。
 

（
㎝
）
千
住
民
 婆
沙
論
巻
九
 、
大
正
二
六
、
六
セ
 
中
 。
 

（
 
紐
 ）
大
宝
積
経
論
 巻
一
 、
大
正
二
六
、
二
 
0
 口
上
申
。
 

 
 

大
正
一
Ⅰ
六
三
二
上
の
文
章
で
あ
る
。
 

（
㏄
）
三
具
足
軽
 
憂
波
提
舎
 、
大
正
二
六
、
三
六
三
山
 
ト
 

（
 
M
 ）
仏
地
経
論
 巻
四
 、
大
正
二
六
、
三
 
0
 セ
上
 。
 

 
 

地
 持
経
巻
 五
 、
大
正
三
 0
 、
九
一
三
 中
 。
 

 
 

経
巻
 五
 、
大
正
岡
、
九
一
五
 
中
 。
 

（
 
W
 ）
 
楡
伽
師
 拙
論
 巻
五
 0
 、
大
正
岡
、
五
 
セ
 五
十
。
 

 
 

 
 

0
 笘
せ
曲
 
"
 
の
曲
目
ヱ
コ
Ⅰ
 

ガ
 0
%
 
曲
コ
 
"
 

 
 

 
 

（
㏄
）
の
・
 ロ
の
コ
 
山
ド
 
目
、
 
の
痔
 ゆ
 曲
の
笘
 
日
 E
0
 
。
 曲
ぺ
 
p
 、
で
つ
 
・
 
ト
の
 
0
.
 
 

の
 ト
む
 

 
 

四
七
頁
。
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仮説・禅宗は 恵 能と壇 

許 冗 ， ら 、 恵辛善 穀 
ぃ 壇 能 貧 知 

て 、 経の乏 と場 。 識 。 
鳥 ぃ 合 船 津   能並 の 文 本を いと 柴 。   

父 ， 。   
て 活 炬 貫 
ぃ 境 木 泡 

で な 
  

      

。 し て 作 
し Ⅰ 

る 
二親 

州 
百 

即 姓 
ち 

  

  
の 

恵能 

幼 
編 

  
    
a 乙 移 
お 

    
2@  (151) 

    経 以後に 

） 馬祖 （ 江西 1 
の 道 
陽 一 
合 禅 

。 容 は 師 
貌 漢 
0 州 
特 什 
彼 方 
を 県 
述 人 

べ也 て 。 
ぃ 姓 
る ，馬 
が氏 

そ 木 
の 邑 

  
壇 寺 
経 世 

  
の 容 
よ 貌 
う 奇 
に 異 
" -@ - Ⅰ 一 正己   

し 牛 
て 行 
い 戸己己 

る視 
l 戸り 

レ舌 

過 

レ占昇 。 

足 
T 

有 -     
  
輪 
文   

一
 、
埋
経
を
お
手
本
と
し
た
 馬
 祖
語
録
 

 
 

 
 

に
そ
の
僧
の
特
徴
を
 

 
 

 
 

 
 

後
に
 

1
@
 馬
 祖
語
録
よ
り
考
察
し
て
 

長
嶋
 
孝
行
 



 
 

 
 

、
 馬
 祖
語
録
の
編
者
 

 
 

い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

類
似
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

 
 

 
 

。
節
日
。
 磨
レ
博
作
 

 
 

譲
日
 。
 磨
レ
博
既
不
レ
成
レ
鏡
 

。
坐
禅
買
得
 レ
成
 
。
仙
郎
。
 節
日
。
如
何
朗
景
。
 譲
 

 
 

 
 

仏
ゅ
 右
半
 ニ
 
坐
禅
 ぺ
禅
 

 
 

 
 

非
 レ
 
ニ
 エ
具
 理
ゆ
師
 間
三
下
 

謁
ゆ
如
レ
飲
二
 
醍
醐
 ぺ
 

 
 

面
の
次
の
問
答
に
外
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

是
嶺
 南
人
。
新
川
面
 

 
 

 
 

若
鳥
 堪
 二
件
 仏
ぺ
恵
能
 

 
 

 
 

晃
 三
左
右
桂
二
儀
 
辺
 づ
大
 

師
面
 金
不
 
レ
 三
口
。
 
（
 
敦
炬
木
 第
三
節
）
 

（
 
2
 ）
 

 
 

ぺ
遂
投
レ
彼
 孝
二
坐
禅
 田
 
（
 曹
渓
 大
師
別
伝
）
 

 
 

 
 

ニ
 
新
川
黄
梅
県
吏
 漏
 墓
碑
 

 
 

会
衆
ぺ
（
 敦
炬
木
 第
二
節
）
 

 
 

唐
 開
元
中
。
 
習
ニ
 宝
船
荷
 嶽
 伝
法
院
 ゅ
 

 
  

 

 
 

 
 

が
で
き
る
。
 



仮説・禅宗は 恵 能と壇経 以後に 

 
 

一
間
。
言
下
使
 悟
 。
（
 敦
 埋
木
第
九
節
）
 

 
 

 
 

そ
の
会
話
の
中
で
、
 

 
 

 
 

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
 

 
 

 
 

じ
 内
容
の
も
の
で
あ
る
 

と
 舌
ロ
え
る
。
 

 
 

の
役
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
 

 
 

 
 

弓
箭
Ⅱ
 自
以
レ
 力
哉
。
 

 
 

 
 

去
 。
 便
把
二
 
鼻
孔
 -
 
捜
来
 。
 

粗
目
。
子
貢
牧
牛
。
 

 
 

壇
 経
の
大
度
嶺
の
段
は
次
の
よ
 う
 で
あ
る
。
 

 
 

虚
恵
。
直
垂
 二
横
 
上
 り
 来
診
 犯
者
 。
 恵
 龍
郎
 還
二
 
法
衣
 ゅ
 ス
 不
二
 
肯
取
 ぺ
言
。
 我
 

 
 

 
 

レ
 
此
此
 レ
 人
来
 -
 
。
 

（
第
十
一
節
）
 

 
 

 
 

話
さ
れ
て
い
る
。
 そ
 

 
 

 
 

を
息
 明
 が
取
り
上
げ
よ
 

 
 

 
 

右
の
段
で
の
 馬
 祖
語
録
 

 
 

 
 

経
の
 「
 便
伝
 工
法
憲
明
 弍
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
と
推
察
で
き
 
29  (1 挺 ) 



 
 

 
 

弟
子
の
内
に
は
、
 慧
蔵
 

 
 

 
 

よ
う
に
、
 慧
 蔵
の
場
合
 

 
 

 
 

ろ
 う
と
 考
察
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

あ
る
。
即
ち
、
 馬
祖
 

語
録
で
は
、
 

 
 

 
 

水
孔
 祖
日
 。
莫
二
見
 獅
 

 
 

 
 

乃
 黙
然
。
主
日
。
 此
亦
 

 
 

 
 

門
 。
担
石
目
。
座
主
。
 

 
 

ぬ
根
同
師
。
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

ぬ
 レ
 
疑
 。
大
師
 言
 。
 法
 

 
 

 
 

来
 。
 不
 。
 
劫
蝉
 
モ
金
瓦
 汝
 

 
 

 
 

ゅ
使
 与
二
 
汝
達
 -
 
説
工
法
華
 

 
 

 
 

仝
 明
 。
 無
 レ
ニ
エ
 
飴
乗
 ㏄
 

唯
一
仏
乗
。
（
 敦
炬
木
 第
四
十
二
節
）
 

 
 

 
 

を
 出
て
行
っ
た
の
で
 

 
 

っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

て
 掲
を
発
し
て
注
連
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仮
  

 

 
 

く
よ
う
に
勧
め
た
 
次
 
3
 

説 ・禅宗は恵 能 と増 経 以後に 

欲 住 脱 顕 者 往 悲 字 あ な の K 

あ 利 二 言 問 
る ら 十 。 か 

。 ず 飴 努 せ 
  更 に 本 カ て 

に 門 を 依 い 

  
日子 恭 

目リ 無 

山 

  
資 る 伝 江 沢 
料 よ 持 。 の 

よ 
レ軸 か は 、 ぅす な 」   

君 達 と @ 
の い 法 -%; 一 - 口 - 

壇 こ 達 
経 そ の 

載 
が 

  与     

  
び可 曹 内 つ 
  渓 谷 ぃ 

且 『 

ち 
大 大 の て 
師 師 意 で 
日 別 図 あ 

伝 は る 

不 の 同 が 

。誠二 申じ にも 「 語   文 も の 録 
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で は - と 

 
 

 
 

膚
 脱
落
し
尽
し
て
 唯
 

 
 

 
 

侍
養
す
る
こ
と
三
年
 

 
 

し
な
い
。
 

 
 

（
 
敦
炬
木
 第
三
節
）
 

 
 

 
 

以
下
の
文
」
の
変
形
 

あ
り
、
そ
の
上
、
こ
の
段
の
語
録
の
末
尾
の
問
答
は
 、
 

 
 

で
あ
る
次
の
敦
榎
本
 

 
 

て
は
お
手
本
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

 
 

 
 

。
 便
即
辞
 。
 
親
 。
 往
二
 

 
 

一
一
節
）
 

 
 

壇
 経
の
資
料
、
即
ち
 忠
 誠
の
段
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ニ
恵
 
能
所
 づ
 礼
拝
 但
 

 
 

 
 

。
 勿
 。
 
み
 。
三
口
 

惟
 ゅ
志
 誠
 

 
 

 
 

下
使
丁
 便
悟
 。
 即
 英
二
本
 

心
づ
起
立
 即
 礼
拝
。
（
 敦
埋
 木
第
四
十
節
）
 

 
 

 
 

担
造
 で
あ
る
。
し
か
 

 
 

 
 

。
 馬
 祖
語
録
に
於
け
る
 

 
 

 
 

る
 楽
山
と
神
 秀
に
曹
渓
 

 
 

 
 

同
型
の
記
録
と
見
る
こ
 

(156) 32 



る
 。
 

 
 

ち
 、
大
味
禅
師
の
段
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

粗
目
。
自
家
宝
蔵
本
 レ
 

 
 

 
 

家
宝
蔵
。
粗
目
。
即
今
 

 
 

 
 

小
円
本
レ
 
ニ
エ
 
知
覚
 り
踊
 
 
 

 
 

透
 自
在
。
無
二
通
 
障
処
 -
 

也
 。
 

 
 

に
 次
の
よ
う
に
あ
る
。
即
ち
文
覚
の
段
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

略
 ）
 覚
遂
同
 。
 
集
 来
 参
 。
 遼
レ
 

 
 

 
 

日
 。
生
死
事
大
無
常
迅
速
。
 

 
 

 
 

軍
 礼
拝
。
 須
央
告
 。
 
辞
 。
 師
 

 
 

 
 

甚
 得
手
無
生
文
吾
式
日
短
 
生
豊
 

 
 

 
 

著
 手
証
道
歌
 
-
 
盛
行
二
千
世
 
ゅ
 

仮
 

（
宗
室
本
、
機
縁
 
第
セ
章
 ）
 33  (157) 

第
十
節
の
模
倣
に
体
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

二
年
初
。
 

弘
 。
化
法
難
 

 
 

ロ
無
レ
別
 

。
 辞
違
 已
下
。
 
便
 発
向
 レ
南
 
。
 

 
 

 
 

た
こ
と
が
考
察
さ
れ
 



 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

日
 い
た
方
が
よ
い
か
も
 

 
 

 
 

故
 な
ら
、
後
に
記
す
る
 

 
 

 
 

そ
こ
で
、
右
の
語
録
に
 

 
 

 
 

確
か
に
文
覚
 は
 、
 恵
能
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
が
、
 壇
経
の
 

 
 

 
 

る
 。
そ
こ
で
、
或
は
単
 

 
 

 
 

 
 

 
 

悟
入
道
 要
門
 論
を
撰
し
 

く
 偶
然
記
さ
れ
た
も
の
 
 
 

 
 

っ
て
い
る
一
宿
 覚
 禅
師
 

な
の
か
。
判
断
に
苦
し
む
処
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

答
 」
で
あ
り
、
 
ス
、
 

 
 

 
 

じ
 内
容
の
言
葉
で
あ
る
 

 
 

 
 

る
 。
百
丈
語
録
が
 、
編
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

れ
る
。
百
丈
語
録
 

 
 

 
 

て
 触
れ
て
な
く
、
 
馬
祖
 

 
 

 
 

た
か
っ
た
の
が
、
こ
の
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仮説・ 禅 宗は恵能と壇経 以後に  
 

 
 

 
 

 
 

う
 に
受
け
継
が
れ
て
 

い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
即
ち
 馬
 祖
語
録
は
 、
 

 
 

 
 

宇
 。
無
量
劫
末
。
 
凡
 

 
 

 
 

唯
 法
滅
。
化
法
廷
 時
 。
 

 
 

 
 

三
一
切
法
 -
 
。
知
了
百
千
 

 
 

 
 

二
 
大
海
中
 -
 
浴
上
 
。
 即
用
ニ
 

一
切
米
 -
 
。
所
以
声
聞
 悟
迷
 。
凡
夫
迷
悟
。
 

 
 

 
 

0
 段
は
、
 壇
経
 の
 次
 

0
 段
、
即
ち
 繊
 悔
の
段
に
外
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

。
念
念
 不
レ
被
 
エ
鼠
 
迷
 

 
 

 
 

調
 ふ
 -
 
未
断
。
名
馬
二
目
 

 
 

 
 

第
二
十
二
節
）
 

 
 

 
 

調
心
 、
嫉
妬
心
と
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

け
る
が
如
く
、
一
味
 

 
 

 
 

る
と
考
察
さ
れ
る
。
 
即
 

ち
、
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口
 0
 五
頁
左
上
馬
祖
語
録
 

（
 
2
 ）
 
統
 大
蔵
経
 

第
壱
輯
第
 武
編
乙
第
 拾
九
套
 第
五
冊
 

口
 八
三
頁
 下
曹
蹊
 大
師
別
伝
 

 
 

上
 。
 即
是
 見
性
。
（
 敦
炬
木
 第
二
十
九
節
）
 

 
 

 
 

予
言
と
 馬
祖
に
 関
す
 

 
 

あ
る
。
先
ず
、
埋
経
に
 拾
 い
て
は
、
 

 
 

 
 

 
 

右
に
相
当
す
る
 馬
 祖
語
録
の
段
は
 、
 

 
 

下
山
手
一
馬
 
駒
 -
 
。
 賜
二
殺
 天
下
人
 -
 
。
 蓋
謂
 。
師
位
。
 

 
 

 
 

六
祖
が
 懐
譲
に
 予
言
 

 
 

 
 

る
 。
更
に
一
例
挙
げ
る
 

な
ら
、
 恵
能
と
馬
 祖
の
臨
終
前
後
の
段
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

汝
破
レ
疑
 
。
当
下
合
 二
迷
 

着
尺
（
。
便
中
波
安
楽
上
。
苦
茗
 

去
後
 。
無
二
人
教
，
 
汝
 。
 

（
 
敦
 埋
木
第
四
十
八
節
）
 

右
に
相
当
す
る
 馬
 祖
語
録
は
次
の
よ
 う
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

。
当
下
船
 
二
 
来
月
 づ
帰
 
。
 

 
 

 
 

浴
 。
 伽
趺
入
レ
滅
 
。
 

 
 

 
 

の
で
あ
ろ
う
と
考
察
 

さ
れ
る
。
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仮説・  
 

 
 

一
十
四
歳
 説
 が
有
力
で
あ
 

 
  

 

 
 

 
 

共
に
説
法
し
て
い
た
と
 

(161) 

禅宗は恵 能と埋 経以後に 

と 司 へ も 右 譲 ゎは 

る 一 一 " 

  

  

弘法 三 は し 馬 五一 

  
こ 録 
れ 

ま ｜ 

壇 豊 
経 

{ 
て 

@ し 

従 の 

っ 四 = み も 推 六 み 

  あ 
る 

  事柄 

を 
同 て 粗 悪、 場 徒 し 挙 
暗 い と の 合 っ た げ 
代 た 印 処 で て ， 壊     る 

  
    

右 
司 「 

  



 
 

 
 

と
い
う
も
の
の
性
格
 

 
 

 
 

 
 

を
 説
法
し
て
い
た
と
 

 
 

 
 

り
 経
っ
て
か
ら
編
集
さ
 

れ
た
も
の
で
あ
る
と
三
口
え
よ
 
う
 。
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

 
 

小
 -
 通
二
南
宗
頓
教
 之
 首
将
 請
為
師
 -
 
。
 

は
 考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
た
と
記
し
て
い
る
 

 
 

 
 

語
録
に
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

来
 。
日
南
 嶽
来
 。
 日
 

 
 

不
 。
 
宜
 二
個
佳
 -
 
。
 

 
 

 
 

、
新
定
速
 安
 
（
新
注
 

 
 

 
 

が
 全
く
見
合
わ
な
い
の
 

 
 

 
 

。
如
何
に
禅
宗
と
は
 言
 

 
 

 
 

な
い
。
し
か
し
、
語
録
 

 
 

 
 

の
恵
朗
 か
も
知
れ
な
い
 

 
 

の
恵
朗
 で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
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仮説・禅宗は 恵 能 

 
 

 
 

発
達
と
こ
の
 馬
 祖
語
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佳
山
 -
 
。
 乃
令
 三
倍
 

 
 

 
 

 
 

-
 
住
 。
 僧
云
 。
 馬
節
 近
日
 

 
 

 
 

と
し
て
、
 ニ
、
 三
の
公
案
の
 

 
 

 
 

、
不
思
書
本
 思
 悪
の
文
字
は
 

 
 

 
 

 
 

を
 挙
げ
る
な
ら
、
次
の
資
料
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

南
泉
払
袖
 使
主
。
 祖
 

 
 

西
堂
 蔵
 。
百
丈
 海
 。
 南
 哀
願
。
 

 
 

 
 

る
 。
否
、
そ
の
反
対
 

 
 

 
 

ぅ
か
 。
但
し
 、
 確
か
な
 

 
 

壇
 経
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

右
の
語
録
の
後
に
は
、
次
の
文
が
続
く
 、
 

 
 

日
 。
 這
 老
漢
 合
二
 取
口
。
。
伸
ニ
 
忌
 廃
語
 語
 -
 
。
 祖
便
休
 。
 百
丈
 問
 。
如
何
 是
仏
 

旨
趣
。
粗
玉
工
具
 汝
赦
 身
命
処
。
 

 
 

 
 

珊
の
処
で
論
じ
た
よ
う
 

 
 

 
 

世
の
禅
宗
に
大
き
な
 影
 



 
 

 
 

去
 間
三
 
海
 師
兄
 -
 
。
 某
僧
 

次
の
よ
う
に
も
記
載
す
る
。
 

（
 
ミ
リ
 

）
 

 
 

 
 

智
蔵
 -
 
。
 某
僧
乃
問
レ
 

 
 

二
人
の
僧
が
 

 
 

さ
れ
た
。
 二
 

 
 

上
手
だ
が
、
 

 
 

の
 指
導
法
が
 

で
、
二
人
の
修
行
僧
は
、
自
分
が
ほ
め
ら
れ
た
の
か
、
 叱
ら
れ
た
の
 

 
 

者
は
、
こ
れ
 

 
 

人
物
で
あ
る
 

 
 

で
あ
る
。
 し
 

 
 

ど
 簾
が
垂
れ
 

 
 

よ
う
に
そ
 

 
 

れ
だ
け
だ
 

 
 

い
 0
 こ
こ
 

 
 

い
も
の
は
 

 
 

れ
で
法
眼
 

 
 

り
 一
遍
の
解
 

 
 

祖
語
録
は
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

法
眼
宗
の
開
祖
、
 
文
 

 
 

 
 

よ
う
に
も
記
載
し
て
い
 

る
 。
 

 
 

。
 若
喫
足
 中
丞
 禄
 。
 不
レ
喫
 
足
中
丞
 福
 。
 

（
Ⅰ
 

0
 ）
 

 
 

 
 

の
 寺
内
に
 於
 い
て
、
 

( Ⅰ 64) 
 
 

 
 

。
 任
汝
 非
心
 非
仏
 。
 我
 
0
 

 
 

 
 

也
 。
 



仮説・禅宗は 恵 能 

る 

は弟 州乃を連 ） （ 7 趙州 

想 、 脱 の 子   
た っ       

K し 

角、 て   

  何 
の ら Ⅰ 

よ   
  の 
{C 関 

馬祖 

連 
が 

三五 
  士の 

霊 % コ 牙ぞ る 

}C で 

@ ・ よ あ 
ろ 

そ   

の   し 
日 @ 
の ュま 

時 ナー @ 

ィ尺 

と キ 本 
後 尾 
の の 

甘ミテ 約 
代 

  
  

と - ト 

を ぬ子 

関 ま ｜ 

「正恒 は ん " ヘ L 
さ 案、 
せ 
る 南 
段 
が 

多 
泉斬 

猫 
し， Ⅰ ¥c 
  於 

更 け 

41 (165) 

に
乃
緯
ニ
 法
堂
 -
 一
市
。
使
主
。
 

後
 

 
 

経
の
神
会
 来
 参
の
段
に
類
似
す
る
。
即
ち
 
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-
 
。
 祖
云
 。
 蔵
頭
白
 。
 海
 頑
愚
。
 

（
 
6
 ）
 

 
 

て
 取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

経
の
中
心
思
想
に
つ
 

い
て
論
じ
る
と
こ
ろ
で
記
す
。
 

 
 

 
 

煤
本
壇
 経
に
な
い
 公
 

 
 

 
 

公
案
を
重
ん
じ
た
禅
宗
 

0
 発
展
に
関
連
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

記
さ
れ
て
い
る
祖
師
 

 
 

、
語
録
は
次
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

。
 
同
 。
 
謀
 。
来
日
来
。
 

 
 

 
 

。
 云
謝
二
 
大
衆
証
明
 -
 
。
 



 
 

 
 

師
 西
来
に
は
次
の
意
味
 

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

衣
鉢
の
伝
承
に
対
す
 

 
 

 
 

、
中
国
独
自
の
仏
教
が
 

 
 

 
 

し
て
の
好
奇
な
目
が
注
 

 
 

 
 

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
 

 
 

 
 

る
に
至
る
原
因
と
根
拠
 

は
 十
分
過
ぎ
る
程
、
機
は
執
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

う
に
答
え
て
い
る
。
 

即
ち
 、
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

曹
渓
已
後
不
レ
聞
ニ
此
 

一
喫
二
馬
祖
 陽
 -
 
。
 直
至
ニ
 如
今
 -
 
笑
 不
 。
 
休
 。
 

 
 

記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
っ
て
い
る
。
或
る
 

 
 

 
 

。
或
は
 、
ス
、
 他
の
人
 

に
 祖
師
西
来
の
投
を
語
録
の
中
か
ら
拾
 う
と
、
 

 
  

 

 
 

 
 

悟
 。
 起
来
撫
レ
掌
 呵
呵
 

 
 

 
 

。
俊
吉
。
衆
 芸
 。
 自
 三
従
㈹
 



  

の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

説
 

仮
 

43 

（
 
皿
 ）
 

 
 

と
 舌
口
わ
れ
て
い
る
も
 
小
リ
 
で
あ
る
。
 

注
 （
 
1
 ）
大
正
蔵
 王
 0
 
巻
セ
五
八
頁
 下
 

 
 

口
 十
五
頁
十
五
行
 

 
 

門
関
 

（
 
4
 ）
大
正
蔵
四
十
八
巻
二
九
六
頁
 中
 

 
 
 
 

（
 
5
 ）
 
馬
 祖
語
録
 

四
 0
 
セ
頁
 左
上
 

後
 

 
 

一
九
五
頁
不
着
 巌
集
 

 
 

（
 
7
 
）
大
正
蔵
四
十
八
巻
二
九
四
頁
 下
 

壇
経
 

 
 

 
 

序
 

能
 

 
 

三
九
頁
左
上
宗
門
 十
規
論
 

恵
 

 
  

 

 
 

 
 

録
 に
は
違
い
な
い
の
 

小
ホ
 

 
 

 
 

を
 使
用
し
た
も
 

禅
 

( Ⅰ 67) 
 
 

 
 

自
ら
を
自
覚
す
る
こ
 

 
 

 
 

ん
 ず
に
、
打
ち
、
蹴
り
、
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
更
に
付
け
加
え
る
 

（
 
A
 
Ⅰ
）
 

祖
師
西
来
 非
 。
為
正
垣
 
荏
可
 で
伝
 以
至
 十
干
此
土
。
 
但
 直
指
人
心
見
性
成
仏
。
 
豊
 百
ニ
 
門
風
可
レ
 両
者
 -
 
哉
。
 

 
 

 
 

徳
 -
 
。
 

 
 

 
 

論
じ
て
い
る
。
即
ち
 、
 

田 展 

日 

達摩 

Ⅰ一 ム 



 
 

 
 

き
た
。
そ
の
田
ホ
ヒ
日
は
 

 
 

 
 

の
よ
う
に
記
載
し
て
い
 

る
 。
 

 
 

 
 

不
二
 
依
 佑
 -
 
。
 達
二
 異
性
 

 
 

 
 

。
 心
 不
自
 心
 。
四
色
 故
 

 
 

道
果
。
 亦
復
 如
是
。
 

右
の
要
旨
に
相
当
す
る
埋
経
は
次
の
節
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

道
者
頓
悟
 二
 菩
提
 -
 
。
 

 
 

 
 

法
 -
 
。
 直
示
二
 正
路
 -
 
。
 是
 

 
 

ゆ
書
 法
。
 皆
因
二
 大
善
知
識
 -
 
能
発
起
 故
 。
三
世
諸
仏
。
 十
二
部
経
。
介
在
二
人
性
 

 
 

 
 

求
 重
目
知
識
）
。
 
望
レ
 
畑
野
 

 
 

 
 

百
 二
教
授
 -
 
。
教
本
 レ
可
レ
 

 
 

 
 

也
 。
自
性
心
地
。
 以
 二
管
 

 
 

 
 

若
 三
昧
 -
 
。
 即
 是
無
念
。
 

 
 

 
 

，
 
。
健
三
ハ
 調
 雄
三
八
間
 -
 

 
 

 
 

レ
思
 
。
 当
レ
令
 
二
念
 
純
 一
。
 (168) 

 
  

 

三
 、
馬
祖
語
録
の
中
心
思
想
 



仮説・禅宗は 恵 能 

圭三ニ 
  如 
㌔ 不 続 何 

  
得 ㌔ 祖 ぃ   
通 名 は が 
理 逐 次 考 
    
    
説 撞 い 

木 種 る 

寸 % O - 業 O   

  

  

  汝 

  
  
瓜 田 
  l 亡 Ⅱ 

  乃 
  
身 記 
故 吾 

45  (169) 
 
 

 
 

「
今
の
学
道
者
を
し
て
頓
に
 

 
 

 
 

よ
 う
 。
 

 
 

 
 

は
 、
内
容
の
表
現
に
 
於
 い
て
 

 
 

 
 

-
 
者
。
 至
 二
仏
位
地
 -
 
。
 

（
 
敦
 埋
木
第
三
十
一
節
）
 

 
 

 
 

"
 
知
識
。
一
倍
即
知
 仏
 

 
 

 
 

「
若
し
自
ら
悟
れ
ば
、
 

 
 

 
 

こ
と
無
し
」
と
表
現
の
 

 
 

 
 

け
る
「
 自
 心
の
内
の
善
 

 
 

 
 

き
が
故
に
 、
 故
に
三
界
 

 
 

 
 

道
を
示
す
を
得
て
 、
見
 

 
 

 
 

走
 出
せ
し
め
、
六
塵
の
 
 
 

 
 

・
 色
 、
六
門
、
六
塵
 か
 

 
 

 
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 



一
切
法
。
 

名
答
 義
等
 。
 

若
上
 レ
理
 。
 

 
 

 
 

為
二
 沙
門
 -
 
。
 

 
 

 
 

是
 真
如
。
 

 
 

 
 

之
 廻
転
 -
 
。
 

 
 

い
る
。
 

 
 

自
行
二
仏
 行
 -
 
。
自
作
自
戒
二
仏
道
 -
 。
（
第
十
九
節
）
 

 
 

が
 心
に
外
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

  

そ
の
汝
に
相
当
す
る
 壇
経
は
、
 

  

 
 

 
 

、
語
録
の
「
各
自
応
に
 

 
 

 
 

 
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

  

（
 
敦
 埋
木
第
二
十
三
節
）
 

 
 

@
 用
 で
意
。
 

 
 

 
 

な
る
で
あ
ろ
う
し
、
 

 
 

 
 

 
 

（
 
敦
炬
木
 第
二
十
八
節
）
 

る
 。
 

光
 。
 現
 二
十
八
 変
 -
 
。
 不
レ
如
毛
哩
二
 

致
死
灰
 -
 
来
 上
。
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

は
、
 次
の
よ
う
で
あ
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仮説・禅宗は 恵 能と 埋経以後に 

 
 

ぇ
 ら
れ
る
。
即
ち
 

 
 

 
 

。
。
一
切
万
法
。
 本
 

 
 

 
 

不
レ
 悟
 郎
是
仏
 走
衆
生
。
 

 
 

 
 

戒
 経
芸
。
 我
 本
元
自
性
 

 
 

暗
黙
然
。
 還
 博
二
本
心
 -
 。
（
教
理
 木
 第
三
十
節
）
 

 
 

 
 

を
 万
法
の
根
本
と
 為
 

 
 

 
 

 
 

智
慧
の
性
に
因
る
が
 故
 

に
、
 故
に
然
も
能
 く
 建
立
す
る
な
り
」
で
あ
ろ
う
し
、
 

 
 

一
切
の
経
書
は
人
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

旧
銭
 と
壇
 経
は
夫
々
 次
 

の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

用
 。
 不
レ
待
 二
時
節
 -
 
。
 

（
 
馬
 祖
語
録
）
 

 
 

 
 

在
 。
 不
レ
離
 二
目
性
 -
 
。
 

 
 

 
 

不
レ
 取
木
。
 捨
 。
 即
 見
性
 

成
 二
仏
道
 -
 
。
 

（
 敦
煤
木
 第
二
十
 セ
節
 ）
 

 
 

 
 

本
 第
十
 セ
節
 ）
 

47 ( Ⅰ 17 Ⅰ )) 



 
 

。
 
智
 。
（
 敦
煤
木
 第
十
二
節
）
 

 
 

般
若
 -
 
。
 除
 二
胡
迷
妄
 -
 
。
即
自
 悟
 仏
道
破
。
 

（
 
敦
惇
木
 第
二
十
一
節
）
 

（
 
馬
 祖
語
録
）
 

 
 

 
 

て
 言
え
ば
、
皆
、
同
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

（
 
Ⅰ
）
 

ヰ
 

 
 

 
 

真
如
者
。
 即
是
一
 

 
 

 
 

境
界
左
相
 -
 
。
 是
故
 一
切
 

 
 

 
 

故
君
 二
 
真
如
 -
 
。
以
下
一
切
 

 
 

 
 

真
如
 体
無
 。
 
有
レ
可
 。
 
遣
 。
 

 
 

 
 

二
 
真
如
 -
 
。
 

（
大
乗
起
信
論
）
 

 
 

 
 

が
ら
の
も
の
、
即
ち
 

 
 

 
 

な
い
。
そ
の
上
、
行
住
 

 
 

る
 処
に
、
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

大
意
 -
 。
（
 敦
煤
木
 第
八
節
）
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因
縁
 即
是
 生
滅
 義
 。
 

 
  

 

 
 

 
 

レ
異
 。
 用
 別
本
 レ
同
 。
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時 し 

  

  
  
  
  る 仮ら 見性 」 
ざ せ で 
る よ あ 
な 」 る 
り で と 

」 あ と 

と る も 

説 と に 

き司「 「待宵 
内 に に 
外 「 心 
不 一 を 
住 助 丁 
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は恵能と壇経以 

事 戸 @ ・ 曲目・Ⅰ 

楠 君 ㍉ 
で の 一   

一口二無尽ハリ舌口 う 

内 燈 容 
ま ｜ 

  
目 U 
- 一 一 - 口 己 

輝 豊 - 
経 

の一   
  

っ内 

容 

と 

ヲ目 

常 
@ 
類 
  
す 
る 
の 
で 

あ 
る 

  
  

で   
目 l Ⅰ 

- 一 一 一 口 己 

土 @- 豊 

経 
の 

要   
  
を 
  

す 
よ 尤 @ 

コり、 

次 
の 

  後に 

 
 

心
 -
 足
。
（
 敦
炬
木
 第
十
四
節
）
 

ゑ
び
 前
記
第
二
十
八
節
の
次
の
文
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

或
は
 、
ス
、
 次
の
文
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

（
 
敦
 埋
木
第
二
十
九
節
）
 

或
は
 、
ス
 、
前
記
第
三
十
節
の
次
の
文
で
あ
る
。
 

 
 

-
 
頓
現
 。
真
如
本
性
上
。
 

 
 

録
は
、
 次
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

全
 
4
 々
 
廿
宍
 
清
 め
 
㍉
平
ぬ
 吊
心
 

 
 

 
 

行
 -
 
。
非
二
聖
賢
有
 -
 
。
 是
 

 
 

 
 

然
 者
。
三
河
 青
 二
心
地
法
 



" " る 誠 た で は 同 
弘 碓 。 に 薬 あ い 詩 型 れる。恐らく、 忍、 を 重 曹 由 ろ と 録 の 

Ⅰ 日 一 
し 恵 と 恵むは 踏に渓のういの へ段 とう 慧録 記 
  台目 

こ の   

れ 弟 
は 子 り、 段は 別離入箇 が馬 こと その られ 段は 

ど と 
ち "" """ 口 """ 一 

ら わ   

が れ に と に た 壇 は に の 嶽 
先 て 類 い い 神 経 、 於 恵 と 

る あ 
め る 
で   

あ 
る 

  
の 

平 
常 
l 已 Ⅹ 

是 
道 
  

い る次 秀 の に 旅 築山 ける 明の 馬 祖 高 
玄 に て 載 年 行 け の 、 段 の 嶽 
覚 、 い の 間 為 る 投 法 の 師 に 
に 馬 る 影 と も 遇う 祖の響い 、弘 に散 連 の 亜流 弟間 

水 門 で が う 内 悪 見 読 で の ま 

  と い 大。 珠 なの り 記い行 違 へる 。 華 経そ " は " 罵 祖 四   
， つ が ヌ 

著 頓 
幸 目 信 口   

が 入 る 壇 か を 諸 相 、 恵 て 
あ 道 と 経 あ 勧 銀 造 語 罷 め 
つ 要 者 が る め に す 録 の 記 圭 
た 門 え 託 と た 記 る に 師 述   

こぬ とを 百冊 

ら 載 は あ さ の 於 弟 と 

れ し い の れ で け 間   
を 撰 
何 し る 。 てえ い " 一 吝 てあ いる るの " 問忍 弘 、 
等 た そ る や に る 。 経 答 @C 
か と 
の                 

方 載   
法 し 

で た 馬ち型 袖、 ので いの詩余の前 処録 本村 の 

知   と 意 記 あ へ が を 語 意 
つ ，馬 薬 籠 錬 ろ 行 壇 読 と 能 

て 祖 山 が に ぅ く 経 ん 考 に 
い " 互 Ⅰ 口 の 弘 相 し こ を だ 察 つ 
ア こ 銭 別 悉 達 、 と お が さ い 
よ の 離 の な 或 を 手 、 れ て 
， っ 編 冊 

  わ が て る 忘 れ た ら に は 

そ }C 

    
    
春 思、 中 説 

木目 '@ 主 @"   
五 で 行 く、 

  
乗 に真 / ユ Ⅰ " 頓 、 
起 を 如 
イ " 一 一 一 

    
冊 -p 合 ， 性 

す 現 

るず と 」 
馬 の 
祖 頓 
の rC 
調 っ 

し 下 し下 

た て 
牢 記 

常 し 
， L 、 て 
是 ぃ 

迫 る 

に の 
な で 
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仮説・禅宗は 恵 能と壇経 以後に  
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

見
る
の
で
あ
る
。
 即
 

 
 

 
 

合
す
る
と
い
う
例
を
記
 

裁
 し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
 自
ら
の
死
を
予
甘
口
 

 
 

 
 

な
る
と
考
察
さ
れ
る
。
 

 
 

記
す
る
な
ら
、
次
の
事
項
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

が
 、
 南
嶽
と
馬
祖
と
 

 
 

こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
な
っ
た
記
載
で
あ
 

 
 

 
 

根
拠
は
、
 敦
 埋
木
 壇
経
 

 
 

 
 

対
し
て
、
語
録
に
公
案
 

 
 

で
 随
所
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
達
摩
か
ら
 恵
能
迄
 

 
 

 
 

滑
 台
の
演
説
か
ら
、
 約
 

 
 

 
 

後
の
宗
密
、
 文
益
 に
よ
 

 
 

 
 

ち
 消
し
て
、
 創
 話
に
 継
 

 
 

 
 

く
て
、
 馬
 祖
語
録
に
あ
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る
 記
載
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

旧
 
録
の
記
載
す
る
、
 心
 

 
 

 
 

上
 、
大
乗
起
信
論
に
記
 

 
 

 
 

あ
り
、
語
録
の
記
載
す
 

 
 

 
 

も
の
に
外
な
ら
な
い
か
 

ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

さ
せ
た
高
僧
の
一
人
 

 
 

 
 

、
禅
宗
の
本
当
の
発
展
 

 
 

 
 

を
 待
た
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

集
 さ
れ
る
以
前
の
 、
 

 
 

 
 

編
集
さ
れ
た
こ
と
。
 双
 

 
 

 
 

期
 に
一
期
に
編
集
さ
れ
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西方浄土・アメンテ・エーリ ュ シオン 

あ
る
。
 

ほ
 

じ
め
に
 

 
 

 
 

は
 膨
大
な
資
料
を
駆
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 
 
 

 
 

お
ら
れ
る
。
従
っ
て
 、
 

 
 

 
 

も
 拘
ら
ず
、
私
は
藤
田
 

 
 

 
 

テ
 （
「
西
方
」
の
 
意
 ）
 や
 

 
 

 
 

思
想
の
き
っ
か
け
を
つ
 

 
 

 
 

に
も
「
ア
メ
ン
テ
」
 
や
 

 
 

 
 

と
地
獄
」
の
中
に
も
 触
 

 
 

 
 

判
断
に
委
ね
る
次
第
で
 

西
方
浄
土
・
 ア
 メ
ン
テ
   

エ
ー
リ
 
ュ
 シ
オ
ン
 

定
 

方 

晟 
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か
 二
つ
㏄
め
 

り
口
 ・
 
0
.
 に
 

 
 

 
 

ア
の
 残
存
部
隊
を
逐
っ
 

 
 

 
 

ヤ
 王
朝
と
セ
レ
ウ
コ
ス
 

 
 

 
 

約
を
結
ん
だ
。
セ
レ
 ウ
 

 
 

 
 

の
 首
都
パ
ー
タ
リ
プ
ト
 

（
 
2
 ）
 

 
 

 
 

が
な
い
。
そ
の
他
の
 ギ
 

 
 

い
だ
 を
往
復
し
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

王
朝
と
交
渉
を
も
ち
 

 
 

 
 

二
代
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
 

 
 

 
 

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
 

3
 ）
 

 
 

 
 

（
エ
ジ
プ
ト
）
、
ア
ン
 

 
 

 
 

送
っ
た
こ
と
が
 ア
シ
ョ
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

ヴ
 0
 ヨ
リ
 
）
も
い
た
 （
 
5
 
0
 
 

）
 ア
フ
 

 
 

 
 

シ
ョ
ー
カ
王
の
碑
文
が
 

（
 
ム
し
 

）
 

 
 

 
 

け
 、
石
柱
や
そ
の
柱
頭
 

 
 

 
 

た
 ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
摩
 

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
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西方浄土・アメンテ・エーリ ュ シオン  
 

 
 

の
 「
大
変
書
見
 王
 か
く
 申
 

 
 

 
 

 
 

 
 

優
秀
な
貨
幣
は
 イ
 ン
 

 
 

 
 

の
こ
ろ
、
マ
ウ
リ
ヤ
 王
 

 
 

 
 

シ
ャ
ー
に
遷
し
た
。
 
こ
 

 
 

 
 

新
し
い
都
の
近
く
に
 造
 

 
 

 
 

ら
れ
る
よ
う
な
三
角
帽
 

（
 
0
 
り
 
）
 

 
 

 
 

郷
へ
 帰
っ
て
か
ら
造
営
 

 
 

る
 
（
 
Ⅰ
 
0
 
O
 

 
 

 
 

世
界
的
な
ギ
リ
シ
ア
 

 
 

 
 

ァ
 人
も
 サ
力
 人
も
自
ら
 

 
 

 
 

ニ
ズ
ム
文
化
に
や
す
や
 

 
 

 
 

ア
 文
字
を
用
い
、
ギ
リ
 

（
 
仙
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

（
ア
ラ
ム
文
字
か
ら
派
 

 
 

 
 

に
 力
を
増
し
て
く
る
 ロ
｜
 

 
 

 
 

に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
 

 
 

 
 

め
る
ぃ
 だ
の
地
の
利
を
 

 
 

 
 

て
 政
権
を
握
っ
た
 ク
シ
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評 き 

で組 あ ロ ブ 価 わ ナ 
@ さ た ィ 

ア つ @ @ つ の ト o     
が s@3  ％ れて り 、 か 川 

こい 、 と オ イ 

は あ 沿 
な る 岸 

れ ラ ス ち い か 
な は る 

思 、 文 タ     

。 合 岸 
し ま 
た で 
  の 

紀 伝 

  

と っ は 」 大な 元 前 
後 地 

bp の                     ギ の 域 
1 ノ ィ が 

と ぎシ 田ァ ・ / ン "- 

ド つ   思、 の 
想、 へ 

、 ジ い と 「 1C  レ 
つ 二 プっェ エ｜ い ズ 
て ム 

  
オ 

る 圏 
と @ こ 

き 属 し 
へ   

シ ギ 
@  -- り 

ズ シ 
ム ア   支 文   此 此 
は は 

た 人 ン 決 る 
。 エ ド し ま 
O 的 リ て ね 

過 く フ に な神 立Ⅱ 田り マ 小 付 
 
 

コ
ン
ド
フ
ァ
ル
ネ
ー
ス
玉
の
も
と
に
赴
い
た
と
い
う
。
 

こ
の
王
は
パ
ル
チ
ア
 
人
 

 
 

 
 

ハ
ッ
ダ
の
仏
教
美
術
か
 

 
 

作
用
し
て
し
た
Ⅰ
Ⅰ
 

（
 
7
 
0
 
）
 

 
 

 
 

、
バ
リ
ュ
ガ
ザ
 
、
 高
 4
 

 
 

 
 

に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
の
 

セ
 ー
ナ
王
朝
の
夏
の
都
 カ
ピ
シ
 
（
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
）
 

 
 

ド
の
 象
牙
製
品
や
中
国
 

 
 

 
 

海
上
貿
易
が
盛
ん
に
な
 

 
 

 
 

日
 
い
た
商
人
が
い
た
が
、
 

 
 

 
 

（
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
大
王
な
 

 
 

 
 

王
 ）
 
、
 ㈲
ロ
ー
マ
の
貨
幣
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、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
、
 

 
 

 
 

（
四
）
 

 
 

 
 

西
の
方
、
太
陽
の
没
す
る
と
 

 
 

 
 

 
 

昏
の
娘
た
ち
」
）
が
常
に
歌
い
 

(181) 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
園
 」
が
あ
る
。
「
至
福
者
の
 

ア ・ エ一  
 

 
 

と
や
さ
し
い
風
は
と
も
 

（
旺
の
）
 

 
 

 
 

い
か
ら
で
も
あ
る
。
」
 

   
 

（
 花
 ）
 

 
 

 
 

（
前
山
八
四
 ｜
三
 
一
以
後
）
は
 

 
 

 
 

 
 

れ
は
不
死
の
国
で
あ
 

 
 

 
 

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
 

  

（
㎎
）
 

 
 

 
 

あ
る
。
）
人
は
死
ぬ
と
、
 

 
 

期
 ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
家
プ
ル
タ
ル
コ
ス
（
四
六
項
 ｜
 一
二
 0
 
以
後
）
は
こ
れ
を
 

（
Ⅲ
 

れ
 ）
 

 
 

 
 

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
 
ア
 

 
 

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

野
 が
そ
れ
で
あ
る
。
 
 
 

マ
ン
テ
 
ュ
ス
 が
（
治
め
て
）
い
て
、
こ
の
上
ば
く
 暮
 し
の
易
し
い
と
こ
ろ
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吹
く
西
の
微
風
の
息
吹
を
送
 

（
 
れ
り
 
）
 

 
 

と
み
な
さ
れ
る
）
と
並
ん
で
三
位
一
生
を
な
し
た
。
 

 
 

 
 

0
 下
臣
 8
 
（
エ
ジ
プ
ト
の
 



 
 

 
 

民
族
に
属
す
 

 
 

 
 

そ
の
中
の
誰
か
 

 
 

 
 

も
 決
し
て
不
思
 

 
 

 
 

て
い
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

（
青
銅
製
）
も
 

 
 

 
 

が
す
ぐ
わ
か
る
 

 
 

 
 

レ
ス
の
武
器
で
 

 
 

 
 

フ
ン
 ド
 は
こ
の
ほ
 

 
 

 
 

を
 女
神
 々
 シ
ス
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

へ
 運
ば
れ
た
も
 

 
 

 
 

リ
ア
の
地
で
作
 

 
 

 
 

在
名
）
石
膏
 板
 

 
 

 
 

あ
ら
れ
さ
れ
て
 

 
 

 
 

部
が
 ア
レ
ク
サ
 る

人
た
 

が
 メ
ソ
 

議
で
は
 

る
。
 そ
 

出
て
い
 

。
頭
に
 

あ
る
 梶
 

か
に
も
 

（
 
ガ
ず
 ）
 

の
と
 考
 

ら
れ
た
 

に
扱
わ
 

い
る
 作
 

ン
ド
リ
 

 
 

 
 

ア
 メ
ン
テ
」
と
、
ギ
リ
 

 
 
 
 

 
 

 
 

た
か
明
か
で
な
い
。
 ニ
 

 
 

 
 

て
き
た
も
の
で
あ
る
と
㈱
 

い
う
。
）
 



ナ %   
 
 

 
 

」
（
阿
弥
陀
経
）
。
「
 

四
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

宝
 ，
三
宝
な
い
し
 

セ
 
宝
の
 
、
 

 
 

 
 

 
 

り
 
。
あ
る
い
は
 

銀
樹
 
に
金
の
 

１
ム
 

 
 

 
 

れ
ば
、
あ
と
は
イ
ン
ド
的
な
 

 
 

 
 

 
 

」
に
見
ら
れ
る
転
輪
聖
王
の
 

 
 

 
 

に
 
先
行
す
る
と
す
れ
ば
）
こ
 

%
 
 
 

 
 

 
 

 
 

正
経
」
や
「
大
機
 

炭
経
 
」
 
の
  
 
 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
）
彼
は
記
す
 

 
 

 
 

あ
る
仏
教
徒
が
（
 ヵ
 

 
 

 
 

る
い
は
宗
教
家
か
ら
 

 
 

 
 

テ
 経
を
作
る
。
（
 

3
 
3
 

）
 アメ
 ン
 

盆
捌
 
）
 

 
 

 
 

メ
ン
テ
」
よ
り
は
、
 
ギ
 

 
 

 
 

え
る
。
（
ギ
リ
シ
ア
神
話
 

ア
で
製
作
さ
れ
た
 

べ
 グ
ラ
ム
石
膏
 板
 

よ
っ
て
立
証
さ
れ
   

@ ・ Ⅰ @  ， つ 

ア こ 

レ と 
ク は 
サ     
ド れ 
1)@ @ 
ァ が 
の メ 

タ ン 
4  フ 

キ ィ 

ス
で
 発
見
さ
れ
た
石
膏
や
テ
ラ
コ
ッ
タ
の
型
に
似
て
 

（
 
じ
匝
詣
 ・
運
命
の
女
神
）
な
ど
エ
ジ
プ
ト
特
有
の
 い

る
点
ば
か
り
で
な
く
、
 

主
題
が
存
在
す
る
こ
と
に
 



 
 

 
 

土
 思
想
の
全
て
が
 
説
 

 
 

 
 

つ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
 

 
 

 
 

１
１
「
清
浄
が
無
量
な
の
 

 
 

 
 

Ⅱ
 由
こ
 
㏄
 l
%
 
ヴ
す
曲
 

）
、
と
。
 こ
 

 
 

 
 

「
寿
命
」
の
概
念
は
「
 
ア
 

 
 

 
 

か
ら
得
た
も
の
か
も
し
 

 
 

 
 

無
量
の
光
（
あ
る
と
こ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
 

 
 

に
 合
致
す
る
。
 

 
 

 
 

村
 ㏄
）
と
発
音
さ
れ
た
 

（
 
抑
 ）
 

 
 

 
 

か
し
、
こ
れ
は
形
容
詞
 

 
 

 
 

や
っ
て
い
る
こ
と
で
 0
 

 
 

 
 

の
 （
 
?
.
 

）
カ
ニ
シ
カ
王
で
 

 
 

ラ
ン
系
の
「
 
統
王
 」
（
田
面
 
ヰ
 （
 
卍
じ
 、
中
国
系
の
「
 
天
 子
 」
（
隼
の
づ
り
寸
口
（
（
 

め
 
）
 
、
サ
 
⑱
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 ア
ミ
 ダ
、
ア
バ
 ロ
キ
 

 
 

至
 ）
と
な
る
。
 



西方 浄  
 

 
 

に
一
つ
で
あ
り
、
ひ
と
の
 

 
 

 
 

 
 

コ
ブ
ラ
と
は
相
違
を
示
 
6
 

土 ・アメ  
 

 
 

る
ま
で
、
こ
の
 ウ
 レ
ウ
 

 
 

 
 

る
ぃ
 は
垂
れ
た
帯
の
先
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ンテ・エーリ ュ シオン 

ナ
 ー
 ガ
と
ウ
 レ
ウ
 ス
 

 
 

 
 

彫
刻
に
ふ
れ
て
み
た
 

（
 
冊
 ）
 

 
 

 
 

て
い
る
。
二
世
紀
 し
 ・
 
の
 

 
 

 
 

物
 が
少
な
か
ら
ず
 現
わ
 

 
 

 
 

い
る
。
女
性
に
つ
く
 コ
 
 
 

 
 

、
そ
れ
は
 傘
 蓋
の
如
き
 

形
状
を
呈
す
る
。
 

 
 

 
 

ま
た
は
 
毛
 注
さ
）
 と
 

 
 

 
 

イ
ン
ク
ス
の
ひ
た
い
に
 

 
 

 
 

二
五
六
セ
 ー
一
 三
二
 

 
 

 
 

0
 の
）
。
し
か
し
、
「
ア
メ
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
仏
塔
の
記
述
な
ど
を
 



結 

ミヨエ ヰ f Ⅰ 

起 美 げ 築 ル あ 要 コ 性 れ 遺 こ よ し   
6 式 る の さ ョ 

の の の 一 か l 
で 一 で 部 の カ 
は っ あ を ぼ 王 
な と る と っ よ 
か し 。 り て り 

ろ て ァ 入 テ ず 
う 取 シ れ l っ 
か り ョ た べ と 

。 い l こ ま 前 
ね 。 力 と で の 

と 時 儀 た Ⅰ こ れ っ パ 
は 代 に 。 な 
あ 、 離 そ る     
る ド い 大 ぺ 
  / Ⅰ   な ん 

ア が ア る シ 
ジ 西 シ 神 ア 

ヨ 万 ヨ 殿   
l の l を ァ 
力 夫 力 め ヵ 

正 物 工 た ィ メオ 時代 をう は ま ダリ 

に け た ウ ス 
始 い そ ス 王 
ま れ の が 朝 
る た ダ 、 の 
石 と り 自 タ     め る 現 ガ 
の き ウ ち り 

建 " ス の ウ 
築 ウ 王 都 ス 
そ レ の ぺ 王 
の ゥ 宮 ル が 

も ス 殿 セ ェ 
め る の ポ ジ で か ガ   

が も 建 リ ブ 
" 信 築 ス ト 

遠 何 様 の を   
ジ あ 影 に し 
プ る 響 そ 、 
ト い を の ナ 
に は う 建 イ   
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酒方浄土・アメンテ・ ニーリュ シオン  
 

 
 

二
 ズ
ム
文
化
、
 ィ
ス
ラ
 

 
 

 
 

ダ
 を
中
心
と
す
る
地
域
 
 
 

 
 

西
方
か
ら
の
光
に
呑
み
 

 
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
 ろ
 

 
 

 
 

ら
 、
そ
れ
は
西
方
か
ら
 

 
 

 
 

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
 

 
 

 
 

と
 同
じ
程
度
に
お
い
て
 

 
 

 
 

っ
 。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
 

 
 

 
 

り
あ
る
成
果
を
も
た
ら
 

し
 つ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

を
 独
立
に
考
え
う
る
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つ
 0
 

（
 
姐
 ）
 

 
 

す
れ
ば
、
イ
ン
ド
 

 
 

思
想
の
起
源
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
 想
 

 
 

 
 

 
 

な
い
。
私
は
レ
ヨ
の
 口
 （
の
が
 ト
日
ぃ
拝
ゆ
め
 
語
源
と
な
っ
 
ア
 
。
 
@
 

 
 

 
 

観
 

 
 

 
 

孤
 

 
 

 
 

  定
は
 つ
い
て
は
以
上
の
 

め
 Ⅰ
 
せ
の
 ビ
ダ
 
目
 ㏄
ガ
リ
 
乙
口
 

と
い
う
想
定
は
否
定
さ
 

念
 と
と
も
に
）
が
ア
ミ
 

立
し
た
存
在
で
は
な
か
 

流
れ
の
法
則
を
つ
か
め
 



註
 

 
 

九
セ
 0
 、
ロ
ワ
ぃ
｜
ヱ
 

 
 

秋
社
一
九
六
八
（
初
版
一
九
六
三
）
 、っ
 ・
 
A
 憲
 ・
 っ
 ・
 
か
 
o
A
 

（
 
3
 ）
Ⅱ
 ヴ
ノ
レ
 

・
 
、
ロ
 
・
 
肚
巾
 
㏄
 

（
 
ア
サ
 
）
Ⅰ
 ヴ
ピ
宙
，
 

・
 ロ
 ・
 ト
 ㏄
 壌
 

（
 
ミ
 リ
）
Ⅱ
 ヴ
ピ
ヰ
 

：
 つ
つ
 
・
 ト
 ㏄
の
１
１
か
 

い
 Ⅱ
 

 
 

の
ま
・
 円
傍
住
 。
三
の
之
 

0
.
 

ゲ
で
 p
.
 

ド
ー
 

か
 の
 

 
 

 
 

シ
 。
１
カ
碑
文
が
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 
0
 
 
臣
む
か
卸
口
隼
の
 

「
（
 
ゴ
 の
の
（
の
 
曲
 （
 
、
 H
 の
の
 

A
.
 
 

づ
 の
白
の
 

一
 0
 中
 八
、
九
、
 

 
 

い
と
、
私
は
考
え
た
い
。
 

 
 

 
 

思
想
が
み
ら
れ
た
ら
、
 

 
 

 
 

、
地
質
学
や
生
物
進
化
 

 
 

 
 

す
る
に
す
ぎ
な
い
。
 
僅
 

 
 

 
 

間
で
あ
る
以
上
、
人
は
 

 
 

 
 

だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
 

 
 

 
 

を
 許
し
て
も
ら
え
る
な
 

 
 

 
 

じ
 人
間
で
あ
る
以
上
、
⑯
 

（
 
巧
 ）
 

 
 

 
 

思
想
で
は
な
い
か
」
と
 
 
  

 

い
う
見
解
に
対
し
て
、
私
の
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
。
 

 
 

え
る
よ
り
は
遥
か
に
 小
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鋤
申
 
）
 

 
 

 
 

手
は
「
 0
 の
 
マ
ず
 

 
 

 
 

西
方
に
、
西
方
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ら
ん
こ
と
を
許
さ
  
 
 
 

れ
よ
、
 0
 の
 
ギ
ざ
 二
目
 ヨ
す
 
曲
玉
 よ
 T
.
 
」
 

（
 
叩
 ）
大
唐
西
城
詰
、
巻
第
一
、
 縛
喝
国
 の
 条
 。
 

 
 

0
 コ
 ・
 ト
の
 
の
Ⅱ
 
、
づ
 
・
㏄
Ⅱ
 

（
は
）
Ⅰ
 
ヴ
田
 
・
・
 
ロ
 ・
の
 
卜
 

（
㎎
）
Ⅱ
 
ヴ
 ド
ロ
・
・
ロ
ロ
・
 

べ
 Ⅱ
 
1
1
,
 

～
 
の
 

 
 

秋
社
一
九
六
九
（
初
版
一
九
六
六
）
、
 
毛
 ・
 
0
 
窩
｜
ぎ
 Ⅱ
 

 
 

一
九
六
六
、
 
ワ
ミ
 ㏄
 回
 

（
㎎
）
中
村
元
 
@
 イ
ソ
 ド
 古
代
史
 
下
 、
毛
・
 
H
 
ピ
 ー
）
の
㏄
 

 
 

文
学
部
紀
要
第
一
五
 輯
 

一
九
七
一
 

 
 

 
 

つ
い
 Ⅱ
 
ひ
 下
ハ
 の
 Ⅱ
㏄
 
0
0
 
｜
 

Ⅰ
Ⅲ
㏄
せ
 

つ
円
ざ
コ
勾
 

生
田
印
 
0
 コ
ロ
 

 
 

 
 

ド
リ
ア
の
そ
れ
 

で
あ
っ
た
（
 し
ヂ
ヰ
 
：
㏄
Ⅱ
の
 
す
 ）
。
 

 
 

文
 （
英
訳
）
の
一
部
を
記
載
す
る
。
 

 
 

 
 

下
 よ
り
）
 

 
 

 
 

い
 
ざ
ゴ
ロ
の
出
口
 

の
 （
 
プ
の
 

 
 

住
 三
丁
し
の
よ
り
）
 

 
 

 
 

お
ハ
 写
真
  



 
 

 
 

れ
ば
、
「
大
無
量
 

 
 

ヴ
 の
下
劣
 
T
 些
ヒ
ヨ
 （
 
斡
 「
 
せ
 0
 
 
ヨ
 0
 「
巴
瓦
 円
 所
収
）
 

 
 

簗
 Ⅰ
の
 伍
唄
 
を
み
よ
。
 

 
 

Ⅰ
・
め
の
の
 

（
㌍
）
の
 珪
 
Ⅰ
が
（
 

き
臣
 @
 の
 e
 
包
幅
 
「
 
笘
 Ⅰ
ア
了
 
、
の
 
・
㏄
 
1
 ト
㏄
 

（
 
ぬ
 ）
呉
茂
一
 
-
0
 
っ
 ・
 n
w
 

（
：
 

ロ
 ・
 N
N
 
の
 

（
 
わ
 ）
 
ロ
 
す
 い
年
 
・
・
 
づ
 ・
 N
 の
 

（
 
飴
叩
 
）
 
H
F
 
～
 
&
.
.
 
 

づ
 ・
 
N
N
 
の
 

 
 

 
 

の
切
申
 
（
 
団
 

0
 年
 岸
 Ⅰ
。
二
）
・
Ⅰ
 

，
壌
 
㏄
Ⅱ
 

 
 

ン
 古
代
美
術
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
四
、
ワ
ニ
 
ト
 

 
 

 
 

0
E
 
～
 
ロ
の
 

㌧
 下
円
の
 Ⅱ
 

（
 
M
 ）
（
す
日
・
・
 
づ
 ・
 
o
P
o
 

（
 
丑
 ）
（
 ヴ
民
 ・
・
 
つ
つ
 
・
 め
 P
N
 
｜
め
 ）
 
の
 

（
㏄
）
Ⅰ
ヴ
ぎ
・
 

，
ロ
 
・
 
き
 か
・
（
 
之
 o
 仔
 
m
 
P
A
 

）
 ハ
 笹
田
 玲
 民
訴
 ロ
 

 
 

 
 

い
ま
、
 

 
 

 
 

Ⅱ
 
う
ア
 

@
0
 

 
 

テ
プ
ロ
 

 
 

サ
ー
チ
 リ
 

支
 議
官
 宍 、
二
二
三
ー
 二
 二
八
年
）
 

ハ
 同
上
口
 

 
 

ル
 
Ⅱ
 カ
ジ
ノ
 
ド
ロ
 

 
 

ャ
り
 

中
村
元
、
早
 

挙
し
て
み
よ
 

コ
 %
@
 
 

ぺ
の
く
 

あ
の
年
 

（
 
o
 
 
円
 a
x
 
岸
 p
.
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仰
 が
な
い
よ
う
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
よ
う
に
計
っ
て
 

（
な
お
同
事
 青
壊
 ㏄
 N
.
 

吻
卜
の
 
p
.
 

ム
 ク
照
）
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

よ
 い
な
る
 ぅ
 。
 

 
 

 
 

せ
ビ
 コ
ロ
ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
い
こ
と
に
な
る
。
 

（
 
弗
 ）
（
㎎
）
に
同
じ
 

（
㏄
）
中
村
元
 
@
 イ
ン
ド
古
代
史
 
下
 、
 ワ
ト
 の
の
 

 
 

 
 

 
 

ら
 最
初
の
部
分
を
抜
 草
 す
る
。
 

p
.
 
の
 臼
 
（
 
岡
 Ⅰ
の
 
コ
ま
 
）
 

㏄
 ガ
ひ
隼
笘
幅
幅
 

㏄
 臼
 
（
Ⅰ
）
・
 

曲
寸
が
侍
ゴ
 

叫
も
 ヰ
 の
 円
ア
 
Ⅱ
）
 

曲
ガ
が
隼
苗
卸
 

0
 
（
が
 
オ
 Ⅱ
 
侍
と
 
卸
が
）
 

が
ヰ
ひ
 
ヨ
界
 p
 ま
 
（
 
m
m
p
2
%
 セ
ウ
 
（
 
ロ
 
）
 

帥
ガ
笘
 
Ⅱ
 
0
 Ⅰ
 笘
 （
㌧
・
 
由
ガ
忙
 
Ⅰ
 
0
 コ
日
曲
ヨ
）
 

が
ガ
呂
 
ロ
ロ
 
曲
 （
の
 
ガ
唄
仔
ど
卸
笘
 

）
 

曲
喬
け
 
く
 び
隼
仁
 （
 
ハ
 ・
 ガ
け
 
Ⅱ
せ
の
円
が
甘
）
 

が
 。
の
 
隼
曲
 （
 
簿
田
 
せ
が
 
コ
 神
曲
）
 

が
コ
目
田
曲
 

Ⅰ
由
江
 
円
 （
 
曲
コ
廷
 
ト
 
の
 で
 せ
 が
（
 
e
 ）
 

リ
コ
 
偉
ヴ
ゴ
び
 

せ
い
 
臼
 
（
㌧
・
が
コ
目
 

ヴ
ゴ
 
申
せ
ド
コ
 

ま
 ）
 

 
 

が
日
年
 
Ⅰ
が
（
が
ヨ
付
 

由
曲
 
）
 

 
 

て
 経
典
の
成
立
地
を
 

末
尾
の
ぎ
 ま
 c
 の
の
 か
 



発
音
さ
れ
た
か
も
し
れ
た
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 発
達
し
た
よ
さ
に
 思
 

 
 

大
無
量
寿
経
」
の
原
本
よ
り
古
く
成
立
し
た
と
考
え
た
 

9
2
)
 

 
 

 
 

あ
る
と
言
わ
れ
㏄
 

 
 

 
 

に
 現
わ
れ
る
形
態
 

 
 

に
 論
じ
て
 よ
 い
も
の
だ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

デ
ソ
 
の
訳
語
な
い
し
は
 

 
 

 
 

私
も
「
エ
デ
ン
の
 

園
 」
に
つ
い
て
少
し
調
べ
て
み
た
。
 

｜
 

 
 

 
 

え
ら
れ
て
い
 

 
 

 
 

が
、
 Ⅰ
 曲
 （
の
隼
の
 

ロ
 
の
 
0
 の
 

 
 

る
 。
（
新
聖
書
大
辞
典
、
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
、
一
九
 
セ
 
一
）
。
 

 
 

 
 

旋
転
す
る
焙
の
 

 
 

 
 

ら
の
よ
う
に
「
 西
 

 
 

 
 

関
係
を
有
す
る
こ
 

 
 

 
 

中
ロ
（
極
楽
）
 

 
 

 
 

本
論
作
製
に
は
 参
 

 
 

れ
る
「
 史
像
 」
に
類
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
 U
 

 
 

研
究
第
二
十
巻
第
一
号
一
九
セ
 
一
 

 
 

一
九
六
 セ
 

 
 

 
 

一
 0
 七
 、
一
二
 

九
 、
一
三
 0
 、
一
三
Ⅰ
 
一
 三
六
、
一
五
一
 

（
 
ぬ
 ）
次
の
も
の
を
調
べ
た
。
 

 
 

㍗
の
ま
 
0
 コ
 。
 づ
三
 ・
 ノ
 ・
 目
 ・
 片
 ・
 ト
の
 
の
 
ゲ
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曲
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0
.
 
 

く
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プ
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（
 
ト
ゆ
 
㏄
㏄
）
 

，
目
 （
 
ト
ゆ
 
㏄
 せ
 ）
 

（
㎎
）
 陰
 ・
拙
論
「
仏
典
に
お
け
る
 ナ
 ー
ガ
」
 

 
 

 
 

っ
 た
が
、
こ
の
言
葉
が
 

 
 

 
 

和
 四
三
、
山
川
 田
 

 
 

と
は
 ギ
リ
シ
ア
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
 U
 

 
 

 
 

に
 使
用
さ
れ
る
よ
 う
 に
 

 
 

 
 

講
や
 、
テ
ヱ
ス
ン
 

 
 

片
 ㌧
 ゴ
 Ⅱ
が
の
の
の
 

臣
 山
児
 曲
已
め
 
、
 ド
 
の
の
 
臼
苅
 ，
 つ
 ・
の
卜
の
・
）
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葦の海伝承における 分水モチ @ フ  
 

り
 れ
る
か
。
 

 
 

 
 

た
 。
そ
れ
は
次
の
二
羽
 

 
 

 
 

 
 

態
 に
お
い
て
出
一
五
・
 

 
 

 
 

 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 
つ
 
7
 

出
ェ
ジ
 

大
の
関
心
 

主
 勢
 を
占
 

る
 。
そ
し
 

的
証
言
を
 

こ
こ
に
 

り
に
出
一
 

題
に
分
け
 プ

ト
経
路
に
対
す
 

が
は
ら
わ
れ
て
き
 

め
て
き
た
。
ノ
ー
 

て
 海
に
お
け
る
教
 

会
む
と
し
て
、
 
出
 

葦
の
海
伝
承
の
出
 

五
・
二
 
一
 b
 を
 始
 

て
 問
う
こ
と
も
で
 

 
 

ま
た
は
「
 海
 」
（
㎏
斜
日
）
の
地
理
的
位
置
づ
け
に
 

多
 

 
 

、
 葦
の
海
に
対
す
る
伝
承
（
編
集
）
史
的
研
究
が
 

（
 
Ⅰ
）
 

l
 

 
 

 
 

、
 全
モ
ー
セ
玉
書
物
語
群
の
結
晶
 
核
 に
相
当
す
 

 
 

ら
に
こ
の
出
来
事
に
対
す
る
、
旧
約
十
最
古
の
史
 

 
 

 
 

な
お
、
以
下
の
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。
 か
 

 
 

さ
れ
た
か
。
さ
ら
に
こ
れ
を
、
私
た
ち
は
二
つ
の
 課
 

 
 

ど
の
よ
う
に
取
扱
っ
て
き
た
か
。
そ
れ
が
、
他
の
伝
 

定
形
 
日
 

佐
雄
 

 
 

チ
ー
フ
 



 
 

 
 

点
 に
関
す
る
研
究
者
 

（
 
ハ
 
Ⅰ
）
 

た
ち
の
見
解
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

に
 先
立
ち
歩
む
は
 
、
 

 
 

 
 

 
 

か
っ
た
。
 

そ
の
民
が
逃
げ
た
と
 ェ
 

（
一
四
・
 

@
a
 

）
 

１
玉
 b
 

 
 

 
 

接 網 所 

まず は 関   
連 山 検 封 ろ 
を 一 討 す ん 有 し る 私 す な 修 た 
る ・ - が 正 ち 
か 七 
ら f  一 
で 一 

ら " ・は 反 " 
出 講 こ 

あ 四 一 の れ る   三 動 ら 
      き め 

ま - @  は 点、 
た の 七 店 に 
伺 お f 発 つ 
テ お 一 で い 

キ ま 四 あ て 
ス か   る 注   
ト な     目 
主 典 
要 料 

d  そ に 
に の 価 

部 分 っ 意 す 
分 け い 味 る 
に を て で 研 

私 も 究   た 、 成 
払 お 
訳 か 

ち 前 果 
の 述 を 

を な 者 の い 
附 け 案 問 く 

す れ を 題 っ 
る ば 進 に か 
こ な め 関 得 
と ， ら な 速 て 
に な け す い 

れ る る 
ば ポ 。   な ス と 

の ら ト く 

作 な ・ に 
業 い /  こ 
が 。 l の 
以 ト 一 - 
T の O 
の 明 年 
立 
-A. 
    
と 成 / 
も 果 l 

密 を ト 

る 
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こ
で
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
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ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
で
あ
 



分
 

 
 

+
 ノ
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

一
一
一
二
、
一
一
エ
 

ハ
 Ⅰ
 く 一
一
上
し
 
a
 
 は
、
簗
 

 
 

の
二
 /
?
 

二
九
を
 P
 
と
し
、
一
三
・
一
 
セ
 !
 
一
九
、
 

 
 

ら
 区
別
す
る
。
（
 
3
 
t
 

）
 し
か
し
 フ
ォ
 

海
 

L
 
，
 

 
 

葦
 

 
 

 
 

一
二
・
四
 0
!
 

四
二
 
a
 の
全
体
を
閉
め
く
く
る
定
式
を
 も
っ
て
完
了
し
て
い
る
の
 

 
 

彼
，
 ら
は
海
辺
で
死
ん
で
い
た
。
 

力
く
 

彼
ら
の
た
め
に
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
エ
ジ
プ
ト
 
人
 と
戦
う
の
で
は
。
 

｜
ニ
セ
 
a
 俘
 b
  

 

 
 

ト
人
を
海
の
真
中
に
ほ
お
り
出
し
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ト
人
は
と
見
る
と
、
 

 
 

｜
 二
四
 

 
 

、
エ
ジ
プ
ト
陣
を
見
下
ろ
し
、
エ
ジ
プ
ト
陣
を
撹
乱
し
た
。
 

（
 
け
ル
 

）
 

｜
 二
五
 

 
 

 
 

ヱ
ル
 の
わ
れ
ら
に
仕
え
る
を
解
く
と
は
。
 

１
１
 
上
 
ノ
 

そ
こ
で
彼
は
、
兵
庫
を
用
意
し
 
、
 彼
の
兵
を
連
立
っ
た
。
 

１
元
 a
 は
 

エ
ジ
プ
ト
人
は
彼
ら
の
あ
と
を
追
っ
た
。
 

 
 

 
 

か
ら
や
っ
て
来
る
。
 

 
 

 
 

ウ
ヱ
 の
救
い
を
。
 
今
 

 
 

 
 

の
た
め
に
。
だ
か
ら
諸
君
は
静
か
に
す
る
の
だ
。
 

 
 

 
 

。
そ
し
て
雲
は
暗
く
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

 
 

か
っ
た
。
 

｜
 三
一
 

a
o
o
.
 

 
 

海
を
干
し
た
。
 



 
 

 
 

は
、
 彼
ら
に
対
し
右
と
左
か
ら
 堰
 と
な
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

子
 ら
は
海
の
真
中
、
乾
い
た
所
を
歩
み
行
く
で
あ
ろ
う
。
 

｜
 
一
九
 a
 

 
 

彼
ら
の
後
か
ら
歩
ん
だ
。
 

 
 

そ
の
水
は
分
れ
た
。
 

 
 

 
 

に
 対
し
右
と
左
か
ら
 

 
 

 
 

つ
こ
 
ヰ
ん
 
。
 

 
 

 
 

兵
車
、
騎
兵
の
上
に
 

 
 

Ⅰ
 
-
 
万
 
Ⅰ
。
 

 
 

 
 

っ
た
 。彼
ら
の
う
ち
 

（
 
毬
 ）
 

一
四
・
 セ
 

 
 

と
を
連
立
っ
た
。
そ
の
す
べ
て
に
三
人
目
の
者
を
つ
け
て
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
の
骨
を
携
え
て
、
こ
こ
か
ら
上
る
よ
う
に
と
。
 

 
 

 
 

導
か
な
か
っ
た
。
 神
 

 
 

 
 

（
 
6
 ）
 

ら
か
で
あ
る
。
 

大 く で 
筋 曳   
に 科 P 
お と は 
い し - 
て て 三 
フ の ・ 

オ 直 一 
l 百 セ 
ラ 性 ! 

l を 一 
の 軽 四 
公 税   
析 さ 三 
に れ 一 
従 て の 

つ たた き 叙 述 
。 E に 

加 を 全   
え 固 く 

て 復 関 
本 し - 字 
稿 よ し 

に う て 
役 と い 

  
る 図 し 
理 が か 
由 あ ち 
か る 彼 
ら 。 の 

    
下 の 眼   
諸 を に 
節 注 は 
が 目   

E し P 
に つ   

帰 っ フ 

属 " オ 

す 私 ル 
る た ッ 
こ ち 以 
と は 来 
は そ と 
明 の か 
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葦の海伝承におけ 

（
 
桟
 ）
 

 
 

一
 三
、
二
八
）
等
。
 

 
 

 
 

｜
ゴ
い
 せ
せ
ゆ
目
」
（
一
四
 

%
 

 
 
 
 

（
 
り
り
 
）
 

 
 

 
 

よ
れ
ば
、
 
せ
囲
 2
%
@
 

ロ
ゴ
 

 
 

 
 

 
 

ぽ
 
（
彼
方
の
海
）
」
と
 解
 
7
 

 
 

軍
 隊
と
の
合
戦
を
顕
示
す
る
用
語
、
筆
致
が
目
立
っ
。
 陣
 
（
日
の
下
。
コ
曲
、
一
四
 

 
 

 
 

 
 

八
）
 、
ハ
 兵
車
の
車
輪
を
 u
 軋
 

 
 

 
 

 
 

一
 三
・
一
 セ
 ）
 、
ハ
 ヤ
ハ
ウ
ェ
 

（
 
Ⅱ
）
 

巾
 

 
 

 
 

四
・
二
四
）
、
隊
列
を
組
ん
で
 

  

  
一 "" 

 
 

!
 四
は
 、
 葦
の
 

 
 

で
い
る
（
四
）
。
 づ
 

 
 

八
、
九
 a
P
b
 、
 

 
 

別
に
迷
っ
て
い
る
 

 
 

｜
フ
 」
を
含
ん
 

（
 
抽
 ）
 

 
 

ず
れ
に
し
て
も
、
 

 
 

た
 二
つ
の
主
要
 相
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

海
の
位
置
に
つ
い
て
比
較
的
詳
し
い
説
明
を
し
て
 

ノ
オ
ー
ラ
ー
 は
、
一
 !
 三
を
 N
 、
四
を
 P
 成
立
後
 

一
セ
 !
 
一
八
は
 P
 以
後
の
叙
述
で
あ
ろ
う
か
。
 

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ノ
ー
ト
は
こ
れ
も
 P
 に
帰
す
 

で
お
り
、
帰
属
す
る
史
料
の
判
別
に
困
難
で
あ
る
 

こ
れ
ら
数
 節
は
、
 私
た
ち
の
課
題
を
検
討
す
る
に
 

に
か
ぎ
っ
て
 、
 葦
の
海
伝
承
形
成
典
の
 一
 断
面
を
 お

り
（
一
で
 

の
付
加
と
す
 

ま
た
 
一
 O
b
 

（
 
9
 ）
 

る
 。
一
一
 
!
 

。
あ
る
い
は
 

、
あ
ま
り
に
 

考
察
し
な
け
 



（
 
援
 ）
 

 
 

 
 

記
述
も
 、
 他
の
旧
約
 テ
 

（
 
i
0
 

）
 

キ
ス
ト
に
お
い
て
き
わ
め
て
少
な
い
。
 

 
 

 
 

（
通
し
た
枠
組
の
一
つ
 

 
 

主
要
相
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
子
ら
は
、
そ
の
 
戦
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
の
で
あ
り
、
決
し
て
 

 
 

 
 

ハ
ウ
ェ
を
恐
れ
、
彼
を
 

 
 

 
 

、
上
述
の
本
質
的
要
素
 
 
 

と
に
な
る
。
（
 

7
 
2
 ）
 

 
 

 
 

海
に
差
し
伸
べ
、
 
そ
 

 
 

 
 

渡
渉
す
る
。
神
の
使
 い
 

 
 

 
 

て
 、
エ
ジ
プ
ト
の
兵
車
 

 
 

 
 

ほ
 と
ど
ま
る
。
か
わ
っ
 

 
 

 
 

を
分
 つ
 。
「
そ
の
海
が
分
 

 
 

 
 

等
々
の
表
現
が
際
立
っ
 

 
 

 
 

田
 
の
の
 
プ
七
 
Ⅰ
Ⅰ
さ
え
あ
る
。
 
J
 

に
お
い
て
副
次
的
要
素
に
す
ぎ
な
い
一
毛
の
海
」
が
 、
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海
伝
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神
話
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付
し
た
第
二
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ヤ
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{
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え
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

（
㏄
）
 

 
 

@
@
 
0
 

@
@
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わ
 

 
 

 
 

 
 

（
 
丑
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 対

し
新
し
い
評
価
を
与
 

｜
キ
ン
 の
「
葦
の
海
と
 

葦
の
海
へ
の
言
及
は
 、
 

・
四
に
散
見
さ
れ
、
 出
 

け
 同
テ
ー
マ
の
奇
蹟
の
 

の
一
つ
を
明
示
す
る
。
 

五
一
・
九
 !
 
一
一
、
四
 
｜
 

九
以
下
、
詩
 一
 0
 ェ
ハ
、
 



 
 

 
 

段
階
で
、
 
出
 エ
ジ
プ
 

 
 

 
 

ま
れ
て
い
た
）
に
お
 

 
 

 
 

帰
さ
れ
、
後
に
 バ
ァ
 

 
 

 
 

え
る
頃
に
は
、
す
で
 

 
 

十
八
 

@
 
Ⅰ
。
 

 
 

 
 

時
期
と
そ
の
出
処
 

 
 

 
 

と
す
る
が
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

に
 還
元
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

｜
フ
を
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包
す
る
 第
 

 
 

 
 

は
 分
れ
た
 海
 
（
葦
の
 

 
 

 
 

、
分
水
に
力
点
を
置
 

 
 

 
 

粉
飾
に
よ
り
強
調
、
 

 
 

 
 

｜
セ
に
 指
示
を
与
え
 

 
 

 
 

れ
つ
つ
も
、
あ
く
ま
 

 
 

 
 

要
 な
関
心
は
 、
 神
と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
 

 
 

（
 
縫
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と
に
、
神
は
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｜
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約 7 な れ 
ィき 。 の 信 た さ   
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申 れ 式 こ ち       
㌍ 璽ヤ ロ ハ と 「 

で ェ 

尤 よ @ 
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  も る   
史 l 約 さ 

 
 

つ
 と
叙
述
す
る
 J
 と
 

 
 

ヤ
ム
ム
 神
話
に
求
め
 

 
 

宇
宙
生
成
・
創
造
と
 

 
 

な
く
、
神
と
イ
ス
ラ
 

 
 

不
可
欠
の
物
語
村
と
 

 
 

が
 海
を
切
っ
た
」
と
 

 
 

と
す
れ
ば
、
 

（
Ⅰ
 

7
 ）
 

 
 

来
 的
意
味
が
ど
う
で
 

 
 

い
 。
加
え
て
分
水
 モ
 

（
㏄
）
 

 
 

以
後
の
旧
約
の
記
者
 

 
 

す
 重
要
な
意
味
を
担
 比

較
す
れ
ば
、
そ
の
思
想
状
況
の
 

た
 。
し
か
し
バ
ブ
ル
（
 主
 ）
 と
ヤ
ム
 

不
可
分
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
し
か
 

エ
 ル
の
契
約
関
係
を
検
証
す
る
場
と
 

し
て
、
分
水
モ
チ
ー
フ
が
と
り
あ
げ
 

（
 
鍋
 ）
 

い
う
叙
述
を
得
て
い
る
。
 
エ
 ル
は
 、
 

あ
る
い
は
こ
れ
が
分
水
モ
チ
ー
フ
の
 

あ
れ
、
そ
れ
自
体
に
主
題
的
意
味
は
 

チ
ー
フ
は
 、
 他
の
旧
約
テ
キ
ス
ト
に
 

た
ち
に
と
っ
て
、
分
水
モ
チ
ー
フ
 よ
 

（
㏄
）
 

っ
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
 

異
な
る
の
は
明
瞭
で
あ
 

ム
 
（
 
海
 ）
と
の
職
別
な
 

し
分
水
モ
チ
ー
フ
に
お
 

な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
 

ら
れ
て
い
る
。
他
方
 私
 

古
来
 ヘ
 ブ
ル
人
に
親
し
 

出
処
か
も
し
れ
な
い
が
 

な
く
、
神
と
 々
ス
ラ
ェ
 

よ
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
 顧
 

り
も
海
や
嵐
に
関
す
る
 



 
 

 
 

研
究
 

 
 

 
 

 
 

（
 
弗
 ）
 

 
 

 
 

ジ
 ブ
 

（
 
典
 ）
 

 
 

 
 

の
こ
と
 

 
 

 
 

し
た
が
 

 
 

 
 

っ
た
 。
 

 
 

 
 

ン
 侵
入
 

 
 

 
 

地
取
得
 

 
 

 
 

ン
 渡
渉
 

 
 

 
 

た
が
っ
 

 
 

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

史
的
 

 
 

 
 

彼
ら
は
 

 
 

 
 

一
二
Ⅰ
 

 
 

 
 

も
の
で
 

 
 

 
 

、
 恐
れ
 

 
 

 
 

指
示
す
 

 
 

 
 

述
 に
も
 特

質
を
以
下
の
 

、
ス
コ
 テ
 か
ら
 

一
四
・
二
四
 ｜
 

あ
る
。
ま
た
出
 

て
 、
 ヤ
ハ
ウ
ェ
 

る
 。
同
様
の
 パ
 

認
め
ら
れ
る
。
 

課
題
の
 
一
 と
な
 

ト
 経
路
の
叙
述
 

を
前
置
き
し
、
 

っ
て
彼
ら
と
 ュ
 

十
一
・
一
 !
 
一
 

を
示
す
。
と
す
 

伝
承
に
結
合
し
 

を
原
型
と
し
て
 

て
 ヨ
ル
ダ
ン
 渡
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を
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す
ば
か
り
で
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る
。
 

 
 

 
 

あ
る
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を
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気
 

（
 
打
 ）
 

 
 

 
 

、
 次
の
諸
点
か
ら
明
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ジ
プ
ト
陣
の
間
に
一
時
 

 
 

 
 

常
套
語
（
例
え
ば
、
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｜
 

 
 

 
 

位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
 

 
 

 
 

は
、
 戻
る
よ
 う
 に
命
ぜ
 

 
 

 
 

酷
似
し
た
用
語
・
文
学
 
 
 

 
 

こ
と
を
指
示
す
る
。
 
第
 

 
 

 
 

一
）
 
、
 海
の
真
中
の
（
 出
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ち
に
は
、
ノ
ー
ト
 所
 

 
 

 
 

レ
ス
テ
ィ
ナ
伝
承
で
な
 

（
㎎
）
 

く
、
ユ
 ダ
の
六
出
エ
ジ
プ
ト
  

 

の
 原
初
的
段
階
に
お
い
て
荒
野
伝
承
に
固
く
 

 
 

 
 

誘
引
さ
れ
て
い
っ
た
こ
 

と
等
々
。
 

 
 

 
 

い
 て
、
そ
れ
が
荒
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結 0 セ 命 
果丑現モ 0% 令 

実 化 と 

化 執 約 
行 束 

      
      """ ノ ・Ⅰ 

/ b a   
    

そ
こ
で
分
水
モ
チ
ー
フ
を
含
む
第
二
 

い
て
、
次
の
よ
う
な
基
本
的
構
造
が
 

 
 

よ
う
。
と
く
に
出
一
四
・
一
六
以
下
に
 

二
重
に
認
め
ら
れ
る
。
 

一
一
エ
 

、
ノ
 

二
セ
 a
 は
 

二
八
 a
 

 
 

二
八
 b
!
 二
九
 

伝
承
に
帰
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
 

分
析
を
ノ
ー
ト
に
依
拠
し
て
い
る
 

論
駁
し
て
、
 
J
E
 の
葦
の
海
叙
述
 

承
と
 荒
野
１
世
エ
ジ
プ
ト
伝
承
と
 

ジ
プ
ト
伝
承
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
 

は
 、
所
与
の
テ
キ
ス
ト
を
「
山
エ
 

同
定
や
旧
約
 申
 き
わ
め
て
少
な
い
 

こ
の
意
味
で
、
彼
の
あ
げ
た
第
二
 

い
 。
こ
れ
に
よ
っ
て
 、
 P
 が
葦
の
 

る
 。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
 

か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
 

ま
 

（
㏄
）
 

と
も
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

し
い
 

 
 

て
し
 

 
 

し
た
。
 

 
 

モ
チ
 

 
 

る
よ
う
 

 
 

し
て
、
 

 
 

的
に
 

 
 

緊
密
 

 
 

し
て
 

 
 

 
 

ジ
 ブ
 

 
 

葦
の
 海 ト 位 な 再 妥 で l し ま   

祭 仕 置 関 構 当 あ フ か っ し 

儀 承 づ 達 成 で る を し た か 
伝 の け が す な 。 含 彼 。 し 

説 中 て 注 る い チ む は チ 彼 
を 咳 い 目 こ   ャ 第   ャ は 
核 と る さ と 出 イ 三 冬 ィ " 

と し こ れ は 一 か め 更 ル 同 
し て と な 不 四 ズ 工 科 ズ テ 
て 機 は け 適 ・ の 妻 層 は キ 

形態明れ初一 成しら ば でのげを章こ あ 相の 、 ス ト   
さ て か な あ 地 た も の の の 
れ い で ら る 坦 三 山 海 月 支 
た た あ な 。 的 点 ヱ 伝 を 料 
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め
て
疑
わ
し
 

 
 

 
 

の
の
の
・
づ
つ
・
の
の
の
・
の
の
㏄
 

（
 
ハ
り
 
）
 

（
 
）
Ⅰ
 

介
フ
 

上
 

（
 
3
 ）
 

（
 
4
 ）
 

（
 
井
 
二
リ
 

Ⅰ
 ）
 

（
 
）
Ⅰ
 

6
 
上
 

（
 
）
Ⅰ
Ⅰ
 

ワ
 
1
 

（
 
）
Ⅱ
Ⅰ
 

0
0
 

目
 ・
 z
0
 
（
 
ゴ
一
 0
 づ
 ・
 n
 ミ
 ・
 
，
の
 ・
㏄
の
・
 

｜
 ㏄
 か
 

の
 ・
Ⅱ
 
0
 オ
 「
の
「
 
一
 0
 っ
 ・
 0
 
目
（
・
 

，
の
 ・
 
ゅ
 ダ
ト
の
 
卜
 

包
 １
 %
 

ヰ
ヴ
 
円
仁
：
 
の
 

本
稿
 セ
六
 !
 十
セ
、
八
三
 Z
 八
四
ぺ
ー
ジ
参
照
。
 

 
 

で
 ・
 0
 ぎ
 ・
 
，
の
 ・
 ト
 申
の
 

 
 

、
四
三
、
一
五
一
ぺ
ー
ジ
参
照
。
 

リ
イ
日
 

e
 
之
 o
 珪
す
 
・
 0
 口
 ・
 c
 ～
（
・
の
・
㏄
の
 

円
 

㏄
 か
 ・
㏄
の
 

ぎ
田
：
 の
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葦の海伝承における 分水モチーフ 

 
 

 
 

た
 。
 ト
 ・
Ⅰ
 

u
E
 

オ
ス
 

7
 

 
 

0
 Ⅰ
・
の
 
ざ
 ・
 
、
の
 ・
か
か
 
1
.
 
も
印
 

 
 

 
 

事
と
し
て
把
握
さ
れ
る
 

り
 

 
 

 
 

 
 

海
 伝
承
が
 創
吐
辿
神
 
㏄
 

（
 
四
 ）
の
・
Ⅱ
 0
 す
 「
の
（
 
一
 0
 ワ
臼
 こ
 
%
 
 
）
申
の
 

（
 
穏
 ）
 
ぴ
ご
 ・
・
の
・
 

H
o
m
.
H
o
 

の
 

 
 

の
ゑ
 
の
日
の
 
コ
 （
 
、
べ
づ
、
の
仁
宮
 

・
 由
 ・
 ト
由
隼
の
ロ
，
 

P
 の
の
の
・
の
の
㏄
 

l
%
 
の
 

 
 

）
 
し
 Ⅰ
㏄
の
 
へ
 
A
.
 
 

）
の
の
Ⅱ
 

づ
口
 
・
の
～
の
 

l
 ㏄
の
 
肚
 

 
 

 
 

Ⅰ
 曲
甘
 
下
ド
 
一
 0
 づ
 ・
の
 ざ
 ・
 
"
 

の
 ・
の
 
収
１
 の
の
 

 
 

い
 の
誤
り
 ノ
 で
丸
 み
 
6
 本
 
ノ
 。
 巴
す
ピ
ヰ
 

：
 巾
 
㌣
の
㏄
 

（
㏄
）
 ま
日
 ・
・
も
 
肚
 

 
 

 
 

に
お
け
る
神
の
自
己
 立
 

 
 

 
 

0
 年
 、
一
二
九
Ⅰ
 

一
四
九
。
 

 
 

 
 

ト
 ・
 
，
で
つ
 
・
 ト
 Ⅱ
 か
 
1
 。
ト
 
Ⅱ
 の
 

 
 

 
 

オ
ー
ラ
ム
（
 創
 三
一
 

・
三
三
）
、
エ
ル
・
ロ
イ
（
創
一
六
・
一
 
二
 !
 
 一
四
）
。
 

 
 

 
 

創
造
者
、
聖
な
る
、
 
慈
 

 
 

 
 

な
ど
）
を
具
え
て
 

 
 

 
 

@
 お
 ・
し
か
し
 両
 

 
 

か
 、
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
 

（
㏄
）
 す
へ
 Ⅱ
カ
ル
 形
 乞
田
一
四
・
一
六
、
 

ネ
ヘ
 九
・
一
Ⅰ
 

 
 

が
 水
を
分
つ
）
。
 三
フ
 

ァ
 ル
杉
し
出
一
四
・
二
 
一
 （
水
が
分
れ
る
）
。
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展 望 

 
 

ト
 教
は
め
 且
 

 
 

 
 

 
 

 
 

り
、
 他
の
諸
宗
教
と
の
 間
 

は
 宗
教
史
 

展
望
 

 
 

係
 が
あ
る
 

 
 

統
 的
関
係
 

現
代
キ
リ
ス
ト
教
の
他
宗
教
観
 

 
 

0
%
 ぃ
が
 

｜
 ヘン
ド
リ
ッ
ク
・
ク
レ
ー
マ
ー
を
中
心
と
し
て
 

 
 

い
 第
三
の
 

 
 

に
 分
析
す
 

菅
井
大
泉
 

 
 

う
 れ
る
も
 

 
 

に
 対
し
て
 

 
 

」
 伊
卜
 
上
エ
ハ
 

ン
 

一
 、
連
続
か
、
非
連
続
か
 

も
の
で
あ
り
、
他
は
「
連
続
」
の
立
場
で
あ
る
。
 

 
 

ハ
ル
ト
の
問
題
提
起
 

 
 

教
 の
 宣
 

 
 

 
 

す
る
立
場
、
す
な
 ね
 ち
、
 キ
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
「
宣
教
」
の
 意
 

 
 

 
 

あ
っ
た
。
具
体
的
に
そ
れ
は
 

 
 

 
 

わ
ゆ
る
弁
証
法
神
学
の
陣
 

 
 

 
 

問
題
で
あ
っ
た
。
 

 
 

の
 絶
対
 

 
 

辿
っ
て
 来
 

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

に
 対
し
 

 
 

ト
 に
よ
れ
）
 

 
 

の
ま
 
@
@
 
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
こ
に
は
何
の
救
済
の
保
 

9
 

 
 

 
 

の
夢
を
記
録
し
た
も
の
に
し
 

8
 



 
 

を
 正
当
に
 

 
 

リ
ス
ト
に
 

 
 

ろ
に
は
、
 

 
 

れ
る
の
で
 

 
 

こ
の
危
機
 

 
 

 
 

間
 の
 非
 

 
 

否
定
的
態
 

 
 

ル
ト
 は
 啓
 

 
 

の
 関
係
を
 

 
 

ス
ト
に
お
 

 
 

も
の
で
あ
 

 
 

奉
仕
す
る
 

 
 

し
て
、
 神
 

 
 

。
す
な
わ
 

 
 

を
証
示
す
 

 
 

啓
示
に
到
 

 
 

て
の
 キ
リ
 

 
 

を
も
っ
た
 

 
 

す
る
と
 

 
 

に
す
る
と
 

 
 

味
 を
も
っ
 

 
 

る
 。
 

 
 

を
風
摩
 

 
 

た
 。
バ
ル
 

 
 

付
け
を
 与
 

 
 

ル
サ
レ
ム
 

 
 

の
 影
響
の
 

 
 

的
な
関
係
 

 
 

し
て
書
か
 

 
 

救
世
界
に
 

 
 

コ
曲
之
 
0
 串
｜
 

 
 

め
 
小
数
 
史
の
 

 
 

的
に
は
神
 

 
 

二
 、
初
期
の
ク
レ
ー
マ
ー
 

 
 

モ
ッ
 

 
 

ぬ
 負
に
刺
 

 
 

究
 に
よ
っ
 

 
 

と
し
て
、
 

 
 

婚
 し
た
の
 

 
 

、
 既
に
土
 

 
 

い
て
は
、
 

 
 

ろ
で
あ
っ
 

 
 

は
た
え
ず
 

 
 

況
 に
追
い
 

(214) 90 



 
 

及
ん
で
、
 

 
 

な
く
て
は
 

 
 

の
 知
識
人
 

 
 

た
 世
界
 宣
 

 
 

題
意
識
を
 

も
っ
た
。
 

 
 

は
 甚
だ
 

 
 

の
エ
 ル
 サ
 

 
 

る
 。
彼
は
 

 
 

数
 は
お
し
 

 
 

小
数
と
い
え
 

 
 

理
解
を
示
 

 
 

0
%
 
不
 

 
 

、
他
方
に
 

 
 

を
 指
摘
し
 

 
 

ル
ト
 ）
 の
 

 
 

ス
ト
 教
的
 

 
 

そ
れ
ら
の
 

 
 

と
い
う
点
 

を
 強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

る
こ
と
 

 
 

倒
 に
な
っ
た
の
 

 
 

 
 

 
 

悪
 と
対
決
 

 
 

っ
て
い
る
 

 
 

浴
主
義
的
 

 
 

る
 矛
盾
が
 

 
 

0
%
 

小
数
 

性
 

 
 

は
 、
宗
教
 

 
 

は
な
ら
な
 

 
 

が
 宣
教
の
 

 
 

酌
人
間
の
 

 
 

一
線
を
画
 

 
 

至
 記
し
た
 

 
 

、
そ
の
 国
 

 
 

ク
レ
ー
マ
 

 
 

は
 否
め
な
 

 
 

し
て
い
た
 

 
 

的
 発
言
は
 

 
 

何
 と
し
て
 

 
 

と
を
否
定
 

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

オ
 l
 ド
 

 
 

の
 タ
ン
バ
 

 
 

の
 ス
ロ
ー
 

 
 

程
に
お
い
 

 
 

へ
の
ア
プ
 
91@ (215) 



三
 、
ク
レ
ー
マ
ー
の
「
伝
道
的
接
触
の
方
法
」
 

 
 

は
 二
種
 

 
 

て
 単
に
押
 

 
 

0
 間
 或
い
 

 
 

ら
の
中
 か
 

 
 

わ
ち
彼
が
 

 
 

方
法
」
と
 

 
 

成
す
る
も
 

 
 

便
信
 の
 宣
 

 
 

入
の
余
地
 

 
 

リ
ス
ト
 教
 

 
 

か
に
す
る
 

（
 
0
0
 
）
 

 
 

か
に
す
る
 

 
 

必
要
で
あ
 

 
 

も
 記
し
た
 

 
 

リ
ス
ト
 教
 

 
 

も
の
で
あ
 

 
 

汀
目
 ～
の
の
 

@
 

 
 

「
伝
道
」
 

 
 

い
、
ま
た
 

 
 

義
 で
あ
っ
 

 
 

に
は
 相
 異
 

が
な
い
。
 

 
 

間
 に
あ
っ
 

 
 

 
 

 
 

は
な
ら
な
 

（
 
4
 ）
 

 
 

」
は
、
そ
の
 

 
 

 
 

で
あ
る
た
（
 

 
 

越
え
な
く
 

 
 

ぼ
神
 的
情
 

 
 

め
て
そ
の
 

 
 

あ
る
。
 こ
 

 
 

法
 と
は
 明
 

 
 

な
が
ら
、
 

 
 

諸
宗
教
の
 

「
回
心
」
を
迫
る
伝
道
的
な
方
法
で
あ
る
。
 

 
 

核
心
的
 

 
 

し
て
解
釈
 

 
 

ン
を
 キ
リ
 

 
 

体
の
理
解
 

 
 

に
お
け
る
 

 
 

、
ト
キ
ヨ
 

 
 

で
あ
る
け
 

 
 

 
 

 
 

た
 。
む
し
 

 
 

的
に
評
価
 

 
 

つ
 と
し
た
 

 
 

と
 共
に
 、
 



 
 

こ
と
が
 不
 

 
 

要
 で
あ
る
 

こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

い
う
の
 

 
 

ク
レ
ー
マ
 

 
 

こ
と
が
で
 

 
 

ト
 教
は
 、
 

 
 

る
け
れ
ど
 

 
 

て
 、
人
間
 

（
 
ム
 
u
 
）
 

 
 

あ
る
。
 キ
 

 
 

的
 歴
史
的
 

 
 

キ
リ
ス
ト
 

 
 

境
 位
の
中
 

 
 

マ
 l
.
 
@
@
 

Ⅰ
 
ム
 ）
 

 
 

定
し
、
従
 

 
 

と
し
て
 理
 

 
 

盤
 を
も
っ
 

 
 

こ
と
が
で
 

 
 

」
を
促
す
 

 
 

、
宗
教
規
 

 
 

込
ん
で
、
 

 
 

の
 特
殊
な
在
り
 

方
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
 母
う
 。
 

展
  
 

四
 、
ク
レ
ー
マ
ー
の
基
本
的
論
点
 

 
 

殊
 的
な
 

 
 

あ
る
。
 こ
 

 
 

が
 含
ま
れ
 

 
 

政
治
的
 次
 

 
 

、
ま
た
 個
 

 
 

い
て
で
あ
 

る
 。
 

 
 

境
位
に
 

 
 

よ
っ
て
 異
 

 
 

の
神
人
関
 

 
 

、
 非
キ
リ
 

 
 

、
そ
の
 精
 

 
 

が
 成
立
し
 

 
 

と
 他
の
諸
 

 
 

人
間
の
努
 

 
 

て
い
る
こ
 

 
 

本
質
は
異
 

 
 

案
主
義
」
 

 
 

ク
レ
ー
 

 
 

努
力
」
で
 

 
 

れ
る
と
こ
 

 
 

｜
 は
こ
こ
 
93 (217) 



 
 

 
 

並
ぶ
も
の
で
あ
る
。
ク
レ
 

 
 

キ
リ
ス
 

で
あ
る
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
 接
合
点
を
も
た
ず
、
 

 
 

 
 

、
福
音
の
現
実
（
聖
書
的
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
 

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
 

 
 

 
 

押
魚
 は
 、
神
人
関
係
に
お
い
 

 
 

し
て
キ
リ
  

 

己
 啓
示
 

 
 

 
 

の
 質
的
相
異
は
ゆ
る
が
せ
 

 
 

 
 

  

（
Ⅰ
 

ュ
 
）
 

 
 

は
 偏
狭
の
 

 
 

学
 の
 間
 
 
 

 
 

ト
 教
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン
 

 
 

ス
 ・
キ
リ
  

 

の
上
で
、
 

（
 
騰
 ）
 

ス
ト
に
お
い
て
自
ら
を
啓
示
し
 給
 う
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
 

 
 

係
 が
あ
 

 
 

て
は
、
  

 

他
的
 、
非
 

 
 

 
 

書
的
 現
実
主
義
」
は
 、
他
 

 
 

 
 

キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
と
を
 

 
 

 
 

深
く
掘
り
下
げ
て
研
究
す
 

 
 

間
 に
は
、
  

 

ち
 彼
は
 、
 

 
 

も
っ
て
 、
  

 

こ
ろ
に
そ
 

 
 

マ
１
 の
聖
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
と
思
う
。
 

 
 

る
と
は
 考
 

 
 

り
 客
観
 

 
 

 
 

家
 学
の
貢
献
を
高
く
評
価
 

(218)  94 



展 望  
 

一
義
的
な
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
両
者
の
間
 げ
に
 
け
 
は
々
々
 

ノ
上
 

八
の
 

立
バ
 

-
 盛
週
占
冗
 

を
目
元
 
ぬ
 Ⅲ
 

 
 

 
 

が
 タ
ン
バ
ラ
ン
会
議
に
貢
献
 

 
 

 
 

え
つ
つ
、
バ
ル
ト
の
弁
証
 

 
 

 
 

つ
 機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
 

た
 点
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
 

い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

の
 若
き
 

 
 

と
 諸
宗
 

 
 

 
 

、
説
明
さ
れ
た
だ
け
で
は
 

 
 

 
 

書
的
 現
実
を
神
学
的
に
解
 

 
 

 
 

境
位
 に
持
ち
込
ん
だ
と
き
 

 
 

 
 

て
も
妥
当
性
を
も
ち
 う
る
 

 
 

 
 

、
福
音
の
啓
示
だ
け
が
 
絶
 

 
 

 
 

と
い
う
こ
と
の
妥
当
性
に
 
 
 

 
 

答
を
提
出
し
て
い
な
い
よ
う
 

 
 

 
 

洋
の
宗
教
思
想
が
排
他
的
 

る
 。
 

 
 

残
し
た
と
 

 
 

 
 

本
 的
前
提
に
対
し
て
、
 

 
 

と
に
よ
っ
  

 

き
な
い
と
 

 
 

 
 

キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
大
勢
 

 
 

て
ば
、
真
が
、
「
宗
教
」
の
超
克
と
そ
の
否
定
に
向
 っ
 て
 進
ん
で
い
た
今
世
紀
初
頭
 

 
 

 
 

に
抗
 ら
わ
ず
、
或
る
特
定
 

 
 

 
 

が
ら
、
し
か
も
宗
教
否
定
と
 

 
 

 
 

な
 東
洋
に
お
け
る
 境
 位
の
宗
仰
 

 
 

 
 

れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
  

 

 
 

相
異
点
が
 

 
 

そ
の
よ
 



 
 

的
 思
考
 

 
 

共
に
 、
世
 

 
 

か
し
な
が
 

 
 

接
触
の
方
 

 
 

た
 。
従
っ
 

 
 

そ
れ
ら
と
 

 
 

と
人
問
の
 

 
 

を
 再
び
 強
 

 
 

し
た
の
で
 

 
 

世
界
の
要
 

 
 

、
よ
り
 人
 

 
 

を
 表
現
し
 

よ
う
と
し
た
。
 

五
 、
後
期
ク
レ
ー
マ
ー
 

 
 

余
り
に
も
 

 
 

そ
の
よ
う
 

 
 

フ
リ
カ
の
 

 
 

的
な
も
の
 

 
 

の
 宗
教
的
 

 
 

と
は
無
関
 

 
 

っ
 解
放
的
 

 
 

働
き
が
 含
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

 
 

目
口
 

ゑ
 Ⅰ
 
ゴ
 ）
 

 
 

い
て
来
た
 

 
 

｜
チ
 」
 

 
 

代
り
に
、
 

 
 

を
 用
い
て
 

 
 

側
か
ら
そ
 

 
 

に
 対
し
て
 

 
 

と
い
う
 

 
 

ュ
ヱ
ケ
｜
 

 
 

ス
ト
 教
的
 

 
 

っ
 こ
と
は
 

 
 

リ
ス
ト
に
 

 
 

す
る
こ
と
 

 
 

っ
 こ
と
は
 

な
か
っ
た
。
 

 
 

つ
の
 意
 

 
 

コ
 .
@
 

Ⅱ
 ス
 Ⅰ
 

 
 

成
立
す
る
 

 
 

て
は
な
ら
 

 
 

真
の
関
係
 

 
 

見
出
す
と
 

 
 

て
の
コ
、
、
へ
 

 
 

｜
 シ
ョ
ン
 

(220) 96 



展 望 

立 の 層け提た等教 

  

な 
方 ク Ⅰ ） 向を一レーノ 、   
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達神教レ ら意 l 意 り た類の合の にのなみと ら 、 教 @ ア マ 1 の学と l れ 味に味には地と 点統よ宗 く確考 

無な   

    
す的   
97@ (221) 



 
 

 
 

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
新
天
 

 
 

 
 

、
そ
の
角
度
か
ら
教
会
や
 

 
 

1
,
 
（
 
局
 Ⅱ
プ
リ
 

年
 ・
  

 

な
も
の
に
 

 
 

 
 

た
 、
マ
ド
ラ
ス
・
グ
ル
ー
 

 
 

 
 

（
の
 
オ
 の
 
コ
 の
 
巨
 ㏄
 ア
 ）
 や
、
チ
 

 
 

 
 

ン
ズ
 の
立
場
と
極
め
て
 近
 

 
 

 
 

来
、
宗
教
的
人
間
が
抱
 
い
 

 
 

 
 

そ
れ
は
諸
宗
教
を
成
就
 
す
 

 
 

レ
ー
マ
ー
  

 

て
は
、
 キ
 

 
 

 
 

身
を
そ
の
解
答
と
さ
れ
た
 

 
 

 
 

な
 響
き
を
も
っ
か
の
よ
 
う
 

 
 

 
 

ル
ト
 の
教
会
中
心
主
義
 
 
 

 
 

宗
教
の
区
別
の
理
解
も
と
 

 
 

に
 抽
象
的
 

を
 基
礎
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

リ
ス
ト
を
神
秘
主
義
的
 

 
 

 
 

る
と
考
え
た
。
し
か
も
そ
 

 
 

 
 

的
な
意
識
で
あ
る
と
理
解
 

 
 

 
 

教
の
間
の
関
係
は
、
諸
宗
 

 
 

 
 

か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
 
、
 

 
 

 
 

徒
の
内
部
に
お
い
て
も
 
生
 

 
 

 
 

会
の
活
動
は
、
印
度
教
の
 

 
 

 
 

え
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
 

 
 

 
 

ア
シ
ュ
ラ
ム
を
広
げ
る
こ
と
 

 
 

 
 

て
 キ
リ
ス
ト
教
的
ア
シ
ュ
 

(222) 98 



 
 

呂
 u
r
 

（
が
 

セ
 

 
 

ベ
イ
ル
ー
 

 
 

質
的
な
部
 

 
 

の
 街
害
を
 

 
 

始
め
な
く
 

 
 

度
 教
徒
で
 

 
 

て
 諸
信
仰
 

 
 

こ
れ
は
 明
 

 
 

プ
 に
よ
る
 

神
の
国
の
強
調
を
受
け
継
い
だ
発
言
で
あ
っ
た
と
思
う
。
 

 
 

目
 。
の
の
の
）
 

 
 

非
連
続
」
 

説
 に
対
し
て
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
。
 

 
 

、
 神
の
 

 
 

書
 的
に
見
 

 
 

る
 。
ホ
ッ
 

 
 

明
ら
か
に
 

 
 

聖
書
的
 現
 

 
 

る
 。
ホ
ッ
 

 
 

と
し
て
、
 

 
 

み
 出
す
と
 

 
 

も
 一
個
の
宗
教
 

 
 

 
 

 
 

し
て
単
な
 

 
 

け
て
い
る
 

 
 

非
キ
リ
ス
 

 
 

 
 

（
㎎
）
 

 
 

し
た
。
 
前
 

 
 

は
 多
様
性
 

 
 

区
別
し
た
 

 
 

仰
 と
の
 出
 

 
 

示
の
内
容
 

 
 

係
 に
即
し
 

て
そ
れ
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

っ
た
角
 

 
 

い
て
は
、
 

 
 

的
便
 信
 」
 

 
 

四
 0
 年
に
 

 
 

ひ
毛
 0
 （
 
巨
 

 
 

１
％
 ｜
を
 

 
 

内
妻
 0
 （
 
匡
 

 
 

れ
て
い
る
 

 
 

術
 社
会
に
 

 
 

的
な
実
存
 

 
 

展
 に
対
し
の
 

 
 

 
 

考
え
た
。
㏄
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
 、
そ
の
 



 
 

る
 。
世
俗
 

 
 

き
に
、
 ホ
 

 
 

本
 的
前
提
 

 
 

な
く
て
は
 

 
 

と
に
よ
っ
 

 
 

た
 そ
こ
か
 

 
 

世
界
文
明
」
 

 
 

性
を
認
め
 

 
 

て
 キ
リ
ス
 

 
 

普
遍
的
 宗
 

 
 

レ
ー
マ
 

 
 

主
義
的
な
 

 
 

宣
教
方
法
 

 
 

後
期
に
か
 

 
 

さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

会
の
指
導
 

 
 

対
し
て
 幾
 

 
 

ク
レ
ー
マ
 

 
 

け
で
は
な
 

 
 

一
九
五
五
 

 
 

毛
 。
 巨
 
o
h
 

 
 

上
げ
た
。
 

 
 

、
て
、
 

b
 

立 場 にう つ老 必クキ ずレリ 思 とは 、 学 者う特当程 い は過変 草字裸眼に倒るる 関 てに皮のす るク レあ で後 植 
の いで し l スわ ク 遠視に 然に にす り 定 お ぎ デ こ l つ民 
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展 望  
 

的
境
 %
 を
 

 
 

諸
宗
教
の
 

 
 

こ
と
に
よ
 

 
 

に
 「
世
に
 

 
 

 
 

 
 

使
僧
 0
 コ
 

 
 

と
 共
鳴
す
 

（
 
盤
 ）
 

る
と
こ
ろ
か
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
て
あ
る
。
 

 
 

る
 キ
リ
 

 
 

い
う
形
態
 

 
 

神
に
対
す
 

 
 

リ
ス
ト
 教
 

 
 

キ
リ
ス
ト
 

 
 

こ
と
に
よ
 

 
 

こ
と
が
 て
 

 
 

ン
の
 見
方
 

 
 

教
徒
 か
経
 

 
 

す
る
人
間
 

 
 

ク
ラ
ッ
 

 
 

る
 人
間
の
 

 
 

キ
リ
ス
ト
 

 
 

と
に
よ
っ
 

 
 

、
回
教
の
 

 
 

宗
教
は
互
  

 

ホ
教
 的
人
 

 
 

も
っ
て
 い
 

 
 

て
 包
括
的
 

 
 

ン
の
境
位
 

 
 

の
の
実
在
 

 
 

要
 で
あ
る
 

（
 
れ
 ）
 

 
 

の
 宗
教
的
 

 
 

む
し
ろ
 神
 

 
 

の
 業
は
 、
 

 
 

導
く
こ
と
 

 
 

織
の
枠
組
 

 
 

示
教
的
人
 

 
 

キ
リ
ス
ト
 

 
 

の
中
に
現
 

 
 

境
位
 を
明
 

 
 

一
般
的
に
 

 
 

、
ア
フ
リ
 

 
 

は
 復
興
し
 

 
 

｜
 マ
ス
の
 

 
 

た
 二
者
択
 

（
 
わ
 ）
 

   
 

 
 

1
 
 
マ
 l
l
 

 
 

 
 

た
の
で
あ
㏄
 

 
 

隠
さ
れ
た
℡
 

 
 

 
 

こ
ろ
に
あ
 



 
 

 
 

二
つ
の
信
仰
の
意
味
を
区
 

 
 

 
 

ら
れ
る
。
そ
の
 一
は
 包
括
 

 
 

 
 

な
 意
味
で
あ
る
が
、
両
者
 

 
 

」
で
あ
る
 

 
 

ニ
コ
ホ
 

ん
に
七
千
 

い
 
Ⅱ
 
ノ
 

 
 

 
 

、
 聖
な
る
実
在
に
対
す
る
 

 
 

 
 

間
の
認
識
に
関
す
る
こ
と
 

 
 

に
 対
す
る
 

の
で
あ
っ
 

 
 

 
 

と
で
あ
る
。
そ
し
て
 諸
 

 
 

な
 信
仰
 理
 

 
 

用
い
て
、
 

 
 

 
 

て
 表
現
さ
れ
る
核
心
的
な
 

 
 

 
 

当
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
 

 
 

れ
は
余
り
て
い
る
。
 

 
 

に
 神
聖
な
 

 
 

人
間
の
 

 
 

 
 

中
心
と
し
て
そ
の
議
論
を
 

 
 

の
で
あ
っ
  

 

っ
て
 、
ス
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

て
 、
ス
ミ
 

（
 
四
 ）
 

セ
 、
宗
教
的
象
徴
と
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
ー
結
 ひ
 

ス
 は
そ
の
変
化
の
 力
勤
 陸
に
お
い
て
そ
れ
を
 肥
 え
て
い
る
。
 

 
 

、
個
人
 

 
 

に
よ
っ
 

 
 

 
 

営
 ま
た
は
異
教
の
神
学
へ
 

 
 

 
 

六
セ
 年
に
セ
イ
ロ
ン
の
 キ
 

 
 

 
 

東
方
教
会
、
ロ
マ
教
会
の
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ス イ を間 でお 異 る これ現る徹法龍信入人識閾そ と   
  
  
てでわ工 的 関棟別て 在 教の的実な的さ な る信徒 ぃ 
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は
そ
の
 他
 

 
 

徴
の
パ
タ
 

 
 

た
 神
の
実
 

 
 

ッ
ヒ
 が
 適
 

 
 

強
調
し
た
 

 
 

一
 イ
エ
ス
 

 
 

と
 解
釈
さ
 

れ
る
。
 

 
 

し
て
 キ
 

 
 

調
を
含
ま
 

 
 

の
こ
と
は
 

 
 

神
学
の
究
 

 
 

あ
ろ
う
。
（
 

0
 
3
 

）
 

 
 

と
 、
宗
教
 

 
 

ま
た
宗
教
 

 
 

信
仰
に
 影
 

 
 

た
畢
 っ
た
 

 
 

、
信
仰
の
 

 
 

も
の
で
は
 

 
 

察
 す
る
と
 

 
 

的
 象
徴
の
 

 
 

興
 っ
た
 諸
 

 
 

て
 理
解
さ
 

 
 

が
 不
可
能
  
 

っ
 聖
な
る
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

と
の
 関
 

 
 

筋
道
を
極
 

 
 

聖
な
る
 実
 

 
 

あ
る
と
 共
 

 
 

定
 的
で
あ
 

 
 

の
境
 位
 な
 

 
 

ス
ト
教
の
 

 
 

0
 対
話
に
 

 
 

者
と
し
て
 

 
 

を
 立
証
し
 

 
 

教
の
対
話
 

 
 

象
徴
を
問
 

 
 

理
解
さ
れ
 

 
 

る
 危
険
性
 

 
 

た
め
に
 不
 

 
 

察
の
過
程
 

 
 

が
 信
仰
の
 

 
 

在
を
明
ら
 

 
 

精
神
の
宗
 

 
 

に
 宗
教
的
 

 
 

し
て
い
た
 

 
 

こ
と
に
 

(228)  104 



 
 

る
 実
在
 へ
 

 
 

現
す
る
こ
 

 
 

徴
の
理
解
 

 
 

0
 人
々
の
 

 
 

な
わ
ち
 キ
 

 
 

ば
な
い
。
 

 
 

ら
が
規
定
 

 
 

聖
な
る
 実
 

 
 

卜
者
は
、
 

 
 

キ
リ
ス
ト
 

 
 

て
 、
 北
才
叩
 

古
本
 

 
 

現
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
 

註
 

（
 
1
 ）
の
片
刃
の
ニ
ロ
 曲
臣
ア
，
パ
 

・
 
し
 ：
 ヱ
 

 
 

の
之
 0
 臣
｜
 

の
 ア
 ユ
 の
 
ヱ
 の
二
七
 
ペ
 0
 ニ
ロ
・
Ⅰ
 
0
 臣
 Ⅰ
。
タ
ト
の
の
 

H
 
、
で
め
 ㏄
 か
由
 

（
 
3
 
 
）
Ⅰ
 ヴ
日
 ・
・
 
ロ
 ・
の
む
の
 

ハ
 
ア
 
サ
 ）
Ⅱ
 ヴ
 受
レ
・
 

，
ロ
 
・
㏄
 
申
 ㏄
 

（
 
5
 
 
）
Ⅱ
 ヴ
田
 ・
・
 
づ
 ・
 ト
の
 
Ⅱ
 

（
 
く
り
 
）
Ⅱ
 ヴ
ナ
ヰ
 

・
 
，
ロ
 ・
の
㏄
 

印
 

雙
土
 

（
 
7
 ）
 
H
 
ヴ
ぃ
口
 

・
・
 
ロ
，
 
N
 の
 べ
 

（
 
8
 ）
Ⅱ
 ヴ
乙
 ：
口
口
・
 
ト
の
 
ロ
ー
１
ト
 

下
 Ⅱ
 

展
 

（
 
g
 ）
 
H
F
 
ぃ
 
&
.
.
 
ロ
 ・
の
 
曲
 

 
 

の
 す
ヱ
 ・
 

の
 （
～
の
コ
ミ
 

く
 
o
r
 
）
Ⅰ
 
，
ワ
の
 

 
 

円
オ
の
 

ハ
り
 
年
代
 日
ド
コ
，
 
P
 （
 
p
 隼
 q
p
 

㏄
・
 

M
 「
 
の
 
-
 （
 
u
 
：
 り
一
 

w
.
 
P
 

の
の
 

の
，
づ
 
・
ト
定
 

 
 

旨
臼
 

o
h
 
O
 
（
 
ゴ
 e
r
 
 

円
 ㏄
 ざ
ゴ
 
の
・
 ミ
 ・
 
n
.
O
 ：
）
の
 べ
 0
 、
ロ
の
 ㎏
 

 
 

す
口
Ⅱ
。
 

下
 

 
 

 
 

く
円
Ⅰ
Ⅱ
 

目
 P
 
H
O
 
の
の
，
 
ロ
ト
 の
㏄
 

 
 

第
二
一
 

 
 

セ
 

六
頁
参
照
。
 

 
 

あ
由
曲
中
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

づ
で
 
・
 ト
む
 
㏄
・
 

1
@
 
ト
 申
の
 

 
 

 
 

 
 

べ
 ・
 ト
 の
の
 
0
,
 
 

Ⅰ
で
 ト
っ
 
の
 
1
.
 
Ⅱ
の
の
 

（
Ⅲ
）
Ⅰ
 6
 ロ
 
ネ
 ・
・
 
ロ
 ・
 
P
N
o
 

（
Ⅱ
）
 H
 
ヴ
 ～
 
色
 ・
 
，
ロ
 ・
 
ト
の
 
o
h
 

 
 

弓
曲
岸
ア
，
 

㌧
 ゴ
ゴ
 
が
Ⅰ
 
由
ロ
ア
 
（
 
p
,
 
H
O
 

の
の
，
 
つ
 ・
の
け
 
片
 

 
 

0
 ヴ
 @
 
の
（
 

コ
 

 
 

 
 

 
 



 
 

二
 %
 
 
笘
 コ
色
 

 
 

 
 

0
 コ
良
 
。
 臣
 "
 

 
 

の
 0
 住
 -
 
の
し
の
史
的
 
臣
 ，
 こ
 。
 コ
年
 
。
 コ
 -
 
 
ト
り
 
か
ダ
づ
つ
・
 
ト
ト
 
Ⅱ
ー
ト
白
の
 

 
 

，
円
ア
の
 

 
 

 
 

ト
 の
の
Ⅱ
 

 
 

ト
 の
の
 
か
 

ド
 コ
年
の
口
耳
）
Ⅰ
 

p
p
 

の
曲
（
（
 

オ
の
ヴ
申
 
0
 の
 由
 け
の
，
Ⅰ
 
0
 コ
申
 
0
 コ
 ：
）
の
の
の
 

ト
 の
の
㏄
・
口
口
・
 

ト
ト
 
㏄
 1 。
ト
の
 
㏄
 

 
 

、
ト
の
 
の
㏄
 

 
 

ざ
 戸
戸
 

 
 

 
 

ガ
 （
 
コ
 Q 、
 之
 ・
 ぺ
 ・
 
、
 ）
の
の
 

A
.
 
 

つ
つ
 ト
下
め
１
ト
 

か
 の
 

（
 
符
 ）
Ⅰ
 す
 ～
 
&
 

（
 
捧
 ）
 
H
 
ヴ
田
 ・
 
，
つ
つ
 
・
）
 
P
p
 （
・
 
p
 コ
 Ⅰ
 P
N
p
 
由
 

 
 

い
 三
の
 

二
 、
一
九
 セ
 0
 年
 参
照
。
 

 
 

0
 で
ゴ
ロ
 

c
 が
 ヲ
 

 
 

 
 

ト
ゆ
壌
 
㏄
 

 
 

二
幅
）
 

0
 臣
の
 

 
 

 
 

ト
 の
の
 
べ
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書 平 

松
本
浩
一
 

 
 

い
る
。
 

 
 

の
 研
究
書
 

 
 

の
 諸
相
 に
 

 
 

て
お
り
、
 

 
 

掲
げ
て
 ぃ
 

6
0
 

 
 

い
る
。
 

 
 

本
書
の
よ
 

 
 

に
つ
い
て
 

 
 

か
 
り
吉
本
数
 

ふ
 

 
 

心
理
学
 L
 

 
 

著
作
は
多
 

 
 

置
い
て
、
 

 
 

氏
 に
見
ら
 

 
 

学
 で
あ
っ
 

 
 

作
中
、
直
 

書
評
 

高
木
き
よ
子
 
著
 

ウ
イ
リ
ア
ム
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
 

 
 

信
ぜ
ん
と
 

 
 

り
 、
本
書
 

 
 

ろ
の
 
「
 ジ
 

エ
 イ
ム
ズ
個
人
の
宗
教
」
に
は
及
ん
で
い
な
い
，
 

 
 

著
者
 

 
 

ら
か
に
し
 

 
 

個
の
有
機
 

 
 

家
族
や
社
 

 
 

簡
な
ど
の
 

 
 

、
そ
の
中
 

 
 

の
 学
説
と
 

 
 

て
 更
に
 ジ
 

 
 

で
あ
り
な
 

 
 

と
の
対
比
 

 
 

論
 に
お
い
 

 
 

 
 

ズ
 に
村
 

 
 

不
に
コ
 %
 

 
 

さ
れ
、
 ジ
 

 
 

手
法
は
 、
 

 
 

る
 。
言
わ
り
 

 
 

 
 

分
析
的
 方
 

㏄
 

 
 

も
っ
て
 ジ
 
7
0
 

 
 

 
 

る
 。
な
お
 



 
 

い
る
。
 

 
 

つ
ヰ
ム
一
｜
 

 
 

イ
 ブ
 

 
 

の
ジ
ヱ
イ
 

 
 

あ
る
。
 勿
 

 
 

哲
学
思
想
 

 
 

常
経
験
の
 

 
 

に
 宗
教
 思
 

 
 

験
を
離
れ
 

 
 

0
%
 

ホ
姑
捌
い
」
 

 
 

し
よ
う
と
 

 
 

を
 認
め
っ
 

 
 

の
事
実
と
 

 
 

に
ふ
れ
て
 

 
 

き
く
は
 ジ
 

 
 

特
色
の
記
 

述
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

と
 宗
教
 

 
 

る
よ
う
に
 

 
 

、
 親
し
く
 

 
 

こ
の
こ
と
 

 
 

こ
と
で
あ
 

 
 

あ
ろ
う
。
  

 

で
あ
り
、
 

 
 

 
 

お
 Ⅱ
 
リ
て
論
 
込
 
1
 
0
 

 
 

的
 事
実
や
衿
 

 
 

 
 

 
 

現
を
借
り
 

 
 

す
る
に
あ
 

 
 

的
な
把
握
 

 
 

的
 態
度
 ゃ
 

 
 

、
宗
教
的
 

 
 

を
も
つ
も
 

 
 

の
 鍵
を
も
 

 
 

教
学
の
基
 

礎
 概
念
が
本
書
理
解
の
前
提
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

で
の
 人
 

 
 

風
土
と
、
 

 
 

れ
て
い
る
 

 
 

ア
リ
ア
ニ
 

 
 

祖
父
 

 
 

屡
々
 ヨ
｜
 

 
 

ズ
 家
の
 
一
 

 
 

に
 入
っ
て
 

 
 

ら
れ
て
あ
 

る
 。
 



童 日 ' 。 平 

  

  
 
 

る
 柏
村
内
 

 
 

学
 で
は
、
 

 
 

流
動
的
な
 

 
 

ム
ズ
 に
 よ
 

 
 

実
に
忠
実
 

 
 

か
 合
理
論
 

 
 

（
 
侍
 
0
 
ロ
Ⅰ
 
e
 Ⅱ
 
｜
 

 
 

プ
ラ
グ
 マ
 

 
 

も
の
で
あ
 

 
 

い
ろ
。
 す
 

 
 

求
 ま
で
も
 

 
 

マ
テ
ィ
ズ
 

 
 

い
と
い
う
 

 
 

ム
ズ
 に
お
 

 
 

観
 で
あ
 

 
 

た
も
の
」
 

で
あ
っ
た
と
言
う
。
 

 
 

特
に
 

 
 

ヒ
ュ
ー
ム
 

 
 

ジ
ヱ
イ
ム
 

 
 

点
を
指
摘
の
 

 
 

 
 

た
ら
な
か
㏄
 

 
 

の
が
根
本
㏄
 

 
 

の
 最
深
部
 

1
 



 
 

は
 、
そ
れ
 

 
 

の
 立
場
を
 

 
 

0
 流
れ
・
 一
 

 
 

「
 自
ぶ
荻
 
」
 

 
 

と
を
明
ら
 

 
 

的
な
多
元
 

 
 

神
を
た
て
 

 
 

「
経
験
の
 

 
 

え
方
に
立
 

 
 

た
の
で
あ
 

 
 

る
と
し
て
 

い
る
。
 

 
 

如
何
に
 

 
 

明
ら
か
に
 

 
 

す
も
の
で
 

 
 

て
 立
つ
 基
 

 
 

重
要
さ
を
 

 
 

で
も
 ジ
ェ
 

 
 

ロ
ン
 

 
 

る
 。
著
者
 

 
 

た
 思
想
で
 

 
 

ム
ズ
 の
 生
小
 

 
 

想
は
区
別
 

 
 

づ
 宗
教
 思
  
 

験
を
明
ら
 

0
 

 
 

る
 キ
リ
ス
Ⅰ
Ⅰ
 

 
 

者
 す
な
わ
 

均
 

 
 

実
 
・
神
秘
㏄
 

 
 

は
 、
プ
ラ
 

 
 

の
手
紙
に
 

 
 

ろ
に
あ
る
 

 
 

ぬ
も
の
で
 

 
 

と
い
う
 言
 

 
 

身
の
宗
教
 

観
の
特
色
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
 

 
 

こ
で
 重
 

 
 

直
接
宗
教
 

 
 

は
 制
度
的
 

 
 

教
 現
象
を
 

 
 

も
 有
名
で
 

 
 

料
が
 蒐
集
 

 
 

り
 影
響
 さ
 

 
 

よ
っ
て
 ジ
 

 
 

の
よ
う
な
 

 
 

見
て
い
 

 
 

は
 キ
リ
ス
 

 
 

あ
る
が
、
 

 
 

間
 主
義
的
 



書 評 

 
 

間
の
連
結
す
る
場
所
を
潜
在
意
識
に
求
め
た
こ
と
は
 

ヱ
 イ
ム
ズ
の
神
観
の
特
色
を
、
折
角
神
を
人
間
と
同
 

て
き
な
が
ら
、
最
後
に
お
い
て
再
び
形
而
上
的
神
秘
 

た
 点
に
あ
る
と
み
て
い
る
。
 

第
七
章
は
危
篤
の
父
と
病
床
の
妹
に
宛
て
た
 

ジ
ェ
 

ら
か
に
し
て
い
る
。
潜
在
意
識
を
考
え
る
 

ジ
ヱ
イ
ム
 

意
識
が
人
間
界
か
ら
消
え
去
っ
て
も
、
そ
れ
は
其
の
 

宇
宙
 
弄
 へ
も
ど
っ
て
ゆ
く
」
と
見
る
。
個
の
意
識
が
 

れ
る
と
い
う
一
種
の
生
命
不
滅
論
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
 

斜
デ
的
に
究
明
し
よ
う
と
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
 

心
 

意
を
抱
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
「
生
死
 

ら
見
る
と
、
 

ジ
ヱ
 
イ
ム
ズ
は
 

、
 例
え
ば
死
後
の
父
が
 

く
と
言
 
う
 だ
け
で
、
具
体
的
な
「
永
遠
の
い
の
ち
」
 

い
な
い
と
す
る
。
か
く
て
著
者
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 

的
 」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
こ
で
も
彼
 

は
 「
 
人
 

て
 人
間
の
領
域
で
つ
き
っ
 

め
 よ
 う
 と
し
な
が
ら
、
 

ふ
 

は
は
か
り
し
れ
ぬ
神
秘
の
世
界
へ
問
題
を
 

う
つ
 
し
て
 

い
る
。
 

第
八
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
 

ジ
ヱ
 
イ
ム
ズ
の
思
想
 

置
 と
限
界
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
著
者
は
繰
り
返
し
彼
の
 

と
体
験
の
不
可
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四
 ｜
 

一
一
一
）
 

 
 

早
楽
手
書
 

店
 ）
 

 
 

 
 
 
 
 
 

二
）
 

 
 

 
 

一
一
一
）
 



長 堤 玉 竹 
嶋 城 田 

康 
孝 文 四 暢 
行 立 郎 且旺 

日 高高高 高 芹 村 山 佳 酒 光 
上 原橋構 崎 川主 井藤井 地 

  

信
の
至
難
性
（
 駒
 大
仏
教
学
部
論
集
一
）
 

マ
ン
ダ
ラ
の
 墨
 行
法
（
宵
山
学
報
一
九
）
 

「
鎌
倉
大
仏
殿
縁
起
 ヒ
 （
鎌
倉
高
徳
院
）
 

「
聖
徳
太
子
御
撰
三
経
義
疏
の
倫
理
学
的
研
究
」
 冒
華
 

一
己
）
 

タ
 

印
相
（
「
密
教
大
辞
典
し
 

「
お
 て
つ
 ぎ
」
運
動
と
信
行
奉
仕
 団
 
（
仏
教
論
叢
一
五
）
 

ヒ
ン
 ド
ゥ
 一
 思
想
の
変
革
（
「
岩
波
講
座
世
界
歴
史
」
 

一
 

一
一
一
）
 

宗
学
の
周
辺
（
浄
土
月
報
）
 

「
幹
代
 
詳
 正
法
眼
蔵
 L
 （
理
想
 社
 ）
 

田
ユ
 円
 い
 E
 年
年
ア
ず
 
ヨ
ぎ
 Ⅰ
 曲
つ
い
臣
す
 

セ
ロ
 コ
 c
 
す
 o
 
 
月
下
ロ
 C
 勾
レ
 

（
 訳
 、
九
大
文
学
部
欧
文
紀
要
一
こ
 

楡
伽
 論
の
菩
薩
 地
 に
お
け
る
菩
提
心
 説
 
（
 
駒
 大
仏
教
学
部
 

払
珊
隼
奈
 

）
 

原
始
仏
教
教
団
に
お
け
る
出
家
の
動
機
に
つ
い
て
（
 駒
大
 

仏
教
学
部
紀
要
）
 

受
容
経
典
に
見
ら
れ
る
奈
良
仏
教
の
性
格
（
南
都
仏
教
 二
 

五
）
 

仁
王
経
の
戒
学
的
意
義
（
天
台
学
報
一
二
）
 

「
中
国
仏
教
思
想
の
形
成
」
 日
 
（
筑
摩
書
房
）
 

ぽ
土
の
存
在
と
意
義
（
高
田
学
報
六
二
）
 

仏
教
書
の
分
類
に
つ
い
て
（
 ロ
 図
書
館
学
と
そ
の
周
辺
し
 

南
宗
の
象
徴
と
し
て
の
六
祖
忌
 能
 
（
哲
学
年
 誌
 四
）
 

原 原 早   坂 

成 天一 亮 忠貞 龍 洋 克 司 実 博 

八 田 舟 橋 橋 本 新 田 西森 良 

義弘   

ぬ
の
 念
仏
に
つ
い
て
（
精
神
科
学
一
 
0
 ）
 

 
 

 
  

 

禅
と
 如
来
蔵
思
想
と
に
つ
い
て
（
 禅
 文
化
研
紀
要
）
 

坐
禅
と
瞑
想
（
仏
教
文
化
）
 

 
 

 
 

 
 

完
工
 0
 四
）
 

生
涯
教
育
と
仏
教
の
社
会
 観
 
（
金
沢
大
社
会
教
育
研
究
 一
 

一
）
 

釈
尊
に
お
け
る
対
機
説
法
 ｜
 一
人
一
人
と
の
対
話
 ｜
 
（
 仏
 

教
学
セ
ミ
ナ
ー
一
二
）
 

「
 梵
蔵
漢
 対
照
理
趣
経
索
引
ヒ
（
辛
菜
奇
書
店
）
 

胎
蔵
 法
 よ
り
み
た
胎
蔵
マ
ン
ダ
ラ
（
密
教
文
化
九
五
）
 

胎
蔵
マ
ン
ダ
ラ
文
殊
院
の
思
想
（
密
教
文
化
九
四
）
 

祝
金
の
金
剛
頂
経
の
哲
学
的
構
造
（
密
教
学
報
）
 

古
代
救
済
事
業
の
思
想
的
背
景
 
｜
 福
田
思
想
の
伝
来
と
受
 

容
｜
 
（
東
北
福
祉
大
論
叢
 一
 0
 ）
 

下
文
。
 描
 
0
 コ
 
（
 
ア
 の
の
び
 ヨ
 の
 オ
出
仔
 ㌧
 ア
 昼
の
の
・
も
 

e
v
 

Ⅰ
 さ
寮
ミ
 

㌧
「
～
㎏
 

ぬ
 （
中
の
の
（
の
 

c
 ブ
 ユ
（
（
・
の
・
 

目
 ，
 パ
の
 （
Ⅰ
の
）
 

草
創
 期
 に
お
け
る
曹
洞
宗
専
門
学
本
校
（
曹
洞
宗
研
究
 
紀
 

要
一
一
）
 

ポ
ロ
 ブ
ド
 
ゥ
ル
大
塔
の
意
義
に
つ
い
て
（
日
本
学
士
院
 
紀
 

亜
大
）
 

N
 の
 コ
ひ
コ
 Ⅰ
 圧
 
す
の
 弓
ヨ
 の
中
 へ
 日
の
（
 
パ
の
 
Ⅰ
 ひ
コ
 
の
 
ゴ
ひ
 
）
 

華
厳
の
芸
術
（
芸
術
論
究
一
）
 

プ
ト
ン
の
理
趣
経
 註
目
 
（
密
教
学
研
 穿
コ
 



真
鍋
 
俊
照
 

正
木
晴
彦
 
日
本
仏
教
に
於
け
る
理
と
 事
 
（
「
日
本
に
お
け
る
理
法
の
 

問
題
 ヒ
 理
想
 社
 ）
 

太
子
仏
教
に
見
ら
れ
る
否
定
媒
介
の
論
理
と
そ
の
展
開
 

｜
 天
寿
国
繍
帳
の
二
旬
八
字
を
中
心
と
し
て
 ｜
 
（
聖
徳
太
 

予
研
究
六
）
 

伊
勢
物
語
下
絵
梵
字
経
の
梵
字
に
つ
い
て
 ｜
 光
明
真
言
の
 

分
析
 ｜
 
（
大
和
文
華
五
三
）
 

牧 
田 藤吉 前田 星野 北条 古田 

- - - コ - 帯 

亮   
藤
本
 
浄
彦
 

福
原
簿
円
 

藤
井
正
雄
 

プ
ト
ン
の
理
趣
経
 註
 ㈲
（
 智
 小
学
報
一
九
）
 

現
代
真
宗
に
お
け
る
女
性
の
意
義
 ｜
 阿
育
王
の
事
蹟
 よ
 り
 

み
て
 ｜
 
（
能
否
教
学
六
）
 

無
縁
仏
 者
 
（
日
本
民
俗
学
 セ
 四
）
 

盆
 施
餓
鬼
行
事
に
つ
い
て
（
国
学
大
日
文
研
所
報
 
八
｜
 

一
一
一
）
 

法
然
浄
土
教
に
お
け
る
宗
教
的
主
体
性
の
一
考
察
１
席
 
文
 

の
 立
場
か
ら
選
択
の
精
神
へ
 
｜
 
（
浄
土
宗
学
研
究
五
）
 

新
し
い
浄
土
宗
義
に
つ
い
て
（
浄
土
宗
学
研
究
五
）
 

正
法
眼
蔵
 私
釈
 
（
 心
 ）
 

勝
論
学
派
の
解
脱
 説
 
（
大
正
大
研
究
紀
要
五
六
）
 

「
親
鸞
 L
 （
共
著
、
岩
波
書
店
）
 

づ
プ
 の
㌧
 曲
へ
 
ま
。
由
江
Ⅱ
 
%
 安
 づ
 0
 臣
の
 

e
 
o
 

片
の
 

ぃ
 
コ
オ
 
ひ
 汀
の
の
㏄
年
年
年
 

ゴ
ず
打
 

（
 
0
 
 
旨
 0
 年
銭
 日
お
ヱ
 0
 ロ
ぎ
 
9
 
ユ
 0
 コ
 （
 
レ
の
団
コ
呂
 0
 活
 （
ヨ
お
 

由
 。
二
）
 

「
五
代
宗
教
史
研
究
」
（
早
楽
手
書
店
）
 

 
 

敦
 埋
木
 提
 講
経
の
研
究
 下
 
（
 仏
 大
大
学
院
研
究
紀
要
 
し
 

 
 

 
 

 
 

主
義
論
 ｜
 
（
「
三
蔵
 
L
 大
東
出
版
）
 

山 山 森 森 望 村 宮 道 
折 口 月 上本 鞘 

哲 正 祖   
生 

真正 良 
雄 実 行 道   ふ 先導 秀 
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キ
リ
ス
ト
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
 

 
 

%
 を
 中
心
 

と
し
て
 
｜
 （
聖
書
 

学
研
 
論
集
八
）
 

 
 

訓
弘
）
 

軋
 

 
 

「
新
聖
書
 

大
 

辞
典
 
L
 キ
リ
ス
ト
新
聞
社
）
 

 
 

 
 

初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
無
神
論
者
」
と
 

そ
の
思
想
に
つ
い
て
（
理
想
）
 

 
 

（
㏄
 

o
c
 

ざ
 Ⅰ
 

0
0
 

目
口
が
の
の
 

メ
づ
 
二
）
 

￥
 野
 光
雄
ヤ
ハ
ウ
ェ
宗
教
と
王
国
 

円
 （
基
督
教
学
五
）
 

 
 

単
一
 
セ
｜
 

四
）
 

マ
リ
 
サ
 発
掘
調
査
報
告
書
の
再
検
討
（
ユ
ダ
ヤ
・
イ
ス
ラ
 

ヱ
ル
 
研
究
五
・
六
）
 

 
 

っ
て
（
 

キ
 

渡
辺
 

楳
 雄
司
お
釈
迦
さ
ま
と
そ
の
み
教
え
 L
 （
教
育
新
潮
社
）
 

菅
井
大
粟
 

高
野
晃
 兆
 

高
橋
 

亘
 

滝
沢
武
人
 

木
原
 
範
恭
 

倉
 松
 

助
 

後
藤
光
一
郎
 

小
林
恵
一
 

坂
井
信
 生
 

塩
谷
 

悟
 

茂
義
樹
 リ

ス
ト
散
文
化
三
）
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ル
タ
ー
に
お
け
る
宗
教
的
 生
 
（
実
存
主
義
）
 

エ
 ア
と
水
（
宗
教
研
究
 
二
 0
 七
）
 

日
本
基
督
教
団
の
類
型
（
福
音
と
世
界
）
 

ア
ー
ミ
 シ
ュ
 の
宗
教
生
活
（
梅
花
 女
 大
文
学
部
紀
要
 セ
 ）
 

木
が
 
コ
 z
o
 目
 0
 目
 Ⅱ
 
ヨ
 C
 刃
巨
 -
 
の
せ
 ざ
毛
 

o
h
 

目
抜
 

ゑ
 。
目
の
（
円
の
 

コ
ふ
 

い
 0
 仁
 ㍉
二
 

%
 
0
 

Ⅱ
勾
の
目
 

笹
 。
 コ
ト
ト
 
）
 

明
治
期
に
お
け
る
大
阪
の
会
衆
派
キ
リ
ス
ト
教
会
の
動
き
 

（
大
阪
 私
 短
大
脇
研
究
報
告
集
 セ
 ）
 

D
.
C
,
 

グ
リ
 

一
ン
 の
手
紙
 ｜
 一
八
六
八
年
一
月
よ
り
 
一
 

八
セ
 0
 年
三
月
ま
で
 ｜
 
（
梅
花
短
大
研
究
紀
要
一
九
）
 

日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
（
教
会
教
育
一
八
 ｜
一
 
Ⅰ
 

二
）
 

「
ブ
ー
バ
ー
著
作
集
 一
 0 ヒ
 （
共
訳
、
み
す
ず
書
房
）
 

「
西
洋
神
秘
主
義
の
源
流
 ヒ
 （
 
創
 支
社
）
 

「
真
珠
の
歌
」
の
宗
教
史
的
位
置
（
日
本
の
神
学
九
）
 

グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
ハ
イ
デ
，
ガ
ー
の
思
惟
（
宗
教
研
究
 

二
 0
 セ
 ）
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
（
北
海
道
哲
学
会
会
 

報
 一
八
）
 

「
真
珠
の
歌
」
の
平
行
記
事
（
基
督
教
学
六
）
 



 
 

の
神
字
 
一
 

O
 ）
 

 
 

版
 ）
 

「
ス
イ
ス
宗
教
改
革
 史
 研
究
」
（
国
基
出
版
局
）
 

ニ
ラ
ス
ム
ス
」
（
 訳
 、
日
 基
 出
版
局
）
 

 
 

会
 と
東
方
 

教
会
と
の
関
係
（
桃
山
学
大
キ
リ
ス
ト
教
論
集
六
）
 

 
 

臣
の
 
・
 ト
，
 
ド
収
 

l
1
 
㏄
 申
 （
 
0
 二
の
 
コ
 （
）
 

中
沢
 
治
樹
 
聖
書
翻
訳
の
諸
問
題
（
聖
書
翻
訳
研
究
三
）
 

 
 

西
洋
古
典
 

労
研
究
一
九
）
 

輪
廻
転
生
と
復
活
 ｜
 初
期
キ
リ
ス
ト
教
 
と
 ギ
リ
シ
ア
 哲
宇
 

同
１
（
 文
 経
論
叢
 六
｜
 三
）
 

橋
本
 

淳
 

詩
人
か
真
理
の
証
人
か
（
兄
弟
一
八
 0
 ）
 

福
富
啓
奏
 
コ
 キ
リ
ス
ト
教
と
現
代
 L
 （
 
Y
M
C
A
 ）
 

 
 

一
一
 

コ
 

セ
ム
族
（
「
社
会
科
学
大
辞
典
」
一
一
鹿
島
所
出
版
）
 

ヘ
 プ
ラ
イ
話
者
（
「
ミ
二
口
語
の
系
統
と
歴
史
」
岩
波
書
店
）
 

 
 

本
の
神
学
 

九
）
 

 
 

の
 ㌧
 コ
 3
 円
 

円
才
 
の
 目
由
ぺ
 
0
 牡
 （
聖
心
女
大
論
叢
三
六
）
 

 
 

先
報
告
 二
 

そ
の
他
 

井
 間
宮
二
夫
「
市
民
の
大
学
 ヒ
 （
東
大
出
版
）
 

大
学
力
リ
キ
ュ
ラ
ム
論
（
同
日
本
経
済
調
査
協
議
会
報
告
 

重
日
 
L
 ）
 

今
永
 

清
二
「
近
代
中
国
革
命
史
 ヒ
 （
弘
文
 堂
 ）
 

東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
化
に
関
す
る
一
考
察
（
ア
ジ
ア
 

史
 研
究
二
）
 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
化
と
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
（
別
府
 

大
史
学
科
報
告
）
 

 
 

1
.
 
デ
 岩
ホ
 
拝
 

（
オ
リ
エ
ン
ト
一
二
 
｜
 三
・
四
）
 

久
保
田
圭
 伍
 
「
宗
教
地
理
学
 L
 （
共
訳
、
大
明
堂
）
 

 
 

 
 

う
 ち
㈲
１
 

%
 

（
研
究
四
六
）
 

 
 

 
 

 
 

小
松
雄
 道
 
「
乱
世
の
 
一
燈
 」
（
実
業
の
世
界
 社
 ）
 

九
）
 

 
 

キ
リ
ス
ト
 

数
論
集
 セ
 ）
 

ぬ
木
 

和
 
救
済
論
（
「
教
義
学
講
座
 
一
 L 国
基
出
版
）
 

救
済
 史
 
（
「
教
義
学
講
 些
 直
日
 基
 出
版
）
 

 
 

男
 ）
 

 
 

結
婚
式
 文
 

ほ
 つ
い
て
（
 近
 大
教
養
部
研
究
紀
要
）
 



一
 0
 月
一
六
日
（
土
）
 

開
会
式
 
九
 ・
 0
0
1
 九
・
三
 0
 

研
究
発
表
 

一
 0.
0
0
1
 
一
セ
 ・
 0
0
 

一
 0
 月
一
 セ
日
 
（
日
）
 

研
究
発
表
 

九
 ・
 0
0
1
 
一
四
・
 
0
0
 

記
念
撮
影
一
四
・
 
0
0
 

徳
久
 
球
 雄
司
宗
教
地
理
学
 b
 （
 
訳
 、
大
明
堂
）
 

 
 

E
 、
円
を
中
 

心
と
し
て
 ｜
 
（
 
東
 文
研
紀
要
五
三
）
 

 
 

セ
 ー
 一
一
一
）
 

藤
本
一
雄
「
現
代
に
お
け
る
宗
教
と
教
育
」
（
共
著
）
 

安
居
香
山
「
 重
修
 緯
書
 集
盛
き
 

 
 

紀
要
二
ハ
）
 

一
 、
第
三
 0
 同
大
会
発
表
者
の
承
認
に
つ
い
て
 

申
込
一
六
九
名
の
発
表
を
承
認
し
た
。
 

 
 

て
 

Ⅰ
ー
 A
H
R
 
会
費
に
つ
い
て
 

一
 、
次
期
大
会
開
催
 校
は
 つ
い
て
 

0
 第
三
 0
 国
学
術
大
会
 

 
 

（
日
）
 

 
 

し
、
一
 

 
 

は
 左
の
 

と
お
り
。
 

一
 0
 月
一
五
日
（
金
）
一
 
二
 ・
 0
0
 ｜
 一
七
・
 0
0
 

仝
開
講
演
 

 
 

範
 

現
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
問
題
 

中
川
秀
 恭
 

 
 

 
 

 
 

0
 

理
事
会
昭
和
四
六
年
八
月
二
 0
 

日
 

 
  

 

 
 

会
報
 



 
 

一
 、
名
誉
ム
ス
員
に
つ
い
て
 

出
席
者
一
 0
 

一
名
議
長
池
田
末
利
 

0
 

会
見
総
会
昭
和
四
六
年
一
 
0
 
月
一
 
セ
日
 
（
日
）
 

 
 

こ
と
に
な
っ
た
。
 

 
 

d  - 一 

" る " " 

大
会
費
の
値
上
げ
に
つ
い
て
今
後
検
討
す
る
。
 

大
会
発
表
の
取
消
し
、
追
認
に
つ
い
て
当
番
 
校
 

の
で
締
切
厳
守
を
案
内
状
に
明
記
す
る
。
 

旧
約
聖
書
研
究
国
際
組
織
第
八
回
会
議
報
告
 

 
 

が
め
い
わ
く
す
 

 
 

 
 、

常
務
理
事
の
選
出
 

定
し
た
。
 

、
新
入
会
員
に
つ
い
 

、
 I
A
H
R
 
会
費
に
 に

つ
い
て
別
記
の
と
お
り
新
常
務
理
事
が
決
 

て
 

別
記
の
と
お
り
承
認
し
た
。
 

 
 

 
 

つ
い
て
年
額
二
 0 
ド
ル
を
 三
 0
 

ド
ル
と
す
る
㏄
 

      
大宗貞 報 
余教 選告 
開学 者 
健全姿 
授賞 員 
に授選 
つ 賞誉 
いに 報 
てっ告 

し Ⅰ 

て 

O 
一理 

こ員 との料金 、 事 

に侠 学 
な袴 研昭 
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Bodhisattvapitakastitra and its 

connections with Mahiiratnakiitastitra 

Akira HIRAKAWA 

The Bodhisattvapitaka-siitra (%@$&@) is mentioned in the K~Byapa-parivarta- 

We are available many versions of the KBByapa-p., namely a Sanskrit original 

text, a Tibetan version and four Chinese versions. The Bodhisattvapifaka-S. i s  

mentioned in its all versions (von Steiil-Holstein's edition pp. 13-15). The oldest 

Chinese version was translated by Lokaraksa between the latter half of the 2 nd 

century and was named B (Ratnakiita-dharmaparysya, do. pp. 82-83). 

It  means that the original name of the Ks8yapa-p. was the Ratnakiita-dharmaparys~a 

and the original shape of the Bodhisattvapitaka-s. was older than the Ratnakiitadhar- 

maparysya which was established in India before the 2 nd century, because the 

former is cited in the latter. 

In this treatise I tried to clarify the formation of the Bodhisattvapitaka-s. from 

the two ways, namely from the study of the four siltras which had the same name 

of the Bodhisattvapifaka-s. and from the another way or the study of the materials 

concerning this siitra which were preserved in the other siitras and ASistras. 

We have the four sutras which have the same name of the Bodhisattvapitaka-S. in 

Chinese Tripifaka. In them the two siitras are included in the Maharatnakiitasiitra 

(Taisho No. 310, Chapers 1 2  th, 17 thj.  The old Ratnakiitadharmaparyiiya is included 

in the Maharatnakiifasiitra too as  its 43 rd Chapter intitled the KaByapa-parivarta. 

There is another Bodhisattvapitaka-s. in Chinese Tripifaka as named k%%$&&E 
$!$i?$ (Taisho No. 316). But this is the another version of the 12 th Chapter of the 

MahSiratnakiitasiitra. We have another smaller Bodhisattvapifakasiitra in Chinese 

Tripifaka (Taisho No. 1491). This last one is a siitra explaining the Buddhist 

confession in the presence of the Buddha's image. And the other three siitras. 

mentioned above are the siitras explaining Buddha's austerities for his enlightenment 

in his former Bodhisattva lives. But the inhalts of the two siitras (Chapter 12 t h  

and 17 th. No. 310 is just the same with the chapter 12 th) are respectively different. 

But I can not indicate to identify which of these siitras with the Bodhisattvapitaka-s. 

mentioned in the old Ratnakiifadharmaparyaya. Anyhow the Bodhisattvapitaka-s. 

would have the familiar relations with the Mahtiratnakiifasctra. 



The names of the Bodhisattvapitaka or Bodhisattvapitakasiitra are mentioned 

in the many another siitras and Sastras. I examined those materials and got to a 

conclusion as follows. At the begining of MahSiySina Buddhism some MahBySinasiitras 

were gathered, compiled in a pifaka and named as  the Bodhisattvapifaka, namely 

the Bodhisattvapifaka was in actual existence in the former days of Makyana 

Buddhism. In the later time each siitra which was included in the pitaka was called 

by the general name of the Bodhisattvapifakasiitra. But a t  the same time some of 

them had their respective names. For instance AjataSatrukaukrtyavinodana-sfitra 

(Taisho nos. 626-629) is called by the another name of Bodhisattvapitaka-siitra in 

MaMySinsvatSira-4Sstra (Taisho No. 1634). 

Emergence of the So-called Zen Sect 

after Hui-neng and Platform-sutra. 

-On due consideration of Baso's 

Annalects ,% @ %$@- 

Takayuki NAGASHIMA 

Mentioning many evidences, I stated here how the Baso's Annalects were 

influenced by the Dankyo (Platform-sutra). The days before he met his teacher 

''$j@" (Nangaku), the conversation a t  his first meeting with his teacher and the 

paragraph of Baso's disciples "%j&" (Ez6) and ''BtLf' (Yakuzan) are completely 

modeled after the Platform-sutra. 

Moreovere, the words, dictions and illustrations used in the Annalects are 

found here and there in the Platform-sutra. In addition, the prophecy by Baso is 

also quite similar to that by Hui-nQng in the Platform-sutra. Next, I mentioned 

reference to the material of the catechisms in the Zen sect contained only in the 

Annalects, which scarecely can be found in the Tunfuang-Book Platform-sutra. 

That is why those days lied halfway after Hui-nkng's death and before the emer- 

gence of , the  catechisms in the Zen sect and why those days formed an epoch to 

the subsequent days. 

It  does not, however, mean the full fledged development of the Zen sect, but 



t he  prologue to the subsequent days "$@" (Shumitsu) and "x&$" (Bun-eki) in the 

later years discussed. 

Lastly, I mentioned that "ve&Eg' (Very truth is the normal mind) which 

is the central thought in the Annalects can be considered as the integration of 

'seeing mind ' which means constant contemplation in the four cardinal behaviours 

(i. e. walking, stopping, sitting and lying) the Platform-sutra expounds and of "@" 

(Rapidness) of "@j#f" (Rapidness and Steadiness). 

Accordingly, I presumed that this issue would prove to be a part of the evidences 

that the Zen sect developed after Hui-nsng and the Platform-sutra. 

Sukhavati, Amente , Elysion 

Akira SADAKATA 

The origin of Amidism has been discussed by many scholars. According to 

Dr. Fujita, who has recently published an elaborate work on this subject, the idea 

of the Land of Bliss (Sukhiivati) comes from Indian thought itself. According to 

Dr. Iwamoto, i t  comes from Judaic "Eden ". I propose here the hellenistic origin 

of the idea. 

Hellenism prevailed in North-West India in the first two or three centuries of 

the Christian Era, and Amidism is said to have taken shape in this region in the 

same period. The excavation of a Kushsna palace a t  Begriim (ancient KapiSa) in 

Afghanistan brought to light many objects of hellenistic character, including sta- 

tuettes of Greek and Egyptian gods. Some of these objects seem to have been pro- 

duced in Alexandria. (Alexandria became an influential city under the Ptolemaic 

Dynasty, the founder of which, Ptolemy I, concocted a new religion out of Greek 

and Egyptian mythologies.) We may suppose, therefore, that between Alexandria 

and KapiSa the exchange of thoughts was possible. The ideas " Elysian ", " MakarBn 

Nesoi ", " Gardens of the Hesperides " of Greek myth and the Egyptian " Amente " 
were very probably known to the Buddhists in Northwestern India. Hence I would 

suggest that these western ideas of the "Land of Bliss in the West" may have 

been adopted by. the Buddhists and turned into a dogmatic core of a new Buddhism, 

that is Amidism. This suggestion can't be hoped to solve all the problems of 

Amidism, but the concept of " West " a t  least-" West " in which the Buddhist's 

"Land of Bliss " is said to be situated-can be more easily explained. 



Das Motiv der Wasser-Spaltung 
in der Schilfmeersiiberlieferung 

Hisao SADAKATA 

Nach M. Noth ist die Erzahlung von der Errettung am Meer aIs der eigentliche 

Kern des Themas von der ,,Herausfiihrung aus Agypten", die den Kristallisations- 

kern der gesamten groBen Pentateucherzahlung bildet, anzusprechen, zumal der 

kurze Hymnus in Ex. 15 ; 21 b die alteste Aussage iiber das Ereignis am Meer irn 

Alten Testament erhalt. 

Es ist doch der Frage, ob der Meer-Bericht eigentlich zur Auszugstradition 

gehtirte. Wie auffaaten die altere Quellenschichten jeder das Ereignis am Meer ? 

Zu welcher Tradition eigentlich gehiSrte der Meer-Bericht ? 

In Ex. 13 ; 17-14 ; 31 finden wir zweierleie Schilderungen vom Ereignis am Meer. 

Einerseits druckt die Version von J (Ex. 13 ; 20-22,14 ; 5 a*, b, 6,9 a,  10 ab, 13-14,19 

b, 20-21 a,  24-25,27 aPb, 30-31) den Sieg Jahwes iiber itgypten aus, ahnlich mit Ex. 

15 ; 21 b, anderseits betont die Version von E (Ex. 13 ; 17-19,14 ; 7,16,19 a, 21 a b, 

22-23,26-27 acr, 28-29) mit Nachdruck, daB Mose auf Weisung Gottes das Wasser 

spaltet. Bei der Schilderung von J, dessen Auffassung iiber das Ereignis am Meer 

allgemein im Alten Testament wird, von einem Durchzug durchs Meer ist keine 

Rede, aber doch bei der von E, dessen Meersuberlieferung vermutlich nach dem 

Vorbild des Durchzuges durch der Jordan in der mittelpalastinischen Landnahmes- 

tradition geformt wurde, vom Meer ist die Rede. Nebenbei bemerkt, E mag das 

Motiv der Wasser-Spaltung von der kanaanaischen Mythologie gelernt haben. Aber, 

sei es wahr oder nicht, lag es in der Absicht von E, durch das Motiv der Wasser- 

Spaltung die Gegenwartigkeit Gottes zu beweisen. 

Die Meersiiberlieferungen von JE, die eigentlich zur Wiisten-Tradition gehdrten 

hatten und danach in die Auszugstradition aufgenommen wurden, vermutlich wurden 

mit den Themen, wie zum Beispiel ,, Wiedergeburt ", ,, Schapfung " oder ,, Eschato- 

logie ", erst im Exil oder in der nachexilischen Zeit verkniipft. Noch d a m  ist es 

nur in D und seinen sekundaren Erweiterungen ausgedriickt, dal3 Israel durchs 

S c h i 1 f-Meer gewatet hatte. 




