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仏典の レ トリック と和歌 の自然観

平
安
時
代

の
和
歌
は
、
仏
教
思
想
の
深

い
影
響
を
受
け
た
。
し
か
し
、
そ
の

影
響

の
実
際
の
過
程

に
お
い
て
は
、
本
来
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
修
辞

法
に
従

っ
て
作
成
さ
れ
た
仏
典

の
表
現
法
と
和
歌
の
修
辞

の
間
に
は
大
き
な
溝

が
あ
り
、
仏
教
的
な
世
界
観
と
自
然
観
が
和
歌

の
自
家
薬
籠
中
の
も

の
と
し
て

消
化
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
様
々
な
葛
藤
と
長

い
年
月
が
必
要

で
あ

っ
た
。
本
稿

で
は
仏
典

に
現
れ
る
修
辞
法
と
そ
れ
に
盛
ら
れ
た
思
想
が
、
ど
の
よ
う
な
過
程

を

へ
て
和
歌
の
基
本
的
な
表
現
で
あ
る
、
自
然
界

の
季
節

の
移
ろ
い
の
描
写

に

融
合
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
考
察
す
る
。

1

法
華
経
の
自
然
観

平
安
時
代

の
文
化
、
文
学

に
最
も
深

い
影
響
を
与
え
た
仏
教

の
経
典
は
法
華

経

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
法
華
経

の
描

き
出
す
仏
国
土
、
す
な
わ
ち
仏
教
徒

に

と

っ
て
の
理
想

の
世
界
は
、
平
安
時
代
、

法
華
経
を
最
高

の
経
典
と
し
て
尊
崇

し
た
天
台
宗

の
寺
院

の
有
様
と
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。

日
本
天
台
宗

の
開
祖
、
最
澄
は
そ
の
法
華
教
学
の
根
本
道
場
を
比
叡
山

に
建

立
し
た
。
急
な
山
肌

に
は
杉

の
巨
木
が
生

い
茂
り
、
沢
が
深
く
山
容
を
え
ぐ

っ

て
い
る
。
鬱
蒼
と
し
た
森
林
の
中

に
、
建
物
が
並
ぶ
。
平
地

の
ほ
と
ん
ど
無

い

山
地
で
あ

る
か
ら
、
高
低
様
々
に
堂
宇
が
散
在
す
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
比
叡
山
延
暦
寺

の
寺
観
と
法
華
経
の
描
き
出
す
仏
国
土
を
比

べ
て
み
よ
う
。
法
華
経

に
現
れ
る
寺
院

の
建
物

の
中

で
、
も

っ
と
も
尊
重
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
「見
宝
塔
品
」
に
そ
の
壮
麗
な
た
た
ず
ま
い
を
描

か
れ

た
仏
塔
で
あ

る
。

爾
時
佛
前
。
有
七
寶
塔
。
高
五
百
由
旬
。
(中
略
)
種
種
寶
物
。
而
荘
校

之
。
五
千
欄
楯
。
龕
室
千
萬
。
無
數
幢
旛
。
以
爲
嚴
飾
。
垂
寶
瓔
珞
。
寶

し
や
こ

鈴
萬
億
。
而
懸
其
上
。
(中
略
)
其
諸
旛
蓋
。
以
金
銀
、
瑠
璃
、
車
渠
、
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ま
転
組
)

碼

碯

、

真

珠

、

攻

瑰

。

こ
の

「見
宝
塔
品
」

の
宝
塔
は
、
無
数

の
宝
幔
、
き
ら
び
や
か
な
織
物
と
金
、

銀
、
瑠
璃
、
真
珠
な
ど
七

つ
の
宝

に
よ
っ
て
飾
り
た
て
ら
れ
た
、
完
全
な
人
工

物
で
あ
る
。
燦
然
と
輝
く
宝
石
を
ち
り
ば

め
ら
れ
た
王
冠

の
ご
と
く
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
宝
塔
が
空
中
高
く
そ
び
え

る
と
き
こ
の
娑
婆
世
界
は
清
浄
な
仏

国
土
に
変
容
す
る
が
、
そ
の
描
写
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

時
娑
婆
世
界
。
即
変
清
浄
。
瑠
璃
以
地
。
宝
樹
荘
厳
。
黄
金
以
縄
。
以
界

(
2
)

八
道
。
無
諸
聚
落
。
村
営
城
邑
。
大
海
江
河
。
山
川
林
藪
。

こ
の
仏
教

の
理
想
郷
は
、
「宝
地
平
正
」
完
全
な
平
地

で
あ
り
、
海
、
山
も

無
け
れ
ば
川
も
な
く
、
林
、
草
も
な
い
。
植
物
が
消
失
し
た
代
わ
り
に
、
大
地

は
宝
石

の
瑠
璃
に
よ

っ
て
覆
わ
れ
る
。
鉱
物
質

の
硬
質
な
キ
ラ
キ
ラ
と
し
た
輝

き
で
世
界
は
満
た
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
仏
国
土
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
寺

の
境
内
を
造
営
す
る
と
す
れ
ぽ
、

ま
ず
土
地
を
水
平

に
な
ら
し
、
さ
ら
に
そ

の
上
を
舗
石
で
覆
う
か
、
白
砂
や
玉

砂
利
を
敷
き
詰
め
る
と
い
う
や
り
方
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
日
本

の
寺

で
も
例

え
ば
最
初
期

の
寺

の
代
表
、
法
隆
寺
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
敷
地

の
観
念
を
持

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

海
、
山
、
川
、
木
々
、
草
の
無
い
世
界

、
そ
れ
は
日
本
の
和
歌

の
代
表
的
な

景
物
を
消
去
し
た
世
界

で
あ
る
。
ま
た
宝
塔
が
、
宝
石
と
金
銀

の
き
ら
ぎ
ら
し

い
装
飾
に
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
表
現
も
、
日
本

の
平
安
時
代

の
寺

の

内
部
が
天
蓋
や
瓔
珞
な
ど
金
色
に
輝
く
複
雑
な
装
飾

で
荘
厳
さ
れ
て
い
る
の
は
、

そ
れ
を

一
つ
の
模
範
と
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
よ

う
な
寺
院

の
華
麗
な
内
部
の
装
飾
が
ほ
と
ん
ど
和
歌
の
題
材

に
な
ら
な
か

っ
た

こ
と
は
、
こ
う
し
た
人
工
的
で
無
機
的
な
装
飾

の
美
学
が
も
と
も
と
自
然
の
風

物
を
歌
う
こ
と
に
重
点
の
あ

っ
た
和
歌

の
美
学
と
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
か

っ
た

た
め
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

2

『往
生
要
集
』

に
あ
ら
わ
れ
る
季
節
感

の
否
定

和
歌

の
題
材
と
し
て
の
自
然
を
考
え
る
際
に
最
も
重
要
な
季
節

の
移
り
変
わ

り
に
つ
い
て
も
、
仏
典

の
理
想
と
す

る
世
界

は
対
照
的
で
あ
る
。
源
信

(九
四

ニ
ー

一
〇

一
七
)
に
よ

っ
て
書
か
れ
た

『往
生
要
集
』
は
、
平
安
後
期

の
思
想
、

文
学
に
大
き
な
影
響
力
を
持

っ
た
が
、
そ
の

『往
生
要
集
』
に
あ
ら
わ
れ
る
極

楽

の
模
様

は
い
わ
ぽ
季
節
の
無

い
常
春
の
世
界
で
あ
る
。

光
明
周
遍
し
て
日
月
燈
燭
を
用
い
ず
。
冷
暖
調
和
し
て
春
夏
秋
冬
あ

る
こ

(
3
)

と
な
し
。
自
然
の
徳
風
は
温
冷
調
適
し
…
…

そ
こ
に
は
光
が
あ
ま
ね
く
満
ち
て
い
る
の
で
、
太
陽
や
月
も
い
ら
な
い
。
昼

と
夜

の
区
別
が
無

い
。
さ
ら
に

「冷
暖
調
和
し
て
」

エ
ア
コ
ン
が
効

い
た
よ
う
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に
、
寒
暖

の
区
別
が
な
く
、
春
夏
秋
冬

と
い
う
季
節

の
変
化
と
い
う
も

の
が
無

い
。
程
よ
い
暖
か
さ
の
風
が
極
楽
往
生

を
し
た
人
々
に
い
つ
も
心
地
よ
く
吹

い

て
い
る
。
ま
た
毎
朝
花
が
風
に
散

っ
て
厚
く
地
を
覆
う
が
、
次

の
朝
に
は
そ
れ

は
地
に
没
し
て
、
ま
た
新
た
な
花
び
ら
が
地
面
に
降
り
敷
く

の
で
あ
る
。
毎
日

が
春
、
花
咲
く
と
き
で
あ

っ
て
、
そ
の
ほ
か
の
季
節

は
存
在
し
な
い
。

或
は
冬
夏
の
時
、
冷
熱
の
風

の
触

れ
る
は
大
苦
悩
を
得
る
こ
と
牛
を
生
剥

(
4

)

ぎ
に
し
て
墻
壁
に
触
れ
し
む
る
が

ご
と
し

季
節

の
変
化
と
い
う
も
の
は
こ
の
世

の
も

の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
無
常

の

一

つ
の
現
れ
で
あ
る
。
厭
う
べ
き
こ
の
世

の
転
変

の
代
表
と

『往
生
要
集
』

で
は

見
な
さ
れ
て
い
る
。
夏
冬

の
暑
さ
、
寒

さ
の
苦
し
み
は
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て

味
わ
う
苦
し
み
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
天
候

の
変
化
、
風
も
雨
も

ま
た
苦
し
み
の
原
因
で
あ
る
。

一
日

一
日
が
進
む
こ
と
は
、
生
命
が
減
少
す
る

こ
と
で
あ

っ
て
、
ま
さ
に
そ
れ
は
苦
し

み
で
あ
る
。
時

の
流
れ
そ
れ
自
体
が
厭

う
べ
き

「無
常
」
で
あ
り
、
季
節

の
移

ろ
い
も
ま
た
否
定
的

に
見
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
季
節

の
な
い
事
、
天
候

の
変
わ
り
無
い
こ
と
が
喜
び

の
源
で
あ

る
と

い
う

『往
生
要
集
』
の
思
想

は
、
和
歌

の
四
季
折
々
の
景
物
の
美
を
詠
い

あ
げ
る
と
い
う
美
学
と
は
、
真

っ
向

か
ら
対
立
し
て
い
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
法
華
経
と

『往
生
要
集
』
と
い
う
平
安
時
代
に
最
も
影
響

力

の
あ

っ
た
二

つ
の
仏
典

の
典
型
的
に
表
す
自
然
観
は
、
山
、
川
、
海
、
谷
、

木
、
草
と
い
う
よ
う
な
、
地
形
上
の
変
化
や
、
雨
風
、
春
夏
秋
冬
と
い
っ
た
天

候
や
季
節

の
変
化
を
厭

い
、
否
定
す
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然

の
風

物
を
詠
む
事
を
そ
の
営
み
の
中
心
に
据
え
る
和
歌
が
こ
の
仏
教

の
自
然
観
を
取

り
込
も
う
と
す
る
と
き
、
大
き
な
葛
藤
を
生
ず
る
事

に
な
る
。
ま
た
、
平
安
時

代

の
中
心
思
想
で
あ
る
仏
教
か
ら
見
れ
ば
恋
愛
と
自
然

の
景
物
を
好

ん
で
歌
う

和
歌
は
異
教
的
な
存
在
で
あ
り
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
和
歌
や
物
語
文
学
を
狂
言
綺
語
と
し
て
排
斥
す
る
態
度
も
こ
の
よ

う
な
自
然
観
、
恋
愛
観

の
食

い
違

い
に
起
因
す
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
以
下
、
仏
教
を
篤
く
信
仰
し
た
平
安
時
代

の
歌
人
の
和
歌

に
見
ら
れ
る
こ

う
し
た
世
界
観
、
自
然
観

の
矛
盾
、
葛
藤
と
そ
の
克
服
を
考
察
し
て
み
た
い
。

3

和
歌
に
お
け
る
仏
教
思
想

の
表
現

a

『発
心
和
歌
集
』
の
仏
教
思
想
表
現

村
上
天
皇

の
皇
女
、
選
子
内
親

王

(九
六
四
-

一
〇
三
五
)
は
十
世
紀
終
わ
り
か
ら
十

一
世
紀

の
初

め
に
か
け

て
賀
茂

の
斎
院
を
勤
め
、
そ
の
宮
は
和
歌
の
才
に
優
れ
た
斎
宮
と
そ
れ
に
仕
え

る
女
房
達

の
存
在
に
よ

っ
て
、
サ

ロ
ン
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
し
か
し
選
子

内
親
王
は
晩
年
次
第

に
仏
教
の
信
仰
を
深
め
、
神

に
仕
え
る
斎
院
と
い
う
立
場

に
あ
り
な
が
ら
出
家
を
望
み
、
関
白
藤
原
頼
通

の
慰
留
を
振
り
切

っ
て
退
出
し
、

落
飾
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
神

の
道
と
仏
教
が
共
存
は
し
て
い
て
も
、
融
合
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
、
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
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同
時

に
、
選
子
内
親
王
は
和
歌

に
よ

っ
て
仏

に
結
縁
し
よ
う
と
し
て
、
寛
弘

九
年

(
一
〇

一
二
)
に

『発
心
和
歌
集
』

を
著
し
た
。
こ
の
和
歌
集

の
序
文
を

読
む
と
彼
女
が
文
学

の
修
辞

の
観
点

か
ら
、
仏
曲
ハと
和
歌

の
異
質
性
を
意
識
し

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
て
、
興
味
深

い
。

煩
悩
無
辺
誓
願
断

か
ぞ
ふ
べ
き

方
も
な
け
れ
ど

身
に
近
き

ま
つ
は
い
つ
つ
の

さ
わ
り
な
り
け
る

58

妾
久
係
念
於
仏
陀
常
寄
情
法
宝
為
菩
提
也
、
釈
尊
説
法
法
華

一
乗
歌
詠
諸

如
来
之
善
、
爰
知
歌
詠
之
功
高
為
仏
事
焉
、
猶
梵
語
天
竺
之
詞
流
沙
遙
隔
、

(
5
)

 漢
字
者
震
旦
之
跡
風
俗
各
殊
、
弟
子
誕
生
皇
朝
受
身
婦
女
…
…

法
門
無
尽
誓
願
知

い
か
に
し
て

つ
く
し
て
し
ら
ん

さ
と
る
こ
と

(6
)

入
る
こ
と
難
き

門
と
き
け
ど
も

私
は
長

い
こ
と
仏
法
に
心
を
寄
せ
て
き

た
。
釈
迦

の
説
に
よ
れ
ば
法
華

一
乗

の
教
え
を
歌

に
詠
う
こ
と
は
諸
々
の
如
来

の
善
を
為
す
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
和
歌
を
詠
む
こ
と

の
功
は
仏
事
を
為
す
に
も
劣
ら
な
い
と
知
ら

れ
る
。
し
か
し
梵
語
は
流
砂

の
遥
か
か
な
た
の
イ
ソ
ド
の
言
葉
で
あ
り
、
漢
字

は
中
国
の
も

の
で
あ
り
、
風
俗

は
そ
れ
ぞ

れ
異
な

っ
て
い
る
。

選
子
内
親
王
は
日
本
に
生
ま
れ
た
婦
女

子
の
身
に
あ

っ
て
、
和
歌

に
よ
っ
て

宝
塔
を
建
立
す
る
こ
と
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
功
徳
を
つ
む
こ
と
を
願
う
の
で
あ

る
。

衆
生
無
辺
誓
願
度

誰
と
な
く

ひ
と

つ
の
の
り
の

い
か
だ
に
て

か
な
た
の
岸

に

つ
く
よ
し
も
が

な

こ
の

『発
心
和
歌
集
』

の
最
初

の
三
つ
の
和
歌
を
見
る
と
、
仏
教

の
哲
学
的
、

抽
象
的
な
教
理
が
表
面

に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。

の
り
、
い
つ
つ
の
さ
わ
り
、

さ
と
る
、
な
ど
の
教
義
上
重
要
な
術
語
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
自

然

の
景
物
は
殆
ど
現
れ
な
い
。
い
か
だ
、
か
な
た
の
岸
と
い
っ
た
言
葉
も
、
完

全

に
仏
教

の
教
え
を
比
喩
す
る
こ
と
ば
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。
象
徴
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

一
目
で
わ
か
る
よ
う
な
言
葉
使
い
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
教
理
を
説
く
言
葉
の
用
法
こ
そ
、
作
者
が
日
本
の
和

歌

の
世
界
と
き
わ
め
て
異
質
な
も
の
と
意
識
し
た
点
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で

『発
心
和
歌
集
』

の
な
か
で
中
心
を
な
す
部
分
は
、
法
華
経

二
十

八
品

の
そ
れ
ぞ
れ
の
章
か
ら
漢
文
を

一
く
ぎ
り
ず

つ
取
り
出
し
て
き

て
、
そ
の

内
容

に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
和
歌
を
附
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
和
歌
を
見

る
と
も
う
少
し
自
然
物

に
よ

っ
た
比
喩
的
な
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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信
解
品

示
其
金
銀
、
真
珠
頗
梨
、
諸
物
出

入
、
皆
使
令
知
、
猶
処
門
外
、
止
宿
草

庵草
の
庵
に

と
し

へ
し
程

の

心

に
は

露
か
か
ら
ん
と

お
も
ひ
か
け
き
や

薬
草
喩
品

譬
如
大
雲
、
以

一
味
雨
、
潤
於
人
花

、
各
得
成
実

ひ
と
つ
色

に

我
が
身
う

つ
れ
ど

花
の
色
も

(
7
)

に
し
に
さ
す
え
や

匂
ひ
ま
す
ら
ん

こ
こ
で
は
、
花
、
草

の
庵
、
露
な
ど

の
自
然
物

に
よ
る
比
喩
が
多
用
さ
れ
て

い
る
。

そ
れ
は
法
華
経

の
漢
文
原
文
で
も
用

い
ら
れ
て
い
る
表
現

で
あ
る
。
こ
れ
は
、

作
者
が
法
華
経
の
章
句

の
中
か
ら
、
和
歌

の
表
現
に
な
じ
み
や
す
い
も

の
を
意

図
的
に
取
り
出
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

一
章

で

和
歌
的

で
は
な

い
と
し
た
金
、
銀
、
宝
石

の
語
は
漢
文
に
あ
る
も

の
が
和
歌
で

は
省
か
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

ま
た

「見
宝
塔
品
」
の
和
歌
で
は
原
文

の
大
半
を
埋
め
尽
く
し
て
い
る
き
ら

び
や
か
な
、
装
飾
過
多

の
仏
国
土
の
描
写
を
作
者
は
明
ら
か
に
避
け
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

釈
迦
牟
尼
仏
、
以
右
指
開
、
七
宝
塔
戸
、

玉
の
戸
を

開
き
し
時

に

あ
は
ず
し
て

開
け
ぬ
夜

に
し
も

(8
)

ま

ど

ふ

べ

し

や

は

出
大
音
声

こ
こ
で
は
、
様

々
な
装
飾
、
瓔
珞
や
宝
鈴
、
金
銀
、
宝
石
で
飾
ら
れ
た
宝
塔

は
、
玉
の
戸
と
い
う

一
言

に
簡
素
化
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

法
華
経
と
い
う
経
典
自
体
、
抽
象
的
、
哲
学
的
な
表
現
を
取
ら
ず

に
、
具
象

物

に
よ
る
比
喩
を
多
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
法
華
経

の
た
と
え
の
特
徴
は
、

寓
話
的
な
物
語

に
よ
る
比
喩
に
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
和

歌
の
比
喩
は
自
然
物
、
自
然
現
象
す
な
わ
ち
花
、
露
、
雨
、
雲
な
ど
に
よ
る
表

現
が
多

い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
花
や
露
は
あ
く
ま
で
も
仏
法

を
象
徴
す
る
手
段
で
あ
り
、
そ
の
比
喩

の
使
い
方

の
源
泉
を
法
華
経
の
中

に
も

っ
て
い
る
。
法
華
経
は
比
喩
の
レ
ト
リ

ッ
ク
の
宝
庫
と
言
え
る
が
、
和
歌
は
そ

の
比
喩

の
類
型
の
中
か
ら
、
自
然

の
景
物
に
関
わ
る
も
の
を
選
択
的
に
取
り
出

し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
以
下
も
う
少
し
詳
細
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

法
華
経

の
中
で
も

「方
便
品
」
は
こ
の
よ
ヶ
な
現
実
世
界

の
様
々
な
事
物
が

仏
教

の
深
遠
な
悟
り
の
世
界
を
象
徴
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
仏
教
の
世
界

に
入

る
た
め
の
契
機
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
を
如
来
自
身

の

言
葉
と
し
て
最
も
明
確

に
述
べ
て
い
る
。
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舎
利
弗
、
吾
れ
成
仏
し
て
こ
の
か

た
、
種
種

の
因
縁
、
種
種

の
譬
喩
を
も

っ
て
広
く
言
行
を
演

べ
、
無
数

の
方
便
を
も

っ
て
衆
生
を
引
導
し
て
、
諸

(9
)

の
著
を
離
れ
し
む
。

ま
た
、
様
々
な
建
物

の
建
立
や
仏
像
を
造
る
こ
と
、
ま
た
供
養

の
心
を
持

っ

て
音
楽
を
奏
す
る
こ
と
も
仏
道
を
生
じ
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
子
供
が

戯
れ
に
草
や
木
や
筆
、
あ
る
い
は
指

の
爪
な
ど
で
仏
像
を
え
が
く
こ
と
も
仏
道

を
生
じ
る
道

で
あ
る
。
ま
た
乱
れ
た
心

で
た
だ

一
本

の
花
を
仏

の
画
像
に
捧
げ

る
こ
と
で
、
無
数
の
仏
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
。

若
人
散
乱
心

乃
至
以

一
華

供
養
於
画
像

漸
見
無
数
仏

選
子
内
親
王
が
、
長
い

「方
便
品
」

の
中

か
ら
選
び
出
し
た

一
節
は
ま
さ
に

こ
の
部
分
で
あ

っ
た
。
短
く
優
美
な
和
歌

は
、
さ
さ
や
か
な

一
本

の
花
を
ち
ょ

う
ど
想
わ
せ
る
。
壮
大
な
仏
典

の
分
量
と
表
現
に
圧
倒
さ
れ
そ
う

に
な
る
和
歌

の
作
者

に
対
し
て
こ
れ
は
い
か
に
も
心
を
魅
す
る
、
勇
気
づ
け
る
表
現
で
あ
る
。

内
親
王
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
な
和
歌
と
し
た
。

ひ
と
た
び

の

花
の
か
を
り
を

し
る
べ
に
て

(
10

)

む
す

の
仏

に

あ
い
み
ざ
ら
め
や

花
だ
け
で
は
な
く
、
「
は
な
の
か
を
り
」
と
表
現
が

よ
り
具
体
的

に
、
ま
た

余
韻
を
漂
わ
せ
た
物

に
な

っ
て
い
る
。
「
し
る
べ
」
と
い
う
こ
と
ぽ
も
漢
語

の

「方
便
」
の
抽
象
的
な
硬
質
な
響
き

に
対
し
て
、
道
端

の
ち
ょ
っ
と
し
た
置
き

石
と
か
、
小
枝

の
よ
う
な
も
の
を
連
想
さ
せ
て
、
柔
ら
か
く
、
や
さ
し
い
。
し

か
し
、
む
す

(無
数
)
の
仏
と
い
う
言
葉
は
漢
語
を
そ
の
ま
ま
引

い
て
い
て
、

い
さ
さ
か
生
硬

に
想
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に

『発
心
和
歌
集
』
の
修
辞
法
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や
漢
文

と
日
本
語

の
表
現
法
の
違

い
を
充
分
意
識
し
な
が
ら
、
法
華
経
そ
の
他

の
仏
典

の
様
々
な
思
想
を
和
歌
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
初
期

の

試
み
で
あ
る
た
め
に
、
直
訳
的
過
ぎ
る
表
現
も
時
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し

同
時

に
で
き
る
限
り
原
典

に
忠
実

に
と
い
う
作
者
の
姿
勢
が
、
日
本

の
和
歌
に

と

っ
て
か
な
り
異
質
の
も

の
だ

っ
た
仏
典

の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
、
和
歌

の
中

に
取

り
入
れ
て
そ

の
表
現
世
界
を
拡
張
す
る
と
い
う
緊
張
感
を

『発
心
和
歌
集
』
に

与
え
て
い
る
。

次

の
よ
う
な
、
仏
教
の
人
間
観

の
内
面

の
闇
を
深
く
掘
り
下
げ
る
表
現
は
、

日
本

の
詩
歌
に
と

っ
て
ま
だ
ま
だ
新
鮮
さ
に
満
ち
た
も
の
で
あ

っ
た
。
「化
城

喩
品
」
か
ら
作
者
は
苦
悩
す
る
悟
り
の
世
界

に
到
達
す
る
こ
と
の
な
か
な
か
で

き
な

い
衆
生
の
不
安
と
迷
い
に
満
ち
た
心
理
状
態
を
表
現
す
る

一
節
を
選
び
出

す
。
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衆
生
は
常

に
苦
悩
し
、
盲
冥
に
し

て
導
師
な
し
。

(11

)

苦
尽

の
道
を
知
ら
ず
、
解
脱
を
求

め
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て

く
ら
き
よ
り

く
ら
き
道

に
ぞ

入
り
ぬ
べ
き

(13

)

は
る
か
に
て
ら
せ

山
の
端

の
月

仏典 のレ トリック と和 歌の 自然観

こ
の
次
の
二
行
を
、
作
者
は
和
歌

の
前

に
引
用
し
て
い
る
。

長
夜
に
悪
趣
を
増
し
、
諸
天
衆
を
減
損
す
。

冥
き
よ
り
冥
き

に
入

っ
て
、
永
く
仏

の
名
を
聞
か
ず
。

無
明

の
暗

さ
の
な
か
に
あ

る
衆
生
は
、
長

い
夜
に
不
安

に
駆
ら
れ
、
天

の

神
々
の
働
き
を
損
な
う
ば

か
り
で
あ
る
。
暗
闇
か
ら
暗
闇
に
入

っ
て
救
済
者

で

あ
る
仏

の
存
在
に
気
づ
く
こ
と
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
苦
悩
と
絶
望
の
生
々
し

い
表
現
が
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
、

法
華
経
か
ら
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

選
子
内
親
王
は
次

の
よ
う
な
和
歌
を
経
文
に
あ

て
た
。

く
ら
き
よ
り

暗
き

に
な
が
く

入
り
ぬ
と
も

(
12

)

尋
ね
て
誰
に

問
わ
ん
と
す
ら
ん

こ
の
人
間
存
在

の
奥
底

の
苦
悩
と
不
安

の
表
現
は
、
和
泉
式
部

の
次
の
和
歌

に

も

、

取

り

入

れ

ら

れ

て

い
る

。

月

の
光
は
暗

い
道
す
な
わ
ち
無
明
を
て
ら
す
仏
の
知
恵
を
あ
ら
わ
す
も
の
と

し
て
、

こ
の
時
期

(十
世
紀
後
半
)
以
降
、
和
歌
の
中
で
頻
繁
に
用

い
ら
れ
る
。

こ
の
和
泉
式
部

の
歌
で
は
、
山

の
端

の
月
は
も
う
少
し
具
体
的
に
、
悟
り
を

開

い
た
尊

い
上
人
、

こ
の
和
歌

の
贈
り
先

の
播
磨

の
国
、
書
写
山
円
教
寺

の
性

空
上
人
を
さ
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
比
喩
的
な
表
現
法
は
、
仏
典
、
特

に
法
華
経

の
レ
ト
リ
ッ
ク
に

多
く
由
来
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
し
か
し
仏
典
そ
の
ま
ま
で
あ
る
の
で
は
な

い
。『発

心
和
歌
集
』
で
は
、
「法
師
品
」

の
次

の
漢
文
に
月
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

寂
寞
と
し
て
人

の
声
な
か
ら
ん
に
、
こ
の
経
典
を
読
誦
せ
ば

(14
)

わ
れ
爾

の
時
の
為
に
、
清
浄
光
明

の
身
を
現
ぜ
ん

法
華
経
に
お
い
て
は
如
来
は
し
ば
し
ば
光
明
、
ひ
か
り
そ
の
も

の
と
表
現
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
光
は
如
来

の
神
通
力

の
発
現
で
あ
り
、
眉
間

の
白
毫

か
ら
発

し
て
世
界
を
あ
ま
ね
く
照
ら
し
出
す
。
し
か
し

『発
心
和
歌
集
』

の
同
じ

「法

師
品
」
は
、
次

の
よ
う
に
歌
う
。
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空
す
み
て

心
の
ど
け
き

さ
夜
な
か
に

(15

)

有
明

の
月
の

ひ
か
り
を
ぞ
ま
す

こ
こ
で
は
如
来
の

「清
浄
光
明
身
」
は
有
明

の
月

の
ひ
か
り
と
言
い
換
え
ら

れ
て
い
る
。
さ
夜
中
と
時
が
限
定
さ
れ
、
空
に
か
か
る
有
明

の
月
と
表
現
さ
れ

る
と
そ
れ
が
仏
を
表
す
と
解

っ
て
い
て
も
、
読
者
は
夜
空
に
月
の
白
く
輝
く
姿

を
具
体
的

に
思
い
浮
か
べ
る
。
月
と
仏
を
比
喩

で
結
ぶ
と
し
て
も
、
和
歌

に
お

け
る
表
現
の
方
が
月

の
存
在
感
が
は
る
か
に
強

い
の
で
あ
る
。
比
喩
す
る
も
の
、

す
な
わ
ち
自
然
界

の
存
在
、
比
喩
さ
れ
る
も

の
、
す
な
わ
ち
哲
学
的
、
宗
教
的

な
真
理
の
単
な
る
操
り
人
形
で
は
な
く
し
て
、
自
立
性
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。上

に
引
用
し
た
和
歌
は
夜
半

の
月
の
澄

み
渡

る
美
し
さ
を
主
題
と
し
た
も
の
、

と
解
し
て
も
良

い
ほ
ど
に
、
月
の
存
在
感
が
強
く
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
仏
教
思
想
を
自
然
物

で
た
と
え
る
と
い
う
試
み
が
熱
心
に
行
わ
れ
た
結

果
、
月
や
花
な
ど
実
際

の
自
然
の
景
物
を
詠
ん
で
い
て
も
、
そ
の
背
後

に
は
仏

教
的
な
思
想
、
特
に
無
常
感
を
潜
在
さ
せ

て
い
る
と
い
う
作
歌

の
態
度
と
鑑
賞

の
約
束
ご
と
が
定
着
し
て
も
い
く

の
で
あ

る
。

4

月

の
意
味
す
る
も
の

選
子
内
親
王
の
賀
茂

の
斎
院
に
集
う
人

々
の
和
歌
は
、
季
節
季
節
の
年
中
行

事
を
織
り
こ
み
、
花
や
霞
、
鳥
な
ど

の
自
然
物
、
自
然
現
象
を
優
美
で
耽
美
的

な
読

み
ぶ
り
で
詠
い
あ
げ
た
も
の
が
、
多
く
を
占
め
て
い
る
。
斎
院

の
御
所
に

出
入
り
す
る
貴
族

の
男
女

の
歌
の
贈
答
は
、
『大
斎
院
前

の
御
集
』
に
収

め
ら

れ
て
、
そ
の
雅
や
か
な
遊
楽

の
雰
囲
気
を
我
々
に
伝
え
て
く
れ
る
。

御
庚
申
は
、
道
教
に
発
す
る
行
事

で
身
を
慎
ん
で
夜
明
か
し
を
す
る
こ
と
か

ら
、
平
安
時
代
に
は
管
弦
や
詩
歌

の
楽
し
み
を
夜
を
徹
し
て
行
う
と
い
う
貴
族

の
遊
楽

の
年
中
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
庚
申

の
夜
、
人
々
が
斎
院

の
御

所
に
集

っ
て
夜
更
し
を
し
て
い
る
と
、
そ
の
晩
は
月
が
こ
と
さ
ら
美
し
く
、
趣

が
あ

っ
た
の
で
、
斎
院

は

「深
き
夜

の
月
」
と
い
う
題
で
歌
を
詠
ま
せ
る
こ
と

と
し
た
。
御
自
身

の
作
は
、

深
き
夜

の

月
を
な
が
む
る

ほ
ど
も
な
く

(
16

)

あ
か
ぬ
に
あ
く
る
,
そ
ら
を
い
か
に
せ
む

夜
更
け
て
ま
す
ま
す
美
し
い
月
を
ゆ

っ
く
り
と

い
つ
ま
で
も
眺
め
て
い
た
い

の
に
、
い
く
ら
見
て
い
て
も
飽
き
な
い
心
地
な
の
に
、
も
う
空
は
明
る
み
は
じ

め
て
し
ま

っ
た
。

夜
更
け
の
月
は
、
美
し
い
。
優
雅
な
趣
味
の
行
き
届
い
た
賀
茂

の
斎
院

の
御

所
で
貴
婦
人
、
貴
公
子
達

は
、
そ
の
美
を
こ
こ
ろ
ゆ
く
ま
で
味
わ
い
、
陶
然
と

し
て
い
る
。
や
が
て
東

の
空
が
ほ
の
か
に
白
み
、
月
の
光
も
消
え
て
い
く
。
そ

の
時

の
移
り
変
わ
り
、
空

の
光
と
暗
さ
の
配
合

の
変
化
、
そ
れ
自
体
が
趣

の
あ
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仏典 の レ トリックと和歌 の自然観

る
、
味
わ
い
、
嘆
賞
す
べ
き
も

の
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
宮
廷
生
活

の
耽
美
的
な
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
の
自
然
と
は
別

の
自

然
と

の
関
わ
り
を
仏
典
は
日
本
人

に
伝
え
た
。
法
華
経
の
中

で
は

「寿
量
品
」

も
月

の
比
喩

は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
『発
心
和
歌
集
』

の

「寿
量
品
」

で

は
月
は
現
れ
な
い
が
、
『藤
原
公
任
歌
集
』
、
藤
原
俊
成
の

『長
秋
詠
藻
』

の
法

華
経
二
十
八
品
を
和
歌

に
し
た
作
品
で
は
、
月
が
仏
を
表
す
も
の
と
し
て
登
場

す
る
。

「寿
量
品
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
を
並

べ
て
み
る
。

如
来
寿
量
品

為
度
衆
生
故
、
方
便
現
涅
槃
、
而
実
不
滅
度
、
常
住
此
説
法
、
我
常
住
於

此
、
以
諸
神
通
力
、
令
顛
倒
衆
生
、
雖
近
而
不
見

そ
の
か
み
の

心
ま
ど
ひ
の

名

残
に
て

(17
)

ち
か
き
を
見
ぬ
ぞ

わ
び
し
か
り
け
る

(『発
心
和
歌
集
』)

寿
量
品

出
入
る
と

人
は
み
れ
ど
も

よ
と
と
も

に

(
18

)

わ
し
の
み
ね
な
る

月
は
の
ど
け
し

寿
量
品

常
在
霊
鷲
山

す
ゑ
の
世
は

雲

の
は
る
か
に

へ
だ

つ
と
も

(
『
公
任

集
』
)

(
19
)

照
ら
さ
ざ
ら
め
や

山
の
端

の
月

(『
長
秋

詠
藻

』
)

「寿
量
品
」

の
思
想
は
、
選
子
内
親
王
が
引
い
て
い
る
部
分

の
示
す
通
り
、
仏

が
涅
槃
を
現
ず

る
、
す
な
わ
ち
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
衆
生
を
教
化
す
る
た

め
の
方
便

で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
如
来
は
絶
対
の
真
理
を
体
現
し
て
い

る
の
だ
か
ら
、
不
滅
で
あ
り
、
常
住
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
華
経

の
説
法

の
場

で
あ
る
、
霊
鷲
山
に
常

に
い
ま
す
。
仮

の
も

の
と
し
て
現
し
た
如
来
の
涅
槃

に
、

衆
生
が
驚
き
、
嘆
き
か
な
し
む
の
は
法
身
と
し
て
の
仏

の
永
遠
性
を
ま
だ
信
仰

と
し
て
獲
得
し
て
い
な
い
、
迷
い
の
世
界
に
い
る
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
。
如

来

は
す
ぐ
近
く
に
お
わ
す
の
に
、
見
え
な
い
の
で
あ

る
。

と
こ
ろ
で

『発
心
和
歌
集
』
で
は
法
華
経

の
漢
文
を
か
な
り
長
く
引
用
し
て

「寿
量
品
」

の
思
想
が
理
解
さ
れ
る
よ
う

に
計
り
、
さ
ら

に
附
さ
れ
た
和
歌
も

漢
文

の
最
後

の
部
分
を
、
比
喩
を
用

い
ず
に
直
接
的

に
詠
ん
で
い
る
。
芸
術
と

し
て
は
、
表
現
が
い
さ
さ
か
説
明
的

に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
作
者

は
法
華
経

の
教
義
を
で
き
る
限
り
忠
実

に
和
歌

の
な
か
に
取
り
込
も
う
と
努
力

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

藤
原
公
任

の

「寿
量
品
」
の
和
歌
は
、
漢
文

の

一
節
を
引
く
こ
と
は
な

い
。

一
つ
の
和
歌
で
、
経
典

の

一
章
全
体
を
要
約
し
て
言

っ
て
し
ま
お
う
と
し
て
い

る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
如
来
を
月
に
た
と
え
、
涅
槃
を
そ
の
月
が
山
陰
に
か
く

れ
て
世
界
が

一
時
的
に
暗
闇
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
た
と
え
て
い
る
。
月

は
消
え
た
の
で
は
な
く
、

一
時
的
に
隠
れ
た
の
で
あ
る
。
法
華
経

の
自
然
観
は
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基
本
的
に
は
、
最
初

に
述
べ
た
よ
う
に
、

山
や
海
、
川
な
ど
地
形

の
変
化
を
嫌

う
。
そ

の
法
華
経
の
中
で
唯

一
尊
重
さ
れ
る
地
形
は
、
釈
迦
が
最
後

の
説
法
を

し
た
と

い
う
霊
鷲
山
で
あ
る
。
如
来
は
超

越
者
と
し
て
時
間
を
超
越
し
て
存
在

す
る
が
、
し
か
し
衆
生
を
教
化
す
る
た
め

に
方
便
と
し
て
肉
身
を
・兄
て
人

の
姿

と
な
る
。
同
様
に
如
来
は
あ
ら
ゆ
る
場
所

に
存
在
す
る
が
、
説
法
の
場
と
し
て

霊
鷲
山
と
い
う
特
定

の
場
所
に
登
場
す
る
の
で
あ

る
。
山
も
、
衆
生
教
化

の
方

便
上
、
意
味
の
あ
る
存
在
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
方
便
と
い
う
考
え
方

に
よ

っ
て
、
こ
の
世

の
様
々
な
事
物

は
、

存
在

の
意
義
を
再
確
認
さ
れ
る
。
月
や
花

と
い
う
最
も
あ
り
ふ
れ
た
歌

の
題
材

が
新
た
な
意
味
付
け
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

俊
成
の
和
歌

に
な
る
と
、
月
は
山

の
端

の
月
と
い
う
言

い
方
を
さ
れ
て
い
る
。

山

の
稜
線
が
見
え
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
月
は
い
ま
ま
さ
に
沈
む
と
こ
ろ
、
釈

迦

の
涅
槃

の
時
を
示
し
て
い
る
。
位
置
と
時
が
よ
り
細

か
く
限
定
さ
れ
て
い
る
。

原
典

の

「寿
量
品
」
で
は
、
如
来
は
単

に
光
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か

も
そ
れ
は

「慧
光
」

つ
ま
り
知
恵

の
光
と

い
う
言

い
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
如
来

を
形
容
す
る
他
の
言
葉
は
、
如
来

の
超
越
的
な
偉
大
さ
を
讃
、兇
る
無
限
を
現
す

数
詞
を
重
ね
た
も

の
が
多
用
さ
れ
る
。

わ
れ
仏
を
得

て
よ
り
こ
の
か
た
、
経

た
る
所
の
諸

の
劫
数

無
量
百
千
万
、
億
載
阿
僧
祗
な
り

常
に
法
を
説

い
て
、
無
数
億

の
衆
生

を
教
化
し
て

仏
道
に
入
ら
し
む
、

(
20
)

爾
し
て
よ
り
こ
の
か
た
無
量
劫
な
り

阿
僧
祗
は
無
量
に
大
き

い
数
を
意
味
す
る
か
ら
、
億
載
、
無
量
、
百
千
万
と

合
わ
せ
て
四
つ
の
膨
大
な
数
を
重
ね
て
、
久
遠

の
如
来

の
寿
命
を
現
そ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
金
銀
、
瑠
璃
、
真
珠
な
ど

の
き
ら
ぎ
ら
し
い
装
飾
と
並
ん

で
、
日
本

の
和
歌
が
ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
な
か

っ
た
イ
ン
ド
的
な
表
現
法
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「光
」
よ
り
も
な
お
抽
象
的
な
表
現
に
よ
っ
て
、
法
華
経
は
仏
陀
の
超
越
性
を

繰
り
返
し
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
和
歌
に
よ
る
法
華
経

の
表
現

は
仏
を
よ
り
身
近
な
自
然
物
、
月
や
花
を
通
し
て
比
喩
し
よ
う
と
す
る
。

5

『長
秋
詠
藻
』

の
釈
教
歌

藤
原
俊
成

の
私
家
集
、
『長
秋
詠
藻
』
か
ら
は
す
で
に
何
首

か
引
用
し
た
が
、

彼

に
は
法
華
経

二
十
八
品
を
和
歌
に
し
た
も
の
の
ほ
か
、
釈
教
歌
が
数
多
く
あ

る
。「法

師
品
」
に
は
次

の
よ
う
な
和
歌
を
あ
て
て
い
る
。

ま
た
あ
る
所
の

一
品
供
養

に
、
法
師
品
の
、
寂
寞
無
人
声
、
読
誦
此

経
曲
ハ、
我
爾
時
為
現
、
清
浄
光
明
身

と
ふ
ひ
と
の

あ
と
な
き
柴
の

庵

に
も

(
21

)

さ
し
く
る

つ
き
の

ひ
か
り
を
ぞ
待

つ
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こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
漢
文
は
、
さ
き

に
見
た

『発
心
和
歌
集
』

に
引
く
も

の

と
お
な
じ
で
あ
る
。
『発
心
和
歌
集
』

の

「法
師
品
」
は
、
次

の
よ
う
に
詠
ま

れ
て
い
た
。

も
そ
れ
は
柴

で
造
ら
れ
た
と
い
う
形
容
が
さ
ら
に
附
さ
れ
て
い
る
の
で
、

い
っ

そ
う
そ
の
具
体
的
な
姿
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
さ
し
く
る
月

の

光
を
待

っ
て
い
る
僧

の
姿
も
目
に
浮
か
ぶ
。
月
は
す
ぐ
そ
こ
の
山

の
峯

か
ら
光

を
な
げ

か
け
て
く
る
よ
う
に
身
近
な
も

の
に
思
わ
れ
る
。

仏典 の レトリックと和歌 の自然観

空
す
み
て

心

の
ど
け
き

さ
夜
な

か
に

有
明
の
月

の

ひ
か
り
を
ぞ
ま
す

こ
こ
に
お
い
て
も
、
光
明
身
、
光

で
表
さ
れ
た
抽
象
的
な
如
来

は
月

の
光

に

言

い
換
、兄
ら
れ
て
い
る
。
空

は
無
限

に
広

が
る
虚
空

で
は
な
く
て
、
雲
が
か
か

り
、
霧
の
く
る
、
気
象
変
化
を
刻
々
と
も

つ
生
き
た
大
気
で
あ
る
。
そ
れ
が
今

は
澄
み
わ
た

っ
た
状
態
に
な

っ
て
い
る
。

そ
う
し
て
如
来
の
出
現
は
、
そ
の
空

に
か
か
る
月

の
光
が

一
段
と
明
る
く
な

っ
た
こ
と
で
表
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
俊
成
の

「法
師
品
」
で
は
、
こ
こ
で

一
心
に
法
華
経
を
読
ん

で
い
る
の
は
、
山
中

に
庵
を
結
ん
で

一
人
修
行

に
励
む
僧

で
あ
る
。
と
ふ
ひ
と

の
あ
と
な
き
、
と
い
う
形
容
が
あ
る
の
で
人
里
も
ど
こ
か
に
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
、
修
行
者
も
も
と
は
そ
こ
に
あ

っ
て
友
人
達
と
の
交
際
が
あ

っ
た
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
原
文

の
漢
文
で
は
、
た
だ
人

の
声

の
し
な

い
山

の
中
で
、
修
行
者

は
あ
ら
ゆ
る
人
間
世
界

の
雑
念
か
ら
完
全

に
切
り
離
さ
れ
て
、
絶
対

の
孤
独
者

と
し
て
如
来

の
出
現
を
迎
え
る
。

庵
と

い
う
僧

の
住
む
場
所
、
小
さ
な
、
さ
さ
や
か
な
籠
り
の
住
ま
い
、
し
か

俊
成

に
は
も
う
ひ
と

つ
、
「法
師
品
」
を
詠
ん
だ
和
歌
が
あ
る
。

法
師
品

漸
見
湿
土
泥

決
定
知
近
水

武
蔵
野
の

ほ
り
か
ね
の
井
も

あ
る
も
の
を

(
22

)

う
れ
し
く
水

の

近
づ
き
に
け
る

こ
の
比
喩
は
、
法
華
経
を
納

め
た
宝
塔
を
礼
拝
し
、
供
養
す
る
こ
と
も
、
法

華
経
を
読
誦
す
る
こ
と
も
菩
提

に
近
づ

い
た
事
な

の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
表
す
。

そ
れ
は
井
戸
を
掘
る
と
き

に
湿

っ
た
土
を
見
て
、
水
が
近

い
と
知
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
華
経

の
中
に
し
ば
し
ば
説
か
れ
る

「方
便
」

の

一
つ

の
形

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
経
典

で
は
そ
れ
を
喩
え
を
も

ρ
て
表
す
が
、
和
歌

と
経
典

の
矛
盾
に
悩
む
歌
人
に
と

っ
て
、
最
も
親
し
み
や
す
い
部
分

で
あ
る
。

ほ
り
か
ね
の
井
と
は
武
蔵

の
国

に
あ
る
地
名

で
あ
る
。
地
名
を
詩
語
と
し
て

用
い
る
こ
と
は
、
日
本

の
和
歌
に
と

っ
て
も

っ
と
も
特
徴
的
な
修
辞
法

の

一
つ

で
あ
る
が
、
俊
成
は
、
法
華
経

の
比
喩
を
さ
ら
に
日
本
の
地
名
を
付
け
加
え
て
、

日
本
語

の
言
葉
遣
い
に
引
き
寄
せ
て
い
る
。
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そ
の
よ
う
な
修
辞

の
日
本
化

の
も
う

一
つ
の
例

に
六
時
賛
が
あ
る
。
六
時
賛

は
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土

の
有
様
を
六

つ
の
時

に
分
け
て
礼
賛
す
る
勤
行

で
あ

り
、
源
信
に
よ

っ
て
和
賛
が
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
六
時
賛
を
絵
に
描

い
た
も

の
に
、
和
歌
を
附
す
こ
と
を
依
頼
さ
れ
て
、
俊
成
が
作

っ
た
和
歌
が

『長
秋
詠

藻
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

原
文

の
漢
文
体
と
和
歌
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
も

の
を
、
引
用
す
る
.

晨
朝黄

金
瑠
璃

ノ
庭

二
出
テ
人
々
ト
共

二
花
ヲ
採

ル

あ
さ
ま
だ
き

露
け
き
花
を

折
る
ほ
ど
は

(
23
)

た
ま
し
く
庭

に

玉
ぞ
散
り
け
る

黄
金
瑠
璃
と
言
う
語
は
避
け
ら
れ
て
、
「
た
ま
し
く
」
と
い
う
言

い
方

に
変

え
ら
れ
て
い
る
。
金
や
宝
石
の
き
ら
き
ら
輝
く
輝
き
は
、
も

っ
と
柔
ら
か
い
石

の
ぬ
く
も

っ
た
光
沢

に
和
ら
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
花
は
、
露
を
帯
び

て
い

る
と
い
う
形
容
を
付
け
加
え
ら
れ
て
、
よ
り
旦
ハ体
的
、
細
密
な
描
写
が
行
わ
れ

る
。

日
没
時

或

ハ
国
界
悉
ク
無
数
大
雲
遍
満

ス
聞

ハ
地
蔵
大
薩
多
声
聞
出
家

ノ
形

ニ
テ
今
亦
此

二
来
至

ス

ゆ
ふ
ぐ
れ
の

あ
は
れ
た
ち
そ
ふ

(
24
)

家
を
出
で
た
る

姿
を
ぞ
見
る

雲
間
よ
り

漢
文
で
は

「無
数
大
雲
遍
満
」
と
言
う
と
こ
ろ
に
、
「
ゆ
ふ
ぐ
れ

の
あ

は
れ

た
ち
そ
ふ
雲
間
」
と
し
て
い
る
。
無
数

の
と
い
う
無
限
の
数
を
表
す
数
詞
が
省

か
れ
、
あ
は
れ
、
と

い
う
主
観
の
感
情
を
あ
ら
わ
す
言
葉
が
入

っ
て
い
る
。
彼

岸

の
救
済
を
神
秘
的

に
形
象
す
る

「
大
雲
」
は
、
風
に
な
び
き
雨
を
降
ら
せ
る
、

こ
の
世

の
自
然
現
象
と
し
て
の

「雲
問
」
に
言

い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
六
時
賛

に
は
そ
れ
ぞ
れ
日
中
時
、
日
没
時
な
ど

の
時
を
附
す
。
無
時
間
的
な
表
現
の
多

い
仏
典

に
あ

っ
て
は
、
六
時
賛
は
、
そ
れ
ぞ
れ
時
の
限
定
を
持

っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
時
を
限
定
す
る
言
葉
は
上

の
二
つ
の
例
で
は
、
余
韻
を
豊
か
に
感
じ

さ
せ
る
詩
語
と
し
て
効
果
的

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

6

方
便
と
し
て
の
四
季
の
変
化

2
章
で
述

べ
た
よ
う
に
、
源
信

の

『往
生
要
集
』
で
は
季
節

の
変
化
は
無
常

の
象
徴
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
釈
迦
は
常
住

で
あ

る
が
、
方
便
と
し
て
涅
槃
を
表
し
た
、
衆
生

の
教
化
の
た
め
に
あ

っ
て
は
な
ら

な
い
死
を
現
じ
た
、
と

い
う
考
え
方
を
四
季
に
応
用
す
れ
ぽ
、
自
然
界

の
四
季

の
変
化
も
、
我
々
に
無
常
を
悟
ら
せ
る
契
機
と
な

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な

る
。俊

成
は
、

こ
の
思
想
を
次
の
よ
う
な
和
歌
に
詠
ん
で
い
る
。
そ
れ
は

「寿
量
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品
」
の
方
便
を
説
く
部
分

の
心
を
よ
む
、
と
序
を
附
さ
れ
て
い
る
。

(寿
量
品
)
同
じ
品

の
為
度
衆
生
故
方
便
現
涅
槃

の
心
を
よ
め
る

花

の
散
り

紅
葉
流
る
る

山
河
も

(
25
)

人
を
渡
さ
む

た
め
と
こ
そ
き
け

花
が
散
り
、
紅
葉
が
落
ち
て
流
れ
て
い
る
山
中

の
河
も
、
衆
生
を
彼
岸

へ
と

渡
す
契
機
と
成

っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
。
散
る
花
、
流
れ
に
落
ち
た
紅
葉
、

と
い
う
よ
う
に
美
し
い
も

の
の
滅
び

の
姿

を
見
る
こ
と
は
、
こ
の
世
の
無
常
を

人
に
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

花
や
、
紅
葉
、
最
も
あ
り
ふ
れ
た
和
歌

の
題
材
も
、
こ
の
よ
う
な
形
で
仏
教

的
な
世
界
に
結
び
付
け
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
無
常
を
人
に
知
ら
し
む
る
、

と
い
う
趣
旨
か
ら
言
え
ぽ
、
花
や
紅
葉

は
そ
の
美
し
さ

の
盛
り
に
あ
る
と
き
よ

り
も
、
滅
び
、
散

っ
て
い
く
時
こ
そ
が
詠
わ
れ
ね
ぽ
な
ら
な

い
。

そ
う
し
て
、
そ
れ
は
単

に
厭
う
べ
き
も

の
で
は
な
く
、
や
は
り
芸
術
と
し
て

鑑
賞

の
対
象
と
な
る
、
別

の
美
し
さ
を
備

え
た
も

の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

次

の
和
歌
は
、
俊
成
が
歌
合
わ
せ
に
お

い
て
優
作
と
し
て
選
ん
だ
も

の
で
あ
る

が
、
仏
教
思
想
に
よ

っ
て
ひ
と
た
び
否
定

さ
れ
な
が
ら
、
や
は
り
美
し
い
も
の

と
し
て
平
安
朝
の
貴
族

に
愛
さ
れ
続
け
て
い
た
自
然
の
景
物

に
対
す
る
新
し
い

感
じ
か
た
を
典
型
的
に
表
し
て
い
る
。

匂
ひ
く
る

梅

の
あ
た
り
に

吹
く
風
は

(
26
)

つ
ら
き
も
の
か
ら

な

つ
か
し
き
か
な

(『御
室
撰
歌
合
』)

梅

の
花
の
咲
く
早
春
、
ま
だ
風
は
冷
た
い
。

つ
ら

い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

梅

の
か
す
か
な
か
お
り
を
含
ん
だ
風
は
、
や
は
り
な

つ
か
し
い
。

つ
ら
い
、
し

か
し
な
つ
か
し
い
、
と
い
う
否
定

の
相
を
内
に
秘

め
た
嘆
賞

の
気
持
ち
、
そ
れ

が

「あ
は
れ
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

俊
成

の

『長
秋
詠
藻
』

に
収
め
ら
れ
た
春
の
歌
を
み
る
と
、
作
者
が
本
来
楽

し
い
気
分

の
多

い
は
ず

の
春

の
歌
に
、
こ
の
あ
は
れ
の
想

い
を
込
め
よ
う
と
努

力
し
た
形
跡
を
窺
え
る
よ
う
に
思
う
。

久
安
六
年

(
=

五
〇
)
に
崇
徳
院

に
奉

っ
た
と
い
う
詞
書
を
も

つ
百
首

の

う
ち
春

の
歌
で
特

に
仏
教
思
想

の
目
だ

つ
も

の
を
い
く

つ
か
取
り
出
し
て
み
る
。

い
か
ば
か
り

花
を
ば
春
も

お
し
む
ら
む

か
つ
は
わ
が
身

の

限
り
と
思

て

桜

の
花
が
散
る
。
春
も

い
ま
や
滅
び

の
時
を
む
か
え
て
い
る
。
わ
が
身

の
限

り
、
人
の
死
を
表
す
言
葉
で
春

の
終
わ
り
と
い
う
の
は
、
異
色
で
あ
る
が
、
若

い
俊
成
が
無
常
を
自
然

の
移
ろ
い
に
み
る
と
い
う
理
念
を
多
少
強
引
に
表
現
し

よ
う
と
試
み
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
俊
成

は
桜
に
つ
い
て
は
、
散

る
こ
と
の
つ
ら
さ
、
惜
し
さ
を
集
中
的
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に
表
現
し
、
花

の
盛
り

の
満
ち
足
り
た
有
様
を
歌
う
も
の
は

一
首
も
な
い
。

つ
ら
き
か
な

な
ど

て
桜
は

の
ど

か
な
る

春

の
心
に

な
ら
わ
ざ
り
け
む

散
る
花

の

惜
し
さ
を
し
ば
し

知
ら
せ
ぼ
や

心
か

へ
せ
よ

春

の
や
ま
風

あ
じ
き
な
や

な
に
と
て
花

の

惜

し
か
ら
む

わ
が
身
は
春

の

よ
そ
な
る
も
の
を

桜
花

思
ふ
あ
ま
り
に

散
る
こ
と

の

(
27
)

憂
き
を
ぽ
風

に

お
ほ
せ

つ
る
哉

'
こ
の
連
続
す
る
四

つ
の
歌

に
於

て
俊
成

は
い
ず
れ
も
桜

の
花
の
散
る
様
を

つ

ら
し
、
憂
し
、
惜
し
し
な
ど

の
否
定
的
な
形
容
詞
で
表
現
し
て
い
る
。
ま
だ
表

現
は
生
硬
で
つ
ら
い
が
し
か
し
懐

か
し
い
と
い
う
余
韻

の
あ
る
表
現

に
は
い
た

っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
季
節
を
滅

び
の
相
に
見
よ
う
と
す
る
試

み
が
、

新
た
な
自
然

の
見
方
を
生
み
出

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

荒
れ
わ
た
る

秋

の
庭

こ
そ

あ
は
れ
な
れ

(
28
)

ま
し
て
き
え
な
む

露
の
夕
ぐ
れ

(『千
五
百
番
歌
合
三
度
百
首
』)

俊
成
八
十
五
歳

の
建
久
九
年

(
=

九
八
)
の
作
。

こ
こ
で
は
す

べ
て
が
衰
え
、
は
か
な
く
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る
。
時
代
の
衰

退
と
自
身

の
老
年
を
映
す
か
の
よ
う

に
、
秋
の
庭
は
荒
れ
果
て
て
い
る
。
侘
し

さ
の
限
り

の
底

の
深
い
詩
情
。
こ
の
よ
う
な
自
然

の
景
色
と
自
身

の
内
面
を
融

合
さ
せ
た

「
あ
は
れ
」

の
表
現
は
、
仏
教

の
無
常
観
と
自
然

の
景
物
を
嘆
賞
す

る
和
歌
と
の
矛
盾
を
止
揚
し
よ
う
と
す
る
長
い
長

い
試
行
錯
誤

の
末

に
和
歌

の

世
界
に
つ
い
に
定
着
す
る
の
で
あ
る
。
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